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近
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失
業
特
に
潜
在
失
業
の
統
計
的
計
量
は
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
一
つ
に
失
業
意
識
調
査
が
あ
る
。
潜
在
失

業
の
統
計
的
計
量
の
方
法
と
し
て
の
失
業
意
識
調
査
の
役
割
と
わ
が
国
に
お
げ
る
そ
の
実
際
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
を
試
み
る
の

が
本
稿
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
で
は
失
業
意
識
の
調
査
は
、
総
理
府
統
計
局
の
労
働
力
調
査
特
別
調
査
と
就
業

構
造
基
本
調
査
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
っ
の
調
査
は
同
じ
調
査
方
法
で
わ
が
国
の
人
口
の
就
業
構
造
を
三
、
四
カ
月
の
ラ
グ
を

も
っ
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
極
く
小
規
模
た
標
本
調
査
で
毎
年
一
、
二
回
実
施
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
相
当

大
規
模
な
標
本
調
査
で
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
両
者
は
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
上
相
互

補
完
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
数
値
的
に
も
整
合
的
で
あ
り
直
接
比
較
し
得
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
の
検
証
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が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
接
合
可
能
性
を
失
業
意
識
調
査
の
結
果
に
っ
い
て
検
討
す
る
の
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
昭
和
四
〇
年
以
降
の
大
型
経
済
成
長
期
に
お
い
て
失
業
意
識
層
の
激
増
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
状
を
調
べ

る
の
が
本
稿
の
第
三
の
目
的
で
あ
る
。
わ
が
国
の
宿
命
的
た
経
済
間
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
潜
在
失
業
の
間
題
は
、
三
〇
年
代
後
半
か

ら
四
〇
年
代
前
半
に
か
げ
て
の
高
度
経
済
成
長
の
結
果
、
今
日
で
は
世
人
の
関
心
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
労
働
省
の
労
働
白

書
で
は
一
九
六
二
年
版
を
最
後
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
不
完
全
就
業
の
分
析
の
項
が
た
く
な
り
、
そ
れ
に
代
っ

て
労
働
市
場
の
改
善
を
示
す
諸
指
標
が
分
析
さ
れ
、
労
働
力
不
昆
が
間
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
三
〇
年
代
後
半
か
ら

の
高
度
経
済
成
長
は
未
曽
有
の
経
済
的
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
た
要
因
は
高
率
の
資
本
蓄
積
と
豊
富
た
す

ぐ
れ
た
労
働
力
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
経
済
的
繁
栄
が
雇
用
事
情
の
好
転
、
労
働
市
場
の
改
善
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
果
し
て
国
民
特
に
勤
労
者
の
生
活
の
向
上
を
実
現
し
た
か
否
か
は
、
多
く
の
間
題
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に

対
す
る
否
定
的
回
答
の
一
っ
が
失
業
意
識
層
の
激
増
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
失
業
意
識
層
の
増
加
の
原
因
で
あ
る
無
業
者
中

の
就
業
希
望
者
の
特
徴
を
、
就
業
構
造
基
本
調
査
の
資
料
に
よ
っ
て
種
々
の
角
度
か
ら
調
べ
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
失
業
意
識
調
査
の
役
割
と
実
際

　
１
　
統
計
に
は
杜
会
現
象
の
計
数
、
計
量
と
い
う
杜
会
算
術
（
。
。
Ｓ
邑
＠
キ
享
昌
ｏ
薫
）
の
性
格
と
、
杜
会
現
象
の
法
則
定
立
と
い
う
、
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１
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そ
れ
と
は
方
法
論
的
に
違
っ
た
性
格
と
が
あ
る
こ
と
は
、
っ
と
に
ド
ィ
ッ
杜
会
統
計
学
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
初
の
杜
会
算
術
と
し
て
の
統
計
は
、
杜
会
現
象
を
集
団
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
集
団
の
す
べ
て
の
要
素
を
種
々
の
標
識
に
よ
っ
て

グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
の
有
意
義
た
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
各
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
要
素
の
個
数
な
い
し
は
要
素



が
も
つ
値
の
合
計
に
よ
っ
て
集
団
の
構
造
を
数
量
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
会
現
象
の
性
質
を
具
体
的
、
数
量
的
に
。
明
ら

か
に
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
杜
会
算
術
と
し
て
の
統
計
で
は
、
杜
会
現
象
を
ど
の
よ
う
な
性
質
に
よ
っ
て
集
団
現
象
と
し
て
と

ら
え
・
い
か
な
る
標
識
に
よ
っ
て
構
造
分
析
す
れ
ぱ
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
一
番
重
要
な
統
計
理
論
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の

妥
当
性
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
統
計
の
認
識
価
値
が
決
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
は
杜
会
科
学
の
理
論
を

基
礎
に
ー
、
統
計
調
査
の
目
的
に
従
っ
て
、
問
題
の
杜
会
現
象
の
性
質
の
解
明
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
標
識
と
そ
れ
の
組
合
せ
を
決
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
決
定
さ
れ
た
集
団
現
象
の
標
識
は
そ
の
ま
ま
直
接
個
々
の
要
素
に
適
用
し
得
る

も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
具
体
的
な
限
定
が
加
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
ず
、
理
論
的
概
念
の
統
計
的
概
念
へ
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。
そ

れ
は
一
杜
会
集
団
現
象
の
要
素
は
複
雑
、
多
様
な
諸
規
定
を
受
け
て
お
り
、
純
粋
な
一
義
的
な
理
論
的
概
念
が
即
座
に
妥
当
し
得
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
的
概
念
の
統
計
的
概
念
へ
の
調
整
は
、
形
式
的
、
機
械
的
な
限
定
を
加
え
て
な
さ

れ
ね
ぼ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者
の
問
に
大
き
な
ギ
ャ
ツ
プ
が
生
じ
や
す
く
、
こ
れ
が
統
計
的
認
識
の
不
徹
底
さ
、
時
に
は
誤
り

の
根
源
と
な
る
の
で
あ
延
そ
の
上
・
要
素
の
グ
ル
ー
プ
分
げ
に
よ
る
集
団
の
構
造
分
析
は
、
そ
の
技
術
的
制
約
か
ら
あ
ま
り
詳
細

な
分
析
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
集
団
の
構
造
分
析
は
一
方
向
の
標
識
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
分
げ
だ
け
で
は
た
く
、
数
個

の
方
向
の
標
識
の
組
合
せ
に
ょ
っ
て
二
重
、
三
重
に
構
造
分
析
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
集
団
現
象
が
も
っ
豊
富
な
性
質
に
ょ
り
接
近

し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
組
合
せ
分
類
は
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
多
く
の
方
向
の
標
識
に
っ
い
て
行
え
る
も

の
で
は
た
い
。
従
っ
て
、
杜
会
の
統
計
的
認
識
は
、
理
論
的
認
識
の
よ
う
な
徹
底
し
た
一
義
的
解
明
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
た
く
、

集
団
現
象
の
皮
相
な
概
略
的
な
認
識
を
与
え
る
に
ー
す
ぎ
ず
、
し
ぼ
し
ぼ
離
靴
掻
痒
の
も
ど
か
し
さ
を
感
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
理
論
的
、
常
識
的
に
。
は
明
解
な
杜
会
現
象
で
あ
っ
て
も
、
統
計
的
に
は
正
確
に
計
数
、
計
量
し
得
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
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の
一
つ
の
例
が
潜
在
失
業
の
測
定
で
あ
る
。

　
２
　
今
潜
在
失
業
の
統
計
的
測
定
に
お
げ
る
失
業
意
識
調
査
の
役
割
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
潜
在
失
業
の
理
論
か
ら
出
発
し
て

そ
れ
の
測
定
技
術
論
に
至
る
余
裕
は
な
く
、
そ
の
間
題
は
稿
を
改
め
て
論
ず
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
た
父
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
ど
の

よ
う
な
潜
在
失
業
の
理
論
に
立
脚
す
る
に
し
て
も
、
潜
在
失
業
の
量
的
測
定
の
た
め
の
統
計
資
料
を
得
る
に
は
、
人
口
を
何
ら
か
の

特
徴
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
分
げ
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
た
標
識
を
用
い
れ
ば
よ
い
か
が
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
・

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
潜
在
失
業
理
論
に
よ
る
に
し
て
も
、
統
計
的
測
定
の
際
に
用
い
る
標
識
か
ら
、
潜
在
失
業
の
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

定
方
法
を
次
の
よ
う
に
分
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　
ｏ
ｏ
　
失
業
意
識
、
求
職
活
動
の
よ
う
な
主
体
的
条
件
に
よ
る
方
法

　
＠
　
就
業
時
間
、
就
業
目
数
等
の
就
業
度
に
よ
る
方
法

　
ゆ
　
所
得
に
よ
る
方
法

　
の
　
所
得
だ
げ
で
な
く
雇
用
の
安
定
性
、
労
働
環
境
、
そ
の
他
の
総
括
的
な
労
働
条
件
に
よ
る
方
法

　
ま
ず
、
主
体
的
条
件
に
よ
る
潜
在
失
業
の
測
定
は
、
有
業
者
で
転
職
や
追
加
就
業
を
希
望
す
る
者
、
無
業
者
の
う
ち
就
業
を
希
望

す
る
者
の
よ
う
に
、
失
業
意
識
を
有
す
る
層
を
取
出
し
、
更
に
、
現
に
求
職
活
動
を
し
て
い
る
層
を
分
離
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
潜
在

失
業
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
の
よ
う
に
主
体
的
条
件
だ
げ
で
潜
在
失
業
か
否
か
を
判
断
す
る
の
で
は
、
客
観
的

存
在
と
し
て
の
潜
在
失
業
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
主
観
的
に
は
失
業
意
識
が
な
く
と
も
、
本
人
の

置
か
れ
て
い
る
客
観
的
諾
条
件
か
ら
潜
在
的
失
業
者
と
考
え
ら
れ
る
者
が
あ
る
し
、
ま
た
、
失
業
意
識
が
非
経
済
的
た
ス
ト
レ
ス
、

象
庭
的
事
情
に
基
づ
く
場
合
が
あ
り
、
従
っ
て
、
潜
在
的
失
業
者
と
は
い
え
な
い
者
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、



ど
ひ
よ
う
な
事
情
に
基
づ
く
者
で
あ
一
ノ
て
も
、
失
業
意
識
を
有
す
る
者
は
労
働
市
場
へ
の
供
給
源
と
し
て
機
能
す
る
条
件
を
も
っ
て

お
り
・
求
職
者
は
既
に
労
働
市
場
へ
の
供
給
老
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
前
提
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
潜
在
失
業
に
関
す
る
一

指
標
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
次
に
述
べ
る
就
業
度
や
所
得
が
有
業
者
中
の
潜
在
失
業
し
か
析
出
し
得
な
い
の
に
対
し
て
、

こ
の
主
体
的
条
件
に
よ
る
方
法
は
無
業
者
巾
に
隠
れ
て
い
る
潜
在
失
業
を
取
出
し
得
る
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
て
、
主
体
的
条

件
は
潜
在
失
業
を
決
定
す
る
基
本
指
標
と
し
て
で
は
な
く
、
種
々
の
濃
淡
度
を
も
っ
て
存
在
す
る
潜
在
失
業
の
存
在
形
態
を
区
分
す

る
副
次
指
標
と
し
て
利
用
し
得
る
の
み
で
あ
る
。

　
次
に
・
就
業
度
に
よ
る
潜
在
失
業
の
測
定
は
、
過
度
に
短
時
問
な
い
し
は
長
時
問
の
就
業
者
、
あ
る
い
は
、
過
少
日
数
な
い
し
は

過
大
日
数
の
就
業
者
を
取
出
し
て
潜
在
失
業
と
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
短
時
問
（
ま
た
は
過
少
日
数
）
就
業
者
で
あ
っ
て
も
十
分
な
所

得
を
得
て
い
る
者
は
潜
在
的
失
業
者
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
長
時
問
（
あ
る
い
は
過
大
日
数
）
就
業
者
と
い
っ
て
も
低
い
所
得
の
者
の

み
が
潜
在
的
失
業
者
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
短
時
問
就
業
者
の
中
に
ー
は
就
業
は
従
で
あ
り
家
事
、
通
学
が
主
で
あ
る
か

ら
短
時
問
し
か
働
き
得
た
い
老
や
、
仕
事
が
内
職
、
夜
問
営
業
等
で
元
々
就
業
時
問
が
短
い
者
等
、
潜
在
的
失
業
者
と
み
な
し
得
な

い
老
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
就
業
度
は
こ
れ
ま
た
潜
在
失
業
の
基
本
的
指
標
で
は
た
く
、
潜
在
失
業
の
種
々
の
形
態
を

区
分
す
る
副
次
的
指
標
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
・
所
得
に
よ
る
潜
在
失
業
の
測
定
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
潜
在
失
業
の
理
論
に
よ
る
に
し
て
も
、
潜
在
失
業
は
労
働
老
が

自
已
の
労
働
能
力
を
十
分
に
，
利
用
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
婁
言
す
れ
ぼ
、
労
働
力
を
そ
の
能
力
に
応
じ
て
売
る
こ
と
が
で
き
ず
、

労
働
者
と
そ
の
家
族
が
杜
会
的
に
正
常
な
生
活
を
営
み
得
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
所
得
が

低
く
相
対
的
に
も
絶
対
的
に
ー
も
生
活
が
窮
乏
化
１
し
て
い
る
層
を
潜
在
失
業
と
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
潜
在
的
失
業

　
　
　
失
業
な
識
調
査
と
口
収
近
の
就
茱
希
望
者
の
特
徴
（
閑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
二
四
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
箪
二
十
一
巻
・
猪
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
二
五
〇
）

者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
区
別
す
る
最
低
所
得
標
準
を
ど
の
線
に
設
定
す
る
か
、
更
に
、
時
系
列
比
較
を
行
う
場
合
一
般
的
な
所
得

水
準
の
上
昇
に
伴
う
最
低
所
得
標
準
の
修
正
を
ど
う
行
う
か
、
の
間
題
は
極
め
て
困
難
な
事
柄
で
あ
っ
て
、
容
易
に
客
観
的
な
標
準

を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
所
得
だ
げ
に
よ
る
と
き
は
、
絶
対
額
で
は
低
所
得
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
長
時
問
労

働
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
相
対
的
に
は
低
所
得
の
者
を
、
潜
在
的
失
業
者
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
低

所
得
と
い
っ
て
も
病
気
、
身
体
障
害
等
、
非
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
杜
会
保
障
の
対
象
者
で
あ
っ
て
潜
在
的
失
業
者
で

な
い
者
が
含
ま
れ
る
、
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
総
括
的
労
働
条
件
に
よ
る
潜
在
失
業
の
測
定
で
あ
る
が
、
潜
在
失
業
を
労
働
老
が
そ
の
労
働
能
力
を
十
分
利
用
し
得
な

い
状
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
き
、
労
働
能
力
の
利
用
度
の
指
標
に
は
、
労
働
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
総
括
的
な
労
働
条
件
が
用

い
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
労
働
条
件
に
は
所
得
を
基
本
と
し
て
、
雇
用
の
安
定
性
、
労
働
環
境
、
労
働

の
種
類
等
多
く
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
潜
在
失
業
の
正
確
な
測
定
に
は
た
父
に
所
得
だ
げ
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
重
要

な
労
働
条
件
を
合
わ
せ
用
い
る
方
法
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、
総
括
的
労
働
条
件
を
よ
く
反
映
し
得
る
指
標
と

し
て
所
得
以
外
に
ど
の
よ
う
な
指
標
を
用
い
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
指
標
を
ど
の
よ
う
に
組
合
せ
、
更
に
、
ど
の
線
で

も
っ
て
潜
在
失
業
と
す
れ
ぼ
よ
い
の
か
、
等
の
間
題
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
潜
在
失
業
の
測
定
技
術
論
は
ま
だ
十
分
発
達
し
て
い
た

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
も
、
潜
在
失
業
の
存
在
移
態
は
極
め
て
複
雑

で
あ
っ
て
顕
在
失
業
の
場
合
の
よ
う
に
明
確
で
は
た
く
、
多
角
的
に
分
析
し
な
げ
れ
ば
と
ら
え
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
統
計
は
限
ら

れ
た
少
数
の
標
識
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
の
み
集
団
現
象
を
構
造
分
析
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
複
雑
な
潜
在
失
業
の
実
態
に
十
分

接
近
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
統
計
方
法
論
上
の
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
た
ら
ぬ
。



３
以
上
の
よ
う
に
潜
在
秦
測
定
の
各
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
限
界
を
も
つ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
組
合
せ
て
潜

在
失
業
を
計
量
す
る
か
墨
論
的
立
場
に
吉
、
ま
た
間
題
意
識
の
い
か
ん
に
よ
つ
て
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

官
庁
統
計
の
実
際
で
は
直
接
潜
在
的
失
業
合
い
く
ら
と
呈
示
す
る
の
で
は
な
く
、
秦
的
色
髪
も
っ
種
次
の
層
を
で
き
る
だ
け

細
か
く
分
離
す
る
こ
と
に
ょ
一
て
、
失
業
対
策
や
杜
会
保
障
等
、
様
ヵ
の
見
地
か
ら
統
計
を
利
用
す
る
者
に
必
要
実
業
統
計
の
資

料
を
提
供
す
る
に
と
ど
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
潜
在
失
業
調
査
の
報
告
書
に
よ
れ
ぼ
、
そ
の
目
的
を
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
述
べ

　
　
（
４
）

て
い
る
。
す
た
わ
ち
、

　
　
潜
在
失
業
を
把
握
す
る
た
め
に
は
少
た
く
と
も
、
現
在
の
就
業
状
態
に
対
す
る
失
業
的
意
識
、
就
業
時
問
お
よ
び
所
得
の
三
っ

の
要
因
を
と
ら
え
；
れ
を
総
合
的
に
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
嚢
で
あ
る
か
不
完
全
薬
で
あ
る
か
の
判
別
が
な
さ

れ
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
・
し
か
し
、
潜
在
失
業
の
概
念
が
一
義
的
窺
定
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
三
っ
の
要

因
を
組
合
せ
る
に
し
て
も
・
各
蓄
に
っ
い
て
ど
の
線
を
も
っ
て
潜
在
失
業
の
範
囲
と
す
る
か
と
い
う
間
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見

地
に
よ
り
異
な
一
て
き
・
従
一
て
、
潜
在
失
業
の
範
囲
を
一
律
に
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
類
型
的
に
潜
在
失
萎

取
出
す
こ
志
で
差
、
そ
こ
で
、
あ
え
て
各
蓄
に
っ
い
王
定
の
線
で
区
切
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
利
用
老
が
そ
れ
ぞ
れ
の

　
立
場
か
ら
潜
在
失
業
を
判
断
し
得
る
よ
う
な
資
料
を
提
供
す
る
よ
う
に
、
統
計
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
統
計
調
査
は
総
理
府
統
計
局
の
労
働
力
調
査
と
そ
れ
の
特
別
調
査
お
よ
び
就
業
構
造
基
本
調
査
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
か
し
・
労
働
力
調
査
一
毎
月
行
わ
れ
る
一
で
は
、
仕
事
に
対
す
る
希
望
意
識
と
就
業
時
問
は
調
査
し
て
い
る
が
、
所
得
は
全
然

調
べ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
更
に
、
労
働
力
調
査
が
調
査
週
問
中
の
事
実
一
、
。
け
旨
、
、
－
。
け
り
け
巨
。
。
一
で
就
業
、
不
就
業
を
と
ら
、
讐
た
め
に
、

失
業
統
計
と
・
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
欠
点
定
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
力
調
査
特
別
調
査
一
年
一
、

　
　
　
　
失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
一
関
一
　
　
　
　
　
　
　
七
一
二
五
一
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
．
第
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
二
五
二
）

二
回
行
わ
れ
る
。
以
下
「
特
別
調
査
」
と
い
う
。
）
と
就
業
構
造
基
本
調
査
（
昭
和
三
一
年
を
第
一
回
と
し
て
・
以
後
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
。

以
下
「
就
構
調
査
一
と
い
う
。
一
で
は
、
嚢
、
不
就
業
が
平
常
の
状
態
一
嚢
；
募
一
で
と
室
ら
れ
て
盲
・
仕
事
に
対
す
る
希

望
意
識
、
就
業
時
問
の
み
な
ら
ず
所
得
喜
わ
せ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
特
別
調
査
は
昭
和
二
四
年
一
二
月
に
第
一
回
調
査

が
実
施
さ
れ
て
以
来
、
毎
年
一
回
（
但
し
、
二
八
、
二
九
、
三
〇
年
は
年
二
回
）
は
潜
在
失
業
を
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
潜
在
失
業
の
計
量
に
は
主
と
し
て
特
別
調
査
の
資
料
が
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

　
“
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

る
カ
　
こ
の
資
料
の
最
大
の
欠
点
は
標
本
数
が
少
た
い
の
で
標
本
誤
差
が
大
き
い
こ
と
と
、
あ
ま
り
詳
し
い
資
料
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
就
構
調
査
の
資
料
は
す
ぐ
れ
て
お
り
、
標
本
数
が
非
常
に
多
い
た
め
に
十
分
な
精
度
を
保
ち
な
が
ら
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

な
資
料
を
提
供
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
は
三
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
変
動
の
激
し
い
経
済
現

象
の
資
料
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
の
が
そ
の
難
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
望
ま
し
い
の
は
就
構
調
査
の
資
料
と
特
別
調
査
の
資
料
と

を
相
互
補
完
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
果
し
て
両
者
は
直
接
接
合
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
節
を
改
め
て
そ
れ
を
吟
味
し
よ
う
・

　
４
　
し
か
し
、
そ
れ
に
入
る
前
に
以
下
の
行
論
の
便
宜
上
、
労
働
白
書
に
よ
る
不
完
全
就
業
の
測
定
の
実
際
を
み
て
お
こ
う
。
労

働
白
書
で
は
特
別
調
査
の
資
料
に
ょ
り
、
主
と
し
て
失
業
意
識
の
側
面
か
ら
不
完
全
就
業
の
動
向
を
分
析
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
・

一
九
六
二
年
版
を
最
後
に
不
完
全
就
業
の
分
析
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
今
一
九
六
二
年
版
に
よ
っ
て
不
完
全
就
業
の
計
量
の
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

方
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
業
者
の
う
ち
の
転
職
希
望
者
と
追
加
就
業
希
望
者
に
・
無
業
者
中
の
就
業
希
望
者

を
加
え
た
も
の
を
、
現
状
に
不
満
を
持
ち
何
ら
か
の
形
で
就
業
機
会
を
求
め
る
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
不
完
全
就
業
者
と
し
・
そ
の
う

ち
の
仕
事
が
主
な
者
で
求
職
活
動
を
し
て
い
る
転
職
希
望
者
と
追
加
就
業
希
望
者
、
お
よ
び
本
業
を
希
望
し
求
職
活
動
を
し
て
い
る

就
業
希
望
者
を
、
比
較
的
就
業
の
緊
急
度
が
高
く
不
完
全
就
業
者
的
色
彩
の
強
い
と
み
ら
れ
る
層
と
す
る
・
そ
し
て
・
ご
ニ
ハ
年
三
月
で
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あ

　
　
　
が

　
　
　
の

年
　
　
　
も

％
　
　
た
・

　
　
　
れ
る

　
　
　
離
あ

　
　
　
げ
で

均
注
移
か
難

　
推
と
困

　
　
の
ダ
カ

〃
層
系
厳

　
薇
鴛

　
意
結
果

ｗ
業
の
結

　
失
来
の

　
　
　
従
年

　
　
１
に
の

鉢
図
部
後

　
　
　
一
前

　
　
　
は
の

　
　
　
値
そ

ツ
　
　
の
，

醐
　
鴬

　
　
　
　
る

　
　
　
注

状
態
に
対
し
て
強
い
不
満
の
意
識
を
持
ち
不
完
全
就
業
的
色
彩
が
強
い
者
と
す
る
場
合
が
あ
り
、

週
三
五
時
問
未
満
の
短
時
問
就
業
者
を
こ
れ
に
加
え
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
時
に
は
最
低
の
所
得
階
級
を
比
較
し
て
不
完
全
就
業

の
動
向
を
補
足
し
て
い
る
。

　
　
（
１
）
　
拙
稿
「
杜
会
統
計
に
お
け
る
母
集
団
の
意
義
」
立
命
館
経
済
学
、
第
一
二
巻
・
第
三
号
、
三
－
二
二
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
　
　
失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
二
五
三
）

は
前
者
は
六
三
二
万
人
、
後
者
は

一
四
四
万
人
と
計
算
し
、
特
に
後

者
が
著
し
く
減
少
し
て
労
働
市
場

に
対
す
る
供
給
圧
力
が
低
下
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
図
１
お
よ

び
表
２
参
照
）
。
な
お
、
年
に
よ
っ

て
は
転
職
希
望
者
の
う
ち
希
望
理

由
が
二
時
的
・
不
安
定
な
仕
事

だ
か
ら
」
「
収
入
が
少
た
い
か
ら
」

の
者
と
、
就
業
希
望
者
の
う
ち
希

望
理
由
が
「
失
業
し
て
い
る
か
ら
」

「
失
業
し
た
の
で
は
な
い
が
生
活

困
難
だ
か
ら
」
の
老
を
、
現
在
の

更
に
、
追
加
就
業
希
望
者
の
う
ち



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
二
五
四
）

（
２
）
　
拙
稿
「
杜
会
統
計
に
お
げ
る
統
計
的
規
則
性
の
意
義
と
限
界
」
立
命
館
経
済
学
、
箪
一
〇
巻
・
第
三
号
、
一
七
六
－
七
べ
－
ジ
参
照
。

（
３
）
　
経
済
企
画
庁
調
整
部
民
生
労
働
課
「
潜
在
失
業
の
理
論
」
昭
和
三
〇
年
一
二
月
、
五
七
－
六
八
べ
－
ジ
参
照
。

（
４
）
総
理
府
統
計
局
「
労
働
力
調
査
臨
時
調
査
報
告
」
昭
和
三
一
年
三
月
（
労
働
力
調
査
資
料
、
第
七
号
）
、
一
－
二
ぺ
ー
ジ
、
ま
た
は
、
「
労
働
力

　
　
調
査
総
合
報
告
書
」
昭
和
二
七
年
一
一
月
、
一
五
八
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
５
）
　
労
働
力
調
査
特
別
調
査
は
就
業
状
態
を
易
§
－
ｏ
・
試
け
易
で
調
査
し
て
、
ｐ
９
§
Ｈ
乙
・
武
一
易
で
調
べ
る
労
働
力
調
査
の
結
果
を
補
う
こ
と
を
目

　
　
的
と
し
て
、
大
体
毎
年
二
回
、
三
月
と
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
月
調
査
（
二
八
、
二
九
、
三
〇
年
は
三
月
お
よ

率差誤準標

人
千
５
１
７

％

“
い
“
ひ
８
”
Ｈ
”
い
“

人
千
３
５

％
９
　
４
０
８
４
２
９
０
０
０
一
　
　
－
一
２
一
２
一
４
一
６
一
８
一
４
．
〇
一
　
　
　
　
　
　
１
１
一
ｎ
６

査
調
別
特

％

２
　
３
５
　
１
２
１
８

値
定
推

人
千
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
”
”
川
”
川
”
”
５
２
１
５
０
３
０
２
０
１
０
５
２
１

（
８
）
　
労
働
白
書
、

一
九
六
二
年
版
、
二
二
五
－
八
べ
ー
ジ
。

　
　
び
一
〇
月
調
査
）
で
は
、
合
わ
せ
て
潜
在
失
業
の
実
態
把
握
の
た
め
の
基
礎
資
料

　
　
を
得
る
目
的
で
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
四
四
年
三
月
調
査
か
ら
は
、
無
業
老

　
　
の
労
働
力
化
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ

　
　
た
。
た
お
、
名
称
は
最
初
は
労
働
力
調
査
附
帯
調
査
と
い
わ
れ
、
各
調
査
目
的
を

　
　
表
わ
す
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
二
八
年
一
〇
月
分
か
ら
は
臨

　
　
時
調
査
と
呼
ぱ
れ
、
三
七
年
よ
り
特
別
調
査
に
名
称
変
更
さ
れ
た
。

（
６
）
（
７
）
　
特
別
調
査
の
標
本
数
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
大
体
三
六

　
　
年
三
月
ま
で
の
一
・
五
万
人
の
時
期
と
三
七
年
一
〇
月
以
降
の
三
・
五
万
人
の
時

　
　
期
と
に
分
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
就
構
調
査
の
標
本
数
は
毎
回
増
加
し
て
三
一
年

　
　
の
五
七
万
人
か
ら
四
六
年
は
七
五
万
人
に
な
っ
た
。
参
考
ま
で
に
標
本
推
定
値
の

　
　
標
準
誤
差
率
を
示
す
と
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
　
二
つ
の
失
業
意
識
調
査
の
比
較

　
こ
上
で
は
就
構
調
査
と
特
別
調
査
の
接
合
可
能
性
の
検
討
を
、
失
業
意
識
調
査
の
結
果
の
み
に
っ
い
て
行
う
こ
と
に
す
る
。
そ
れ

は
、
前
節
の
終
り
で
み
た
よ
う
に
特
別
調
査
に
よ
る
潜
在
失
業
の
測
定
は
、
主
と
し
て
失
業
意
識
調
査
の
結
果
を
用
い
て
行
わ
れ
て



き
た
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
潜
在
失
茱
の
測
定
は
所
得
を
主
体
と
し
て
、
そ
れ
に
失
業
意
識
、
就
業
時
問
等
を
組
合

せ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
特
別
調
査
や
就
構
調
査
の
所
得
や
就
業
時
間
の
資
料
は
、

潜
在
失
業
の
測
定
に
耐
え
得
る
だ
げ
の
詳
細
た
も
の
で
は
た
く
、
ま
た
、
潜
在
失
業
を
区
別
す
る
所
得
標
準
、
就
業
時
間
標
準
の
具

体
的
決
定
が
困
難
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
失
業
意
識
は
種
々
の
ニ
ュ
ァ
ン
ス
の
失
業
層
を
明
確
に
取
出
し
得
る
か
ら
、
こ
れ
が
用
い

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
就
構
調
査
は
三
一
年
よ
り
開
始
さ
れ
、
他
方
、
特
別
調
査
は
四
四
年
か
ら
無
業
者
の
み
に
っ

い
て
の
失
業
意
識
調
査
に
変
更
さ
れ
た
の
で
、
三
一
年
か
ら
四
三
年
ま
で
し
か
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
そ
し
て
、
就
構
調
査

は
七
月
一
目
現
在
調
べ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
潜
在
失
業
を
調
べ
る
特
別
調
査
は
三
旦
三
目
現
在
調
べ
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
問

に
は
三
ヵ
月
問
の
ズ
レ
が
あ
り
、
そ
の
問
の
経
済
状
勢
の
違
い
が
両
者
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
失
業
意
識
調
査
の
結
果
を
比
べ
る
の
に
先
立
っ
て
、
基
本
的
な
有
業
者
、
無
業
者
の
比
較
を
行
っ
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
る
。
も

し
も
一
こ
の
段
階
で
著
し
い
不
一
致
が
あ
る
と
き
は
、
失
業
意
識
調
査
の
結
果
の
整
合
性
は
到
底
望
む
べ
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
一
五
才
（
三
三
年
ま
で
は
一
四
才
）
以
上
人
口
を
ふ
だ
ん
の
状
態
に
よ
っ
て
、

口人

上
一

以才
１
５

有
業
者
暮

無
業
者
－

仕
事
が
主
な
者

仕
事
は
従
な
老
…

暮
パ

「
そ
の
他
が
麦
者

家
事
を
し
て
い
る
者

、
通
学
し
て
い
る
者

一
そ
の
他

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）

（
二
五
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
二
五
六
）

　
　
　
（
１
）

に
分
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
の
両
調
査
の
結
果
を
比
較
す
る
と
（
表
－
参
照
）
、
仕
事
が
主
な
者
の
数
は
両
者
共
よ
く
一

致
し
て
お
り
、
そ
の
喰
違
い
は
僅
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仕
事
は
従
た
者
お
よ
び
無
業
者
の
数
は
相
当
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
仕
事
は
従
た
者
と
無
業
者
を
合
計
し
、
そ
れ
を
家
事
、
通
学
、
そ
の
他
に
分
け
た
結
果
を
比
べ
る
と
、
今
度
は
非
常
に
ょ
く

一
致
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
仕
事
は
従
た
者
と
無
業
者
の
把
握
が
両
調
査
に
よ
っ
て
違
っ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

そ
し
て
、
就
構
調
査
の
方
が
特
別
調
査
よ
り
も
常
に
無
業
者
は
多
く
、
仕
事
は
従
な
者
は
少
く
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
有
業
者
、
無
業
者
の
把
握
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
以
上
、
失
業
意
識
層
の
内
部
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
き
は
、
当
然

相
当
の
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
表
２
参
照
）
。
ま
ず
、
失
業
意
識
層
の
総
数
に
っ
い
て
両
者
を
比
較
し
よ
う
。
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津
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捌
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言
醸
ｅ
令
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叢
梱
～
序
鳶
言
圖
溝
づ
蹄
か
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よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
別
調
査
の
値
は
三
〇
年
代
は
ほ
父
景
気
と
逆
相
関
の
関
係
を
も
っ
て
次
第
に
低
下
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
四
〇
年
以
降
は
景
気
上
昇
に
も
か
二
わ
ら
ず
増
加
し
て
行
き
、
四
三
年
は
三
三
年
の
水
準
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

就
構
調
査
の
値
は
、
推
移
の
傾
向
と
し
て
は
三
七
年
を
除
い
て
は
特
別
調
査
と
一
致
し
た
動
き
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
水
準

は
三
〇
年
代
後
半
か
ら
次
第
に
特
別
調
査
よ
り
も
高
く
な
っ
て
お
り
、
四
三
年
で
は
特
別
調
査
の
値
を
三
六
・
四
％
も
上
回
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
違
の
要
因
を
知
る
た
め
に
失
業
者
的
色
彩
の
濃
淡
別
に
比
較
す
る
と
、
そ
れ
が
一
番
強
い
と

　
　
　
失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
（
二
五
七
）
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４
０

３
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００２

００１

０

推の者望希業就びよお業就加追職転２図

○照参－図注

秋００９

００８

００７

００６

００５

００４

００３

望
者
は
、
四
三
年
を
除
い
て
は
就
構
調
査
の
方
が
低
い
の
で
あ
る
が

就
構
調
査
に
よ
る
失
業
意
識
層
（
総
数
）
の
過
大
把
握
の
要
因
は
、

こ
れ
の
一
っ
の
理
由
は
、
先
に
調
べ
た
就
構
調
査
の
方
が
特
別
調
査
よ
り
も
仕
事
は
従
た
者
が
少
た
く
無
業
者
が
多
い
こ
と
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
就
構
調
査
と
特
別
調
査
に
よ
る
失
業
意
識
調
査
の
結
果
を
、
若
干
の
基
本
的
た
標
識
に
っ
い
て
照
合
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
二
五
八
）

　
み
ら
れ
る
仕
事
主
な
い
し
は
本
業
希
望
の
求
職
者
層
は
は
父

同
じ
よ
う
な
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
失
業
者
的
色
彩
の

弱
い
も
の
を
含
む
求
職
者
層
は
、
就
構
調
査
の
方
が
少
し
高

　
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
調
査
の
失
業
意
識
層
（
総
数
）

　
の
喰
違
い
の
最
大
の
要
因
は
、
失
業
者
的
色
彩
の
最
も
稀
薄

　
な
非
求
職
者
層
の
不
一
致
で
あ
り
、
次
は
仕
事
従
た
い
し
は

副
業
希
望
の
求
職
者
層
の
相
違
で
あ
っ
て
、
就
構
調
査
で
は

　
そ
れ
ら
が
多
い
目
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
ー
、
転
職
、
追
加
就
業
お
よ
び
就
業
希
望
別
に
比
べ
る
と

　
（
図
２
参
照
）
、
推
移
の
傾
向
は
転
職
希
望
者
と
追
加
就
業
希

　
望
者
は
あ
ま
り
斉
一
的
で
た
く
、
逆
方
向
の
動
き
が
多
く
み

　
ら
れ
る
が
、
就
業
希
望
者
は
両
調
査
共
に
よ
く
一
致
し
た
動

　
き
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
転
職
希
望
者
と
追
加
就
業
希

、
就
業
希
望
者
は
就
構
調
査
の
方
が
著
し
く
多
い
。
か
く
て
、

就
業
希
望
者
の
過
大
把
握
に
、
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、



の
整
合
性
を
検
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
失
業
者
的
色
彩
の
強
い
仕
事
主
、
本
業
希
望
の
求
職
者
を
除
い
て
は
、
あ
ま
り
良
好
な

一
致
は
み
ら
れ
た
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　
（
１
）
　
就
構
調
査
で
は
四
三
年
以
降
は
就
業
者
と
休
業
者
の
区
別
が
な
く
た
っ
た
。
し
か
し
、
休
業
者
は
極
く
僅
か
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も

　
　
　
　
大
勢
に
は
影
響
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
２
）
　
特
別
調
査
の
調
査
期
目
で
あ
る
三
月
末
は
農
閑
期
で
あ
る
か
ら
碧
け
§
Ｈ
。
り
け
９
易
で
み
た
就
業
者
は
少
な
い
の
に
対
し
て
、
就
構
調
査
の
調

　
　
　
　
査
期
目
の
七
月
始
め
は
農
繁
期
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
就
業
者
数
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
易
§
Ｈ
乙
。
訂
け
易
で
と
ら
え
る
に
し
て
も
、

　
　
　
　
七
月
調
査
の
方
が
三
月
調
査
よ
り
も
仕
事
は
従
な
者
が
多
く
現
わ
れ
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
逆
で
あ
っ
て
就
構
調
査
の
方
が
仕
事

　
　
　
　
は
従
な
者
は
常
に
少
た
い
の
で
あ
る
。
概
念
上
の
違
い
は
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
恐
ら
く
実
地
調
査
の
や
り
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
推

　
　
　
　
察
さ
れ
る
。

四
　
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴

　
１
　
特
別
調
査
の
結
果
か
ら
み
る
と
き
、
失
業
意
識
層
の
数
は
三
六
年
ま
で
は
逐
次
減
少
し
て
き
た
の
が
、
三
六
年
以
降
四
〇
年

ま
で
は
ほ
父
同
じ
水
準
で
増
減
を
繰
返
し
て
お
り
、
と
こ
ろ
が
四
〇
年
以
降
再
び
上
昇
に
転
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
四
三
年
に
は
三
三

年
の
水
準
に
達
し
て
い
る
（
図
－
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
失
業
意
識
層
の
推
移
は
総
数
に
つ
い
て
だ
げ
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
求
職

老
数
に
、
つ
い
て
も
い
え
る
し
、
更
に
失
業
者
的
色
彩
の
よ
り
強
い
仕
事
主
な
い
し
は
本
業
希
望
の
求
職
者
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
失
業
意
識
層
の
数
は
四
〇
年
以
降
は
景
気
上
昇
期
に
も
か
二
わ
ら
ず
増
加
し
て
き
、
四
三
年
に
は
三
三
年
の
水
準
に
戻

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
絶
対
水
準
で
は
近
似
す
る
に
し
て
も
、
三
〇
年
代
初
期
と
四
三
年
と
で
は
わ
が
国
の
経
済
状
勢
に
根
本
的

な
相
違
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
だ
げ
で
も
っ
て
潜
在
失
業
が
ふ
え
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
三
年
当
時
は
戦
後
の
復
興
過
程
を

　
　
　
　
失
業
意
識
調
査
と
日
取
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
二
五
九
）
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終
え
て
経
済
成
長
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
時
期
で
あ
り
、
当
時
は
農
村
に
、
都
市
の
中
小
零
細
企
業
に
多
く
の
過
剰
労
働
力
が
温

存
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
四
三
年
は
三
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
の
基
礎
の
上
に
わ
が
国
の
経
済
が
国
際
化
へ
脱
皮
し
て
行
く

時
期
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
若
年
労
働
力
に
関
し
て
は
完
全
雇
用
の
状
況
に
あ
り
、
農
村
、
都
市
に
お
げ
る
過
剰
労
働
力
は
殆
ん
ど

な
く
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
済
の
実
体
が
変
化
し
労
働
市
場
が
改
善
さ
れ
た
状
況
の
下
で
は
、
失
業
意
識
層
の
数
は
も

は
や
潜
在
失
業
の
指
標
と
は
な
り
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
潜
在
失
業
の
把
握
は
所
得
を
中
心
と
し
て
、
失
業
意
識
、
就
業
時
間

等
の
総
合
的
労
働
条
件
指
標
を
用
い
て
多
角
的
に
分
析
し
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
間
題
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
一
っ
の
指
標
だ
げ
で
は
正

し
く
潜
在
失
業
を
計
量
し
得
な
い
こ
と
が
、
こ
二
に
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
潜
在
失
業
の
指
標
と
し
て
の
役
割
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業

者
者
者

者
本
副
者
本
副

■
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
●

職
策
旗

望
纏
望

希
業
希

職
幟
業

総

求
　
　
非

転
追
就

」

○

成作りよ２表料資

を
も
ち
得
な
く
な
っ
た
に
し
て
も
、
失
業
意
識
層
、
す
な
わ
ち
、
就
業
の
機
会

を
得
た
い
と
願
っ
て
い
る
層
、
単
た
る
希
望
の
域
を
脱
し
て
積
極
的
に
就
業
の

機
会
を
探
し
て
い
る
層
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
失
業
意
識
層
が

四
〇
年
以
降
急
増
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
要
因
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
失
業
者
的
意
識
あ
る
い
は
就
業
の
必
要
度
の
濃
淡
別
に
そ
の
要
因
を

調
べ
る
と
（
表
３
参
照
）
、
求
職
老
数
は
三
六
年
ま
で
に
大
幅
に
－
減
少
し
、
四
〇

年
以
降
は
大
き
く
増
加
し
た
の
に
対
し
て
、
非
求
職
者
数
の
そ
の
問
の
増
減
の

幅
は
こ
れ
に
比
べ
る
と
僅
少
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
失
業
意
識
層
の
増
減
は

主
と
し
て
失
業
者
的
意
識
の
よ
り
強
い
求
職
者
層
の
増
減
に
負
う
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
求
職
者
を
更
に
仕
事
主
な
い
し
は
本
業
希
望
の
求
職
者



と
仕
事
従
な
い
し
は
副
業
希
望
の
求
職
者
と
に
分
け
て
み
る
と
、
三
六
年
ま
で
の
減
少
は
前
者
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
の
に
対
し
て
、

四
〇
年
以
降
の
増
加
は
後
者
の
方
が
若
干
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
非
求
職
者
も
仕
事
主
・
本
業
希
望
の
者
と
仕
事
従
．
副
業
希
望

の
者
と
に
分
げ
て
み
る
と
、
三
六
年
ま
で
の
滅
少
は
両
者
殆
ん
ど
同
じ
程
度
で
あ
る
が
、
四
〇
年
以
降
の
増
加
は
後
者
が
大
部
分
を

占
め
て
い
る
。
か
く
て
、
四
〇
年
以
降
の
失
業
意
識
層
の
激
増
は
失
業
者
的
意
識
の
強
い
求
職
者
の
増
加
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
他

方
就
業
の
必
要
度
の
低
い
仕
事
従
・
副
業
希
望
者
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
次
に
、
失
業
意
識
層
を
失
業
希
望
意
識
の
種
類
、
す
な
わ
ち
、
転
職
希
望
者
、
追
加
就
業
希
望
者
お
よ
び
就
業
希
望
者
に
分
げ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
推
移
を
調
べ
る
と
（
図
２
、
表
３
参
照
）
、
転
職
希
望
者
は
三
六
年
ま
で
減
少
し
て
き
た
が
以
後
は
増
加
に
・
転
じ
、
四
〇

年
以
降
は
ほ
父
同
じ
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
追
加
就
業
希
望
者
は
三
七
年
ま
で
は
大
体
同
じ
水
準
で
推
移
し
て
い
た
の
が

以
後
は
減
少
傾
向
に
転
じ
、
四
〇
年
以
降
も
低
下
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
就
業
希
望
者
は
三
五
年
ま
で
減
少
し
て
き
た

の
が
以
後
は
四
〇
年
ま
で
増
減
を
繰
返
し
て
お
り
、
と
こ
ろ
が
四
〇
年
か
ら
は
急
上
昇
に
転
じ
て
い
る
。
か
く
て
、
三
〇
年
代
初
期

の
失
業
意
識
層
の
減
少
は
転
職
希
望
者
と
就
業
希
望
者
の
減
少
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
四
〇
年
以
降
の
失
業
意
識
層
の
急
増
は
大
部

分
が
就
業
希
望
者
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
転
職
希
望
者
、
追
加
就
業
希
望
者
は
殆
ん
ど
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
・
四
〇
年
以
降
急
増
し
た
就
業
希
望
者
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
特
別
調
査

は
こ
れ
に
関
し
て
は
詳
し
い
資
料
を
与
え
得
な
い
の
で
、
就
構
調
査
の
資
料
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
。

　
２
　
図
２
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
就
構
調
査
に
よ
る
と
き
、
就
業
希
望
者
は
三
七
年
ま
で
減
少
し
て
き
た
の
が
四
〇
年
か
ら
増
加

に
転
じ
・
特
に
四
三
年
は
四
〇
年
に
比
べ
て
二
四
四
万
人
（
四
三
・
九
％
）
と
大
幅
に
ー
増
加
し
て
八
〇
二
万
人
と
な
り
、
今
ま
で
に
な
い

高
い
水
準
に
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
四
六
年
も
増
加
を
続
け
て
八
六
四
万
人
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
無
業
者
中
に
占
め
る
就
業
希
望

　
　
　
失
業
意
織
調
奄
と
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
二
六
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
二
十
一
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
二
六
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
の
比
率
（
就
業
希
望
率
）
は
、
四
〇
年
の
二
〇
・
○
％
が
四
三
年

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
第
特
の
。
）

艶
　
　
　
　
　
籔
膿
は
一
挙
に
二
九
二
。
に
跳
ね
上
が
込
四
六
年
は
一
一
一
・
．
・

辮
　
　
　
　
　
　
　
蹴
揺
誰
乏
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
四
三
年
の
嚢
希
望
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
告
以
し
の

就
　
　
　
　
　
　
　
繁
砧
剖
の
増
加
の
要
因
を
調
べ
る
た
め
に
、
就
業
の
必
要
度
が
異
な
る

４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
調
表
断
報

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糾
本
３
９
に
「
　
　
と
考
え
ら
れ
る
本
業
希
望
者
と
副
業
希
望
者
と
に
分
げ
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
求
職
者
と
非
求
職
者
と
に
分
げ
て
み
る
と
、
四
三
年
の
増
分
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
万
人
の
う
ち
の
八
六
．
九
％
が
副
業
希
望
者
で
あ
り
、
ま
た
六
一
・
一
％
が
非
求
職
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
故
に
、
四
三
年
の
就
業
希
望
者
の
急
増
は
、
就
業
の
必
要
度
が
比
較
的
低
い
と
思
わ
れ
る
副

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
希
望
者
、
非
求
職
者
の
大
幅
増
加
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
無
業
者

数
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
大
部
分
（
四
〇
年
で
は
七
五
．
四
％
）
が
女
で
あ
り
、
就
業
希
望
者
も
女
が
多
い
こ
と
に
よ
る
も

望
希
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
四
三
年
の
増
分
の
う
ち
八
六
・
四
劣
は
女
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

業
就
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
急
増
し
た
就
業
希
望
者
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
詳
し
く

５表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
べ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
就
業
希
望
者
の
詳
細
た
資
料
は
四
三
年
よ
り
も
四
六
年
に
つ
い
て
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
表
　
く
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
二
で
は
四
六
年
の
資
料
を
用
い
て
分
析
す
る
。
四
六
年
の
就
業
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枠
　
望
者
の
増
加
の
テ
ン
ポ
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
か
ら
、
四
三
年
と
四
六
年
の
就
業
希
望
者
の
特
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
あ
ま
り
変
化
は
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。

最
初
に
、
四
六
年
の
就
業
希
望
者
の
基
本
的
な
構
造
を
み
て
お
こ
う
。
表
４
よ
り
就
業
希
望
者
は
女
が
八
一
・
八
％
で
あ
っ
て
、

合
割
１

２
　
８
皿
阯
醐
閉

数
人

数
総

男
女

事
学
他
　
　
の
家
通
そ

灘
騰
城
織
一
　
　
　
単

女
－
男
‘
計
合
１

数
総

望
望
者
者
希
希
蕊
職
職
を
を
　
　
求
事
事
仕
仕
求
非



ふ
だ
ん
家
事
を
し
て
い
る
者
が
七
一
．
八
劣
あ
り
、
ま
た
配
偶
者
が
五
八
・
八
％
を
占
め
て
お
り
、
就
業
希
望
者
は
家
庭
の
主
婦
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

主
力
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
表
５
よ
り
仕
事
を
従
に
希
望
す
る
老
が
七
八
・
○
％
で
あ
り
、
ま
た
非
求
職
者
が
六
二
・

三
％
で
あ
っ
て
、
就
業
の
必
要
度
が
低
い
就
業
希
望
者
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
男
女
別
に
み
る
と
様
相
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

す
た
わ
ち
、
仕
事
を
主
に
希
望
す
る
者
の
割
合
は
男
が
五
四
・
四
％
も
あ
る
の
に
対
し
て
女
は
僅
か
一
四
・
八
劣
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、

求
職
者
も
男
は
五
〇
・
六
％
あ
る
の
に
対
し
て
女
は
三
四
・
八
％
で
あ
り
、
男
に
比
べ
て
女
の
方
が
就
業
の
必
要
度
は
低
い
と
い
え

る
。
そ
れ
は
女
の
就
業
希
望
老
の
う
ち
家
事
を
し
て
い
る
者
が
八
七
・
一
岩
も
い
る
こ
と
か
ら
来
る
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
就
業
希
望
者
の
年
令
構
成
を
み
る
と
（
表
６
参
照
）
、
二
五
－
二
九
才
階
級
を
中
心
と
し
て
、
一
五
才
か
ら
三
九
才
ま
で
の

問
に
七
〇
．
四
％
の
就
業
希
望
者
が
集
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
就
業
希
望
老
が
多
い
の
は
当
該
年
令
の
無
業
者
が
多
い
こ
と
に
よ
る

と
別

恰
位

雛
峰

蝿

緊撫

６表

皿

一

者
１
７

９

Ｏ

１

２

４
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９

５

業
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ｏ
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Ｏ
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ｄ
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４

９
４
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４
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ｏ
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２
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イ

総

３
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希
数
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９

４

Ｏ

Ｏ

６

３

５
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業
者
合

Ｏ

１
Ｆ
ｏ

５
１

Ｆ
ｂ

２

８

５

４
７
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１
■
　
１
■
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割
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９
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＝
口
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４
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４

４
Ｅ
Ｊ

４
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～
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～

～

～

～
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合
１
５
２
０
２
５
３
０
３
５
４
０
４
５
５
０
５
５
６
５
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者

　
望

　
希

　
業

　
就

　
る

　
け

　
お

　
に
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区

作
当

り

よ
　
一
、

表
４
０第仁難

者無るけおに分
．
区該当

＝率哩希業就
●

注

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
（
関
）

場
合
も
あ
る
か
ら
、
各
年
令
階
級
に
お
げ
る
無
業
者
の
違
い
を
消
去

し
た
上
で
比
較
し
な
げ
れ
ば
、
就
業
希
望
者
が
多
い
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、
無
業
老
に
対
す
る
就
業
希
望
者
の
比
率
（
就
業
希
望
率
）
を

と
る
と
、
二
五
才
か
ら
三
九
才
ま
で
の
就
業
希
望
率
は
五
割
前
後
で

非
常
に
高
く
、
二
人
に
一
人
が
就
業
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
二
〇
１
二
四
才
階
級
と
四
〇
１
四
四
才
階
級
が
四
三
劣
で

こ
れ
に
次
い
で
高
く
、
し
た
が
っ
て
、
二
〇
才
か
ら
四
四
才
の
問
が

相
対
的
に
就
業
希
望
者
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

就
業
希
望
者
が
所
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
有
業
者
か
無
業
者
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
二
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
箪
二
十
一
巻
・
雄
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
二
六
四
）

よ
っ
て
分
類
し
た
場
合
の
就
業
希
望
率
を
比
較
す
る
と
、
有
業
者
世
帯
の
三
〇
・
八
％
に
対
し
て
無
業
者
世
帯
は
二
七
・
一
％
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

り
、
無
業
者
世
帯
の
方
が
就
業
希
望
率
は
若
干
低
い
の
で
あ
る
。
無
業
者
世
帯
は
所
得
の
低
い
も
の
が
多
い
か
ら
、
一
般
に
就
業
希

望
率
は
有
業
者
世
帯
よ
り
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
統
計
的
に
は
そ
れ
が
低
く
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
年

令
別
の
就
業
希
望
率
を
比
べ
る
と
、
二
〇
１
二
四
才
階
級
を
除
い
て
は
ど
の
年
令
階
級
に
お
い
て
も
無
業
者
世
帯
の
方
が
高
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
就
業
希
望
率
が
年
令
別
に
。
み
れ
ぼ
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
数
に
お
い
て
は
低
く
現
わ
れ
る
の
は
、
無
業
者

世
帯
で
は
就
業
希
望
率
の
低
い
五
五
才
以
上
の
就
業
希
望
者
が
相
対
的
に
多
く
、
そ
の
代
り
就
業
希
望
率
の
高
い
二
五
才
か
ら
三
九

才
の
就
業
希
望
者
が
少
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
無
業
者
世
帯
の
方
が
有
業
者
世
帯
よ
り
も
就
業
希
望
率
は
高
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
３
　
今
度
は
就
業
希
望
者
の
特
徴
を
就
業
を
希
望
す
る
理
由
の
側
面
か
ら
調
べ
よ
う
。
就
業
希
望
理
由
は
　
失
業
し
て
い
る
か
ら
、

学
校
を
卒
業
し
た
か
ら
、
生
活
困
難
に
な
っ
た
か
ら
、
生
活
困
難
で
は
た
い
が
も
っ
と
家
計
収
入
を
得
た
い
か
ら
、
学
資
．
小
遣
を

得
た
い
か
ら
、
余
暇
が
で
き
た
か
ら
、
そ
の
他
　
の
七
っ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
　
ｏ
ｏ
卒
業
の
生
活
の
経
済
的

基
礎
が
完
全
に
か
部
分
的
に
か
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
就
業
の
必
要
度
が
高
い
、
失
業
、
生
活
難
　
ゆ
生
活
の
経
済
的
基
礎
は
一
応

保
障
さ
れ
て
お
り
就
業
の
必
要
度
が
そ
れ
よ
り
も
低
い
、
収
入
増
、
学
資
・
小
遣
、
余
暇
、
そ
の
他
　
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
こ
こ
で
は
便
宜
上
似
を
第
一
次
的
理
由
、
に
カ
を
第
二
次
的
理
由
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
）
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
た
就

業
希
望
理
由
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
分
げ
は
さ
ほ
ど
正
確
な
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
実
査
の
際
の
体
裁
、
そ
の
他
の
事
情
か
ら
、
収

入
増
を
理
由
と
す
る
者
の
中
に
。
は
実
質
的
に
は
生
活
難
に
よ
る
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
余
暇
を
理
由
に
あ
げ
る
者
の
中
に
は

収
入
増
、
生
活
難
に
よ
る
者
が
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
溶
観
的
な
別
の
標
識
に
１
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
な
し
に
、
主
観
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●
　
■

料資

失
業
な
識
調
査
と
批
近
の
枕
業
希
睾
者
の
特
微
（
関
）

肘
な
希
望
理
由
だ
け
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
ブ
分
け
し
た
資
料
は
、
大
体
の
像
を
与
え
得
る
ｏ

み
で
あ
っ
て
、
僅
か
な
値
の
差
に
あ
ま
り
厳
密
な
意
味
付
げ
は
な
し
得
な
い
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
表
７
に
よ
る
と
第
二
次
的
理
山
の
就
業
希
望
者
が
実
に
八
二

・
八
％
に
上
っ
て
お
り
、
第
一
次
的
理
由
に
ょ
る
者
は
一
五
・
○
％
に
す
ぎ
ず
、
潜
在
失

業
が
多
か
っ
た
三
一
年
で
は
就
業
希
望
者
の
う
ち
第
一
次
的
理
由
に
よ
る
者
は
三
八
・
○

％
、
第
二
次
的
理
由
の
者
は
五
四
・
二
％
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
今
目
の
就
業
希
望

老
の
大
部
分
が
比
較
的
余
裕
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
四
〇
年
か
ら

四
六
年
に
か
け
て
就
業
希
望
者
は
三
〇
七
万
人
増
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
四

・
四
劣
ま
で
が
第
二
次
的
理
由
に
よ
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
比
較
的
余
裕
の
あ
る

就
業
希
望
者
の
著
し
い
増
加
を
生
ぜ
し
め
た
要
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
消
費
水
準
の
上
昇

が
所
得
水
準
の
上
昇
に
先
ん
じ
て
進
行
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら

の
わ
が
因
の
国
民
生
活
の
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て

多
く
の
所
得
を
獲
得
し
た
一
部
の
階
層
の
高
い
消
費
水
準
が
、
３
Ｂ
◎
易
９
き
旨
Ｏ
ま
９

に
よ
っ
て
順
次
よ
り
下
位
の
所
得
階
層
へ
と
波
及
し
て
行
き
、
国
民
生
活
の
平
準
化
現
象

が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
中
低
位
の
所
得
階
層
で
は
所
得
水
準
の
上
昇
が
そ
れ
に
伴
い

難
い
状
況
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
第
二
次
的
理
由
の
就
業
希
望
者
を
急
増
せ
し
め
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
他
方
経
済
成
長
に
伴
う
労
働
力
需
要
の
増
大
が
就
業
の
機
会
を
多
く
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
二
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
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塘
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一
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猪
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
二
六
六
）

就
業
希
望
者
の
増
加
を
刺
激
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
就
業
希
望
者
を
仕
事
を
主
に
希
望
す
る
者
と
仕
事
を
従
に
希
望
す
る
者
と
に
分
げ
て
み
る
と
、
前
者
で
は
第
一
次
的
理
由

に
よ
る
者
が
三
五
・
○
％
を
占
め
、
第
二
次
的
理
由
の
者
は
五
六
・
二
劣
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
第
二
次
的
理
由
に
よ
る

者
が
九
〇
・
三
％
と
殆
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
卒
業
と
失
業
を

理
由
と
す
る
者
は
大
部
分
が
仕
事
を
主
に
希
望
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
理
由
に
よ
る
者
は
仕
事
を
従
に
希
望
す
る
者
の
方

が
ず
っ
と
多
い
。
次
に
、
求
職
者
と
非
求
職
者
に
分
げ
た
場
合
も
こ
れ
と
同
様
の
関
係
が
み
ら
れ
る
が
、
両
者
の
値
の
差
は
僅
少
で

あ
る
点
で
異
な
る
。
ま
た
、
男
女
別
に
み
る
と
失
業
を
除
い
て
は
す
べ
て
女
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
特
に
収
入
増
と
余
暇
な
ら

び
に
生
活
難
を
理
由
と
す
る
者
は
女
が
九
割
前
後
を
占
め
、
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
し
て
、
女
は
収
入
増
が
一
番
多
い
の
に
対
し
て
、

男
は
学
資
・
小
遣
が
最
も
多
い
の
が
特
徴
的
な
違
い
で
あ
る
。
な
お
、
就
業
希
望
理
由
の
う
ち
収
入
増
に
よ
る
者
が
一
番
多
く
四
割

近
く
に
も
上
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
〇
才
か
ら
四
〇
才
代
に
及
ぶ
家
庭
の
主
婦
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
た
就
業
希

望
理
由
と
年
令
と
の
関
連
を
調
べ
る
と
表
８
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
収
入
増
を
理
由
と
す
る
者
は
二
五
－
三
四
才
が
四
二
・
六

％
で
一
番
多
く
、
次
は
三
五
－
四
四
才
の
二
三
・
四
％
で
あ
る
。
余
暇
を
理
由
と
す
る
者
も
収
入
増
と
同
様
に
二
五
才
か
ら
四
四
才

の
割
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
収
入
増
に
比
べ
て
そ
の
性
質
上
年
令
の
高
い
者
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
生

活
難
に
よ
る
者
に
つ
い
て
も
い
え
、
収
入
増
よ
り
も
五
五
才
以
上
の
高
令
者
の
割
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
失
業
を
理
由
と
す
る
者
は

一
五
－
二
四
才
が
一
番
多
く
、
そ
れ
よ
り
年
令
が
高
く
な
る
に
従
っ
て
減
っ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
五
五
才
以
上
の
割
合
が
二
〇
．

一
％
と
相
当
高
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
上
で
意
外
に
思
わ
れ
る
の
は
、
二
四
才
以
下
の
老
が
失
業
を
理
由
と
す
る
者

の
％
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
希
望
の
条
件
さ
え
下
げ
れ
ぼ
い
っ
で
も
就
業
の
機
会
が
得
ら
れ
る
と
い
う
、
若
年
者
の
恵



ま
れ
た
状
汎
が
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
事
柄
の
性
質
上
卒
業
を
理
由
と
す
る
者
は
殆
ん
ど
が
二
四
才
以
下
で
あ
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１

０

２
一
－
一
４
２

Ｆ
Ｏ
－
Ｌ
０

３
２
１
↓
１
１

Ｏ
Ｏ

失

１

１
業

３
６
０
０
０
０

Ｏ

４
９

４
１
・
０
・
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

卒

ユ

１

１
１

４

４
４
４
４

２
３
４
一
－
ｏ
６

十
二
＝
口

～

～

～

～
一

～

Ｆ
ｏ

Ｅ
Ｕ
，
ｏ

〔
。
Ｕ
Ｆ
Ｏ

５

一
ユ
９
】
ｏ
ｏ
４
一
５
６

合

１

－
－
　
　
「
■
－
　
’

表
３
…

狙茸

斜

一
、
、
上

　
　
学
資
・
小
遺
を
理
由
と
す
る
老
も
二
四
才
以
下

が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
な
お
、
表
８
は
ま
た
各
年

令
階
級
の
就
業
希
望
者
を
就
業
希
望
理
由
別
に
グ
ル

ー
ブ
分
け
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
、
一
五
－
二
四
才
は
学
資
・
小
遣
を
理

由
と
す
る
老
が
一
番
多
い
が
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て

の
年
令
階
級
で
は
収
入
増
に
ト
ー
一
る
者
が
最
も
多
い
。

　
４
　
次
に
、
就
業
希
望
者
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の

仕
事
を
希
望
す
る
の
か
を
調
べ
よ
う
。
表
９
に
、
よ
る

と
、
雇
用
を
希
望
す
る
者
が
五
〇
・
四
％
で
あ
る
が

そ
れ
も
短
時
問
勤
務
を
希
望
す
る
者
が
多
く
三
五
。

四
％
あ
り
、
普
通
勤
務
を
望
む
者
は
僅
か
一
五
．
○

％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
家
庭
で
の
内
職
を
望
む

者
が
三
一
・
○
％
あ
り
、
短
時
問
勤
務
の
雇
用
希
望

者
と
合
せ
て
六
六
・
四
％
と
い
う
多
数
の
者
が
家
計

補
助
的
な
就
業
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
（
二
六
七
）

、

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
．
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
二
六
八
）

年
の
調
査
で
は
雇
用
希
望
者
が
三
四
．
四
％
、
手
内
職
希
望
者
が
四
二
・
○
劣
で
あ
る
か
ら
、
四
六
年
は
内
職
希
望
者
が
減
っ
て
雇

用
希
望
者
が
ふ
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
経
済
成
長
に
よ
る
人
手
不
足
の
深
刻
化
か
ら
バ
ー
ト
タ
ィ
ム
の
雇
用
労
働
の
機
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
急
激
に
増
加
し
、
家
庭
内
職
よ
り
も
楽
に
多
く
の
収
入
が
得
や
す
く
な
っ
た
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
就
業
希
望
者
を
仕
事
を
主
に
希
望
す
る
者
と
従
に
希
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
者
と
に
分
け
て
み
る
と
、
前
者
は
普
通
勤
務
の
雇
用
を
希
望
す
る
者
が
五
四
・
八
劣

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
非
常
に
多
い
の
に
対
し
て
、
後
者
は
短
時
問
勤
務
の
雇
用
希
望
者
四
二
・
○
％
と
家
庭

者望希業就牙類種の事仕るす望希９表

瀦
、
…
鴛
ｍ
饒
、

ド
ヲ
ー

’
従

を
望

　
　
　
　
’
％
０
７
０
７
７
０
２
３

事
希

０
．
５
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２
・

３

０
１

４

４

３
・
５
．
７
・

８

３

仕
に
１主

を
望

％
０
６
８
８
９
８
０
８

事
希
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６
．

ー
ユ

４
ユ
．

０
１
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．
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９
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．

５
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％
０
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引
－
”
ポ
ー
グ
一

計
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・
Ｏ

Ｏ
．
工
５
．
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５

３
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．
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１
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＼
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合
万
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湖
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■
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他
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一
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１

表
４
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事
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３
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０
９
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勤

６
８
５
６
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Ｑ
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３
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ｑ
Ｕ

１
５
３
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他
計

活
入
・
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卒
失
生
収
鞘
余
そ
合

表
４
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内
職
希
望
者
三
七
・
二
％
が
殆
ん
ど
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
求
職
者
と
非
求
職
者
と
に
分
げ
て
比
較
す
る
と
、
こ
の
よ
う

た
顕
著
た
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
就
業
希
望
者
が
短
時
問
勤
務
の
雇
用
と
家
庭
内
職
と
い
う
家
計
補
助
的
就
業

形
態
を
多
く
希
望
す
る
の
は
、
就
業
の
必
要
度
が
低
い
第
二
次
的
理
由
か
ら
就
業
を
希
望
す
る
老
が
多
い
こ
と
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
希
望
す
る
仕
事
の
種
類
と
就
業
希
望
理
由
と
の
関
連
を
調
べ
る
と
（
表
１
０
参
照
）
、
収
入
増
と
余
暇
を
理
由
と
す
る
者
は
短

時
問
勤
務
の
雇
用
を
望
む
者
が
三
七
％
前
後
、
家
庭
内
職
を
希
望
す
る
者
が
四
〇
％
前
後
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で

は
就
業
の
必
要
度
が
嵩
い
生
活
難
を
理
由
と
す
る
者
も
全
く
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
お
、
学
資
．
小
遣

に
よ
る
者
も
こ
れ
と
類
似
し
て
い
る
が
、
短
時
問
勤
務
の
雇
用
を
希
望
す
る
老
が
半
分
以
上
も
あ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
り
、
ま
た
、

卒
業
に
１
よ
る
者
と
失
業
に
ょ
る
者
は
い
ず
れ
も
七
四
％
前
後
が
普
通
勤
務
の
雇
用
を
望
ん
で
い
る
。

　
５
　
就
業
希
望
者
の
主
力
は
家
庭
の
主
婦
で
あ
り
家
計
補
助
的
な
就
業
が
多
く
希
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
世
帯
の

所
得
と
就
業
希
望
者
と
の
関
連
が
興
味
あ
る
問
題
と
た
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
低
所
得
層
程
主
掃
の
就
業
希
望
が
多
く
、
所
得
が
高

く
な
る
に
つ
れ
て
就
業
希
望
は
減
少
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
低
所
得
層
は
若
年
者
が
多
く
、
乳
幼
児
を
か
二
え

て
働
き
た
く
と
も
働
け
た
い
と
い
う
家
庭
事
情
が
就
業
希
望
に
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
事
態
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
統
計
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
し
得
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
調
べ
よ
う
。
表
ｕ
は
世
帯
主
の
所
得

額
に
よ
っ
て
世
帯
を
グ
ル
ー
ブ
分
け
し
た
場
合
、
各
所
得
階
級
に
入
る
世
帯
に
属
す
る
就
業
希
望
者
の
数
と
、
そ
れ
を
当
該
区
分
の

無
業
者
数
で
除
し
て
求
め
た
就
業
希
望
率
を
表
わ
し
て
い
る
。
但
し
、
資
料
の
都
合
で
所
得
階
級
別
の
分
類
は
、
世
帯
主
が
有
業
者

で
あ
る
世
帯
に
属
す
る
就
業
希
望
者
（
全
体
の
八
○
・
七
％
）
に
ー
っ
い
て
の
み
与
え
ら
れ
て
お
り
、
世
帯
主
が
無
業
者
の
世
帯
の
就
業
希

望
者
に
っ
い
て
は
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
表
ｕ
に
よ
る
と
六
〇
万
円
か
ら
一
五
〇
万
円
ま
で
の
所
得
階
級
に
五
〇

　
　
　
失
業
意
識
調
査
と
口
双
近
の
就
業
希
望
者
の
特
徴
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
二
六
九
）
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と数者望希業就易級階得
所
率

の
望

主
希

帯
業

世
就

ｕ表

一主用
帯

％

４

Ｏ

０

Ｏ

２

５

５

９

９

帯
雇
世

世
が
者

４
３

３
３

２
３

５
３

９
３

７
・
０
・

３

３ ５
２

８
１

率望
Ｉ
Ｉ
が
家

％

主
，
帯

５

Ｏ

９

９

希

６

０

６

４

０

業帯
主
世

１
２

６
２

３
一
２

２
．
２

２
・
０
・

世
業
従

２

２ ７
一
１

５
１

７
・
１

就

数

％
０

８

８

５

３

１

３

３

７

４

１

ユ

総
０
．
３

０
・
３

７
２

７
２

９
２

４
．
３

４
．
３

８
２

３
２

８
ユ

７
一
２

７
・
２

希
数

人

業
者

万
６
４

７
９

４
２

１
２

３
６

５
ユ

４
２

１
９

０
３

８
２

ユ

８

７
６

６

就
望

２

２

ユ

『

数
群

帯

得

世

所

業
３

０
４

０
６

Ｏ
Ｏ

０
５

Ｏ
Ｏ

０
５

の

１
～

ユ

２

～

２

有
“
、

～

～

詳
籍

主

カ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

帯

３

４

６

世

主帯

一
一
一
～
　
無
０
　
０
　
０
　
０
　
　
　
　
“
、
１
０
比
２
０
％
不
封

総
世

帯世

○

成作りよ表
４
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び
二
八
％
台
に
下
が
り
、
以
後
漸
減
し
て
い
る
。
か
く
て
、

対
的
に
も
就
業
希
望
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
（
二
七
〇
）

・
八
％
の
就
業
希
望
者
が
属
し
て
お
り
、
六
〇
万
円
ま
で
の
所
得
階
級

に
は
一
二
・
四
％
、
一
五
〇
万
円
以
上
の
所
得
階
級
に
は
一
七
・
四
劣

の
就
業
希
望
者
が
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
六
〇
１
一
五
〇
万
円

階
級
に
就
業
希
望
者
が
多
く
集
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
本
来
こ
の
所
得

階
級
に
属
す
る
世
帯
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か

ら
、
就
業
希
望
者
の
絶
対
数
を
比
較
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
就

業
希
望
率
で
比
べ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
世
帯
主
が
有
業
者
の
世
帯
に

お
げ
る
就
業
希
望
率
は
三
〇
・
八
％
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
所
得
階
級
別

に
み
る
と
、
六
〇
万
円
ま
で
の
所
得
階
級
で
は
就
業
希
望
率
は
所
得
に

無
関
係
に
二
八
％
前
後
で
あ
る
の
が
、
六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
で
は

一
挙
に
三
四
％
に
跳
ね
上
が
っ
て
お
り
、
一
五
〇
万
円
を
越
え
る
と
再

六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
は
他
の
所
得
階
級
よ
り
も
、
絶
対
的
に
も
相

以
上
は
有
業
者
世
帯
の
み
に
っ
い
て
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
無
業

者
世
帯
を
加
え
る
と
き
は
、
無
業
者
世
帯
は
低
所
得
階
級
が
多
い
か
ら
（
注
（
２
）
参
照
）
そ
の
就
業
希
望
者
の
大
部
分
は
六
〇
万
円
以

下
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
所
得
階
級
別
就
業
希
望
率
は
す
べ
て
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
表
６
で
み
た
よ
う
に
、
一
般
に
無

業
者
世
帯
の
方
が
有
業
者
世
帯
よ
り
も
就
業
希
望
率
は
高
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
就
業
希
望
者
の
五
〇
・
八
劣
が
六
〇
１

一
五
〇
万
円
階
級
に
属
し
、
そ
こ
で
は
就
業
希
望
率
が
特
に
高
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
所
得
階
級
は
世
帯
全
体
の
所
得
構
造
の
中
で



ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
そ
れ
を
み
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
表
１
２
は
世
帯
主
の
所
得
階
級
別
に
み

た
世
帯
数
分
布
で
あ
る
が
、
有
業
者
世
帯
で
六
〇
万
円
か
ら
一
五
〇
万
円
ま
で
の
世
帯
は
四
九
．
二
劣
あ
り
、
六
〇
万
円
ま
で
の
世

帯
は
二
丁
六
％
、
一
五
〇
万
円
以
上
の
世
帯
は
一
五
・
五
％
あ
る
。
そ
し
て
、
有
業
老
世
帯
の
最
頻
値
は
六
０
１
一
〇
〇
万
円
階
級

ぢ及訴
叶
序

口
、
寸

乃の主
数

帯
帯

世
廿

１
２表

　
６
、
．
　
　
．
．
．

合
。
、
舳
”
”
い
”
”
Ｈ
…
む
い
“

　
　
０
８
　
　
１
２
２
　
　
　
　
ユ

割
　
ユ

　
一
コ

数
プ
３
２
０
８
５
７
３
９
８
３
７
４
６
７
７
３
９
９
１
２
６
以

帯
ユ
７
ユ
ユ
３
８
６
２
　
１
一
　
４

世
　
３
２

　
　
数
一
“
　
　
　
　
雌

聯
獄
４
・
６
・
ｍ
思
捌
詳
緒

の
　
　
有
一
一
一
一
一
一
一
一
　
無

主
が
３
０
４
０
６
０
０
０
０
０
、
、

帯
　
主
　
　
・
。
正
・
。
妬
不
封

世
　
帯
　
　
　
　
　
　
　
　
帯

　
　
総
世
　
　
　
　
　
　
　
　
世

　
た
分
身
　
。

　
し
の
単
た

　
計
帯
が
し

　
合
世
者
算

　
を
般
筆
加

　
帯
一
，
て

。
世
は
で
め

成
身
に
の
、
水

作
単
」
い
り

り
と
告
な
・
、
｛

よ
帯
報
い
に

表
肚
「
て
算

６
５
肢
。
れ
逆

，
一
る
さ
を

６
３
は
あ
載
分

第
表
で
掲
の

：
本
の
か
帯

料
一
も
し
世

資
注

　
　
　
）

級
と
　
０
年

階
率
　
　
４

入
望
恰
融

収
希
習
（

の
業
数

帯
就
帯

世
別
世

１
３表

－
　
；
　
１

数
合

％
０
８
４
５
７
７
９
６
２
２

帯

０
．
４
・
８
・
２
．
３
・
３
．
工
８
・
８
４
０
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ユ
　
２
　
ユ

世
割

ユ

１

業
率

％

０
３
８
４
８
８
８
４
５

望

就
希

０
．
４
．
ユ
エ
３
．
２
９
６
　
２
２
２
２
２
２
２
ユ
ユ
ー

｝

の
級

帯
焔

数
朋
ユ
・
・
・
…
。
・
。
・
。
ｍ
刷

世
収

総
～
に
江
に
虻

本
５
８
　
入
い

基
，
　
に
除

漣
５
７
　
帯
は

構
第
　
世
者

業
，
　
般
の

就
編
　
　
一
外

「
国
　
　
は
以

年
全
。
率
族
。

４
０
」
成
望
家
た

和
告
作
希
る
し

昭
報
り
業
い
算

：
査
よ
就
て
計

料
調
表
一
っ
て

資
　
　
　
注

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
（
関
）

に
。
、
中
位
数
と
算
術
平
均
は
一
〇
〇
－
一
五
〇
万
円
階
級
に
位
置

　
　
　
（
３
）

し
て
い
る
。
か
く
て
、
六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
は
最
頻
値
、
中

位
数
お
よ
び
算
術
平
均
を
含
む
中
間
的
な
所
得
層
で
あ
り
、
そ
こ

に
世
帯
全
体
の
約
半
分
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

就
業
希
望
者
と
所
得
と
の
関
係
の
資
料
は
四
〇
年
に
つ
い
て
も
得

ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
と
比
べ
て
み
ょ
う
。
但
し
、
四
六
年
の
資
料

が
世
帯
主
の
所
得
に
ー
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
四

〇
年
の
資
料
は
世
帯
主
だ
け
で
は
な
く
世
帯
員
の
所
得
を
も
合
算

　
し
た
世
帯
の
所
得
に
。
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
分
類
原
理
が

　
異
な
る
の
で
あ
る
。
当
然
後
者
に
よ
る
所
得
分
布
の
方
が
前
者

　
に
よ
る
所
得
分
布
よ
り
も
、
低
所
得
の
世
帯
が
減
っ
て
高
所
得

　
の
世
帯
が
多
く
な
る
。
ま
た
、
四
六
年
は
有
業
者
世
帯
の
み
に

　
つ
い
て
の
値
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
四
〇
年
は
無
業
者
世
帯
を

　
も
含
め
た
全
世
帯
に
ー
つ
い
て
の
値
で
あ
り
、
故
に
、
厳
密
な
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
二
七
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
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二
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一
巻
・
第
三
・
四
合
併
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二
八
（
二
七
二
）

較
は
困
難
で
あ
る
が
、
大
体
の
傾
向
を
み
る
に
は
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
四
〇
年
の
所
得
と
就
業
希
望
率
と
の
関
係
を
み
る

と
表
１
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
四
〇
年
の
就
業
希
望
率
は
三
〇
万
円
以
下
の
所
得
階
級
で
は
所
得
に
関
係
な
く
二
五

劣
前
後
で
あ
り
、
そ
の
後
は
所
得
が
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
減
少
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
六
〇
万
円
以
上
は
一
段
と

大
き
く
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
最
頻
値
は
三
四
万
円
、
中
位
数
は
四
九
万
円
、
算
術
平
均
は
六
六
・
八
万
円
で
あ
る
・
こ
の

よ
う
に
四
〇
年
は
四
〇
万
円
以
下
（
そ
こ
に
世
帯
全
体
の
三
九
．
四
劣
が
属
し
て
い
る
）
の
下
位
の
所
得
階
級
の
就
業
希
望
率
が
高
い
の

で
あ
り
、
四
〇
年
と
四
六
年
と
で
は
所
得
と
就
業
希
望
率
と
の
関
係
は
様
相
が
変
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
就
業
希
望
率
は
世
帯
主
が
雇
用
者
の
世
帯
で
あ
る
か
、
自
営
業
主
の
世
帯
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
明
確
な
相
違
が
あ
る
と

予
想
さ
れ
る
。
た
ぜ
た
ら
ば
、
雇
用
者
世
帯
と
白
営
業
主
世
帯
と
で
は
所
得
、
そ
の
他
の
経
済
的
事
情
に
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
有
業
者
世
帯
を
更
に
世
帯
主
が
自
営
業
主
ま
た
は
家
族
従
業
者
で
あ
る
世
帯
と
雇
用
者
で
あ
る
世
帯
と
に
分
げ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
っ
い
て
計
算
し
た
就
業
希
望
率
を
比
べ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
（
表
ｕ
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
雇
用
者
世
帯
の
就
業
希
望
率
は
三

四
。
四
劣
で
あ
っ
て
、
業
主
．
家
従
世
帯
の
就
業
希
望
率
二
一
・
五
％
よ
り
も
ず
っ
と
高
く
、
こ
れ
を
所
得
階
級
別
に
み
て
も
、
す
べ

て
の
所
得
階
級
で
雇
用
者
世
帯
の
方
が
業
主
・
家
従
世
帯
よ
り
も
就
業
希
望
率
は
高
い
。
そ
し
て
、
雇
用
者
世
帯
で
は
総
数
の
場
合

と
同
様
に
六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
で
就
業
希
望
率
が
一
段
と
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
業
主
・
家
従
世
帯
で
は
そ
の
よ
う
た
中
問
の

所
得
階
級
に
お
げ
る
就
業
希
望
率
の
上
昇
は
み
ら
れ
ず
、
所
得
が
多
く
な
る
に
従
っ
て
就
業
希
望
率
は
逓
減
し
て
お
り
、
両
者
は
様

相
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
総
数
の
就
業
希
望
率
が
雇
用
者
世
帯
に
よ
く
類
似
し
て
い
る
の
は
、
就
業
希
望
者
六
九
七
万
人
の
う
ち

八
○
．
二
％
が
雇
用
者
世
帯
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
く
て
、
総
数
に
み
ら
れ
た
中
問
所
得
階
級
に
お
け
る
就
業
希
望
率
の

上
昇
は
雇
用
者
世
帯
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
業
主
・
家
従
世
帯
の
就
業
希
望
率
が
雇
用
老
世



帯
の
就
業
希
望
率
よ
り
も
低
い
の
は
、
業
主
・
家
従
世
帯
で
は
家
業
の
手
伝
い
の
た
め
に
他
に
就
業
し
得
る
見
込
み
の
な
い
者
が
多

い
こ
と
や
、
実
際
の
所
得
が
報
告
し
た
所
得
以
上
で
あ
っ
て
本
来
は
よ
り
上
位
の
所
得
階
級
に
属
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
就
業

　
　
　
；
１
１
　
　
　
－
　
　
－
Ｉ
Ｉ
■
’
　
　
希
望
率
は
低
い
の
が
当
然
で
あ
る
、

率望希業就ｕ
口
力

令年及

・
〉
一
小

比
臼

Ｆ得所の
士
上帯世

１
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２
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１
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Ｆ
ｏ
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ｏ
　
　
４

７
‘
　
（
０
　
　
１
１
　
（
０

９
・
０
・
４
・
０
．

（
ｚ
　
ｑ
Ｕ
　
り
ん
　
ｎ
ｚ

８

０
．

２

ーブ

ｎ
／
一

１∴２

４

２
．

１
．
０

６
・

３２

０
・

５９

０
・

５０

６
．

２
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９

４
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３９

９
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４６

０
・

５５ユ２

蝸
８

４
・

２６

４
・

３４

５
・

３７

７
・

１

１

１
一

ユ２

２
・

２０

０
・

５７

１
一

４０

０
・

２

３

７
・

ユ４

３
・

４４

３
・

５６

３
・

５６

８
・

２

１
　
『

数
帯
円

耕

　
業
６

　
有
～

　
が

　
主

　
帯

総
世

０
！
０

～
６
０

　
　
　
　
帯

　
　
　
　
世

楓
詳
籍

一
　
一
一
　
無

Ｏ
　
Ｏ
　
Ｏ
　
　
　
　
“
、
一

ユ
ｏ
比
２
０
不
封

　
　
　
　
帯

　
　
　
　
世

○

成作りよ表
４
０第料資

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
（
関
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後

に
、
所
得
と
年
令
と
の
関
連
で
み
た
就
業
希
望
率
を
調
べ
て
お
こ
う
。
表
１
４
は
就
業

希
望
者
を
世
帯
主
の
所
得
と
年
令
と
に
よ
っ
て
二
重
分
類
し
た
場
合
（
但
し
、
有
業

者
世
帯
の
み
）
の
就
業
希
望
率
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
有
業
者
世
帯
で
は
二
五

才
か
ら
三
九
才
ま
で
の
年
令
層
で
は
、
一
五
〇
万
円
ま
で
は
ど
の
所
得
階
級
に
お
い

て
も
就
業
希
望
率
が
五
割
以
上
で
あ
っ
て
、
二
人
の
う
ち
一
人
が
就
業
を
希
望
し
て

お
り
、
ま
た
、
一
五
〇
万
円
以
上
の
所
得
階
級
に
お
い
て
も
就
業
希
望
率
は
四
割
、

三
割
と
い
う
高
率
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
〇
１
五
四
才
階
級
で
は
就
業
希
望
率
は
そ

れ
よ
り
も
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
が
、
な
お
二
〇
〇
万
円
ま
で
は
ど
の
所
得
階
級
に

お
い
て
も
三
割
台
で
あ
り
、
三
人
に
一
人
が
就
業
を
希
望
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　
表
ｕ
，
１
３
お
よ
び
１
４
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
所
得
水
準
に
至
る
ま
で
は
就

業
希
望
率
は
所
得
に
無
関
係
に
ほ
£
一
定
で
あ
り
、
所
得
が
一
定
水
準
を
越
え
る
と

始
め
て
所
得
が
高
く
な
る
に
っ
れ
て
就
業
希
望
率
は
逓
減
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理

山
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
帯
主
の
年
令
が
高
く
な
り
従
っ
て

所
得
が
上
昇
す
る
に
っ
れ
て
、
他
方
家
族
人
数
の
増
加
、
子
供
の
成
長
、
教
育
費
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
（
二
七
一
二
）
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三
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）

増
大
等
に
よ
り
家
計
支
出
も
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
は
若
年
者
の
所
得
の
上
昇
に
１
比
べ
て
中
高
年
令
者
の
所
得
の
増

加
は
テ
ン
ポ
が
低
い
た
め
に
、
所
得
と
家
計
支
出
と
の
関
係
は
中
高
年
令
者
に
よ
り
不
利
に
た
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
所
得
に
無

関
係
に
就
業
希
望
率
が
一
定
と
い
う
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
得
の
絶
対
水
準
が
あ
る
程
度
高
く
な
る
と
所
得

と
家
計
支
出
と
の
関
係
が
改
善
さ
れ
て
く
る
か
ら
、
所
得
の
増
加
と
共
に
就
業
希
望
率
が
低
下
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
二

で
問
題
に
な
る
の
は
、
四
六
年
の
六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
に
お
げ
る
就
業
希
望
率
の
上
昇
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
六
〇
１
一
五
〇
万
円
階
級
の
世
帯
は
子
供
の
養
育
、
教
育
の
費
用
が
特
に
か
さ
む
の
に
，
対
し
て
所
得
が
相
対
的
に
僅
少
で

あ
り
、
所
得
と
家
計
支
出
と
の
不
適
合
の
重
圧
が
特
に
著
し
く
、
他
方
子
供
も
あ
る
程
度
成
長
し
た
た
め
に
時
間
的
余
裕
が
生
じ
就

業
の
可
能
性
が
出
て
き
た
、
等
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
表
１
４
に
お
い
て
二
五
才
か
ら
三
九
才
の
就
業
希
望
率
が
非

常
に
高
い
の
は
、
丁
度
こ
の
年
令
層
の
主
婦
は
乳
児
、
発
育
盛
り
の
幼
児
、
教
育
最
中
の
子
供
を
数
人
か
上
え
て
お
り
、
所
得
の
割

り
に
家
計
支
出
が
多
く
経
済
的
に
重
い
負
担
が
の
し
か
二
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
幾
ら
か
で
も
改
善
せ
ん
と
希
望
し
て
い
る
こ

と
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
以
上
、
四
六
年
の
就
構
調
査
の
資
料
に
よ
っ
て
四
〇
年
以
降
急
増
し
た
就
業
希
望
者
の
特
徴
を
種
々
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
就
業
希
望
者
の
主
力
は
家
庭
の
主
婦
で
あ
っ
て
、
仕
事
を
従
に
希
望
す
る
非
求
職
者
が
大
部
分
を
占
め
、
ま
た
、
収

入
増
、
余
暇
等
、
就
業
の
必
要
度
が
低
い
理
由
に
よ
っ
て
就
業
を
希
望
す
る
老
が
多
く
、
従
っ
て
、
短
時
問
勤
務
の
雇
用
と
家
庭
内

職
を
希
望
す
る
者
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
年
令
的
に
は
二
〇
１
四
四
才
が
相
対
的
に
多
く
、
ま
た
、
低
所
得
階
級
よ
り
も

む
し
ろ
六
〇
－
一
五
〇
万
円
の
中
間
所
得
階
級
に
多
く
就
業
希
望
者
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
二
で
取
扱
い
得
な
か
っ
た
間
題



は
こ
れ
の
地
域
別
分
布
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
・
譲
り
た
い
。

　
　
一
－
一
四
六
年
よ
り
本
業
希
望
蒙
「
仕
事
至
に
希
望
す
る
者
一
、
副
業
希
望
妻
「
仕
事
を
従
に
希
望
す
る
老
一
に
変
更
さ
れ
た
Ｃ

　
　
一
２
一
四
六
年
の
無
業
者
世
帯
四
二
四
万
世
一
市
の
う
ち
世
帯
の
所
得
が
三
・
万
円
以
下
の
も
の
は
六
七
二
雲
り
、
そ
れ
に
三
。
上
一
。
万
円
階
級

　
　
　
　
の
も
の
を
加
え
る
と
実
に
七
三
・
七
髪
多
数
に
上
る
の
で
あ
る
。
従
一
て
、
一
世
帯
当
り
平
均
所
得
は
有
薯
世
帯
の
二
一
一
六
．
六
万
円
に
対

　
　
　
　
し
て
、
無
業
老
世
帯
は
三
九
・
三
万
円
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
一
３
一
最
頻
値
は
八
二
万
円
・
中
位
数
は
…
一
万
円
と
計
算
さ
れ
る
。
算
術
平
均
は
、
世
帯
の
所
得
額
に
っ
い
て
計
算
し
た
結
果
が
二
一
二
一
．
六
万

　
　
　
　
円
で
あ
り
、
世
帯
主
の
所
得
額
に
つ
い
て
計
算
す
る
と
こ
れ
よ
り
少
し
低
い
値
に
な
る
と
推
定
さ
れ
る
。

失
業
意
識
調
査
と
最
近
の
就
業
希
望
老
の
特
徴
（
関
）

三
一
　
（
二
七
五
）




