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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

　

は
じ
め
に

　
日
本
に
関
す
る
言
論
の
内
容
と
論
調
は
国
内
で
も
国
外
で
も
一
九
九
〇
年
代

に
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
︒
こ
の
時
期
に
「
失
わ
れ
た
十
年
」
と
い
う
言
葉
が
急

激
に
流
通
し
始
め
た
こ
と
は
︑
そ
れ
を
象
徴
す
る
︒
こ
の
言
葉
が
英
語
の
出
版

物
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
一
九
九
八
年
の
『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
誌
の
記

事
で
あ
っ
た
︒
日
本
語
で
こ
の
言
葉
が
最
初
に
使
わ
れ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
そ

れ
と
全
く
同
じ
日
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
コ
ラ
ム
の
中
で
あ
り
︑
こ
の
表
現

を
外
国
人
投
資
家
に
よ
る
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る（

1
）

︒
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た

か
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
︒
日
本
は
凋
落
し
つ
つ
あ
る
︑
日
本
は
失
わ
れ

た
と
い
う
認
識
は
︑
国
の
内
外
双
方
で
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
喪
失
状
況
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
長
引
く
に
つ
れ
︑「
失
わ
れ
た
十
年
」

は
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
が
︑
こ
の
喪
失
を
め
ぐ
る
言
説

に
は
つ
ね
に
二
つ
の
焦
点
が
あ
っ
た
︒
ま
ず
何
は
さ
て
お
き
︑
経
済
の
停
滞
が

第
一
の
焦
点
で
あ
る
︒
だ
が
第
二
の
︑
そ
し
て
同
じ
く
重
要
な
焦
点
は
︑
山
積

す
る
社
会
問
題
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
病
め
る
経
済
の
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
と

さ
れ
た
の
だ
が
︑
じ
つ
は
少
子
高
齢
化
︑
収
入
・
資
産
・
教
育
に
お
け
る
格
差

の
拡
大
︑
限
定
的
に
し
か
変
わ
ら
な
い
女
性
の
役
割
︑
い
わ
ゆ
る
若
者
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
意
欲
の
低
下
と
い
っ
た
問
題
は
す
べ
て
︑
日
本
の
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
単
純
に
言
え
ば
︑
日
本
が
何
か
を
「
失
っ
た
」
と

い
う
意
識
は
︑
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
だ
け
で
な
く
︑
日
本
は
中
流
大
衆
社
会
に

な
っ
た
︑
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
そ
う
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
社
会
的
神

話
の
崩
壊
か
ら
も
生
じ
て
い
る
︒
一
九
九
〇
年
代
に
始
ま
る
年
月
は
︑
中
流
階

高
度
成
長
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
へ

―
―
国
家
・
市
場
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―

ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
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級
の
一
員
に
加
わ
り
︑
男
は
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
に
︑
女

は
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
「
専
業
主
婦
」
に
な
れ
る
は
ず
だ
と
国
民
の
大
多
数
が
信
じ

た
夢
を
奪
い
つ
づ
け
て
き
た（

2
）

︒

　「
失
わ
れ
た
十
年
」
の
始
ま
り
は
︑
四
十
五
年
に
わ
た
る
私
の
日
本
と
の
関

わ
り
を
ち
ょ
う
ど
二
分
す
る
中
間
点
に
あ
た
る
︒
こ
の
時
点
で
日
本
に
何
か
根

源
的
な
変
化
が
起
き
た
と
い
う
認
識
が
︑
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
私
が
関
心

を
抱
い
た
き
っ
か
け
だ
っ
た
︒
本
稿
で
は
主
と
し
て
保
守
層
や
体
制
側
の
議
論

に
的
を
し
ぼ
り
な
が
ら
︑
日
本
が
中
流
社
会
と
し
て
の
未
来
に
自
信
を
失
っ
て

い
く
過
程
と
と
く
に
関
係
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
風
景
の
変
遷
を
た
ど
り
つ
つ
︑

そ
の
二
つ
の
側
面
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
︒
一
つ
は
︑
健
全
な
社
会
を

維
持
す
る
手
段
と
し
て
市
場
と
競
争
を
と
ら
え
る
考
え
方
︒
も
う
一
つ
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
役
割
の
変
化
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
︒
私
の
主
眼
は
︑
学
者
に
よ
っ

て
書
か
れ
︑
学
生
を
含
め
た
仲
間
う
ち
で
の
み
通
じ
る
論
文
を
生
み
出
す
こ
と

に
で
は
な
く
︑
学
者
か
ら
公
共
に
向
け
ら
れ
た
主
張
を
行
う
こ
と
や
︑
政
策
的

な
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
言
論
空
間
は
︑

ふ
つ
う
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」（
日
本
研
究
）
と
呼
ば
れ
て
い

る
学
問
の
動
向
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
探
り
な
が
ら
検
証
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
︒

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
端
を
発
し
︑
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の

喪
失
を
め
ぐ
る
意
識
を
検
証
す
る
た
め
に
は
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
先
立
つ
楽
観

的
な
心
理
状
態
を
見
き
わ
め
て
︑
そ
れ
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
︑
そ
の
後
起
き
た

変
化
の
も
つ
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
高
度
経
済
成
長
時
代
の

末
期
に
特
有
な
活
力
と
︑
い
わ
ゆ
る
欧
米
へ
の
「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
」
意
識
を

も
っ
て
語
ら
れ
た
︑
こ
の
よ
う
な
楽
天
的
な
見
解
を
み
つ
け
る
の
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
が
︑
そ
こ
に
は
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
時
代
を
席
巻
し
た
思
考

法
と
通
ず
る
重
要
課
題
の
い
く
つ
か
が
す
で
に
見
て
と
れ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
と
安
定
し
た
中
流
社
会
を
実
現
し
た
日
本
が
世
界
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
り
︑
他
者
の
モ
デ
ル
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
︑
最
も
顕
著
な
勝

利
宣
言
の
い
く
つ
か
を
検
証
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
︒

ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
―
―
日
本
版
―
―

　
私
の
出
発
点
は
︑
一
九
七
〇
年
代
末
に
つ
く
ら
れ
て
︑
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
あ
る
重
要
な
報
告
書
で
あ
る
︒
こ
の
報
告
書
は
ふ
つ
う

「
大
平
報
告
書
」
と
呼
ば
れ
︑
当
時
の
首
相
︑
大
平
正
芳
の
要
請
に
よ
り
︑
第

一
線
の
学
者
を
交
え
た
大
規
模
な
研
究
会
の
手
で
作
成
さ
れ
た（

3
）

︒
主
な
焦
点
は

経
済
運
営
か
ら
家
庭
生
活
に
い
た
る
内
政
問
題
︑
お
よ
び
地
方
が
直
面
す
る
諸

問
題
に
置
か
れ
︑
そ
の
ほ
か
国
際
関
係
に
も
気
配
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

報
告
書
に
は
未
来
に
つ
い
て
若
干
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
全

体
の
論
調
は
何
よ
り
も
日
本
が
達
成
し
た
こ
と
に
対
す
る
誇
り
が
き
わ
だ
っ
て

い
る
︒
改
革
を
求
め
る
声
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
低
調
で
︑
と
り
わ
け
当
時
か

ら
三
十
五
年
あ
ま
り
を
経
た
現
時
点
で
読
む
と
︑
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　
日
本
に
関
す
る
こ
う
し
た
評
定
の
文
脈
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た（

4
）

︒

大
平
政
策
研
究
会
は
一
九
七
九
年
一
月
に
招
集
さ
れ
た
︒
そ
の
五
个
月
後
︑

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
社
会
学
者
エ
ズ
ラ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア

ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
─
︱
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
─
︱
』
を
出
版
し
︑
た
だ
ち
に

邦
訳
が
出
た
︒
こ
の
二
つ
の
文
書
は
同
一
で
は
な
い
が
︑
と
も
に
楽
観
主
義
と
︑

日
本
を
モ
デ
ル
と
と
ら
え
る
点
で
共
通
し
て
い
た
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
本
は
ア
メ

リ
カ
よ
り
む
し
ろ
日
本
で
売
れ
行
き
を
は
る
か
に
伸
ば
し
た
が
︑
そ
も
そ
も
こ

の
本
は
ア
メ
リ
カ
人
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と

し
て
は
︑
現
代
の
社
会
・
経
済
問
題
を
探
る
の
に
国
境
の
外
に
ヒ
ン
ト
を
求
め

て
は
ど
う
か
と
ア
メ
リ
カ
人
に
訴
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
大
平
研
究
会
の
メ

ン
バ
ー
は
日
本
の
政
治
指
導
層
に
政
策
提
言
を
し
た
の
だ
が
︑
彼
ら
も
ま
た
他

者
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
存
在
と
し
て
日
本
の
潜
在
的
役
割
に
注

目
し
た
︒

　
こ
う
し
た
楽
観
論
と
︑
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
日
本
が
何
か
を
「
失
っ

た
」
と
い
う
言
説
と
が
よ
く
似
て
い
る
の
は
︑
国
内
外
で
評
価
が
一
致
し
て
い

た
点
で
あ
る
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
自
著
の
企
画
を
一
九
七
六
年
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
︑

数
年
に
わ
た
り
と
く
に
佐
藤
誠
三
郎
と
親
し
か
っ
た
︒
佐
藤
は
香
山
健
一
や
公

文
俊
平
と
と
も
に
︑
大
平
研
究
会
の
招
聘
に
あ
た
っ
て
主
力
と
な
っ
た
人
物
で

あ
る
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
佐
藤
は
︑
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
著
書
と
大
平
報
告
書
が
と
も

に
言
及
し
て
い
る
論
点
に
つ
い
て
何
度
と
な
く
議
論
を
重
ね
て
い
る（

5
）

︒

一
九
七
〇
年
代
に
は
ま
た
︑
日
本
的
シ
ス
テ
ム
は
「
西
洋
化
」
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
︑
も
し
か
す
る
と
西
洋
モ
デ
ル
が
一
致
し
て
参
考
に
す
る
も
の
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
観
点
で
書
か
れ
た
著
作
が
い
く
つ
か
日
本
国
外
で
発
表

さ
れ
て
い
る
︒
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
を
比
較
し
た
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー

ア
の
著
作
が
そ
の
一
例
で
︑
こ
れ
は
す
で
に
古
典
と
な
っ
た（

6
）

︒
大
平
報
告
書
の

執
筆
者
ら
は
こ
う
い
う
文
脈
で
︑
し
か
し
同
時
に
日
本
国
内
の
よ
り
批
判
的
な

意
見
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
（
じ
つ
は
書
き
手
ら
自
身
が
そ
れ
以
前
に
表
明
し
て
い

た
観
点
へ
の
反
動
と
し
て
）
報
告
書
を
完
成
さ
せ
た
︒

　
大
平
首
相
の
出
自
は
︑
社
会
的
・
経
済
的
に
高
い
位
置
を
も
た
な
い
点
で
田

中
角
栄
と
や
や
似
通
っ
て
お
り
︑
吉
田
茂
︑
鳩
山
一
郎
︑
池
田
勇
人
︑
佐
藤
栄

作
︑
三
木
武
夫
な
ど
戦
後
の
宰
相
の
そ
れ
と
明
確
に
対
比
さ
れ
る
︒
大
平
は
東

大
で
は
な
く
東
京
商
科
大
学
（
一
橋
大
学
の
前
身
）
か
ら
大
蔵
省
入
り
し
た
︒

そ
し
て
省
内
の
上
司
だ
っ
た
池
田
勇
人
の
引
き
立
て
を
得
て
政
界
入
り
し
た
︒

大
平
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
教
養
人
で
あ
っ
た
︒
知
的
な
影
響
を
受
け
た
人
物
は

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ー
ニ
ー
で

あ
る
︒
こ
の
二
人
か
ら
大
平
が
学
ん
だ
の
は
︑
個
人
と
国
家
を
結
ぶ
仲
介
グ

ル
ー
プ
の
重
要
性
で
あ
り
︑
こ
れ
が
規
制
な
き
過
激
な
市
場
経
済
や
︑
反
資
本

主
義
の
階
級
闘
争
が
与
え
る
有
害
な
影
響
か
ら
社
会
を
護
る
と
い
う
信
念
だ
っ

た
︒
大
平
は
「
改
良
資
本
主
義
」
つ
ま
り
社
会
協
調
を
唱
導
し
︑
ま
た
ロ
ー

マ
・
ク
ラ
ブ
が
提
唱
し
た
「
成
長
の
限
界
」
説
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
︑
近

代
化
の
成
長
モ
デ
ル
は
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
︑
克
服
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
た
︒
自
民
党
内
で
の
大
平
は
︑
防
衛
費
増
大
と
憲
法
改
正
を
唱
え
る
福
田
派
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と
対
立
す
る
立
場
を
と
り
︑
そ
の
よ
う
な
動
き
は
日
本
を
有
害
な
「
前
近
代
」

国
家
に
戻
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
︒
大
平
は
ま
た
︑
国
家
中
枢
が
過
大
な
権
力

を
握
る
こ
と
を
懸
念
し
︑
政
治
・
行
政
権
力
を
地
域
の
現
場
に
移
し
て
全
体
を

均
衡
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
た（

7
）

︒

　
大
平
報
告
書
全
九
巻
に
は
各
巻
す
べ
て
に
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提

言
」
と
い
う
同
一
の
序
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
報
告

書
に
は
大
平
の
世
界
観
を
色
濃
く
反
映
し
た
問
題
意
識
が
通
底
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
こ
の
序
文
は
欧
米
と
の
あ
い
だ
に
築
い
た
新
た
な
平
等
と
い
う
誇
り

に
満
ち
た
高
揚
感
あ
ふ
れ
る
出
だ
し
に
始
ま
る
︒

近
代
化
を
達
成
し
た
欧
米
諸
国
と
日
本
は
︑
高
度
産
業
社
会
と
し
て
成
熟

し
︑
多
く
の
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
︒
︙
︙
日
本
は
︑
明
治

維
新
以
来
︑
欧
米
先
進
諸
国
に
一
日
も
早
く
追
い
つ
く
た
め
に
︑
近
代
化
︑

産
業
化
︑
欧
米
化
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
日
本
は
︑

成
熟
し
た
高
度
産
業
社
会
を
迎
え
︑
人
々
は
︑
世
界
に
誇
り
う
る
自
由
と

平
等
︑
進
歩
と
繁
栄
︑
経
済
的
豊
か
さ
と
便
利
さ
︑
高
い
教
育
と
福
祉
の

水
準
︑
発
達
し
た
科
学
技
術
を
享
受
す
る
に
至
っ
た（

8
）

︒

　
こ
う
し
た
こ
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
︑
日
本
の
中
に
異
な
る
文
化
が
併

立
し
て
い
る
か
ら
だ
が
︑
提
言
で
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
著
者
た
ち
の
理
解
が

展
開
さ
れ
て
い
る
︒

欧
米
の
文
化
が
︑
神
か
悪
魔
か
︑
勝
ち
か
負
け
か
︑
白
か
黒
か
と
い
う
よ

う
に
︑「
二
者
を
峻
別
し
対
比
」
さ
せ
る
構
造
を
持
つ
の
に
対
し
︑
日
本

文
化
は
︑
じ
ゃ
ん
け
ん
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
絶
対
的
勝
者
も
敗
者
も
い

な
い
三
す
く
み
の
「
三
極
鼎
立
・
円
環
構
造
」
を
特
質
と
し
て
い
る
︒
絶

対
的
一
神
教
崇
拝
に
対
し
︑
神
仏
習
合
の
歴
史
的
経
験
を
も
つ
︒
ル
ー
ル

を
守
れ
ば
勝原
文
マ
マ

て
ば
勝
ち
の
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」
よ
り
は
︑「
お
の
お
の

が
そ
の
所
を
得
る
」
よ
う
な
「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
の
原
理
を
も
つ
︒
都

市
の
構
造
や
家
屋
︑
庭
園
︑
生
活
習
慣
で
も
︑「
中
間
領
域
」
を
大
切
に

す
る
「
グ
レ
イ
・
ゾ
ー
ン
の
文
化
」
を
も
っ
て
い
る（

9
）

︒

　
東
西
対
比
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
こ
と
自
体
お
そ
ろ
し
く
二
元
論
的
だ
が
︑
著

者
ら
は
日
本
こ
そ
す
べ
て
の
現
代
社
会
が
直
面
す
る
難
問
に
対
処
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
と
し
︑
具
体
的
に
は
︑「
か
つ
て
な
い
自
由
と
経
済
的
豊
か
さ
は
︑

こ
れ
ま
で
の
物
質
文
明
や
近
代
合
理
主
義
の
下
で
︑
と
も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
人
間
の
精
神
的
・
文
化
的
側
面
へ
の
反
省
を
促
し
︑
よ
り
高
度

な
人
間
的
欲
求
を
目
覚
め
さ
せ
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

10
）

︒
そ
し
て
大
平

と
も
ど
も
︑
日
本
と
世
界
が
「
近
代
を
超
え
る
時
代
」
に
入
っ
た
と
く
り
か
え

し
強
調
す
る
︒
こ
の
新
た
な
世
界
で
は
︑
調
和
と
均
衡
が
︑
ま
た
個
人
主
義
で

は
な
く
相
互
連
帯
の
原
則
が
︑
全
世
界
的
な
新
し
い
「
文
化
の
時
代
」
に
お
け

る
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
盤
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
追
い
求
め
る
べ
き
欧

米
モ
デ
ル
は
も
は
や
存
在
し
な
い（

11
）

︒



高度成長から「失われた二十年」へ

27

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　「
近
代
を
超
え
る
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
初
出
し
た
あ
と
︑
報
告
書
は
そ
れ

が
「
前
近
代
へ
の
回
帰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
断
言
し
︑
は
っ
き
り
身
構

え
た
姿
勢
を
あ
ら
わ
に
す
る（

12
）

︒
つ
ま
り
こ
の
表
現
が
戦
時
中
の
評
判
の
良
く
な

い
「
近
代
の
超
克
」
論
議
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
︑
メ
ン
バ
ー
ら
は
強
く
意
識

し
て
い
た
︒
だ
が
公
正
を
期
す
な
ら
ば
︑
大
平
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
以
上
に
︑

「
近
代
の
超
克
」
論
議
に
関
わ
っ
た
戦
時
中
の
思
想
家
た
ち
が
み
ず
か
ら
を
先

祖
返
り
と
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒
彼
ら
は
国
際
的
に
見
て
妥
当
な
日
本

的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
︑
伝
統
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も

近
代
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
追
求
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は

軍
事
力
で
「
八
紘
に
」（
世
界
の
隅
々
ま
で
）
広
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
こ
う
し
た
も
の
を
想
起
さ
せ
る
点
︑
ま
た
日
本
と
欧
米
の
文
化
双
方
に
つ
い

て
︑
大
平
報
告
書
の
理
解
が
還
元
論
的
で
あ
る
点
を
も
っ
て
︑
こ
の
研
究
会
の

い
う
新
た
な
「
文
化
の
時
代
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
単
純
で
浅
薄
と
切
り
捨
て

て
し
ま
う
の
は
た
や
す
い
し
︑
あ
る
意
味
で
妥
当
な
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

こ
の
報
告
書
の
根
底
に
あ
る
前
提
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
の
に
は
二
つ
の
理

由
が
あ
る
︒
一
つ
目
に
は
︑
そ
れ
が
戦
争
の
時
代
を
越
え
て
︑
少
な
く
と
も

十
九
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
政
教
社
と
そ
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
を
め
ぐ

る
人
々
の
著
作
に
深
い
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
る
思
考
モ
ー
ド
の
一
例
で
あ
る
か
ら

だ
が
︑
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
二
つ
目
に
は
︑
こ
の
報
告
書
が
︑
絶
え
ず
変
化

す
る
困
難
な
国
際
環
境
の
な
か
で
「
日
本
」
を
定
義
し
よ
う
と
挑
み
つ
づ
け
る

人
々
の
持
続
的
な
ス
タ
ン
ス
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
︒

　
過
去
の
こ
う
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
は
︑
戦
時
期
の
も
の
で
あ
れ
明
治
中
期
の
も
の

で
あ
れ
︑
欧
米
の
近
代
化
の
模
倣
を
急
ぐ
な
か
で
日
本
が
自
国
文
化
の
本
質
を

失
っ
て
い
く
懸
念
を
反
映
し
て
︑
危
機
感
と
敵
愾
心
に
彩
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う

し
た
背
景
に
照
ら
す
と
︑
こ
の
宣
言
文
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
信
に
満
ち
た

論
調
は
好
奇
心
を
そ
そ
る
︒
し
か
も
そ
れ
が
︑
こ
れ
ま
で
こ
の
同
じ
書
き
手
た

ち
が
書
い
て
き
た
も
の
と
異
な
る
点
に
は
も
っ
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
︒
大
平

報
告
書
に
見
ら
れ
る
思
考
の
起
源
は
─
︱
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
本
の
出
発
点
も
そ
う

だ
が
─
︱
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
香
山
︑
佐
藤
︑
公
文
な
ど
大

平
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
の
主
力
メ
ン
バ
ー
は
︑
多
く
が
「
グ
ル
ー
プ

一
九
八
四
」
と
自
称
す
る
保
守
派
知
識
人
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
︒
こ
の
グ

ル
ー
プ
は
︑
一
九
六
〇
年
代
に
電
子
産
業
大
手
企
業
を
創
設
し
た
起
業
家
の
牛

尾
治
朗
が
招
聘
し
︑『
文
藝
春
秋
』
誌
一
九
七
五
年
二
月
号
に
「
日
本
の
自
殺
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
た（

13
）

︒
こ
の
論
文
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
︑
執
筆
者
ら
は

当
時
の
経
団
連
会
長
だ
っ
た
土
光
敏
夫
と
結
び
つ
い
て
い
く（

14
）

︒

　
こ
の
論
文
と
大
平
報
告
書
は
︑
現
代
生
活
の
精
神
的
・
文
化
的
特
性
へ
の
懸

念
を
共
有
し
︑
日
本
社
会
が
「
自
律
性
と
﹁
自
己
決
定
能
力
﹂
を
失
い
さ
え
し

な
け
れ
ば
」︑
日
本
文
化
─
︱
あ
る
箇
所
で
は
「
日
本
の
魂
」
と
さ
れ
て
い
る

─
︱
に
は
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
と
い
う
経
済
的
困
難
を
克
服
す
る
潜
在
力
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
点
で
共
通
す
る（

15
）

︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
自
信
あ
ふ
れ
る
叙

述
は
じ
つ
は
非
常
に
少
な
く
︑
論
文
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
文

章
全
体
の
論
調
や
内
容
は
迫
り
来
る
災
厄
へ
の
危
機
感
と
恐
れ
に
彩
ら
れ
て
い
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る
︒
論
文
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
に
つ
い
て
の
鮮
烈
な
描
写
に
始
ま
り
︑
そ
う

な
っ
た
の
は
エ
リ
ー
ト
が
「
パ
ン
や
娯
楽
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
に

迎
合
し
た
せ
い
だ
と
す
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑
現
在
の
日
本
も
同
じ
よ
う
に
倫

理
の
衰
退
を
招
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
︑
そ
し
て
経
済
が
︑

社
会
の
規
律
と
責
任
を
犠
牲
に
し
て
大
衆
の
欲
望
に
迎
合
し
た
た
め
だ
と
︑
ま

さ
に
エ
リ
ー
ト
的
な
調
子
で
非
難
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
言
え
ば
︑
日
本
は
三
つ
の
難
問
︑
す
な
わ
ち
天
然
資
源
の
欠
乏
︑

環
境
破
壊
︑
過
度
の
昇
給
レ
ー
ス
と
（
そ
れ
に
よ
る
）
消
費
者
物
価
の
上
昇
が

招
く
イ
ン
フ
レ
・
ス
パ
イ
ラ
ル
に
直
面
し
て
い
る
︒
し
か
し
問
題
は
経
済
と
い

う
よ
り
文
化
や
政
治
︑
と
り
わ
け
心
理
面
に
あ
る
︒
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
︑

大
量
生
産
社
会
に
は
び
こ
る
物
質
主
義
だ
︒
均
一
化
さ
れ
た
商
品
は
人
々
か
ら

趣
味
嗜
好
を
奪
い
︑
規
格
化
さ
れ
た
労
働
は
労
働
者
を
精
神
的
・
肉
体
的
に
蝕

む
︒
女
性
が
利
便
性
ゆ
え
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
や
既
製
服
を
求
め
て
︑
消
費

主
義
が
家
庭
を
も
破
壊
す
る
︒「
家
族
の
た
め
に
心
を
込
め
て
食
事
を
作
り
︑

セ
ー
タ
ー
を
編
む
喜
び
を
忘
れ
た
主
婦
た
ち
が
い
か
に
多
い
こ
と
か
」︒
こ
の

現
代
シ
ス
テ
ム
が
─
︱
本
質
的
に
は
資
本
主
義
的
生
産
と
消
費
な
の
だ
が
︑
著

者
ら
は
そ
れ
を
敢
え
て
大
上
段
に
ふ
り
か
ざ
そ
う
と
し
な
い
─
︱
「
幼
児
化
し

た
」
人
々
に
重
大
な
道
徳
的
危
機
を
も
た
ら
し
︑
大
衆
の
判
断
力
を
弱
め
︑
規

律
を
徐
々
に
奪
っ
て
い
っ
た
︒
四
十
年
経
ち
な
が
ら
︑
い
さ
さ
か
も
古
め
か
し

さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
の
論
文
は
︑
そ
の
あ
る
一
節
で
︑
何
よ
り
も
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
流
れ
る
情
報
の
氾
濫
に
よ
っ
て
︑
人
々
は
自
分
で
判
断
す
る
ゆ
と
り

が
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る（

16
）

︒

　
著
者
ら
に
と
っ
て
敵
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
問
題
を
つ
く
り
だ

し
︑
そ
の
解
決
を
妨
げ
る
の
は
政
治
的
左
派
︑
と
く
に
日
本
共
産
党
と
日
教
組

で
あ
る
︒
左
派
は
行
き
過
ぎ
た
邪
悪
な
平
等
主
義
を
教
育
制
度
に
も
ち
こ
ん
で
︑

生
徒
の
長
所
を
認
め
ず
に
均
一
の
標
準
速
度
で
動
く
よ
う
強
い
︑
自
立
精
神
と

規
律
を
崩
壊
さ
せ
る
福
祉
国
家
を
め
ざ
し
た
︒
い
ま
必
要
な
の
は
─
︱
「
消
費

者
︑
労
働
者
︑
政
治
家
︑
経
営
者
に
よ
る
」
─
︱
方
向
転
換
︑
つ
ま
り
利
己
的

な
自
分
探
し
を
や
め
て
︑
自
立
︑
人
々
に
負
の
側
面
を
伝
え
る
こ
と
を
恐
れ
な

い
強
い
リ
ー
ダ
ー
︑
若
者
に
向
け
た
強
固
な
愛
︑
そ
し
て
物
質
的
な
利
益
だ
け

が
人
間
の
幸
福
の
総
和
で
は
な
い
と
い
う
認
識
へ
の
方
向
転
換
で
あ
る
︒
こ
の

長
い
論
文
に
み
な
ぎ
る
張
り
つ
め
た
高
揚
感
は
︑
明
ら
か
に
転
向
の
後
ろ
め
た

さ
を
反
映
し
た
も
の
な
の
だ
︒
若
き
日
の
著
者
ら
は
自
身
が
過
激
派
学
生
で
あ

り
︑
共
産
党
員
で
あ
っ
た
︒

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
︑
大
平
報
告
書
は
日
本
が
直
面
す
る
問
題
を
極
端
に

抑
制
し
て
描
く
一
方
︑
日
本
文
化
の
興
隆
だ
け
で
な
く
︑
新
た
な
「
文
化
の
時

代
」
に
お
い
て
世
界
に
奉
仕
す
る
日
本
文
化
の
潜
在
力
を
︑
大
仰
な
ほ
ど
の
確

信
に
満
ち
て
評
価
し
た
提
言
と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︒
執
筆
者
の
多
く
が

何
を
も
っ
て
こ
の
四
年
の
あ
い
だ
に
こ
う
し
た
違
い
に
達
し
た
の
か
は
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
が
︑
第
一
に
言
え
る
の
は
自
信
の
増
大
だ
ろ
う
︒
一
九
八
〇
年

ま
で
に
日
本
は
二
度
の
石
油
危
機
を
︑
ほ
か
の
多
く
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
が

被
っ
た
ほ
ど
の
惨
状
に
陥
ら
ず
に
切
り
抜
け
た
︒
こ
れ
は
一
九
七
五
年
に
は
予
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想
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
︒
以
前
の
論
文
に
見
ら
れ
る
左
派
へ
の
恐
れ
と
具
体
的

に
関
連
づ
け
て
言
え
ば
︑
協
調
的
な
民
間
セ
ク
タ
ー
労
組
と
企
業
の
賃
金
交
渉

が
イ
ン
フ
レ
・
ス
パ
イ
ラ
ル
を
抑
え
こ
み
︑
ま
た
「
ス
ト
権
ス
ト
」
の
敗
北
に

よ
っ
て
公
共
セ
ク
タ
ー
労
組
が
大
き
く
後
退
し
た
︒
第
二
に
︑
首
相
の
た
め
に

作
成
さ
れ
る
報
告
書
と
い
う
も
の
に
は
政
治
的
な
縛
り
が
か
か
る
︒
そ
う
し
た

報
告
書
は
︑
現
今
の
危
機
を
大
げ
さ
に
嘆
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
か
り
に
危
機

に
見
舞
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
首
相
を
含
め
た
与
党
は
政
権
を
担
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
だ
し
︑
提
言
は
首
相
が
政
策
を
つ
う
じ
て
実
現
可
能
な
施

策
を
推
進
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

　
日
本
の
経
済
と
文
化
を
新
た
な
「
文
化
の
時
代
」
の
強
靱
な
基
盤
と
し
て
描

く
大
平
報
告
書
は
︑
こ
の
よ
う
に
左
派
と
の
不
安
と
敵
意
に
満
ち
た
対
話
か
ら

生
ま
れ
た
︒
た
だ
し
そ
の
不
安
感
は
抑
え
ら
れ
︑
敵
意
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な

い
︒
そ
の
の
ち
︑
変
化
の
時
代
に
日
本
固
有
の
も
の
を
見
定
め
保
全
し
た
い
と

い
う
報
告
書
本
来
の
関
心
事
は
持
続
し
つ
づ
け
︑
危
機
感
が
戻
っ
て
く
る
︒
し

か
し
左
派
が
い
よ
い
よ
重
要
性
を
失
う
に
つ
れ
︑
仮
想
敵
あ
る
い
は
問
題
の
源

泉
と
し
て
の
そ
の
存
在
感
は
薄
ま
っ
て
い
く
（
た
だ
し
橋
下
徹
の
よ
う
な
政
治
家

や
安
倍
首
相
が
教
師
を
攻
撃
し
た
り
す
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
消
滅
は
し

な
い
）︒
こ
れ
ら
一
九
七
〇
年
代
の
主
義
主
張
の
核
心
部
に
内
在
す
る
矛
盾
を

反
映
し
て
︑
や
が
て
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
対
立
軸
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
日
本

の
左
派
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
替
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
は
し
た
が
︑
大
平
報

告
書
の
唱
え
る
日
本
文
化
の
あ
る
べ
き
姿
と
︑
生
ま
れ
た
て
の
新
自
由
主
義
と

の
あ
い
だ
に
不
安
な
緊
張
が
生
ま
れ
た
︒
こ
の
新
自
由
主
義
の
萌
芽
は
︑
平
等

主
義
的
教
育
や
膨
張
す
る
社
会
福
祉
へ
激
し
い
攻
撃
を
加
え
る
「
日
本
の
自

殺
」
に
す
で
に
は
っ
き
り
窺
え
る
︒

　
台
頭
す
る
日
本
版
新
自
由
主
義
に
と
っ
て
最
初
の
重
要
な
契
機
は
︑
そ
の
わ

ず
か
数
年
後
︑
中
曽
根
康
弘
政
権
の
時
代
に
訪
れ
た
︒
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の

レ
ー
ガ
ン
政
権
︑
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
時
代
に
似
た
よ
う
な
改
良
主

義
が
右
派
勢
力
か
ら
登
場
し
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒「
戦
後
政

治
の
総
決
算
」
を
唱
え
る
中
曽
根
内
閣
の
内
政
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
目
玉
は
︑
教
育

改
革
と
国
家
的
独
占
機
関
と
り
わ
け
国
鉄
の
民
営
化
だ
っ
た
︒
中
曽
根
の
意
図

は
︑
国
鉄
の
抱
え
る
巨
大
債
務
を
処
理
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
以
上
に
︑

強
大
な
力
を
も
つ
国
労
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
の
著
者
た

ち
の
意
図
が
ど
の
く
ら
い
中
曽
根
の
経
済
政
策
に
直
接
繰
り
越
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
︑
日
本
の
学
者
の
あ
い
だ
で
議
論
が
あ
る
が
︑
中
曽
根
の
政
策
の
う
ち
︑

と
り
わ
け
教
育
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
精
神
に
は
︑
ま
ち
が
い
な
く
「
日
本
の

自
殺
」
の
骨
子
が
引
き
継
が
れ
て
い
る（

17
）

︒

　
だ
が
中
曽
根
が
公
共
セ
ク
タ
ー
の
独
占
機
関
と
教
育
に
お
け
る
改
革
を
押
し

進
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
曽
根
時
代
も
そ
の
あ
と
も
ず
っ
と
ひ
き
つ
づ
き
︑

民
間
セ
ク
タ
ー
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
楽
観
的
な
評
価
は
変
わ
ら
ず
︑
改

ま
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
そ
の
傾
向
を
強
め
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
︒
戦
後
の
経
済

社
会
シ
ス
テ
ム
の
心
臓
部
の
改
革
が
よ
う
や
く
着
実
に
動
き
だ
し
た
の
は
︑
バ

ブ
ル
が
崩
壊
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
と
き
で
さ
え
す
ぐ
に
は
始
ま
ら
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な
か
っ
た
︒「
失
わ
れ
た
日
本
を
救
え
」
ジ
ャ
ン
ル
の
初
期
の
著
作
で
最
も
知

ら
れ
て
い
る
の
は
︑
野
口
悠
紀
夫
の
『
一
九
四
〇
年
体
制
─
︱
さ
ら
ば
戦
時
経

済
─
︱
』（
一
九
九
五
）
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ッ
ツ
の
『
腐
り
ゆ
く
日
本
と
い
う

シ
ス
テ
ム
』（
一
九
九
八
）
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
著
作
が
真
に
攻
撃
し
た
の
は

経
済
・
社
会
の
官
僚
的
経
営
で
あ
り
︑
自
由
市
場
の
運
営
に
対
す
る
法
的
規
制

だ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
大
平
報
告
書
に
お
い
て
︑
日
本
的
経
営
シ
ス
テ
ム
と

定
義
さ
れ
た
も
の
の
価
値
が
ど
の
よ
う
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
か
を
よ
く
検
討
し

た
あ
と
︑
失
わ
れ
た
二
十
年
の
経
済
論
議
の
特
徴
で
あ
る
︑
市
場
原
理
に
適
っ

た
改
革
を
め
ぐ
る
矛
盾
し
た
言
論
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

管
理
さ
れ
た
市
場
か
ら
自
由
な
市
場
へ
？

　
大
平
報
告
書
に
は
「
文
化
の
時
代
の
経
営
運
営
」
と
題
さ
れ
た
︑
と
り
わ
け

興
味
深
い
一
巻
が
あ
る（

18
）

︒
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
特
性
を
細
部
に
わ
た
り
肯

定
的
に
述
べ
た
巻
だ
︒
一
九
五
〇
年
代
︑
六
〇
年
代
に
は
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
は

日
本
の
前
近
代
に
起
源
を
も
ち
︑
進
ん
だ
欧
米
の
シ
ス
テ
ム
に
収
斂
す
る
宿
命

に
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
れ
が
今
や
永
続
的
な
慣
行
と
み

な
さ
れ
︑
も
し
か
す
る
と
他
国
の
モ
デ
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︒
こ

の
シ
ス
テ
ム
は
長
期
雇
用
と
年
功
序
列
型
賃
金
体
系
を
慣
行
と
し
︑
人
と
人
の

間
柄
を
重
視
す
る
文
化
を
土
台
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
「
地
下
茎
」
の
よ
う
な

構
造
を
も
つ
組
織
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
経
営
組
織
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の

「
樹
木
」
構
造
と
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
の
「
地
下
茎
」
モ
デ
ル
だ
と
︑
す
べ
て

の
当
事
者
が
関
与
す
る
︑
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
意
思
決
定
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た

日
本
的
な
組
織
は
社
員
に
安
心
感
を
与
え
る
が
︑
著
者
ら
の
意
見
で
は
︑
だ
か

ら
と
い
っ
て
効
率
的
な
社
内
競
争
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「
連
帯
と
心
の
平
安
と
い
う
土
台
の
う
え
に
築
か
れ
る
進
歩
へ
の
競
争
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
い
う
︒

　
い
っ
ぽ
う
「
市
場
に
お
け
る
競
争
」
に
つ
い
て
︑
報
告
書
は
管
理
さ
れ
た
競

争
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
は
っ
き
り
と
推
奨
し
て
い
る
︒

市
場
に
お
け
る
競
争
と
い
う
面
で
は
︑
日
本
の
競
争
は
︑「
な
か
ま
」
集

団
に
よ
る
競
争
で
あ
る
た
め
︑
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
は

結
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
構
わ
な
い
と
い
う
欧
米
型
の
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ

イ
」
で
は
な
く
︑
競
争
が
始
ま
る
前
か
ら
結
果
は
ど
う
な
る
か
︑
最
適
な

分
配
方
法
（「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」）
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
︑
参
加

者
が
「
お
の
お
の
が
そ
の
所
を
得
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
点
に
︑

そ
の
特
徴
が
あ
る（

19
）

︒

　
序
文
は
こ
の
よ
う
な
観
点
を
ざ
っ
と
概
観
し
た
あ
と
︑
た
と
え
ば
新
卒
採
用
︑

労
組
の
協
調
的
ス
タ
ン
ス
︑
金
融
市
場
の
調
整
︑
行
政
指
導
の
慣
行
な
ど
に
つ

い
て
さ
ら
に
詳
し
く
書
き
進
め
る
︒
そ
し
て
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」
よ
り
も

「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
の
優
位
と
い
う
観
点
を
く
り
か
え
し
︑
そ
の
典
拠
と
し



高度成長から「失われた二十年」へ

31

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

て
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
を
引
用
す
る（

20
）

︒

　
報
告
書
は
し
か
し
同
時
に
︑
現
行
の
こ
の
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
に
崩
壊
の
兆

し
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
︑「
日
本
の
自
殺
」
と
通
底
す
る
不
安
の

根
拠
と
す
る
が
︑
そ
の
危
機
感
は
さ
ほ
ど
強
く
な
く
︑
あ
ま
り
悲
観
的
な
感
じ

が
し
な
い
︒
か
つ
て
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
自
由
と
繁
栄
が
達
成
さ
れ
た
時
代

に
著
者
ら
が
懸
念
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
は
︑
む
し
ろ
国
の
精
神
状
況
に
つ
い
て

で
あ
る
︒
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
で
表
明
さ
れ
て
き
た
懸
念
と
同
じ
く
︑
著

者
ら
が
恐
れ
る
の
は
︑
新
技
術
︑
安
価
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
︑

ケ
イ
ン
ズ
的
需
要
刺
激
を
行
い
︑
社
会
保
障
制
度
を
整
え
る
こ
と
を
通
じ
た
︑

経
済
成
長
に
よ
り
大
衆
の
福
利
を
促
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
き
た
戦
後
レ

ジ
ー
ム
が
︑
す
べ
て
の
先
進
工
業
諸
国
で
将
来
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

あ
る
︒「
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
」
を
除
き
︑
技
術
革
新
は
ひ
と
つ
と
し
て
展
望

が
持
て
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
︒
需
要
管
理
と
日
本
式
行
政
指
導
は
イ
ン
フ

レ
下
で
は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
し
︑
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
福
祉
国
家
を
維
持
す

る
の
は
納
税
者
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
︒
社
会
問
題
に
目
を
向
け
れ
ば
︑

新
た
に
登
場
し
た
中
流
階
級
の
「
生
産
中
心
主
義
」
と
「
会
社
中
心
主
義
」
は

男
の
価
値
観
と
し
て
は
肯
定
で
き
る
が
︑
憂
慮
す
べ
き
動
向
を
い
く
つ
か
も
た

ら
し
た
︒
ひ
と
つ
は
「
個
別
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
︑
こ
れ
は
必
ず
し
も

個
人
主
義
と
は
い
え
ず
︑
む
し
ろ
娯
楽
や
ゆ
と
り
を
求
め
る
集
団
か
ら
派
生
し

て
き
た
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
と
関
係
し
て
刹
那
的
充
足
と
快
楽
追
求
が
姿
を

現
し
た
︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
保
身
性
や
利
己
的
な
ふ
る
ま
い
と
関
係
し
て
お
り
︑

結
果
と
し
て
夫
婦
が
子
ど
も
を
あ
ま
り
作
ら
な
く
な
り
︑
社
会
の
高
齢
化
を
加

速
さ
せ
る
︒
こ
う
し
た
経
済
・
社
会
的
問
題
は
み
な
減
退
す
る
経
済
活
力
︑
政

治
的
統
治
力
の
欠
如
︑
テ
ロ
・
犯
罪
・
青
少
年
非
行
・
自
殺
な
ど
の
社
会
的
無

規
範
が
入
り
混
じ
っ
た
有
害
な
社
会
状
況
︑
す
な
わ
ち
「
先
進
国
病
」
と
呼
ば

れ
た
︒
し
か
し
日
本
に
は
ま
だ
他
か
ら
羨
ま
れ
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
結

合
力
が
あ
る
︑
と
報
告
書
は
言
う（

21
）

︒
組
織
内
部
で
も
外
部
の
大
き
な
市
場
で
も
︑

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
が
先
進
国
病
と
い
っ
て
も
ク
シ
ャ
ミ
程
度
で
︑
風
邪

や
肺
炎
に
か
か
っ
て
い
な
い
の
は
︑
競
争
を
管
理
で
き
て
い
る
点
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
︒

　
一
九
八
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
日
本
経
済
が
先
進
ラ
イ
バ
ル
諸
国
や
同
盟
諸
国

に
先
ん
じ
る
状
況
が
つ
づ
く
と
︑
学
界
で
も
政
策
立
案
者
の
あ
い
だ
で
も
︑
日

本
に
関
す
る
言
論
に
ま
す
ま
す
威
勢
の
よ
い
論
調
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き

た
︒
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
︑
報
告
書
の
言
う
欧
米
と
日
本
の
文
化
二

元
論
を
真
似
て
︑
日
本
式
労
働
管
理
を
世
界
の
モ
デ
ル
に
ま
で
持
ち
上
げ
る
論

文
が
︑
学
者
の
あ
い
だ
で
も
一
般
社
会
で
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
一
橋
大
学
経
営
学
の
有
名
教
授
︑
伊
丹
敬
之
は
︑「
日
本
文
明
の
企
業
的

側
面
」
と
し
て
「
人
本
主
義
的
企
業
シ
ス
テ
ム
」
と
み
ず
か
ら
名
づ
け
た
も
の

の
優
越
を
説
き
︑「
日
本
の
長
い
繁
栄
を
考
え
る
の
な
ら
︑
い
さ
さ
か
大
げ
さ

で
恥
ず
か
し
い
話
し
だ
が
︑
文
明
を
─
︱
と
く
に
そ
の
企
業
シ
ス
テ
ム
を
─
︱

輸
出
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
考
え
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
述
べ
た（

22
）

︒
著
名
な
評
論
家
の
唐
津
一
は
日
本
式
品
質
管
理
を
称
え
て
こ
う
述
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べ
た
︒「
私
の
念
願
が
あ
る
︒
そ
れ
は
日
本
で
の
（
工
場
経
営
に
関
す
る
─
︱
引

用
者
注
）
実
験
デ
ー
タ
を
詳
細
に
分
析
し
︑
世
界
の
人
々
に
公
開
し
た
い
の
で

あ
る
︒
︙
︙
（
よ
り
根
本
的
に
言
え
ば
日
本
は
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
発
想
の
原
点
の

ひ
と
つ
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
に
嚙
み
つ
く
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
し
な
く
て
は
（
な
ら

な
い（

23
）

）」︒

　
も
ち
ろ
ん
株
式
と
地
価
が
急
落
し
て
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
た
あ
と
経
済
が

失
速
し
︑
と
き
に
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
る
よ
う
な
経
済
状
態
が
何
年
も
つ
づ

く
と
︑
こ
の
日
本
礼
賛
の
陽
気
な
大
合
唱
は
批
判
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
︑
メ

デ
ィ
ア
や
一
部
の
学
者
の
あ
い
だ
で
変
化
を
求
め
る
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
外
国
メ
デ
ィ
ア
で
先
頭
を
切
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

誌
で
あ
る
︒
早
く
も
一
九
九
三
年
に
同
誌
は
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
の
大
手
メ
ー

カ
ー
︑
パ
イ
オ
ニ
ア
が
三
十
五
人
の
ベ
テ
ラ
ン
社
員
を
早
期
退
職
さ
せ
る
決
断

を
し
た
こ
と
を
嬉
々
と
し
て
報
じ
た
︒「
日
本
の
資
本
主
義
を
（
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
）
社
会
主
義
と
混
同
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
︒
︙
︙
（
パ
イ
オ
ニ

ア
の
決
断
は
）
一
九
四
五
年
以
後
の
大
企
業
に
お
け
る
終
身
雇
用
の
伝
統
が
︑

経
済
の
減
速
に
よ
る
圧
力
で
軋
み
は
じ
め
た
兆
し
と
見
ら
れ
て
い
る（

24
）

」︒

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
経
済
が
上
昇
機
運
に
乗
る
と
︑
ア
メ
リ
カ
を

中
心
に
据
え
て
労
使
関
係
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
集
約
管
理
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ

て
︑
ア
メ
リ
カ
式
企
業
統
治
が
新
し
い
モ
デ
ル
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
型
の
経
営
は
株
主
投
資
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
を
最
優
先
す

る
こ
と
が
万
人
に
と
っ
て
最
善
の
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
の
で
「
株
主
資

本
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑
日
本
企
業
は
社
員
や
経
営
者
の
利
益
を
出
資
者

の
利
益
と
同
等
に
置
く
「
利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）」
資
本
主
義
と

し
て
批
判
さ
れ
た（

25
）

︒

　
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
︑
一
般
社
会
で
も
企
業
リ
ー
ダ
ー
や
エ

リ
ー
ト
官
僚
の
あ
い
だ
で
も
︑
大
平
報
告
書
で
了
解
さ
れ
た
考
え
方
や
制
度
が

世
界
の
経
済
大
国
と
し
て
の
戦
後
日
本
の
興
隆
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
に
︑

人
々
は
魅
力
を
感
じ
つ
づ
け
て
き
た
︒
た
し
か
に
こ
の
年
月
︑「
日
本
株
式
会

社
」
の
職
場
に
は
多
く
の
重
要
な
変
化
が
起
き
た
︒
少
な
く
と
も
一
九
八
〇
年

代
か
ら
企
業
が
す
で
に
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
が
︑
低
賃
金
諸
国
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
世
界
的
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
︑
国
内
雇
用
は
大
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て

き
た
︒
ま
た
︑
パ
ー
ト
タ
イ
ム
︑
派
遣
社
員
︑
契
約
社
員
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
非
正
規
社
員
の
雇
用
が
増
え
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
変

化
が
じ
つ
は
非
常
に
広
範
に
及
ん
で
い
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
︒
日
本
で
は
改
革

が
求
め
つ
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
多
く
の
人
が
そ
れ
に
対
す
る
警
戒
の
必
要
性

を
口
に
し
た
︒

　
そ
の
一
例
と
し
て
︑
日
本
有
数
の
経
営
者
団
体
で
あ
る
日
経
連
が
労
働
問
題

に
つ
い
て
一
九
九
六
年
に
出
し
た
提
言
を
考
え
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
「
ブ
ル
ー

バ
ー
ド
プ
ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
︑
規
制
緩
和
さ
れ
て
企
業
が
市
場
の
動
き
に
も
っ

と
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
未
来
に
つ
い
て
︑
ほ
ぼ
経
営
者
的
視
野
か

ら
見
た
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
︒
日
経
連
は
「
構
造
的
な
」
改
革
を
求
め
︑
と
く
に

産
業
イ
ン
フ
ラ
の
コ
ス
ト
を
上
げ
る
と
言
わ
れ
る
公
益
事
業
（
電
気
︑
ガ
ス
︑
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

上
下
水
道
）︑
流
通
︑
交
通
の
規
制
を
終
わ
ら
せ
る
よ
う
求
め
た
︒
だ
が
日
経

連
は
や
が
て
強
い
警
戒
心
を
抱
き
︑
改
革
要
求
を
し
な
く
な
っ
た
︒「
市
場
経

済
・
資
本
主
義
は
自
由
競
争
原
理
を
通
じ
て
産
業
の
興
隆
︑
国
民
生
活
水
準
の

向
上
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
︑
一
方
で
影
の
部
分
と
も
い
う
べ
き
低
成
長
︑
高

失
業
︑
所
得
格
差
︑
バ
ブ
ル
の
発
生
︑
行
き
過
ぎ
た
投
機
な
ど
の
弊
害
を
生
ん

で
い
る
︒
要
す
る
に
︑
市
場
経
済
・
資
本
主
義
が
内
包
す
る
様
々
な
危
機
・
問

題
に
対
し
適
切
な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
︑
い
わ
ば
リ
ス
ク
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム

が
必
要
に
な
る
︒
経
営
者
自
ら
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
と
共
に
︑
社
会
の

中
に
市
民
・
個
人
を
中
心
に
し
た
新
た
な
シ
ビ
リ
ア
ン
パ
ワ
ー
を
育
成
す
る
土

壌
も
必
要
に
な
る（

26
）

」︒
こ
こ
に
は
大
平
報
告
書
の
称
賛
す
る
管
理
さ
れ
た
競
争

が
は
っ
き
り
く
り
か
え
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
日
経
連
の
い
う
英
米
資
本
主
義
の

行
き
過
ぎ
や
社
会
民
主
主
義
的
シ
ス
テ
ム
の
硬
直
性
を
避
け
る
た
め
と
し
て
明

確
に
提
言
さ
れ
た
「
第
三
の
道
」
も
︑
報
告
書
と
類
似
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
日

経
連
は
国
家
に
と
い
う
よ
り
経
営
者
側
に
︑
市
場
の
行
き
過
ぎ
を
抑
え
る
よ
う

求
め
て
い
る
︒
だ
が
同
時
に
︑
市
民
一
般
に
よ
る
新
し
い
シ
ビ
リ
ア
ン
パ
ワ
ー

に
も
そ
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
呼
び
か
け
︑
労
組
に
は
︑
企
業
を
助
け
る
の
に

必
要
な
協
調
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
︑
労
働
者
の
雇
用
や
配
置
お
よ
び
賃
金
設

定
を
「
合
理
的
な
」
方
法
で
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
い
っ
そ
う
柔
軟
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
求
め
て
い
る
︒
労
組
団
体
で
あ
る
連
合
も
同
じ
よ
う
な
考
え
だ
っ

た
︒
一
九
九
七
年
の
連
合
総
書
記
は
元
新
日
鉄
労
組
書
記
長
の
鷲
尾
悦
司
だ
っ

た
︒
一
九
九
七
年
四
月
︑
鷲
尾
は
「
民
間
セ
ク
タ
ー
改
革
─
︱
企
業
の
未
来
─
︱
」

と
題
す
る
新
聞
の
一
面
記
事
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
こ
う
答
え
て
い
る
︒「
ど
の

企
業
も
大
競
争
時
代
と
声
高
に
叫
び
︑
危
機
感
を
あ
お
り
︑
雇
用
を
奪
お
う
と

し
て
い
る
︒
安
易
な
人
減
ら
し
は
生
産
性
ま
で
低
め
る（

27
）

」︒
経
営
側
や
労
組
エ

リ
ー
ト
の
改
革
慎
重
派
に
よ
る
こ
う
し
た
声
は
多
く
の
人
々
の
意
見
を
代
弁
し

て
い
た
︒
あ
ま
り
に
も
単
純
に
ア
メ
リ
カ
モ
デ
ル
を
追
求
す
る
こ
と
に
疑
義
を

唱
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
コ
メ
ン
ト
も
︑
慎
重
派
の
追
い
風
に
な
っ
た（

28
）

︒

　
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
な
っ
て
︑
メ
デ
ィ
ア
言
論
︑
政
党
政
治
︑
国
家
政
策

に
お
け
る
こ
う
し
た
警
戒
感
は
流
れ
を
変
え
た
︒
二
〇
〇
三
年
︑『
日
本
経
済

新
聞
』
が
「
日
本
病
」（
か
な
り
以
前
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
停
滞
と
流
動
性
に
乏
し

い
労
働
力
が
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
と
呼
ば
れ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
造
語
）
に
つ

い
て
鮮
明
な
立
場
を
と
る
連
載
を
始
め
た
︒『
日
本
経
済
新
聞
』
の
記
事
は
︑

会
社
経
営
に
必
要
と
さ
れ
る
改
革
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
︑
日
本
の
ビ

ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
を
非
難
し
た（

29
）

︒
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
二
〇
〇
一
年
四
月
に
政
権

を
と
っ
て
（
二
〇
〇
六
年
九
月
ま
で
）
五
年
以
上
首
相
を
つ
と
め
た
小
泉
純
一

郎
政
権
に
よ
る
大
胆
な
自
由
市
場
改
革
の
精
神
を
反
映
︑
支
持
す
る
も
の
で
あ

る
︒

　
小
泉
は
か
つ
て
な
い
勢
い
で
規
制
緩
和
と
民
営
化
政
策
を
進
め
た
︒
彼
が
最

も
大
胆
に
進
め
た
改
革
は
︑
郵
政
民
営
化
︑
と
り
わ
け
郵
便
貯
金
と
簡
易
保
険

の
巨
大
シ
ス
テ
ム
の
民
営
化
に
よ
る
金
融
市
場
の
い
っ
そ
う
の
規
制
緩
和
だ
っ

た
︒
小
泉
の
側
近
の
な
か
で
も
重
要
な
人
物
は
︑
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
経
済
財
政

政
策
担
当
大
臣
で
あ
っ
た
竹
中
平
蔵
だ
が
︑
首
相
と
そ
の
盟
友
は
︑
特
殊
利
権
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か
ら
の
要
請
で
は
な
く
︑
市
場
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
資
産
を
最
も
生
産
性
の

高
い
セ
ク
タ
ー
や
企
業
に
確
実
に
投
資
す
る
た
め
に
は
︑
こ
れ
こ
そ
が
唯
一
の

手
段
だ
と
主
張
し
た
︒
彼
ら
は
こ
の
改
革
を
日
本
の
経
済
回
復
と
長
期
繁
栄
の

鍵
だ
と
声
高
に
唱
え
︑
事
実
上
︑
郵
政
民
営
化
に
対
す
る
国
民
投
票
と
も
言
え

る
二
〇
〇
五
年
の
衆
議
院
選
挙
の
地
滑
り
的
勝
利
に
よ
っ
て
︑
小
泉
は
自
民
党

内
の
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
を
含
め
︑
反
改
革
感
情
に
確
実
な
勝
利
を
お
さ
め
た
か

に
見
え
た
︒

　
小
泉
は
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
に
も
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
︒

二
〇
〇
三
年
︑
小
泉
内
閣
は
期
限
付
き
契
約
労
働
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
る
改
正

労
働
基
準
法
を
承
認
さ
せ
る
の
に
成
功
し（

30
）

︑
二
〇
〇
四
年
に
は
労
組
お
よ
び
野

党
と
の
二
年
に
わ
た
る
交
渉
の
す
え
︑
新
し
い
派
遣
労
働
法
の
制
定
に
も
ち
こ

ん
だ
︒
派
遣
会
社
が
そ
れ
ま
で
少
数
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
限
定
さ
れ
て
い
た
派

遣
労
働
者
を
ど
の
職
種
に
も
派
遣
で
き
る
よ
う
に
す
る
法
律
で
あ
る
︒

　
首
相
在
任
中
の
小
泉
が
ず
っ
と
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
唱
え
て
い
た
の
は

「
聖
域
な
き
構
造
改
革
」
だ
っ
た
︒
竹
中
ら
小
泉
の
顧
問
も
み
な
同
じ
よ
う
に
︑

新
自
由
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
改
革
を
正
当
化
し
た
が
︑
そ
の
理
屈
は
戦
後
の

日
本
で
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
強
引
だ
っ
た
︒
た
と
え
ば
竹
中
は
︑

貧
困
層
を
支
え
る
政
策
は
必
要
だ
が
︑
金
持
ち
が
も
っ
と
金
持
ち
に
な
れ
ば
︑

そ
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
よ
い
と
し
て
︑
拡
大
し
て
い
く
経
済
格
差
へ
の
懸
念
を
退

け
た
─
︱
「
が
ん
ば
っ
て
リ
ス
ク
を
と
っ
て
︑
ど
ん
ど
ん
稼
い
で
︑
た
く
さ
ん

納
税
し
て
く
れ
る
人
は
増
え
た
ほ
う
が
い
い（

31
）

」︒
竹
中
に
と
っ
て
︑
非
正
規
労

働
者
が
増
え
れ
ば
購
買
力
が
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
︑
気
に
な
ら
な
い

よ
う
だ
っ
た
︒
似
た
よ
う
な
発
想
は
︑
小
泉
に
近
し
い
顧
問
で
あ
り
︑
三
十
年

前
に
「
日
本
の
自
殺
」
を
書
い
た
「
グ
ル
ー
プ
一
九
八
四
」
の
創
立
会
員
の
一

人
で
も
あ
る
牛
尾
治
朗
に
も
見
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
非
正
規
労
働
の
増
大
の
よ

う
な
規
制
緩
和
の
否
定
的
側
面
に
つ
い
て
新
聞
記
者
に
聞
か
れ
て
︑
牛
尾
は
規

制
緩
和
が
達
成
に
ほ
ど
遠
く
︑
小
泉
の
在
任
中
に
進
ん
だ
の
は
必
要
な
改
革
の

二
割
ほ
ど
し
か
な
い
と
答
え
た（

32
）

︒
小
泉
改
革
の
も
う
一
人
の
盟
友
で
オ
リ
ッ
ク

ス
会
長
の
宮
内
義
彦
は
︑
公
共
支
出
で
経
済
を
支
え
る
ケ
イ
ン
ズ
的
政
策
か
ら
︑

市
場
経
済
の
範
囲
を
広
げ
る
構
造
的
改
革
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
称
賛
し
た
︒
宮

内
に
と
っ
て
は
成
長
こ
そ
が
ゴ
ー
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
せ
い
で
不
平

等
が
拡
大
す
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
致
し
か
た
な
い
の
で
あ
る（

33
）

︒

　
だ
が
こ
う
し
た
論
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
大
平
報
告
書
の
唱
え
た
フ
ェ
ア
・

プ
レ
イ
よ
り
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
と
い
う
倫
理
観
は
︑
小
泉
政
権
下
の
市
場
改
革

の
絶
頂
期
に
あ
っ
て
す
ら
︑
明
ら
か
に
人
々
の
心
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
つ
づ

け
て
き
た
︒
政
府
が
二
〇
〇
一
年
に
出
し
た
新
し
い
労
働
基
準
法
の
原
案
で
は
︑

冒
頭
に
「
雇
用
主
に
は
被
雇
用
者
を
解
雇
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
︑
そ

の
あ
と
に
︑
そ
の
よ
う
な
解
雇
に
は
「
合
理
的
な
」
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
但
し
書
き
が
つ
い
て
い
た
︒
労
組
︑
弁
護
士
会
︑
野
党
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の

冒
頭
の
一
節
に
猛
然
と
抗
議
し
た
︒
こ
れ
ま
で
法
文
化
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑

数
十
年
に
わ
た
り
判
例
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
「
解
雇
権
濫
用
」
の
法

理
が
弱
体
化
さ
れ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
︒
結
局
︑
改
正
労
働
基
準
法
は
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二
〇
〇
三
年
に
通
過
し
た
が
︑
そ
れ
は
契
約
労
働
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
で
や

や
緩
和
の
方
向
に
進
ん
だ
反
面
︑
第
一
原
案
の
解
雇
権
を
認
め
る
部
分
を
削
除

す
る
と
と
も
に
︑
解
雇
は
「
合
理
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑「
解
雇
権
濫
用
」

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
︑
史
上
初
め
て
条
文
と
し
て
書
き
こ
ん
だ
︒
新

法
の
条
文
（
第
十
八
条
の
二
）
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
︒「
解
雇
は
︑
客
観
的

に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
︑
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

は
︑
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
︑
無
効
と
す
る（

34
）

」︒
さ
ら
に
雇
用
機

会
均
等
法
へ
の
修
正
で
は
︑
性
差
に
も
と
づ
く
直
接
・
間
接
の
解
雇
に
対
す
る

女
性
の
保
護
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
︒
新
し
い
公
益
通
報
者
保
護
法
（
二
〇
〇
四
）

は
内
部
告
発
を
理
由
と
す
る
解
雇
を
禁
じ
︑
改
正
育
児
介
護
休
業
法

（
二
〇
〇
四
）
は
育
児
休
暇
や
介
護
休
暇
を
と
っ
た
社
員
の
解
雇
を
禁
じ
て
い

る（
35
）

︒
　
こ
こ
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
︑
有
力
な
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
︑
解

雇
権
を
肯
定
す
る
姿
勢
を
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
改
正
法
の
論

議
が
始
ま
る
と
︑
日
経
連
会
長
の
奥
田
碩
（
の
ち
に
経
団
連
と
日
経
連
が
統
合
さ

れ
て
で
き
た
日
本
経
済
団
体
連
合
会
の
初
代
会
長
）
は
二
〇
〇
一
年
に
こ
う
明
言

し
て
い
る
︒

私
は
こ
れ
︹
解
雇
規
制
の
緩
和
─
︱
引
用
者
注
︺
を
最
も
や
っ
て
は
い
け
な

い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
は
最
も
警
戒
す
べ
き
便
乗
解
雇
を
容

易
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
︑
何
よ
り
︑
経
営
者
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー

ド
に
直
結
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す（

36
）

︒

　
奥
田
は
二
〇
〇
三
年
の
経
団
連
の
年
頭
挨
拶
で
︑
企
業
経
営
者
ら
に
節
度
あ

る
行
動
を
求
め
る
暗
黙
の
呼
び
か
け
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
︒
こ
の
提
言
は

「
民
主
導
・
自
律
型
の
日
本
独
自
の
成
長
モ
デ
ル
」
を
提
起
し
て
お
り
︑「
奥
田

ビ
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
細
部
の
記
述
が
薄
い
の
で
︑
奥
田
と

経
団
連
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
企
業
の
自
制
の
必
要
を
感
じ
た
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
こ
の
演
説
は
物
質
的
利
益
へ
の
あ
く
な
き
欲
望
を
特
徴

と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
︑
企
業
と
個
人
の
自
制
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
点
で
︑
大
平
研
究
会
お
よ
び
そ
の
前
の
「
日
本
の
自
殺
」
に
関
す
る
論
文
に

流
れ
る
倫
理
観
を
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る（

37
）

︒

　
小
泉
政
権
の
こ
ろ
で
さ
え
も
︑
新
自
由
主
義
的
改
革
に
対
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
態
度
は
両
価
的
で
あ
り
つ
づ
け
︑
と
き
に
は
真
っ
二
つ
に
割

れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
︒
二
〇
〇
五
年
に
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ジ
ャ
コ
ビ
ー
が
書

い
て
い
る
が
︑
労
働
者
側
リ
ー
ダ
ー
だ
け
で
な
く
企
業
重
役
や
学
者
ま
で
か
な

り
多
く
の
人
が
「
現
行
の
企
業
実
践
の
維
持
あ
る
い
は
漸
増
的
改
革
」
を
強
く

求
め
て
い
た
と
い
う
︒
あ
ま
り
劇
的
に
ア
メ
リ
カ
的
慣
行
へ
転
換
す
る
の
は

「
顧
客
／
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
関
係
︑
製
品
の
品
質
︑
各
企
業
固
有
の
人
的
資

本
形
成
︑
実
行
速
度
に
お
け
る
日
本
の
組
織
の
相
対
的
優
位
を
損
な
う
」
の
で

は
な
い
か
と
い
う
主
張
だ（

38
）

︒

　
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
︑
ポ
ス
ト
小
泉
時
代
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
こ
ろ
に
な
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る
と
︑
改
革
へ
の
抵
抗
が
し
だ
い
に
強
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
矛
先
は
と
く
に

最
近
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
派
遣
労
働
─
︱
そ
れ
に
該
当
す
る
労
働
者
は
︑
全
非

正
規
労
働
者
の
う
ち
わ
ず
か
な
数
で
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
─
︱
に

向
け
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
の
だ
が
︑
い
わ
ゆ
る
「
失

わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
の
は
︑
そ
の
間
︑
常
に
経
済
が
衰
退
し
つ
づ
け
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
し
︑
ま
し
て
や
日
本
企
業
が
絶
え
ず
損
失
を
出
し
つ
づ
け

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
二
〇
〇
六
年
春
ま
で
の
四
年
間
に
経
済
は
ゆ
っ
く
り

で
は
あ
る
が
着
実
に
成
長
し
て
お
り
︑
企
業
の
利
益
増
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
恩
恵
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
︑
既
得

権
益
層
の
あ
い
だ
に
す
ら
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
日
本
第
二
の
経

営
者
団
体
で
あ
る
経
済
同
友
会
の
元
専
務
理
事
︑
品
川
正
治
は
「
小
泉
改
革
は

資
本
家
の
た
め
の
改
革
だ
っ
た
と
反
発
が
出
か
ね
な
い
状
況
だ
」
と
先
見
性
の

あ
る
発
言
を
し
て
い
る（

39
）

︒

　
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
年
半
が
た
ち
︑
品
川
の
予
見
は
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
︒
自
民
党
内
部
の
有
力
者
た
ち
が
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
︑
具
体
的
に

は
派
遣
労
働
者
の
派
遣
期
間
を
三
年
ま
で
と
す
る
規
定
の
撤
廃
を
求
め
る
提
案

を
拒
絶
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
厚
生
労
働
大
臣
の
柳
沢
伯
夫
は
記
者
会
見
で
こ
う

述
べ
た
︒「
派
遣
労
働
者
の
な
か
に
は
正
社
員
に
な
り
た
い
人
も
い
る
︒
だ
か

ら
そ
う
い
う
人
た
ち
が
派
遣
の
地
位
か
ら
動
け
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
期
限

を
設
け
る
こ
と
が
必
要
だ
」︒
こ
の
抵
抗
は
ど
う
や
ら
短
期
間
し
か
大
臣
を
や

ら
な
い
政
治
家
よ
り
も
︑
厚
生
労
働
問
題
担
当
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
か
ら
出
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
︒
あ
る
匿
名
の
厚
労
省
官
僚
は
自
由
市
場
改
革
に
つ
い
て
「
戸

惑
い
を
隠
さ
」
ず
に
︑
こ
う
こ
ぼ
し
た
︒「
直
接
雇
用
を
促
す
と
い
う
制
度
の

根
幹
を
ひ
っ
く
り
返
し
︑
厚
み
の
あ
る
正
社
員
層
を
切
り
崩
そ
う
と
い
う
の
か
︒

二
十
代
の
フ
リ
ー
タ
ー
の
八
十
五
％
は
正
社
員
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
の
に（

40
）

」︒

　
柳
沢
大
臣
の
前
任
者
︑
川
崎
二
郎
は
二
週
間
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
︑
自
分

や
自
民
党
議
員
の
一
部
は
︑
経
済
回
復
の
恩
恵
が
多
く
の
国
民
︑
と
く
に
中
小

企
業
や
大
企
業
下
請
け
企
業
の
人
々
に
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
︑

と
述
べ
た
︒
非
正
規
労
働
者
に
は
ボ
ー
ナ
ス
も
退
職
金
も
な
く
︑
最
低
賃
金
が

低
す
ぎ
る
︒
日
本
は
「
最
低
水
準
の
最
低
賃
金
の
国
」
に
な
る
だ
ろ
う
︒
な
り

た
く
て
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
非
正
規
労
働
者
を
正
社
員
に
す
る
政
策
が
必

要
だ
︑
な
ど
と
も
述
べ
て
い
る（

41
）

︒

　
柳
沢
大
臣
は
市
場
親
和
性
の
高
い
い
く
つ
か
の
改
革
︑
た
と
え
ば
企
業
の
残

業
代
支
払
い
を
免
除
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
（
比
較
的

高
収
入
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
対
す
る
企
業
の
残
業
代
支
払
い
免
除
）
の
よ

う
な
改
革
に
は
賛
成
だ
っ
た
が
︑
派
遣
労
働
の
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
に
は
反
対

を
貫
い
た
︒
第
一
次
安
倍
内
閣
の
も
と
二
〇
〇
六
年
秋
か
ら
二
〇
〇
七
年
冬
ま

で
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
と
経
団
連
の
あ
い
だ
に
激
し
い
議
論
が

つ
づ
き
︑
最
後
は
厚
労
省
と
そ
の
同
盟
者
で
あ
る
自
民
党
内
の
改
革
慎
重
派
が

勝
利
し
た
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
は
︑
民
主
党
が
多
数
を
占
め
る
参
議
院
の
強
い

抵
抗
に
よ
っ
て
︑
改
革
は
い
ず
れ
に
せ
よ
実
ら
な
い
と
踏
ん
だ
か
ら
だ
︒
し
か

し
︑
そ
の
た
め
に
自
民
党
そ
の
も
の
が
分
断
さ
れ
た
︒
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こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
二
〇
〇
八
年
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
発
世
界
金
融
危

機
に
よ
り
︑
ア
メ
リ
カ
式
自
由
市
場
改
革
の
大
義
は
ま
す
ま
す
評
判
を
落
と
し
︑

長
期
雇
用
と
い
う
既
存
の
慣
行
を
支
持
す
る
人
々
の
勢
い
に
弾
み
が
つ
い
た
︒

二
〇
〇
八
年
六
月
︑
新
任
の
福
田
康
夫
首
相
に
推
さ
れ
て
新
し
く
厚
生
労
働
大

臣
に
就
任
し
た
舛
添
要
一
は
「
正
規
雇
用
が
標
準
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し

た
︒
そ
の
こ
ろ
東
京
秋
葉
原
で
凶
暴
な
通
り
魔
事
件
を
起
こ
し
た
犯
人
が
元
・

派
遣
労
働
者
だ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
ス
タ
ン
ス
を
と
ら
せ
た
一
因
だ
っ
た（

42
）

︒
し

か
し
雇
用
の
不
安
と
非
正
規
労
働
者
の
未
来
展
望
へ
の
懸
念
は
広
ま
り
︑
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
混
乱
の
な
か
に
失
職
し
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
派
遣
労

働
者
に
無
数
の
人
々
か
ら
大
き
な
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た（

43
）

︒

　
新
自
由
主
義
的
改
革
へ
の
賛
否
を
め
ぐ
る
保
守
エ
リ
ー
ト
内
の
こ
の
対
立
は
︑

世
界
金
融
危
機
の
前
後
に
二
つ
の
政
府
機
関
か
ら
発
表
さ
れ
た
二
つ
の
「
白

書
」
の
あ
い
だ
の
不
一
致
に
も
見
て
と
れ
る
︒
内
閣
府
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表

し
た
『
経
済
財
政
白
書
』
は
（
同
年
に
起
き
た
金
融
危
機
以
前
に
書
か
れ
た
も
の

で
）︑
相
変
わ
ら
ず
改
革
を
喧
伝
し
つ
づ
け
︑
い
わ
ゆ
る
「
市
場
型
企
業
」
と

比
べ
て
「
伝
統
的
日
本
型
企
業
」
の
硬
直
性
を
嘆
い
た
︒
後
者
は
た
っ
た
一
つ

の
「
メ
イ
ン
バ
ン
ク
」
に
依
存
し
︑「
伝
統
的
」
な
長
期
雇
用
を
つ
づ
け
る
企

業
と
定
義
さ
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
企
業
は
必
要
な
リ
ス
ク
を
と
り
た
が
ら
な
い
︒

白
書
は
身
分
の
長
期
安
定
に
よ
っ
て
社
員
が
失
敗
を
恐
れ
ず
に
リ
ス
ク
を
と
る

よ
う
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
は
認
め
つ
つ
も
︑
会
社
が
存
続
す
れ
ば
年
金
や
未
来
の

昇
給
が
保
証
さ
れ
る
た
め
︑
現
状
を
壊
す
リ
ス
ク
を
と
ら
な
い
と
い
う
事
実
の

ほ
う
が
︑
こ
の
潜
在
的
恩
恵
に
勝
る
と
主
張
す
る
︒
そ
の
う
え
「
伝
統
型
」
企

業
で
は
︑
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
成
果
に
も
と
づ
く
給
与
体
系
の
導
入
が
遅
れ
︑

将
来
の
リ
タ
ー
ン
や
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の
リ
ス
ク
を
お
そ
れ
さ
せ
な
い
こ

と
に
失
敗
し
た（

44
）

︒

　
こ
れ
と
ま
っ
た
く
対
照
的
に
︑
厚
生
労
働
省
が
出
し
た
二
〇
〇
八
年
度
『
労

働
経
済
白
書
』
は
︑
高
度
成
長
期
の
花
形
だ
っ
た
中
核
企
業
を
強
く
擁
護
す
る
︒

こ
の
白
書
も
や
は
り
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
前
に
発
表
さ
れ
た
が
︑
こ
ち
ら
は

高
付
加
価
値
の
職
場
に
お
け
る
雇
用
が
伸
び
ず
︑
不
安
定
な
非
正
規
雇
用
が
増

え
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
中
高
年
の
正
規
労
働
者
に
対
す
る

業
務
場
面
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
多
く
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
に
︑
社
員
間
の
格

差
が
増
し
た
こ
と
で
︑
士
気
が
落
ち
て
い
る
︒
賃
金
慣
行
の
見
直
し
が
必
要

だ
っ
た
︒
新
卒
採
用
正
社
員
︑
業
務
の
実
地
習
得
︑
昇
進
制
度
な
ど
︑
定
評
の

あ
る
日
本
の
長
期
雇
用
が
戻
っ
て
き
た
と
白
書
は
言
う
︒
一
九
九
〇
年
代
︑

二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
「
日
本
型
雇
用
慣
行
」
は
︑
こ
こ

数
年
間
の
景
気
回
復
と
と
も
に
注
目
度
が
増
し
て
い
る
︒
政
策
が
目
標
と
す
べ

き
は
︑
労
働
者
に
も
多
く
の
経
営
者
に
も
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
う
し
た
慣
行
を

支
え
る
こ
と
で
あ
る（

45
）

︒

　
翌
年
︑
金
融
危
機
の
直
後
に
出
さ
れ
た
『
労
働
経
済
白
書
』
は
︑
伝
統
的
な

制
度
や
慣
行
を
さ
ら
に
強
く
擁
護
す
る
︒

厳
し
い
経
済
収
縮
の
中
に
あ
っ
て
も
︑
政
労
使
の
一
体
的
な
取
り
組
み
の
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も
と
に
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
を
守
り
︑
そ
の
上
に
︑
新
し
い
日
本

型
雇
用
の
姿
を
展
望
し
て
い
く
こ
と
が
︑
今
後
の
経
済
成
長
と
社
会
の
持

続
的
な
発
展
に
と
っ
て
︑
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す（

46
）

︒

　
舛
添
大
臣
（
現
・
東
京
都
知
事
）
の
名
で
発
表
さ
れ
た
こ
の
日
本
型
雇
用
慣

行
を
守
れ
と
い
う
進
軍
ラ
ッ
パ
は
︑
そ
の
「
新
し
い
姿
」
を
つ
く
る
た
め
に
何

を
追
加
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の

柔
軟
性
を
加
え
る
こ
と
だ
と
推
測
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
全
体
の
論

調
は
改
革
と
は
ほ
ど
遠
い
︒
厳
し
い
経
済
危
機
の
渦
中
で
少
な
く
と
も
厚
労
省

が
主
眼
を
置
い
た
の
は
︑
既
存
の
制
度
を
変
革
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
補
強
す
る

こ
と
だ
っ
た
︒

　
第
二
次
安
倍
政
権
の
経
済
に
対
す
る
考
え
方
と
政
策
は
︑
現
状
の
ま
ま
を
希

望
し
︑
そ
れ
を
守
る
こ
と
と
︑
自
由
市
場
改
革
を
求
め
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
を

と
り
も
つ
折
衝
役
を
と
こ
と
ん
演
じ
つ
づ
け
る
こ
と
だ
っ
た
︒
政
府
は
一
方
で

勤
続
三
年
た
っ
た
派
遣
労
働
者
の
正
社
員
化
を
企
業
側
に
義
務
づ
け
る
条
項
を

削
除
す
る
こ
と
で
派
遣
労
働
者
法
の
改
正
を
果
た
す
と
同
時
に
︑
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
を
推
進
し
つ
づ
け
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
二
〇
一
四

年
十
二
月
の
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
安
倍
政
権
が
成
果
の
目
玉
と
し
て
喧
伝
し

た
の
は
︑
大
卒
の
正
規
雇
用
内
定
率
の
上
昇
だ
っ
た
︒
ま
た
安
倍
首
相
は

二
〇
一
五
年
春
に
も
前
年
同
様
︑
労
組
と
と
も
に
︑
企
業
経
営
者
に
春
闘
で
の

賃
上
げ
を
要
求
し
て
︑
か
つ
て
な
い
圧
力
を
か
け
た
︒
ま
さ
に
労
使
の
コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
国
家
を
介
入
さ
せ
る
経
済
管
理
の
協
調
主
義
的
モ
デ
ル
が
︑

持
続
ど
こ
ろ
か
い
よ
い
よ
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
実
例
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
行
政
指
導
の
絶
頂
期
の
よ
う
な
経
営
管
理
ス
タ
イ
ル
が
健
在
の
ま
ま

生
き
残
っ
た
こ
と
を
最
も
顕
著
に
示
す
の
は
︑
お
そ
ら
く
二
〇
一
五
年
春
︑

十
四
の
産
業
を
対
象
に
大
手
親
会
社
と
中
小
下
請
け
企
業
間
の
改
訂
「
取
引
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
︑
首
相
と
経
済
産
業
省
の
果
た
し
た
役
割

だ
ろ
う
︒
こ
の
改
正
は
約
五
百
の
大
手
企
業
へ
の
「
集
中
現
地
視
察
」
で
周
知

さ
れ
た
︒
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
標
は
︑
円
の
急
落
で
起
き
た
輸
入
原
料
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
価
格
高
騰
に
よ
る
コ
ス
ト
高
を
︑
大
手
企
業
が
立
場
の
弱
い
中
小

下
請
け
企
業
に
ま
わ
す
の
で
は
な
く
︑
両
者
で
負
担
し
合
う
よ
う
大
手
企
業
に

圧
力
を
か
け
る
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
将
来
的
に
中
小
企
業
社
員
の
賃
上
げ
を

可
能
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
賃
金
上
昇
と
消
費
上
昇

の
好
循
環
を
強
化
し
︑
生
産
と
生
産
性
の
向
上
に
還
元
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒

こ
れ
こ
そ
大
衆
中
流
社
会
と
し
て
の
日
本
に
と
っ
て
︑
そ
の
政
治
経
済
の
核
心

部
と
な
る
べ
き
循
環
だ
っ
た（

47
）

︒

　

男
が
一
家
の
稼
ぎ
手
、
女
は
良
妻
賢
母
で
あ
る
社
会
の
先
に
は
何
が
？

　
大
平
報
告
書
は
︑
か
な
り
限
定
的
と
は
い
え
︑
女
性
が
こ
れ
ま
で
果
た
し
て

き
た
社
会
経
済
的
役
割
︑
ま
た
将
来
果
た
し
た
い
と
考
え
る
（
ま
た
︑
そ
う
あ

る
べ
き
）
役
割
に
つ
い
て
若
干
の
目
配
り
を
し
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー
マ
は
「
文
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

化
の
時
代
」
の
経
営
管
理
の
巻
で
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
︑「
家
庭
基
盤

の
充
実
」
と
い
う
巻
で
は
も
っ
と
直
接
に
議
論
さ
れ
て
い
る（

48
）

︒
著
者
ら
は
︑
男

は
仕
事
・
女
は
家
庭
と
い
う
役
割
分
担
の
持
つ
困
難
や
︑
そ
う
し
た
困
難
を
支

え
る
世
界
観
︑
女
性
の
と
り
得
る
選
択
肢
の
幅
を
広
げ
る
必
要
性
に
つ
い
て
気

が
付
い
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
︑
こ
う
し
た
役
割
分
担
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る

伝
統
的
近
代
に
ま
さ
に
束
縛
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
︒

　
大
平
報
告
書
の
家
庭
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
九
八
〇
年
の
時
点
で
す
で
に
︑
日

本
社
会
が
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
間
持
ち
越
し
た
ま
ま
︑
今
も
直
面
し
て
い
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
関
連
し
た
課
題
︑
す
な
わ
ち
「
人
口
の
高
齢
化
」
と

「
出
生
率
の
低
下
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
報
告
書
は
︑
の
ち
に

重
要
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
介
護
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ず
︑
む
し
ろ
女
性

が
中
高
年
に
な
っ
た
と
き
い
か
に
充
実
し
た
人
生
を
送
る
か
に
つ
い
て
提
言
し

て
い
る
︒
女
性
の
寿
命
が
延
び
て
子
育
て
後
の
人
生
が
何
十
年
も
残
さ
れ
て
い

る
た
め
︑
そ
れ
を
趣
味
や
仕
事
で
埋
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
定
年
後

の
男
性
が
い
か
に
充
実
し
た
人
生
を
送
る
か
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
）︒
報

告
書
は
ま
た
︑
若
い
こ
ろ
か
ら
仕
事
の
世
界
で
キ
ャ
リ
ア
を
追
求
す
る
道
を
選

ん
だ
女
性
に
対
す
る
子
育
て
支
援
な
ど
の
政
策
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
が
︑
大

方
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
男
は
仕
事
・
女
は
家
庭
と
い
う
構
図
で
あ
る
︒

　
報
告
書
は
︑
子
育
て
と
い
う
最
も
負
担
の
大
き
い
時
期
を
終
え
た
女
性
の
た

め
に
豊
か
な
文
化
生
活
を
描
い
て
み
せ
る
︒
全
女
性
の
お
よ
そ
半
数
が
家
庭
の

外
で
働
い
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
も
︑
女
性
が
「
文
化
︑
ス
ポ
ー
ツ
︑

趣
味
︑
お
稽
古
ご
と
︑
仕
事
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
し
︑
さ
ら
に
後
段
の

「
婦
人
の
生
き
が
い
と
生
活
設
計
」
と
い
う
一
節
で
は
︑
人
生
で
女
性
が
と
れ

る
生
き
方
を
列
挙
す
る
︒
そ
の
一
つ
は
パ
ー
ト
か
フ
ル
タ
イ
ム
か
に
か
か
わ
ら

ず
外
で
働
く
こ
と
だ
︒
女
性
に
自
分
の
受
け
た
教
育
︑
才
能
︑
職
場
で
の
経
験

を
役
立
て
る
能
力
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
た
し
か
に

触
れ
て
い
る（

49
）

︒
し
か
し
報
告
書
に
は
全
編
つ
う
じ
て
︑「
男
が
一
家
の
稼
ぎ
手
」

と
い
う
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
わ
れ
︑
し
か
し
同
時
に
︑

そ
う
し
た
あ
り
方
に
例
外
や
困
難
が
あ
る
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
報
告
書

を
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
︑
男
性
が
「
一
家
の
稼
ぎ
手
」
で
あ
る
の
に
対
し
︑

女
性
は
補
助
的
役
割
に
就
く
と
い
う
あ
り
方
が
︑
産
業
社
会
の
家
庭
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
役
割
分
業
と
し
て
指
針
と
な
る
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
し
こ
れ
が
一
般
に
ど
れ
ほ
ど
適
正
で
あ
ろ
う
と
も
例
外
は
あ
り
︑

た
と
え
経
済
的
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︑
女
性
自
身
の
意

思
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︑
も
し
女
性
が
望
む
な
ら
︑
社
会
は
女
性
が

平
等
な
立
場
で
働
け
る
チ
ャ
ン
ス
と
余
地
を
与
え
る
べ
き
だ
と
報
告
書
は
述
べ

る
︒
つ
ま
り
男
性
と
対
等
に
働
き
た
い
女
性
に
は
︑
パ
ー
ト
労
働
だ
け
で
な
く
︑

平
等
な
処
遇
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ（

50
）

︒

　
そ
れ
と
関
連
し
て
︑
こ
の
巻
の
最
後
の
ほ
う
に
は
︑
や
が
て
「
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
が
（
女
性
に
つ
い
て
だ
け
だ

が
）
や
や
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
短
い
一
節
が
あ
る
︒「
有
職
婦
人
の
仕
事
と
家
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庭
生
活
へ
の
支
援
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
一
節
は
︑「
家
庭
の
ほ
か
に
専
門
的
な

仕
事
と
職
業
を
も
つ
有
職
婦
人
が
増
大
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
︒
す
で
に
大
き

な
変
化
が
起
き
て
い
た
︒
農
業
︑
零
細
商
店
︑
家
内
製
造
業
な
ど
の
「
家
庭
労

働
」
に
従
事
す
る
女
性
が
ど
ん
ど
ん
減
り
︑
外
で
働
い
て
賃
金
を
も
ら
う
女
性

が
増
え
つ
つ
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
︑
近
年
の
戦
略
的
重
点
が

国
家
経
済
の
資
源
と
し
て
の
女
性
に
置
か
れ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
先
読
み
し
た

の
か
︑
報
告
書
は
女
性
に
道
を
開
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
生
活
の
領
域
に
そ
の

高
い
能
力
を
利
用
し
︑
日
本
の
「
人
的
資
源
」
の
質
を
高
め
る
よ
う
力
説
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
に
国
家
ア
ジ
ェ
ン
ダ
や
企
業
方
針
に
加
え
る
べ
き
具
体
的
な

方
策
は
︑
産
休
の
期
間
延
長
︑
育
児
休
暇
︑
育
児
施
設
︑
労
働
時
間
の
短
縮
︑

週
休
二
日
制
︑
年
次
休
暇
や
夏
期
休
暇
の
増
加
︑
家
事
援
助
の
商
業
サ
ー
ビ
ス

な
ど
だ
っ
た
︒「
日
本
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
女
性
が
︑
自
分
の
可
能
性
を
社

会
的
に
開
花
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
結
局
挫
折
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
い
ま
や
女
性
も
︑
家
庭
基
盤
充
実
の
た
め
の
諸
施
策
の
展
開
に
よ
っ

て
︑
そ
の
才
能
を
生
か
し
︑
社
会
の
中
で
活
動
す
る
大
き
な
可
能
性
を
手
に
入

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

51
）

」︒

　
経
営
運
営
の
巻
で
は
︑
経
済
生
活
に
お
け
る
女
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
軽
く

触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
う
し
た
箇
所
で
は
︑
女
性
に
家
庭
や
家

内
事
業
以
外
で
い
く
ぶ
ん
大
き
な
役
割
を
与
え
て
み
よ
う
と
い
う
︑
こ
の
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
暫
定
案
が
ふ
た
た
び
力
説
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
の
ち
に
登
場
す

る
（
男
女
共
通
で
は
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
女
性
に
向
け
た
）
非
正
規
職
業
の
さ
ま

ざ
ま
な
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
こ
の
巻
は
さ
ら
に

こ
う
強
調
す
る
︒
将
来
︑
長
期
雇
用
社
員
の
中
核
を
維
持
し
︑
な
お
か
つ
経
営

環
境
の
変
化
に
対
応
で
き
る
も
っ
と
弾
力
的
な
雇
用
調
整
が
必
要
に
な
ろ
う
︒

こ
の
た
め
に
︑
企
業
は
専
門
職
種
を
中
期
・
短
期
契
約
に
系
統
的
に
割
り
振
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
や
り
方
に
よ
っ
て
企
業
は
順
応
性
を

高
め
︑（
長
期
雇
用
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
最
上
層
ポ
ス
ト
の
競
争

を
軽
減
し
︑
さ
ら
に
女
性
が
良
い
仕
事
に
就
け
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
同
様
に
︑
女
性
や
高
齢
者
に
職
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
︑
パ
ー
ト
労

働
の
拡
大
が
歓
迎
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
や
高
齢
者
は
「
文
化
的
な
」

生
活
を
送
る
時
間
が
と
れ
る
し
︑
こ
う
し
た
仕
事
な
ら
コ
ア
と
な
る
長
期
雇
用

社
員
の
ポ
ス
ト
を
脅
か
さ
ず
に
す
み
︑
女
性
や
高
齢
者
に
文
化
的
生
活
の
機
会

を
提
供
で
き
る（

52
）

︒

　
大
平
研
究
会
が
報
告
書
全
巻
に
わ
た
り
随
所
に
描
い
て
み
せ
た
家
庭
生
活
と

は
︑
家
の
外
で
働
い
て
何
ら
か
の
人
生
の
充
足
を
見
出
す
女
性
が
い
た
と
し
て

も
︑
女
性
が
基
本
的
に
い
る
べ
き
場
所
は
家
庭
の
な
か
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
家
庭
観
と
︑
先
進
工
業
諸
国
に
共
通
の
問
題
に
取
り
組
む
う
え
で
日
本
文

化
の
独
自
性
こ
そ
が
他
国
よ
り
優
れ
た
点
だ
と
い
う
研
究
会
の
も
っ
て
い
る
重

要
な
前
提
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
を
示
す
一
節
を

引
用
し
よ
う
︒

欧
米
先
進
工
業
国
と
比
較
し
た
場
合
日
本
の
犯
罪
発
生
率
や
離
婚
率
の
き
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

わ
だ
っ
た
低
さ
︑
︙
︙
（
こ
れ
は
）
日
本
の
家
庭
な
ら
び
に
家
庭
基
盤
が
︑

あ
の
よ
う
な
急
激
な
社
会
変
動
の
衝
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
立
自
助
と
相

互
扶
助
と
に
よ
り
︑
変
化
へ
の
対
応
と
相
対
的
安
定
な
ら
び
に
健
康
の
維

持
に
成
功
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
一
節
は
と
り
た
て
て
男
女
の
別
に
言
及
せ
ず
に
「
家
庭
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
性
差
に
関
わ
る
用
語
と
し
て
し
か
読
み
よ
う
が
な

い
︒
こ
の
一
節
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
は
︑
先
に
引
用
し
た
「
日
本
の
自
殺
」

に
い
き
い
き
と
描
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
︑
主
婦
が
家
族
の
た
め
に
心
を
こ
め
て

編
物
や
縫
い
物
を
す
る
失
わ
れ
た
世
界
を
懐
か
し
む
セ
ピ
ア
色
の
郷
愁
だ
︒
こ

れ
を
書
い
た
男
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
急
速
な
社
会
変
化
に
直
面
し
た
と
き
︑
日

本
の
安
定
の
土
台
で
あ
る
家
庭
を
つ
な
ぎ
と
め
る
の
が
女
性
の
特
別
な
役
割

だ
っ
た
︒
た
と
え
ば
祖
父
母
が
子
や
孫
と
暮
ら
す
家
庭
の
比
率
の
高
さ
︑
も
っ

と
一
般
的
に
は
︑
家
庭
生
活
を
基
盤
と
す
る
暖
か
い
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
日
本
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
報
告
書
は
続
け
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
政
策
の
目
標

は
︑
こ
の
よ
う
な
家
庭
の
基
盤
を
支
え
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
報
告

書
は
「
今
日
︑
職
業
に
就
く
既
婚
女
性
が
増
え
る
に
つ
れ
︑
夫
婦
が
（
家
庭
内

の
）
役
割
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
」
と
し
な
が
ら

も
︑
一
九
七
九
年
の
世
論
調
査
を
紹
介
し
て
︑
日
本
人
の
大
多
数
は
夫
が
一
家

の
大
黒
柱
で
︑
妻
は
子
育
て
︑
子
女
の
教
育
︑
老
親
の
介
護
を
担
う
も
の
と
考

え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

53
）

︒

　
女
性
と
家
庭
を
め
ぐ
る
大
平
研
究
会
の
議
論
を
長
め
に
紹
介
し
た
が
︑
そ
れ

は
報
告
書
に
こ
も
る
緊
張
が
︑
ほ
か
の
多
く
の
諸
国
と
比
べ
て
も
長
く
︑
日
本

で
は
そ
の
後
三
十
五
年
間
に
も
わ
た
っ
て
︑
根
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
大
平
報
告
書
で
は
︑
伝
統
的
な
男
女
の
役
割
分
担

で
な
り
た
つ
近
代
家
庭
が
産
業
社
会
の
「
指
針
原
則
」
と
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
に

対
し
て
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
︑
男
性
と
対
等
な
機
会
と
業
績
に
恵
ま
れ
た
女

性
が
社
会
的
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
た
し
か
に
日
本
政
府
は
一
九
八
五
年
に

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
を
採
択
し
た
︒
そ
れ
が
一
九
九
七
年
に
改
正
︑
強
化
さ

れ
て
︑
一
九
九
九
年
に
は
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
公
布
さ
れ
た
︒
こ
う

し
て
「
男
女
が
︑
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
︑
性

別
に
か
か
わ
り
な
く
︑
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
さ
せ
る
野
心
的
な
目
標
へ
の
第
一
歩
が
踏
み
出

さ
れ
た（

54
）

︒
現
在
︑
安
倍
政
権
は
「
女
性
が
輝
く
社
会
」
を
築
く
と
宣
言
し
︑
経

済
政
治
分
野
で
指
導
的
役
割
を
担
う
女
性
の
数
を
─
︱
数
値
目
標
を
掲
げ
て
─
︱

急
増
さ
せ
よ
う
と
︑
言
葉
の
う
え
で
は
努
力
し
て
い
る
︒

　
だ
が
法
改
正
は
ど
の
段
階
で
も
紛
糾
し
暫
定
的
だ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
に
込

め
ら
れ
た
精
神
と
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
り
古
く
か
ら
の
遺
産

と
を
残
響
さ
せ
な
が
ら
︑
よ
り
「
伝
統
的
」
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
基
調
と
す
る

社
会
を
支
え
る
も
の
は
︑
強
力
で
あ
り
続
け
た
︒
そ
の
証
拠
に
︑
女
性
に
思
い

ど
お
り
の
条
件
で
も
っ
と
全
面
的
に
社
会
経
済
生
活
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
に
対
す
る
反
応
が
あ
る
︒
そ
の
端
的
な
例
は
︑
夫
婦
別
姓
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の
法
改
正
に
関
し
︑
一
九
九
六
年
に
法
務
省
法
制
審
議
会
が
選
択
的
夫
婦
別
氏

制
度
を
含
む
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
を
答
申
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
自
民
党
（
民
主
党
）
歴
代
政
権
が
改
正
に
着
手
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
改
正
は
︑
女
性
が
婚
前
と
同
じ
名
前
で
キ
ャ
リ
ア
形
成
で
き
る

よ
う
に
し
︑
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
夫
の
一
族
の
姓
と
は
関
係
な
い
こ

と
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
︑
現
実
的
︑
象
徴
的
な
重
み
を
も
つ
だ
け
で

は
な
い
︒
結
婚
後
も
別
姓
で
い
る
た
め
に
法
的
に
結
婚
し
な
い
夫
婦
に
と
っ
て
︑

非
嫡
出
子
と
さ
れ
て
し
ま
う
子
ど
も
の
問
題
も
含
め
て
︑
実
際
面
で
非
常
に
重

要
な
意
味
が
あ
る
︒

　
夫
婦
別
姓
へ
の
抵
抗
は
︑
大
平
報
告
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑「
家
庭
と
家

庭
基
盤
」
─
︱
つ
ま
り
家
庭
内
で
の
女
性
の
役
割
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
支

え
ら
れ
て
い
る
基
盤
─
︱
が
社
会
安
定
と
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
で

あ
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
力
が
持
続
し
て
い
る
た
め
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
に
法

制
審
議
会
が
一
九
九
六
年
に
夫
婦
別
姓
の
法
制
化
を
求
め
る
答
申
を
出
し
た
と

き
︑
自
民
党
の
有
力
政
治
家
で
参
議
院
の
「
ド
ン
」
と
呼
ば
れ
た
村
上
正
邦
は
︑

「（
夫
婦
別
姓
は
）
家
族
の
き
ず
な
を
さ
ら
に
弱
め
︑
家
庭
崩
壊
の
芽
を
は
ら
ん

だ
大
き
な
問
題
」
に
な
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
た（

55
）

︒
こ
う
し
た
感
情
は
長
年
に
わ

た
っ
て
自
民
党
内
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
︑
歴
代
首
相
は
改
革
の
利
点
を
め

ぐ
っ
て
世
論
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
理
由
に
あ
げ
︑
改
革
に
及
び

腰
か
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
進
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
確
か
に
︑
こ

の
問
題
の
是
非
を
め
ぐ
る
世
論
調
査
は
︑
多
く
て
も
賛
否
五
分
五
分
に
二
分
さ

れ
る
か
︑
賛
成
が
少
数
に
と
ど
ま
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た（

56
）

︒

　
そ
の
他
の
政
策
領
域
は
も
っ
と
錯
綜
し
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
が
︑
結
局
見

え
て
く
る
の
は
︑
家
庭
の
最
前
線
を
つ
な
ぎ
と
め
て
く
れ
る
の
は
女
性
だ
と
い

う
相
も
変
わ
ら
ぬ
期
待
が
︑
勢
力
と
し
て
持
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
日
本

の
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
の
大
沢
真
理
の
重
要
な
著
作
が
︑
こ
の
複
雑
な
状

況
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ
る（

57
）

︒
こ
の
著
作
に
よ
る
と
︑
政
府
の
レ
ト
リ
ッ
ク

は
︑
一
九
八
〇
年
代
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
「
日
本
型
福
祉
社
会
」
と
い
う
理
想

か
ら
シ
フ
ト
し
た
と
い
う
︒
宮
沢
首
相
は
一
九
九
〇
年
代
に
社
会
政
策
に
つ
い

て
の
談
話
で
︑
社
会
的
公
正
と
い
う
目
標
を
効
率
と
な
ら
べ
て
提
起
す
る
と
同

時
に
︑
父
親
の
不
在
が
家
庭
生
活
を
ゆ
が
め
る
要
素
だ
と
嘆
い
た
︒
一
九
九
〇

年
代
後
半
︑
橋
本
首
相
は
「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
」
を
進
め
る
と
確
約

し
た
︒
一
九
九
四
年
の
自
社
連
立
政
権
も
ま
た
︑
福
祉
政
策
を
︑
家
父
長
制
を

ベ
ー
ス
に
し
た
家
族
の
支
援
か
ら
個
人
支
援
に
移
す
と
唱
え
た
が
︑
こ
う
し
た

政
策
が
た
だ
ち
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し

一
九
九
七
年
に
法
制
化
さ
れ
︑
二
〇
〇
〇
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
先
駆
的
な
長
期

介
護
保
険
制
度
は
︑
要
介
護
と
認
定
さ
れ
た
者
に
国
費
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
も
の
で
︑
女
性
が
家
庭
で
私
的
に
行
な
う
老
人
介
護
か
ら
重
要
な
一
歩
を
踏

み
出
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
自
民
党
の
亀
井
静
香
は
︑
こ
の
制
度
は
「
子
が
親

を
介
護
す
る
と
い
う
美
風
」
を
破
壊
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
︑
こ
う
し
た
発

言
に
照
ら
し
て
み
た
と
き
︑
こ
の
一
歩
は
重
要
で
あ
る
︒

　
高
齢
者
政
策
か
ら
青
少
年
政
策
へ
話
を
移
そ
う
︒「
フ
リ
ー
タ
ー
」
と
呼
ば
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

れ
る
若
年
労
働
者
に
対
す
る
政
府
の
定
義
を
見
る
と
︑
女
性
の
お
も
な
役
割
は

家
庭
に
あ
る
と
す
る
前
提
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
驚
く
ほ
ど
は
っ
き
り
わ
か

る
︒「
フ
リ
ー
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
法
律
用
語
で
は
な
く
︑
ご
く
最
近
に

な
っ
て
雇
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
政
府
が
一
貫
性
の
な
い
ま
ま
使
っ
て
き
た
も

の
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
口
語
表

現
で
︑
そ
も
そ
も
は
主
流
と
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
を
求
め
る
気
ま
ま
な
若
者
を
意

味
す
る
肯
定
的
な
言
葉
だ
っ
た
︒
悪
名
高
い
あ
の
リ
ク
ル
ー
ト
社
が
一
九
八
七

年
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
目
玉
と
し
て
使
っ
て
流
行
ら
せ
た

こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
後
︑
こ
の
言
葉
は
︑
国
家
政
策
に
お

い
て
も
︑
ま
た
広
く
文
化
一
般
に
お
い
て
も
︑
堅
固
な
キ
ャ
リ
ア
路
線
に
乗
れ

な
い
若
者
を
指
す
や
や
否
定
的
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
一
九
九
一
年
︑
厚
生
労
働
省
は
年
次
労
働
白
書
で
こ
の
言
葉
を
「﹁
ア
ル
バ

イ
ト
﹂
か
﹁
パ
ー
ト
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
被
雇
用
者
で
︑
男
子
で
は
継
続
就
業

年
数
五
年
未
満
︑
女
子
で
は
未
婚
の
者
」
と
定
義
し
た（

58
）

︒
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最

初
の
公
式
定
義
で
あ
ろ
う
︒
総
務
省
は
二
〇
〇
三
年
の
「
労
働
力
調
査
」
の
な

か
で
初
め
て
「
フ
リ
ー
タ
ー
」
の
数
を
調
べ
は
じ
め
た
︒
こ
こ
で
は
少
し
だ
け

定
義
が
変
わ
り
︑「
十
五
～
三
十
四
歳
の
男
性
又
は
未
婚
の
女
性
（
学
生
を
除

く
）
で
︑
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
働
く
者
又
は
こ
れ
を
希
望
す
る
者
」
と

さ
れ
て
い
る（

59
）

︒
こ
う
し
た
官
僚
的
心
性
に
と
っ
て
︑
女
性
は
同
じ
仕
事
を
つ
づ

け
て
い
て
も
︑
結
婚
す
る
と
フ
リ
ー
タ
ー
で
は
な
く
な
る
の
だ
︒
そ
れ
ど
こ
ろ

か
︑
一
家
の
稼
ぎ
手
と
み
な
さ
れ
る
夫
が
い
る
か
ぎ
り
︑
女
性
の
公
式
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
非
正
規
雇
用
の
個
人
で
は
な
く
︑
扶
養
さ
れ
る
妻
に
な
っ
て

し
ま
う
︒

　
厚
生
労
働
省
は
実
際
面
で
こ
の
定
義
よ
り
も
柔
軟
な
運
用
を
し
た
︒

二
〇
一
一
年
の
あ
る
報
告
書
で
厚
労
省
は
︑
フ
リ
ー
タ
ー
は
「
自
分
の
就
き
た

い
職
業
が
み
つ
か
る
ま
で
時
機
を
待
つ
﹁
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
型
﹂︑
正
社
員
に
な

り
た
く
て
も
な
れ
な
い
﹁
や
む
を
得
ず
型
﹂︑
は
っ
き
り
し
た
将
来
像
を
持
っ

て
い
る
が
︑
と
り
あ
え
ず
生
活
の
た
め
に
働
い
て
い
る
﹁
夢
追
求
型
﹂
の
三
つ

に
分
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

60
）

︒
二
〇
一
二
年
︑
厚
労
省
は
全
国
の
公
共
就

労
斡
旋
機
関
に
二
百
を
超
す
「
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
し
た
︒
そ
の
任
務
は
非
正
規
の
若
年
労
働
者
︑
と
く
に
フ
リ
ー
タ
ー
と
み
な

さ
れ
る
者
に
長
期
安
定
の
定
職
を
み
つ
け
る
支
援
を
す
る
こ
と
だ（

61
）

︒
目
標
は

二
〇
一
二
年
に
百
八
十
万
人
い
た
フ
リ
ー
タ
ー
を
二
〇
二
〇
年
ま
で
に

百
二
十
万
人
に
減
ら
す
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
の
制
度
に
該
当
す
る
者
を
厚
労
省
は

「
フ
リ
ー
タ
ー
等
」
と
定
義
し
︑
公
式
定
義
に
は
厳
格
に
従
わ
な
い
こ
と
に
し

た
︒
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
︑
フ
リ
ー
タ
ー
の
厳
格
な
定
義
に
あ
て
は
ま
る
者
ば

か
り
で
な
く
︑
既
婚
女
性
や
四
十
五
歳
未
満
の
非
正
規
雇
用
の
男
女
が
支
援
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

62
）

︒
だ
が
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
人
の
大
半
が
じ
つ

は
男
性
で
あ
る
︒

　
公
式
な
定
義
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
の
こ
と
は
さ
て
お
き
︑
こ

の
構
想
は
︑
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
追
求
に
悪
の
烙
印
を
押

す
規
範
的
な
理
解
を
一
人
前
の
成
人
に
押
し
つ
け
る
と
い
う
点
で
問
題
で
あ
る
︒
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フ
リ
ー
タ
ー
人
口
の
か
な
り
の
部
分
が
︑
社
会
に
適
切
な
居
場
所
を
み
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑
自
分
の
意
志
で
積
極
的
に
そ
の
道
を
選
ん
で
い

る
か
ら
だ
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
多
く
の
青
年
が
望
ん
で
も
安
定
雇
用
を
み
つ
け

ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
制
度
を
始
め
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ

る
︒
こ
の
就
労
支
援
制
度
は
既
婚
女
性
に
対
し
て
公
式
に
道
を
開
き
は
し
た
も

の
の
︑
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
文
脈
全
体
か
ら
見
る
と
︑
女
性
は

家
庭
の
番
人
で
あ
り
︑
そ
の
デ
フ
ォ
ル
ト
の
有
り
様
は
︑
補
完
的
な
活
動
を
担

う
雇
用
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
︑
い
ま
だ
に
力
を
も
っ
て
持
続

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
本
稿
は
こ
こ
ま
で
主
と
し
て
政
治
家
や
官
僚
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
策
に
着

目
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
既
婚
女
性
が
旧
姓
を
名
乗
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
つ
い

て
行
な
わ
れ
た
世
論
調
査
か
ら
︑
広
範
な
国
民
感
情
の
分
断
に
つ
い
て
若
干
述

べ
て
お
こ
う
︒
内
閣
男
女
共
同
参
画
局
が
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で

三
年
ご
と
に
行
な
っ
た
政
府
世
論
調
査
（
各
回
の
調
査
で
回
答
者
は
三
～
四
千
人
）

を
見
る
と
︑
こ
の
三
十
年
間
の
男
女
平
等
に
対
す
る
官
界
・
政
界
エ
リ
ー
ト
の

き
わ
だ
っ
て
鈍
い
動
き
は
︑（
女
性
を
含
む
）
国
民
の
願
望
と
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
し
か
に
︑
女
性
は
結
婚
後
も
子
育
て
期
間

中
も
︑
さ
ら
に
そ
れ
以
後
も
︑
仕
事
を
つ
づ
け
る
べ
き
だ
と
す
る
男
女
の
割
合

は
︑
一
九
九
二
年
の
二
十
三
％
か
ら
二
〇
一
二
年
の
四
十
八
％
へ
着
実
に
上

が
っ
て
お
り
︑
二
〇
一
二
年
の
数
字
だ
と
男
女
間
の
違
い
は
二
％
以
下
に
す
ぎ

な
い
︒
し
か
し
「
男
は
外
で
働
き
︑
女
は
家
庭
を
守
る
べ
き
」
と
い
う
意
見
を

支
持
す
る
か
と
問
わ
れ
る
と
︑
二
〇
一
二
年
の
回
答
者
三
〇
三
三
人
は
賛
成
多

数
に
傾
き
︑
過
去
十
七
年
の
動
向
を
く
つ
が
え
し
た
︒
こ
の
良
妻
賢
母
と
い
う

崇
高
な
あ
り
方
を
支
持
す
る
人
は
一
九
九
二
年
の
六
十
％
か
ら
二
〇
〇
九
年
の

四
十
一
％
へ
下
が
っ
た
が
︑
三
年
後
の
二
〇
一
二
年
に
は
伝
統
支
持
派
が
ふ
た

た
び
盛
り
返
し
︑
五
十
二
％
の
過
半
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
女
性

の
割
合
は
四
十
八
％
で
︑
男
性
の
五
十
五
％
と
比
べ
て
大
差
な
い（

63
）

︒
近
年
の
こ

の
矛
盾
し
た
動
向
の
原
因
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
は
女
性

の
家
庭
外
労
働
へ
の
支
持
が
戻
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
二
〇
〇
九
年
よ
り
少
な
い（

64
）

）︒

長
期
的
観
点
で
見
た
と
き
︑
女
性
の
広
範
な
社
会
経
済
的
役
割
に
肯
定
的
な
人

は
ゆ
っ
く
り
と
断
続
的
に
増
え
て
い
る
が
︑
は
っ
き
り
と
流
れ
が
変
わ
っ
た
こ

と
を
示
す
分
岐
点
に
は
達
し
て
い
な
い
︒

　
最
後
に
︑
最
近
の
安
倍
政
権
に
よ
る
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
支
援
政
策

も
ま
た
︑
あ
る
重
要
な
意
味
で
大
平
報
告
書
の
論
理
か
ら
一
歩
後
退
す
る
も
の

と
し
て
特
筆
に
値
す
る
︒
大
平
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
︑
日
本
の
文
化
遺
産
が

こ
の
国
の
近
代
化
達
成
を
可
能
に
し
︑
そ
の
枠
組
み
を
つ
く
っ
た
と
考
え
︑
そ

れ
を
明
ら
か
に
誇
り
に
し
て
い
た
︒
し
か
し
彼
ら
は
︑
自
己
修
養
や
個
人
生
活

の
充
実
が
国
力
を
つ
け
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る

よ
う
な
「
文
化
」
の
時
代
と
し
て
未
来
を
描
い
た
︒「
社
会
に
新
た
な
活
力
を

与
え
る
婦
人
の
進
出
」
を
促
進
す
る
と
き
︑
そ
の
目
標
は
主
と
し
て
国
家
の
経

済
力
を
強
め
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑「
婦
人
の
生
き
が
い
」
を
提
供
す
る

道
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た（

65
）

︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　
安
倍
首
相
は
逆
に
女
性
の
進
出
を
︑
女
性
自
身
に
と
っ
て
社
会
的
に
望
ま
し

い
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
で
は
な
く
︑
あ
る
い
は
平
等
と
正
義
と
い
う
理
想
の
土
台

の
う
え
に
築
か
れ
る
目
標
と
し
て
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
国
家
の
た
め
の
経
済
戦

略
と
し
て
堂
々
と
誇
ら
し
げ
に
奨
励
す
る
︒
安
倍
首
相
は
二
〇
一
四
年
に
─
︱

多
く
の
国
で
政
治
家
が
好
ん
で
使
う
三
人
称
語
法
で
─
︱
こ
う
書
い
た
︒

保
守
政
治
家
の
安
倍
晋
三
が
女
性
が
輝
く
社
会
と
い
う
と
違
和
感
を
持
つ

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
従
来
の
よ
う
に
社
会
政
策
と

し
て
で
は
な
く
︑
私
は
経
済
政
策
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
ま
す
︒
こ
れ
ま
で
人
材
資
源
と
し
て
充
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
女
性
の
皆
さ
ん
は
︑
言
っ
て
み
れ
ば
〝
宝
の
山
〟
で
す
︒
︙
︙
能
力
あ

る
女
性
の
皆
さ
ん
に
︑
ど
ん
ど
ん
日
本
を
引
っ
張
っ
て
い
っ
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す（

66
）

︒

　
こ
こ
に
戦
前
戦
中
の
「
お
国
の
た
め
に
」
と
い
う
国
民
へ
の
呼
び
か
け
と
同

じ
も
の
を
聞
き
と
る
の
は
︑
ま
た
︑
こ
の
女
性
へ
の
呼
び
か
け
の
な
か
に
︑
強

い
国
民
経
済
を
築
く
た
め
の
人
的
資
源
と
し
て
女
性
を
十
全
に
利
用
し
よ
う
と

す
る
声
を
聞
き
と
る
の
は
︑
け
っ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒

　

結 

論

　
過
去
二
十
年
に
「
失
わ
れ
た
」
の
は
︑
健
全
な
社
会
を
構
成
す
る
も
の
は
何

か
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
達
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
保
守
本
流
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
だ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
た
は
っ

き
り
し
た
国
際
的
枠
組
み
の
な
か
で
︑
強
い
経
済
成
長
が
数
十
年
つ
づ
い
た
の

ち
︑
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
日
本
的
な
「
管
理
さ
れ
た
競
争
」
と
い
う
美
点
に

絞
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
野
心
的
な
女
性
が
キ
ャ
リ
ア
達
成
と
い
う
男

の
世
界
に
踏
み
こ
む
例
外
を
認
め
な
が
ら
も
︑
家
庭
を
守
る
の
は
女
性
と
い
う
︑

性
差
に
も
と
づ
く
社
会
構
造
に
依
拠
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
け
っ
し
て
全
員
が
一
致
す
る
観
点
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
公
共
の
言
論
や
政
策

論
議
の
ほ
か
︑
日
本
の
学
界
や
︑
非
日
本
人
が
つ
く
る
全
世
界
の
日
本
研
究
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
学
問
の
世
界
に
お
け
る
主
要
な
反
対
論
は
︑
左
派
や
「
進
歩

派
」
陣
営
か
ら
や
っ
て
き
た
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
挑
戦

し
て
き
た
の
は
︑
国
家
の
経
済
力
を
増
す
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑
原

則
と
し
て
社
会
的
価
値
と
人
権
に
男
女
平
等
を
求
め
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
陣
営

だ
っ
た
︒
労
働
史
や
労
使
関
係
の
研
究
で
は
︑
反
対
論
は
コ
ス
ト
を
重
視
す
る

日
本
型
モ
デ
ル
へ
の
批
判
の
か
た
ち
を
と
っ
た
︒
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
か
ら

一
九
九
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
︑
そ
う
し
た
批
判
を
投
げ
か
け
る
者
は
︑
広
範

に
流
布
す
る
成
功
の
証
拠
を
前
に
し
て
守
り
の
立
場
に
置
か
れ
︑
あ
る
程
度
自
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論
の
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

67
）

︒

　
現
在
の
瞬
間
や
近
現
代
史
に
重
点
を
置
く
日
本
研
究
の
仕
事
は
︑
今
か
つ
て

よ
り
も
複
雑
な
知
的
環
境
に
あ
る
︒
こ
こ
二
十
年
︑
健
全
な
社
会
の
維
持
や
回

復
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
公
共
の
議
論
で
は
︑「
伝
統
的
」
近
代
の
擁
護
派
は

新
自
由
主
義
改
革
派
と
の
対
立
に
主
軸
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
だ
が
︑
以
前

よ
り
目
立
た
な
い
な
が
ら
も
︑
批
判
の
も
う
ひ
と
つ
の
軸
が
継
続
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
全
世
界
に
遍
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
と
拡
大
す
る
格

差
を
め
ぐ
る
議
論
だ
︒
日
本
研
究
に
お
い
て
こ
の
議
論
は
︑
伝
統
的
な
近
代
シ

ス
テ
ム
に
内
在
す
る
排
他
性
に
注
目
し
︑
近
年
事
態
は
悪
化
す
る
一
方
だ
と
嘆

く（
68
）

︒
　
格
差
を
め
ぐ
る
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
著
作
に
全
世
界
が
注
目
し
た
お
か
げ
で
︑

こ
う
し
た
議
論
に
新
し
い
空
間
が
開
け
た
︒
ピ
ケ
テ
ィ
は
日
本
に
つ
い
て

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ
全
域
︑
ア
メ
リ
カ
︑
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
）
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
四
十
数
年
︑
ま
さ
に
相
対
的
平
等
の
全
盛
時
代
を
味
わ
っ
た
と
描
写
し

て
い
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
彼
は
同
時
に
︑
大
平
報
告
書
は
楽

観
論
が
正
し
い
と
思
え
た
時
期
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
み
な
す
根
拠
を
提
供

し
て
く
れ
た
︒
後
世
の
目
で
見
た
と
き
︑
報
告
書
の
書
き
手
た
ち
に
つ
い
て
︑

そ
の
未
来
観
が
近
視
眼
的
だ
っ
た
と
し
︑
ま
た
日
本
の
独
自
文
化
に
対
す
る
彼

ら
の
本
質
論
的
︑
静
的
な
理
解
を
極
端
な
還
元
論
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
は
た

や
す
い
︒
だ
が
個
々
人
の
生
活
の
質
の
向
上
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
最
大
限
重
視
し
た
点
に
お
い
て
︑
こ
う
し
た
報
告
書
は
注
目
に
値
す
る
も
の

で
あ
り
つ
づ
け
る
︒

注（
1
）  

B
ill Pow

ell,

“The Lost D
ecade,

” New
sw

eek (July 27 , 1998 ), p. 28 .

　
滝
田
洋
一
「
国

富
─
︱
失
わ
れ
た
十
年
の
教
訓
─
︱
」『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
九
八
年
七
月
二
〇
日
夕

刊
三
面
︒
雑
誌
の
日
付
は
実
際
の
発
行
よ
り
も
一
週
間
先
づ
け
す
る
の
で
︑『
ニ
ュ
ー
ズ

ウ
ィ
ー
ク
』
の
記
事
は
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
記
事
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒

（
2
）  

戦
後
日
本
の
中
流
社
会
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
専
業
主
婦
の
登
場
に
つ
い
て

は
︑
自
著
で
言
及
し
た
︒
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
『
ミ
シ
ン
と
日
本
の
近
代
─
︱
消

費
者
の
創
出
─
︱
』（
大
島
か
お
り
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
）︒

（
3
）  

大
平
報
告
書
の
正
式
名
称
は
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
』
第
一
～
九
巻
（
大

蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）︒
研
究
会
は
一
九
七
九
年
一
月
か
ら
公
式
に
作
業
を
開
始

し
︑
一
九
八
〇
年
八
︑九
月
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
︒

（
4
）  

酒
井
直
樹
は
本
特
集
に
寄
せ
た
論
文
の
な
か
で
︑
こ
う
い
う
肯
定
的
評
価
を
生
ん
だ

そ
れ
ま
で
の
日
本
研
究
の
あ
り
方
と
︑
そ
れ
が
近
年
︑
悲
観
的
な
評
価
に
変
わ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
︑
国
際
的
な
文
脈
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
︒

（
5
）  

エ
ズ
ラ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
の
個
人
的
通
信
（
二
〇
一
五
年
五
月
）︒

（
6
）  

R
onald P. D

ore, British Factory-Japanese Factory (B
erkeley: U

niversity of C
alifornia 

Press 1973 ).

（
7
）  

本
段
落
の
記
述
は
宇
野
重
規
の
論
文
に
基
づ
く
︒
宇
野
重
規
「
鈍
牛
─
︱
哲
人
宰
相

と
知
識
人
た
ち
　
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
を
め
ぐ
っ
て
─
︱
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』

八
一
号
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
一
七
四
─
一
七
七
頁
︒

（
8
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」『
大
平
総
理
の
政
策

研
究
会
報
告
書
』（
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）
一
︱
二
頁
︒

（
9
）  

大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
四
頁
︒

（
10
）  

大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
三
頁
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

（
11
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
三
頁
︒

（
12
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
一
頁
︒

（
13
）  

「
日
本
の
自
殺
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
五
年
二
月
号
︒
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
つ

け
て
同
誌
二
〇
一
二
年
三
月
号
に
再
掲
載
︒

（
14
）  

宇
野
前
掲
「
鈍
牛
─
︱
哲
人
宰
相
と
知
識
人
た
ち
　
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
を
め

ぐ
っ
て
─
︱
」
一
七
八
頁
︒

（
15
）  

「
日
本
の
自
殺
」
再
掲
載
版
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
〇
頁
︒
引
用
符
は
原
文
の
ま
ま
︒

（
16
）  

「
日
本
の
自
殺
」
再
掲
載
版
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
〇
頁
︑
一
〇
二
︱
一
〇
六
頁
︑

一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒

（
17
）  

本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
︒
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に

つ
い
て
詳
し
く
は
︑
大
嶽
秀
夫
『
自
由
主
義
的
改
革
の
時
代
︱
︱
一
九
八
〇
年
代
前
期

の
日
本
政
治
︱
︱
』（
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
四
年
）
第
三
部
︑
第
一
章
︑
中
曽
根
政
権

の
理
念
と
政
策
︑二
四
一
︱
二
五
四
頁
︑中
北
浩
爾
『
自
民
党
政
治
の
変
容
』（N

H
K

ブ
ッ

ク
ス
︑
二
〇
一
四
年
）
参
照
︒

（
18
）  

大
平
政
策
研
究
会
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経

営
運
営
』（
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）︒

（
19
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
一
〇
頁
︒

（
20
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
八
〇
︱
九
三
頁
︒

（
21
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
三
六
︱
五
〇
頁
︒

（
22
）  

伊
丹
敬
之
「
文
明
を
輸
出
す
る
と
き
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
創
刊
二
号
（
一
九
八
六
年
）︑

四
一
︱
四
二
頁
︒

（
23
）  

唐
津
一
「
米
国
の
破
綻
」『V

oice

』
一
〇
六
号
（
一
九
八
六
年
）︑
一
二
三
頁
︑

一
二
五
頁
︒

（
24
）  

“To encourage the others,

” Econom
ist (  January 16 , 1993 ), p. 66 .

（
25
）  

R
oss M

ouer and H
irosuke K

aw
anishi, A Sociology of W

ork in Japan (C
am

bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2005 ), p. 253

に
︑
そ
う
し
た
論
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
26
）  

日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
プ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
一
九
九
七
年

度
︱
一
九
九
九
年
度
）
報
告
（
一
九
九
七
年
一
月
）
二
五
頁
︒

（
27
）  

「
米
国
型
競
争
社
会
を
実
現
す
れ
ば
い
い
の
か
（
民
革
　
企
業
の
未
来
を
問
う
　
下
）」

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
四
月
八
日
朝
刊
一
面
︒

（
28
）  

E
dw

ard Lincoln, 

“Japan H
asn

ʼt R
eally Failed,

” New
 York Tim

es (Saturday, February 

22 ), 1997 .

（
29
）  

R
oss M

ouer and H
irosuke K

aw
anishi, A Sociology of W

ork in Japan (N
ew

 York: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2005 ), p. 254 . 

（
30
）  

H
iroya N

akakubo, 

“The 2003  R
evisions of the Labor Standards Law

: Fixed Term
 

C
ontracts, D

ism
issals, and D

iscretionary W
ork Schem

es,

” Japan Labor Review
 (2004 ), 

pp. 4 -25 .

（
31
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
一
）
総
務
大
臣
・
竹
中
平

蔵
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
五
日
朝
刊
一
〇
面
︒
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
︑

竹
中
は
ま
た
︑
欧
米
と
比
べ
た
と
き
︑
貧
困
は
日
本
の
重
要
問
題
た
り
え
な
い
と
否
定

し
た
︒

（
32
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
三
）
ウ
シ
オ
電
機
会
長
・

牛
尾
治
朗
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
七
日
朝
刊
一
〇
面
︒

（
33
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
七
）
オ
リ
ッ
ク
ス
会
長
・

宮
内
義
彦
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
一
三
日
朝
刊
八
面
︒

（
34
）  

Takashi A
raki, 

“Corporate G
overnance R

eform
s, Labor Law

 D
evelopm

ents and the 

Future of Japan

ʼs Practice-D
ependent Shareholder M

odel,

” Japan Labor Review
 (2005 ) , 

pp. 40 -42 .  

（
35
）  

L
eon W

oolf, 

“The D
eath of L

ifelong E
m

ploym
ent in Japan,

” In L
. N

ottage, L
. 

W
olff and K

. A
nderson (E

ds.), C
orporate governance in the 21st C

entury: Japan’s gradual 

transform
ation (C

heltenham
: E

dw
ard E

lgar, 2008 ), pp. 76 -77 .
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（
36
）  

仁
田
道
夫
「
雇
用
の
量
的
管
理
」
仁
田
道
夫
・
久
本
憲
夫
『
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
』

（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
）
四
五
︱
四
六
頁
︒「
労
働
法
改
革
と
雇
用
シ
ス
テ

ム
︱
︱
解
雇
法
制
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」
社
会
政
策
学
界
編
『
格
差
社
会
へ
の
視
座
︱
︱

貧
困
と
教
育
機
会
︱
︱
』（
法
律
文
化
社
︑
二
〇
〇
七
年
）
八
〇
︱
八
一
頁
︒

（
37
）  

日
本
経
営
者
団
体
連
合
会
「
活
力
と
魅
力
溢
れ
る
日
本
を
め
ざ
し
て
」（
二
〇
〇
三
年

一
月
一
日
）https://w

w
w

.keidanren.or.jp/japanese/policy/vision2025 .htm
l

（
38
）  

Sanford Jacoby, T
he Em

bedded C
orporation: C

orporate G
overnance and Em

ploym
ent 

Relations in Japan and the U
nited States (Princeton: Princeton U

niversity Press, 2005 ), 

pp.7 -8 .

（
39
）  

「（
奥
田
経
団
連 

変
容
の
四
年
　
上
）
蜜
月
の
実
装
　﹁
改
革
﹂
と
響
き
あ
い
」『
朝
日

新
聞
』
二
〇
〇
六
年
五
月
一
八
日
朝
刊
八
面
︒

（
40
）  

「（
時
時
刻
刻
）
派
遣
待
遇
︑潜
む
危
険
　
直
接
雇
用
義
務
撤
廃
を
検
討
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
日
二
面
︒

（
41
）  

「﹁
非
正
社
員
の
代
弁
し
た
い
﹂
川
崎
・
自
民
雇
用
生
活
調
査
会
長
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
四
日
朝
刊
一
二
面
︒

（
42
）  

「
日
雇
い
派
遣
禁
止
︑
範
囲
は
厚
労
相
︑
法
形
成
の
意
向
　
各
党
の
主
張
に
隔
た
り
」

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
六
月
一
四
日
朝
刊
七
面
︒

（
43
）  

Toru Shinoda, 

“Which Side are You O
n? H

akenm
ura and the W

orking Poor as a 

T
ipping Point in Japanese Labor Politics,

” The Asia-Pacific Journal, V
ol. 14 -3 -09  (A

pril 

4 , 2009 ).

（
44
）  

内
閣
府
『
経
済
財
政
白
書
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
五
︱
一
四
二
頁
︑
と
く
に
一
四
〇

︱
一
四
一
頁
︒

（
45
）  

厚
生
労
働
省
『
労
働
経
済
白
書
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
︱
二
頁
︑
二
四
四
︱
二
四
五
頁
︑

二
六
一
頁
︒

（
46
）  

厚
生
労
働
省
『
労
働
経
済
白
書
』（
二
〇
〇
九
年
）︒
巻
頭
に
舛
添
要
一
「
雇
用
の
安

定
を
基
盤
と
し
た
安
心
で
き
る
雇
用
者
生
活
の
た
め
に
」︒

（
47
）  

首
相
官
邸
「
経
済
の
好
循
環
実
現
に
向
け
た
政
労
使
会
議
」（
二
〇
一
五
年
四
月
二
日
）︒

　（http://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/97 _abe/actions/201504 /02 seroushi.htm

l

）　
二
〇
一
五
年

八
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
48
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

（
大
蔵
省
印
刷
局
一
九
八
〇
年
）︒

（
49
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

九
二
頁
︑
一
八
二
頁
︒

（
50
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
三
三
︱
一
三
四
頁
︒

（
51
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
八
四
︱
一
八
六
頁
︒

（
52
）  

大
平
政
策
研
究
会
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経

営
運
営
』
一
二
八
︱
一
三
〇
頁
︒

（
53
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

三
四
︱
三
五
頁
︑
八
四
頁
︒

（
54
）  

前
文
か
ら
法
文
ま
で
の
英
語
公
式
翻
訳
は
以
下
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

http://w
w

w
.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/lbp/index.htm

l

（
55
）  

参
議
院
本
会
議
で
の
発
言
（
一
九
九
六
年
一
月
二
五
日
）︒http://kokkai.ndl.go.jp

（
56
）  

法
務
省
の
世
論
調
査
結
果
は
一
般
的
に
改
革
に
反
対
で
あ
る
（
た
だ
し
時
の
経
過
と

と
も
に
受
容
は
増
え
て
い
る
）︒
以
下
を
参
照
︒http://w

w
w

.m
oj.go.jp/M

IN
JI/

m
inji36 -05 .htm

l

法
務
省
Ｈ
Ｐ
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
結
果
（
総

数
比
較
）」（http://w

w
w

/m
oj/go.jp/M

IN
JI/m

inji36 -05 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
八
月

二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
57
）  

こ
の
段
落
は
大
沢
真
理
『
現
代
日
本
の
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
七
年
）
七
二
︱
八
八
頁
の
記
述
に
基
づ
く
︒

（
58
）  
労
働
省
政
策
調
査
部
『
図
説
　
労
働
白
書
　
平
成
三
年
度
版
』（
至
誠
堂
︑
一
九
九
一

年
）
八
八
頁
︒

（
59
）  

厚
生
労
働
省
「
若
者
雇
用
関
連
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
一
年
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/



高度成長から「失われた二十年」へ

49

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

topics/2010 /01 /tp0127 -2 /12 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
60
）  
厚
生
労
働
省
「
若
者
雇
用
関
連
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
一
年
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/

topics/2010 /01 /tp0127 -2 /12 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
61
）  

厚
生
労
働
省
「
フ
リ
ー
タ
ー
へ
の
就
職
支
援
拠
点
を
全
国
約
二
百
カ
所
に
設
置
し
ま
す
」

（
二
〇
一
二
年
四
月
九
日
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/houdou/2 r98520000027 f6 u.

htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
62
）  

厚
生
労
働
省
　
五
百
旗
頭
千
奈
美
か
ら
の
個
人
的
通
信
（
二
〇
一
五
年
七
月
一
〇
日
）︒

（
63
）  

「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
二
年
）（http://w

w
w

.gender.

go.jp/research/yoron

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
64
）  

「
女
性
の
活
躍
推
進
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
四
年
八
月
）（http://survey.gov-

onlline.go.jp/h26 -joseikatsuyaku/index.htm
l

）
二
〇
一
五
年
七
月
一
二
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
65
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
四
︱
一
五
頁
︒

（
66
）  

安
倍
晋
三
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
二
章
起
動
宣
言
」『
文
藝
春
秋
』
二
〇
一
四
年
九
月
号
︑

一
〇
四
頁
︒

（
67
）  

G
ordon, W

ages of Affluence

の
な
か
で
︑
私
は
日
本
研
究
者
た
ち
が
︑
日
本
モ
デ
ル

の
明
ら
か
な
成
功
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
︑
左
派
的
あ
る
い
は
批
判
的
な
視
点
か
ら
視

座
を
移
し
た
こ
と
を
議
論
し
た
︒
こ
の
本
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
ま
も
な
く
書
か
れ
た
も
の

で
︑
論
拠
の
変
化
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
︑
新
自
由
主
義
陣
営
か
ら
の
批
判

が
新
た
に
台
頭
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
︒

（
68
）  

A
nne A

llison, Precarious Japan, D
urham

: D
ukre U

niversity Press, 2013 . Tachibanaki 

Toshiaki, C
onfronting Incom

e Inequality in Japan, C
am

brdige, M
A

.: M
IT

 U
niversity 

Press, 2009 , and m
any of his w

orks in Japanese.

（
朝
倉
和
子
　
訳
）




