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著
者
に
よ
る
と
、
特
殊
な
未
成
熟
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
し
か
出

発
で
き
な
か
っ
た
現
存
杜
会
主
義
は
、
第
二
次
大
戦
後
と
も
か
く
杜
会

主
義
世
界
体
制
の
成
立
を
み
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
世
界
史
的
彩
成
過

程
の
第
一
段
階
を
お
え
、
五
〇
年
代
後
半
以
降
第
二
段
階
に
入
っ
た
が
、

現
代
杜
会
主
義
と
は
、
こ
の
「
世
界
史
的
移
行
過
程
の
第
二
段
階
が
は

じ
ま
り
つ
つ
あ
る
局
面
に
お
げ
る
杜
会
主
義
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ス

タ
ー
リ
ソ
批
判
に
は
じ
ま
る
こ
の
新
し
い
局
面
で
は
、
杜
会
主
義
体
制

は
そ
の
内
部
に
か
か
え
て
い
る
「
深
刻
な
問
題
や
困
難
」
を
あ
か
る
み

に
出
し
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に
な
お
杜
会
主
義
の
「
新
し
い
発
展
の
諸

契
機
の
成
長
」
を
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
近
年
、
先
進

資
本
主
義
諸
国
の
運
動
が
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
新
し
い
杜
会
主

義
像
」
と
も
重
り
あ
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ

の
よ
う
な
現
代
杜
会
主
義
の
理
論
的
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
問
題

性
を
「
科
学
的
杜
会
主
義
の
古
典
の
理
念
、
現
存
の
杜
会
主
義
の
現
実
、

資
本
主
義
世
界
が
提
示
し
て
い
る
杜
会
主
義
像
」
と
い
う
三
者
の
接
点

に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
（
「
序
論
」
お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
）
。

　
本
書
は
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
状
況
認
識
と
問
題
意
識
の
も
と
に
、

多
年
に
わ
た
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
著
者
の
杜
会
主
義
経
済
研
究
の
成

果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
要
部
分
は
、
杜
会
主
義
た
い
し

杜
会
主
義
経
済
の
「
理
論
構
築
」
を
こ
こ
ろ
み
た
第
一
部
と
、
杜
会
主

義
経
済
の
現
状
、
具
体
的
に
は
ソ
連
杜
会
主
義
の
現
在
位
置
と
経
済
面

で
の
問
題
状
況
の
「
実
証
的
解
明
」
を
お
こ
な
っ
た
第
二
部
と
か
ら
成

っ
て
い
る
。

　
理
論
篇
と
も
い
う
べ
き
第
一
部
で
は
、
「
能
力
に
お
う
じ
て
働
き
、



労
働
に
お
う
じ
て
う
け
と
る
」
と
い
う
有
名
な
マ
ル
ク
ス
命
題
に
表
現

さ
れ
る
杜
会
主
義
的
労
働
・
分
配
関
係
の
考
察
（
第
一
章
）
に
は
じ
ま
り
、

つ
ぎ
に
。
杜
会
主
義
経
済
運
営
に
お
け
る
体
制
上
の
民
主
主
義
の
原
理
お

よ
び
そ
の
構
造
の
展
開
（
第
二
章
）
と
、
ソ
連
で
近
年
提
示
さ
れ
て
い
る

杜
会
主
義
経
済
最
適
機
能
シ
ス
テ
ム
論
の
検
討
（
第
三
章
）
に
移
り
、
さ

ら
に
杜
会
主
義
経
済
に
お
け
る
労
働
組
合
の
位
置
と
役
割
（
第
四
章
）
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
第
一
部
の
末
尾
に
は
概
観
的
で
は
あ
る
が
、

杜
会
主
義
経
済
論
へ
の
レ
ー
ニ
ソ
の
貢
献
が
杜
会
主
義
経
済
の
基
本
的

特
徴
、
杜
会
主
義
経
済
の
発
展
の
合
法
則
性
、
杜
会
主
義
経
済
の
組
織

と
機
能
と
い
う
三
つ
の
問
題
領
域
に
。
わ
た
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

（
補
論
）
。

　
現
状
篇
で
あ
る
第
二
部
で
は
、
ま
ず
ソ
連
が
い
ま
や
「
発
達
し
た
杜

会
主
義
」
段
階
に
入
っ
た
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
こ
の

「
発
達
し
た
杜
会
主
義
」
と
い
う
段
階
規
定
に
至
る
ソ
連
杜
会
主
義
の

発
展
段
階
規
定
の
再
検
討
（
第
；
皐
）
と
、
多
く
の
統
計
デ
ー
タ
を
駆
使

し
て
生
産
力
基
盤
と
生
産
関
係
の
両
面
か
ら
ソ
連
杜
会
主
義
の
経
済
面

で
の
現
在
位
置
の
具
体
的
検
討
（
第
二
章
）
が
お
こ
な
わ
れ
、
っ
い
で
ソ

連
に
お
け
る
杜
会
主
義
賃
金
制
度
の
展
開
状
況
と
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
た

若
干
の
理
論
的
問
題
が
考
察
さ
れ
（
第
三
章
）
、
さ
い
ご
に
旧
来
の
ソ
連
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の
経
済
機
能
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
三
〇
年
代
経
済
体
制
」
と
名
づ
げ
、
ソ

連
に
お
げ
る
こ
の
三
〇
年
代
体
制
か
ら
の
脱
却
の
こ
こ
ろ
み
の
展
開
状

況
（
五
〇
年
代
後
半
か
ら
最
近
の
経
済
改
革
ま
で
）
が
分
析
さ
れ
て
い
る
（
第

四
章
）
。

　
本
書
の
主
要
部
分
の
構
成
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
序

論
」
と
「
あ
と
が
き
」
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
げ
そ
の
う

ち
前
老
で
は
、
杜
会
主
義
経
済
論
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
古
典
の
意

義
、
杜
会
主
義
の
歴
史
的
位
置
、
杜
会
主
義
経
済
の
基
本
的
特
徴
、
現

代
杜
会
主
義
の
発
展
段
階
と
課
題
な
ど
の
杜
会
主
義
経
済
論
に
か
ん
す

る
基
本
的
な
方
法
論
的
問
題
が
概
論
風
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
本
書

に
お
け
る
現
代
杜
会
主
義
の
理
論
と
現
状
へ
の
接
近
の
基
本
視
角
が
明

示
さ
れ
、
読
者
の
理
解
を
助
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
そ
の
構
成
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
本
書
は
、
現
代
杜

会
主
義
な
い
し
理
代
杜
会
主
義
経
済
が
提
起
し
て
い
る
理
論
と
現
状
の

双
方
に
ま
た
が
る
広
範
な
問
題
領
域
の
な
か
か
ら
基
本
的
と
考
え
ら
れ

る
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
本
書
の
ひ
と
つ
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
が
、

そ
の
も
う
ひ
と
つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
本
書
に
お
げ
る
著
者
の
考
察
の
方

法
論
的
視
点
の
一
貫
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
杜
会
主
義
杜
会
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と
は
「
共
産
主
義
杜
会
へ
の
過
渡
期
で
は
匁
く
、
あ
く
ま
で
も
共
産
主

義
杜
会
の
一
つ
の
段
階
で
あ
る
」
が
、
こ
の
杜
会
主
義
杜
会
は
共
産
主

義
そ
れ
自
身
の
基
礎
の
う
え
に
旧
杜
会
の
母
斑
を
く
っ
つ
げ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
「
過
渡
的
・
二
重
的
性
格
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
（
「
序
論
」
）
、
　
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
本
書
の
各
章
に
お
い
て
終
始
、
「
共

産
主
義
そ
れ
自
身
の
基
礎
」
と
「
旧
杜
会
の
母
斑
」
と
の
二
重
性
（
こ

の
両
者
の
関
係
は
同
位
並
列
で
は
な
く
、
前
者
の
主
導
性
の
も
と
に
お
け
る
区

別
と
統
一
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
）
と
い
う
方
法
論
的
視
点
を
つ
ら
ぬ

く
べ
く
執
鋤
な
ま
で
の
問
題
追
求
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
で
本
書
は
、
こ
の
国
の
杜
会
主
義
経
済
研
究
の

分
野
に
お
げ
る
一
つ
の
新
た
な
収
穫
と
し
て
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
少
な

く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
し
、

若
干
の
コ
メ
ソ
ト
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

；

　
第
一
部
第
；
阜
で
は
、
労
働
に
お
う
じ
た
分
配
を
取
り
あ
げ
、
こ
の

分
配
原
則
は
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
そ
の
唯
一
の
尺
度
が
労
働
に
求
め

ら
れ
る
か
ぎ
り
で
基
本
的
な
平
等
の
契
機
を
ふ
く
む
反
面
、
分
配
尺
度

と
し
て
の
労
働
が
形
式
的
な
尺
度
で
し
か
な
い
か
ぎ
り
で
は
事
実
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
（
一
一
二
）

不
平
等
の
契
機
を
も
ふ
く
む
が
、
こ
の
こ
と
は
じ
つ
は
基
本
的
生
産
関

係
で
あ
る
生
産
手
段
の
杜
会
主
義
的
所
有
、
し
た
が
っ
て
ま
た
杜
会
主

義
の
も
と
で
直
接
的
生
産
過
程
に
内
在
す
る
平
等
と
不
平
等
の
二
っ
の

契
機
、
す
な
わ
ち
「
生
産
手
段
の
所
有
に
関
す
る
全
成
員
の
平
等
」
や

「
労
働
の
平
等
」
の
契
機
と
、
旧
杜
会
の
母
斑
と
し
て
の
「
個
人
の
分

業
へ
の
奴
隷
的
従
属
」
お
よ
び
そ
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
緒
神
労
働
と

肉
体
労
働
の
対
立
と
い
う
不
平
等
の
契
機
の
分
配
関
係
へ
の
反
映
に
ほ

か
な
ら
な
い
こ
と
、
労
働
に
お
う
じ
た
分
配
は
労
働
の
量
だ
げ
で
な
く
、

労
働
の
質
に
お
う
じ
た
分
配
で
も
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
み

よ
う
と
し
な
い
諸
説
を
批
判
し
つ
つ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
著

者
の
論
証
の
仕
方
は
周
到
で
あ
り
、
基
本
的
に
異
論
を
は
さ
む
余
地
の

な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
章
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
民
主
主
義
の
固
有
の
原
理

を
経
済
の
機
能
内
容
に
か
か
わ
る
「
内
容
上
の
民
主
主
義
」
と
、
経
済

の
管
理
体
制
に
か
か
わ
る
「
体
制
上
の
民
主
主
義
」
の
二
つ
に
分
げ
、

主
と
し
て
後
者
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
い
る
。
杜
会
主
義
経
済
に
抽
け

る
こ
の
体
制
上
の
民
主
主
義
を
、
著
老
は
さ
ら
に
Ｈ
経
済
管
理
組
織
に

お
け
る
意
思
決
定
と
執
行
権
限
の
帰
属
レ
ベ
ル
の
問
題
、
つ
ま
り
集
権

と
分
権
と
の
結
合
の
間
題
と
、
ｏ
そ
こ
で
の
経
済
と
杜
会
の
本
源
的
な



管
理
主
体
で
あ
る
国
民
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
る
自
主
的
管
理
の
形
成
と

発
展
の
問
題
に
大
別
し
、
Ｈ
に
つ
い
て
は
ブ
ル
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
分
権

モ
デ
ル
」
に
近
い
も
の
を
構
想
し
、
ｏ
に
っ
い
て
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る
。
杜
会
主
義
の
経
済
と
杜
会
の
管
理
に
お
い
て
は
、
大
衆
的

な
自
主
的
管
理
と
専
門
的
管
理
お
よ
び
国
家
的
管
理
と
の
問
に
「
あ
る

種
の
分
離
性
と
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
矛
盾
」
が
存
在
す
る
た
め
、
白
主

的
管
理
の
現
実
的
展
開
は
、
本
源
的
管
理
主
体
と
し
て
の
大
衆
の
側
か

ら
の
専
門
的
・
国
家
的
管
理
の
主
体
に
対
す
る
「
監
督
・
統
制
お
よ
び

協
力
・
共
同
」
と
い
う
管
理
参
加
の
諸
彫
態
を
つ
う
じ
て
は
か
ら
れ
た

げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
章
は
き
わ
め
て
論
理
的
な
構
成
を
も
っ

て
叙
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
そ
の
論
旨
を
読
み
と
り
に
く
く

し
て
い
る
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
は
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
く
、
と
り
わ
け
専
門
的
・
国
家
的
管
理
に
ふ
く
ま
れ
る

あ
る
種
の
分
離
性
は
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
官
僚
主
義
の
潜
在
的
可
能

性
を
な
す
、
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
最
近
の
ソ
連
に
お
け
る
杜
会
主
義
経
済
の
最
適
機
能
シ

ス
テ
ム
論
の
展
開
を
素
材
と
し
て
、
　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
伝
統
的
な

「
歴
史
的
接
近
方
法
」
と
、
最
適
機
能
シ
ス
テ
ム
論
に
よ
り
新
た
に
提

起
さ
れ
た
観
範
的
・
目
的
論
的
な
「
構
成
的
接
近
方
法
」
の
相
互
関
係
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の
間
題
を
検
討
し
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
生
産
様
式

な
い
し
生
産
関
係
体
系
に
お
け
る
規
定
的
・
支
配
的
生
産
関
係
と
し
て

の
生
産
手
段
所
有
関
係
と
、
こ
れ
に
１
規
定
さ
れ
る
経
済
機
能
メ
ヵ
ニ
ズ

ム
の
生
産
関
係
と
の
区
別
か
ら
出
発
し
て
、
杜
会
主
義
経
済
の
機
能
メ

ヵ
ニ
ズ
ム
の
分
析
に
お
い
て
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
べ
き
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
杜
会
主
義
経
済
に
固
有
な
歴
史
的
規
定
性
を
捨
象

し
た
、
経
済
機
能
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
般
的
・
技
術
的
な
組
織
構
造
の
目

的
論
的
な
量
的
・
彫
式
的
分
析
と
、
杜
会
主
義
的
所
有
関
係
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
杜
会
経
済
的
性
格
の
因
果
論
的
な

質
的
・
内
容
的
分
析
と
い
う
二
つ
の
接
近
方
法
、
つ
ま
り
構
成
的
接
近

方
法
と
歴
史
的
接
近
方
法
を
ひ
と
ま
ず
区
別
し
た
う
え
で
結
合
す
る
と

い
う
方
法
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
、
著
者
の
主
張
は
妥
当
な
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
第
四
章
で
は
、
杜
会
主
義
杜
会
に
お
け
る
労
働
組
合
の
性
格
規
定
と
、

同
じ
労
働
老
階
級
の
政
治
的
支
配
を
実
現
す
る
国
家
あ
る
い
は
前
衛
党

と
は
区
別
さ
れ
る
そ
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
そ
こ
で
の

労
働
組
合
の
二
重
の
基
本
的
役
割
な
い
し
任
務
と
し
て
、
Ｈ
杜
会
主
義

・
共
産
主
義
杜
会
建
設
と
い
う
労
働
老
階
級
の
歴
史
的
使
命
の
実
現
を

め
ざ
す
運
動
の
展
開
、
ｏ
労
働
老
の
利
益
の
擁
護
を
あ
げ
、
ま
た
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
一
一
三
）
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任
務
を
果
た
す
た
め
の
労
動
組
合
の
具
体
的
活
働
が
、
経
済
の
分
野
に

お
い
て
は
生
産
推
進
活
動
、
教
育
活
動
（
共
産
主
義
的
労
働
態
度
の
育
成

な
ど
）
、
お
よ
び
経
済
管
理
参
加
の
三
つ
の
領
域
に
お
い
て
行
な
わ
れ

る
と
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
ソ
連
に
お
け
る
杜
会
主
義
競
争
と
労
働

・
賃
金
規
制
を
紹
介
し
て
い
る
。

三

　
第
二
部
第
一
章
で
は
、
「
発
達
し
た
杜
会
主
義
杜
会
」
と
い
う
現
在

の
段
階
規
定
に
い
た
る
ソ
連
杜
会
主
義
の
発
展
段
階
規
定
が
盟
上
に
の

せ
ら
れ
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
連

が
三
〇
年
代
後
半
に
共
産
主
義
の
第
一
段
階
で
あ
る
杜
会
主
義
の
段
階

に
入
っ
た
と
い
う
観
定
は
、
当
時
に
お
け
る
ソ
連
杜
会
主
義
の
未
成
熟

性
に
つ
い
て
の
理
論
的
か
つ
具
体
的
な
自
已
認
識
の
不
足
の
た
め
、
杜

会
主
義
的
所
有
の
外
延
的
・
制
度
的
確
立
を
も
っ
て
杜
会
主
義
の
「
完

全
な
勝
利
」
と
み
な
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
ソ
連
の
段
階
揚

定
に
お
げ
る
「
杜
会
主
義
の
成
熟
度
の
過
大
評
価
と
い
う
こ
の
過
去
の

遺
産
」
は
、
第
二
二
回
党
大
会
（
一
九
六
一
年
）
で
打
ち
だ
さ
れ
た
「
共

産
主
義
の
全
面
的
建
設
期
」
と
い
う
段
階
規
定
に
も
、
第
二
四
回
党
大

会
（
一
九
七
一
年
）
に
お
け
る
「
発
達
し
た
杜
会
主
義
杜
会
」
と
い
う
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
一
一
四
）

定
に
も
な
お
う
か
が
わ
れ
る
、
と
。
そ
し
て
現
段
階
の
ソ
連
杜
会
主
義

は
い
ま
だ
「
発
達
し
た
杜
会
主
義
杜
会
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
初
期

杜
会
主
義
」
か
ら
「
発
達
し
た
杜
会
主
義
杜
会
」
へ
の
移
行
局
面
に
あ

る
、
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
前
章
で
示
さ
れ
た
、
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
ソ
連
が
初

期
杜
会
主
義
段
階
か
ら
成
熟
し
た
杜
会
主
義
段
階
へ
の
移
行
局
面
に
あ

る
と
す
る
著
者
の
見
解
を
さ
ら
に
補
強
す
る
た
め
、
現
段
階
に
お
け
る

ソ
連
経
済
の
生
産
力
基
盤
と
生
産
関
係
の
発
展
水
準
を
具
体
的
デ
ー
タ

を
用
い
て
検
討
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
そ
の
生
産
力
基
盤
に
つ

い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
及
ぱ
な
い
と
は
い
え
、
ソ
連
に
お
け
る
杜
会

主
義
的
生
産
関
係
の
本
格
的
発
展
を
と
げ
て
ゆ
く
た
め
の
さ
し
あ
た
り

の
基
礎
と
し
て
は
十
分
に
高
度
な
水
準
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
生
産
関

係
に
つ
い
て
も
、
ソ
連
に
お
げ
る
最
近
の
所
有
制
度
の
発
展
、
分
業
の

廃
棄
１
１
労
働
転
換
へ
の
漸
次
的
移
行
、
分
配
・
消
費
水
準
の
向
上
等
の

諸
指
標
を
総
合
判
断
す
る
と
、
や
は
り
以
前
と
は
異
た
る
新
た
な
発
展

を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
、
「
現
段
階
の
杜
会
主

義
経
済
は
、
生
産
力
的
に
も
生
産
関
係
的
に
も
、
杜
会
主
義
の
初
期
的

発
展
期
か
ら
、
杜
会
主
義
の
完
全
な
成
熟
１
１
共
産
主
義
へ
の
移
行
の
た

め
の
前
提
条
件
の
創
出
に
む
か
っ
て
本
格
的
な
発
展
を
と
げ
て
ゆ
く
べ



き
段
階
へ
の
移
行
局
面
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
前
章
お

よ
び
本
章
に
お
け
る
現
段
階
の
ソ
連
の
新
し
い
動
き
（
と
く
に
・
生
産
関
係

面
の
そ
れ
）
に
っ
い
て
の
著
者
の
考
察
に
は
、
　
ソ
連
の
現
実
に
た
い
す

る
過
大
評
価
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に

述
べ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
ソ
連
に
お
け
る
賃
金
制
度
は
一
九
一
九
年
の
賃
率
改

革
か
ら
出
発
し
て
、
一
九
三
〇
－
三
三
年
の
賃
率
改
革
に
お
い
て
賃
金

格
差
拡
大
措
置
が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
後
、
五
〇
年
代
後
半

ま
で
基
本
的
に
存
続
す
る
ソ
連
賃
金
制
度
と
し
て
最
終
的
に
確
立
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
後
も
賃
金
格
差
拡
大
傾
向
が
続
き
、
ま
た
出
来
高
賃
金

が
基
本
的
賃
金
形
態
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
五
〇
年
代

中
頃
ま
で
に
は
賃
率
体
系
、
ノ
ル
マ
制
度
、
賃
金
支
払
形
態
と
い
う
ソ

連
に
お
げ
る
賃
金
制
度
の
三
つ
の
構
成
要
素
の
全
体
が
そ
の
本
来
の
機

能
を
い
ち
じ
る
し
く
喪
失
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
こ
の
た
め
一
九
五
六

－
六
一
年
の
賃
金
規
制
は
、
Ｈ
労
働
に
お
う
じ
た
分
配
の
原
則
に
。
も
と

づ
い
て
不
正
確
た
賃
金
格
差
を
是
正
し
、
ｏ
生
産
促
進
の
重
要
な
て
こ

と
し
て
の
杜
会
主
義
賃
金
の
本
来
の
機
能
を
回
復
す
る
、
と
い
う
二
つ

の
課
題
を
に
な
っ
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
右
の
二
つ
の
課
題
を
完

全
に
果
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
「
い
ち
お
う
所
期
の
成
果
を
あ
げ
た
」

　
　
　
　
小
野
一
郎
著
『
現
代
杜
会
主
義
経
済
論
』
（
官
鍋
）

こ
と
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
杜
会
主
義
経
済
研
究
に
お

い
て
杜
会
主
義
賃
金
制
度
の
研
究
が
看
過
な
い
し
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
本
章
に
お
け
る
分
析
は
、
評
老
が
こ
こ
で
言
及
す
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ソ
連
の
経
済
改
革
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
た

報
奨
金
彩
態
の
分
析
部
分
を
も
ふ
く
め
て
、
そ
の
益
す
る
と
こ
ろ
大
き

い
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
で
は
、
三
〇
年
代
の
歴
史
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
重
工
業
優

先
路
線
と
集
権
型
管
理
機
構
か
ら
成
る
ソ
連
の
従
来
の
経
済
機
能
メ
カ

ニ
ズ
ム
、
っ
ま
り
「
三
〇
年
代
経
済
体
制
」
が
、
五
〇
年
代
後
半
以
降

の
変
化
し
た
局
面
に
お
い
て
は
そ
の
必
要
性
を
基
本
的
に
。
掘
り
く
ず
さ

れ
、
民
主
集
中
制
に
基
づ
く
集
権
と
分
権
の
最
適
な
結
合
を
保
障
し
う

る
よ
う
な
新
た
な
経
済
管
理
機
構
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
意
味

で
三
〇
年
代
経
済
体
制
の
路
線
と
機
構
の
変
更
、
つ
ま
り
経
済
の
「
効

率
化
」
と
「
民
主
化
」
と
い
う
二
っ
の
課
題
の
実
現
が
五
〇
年
代
後
半

以
来
、
ソ
連
杜
会
主
義
の
新
た
な
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
件
と
な

り
、
現
在
の
ソ
連
で
は
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
経
済
改
革
を
推
進
軸
と

し
て
こ
れ
ら
の
課
題
の
実
現
が
は
か
ら
れ
っ
っ
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の

経
済
改
革
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
三
〇
年
代
体
制
の
集
権
型
管
理
機

構
の
よ
り
明
確
た
分
権
化
に
は
達
し
て
い
ず
、
　
「
民
主
化
視
角
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
（
一
一
五
）
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分
権
化
と
経
済
的
刺
激
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
検
討
が
大
き
く
残
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
間
題
点
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
経
済
管
理
参
加
」
が
、

ソ
連
で
は
各
種
の
組
織
機
構
（
労
働
組
合
や
企
業
レ
ベ
ル
の
「
常
設
生
産
路

議
会
」
な
ど
）
や
彩
態
を
と
お
し
て
、
か
な
り
の
規
模
で
展
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
杜
会
主
義
の
そ
れ
と
し
て
は

な
お
そ
の
初
期
的
な
段
階
を
抜
げ
る
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
」
こ
と
、

な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
管
理
参
加
の
未
発
達
さ
の

理
由
と
し
て
著
者
は
、
そ
の
経
済
改
革
が
集
権
型
モ
デ
ル
ヘ
の
か
な
り

強
い
傾
斜
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
政
治
的
上
部
構
造
の
あ
り
方

と
い
う
二
つ
の
要
因
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
行
論
丹
念
、
論
証
綿
密
な
労
作
で
あ
る
か
ら
、
与
え
ら
れ
た

紙
数
で
そ
の
十
分
な
要
約
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
以
上
の

要
約
で
は
「
序
論
」
と
第
一
部
の
「
補
論
」
に
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
ま
た
各
章
の
要
約
に
お
い
て
も
、
ふ
れ
る
べ
く
し
て
言
及

し
え
な
か
っ
た
論
点
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
、
著
者
の
寛
恕
を
乞
い
、

つ
づ
い
て
評
者
に
と
っ
て
本
書
に
お
け
る
間
題
と
思
わ
れ
る
ひ
と
つ
の

論
点
に
つ
い
て
の
べ
、
こ
の
拙
い
書
評
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
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そ
れ
は
、
ソ
連
杜
会
主
義
な
い
し
そ
の
経
済
の
現
在
位
置
が
、
初
期

杜
会
主
義
段
階
か
ら
発
達
し
た
杜
会
主
義
あ
る
い
は
成
熟
し
た
杜
会
主

義
へ
の
移
行
局
面
に
あ
る
と
す
る
著
者
の
規
定
と
関
連
す
る
。
こ
の
規

定
が
現
段
階
に
お
け
る
ソ
連
の
生
産
力
基
盤
な
ら
び
に
生
産
関
係
契
機

の
実
証
的
分
析
に
も
と
づ
い
て
打
ち
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
要
約
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
評
者
は
現
在
の
ソ
連
の
生
産
力
基

盤
が
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
生
産
関
係

の
諸
契
機
の
発
展
（
所
有
制
度
の
発
展
、
労
働
組
合
や
生
産
協
議
会
の
役
割

重
視
、
そ
の
他
）
が
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
納
得
し
う
る
。
し
か

し
、
評
者
に
と
っ
て
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
右
の
う
ち
ソ
連
に
お
げ

る
生
産
関
係
の
諸
契
機
の
個
々
の
発
展
に
つ
い
て
著
者
が
そ
れ
ら
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎

だ
ち
に
、
た
と
え
ば
「
杜
会
主
義
的
所
有
制
度
の
発
展
」
と
み
た
り
、

　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
◎
◎
Ｏ
◎

「
杜
会
主
義
的
た
自
主
的
管
理
の
展
開
の
可
能
性
の
彩
成
」
と
か
、

「
分
業
廃
棄
Ｈ
労
働
転
換
へ
の
漸
次
的
移
行
」
と
み
な
し
、
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
ｏ
　
　
ｏ
　
　
◎
　
　
ｏ

て
、
そ
れ
ら
諸
契
機
の
新
し
い
動
き
を
「
杜
会
主
義
的
生
産
関
係
の
契

　
　
◎
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ

機
の
本
格
的
な
始
動
・
展
開
」
（
い
ず
れ
も
傍
点
評
者
）
と
し
て
や
や
安
易

に
総
括
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。

　
だ
が
、
た
と
え
ぱ
ブ
ル
ス
、
コ
ス
タ
、
ユ
ル
マ
ソ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の

近
著
（
と
り
わ
け
ブ
ル
ス
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
え



ぱ
、
本
書
の
著
者
の
い
う
ソ
連
に
お
け
る
「
杜
会
主
義
的
生
産
関
係
の

契
機
の
本
格
的
た
始
動
・
展
開
」
を
示
す
最
近
の
新
し
い
動
き
は
、
経

済
改
革
を
も
ふ
く
め
て
、
杜
会
主
義
的
な
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な

い
因
家
的
所
有
と
集
権
型
管
理
シ
ス
テ
ム
に
立
脚
す
る
「
国
家
杜
会
主

義
」
あ
る
い
は
「
国
権
的
杜
会
主
義
」
の
枠
内
に
お
け
る
新
し
い
動
き

に
す
ぎ
な
い
と
す
る
、
著
者
と
は
異
な
る
、
別
の
見
方
も
成
り
立
っ
の

で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
そ
の
各
種

の
「
新
し
い
動
き
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
の
現
在
位
置
は
本
質
的

に
は
な
お
初
期
杜
会
主
義
段
階
を
抜
け
出
て
い
な
い
、
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ソ
連
が
そ
の
初
期
杜
会
主
義
段
階
か
ら
抜
げ
だ

し
、
本
書
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
成
熟
し
た
杜
会
主
義
へ
の
移
行
局

面
に
は
い
っ
た
と
い
え
る
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
こ
に
お
い
て
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
◎
　
　
◎
　
　
ｏ

白
主
管
理
を
ふ
く
む
ユ
ー
ゴ
型
経
済
改
革
な
ら
び
に
政
治
的
上
部
構
造

の
民
主
化
が
基
本
的
に
断
行
さ
れ
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
（
た
と
え
漸
次

的
で
あ
る
に
せ
よ
「
分
業
廃
棄
へ
の
移
行
」
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ

う
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
遠
い
将
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
し

か
も
あ
え
て
い
う
な
ら
、
六
〇
年
代
末
以
降
の
ソ
連
の
現
状
か
ら
判
断

す
る
と
き
評
者
に
は
そ
の
経
済
の
民
主
化
も
政
治
の
民
主
化
も
、
ま
こ

と
日
暮
れ
て
道
遠
し
の
感
し
き
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
小
野
一
郎
著
『
現
代
杜
会
主
義
経
済
論
』
（
宮
鍋
）

　
た
だ
し
著
者
は
、
雛
二
部
第
四
章
の
末
尾
に
お
い
て
ソ
連
に
お
げ
る

維
済
管
理
参
加
問
題
の
現
状
に
ふ
れ
、
こ
れ
が
「
祉
会
主
義
の
そ
れ
と

し
て
は
な
お
そ
の
初
期
段
階
を
抜
げ
る
に
至
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
た

う
え
、
そ
の
理
由
を
、
ソ
連
の
経
済
改
革
の
不
徹
底
さ
と
政
治
的
上
部

構
造
の
あ
り
方
の
間
題
に
求
め
て
お
り
（
二
九
一
－
二
頁
）
、
　
こ
の
個
所

の
叙
述
に
は
評
者
は
基
本
的
に
同
感
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ソ
連
に
お
げ

る
所
有
制
度
の
性
格
や
労
働
転
換
の
試
み
に
つ
い
て
の
理
解
の
ち
が
い

を
別
に
す
れ
ぽ
、
著
者
と
評
者
と
の
あ
い
だ
の
距
離
の
開
き
は
よ
り
小

さ
い
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
評
者
は
第
二
部
第
一
、
第
二

章
の
叙
述
に
－
の
み
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
の
か
も
知
れ
た
い
。

一
一
七

（
一
一
七
）




