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■

そ

の

課

題

お

ょ

び

帰

結

の

含

意

-

尾

恵

勞

働

供

給

分

析

，の

復

活

一
九
三
◦
年
代
後
半
か
ら
の
一
〇
年
を
巨
視
的
所
得
理
論
の
普
及
の
時
代
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
た
労
働
供
給
分
析
の
衰
湯
で
も
あ
つ
た
。

経
済
体
系
を
鏊
す
れ
ば
量
_

遍
用
量
は
.
、
露

I

曲
線
と
乖
離
し
た
水
準
に
決
ま
る
可
能
性
が
I

と
い
ぅ
帰
I

導
く
ヶ
ィ
ン
ズ

グ
f

沪

定

に

と
0

て
労
働
の
供
給
曲
線
は
一
一
義
的
な
重
要
性
を
し
か
も
た
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。(

た
だ
し
夏
的
労
働
供
給
_

線
が」

義
的

な
関
係
で
な
い
こ
と
は
後
述
。

)

し
か
し
、
最
近
の
一
〇
年
間
の
経
露
展
理
論
の
進
展
は
、
労
働
供
給
機
構
の
解
明
が
ふ
.た
た
び
研
究
者
の
共
通 

の
関
心
事
と
な
る
契
機
と
.
な
つ
た
。

.

'発
爆
程
と
は
生
産
姓
の
低
い
在
来
的
産
業
を
中
心
と
す
る
国
民
経
済
.
の
一
角
に
、
相
対
的
に
生
産
性
の
高
い
技
術
特
性
を
も
つ
生
産
部
門
が

導
入
さ
れ
拡
大
す
る
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
疆
で
在
来
的
産
業
の
就
業
者
'：

(

お
ょ
び
家
計
の
構

成

員

)

は
、'
近

代

的

生

産

部

門

へ

.

.
の

潜

在

的
な
労
働
供
給
源
.
の
役
割
を
は
た
t

こ
こ
に
.
近
代
部
門
め
簟
金
I

来
部
門
の
就
業
者
ま
.
た
は
そ
I

計

の

構

成

員

を

近

代

部

門

へ

雇

用

労

働

'

者
と
し
て
す
る
に
足
り
る
も
の
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
そ
の
水
準
を
規
制
す
る
在
来
部
門
家
計
のI

量
労
働
へ
の
労
働
供
給
機
構
の
研
究 

労
働
供
給
の
理
論

m m
■ 'm .



が

不

可

欠

で

..あ
る

;
こ
の
ば
あ
^
に
、
労
働
供
給
理
論
の
役
割
が
"
賃
金
と
雇
用
* ，
の
決
定
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
古
典
的
理
論
で
，労
働
供
給
函
数
が
は
た
し
た 

機
能
と
異
ら
な
い
。
し
か
し
、
震

論

の

罷

に

よ

っ

て

、
供
給
理
論
は
実
験
計
画
的
側
面
で
一
面
の
進
歩
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は 

見
過
し
て

は
I

な
い
と
t

わ
れ
る
。す
な
わ
ち
、古
典
的
な
均
衡
翼
の
中
で
は
、
抽
象
的
な
個
人
の
労
I

給
l

、f

が
か
れ
て
来
た
。
 

(

た
と
え
ゴ
、
労
動
供
給
量
に
つ
い
て
の
所
得
効
果
と
価
格
効
果
を
ふ
ま
え
た
ぎo

k
w
a
r
d

 bending supply 

の
記
述
を
想
起
さ
れ
た
V

、
こ

れ

に

対I

て
、：
，6
噁
論
は
、
初
期
の
発
展

過
程
で
の
労
働
力
供
給
源
泉
は
在
来
産
業
就
業
者
で
あ
り
、

近
代
部
門
へ
の
供
給
曲
線
は
在
来
産
業
従W

者
お 

よ
び
そ
の
家
計
の
構
成
員
の
近
代
部
門
へ
，め
供
給
行
動
を
あ
ら
•わ
す
も
の
.で
あ
る
と
い
う
認
識
を
導
入
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
供
給
の
源 

泉
を
単U

抽
象
的
な
個
人
と
す
る
の
で
な
く

、
在
来
部
門
就
業
者
と
み
な
し
て
、

一
つ
の
具
体
的
対
応
物
を
与
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、

同
時
に
労
働
供
給
機
構
の
分
析
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
で
あ
る
が
む
ず
か
し
い
問
題
の
所
在
を
も
ま
た
露
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

そ
れ
は
、
さ
き
に
触
れ
た
供
給
価
格
を
規
制
す
る
因
子
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

生
理
的
生
存
費
水
準(

人
口
を
一
定
に
保
つ
よ
う
な)

に
お 

、
て
賃
金
が
さ
、I

る
と
Y

マ
ル
サ
ス
の「

わ
な」

の
経
I

妥
当
性
に(

少
く 

t

霞

f

げ
S

5

)

疑
問
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
か
ら
こ 

の
か
た
、「

生
存
費
水
準」

は
た
ん
に
盡
的
必
要
性
を
み
た
す
も
の
で
は
な
く
、
社
会
学
的

、

心
理
学
的
条
件
の
加
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と 

の
認
識
が
導
人
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
I

I

対
応
S

I

の

麗

の

う

ち

£

失
わ
れ
、

つ
い
に
I

科
学
の
測
定
対
象 

卜
に
お
き

さ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
供
給
価
格
水
準
は
、
労
働
供
給
農

、が
キ
ン
ク
す
る(

お
れ
ま
が
る)

K
準
で
あ
る
と

表
現
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
キ
ン
ク
の
位
置
そ
の
.も
の
を
説
明
す
る
の
で
な
け
れ
ば
供
給 

I

の
変
I

I

か
に
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

同
義
反
覆
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
最
低
供
給
価
格
水
準
を
規
制
す
る
因
子
と
規
制
の
メ 

力

ニ
ズ
ム
を
量
的
に
解
明
す
る
こ
と
こ

そ
発
展
機
構
を
解
く
鍵
で
あ

る
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
発
吳

論
の
進
歩
は
労
働
供
給
分
析
を
復
活
さ
せ
る
契
機
を
与
え
た
が
、
ま
た
、
同
時
に
古
典
的
供
給
分
析
の
柚
象
図
式
を
超
え

ね
は
な
ら
な
い
と
い
う
む
ず
か
し
い
、
し
か
し
..•や
り
が
い
の
あ
る
簾
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

，

.
，

発
展
論
の
も
た
ら
し
た
課
題
丨

最
低
供
給
価
格
の
解
明—

は
、

7 H
.

ィ 

'
ラ

ニ(

歲
発
展
模
型
で
は
、
と
り
わ
け
発
展
の
初
期
過
程
の
解

明

に

藝

な

役

f

に
な
う
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
発
展
機
構
の
透
徹
し
た
理
解
を
得
る
た
め
に
は
最
低
供
給
価
格
の

役
割
り
を
、
発
展
初 

期
に
限
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

戦
f

の
わ
が
国
繊
維
産
業
の
賃
金
を
例
に
と
ろ
う
。
繊
維
産
業
内
で
も
、
賃
金
は
、
製
糸
部
門
を
最
低
線
と
し
て
、
綿
紡
、
絹

々

毛

访

、
毛

織
等
の
各
部
門
の
間
で
較
差
を
も
ち
、_
そ
の
額
は
ほ
ぼ
こ
の
順
序
5

状
を
な
し
て
い
る
。
製
糸
業
の
賃
金
は
常
に
最
低
額
に
簾
し
つ
つ
列
年

変
取
す
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に

厳
密
に
い
え
ば
、
製
糸
部
門
の
賃
金
に
も
ま
た

部

門

内

で

薩

が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
：
労
働
統
計
実

地
調
査
か
ら
、
昭
和
ニ
、
五
、
八
、
十
‘一
の
各
年
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
労
働
時
間
と
時
間
当
り

賃
金
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の

年
に
f

て

も

労

働

時

間
の
短
い
も
の
と
鑛
S

V

Q

Q時
間
当
り
賃
含
よ
り
高
く
、
'そ

.の

中

間

に

賃

金

率

の

最

糧

直

出

す

の

で

あ

る

こ

の

事

実

は一

つ
の
時
点
に
あ
っ
て
は
、
.賃

金

率

が

そ

れ

以

下

に

は

下

ら

な

い

よ

う

な

下

限

界

'
の

あ
.る
こ
と
を
意
味
す
る
。
繁

業

は

他

の
ゴ
ロ 
P
と

同

様

.ま
ナ
は
そ
れ
以
丄
と
り
わ
け
農
業
部
門
の
家
11
に
そ
の
供
給
を
あ
お
い
で
い
'た
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
従
っ
て
製
糸
業
の
賃
金
下
限
界
はH

業
部
門
が
需
要
す
る
労
働
力
を
在
来
部
門
で
あ
る
：農
業
か
ら
誘
引
す
る
た
め
に
必
要
な
賃
金

の
最
低
水
準
を
あ
ら
わ
し
て
V
る

そ

の

額

：は
ま
さ
に
、
農
業
家
計
の
家
計
構
成
員
が
労
働
を
供
給
す
る

，に

あ

た

っ
て
の
最
低
の
供
給
価
格
水
準

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ー
づ
の
間
題
は
^
の
下
限
界
す
な
わ
ち
最
低
供
給
価
格
の
年
々
の
変
動
を
規
制
す
る
因
子
は
何
か
、
も

う

一
つ

の
問
題
は
、V

較

差

を

成

立

さ

せ

る

要

因

は

何

か

で

あ

る

,0
後

者

の

問

題

は

別

の

機

会

に
ゆ
ず
り
た
い
。
前
者
に
つ
い
て
、
賃
金
下
限
が
、
前
年
度

に
お
け
る
小
作
農
業
所
得
の
水
準
慕
め
て
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
'両
者
は
同
じ
方
向
i

動
す
る

こ

と

が

確

認

さ

！

^

こ

と 

を
指
摘
し
て
お)j

う
。

■

' 

. 

\

そ
の
意
味
は
後
に
再
び
触
れ
る
が
、：
発
展
論
^
^
^

.

雷

I

理

論

‘

.

 

:

三
-

(

三
：

)
.
■



構
造
の
解
明
へ
に.と
っ
で
.'も
ま
'た
稂
本
的
に
重
要
で
'あ
る
こ
と
を
示
1>
て
い
る
。

.(

注
1

> 

F
e
l
&

 

R
a
ns.
s
:
 

Development 

of the L
a

ぎ
 ̂

,

:

ゴ
小
尾
：：「
貨
金
と
労
働
時
間
の
：較
差」

.
：

(

中
山
編—

賃
金
問
題
上
賃
金
政
策
|

第
三
韋)

-

.

ゾ

次

.に
労
働
供
給
分
析
と
失
業
と
め
：関
速
を
考
察
し
て
お
こ
う

。

：
:

失
業
と
は
，
定
義
に
.よ
っ
て
国
民
経
済
に
お
け
る
労
働
供
給
量
マ
ィ
ナ
ス
需
要
童
で
あ
る
。

'
企
業
が
需
要
す
る
各
種
の
職
種
の
賃
金
状
態
を
所
与
と
し
よ
う
'
?こ
の
貴
金(

状
態)

に
対
す
る
供
給
量
は
ど
の
よ
う
に
し
て
算
定
可
能
で
あ 

ろ
う
が
。：.：
い
ま
、
.か
り
に
直
接
的
な
実
験
を
行
っ
た
と
し
で
み
よ
う
。
す
べ
て
の
個
人
に
職
種
別
賃
金
の
リ
ス
ト
を
承
し
て
、
就
業
し
た
い
職
種 

を
質
相
し
、
全
個
人
の
.回
答
結
果
が
ら
、
A
職
種
に
は
ー
〇
0
万
人
の
応
募
が
あ
り
6
に
は
五
〇
万
人
の
応
募
ゝ
か
あ
る
等
々
を
数
え
上
げ
た
と
す 

る
.。
A
の
需
要
量
が
五
〇
万
人
、.
.
Bが
六
〇
万
人
と
す
る
と
、.
た
し
か
に
、
A
か

ら「

失
業」

す
る
人
は
五
Q
万

人

B
で
は
需
要
超
過
が
. 一O

 

y
人
で
f

こ
と
が
わ
.か
る
が
、
い
つ
た
い
■

「

総
失
業」
は
四
〇
方
人
'だ
と
い
う
I

に
な
ろ
う
か
。
さ
ら
に
：厄
介
な
こ
と
に
は 

> 
お
そ
ら
く 

A 

B
等

々

の

獲

'.の
う
ち
、
も
っ
と
も
.高
V
賃
金
を
保
証
す
る
職
種
に
、
大
部
分
の
個
人
が
就
業
を
希
望
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
職
種
へ
の 

超
尚
一
供
給
分
は
た
し
が
.に

「

そ
の
職
種」

.
か
ら
の
失
業
者
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
需
要
超
過
部
門
め
超
過
量
は
ど
う

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う 

か
。
も
ち
ろ
ん
需
要
側
の
指
定
に
従
っ
も
、
個
々
の
職
種
の
応
募
資
格
が
限
定
さ
.れ
れ
ば
常
に
も
っ
と

も

高

い

賃

金

の

職

種

に

全

個

人

が

有

朝

'な 

供
給
者
と
な
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に「

有
効
供
給」

、
に
限
定
し
て
も
、
超
過
供
售
里
を
測
る
と
と
に
よ
つ
て「

特
定
職
種
か
ら
の
失 

業
,-

が
求
.め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
義
的
な
.

「

総
失
業
量」

は
な
に
か
便
宜
的
な
そ
し
て
複
雑
な
規
定
を
設
け
ぬ
限
り
と
う
て
い
算
定
で
き
た 

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
こ
め
よ
う
な
非
一
義
性
'が
，あ
る
の
で
、
失
業
量
を
測
定
す
る
に
は
、

ー
種
の
意
識
調
查
的
質
問
が
行
わ
れ
て
求
職
活
動
者
と
就
業
者 

の
合
計
か
ら
労
働
力
人
口
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
が
供
給
労
働
力
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
調
査
の
結
果
は
、
被
調
查
者
の
も
つ
て
い

る
I

機
会
に
関
す
る
情
報
の
程
度
ノ
正
確
さ
、
判
断
の
性
質
に
依
存
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
調
査
に
対
す
る
回
答
の
結
果
か
ら
の
予
想
が 

実
際
の
行
動
と
一
致
す
る
と
い
'う
保
証
は
全
く
な
い
。
：

元

来

失

業

と

は

就

業

機

会

の

®
金
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
一
義
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ

し

て

「

現

在

の

賃

金

の

.も

と

で」

と
い
う

条
件
は
賃
金
の
多
様
さ
の
た
め
に
一
義
的
な
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

.の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
も
し
、
あ

|

金
に

方
す
る
個
々
人
の
供
給
量
が
他
の
個
人
の
就
業
状
態
に
よ
っ

て
変
化
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、

い
っ
た
い
社
会
全
体
の
一
義
*
^
供
給

量
を
平
均
賃
金
と
の
関
係
.で
述
べ
る
’こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て

後
I

ベ
る
と
お
り
そ
の
よ
う
な
個
人

間
の
相
互
震

性
i

際
存
它 

す
る
の
で
あ
る
。
 

.
， 

•

わ

れ

わ

れ

は

こ

の

よ

う

に

到

一

義

的

で

計

量

風

難

な「

失
業」

量
に
か
か
わ

.る
よ
り
も
、
就
業
機
構
の
解
明
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
も 

の
で
あ
る
。
 

.

'

.

.

■

•

 

.

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
，
あ
る
特
定
の
個
人
ま
た
は
グ
ル
.丨
プ
の
供
給
量
を
そ
の
個
人
に
対
す
る
賃
金
率
と
の
関
係
で
述
べ
る
こ
と
が
不
可
能
だ 

と
-
>う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
個
人
ま
た
は
グ
ル
I
プ
に
影
響
す
る
他
の
個
人
ま
た
は
グ
ル
I
プ
の
就
業
状
態
を
所
与
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の 

場
合
に
か
ぎ
っ
て
崖
個
人
ま
た
は
グ
ル
I

7
の
種
々
办
賃
金
率
に
対
す
る
供
給
量
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

あ
る
。

箱
っ
て

雇
用
間
題
は
.「

失
業」

よ
り
も
就
業
に
あ
る
と
い
.え
よ
う
。
.
そ
の
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る

。
.相
対
的
に
良

好

な

雇

用

機

会

を

失
 

っ
た
労
働
者
は
，
失
業
保
険
給
付
の
切4

る
こ
ろ
ま
で
に
、
他
の
_

機
会
に
f

ん
ど
の
も
の
が
再
I

す
る
。
そ
し
て
再
就
職
の
賃
金
は
、

前
職
の
そ
れ
よ
り
も
低
V
も
の
が
庄
倒
的
に
多
い
こ

と

が「

失
業
者
帰
趨
調
査」

に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
逆
説
的
な
表
現
を
と
る
な
ら
ば
離
職
者 

に
は
失
業
し
て
い
る
余
裕
は
.な
い

の
で
あ
る
。
再
就
職
者
を
失
業
者
と
数
え
る
か

ど

う

か

と

い

う

麗

は
、
さ
さ
い
な

定
義
の
問

題

に

す

ぎ

な
 

い
.。
.実
際
、
.失
業
と
ち
が
っ
て
、
'低
賃
金
就
業
は
、
何
ら
の
あ
，い
ま
い
さ
も
な
く

観

測

產

と

し

て
定

量

的

に

疆

で

き

る

。

.

か
く
て
；
雇
用
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
議
的
な
意
味
を
：も
ち
、
喫

緊

な

麗

点

は

.
、
.
.
い

か

な

る

条

件

の

も
と
で
、

い
か
な
る
ィ

ヵ

ニ

ズ

ム

'

労

働

供

給

の

理

論

.

■• 

五
：(

.
五
，)

：.



六

(

.六

)
に
矩
っ
て
、
低
賃
金
の
就
業
機
会
が
実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
，り
，

い
い

.か
え
れ
ば

..い
か
に
し
て
、
低
い
最
低
供
給
価
格
水
準
が
成
立
す
る 

か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る

0

‘

II

,
労
働
供
給
理
論
の
課
題

.

.

1

供
給
の
次
元
と
主
体
に
つ
い
て

労
働
供
給
量
の
次
元
は
、
人
員
、
，時
間
、

お
よ
び
質
の
三
つ
か
ら
成
る
。
人
員
の
次
元
で
の
供
給
量
は
、
人
口
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
労
働
供

給
人
員
の
比
率
に
依
存
す
る
。

,

マ
レ
サ
ス
的
所

^
で
は
、
人
口
規
模
の
決
定
自
体
が
賃
金(

生
理
的
生
存
费
の
上
下
に
変
動
す
る)

と
の
関
係
で
扱
わ
れ
る
の
で
、
人

口

は

「

内
生 

変
数」

と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
人
口
な
い
し
生
産
年
齢
人
口
と
労
働
供
給
量
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
区
別
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ 

う
。
ジ

H

ボ
を
先
駆
と
し
て
ヒ
ッ
作

X 4
の
典
型
的
な
議
論
に
い
た
る
新
古
典
派
的
接
近
で
ば
人
口
規
模
は
外
生
的
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
一
方
、
 

供
給
労
働
量
は
生
產
年
齢
人
ロ
と
は
明
か
に
区
別
さ
れ
た
。最
近
の
発
展
過
程
の
研
究
の
傾
向
で
は
人
ロ
規
模
の
決
定
屈
陰
伏
的
に
処
理
さ
れ
る
。
 

労
働
時
間
の
次
元
に
関
す
る
供
給
量
の
決
定
機
構
が
、
陽
表
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
以
降
の
こ
と
に
属
す
る
。
ま
た
発
展
論

.は
、

こ
の
次
元
を
陽
表
的
に
分
析
す
る
段
階
に
は
な
い
。
：

従
っ
て
大
づ

か
み
に
い
え
ば
、
供
給
の
次
元
は
古
典
派
お
よ
び
発
展
論
の
現
状
で
は
人
員
数
を
中
心
と
し
、
新
古
典
派
は
、
総
供
給
に
つ
い
て 

^

マ
ン
ァ
ヮ
丨
で
述
べ
る
が
、
人
員

次
元
の
供
給
量
決
定
機
構(

こ
れ
に
は
明
確
な
理
論
構
成
が
な
い)

と
、
時
間
次
元
の
決
定
機
構(

個
人
の
队
給
扭 

線
と
し
て
把
握
さ
れ
る)

の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

供
給
行
動
の
主
体
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

マ
ル
サ
ス
.的
古
典
派
で
は
陰
伏
的
に
夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
計
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

新
古
典
丧
で
は
抽
象
的「

個
人」

が
主
体
と
さ
れ
て
い
て
、
家
計
の
概
念
は
一
部
の
例
外(

例
ぇ
ぜ
ピ
グ
.
1
'

「

失
業
の
理
論」
)

を
除
い
て
、
表
面
に

あ
ら
わ
れ
な
い
。
麗
論
で
は
近
代
部
^
:へQ

供

給

が

廳

部

門Q

觀

者

と

そ

Q

S
で
，̂
る
と
い
う
点
で
、
主
体
を
む」

ろ
部
門
の
側
面
で

と
ら
え
た
。

マ
ル
.サ
ス
的
古
典
派
^
、
新
古
典
派
も

、
発
展
の
研
究
者
も
、
い
ず
れ
も
賃
金
と
扉
用
の
決
定
を
論
ず
る
の
だ
が
、
三
者
の
供
給
分
析

に
お
け
る
次
■元
と
主
体
に
関
す
る
認
識
は
各
々
の
侧
面
で
精
粗
ま
ち
ま
ち
の

感
が
深
い
の
で
あ
る
。
ま
ず

"
主
体
に
つ
い
て
考
察
し
ヒ
い
。

(

注
3) 

w
m
. Jevons: 

T
h
e Theory of Political

穿
0
1
1|
7
.
小
泉
*
寺
尾
：
水
田
訳「

経
済
学
の
理
^」

(

注
A 

J.K. Hicks: 

T
h
e

 Theory of W
a
g
e
s
.

内
田
訳「

賃
金
の
理
論」

2

ダ
グ
ラ
ス
•
有
沢
法
則——

現
代
労
働
供
給
理
論
の
出
発
点

労
佤
供
給
の
定
量
的
研
究
で
は
一
九
三
〇
年
代
中
葉
の
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
る
先
駆
的
業
績
と
、
.
一
九
五
〇
年
代
末
ロ
'<
§
ク)

の
広
沉
な
統
計
的
分
析 

が
、
ニ
.つ
の
里
程
標
で
あ
ろ
う
。
.

•
 

/ 

.

ロ
ン
グ
は
ダ
ク
ラ
ス
の
見
出
し
た
供
給
法
則
を
、
そ
の
後
ニ
〇
年
間
に
■蓄
積
さ
れ
た
資
料(

と
り
わ
け
セ
ン
サ
ス
資
料)

を
用
い
て
追
試
し

^
遍

〕

研
究
を
行
っ
た
結
果
、
大
筋
と
し
て
は
ダ
グ
ラ
ス
の
経
験
法
則
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

現
代
の
労
働
供
給
の
定
量
分
析
の
義
を
据
え
た
ダ
グ
ラ
ス
の
経
験
法
則
は
、
成

年

學

賃

金

と

性

r
年
齢
別

人

ロ
グ
ル
丨
プ
の
有
業
率
と
の

間
の
関
係
を
述
べ
る
も
の
で
t

。
法
則
の
概
要
は
W

青

壮
年
男
子
の
有
業
率
は
、
当
該
年
齢
男
子
賃
金
に
対
し
て
不
感
応
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
、S

 

.

.若
年
男
女
子
、
’
高
年
男
子
、
お
よ
び
中
高
年
女
子
の
有
業
率
は
成
年
男
女
賃
金
水
準
に
対
し
て

感
応
的
で
あ
り
両
者
の
相
関
は
有
意

か
つ
マ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
は
こ
れ
を
合
衆
国
三
八
都
市
に
関
す
る
横
断
面
資
料
の
観
察
か
ら
導
い
た
。
つ

ま

り

、

青

壮
年
男
子
賃
金
の

比
較
的
高
い
都
市
で
は
若
年
男
女
子
、
高
年
男
子
お
よ
び
中
高
年
女
子
の
有
業
率
は
比
較
的
に
低
く
、
逆
は
逆
で
あ
る
。
ま
た
青
壮
年
男
子
層
の 

有
業
率
は
そ
の
賃
金
と
無
関
係
に
高
い
水
準
に
あ
る
。
 

• 

. 

.

タ
グ
ラ
ス
法
則
の
重
要
な
含
意
は
、
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。
⑴

各
年
齢
と
性
の
特
性
を
も
つ「

個
人」

の
就
業
行
動
は
相
互
独
立
で
太 

な
く
明
ら
力
に
相
互
に
従
属
的
で
あ
る
。
そ
し
.て
そ
の
よ
う
な
従
属
関
係
の
成
立
す
る
領
域
が
4
ff
'
で
あ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
期
待
さ
れ
る

で
 

労
働
供
給
の
理
論 

ヒ

.、
ヒ
ノ



.

. 

:
: 

A ( ：

八
：
^

あ
ろ
う
？
，(2
)

自

已

：の

賃

金

顏

に

対

レ

て

有

業

率

が

不

感

応

的

で

あ

：る

青

壮

筇

男

子

層

は

：、：

'
'
'
.
す
ー
<
の
|

み
な
さ
れ
る
。
従
.っ
て
こ
の
核
所
得
者
の
.稼
得
す
る
収
入
の
大
小
.は
、
そ
の
家
.計
内
の
他
の
.構
成
員
の.就

業

：に.逆

の

影

響

を

与

先

る

こ■と
が
^

 

さ
れ
て
い
.る
。へ

-
 

•

 

.

.

.

.

.

.

 

•

(

注
5) 

P.H. Douglas: 
T
h
e

 T
h
e
o
r
y

 Gf w
a
g
e
s
.

(

•注 

6) 

O
b
* 

^
0
1 

M

i

i

若
年
層
に
お
い
て
は
，
家
計
の
核
収
入
水
準
は
子
弟
の
上
級
学
校
進
学
率
を
通
じ
.て
有
業
率
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。
中
高
年
女
子
層
は
主
に 

妻

と

し
て
、
' 核

収

入(

主
に
'夫
の
収
入
：}
:の
大
小
に
応
じ
そ
追
加
的
所
得
を
稼
得
す
る
た
め
に
，就
業
す
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ 

う
だ
.と
す
れ
ば
.、
家
計
調
查
資
料
で
勤
労
家
計
の
£
1
|お
4
ル
1
1
撕̂
有
業
率
は
世
帯
主
収
入
水
準
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
ダ
グ
ラ
ス
の
逆
相 

関
^
則
か
ら
推
測
し
て
両
者
の
相
関
は
マ
ィ
ナ
ス
で
な
ぃ
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
.そ
し
て
こ

の
予
想
は
事
実
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
。
 

当
時
た
だ
一
つ
の
资
料
で
あ
0
た
昭
和
こ
，十

九

年

九

月

の

家

，計

調

查

特

別

集

計

結

，果

か

ら

世

帯

主

収

入

と

家

計

有

業

率

は

見

_

な

逆

相

関

を

な

す

(

注
7)

こ
と
が
有
沢
成
己
博
士
に
よ
っ
て

見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ダ

グ

ラ

ス

ー

有

沢

の

経

験
§

■
は
、
労
働
供
給
■の
定
量
的
実
証
的
研
究
に
新
し
い
菡
礎
を
与
え
る
。•
新
古
典
派
を
中
心
と
す
る
労
働
供
給
理
論 

丈
、
供
給
行
動
の
主
体
を「

個
人」

と
し
て
抽
象
^:
に
あ
ら
わ
し
て
き
.た
。
し
か
し
、
こ
の
経
験
法
則
は
、
個
人
の
供
給
行
動
は
家
計
と
い
う
個

人
集
合
の
領
域
の
中
で
相
互
従
厲
的
で
あ
る
こ
.と
を
明
示
し
、
よ
っ
て
、.
供
給
行
動
の
主
体
は
、
こ
れ
を
文
字
通
り
の
個
人
と
考
え
る
よ
り
も
、

•
 

•
 

*

家
計
と
み
^.
す
こ
と
が
^.
効
か
つ
適
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

こ
こ
で
当
然
提
起
さ
れ
る
.問
題
が
ニ
つ
あ
る
。
第
一
は
、
ダ
グ
ラ
ス
ー
有
沢
法
則
ば
勤
労
家
計
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
在
来
部
門
の
自
営
業 

家
計
に
.つ
い
て
は
ど
う
か
。
第
一
：

I

は
、
良
暴
と
勤
労
家
計
の
発
生
と
互
換
の
機
構
。
第
.三
は
、
' 核
所
得
の
稼
得
者
そ
の
も
の
の
供
給
行
動
。
は 

じ
め
に
第
二
点
に
つ
い
て
。
 

,

多
く
の
経
済
体
系
に
は
、
発
展
の
初
期
に
お
い
て
近
代
部
門
へ
の
主
な
労
働
供
給
源
の
役
割
を
は
た
し
た
在
来
部
門
の
、
家
族
労
働
を
中
心
と 

す
る
商
営
家
削
群
お
よ
び
近
代
搿
鬥
の
ー
屈
用
労
働
を
宗
な
収
入
源
泉
と
す
る
勤
労
家
計
群
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
た
事
実
で
あ 

る
。

. 

-

.両
者
の
並
存
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
過
去
に
お
け
る
経
済
学
的
"

お
よ
び
.社
会
学
的
，
心
理
学
的
^
-
e
g
:
取

^ !)

条
件
の
所
産
で
あ
る
。
 

こ
の
個
々
の
家
計
の
主
な
収
入
の
: ^
得
様
式(

自
営
業
、
勤
労
收
入)

を

所

与

と

し

て

、

個
々
，
の

家

計

の

構

成

員

が

、

.雇
用
労
働
に
就
業
す
る
か
、
自 

営
業
に
従
辦
す
る
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
機
会
に
も
就
業
し
な
い
か
の
ど
れ
か
を
選
択
し
、

そ
の
結
果
が
、

次
の
時
期
の
就
業
構
造(

自
営
業 

者
、
磁
用
労
働
者
の
比
率)

を
決
定
す
る
。

従

つ

：て
、

自

営

業

家1則
お
よ
び
勤
労
者
家
計
の
主
な
収
入
稼
得
者(

業
主
、
勤
労
家
計
の
.世
帯
主)

の
収
入
.

(

核
所
得)

状
態
の
現
状
ま
た
は
予
切 

さ
れ
る
将
来
の
状
態
に
則
応
し
て
、
家
計
構
成
員(

非
核
構
成
員)

が
ど
う
い
う
就
業
！̂
動
を
す
る
か
、が
労
働
供
給

理
論
の
.
.
一，：

つ
.の
.中
心
的

課
題
で

あ
る

。

• 

.

•/
 

'

(

注

7)

有
沢
広
巳「

貨
金
構
造
と
経
済
構
造
丨
低
賃
金
の
意
義
と
背
景
丨
賃
金
基
本
調
逾
.

(

中
山
伊
知
郎編

)..

第
一
章
。

(

法0
0
)

こ
の
法
則
は
辻
村
江
太
郎
教
探
に
よ
つ
て

過̂
谓
就
業
と
賃
金
構
造
ド
バ
企
画
庁
研
究
所
シ
リ
ー
ズ

.

)

.

.に
お
い
て
整
理
さ
れ
命
名
さ
'れ
た
。

自
営
業
家
計
で
は
核
所
得
状
態
は
当
該
家
計
の
財
•
サ
ー
ビ
.ス
の
生
産
技
術
お
よ
び
資
本
蓄
積
状
態
お
よ
び
生
産
す
る
財
貨
サ
I
、ビ
ス
の
郇
洛 

状
態
に
侬
荏
し
、
勤
労
家
計
で
は
主
な
収
入
者
の
賃
金
仅
入
に
依
存
す
る
。
'

家
訐
の
収
入
源
を
自
営
業
収
入
だ
け
に
依
存
す
る
も
の
と

勤

労

収

入

だ

け

に

：依
存
す
る
.も
の
を

そ
.れ
ぞ
れ
典
型
的

.な
商

営
お
よ
び
勤
労
家
計
と 

よ
ベ
ば
、
こ

の
両
極
の
間
に
は
多
様
な
中
間
的

状
態
が
あ
る
。
‘.ど
こ
.ま

で
を
自
営
家
計
と
よ
び
勤
労
家
詠
と
名
づ
け
る
か
は
た
ん
.に
定
義
の
.問
題 

.
で
.あ
る
。
 

. 

:

\

■

実
際
に
厭
耍
な
こ
と
は
、
家
計
の
構
成
員
が
、ノ
彼
ら
に
対
し
て
開
か
れ
た
-|
|
1営
に
よ
る
所
得
造
出
の
機
会
と
雇
用
労
働
に
よ
る
機
会
の
ど
ち
ら 

労
働
供
給
の
理
論
： 

九

(

し
.
.
'

)



，ハ
を
、
.ま
た
は
両
者
を
あ
る
組
合
せ
比

率

で

、
，選
択
す
る
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
分
析
で
.あ
る
。
そ
の
選
択
に
あ
た
っ
て
の
初
期
条
件
と
.し
て
の
、
核
所 

得
が
自
©
業
所
得
で
あ
る
か
、
勤
労
所
得
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
自
営•

勤
労
の
区
別
を
一
応
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

自
営
業
の
所
得
造
出
能
カ
を
初
期
条
件
と
ほ
^
家
計
構
成
員
が
就
業
選
択
を
行
っ
た
結
果
、
雇
用
労
働
か
ら
の
所
得
額
が
圧
倒
的
比
重
を
由 

め
、
次

の

期(

又
は
世
代)
で
構
成
員
の
就
業
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
主
'な
所
得
源
泉
が
雇
用
労
働
収
入
に
変
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
便
宜
的 

に
、
当
該
家
計
は
自
営
業
家
計
か
ら
勤
労
家
計
へ
変
っ
た
と
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ

の

「

転
換」

に
影
響
す
る
要
因
は
非
経
済
的
因
子
を
ふ
く
め
て

数

多

く

.
、
そ
の
メ
ヵ
一
1
ズ
ム
が
複
雑
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ 

う
。
潜
在
的
に
は
経
済
因
子
の
影
響
が
あ
る
と

し
て
も
、
そ
の
効
果
は
他
の
諸
因
子
の
影
響
に
よ
づ
て
お
お
い
か
く
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な 

い
。

「

転
換
の
機
構」

に
つ
い
て
述
べ
る
に
足
り
る
情
報
は
は
な
は
だ
乏
し
い
.0
し
か
し
、

つ
い
先
頃
、
個
人
企
業
経
済
調
査
の
再
集
計
結
果
が 

入
手
可
能
と
な
っ
て
興
味
あ
る

結
果
が
見
出
さ
れ
た
。
個
人
業
主
家
計
を
、
家
計
人
員
構
成
と
そ
の
就
業
状
態
か
ら
次
の
世
代
に
お
い
て
業
主
家 

計
と
し
て

存
続
す
る
も
の(

継
続
型)

、
次
の
世
代
で
は
勤
労
家
計
に
転
換
す
る
と

予
期
さ
れ
る
も

の(

転
換
型)

、
お
よ
び
分
類
不
明
の
三
つ
に
分 

類
す
る
。
分
類
は
あ
る

程
度
大
ま
か
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
誤
差
も
考
慮
し
て
の
第
一
次
近
似
に
す
ぎ
な
.い
。
し
か
し
、
そ
れ
■に
も
か
か
わ
ら
ず 

業
主
所
得
の
大
き
い
家
計
グ
ル
ー
プ

に
お
け
る
ほ
ど
継
続
型
家
計
の
比
率
は
、
着
実
に
上
昇
し
、
転
換
型
家
計
の
比
率
は
確
実
に
低
下
す
る
の
で

(

注
10) 

.

あ
る
。

こ
の
観
測
^
実
を
か
り
に
、「

m '
i '
.
f-
h
o '
^

^

l̂l
l
j
'

」

と
よ
べ
ば
、
こ
の
法
則
は「

ダ
.グ
ラ
ス——

有
沢
の
法
則」

と
ま
っ
た
く
整
合
的
で 

あ
る
。
勤
労
家
計
の
世
帯
主
収
入
を
業
主
収
入
に
お
き
か
え
る
と
前
者
は
、
後
者
の
自
然
^
拡
1
か̂
ら
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
り
に
名 

づ

け

た「

転
換
法
則」

が
よ
り
多
く
の
資
料
か
ら
く
り
返
し
検
出
さ
れ
る
な
ら
ば

、

わ
れ
わ
れ
は
、
第
二
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
経
済
因
子
の
影 

響
は
、
他
の
因
子
の
作
用
に
よ
づ
て
相
殺
さ
れ
た
り
圧
倒
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い 

ま
は
第
二
点
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
を
述
べ
る
べ
き
段
階
で
は
な
い
。

(

注
9

)

農
業
生
産
関
数
を
所
与
と
し
て
農
家
が
農
業
と
雇
用
部
門
へ
の
労
働
力
配
分
を
決
定
す
る
機
構
に
つ
い
て
は
.鳥

居

泰

彦「

経
済
発
展
理
論
と
労
働
供 

r

主
体
の
均
衡
図
式」

—

経
済
学
年
報
9

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

注
1 0)

小

屉

「

長
期
計
画
と
労
働
供
給
条
件」

(

世
界
経
济
ー
九
六
七
年
八
月)

。
 

.

問
題
の
第
三
点
で
あ
る
现
在
の
11
|
:代
に
お
け
る
自
営
業
お
よ
び
勤
労
家
計
の
核
所
得
者
の
|
動̂
.は
ど
う
か
。
と
り
わ
け
，
自
営
業
主
の
仕
事
に 

従
事
し
て
い
る
人
が
屈
用
労
働
へ
と
仕
事
を
変
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
、
制
度
的
条
件
の
影
響
が
無
視
し
難
い
か
も
し
れ 

な
い
と
は
誰
し
も
思
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
測
資
料
は
判
断
を
下
す
に
十
分
な
だ
け
整
備
さ
れ
て
い
な
い 

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
核
所
得
の
稼
得
状
態
を
所
与
と
し
て
、

こ
の
状
態
の
も
の
で
の
家
計
構
成
員
の
就
業
行
動(

供
給 

行
!/)

を
と
り
あ
げ
る
ベ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

勤
労
家
計
の
核
所
得
は
定
義
に
よ
っ
て
、
雇
用
労
働
就
業
か
ら
稼
得
さ
れ
る
所
得
で
、
家
計
調
査
資
料
の
勤
労
世
帯
に
お
け
る
世
帯
主(

主
な 

収
入
者)

収
入
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

ダ
グ
ラ
ス
法
則
が
明
か
に
示
す
よ
う
に
、

核
所
得
者
の
供
給
行
動
は
賃
金
水
準
に
対
し
て
は
な
は
だ
不
感
能 

的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
勤
労
家
計
の
核
収
入
者
の
行
動
は
、
制
度
的
に
も
極
め
て
.限
定
さ
れ
た
も
の
と
み
る
の
•が
分
析
の
現
段
階
に
お
い
て
は 

妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
非
核
構
成
員
の
労
働
供
給
は
、
核
所
得
の
与
え
ら
れ
た
状
態
の
も
と
で
、
非
核
構
成
員
に
対
し
て
示
さ
れ
た
就
業
機
会 

の
種
々
な
状
態
に
対
し
て
記
述
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
勤
労
家
計
の
非
核
構
成
員
の
供
給
行
動
の
機
構
が
解
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
勤
労
家
計
の
核
所
得
を
自
営
業
所
得
の
造
出
能
力 

(

当
該
自
営
業
家
計
の
生
産
す
る
財
ま
た
は
サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る
生
産
技
術
条
件〔

生
産
函
数〕

と
蓄
積
状
態)

に
お
き
が
え
て
、

自
営
業
家
計
の
溝

成
員
D 

労
働
供
給
行
動
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「

業
主
転
換
法
則」

は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

3

一
つ
の
歴
史
的
事
実
と
分
析
方
法
上
の
問
題
点

こ
こ
で
し
ば
ら
く
、E

を
勤
労
家
計
に
お
け
る
有
業
率
変
化
の
趨
勢
に
移
し
て
、
供
給
理
論
の
課
題
を
分
析
方
法
の
側
面
か
ら
明
か
に
し
た
い 

労
働
供
給
の
理
論 

一

一(

一
一)



，
一，ニ 

(

一
二)

と
お
も
デ
？ 

, 

. 

, 

:

•

一

.

.

長
期
時
系
列
比
較
の
示
す
と
こ
.ろ
に
よ
る
と
、
，ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
に
お
け
る
女
子
の
有
業
率
は
上
昇
傾
向
を
も
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ン
グ
：の

研
究
は
、
,
観
測
さ
れ
た
国
々
に
.関
す
る
か
ぎ
り
、m

丨
口
.ッ
，。ハ
'諸
国
で
も
こ
の
傾
向
が
.、
.例
外
で
は
な
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
.れ
と
反
対
に
、
'
労
働
時
間
は
長
期
的
な
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
.は
よ
く
知
ら
.れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

V ■

こ
こ
で
、
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
.第
一
は
人
員
の
次
元
.に
関
す
る
長
期
変
動
傾
向
と
、
時
間
の
次
元
に
関
す
る
そ
れ
と
の
正
反
対
の
動
' 

き
を
い
か
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
が
。

;

第
一
一
は
、
女
子
有
業
率
の
変
化
傾
向
と
、
ダ
グ
ラ
ス
法
則
と
の
矛
盾
を
ど
ぅ
解
決
す
れ
ば
よ
.い
.か
。
す
な
わ
ち
、.
ダ
グ
ラ
ス
法
則
は
，.核
収
入
の 

よ
り
高
い
水
準
は
よ
り
低
い
女
子
有
業
率
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

一
方
核
所
得
は
時
系
列
的
に
上
昇
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
横
断
面
的 

ダ
グ
ラ
ス
法
則
を
適
用
ず
れ
ば
、
女
子
有
業
率
は
低
下
傾
向
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
：あ
る
？

-

•

わ
が
国
に
お
け
る
女
子
有
業
率
の
変
動
傾
向
を
昭
和
二
十
五
、
三
十
、
四
十
年
の
国
勢
調
奄
か
ら
み
る
と
、
若
年
層
と
中
高
年
層
で
は
正
反
対
- 

の
動
き
が
看
取
さ
れ
る
。
若

年

層

2

五〜

一.九
歳)

は
進
学
率
の
上
昇
を
反
映
し
て
、
有
業
率
が
急
減
す
る
の
に
対
し
て
、

中
高
年
層(

三
〇〜

 

五
九
歳)

で
は
着
実
.な
上
昇
趨
勢
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
■し
て
年
齢
合
計
の
女
子
有
業
率
は
微
減
な
い
し
不
変
に
と
ど
ま
る
。
 

進
学
率
の
：上
昇
を
主
因
と
す
る
若
年
層
の
有
業
率
低
下
傾
向
は
、
核
収
入
の
：増
大
を
考
慮
す
る
と
.、
横

断
面
的
ダ
グ
ラ
，

K.

法
則
と
.ま
さ
：.に『

致
す 

る
の
だ
が
、
ニ
〇
丨
ニ
五
歳
お
よ
び
中
高
年
層
の
有
業
率
の
•変
化
は
ダ
グ
ラ
ス
法
則
に
反
し
て
、

ロ
ン
グ
の
指
摘
す
る
合
衆
国
お
よ
び
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
の
事
例
と
軌
を
ー
に
し
て
い
る
。
第
二
の
問
題
点
に
つ
い
て
ロ
ン
グ
は
、
女
子
の
就
業
機
会
が
量
質
共
に
向
.上
し
た
と
い
ぅ
解
釈
を
与
え
る
。
 

ダ
グ
ラ
ス
法
則
は
就
業
機
会
を
一
定
に
保
っ
た
と
き
に
成
立
す
る
も
の
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

実
際
わ
が
国
の
象
計
調
崙
特
別
集
計
か
ら
得
ら
れ
た
核
収
入
階
層
別
有
業
率
の
時
系
列
的
変
動
を
考
察
す
る
と
、

P
ゾ
ダ
の
解
釈
を
裏
付
け
る 

よ
う
な
観
测
辦
実
が
見
出
さ
れ
る
。
昭
和
三
〇
年
か
ら
三
三
年
に
わ
た
る(

成
年
人
員
三
人
の)
特
別
集
計
を
例
に
と
ろ
う
。
各
年
の
核
所
得
分
布

丄
の
同
一
百
分
位

点
に
あ
る

家
計
群
の
有
業
率
：は
、

(

核
所
得
の
成
長
率
は
階
層
間
•で
大
差
な
い
と

い

う

容

認

し

う

る

前

提

の

も

と

で

ジ
千

一
は̂

に

司

一
家

 

討
群
の
裏
率
の
時
系
列
値
を
堂

る

も

の

と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こq

値
を
讓

す

る

と

、

W

低

い

核

所

得

醫

で

读

所

得
基

 

長
額
は
よ
り
づ
さ
く
、
ま
た
、
裏
率
の
上
昇
は
よ
り
大
き
い
。
と
れ
に

対
し
て
、：
间
高
い
核
所
得
階
層
で
は
核
所
得
の
成
長
額
は
よ
り
大
き 

く
、
同
時
に
、
有
業
率
の
上
#
は
よ
り
少
い
。
M

最
高
核
所
得
階
層
の
近
傍
で
は
核
所
得
の
増
加
額
は
大
き
く
、
有
業
率
は
横
這
い
な
い
し
低 

下
傾
防
を
さ
え
示
す
。S

：

昭
和
三
ニ
年
か
ら
不
況
の
三
三
年
へ
か
け
て
の
有
業
率
上
界
は
低
い
核
所
得
層
に
お
い
て
さ
え
相
対
的
に

小
さ
い
。

こ
の
観
祖
事
実
は
.
核
所
得
の
上
昇
が
有
業
率
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
ダ
グ
ラ
ス
法
則
の
作
用
と
、
就
業
機
会
の
量
と
質
で
の
好
転
が
有
業
率 

を
上
昇
さ
せ
る
作
用
と
が
並
存
し
、
核
所
得
と
就
業
機
会
の
変
化
の
影
響
の
相
対
的
な
大
き
さ
が
こ
れ
ら
ニ
つ
‘，の
因
子
の
与
え
る
蛋
反
対
の
効 

果

の

合

則

と

し

て

，の

有

業

率

変

化

を

規

制

す

る

こ

と

^
,示
唆
し
て
.い
る
。

つ
ま
り
、
核
所
得
の
上
昇
が
極
め
て
小
さ
い
低
核
所
得
層
で
は
、
就
業 

機
含
好
転
か
ら
お
こ
る
有
業
率
上
界
効
果
が
核
所
得
上
昇
に
よ
る
有
業
率
低
下
効
果
を
庄
倒
し
、，
反
対
に
、
核
所
得
上
昇
額
の
よ
り
大
き
い
核 

所
得
階
層
で
は
就
菌
会
上
昇
に
よ
る
有
業
率
上
昇
効
果
が
核
所
得
上
昇
に
よ
る
有
業
率
低
下
効
果
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
 

最
も
核
所
得
増
加
の
大
き
か
っ
た
最
高
核
所
得
層
近
傍
で
は
、
.核
所
得
増
大
に
よ
る
有
業
率
低
下
効
果
を
圧
倒
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
昭 

三

年

力

ら

臺

年

べQ

変
化
は
就
業
機
会
の
好
転
'が
ー
時
停
止
し
.た
こ
と
.に
.よ
.る
も
の
と
解
せ
ら
_

^
同
様
の
観
測
事
実
は
、
夫
婦
と
一 

五

歳

以

下

資

か

ら

成

る

家

.S

響
有
業
率
に
関
す
る
昭
和三

-;

ハ
年
か
ら
三
九
年
へ
か
け
てQ

変
化
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
た
。
..

(

注
.11)

尾
崎
•
小

尾「

勤
労
家
計
に
お
け
る
有
業
率
の
研
究」

(

季
刊
経
済
分
析
6)

。

'■
,.

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
女
子
有
業
率
.の
時
系
列
趨
勢
と
ダ
グ
ラ
ス

.の
横
断
面
観
測
か
ら
.の
法
則
.と
を

一
応
整
合
的
に
理
解
す
る

こ 

と
力
で
き
る
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
問
題
点
第
二
へ
のj 
..
か
解
答
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
子
の
就
業
機
会
の
好
転
と
い
う
需
要
側
面
の 

事

情

が

、

は

た

し

て

、
.
ロ

 V
V

の

篇

し

た

享

有

業

率
Q

I

的
上
昇
趨
勢
を
説
明
す
字
べ
て

な

の

2

ベ
う
か

。

供
給
側
の
壽
に
つ
い
て
も
：！
ン
グ
は
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
產

用

機

I

具
I

及

が

享

轰

事

か

ら

解

放
す

る

と

い

う

よ
 

労
働
供
給
の
理
論 

.

.

.

.

.

.



う
な

情
況
は
女
子
有
業
率
を
ひ
き
上
げ
る
か
も
し
れ
な
い

供
給
側
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
.
し

が

し

、

分
析
を
こ
の
段
階
に
と
ど
め
る
な
ら
ば
、
研 

究
者
は
、
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い

潜
在
的
諸
因
子
を
列
挙
す
る
こ
と
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

'

家

庭

^
耐
久
消
費
財
の
普
及
を
例
に
と
ろ
う
。

そ
れ
は
確
か
に
家
事
に
要
求
さ
れ
る
時
間
を
減
少
す

-̂
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
所
得
稼
得
の
た
め 

に
拘
束
さ
れ
る
労
働
時
間
以
外
の
処
分
可
能

時
間
を
余
暇
と
よ
べ
ば
、
家
事
へ
の
所
要
時
間
の
減
少
は
余
暇
の
緊
急
性
を
減
少
せ
し
め
る
か
も
し 

れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
余
暇
の
限
界
効
用
を
所
得
の
そ
れ
に
比
べ
て
相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
作
用
を
も
っ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
同
時
に
家 

庭
用
耐
^
^
費
財
へ
の
支
払
い
の
必
要
か
ら
所
得
の
限
界
効
用
は
相
対
的
に
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
反
対
に
，
家
辦
か
ら
の
解
放
に 

よ
っ
て
余
暇
の
新
し
い
利
用
法
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
限
界
効
用
が
上
昇
し
て
、
所
得
の
限
界
効
果
に
対
し
て
相
対
的
に
増
加
す
る
可
能
性
さ 

え

も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。

•

こ
れ
ら
は
明
か
に
、
先
験
的
推
論
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
。
女
子
有
業
率
の
上
昇
傾
向
が
、
就
業
機
会
の
好
転
だ
け
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と 

も
、
所
得
の
限
界
効
用
曲
線
の
相
対
的
上
界
に
も
依
存
す
る
の
か
は
、
余
暇
と
所
得
の
選
好
函
数
を
実
際
討
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
羽
定
で 

き
る
事
柄
で
あ
る
。
実
際
に
そ
の
計
測
を
必
要
と
す
^-
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

火
に
、
は
じ
め
に
提
示
し
た
問
題
の
第
一
点
に
立
ち
戾
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
時
間
と
有
業
率
の
背
反
.的
動
向
が
こ
れ
で
あ
る
。
 

ダ
グ
ラ
ス
は
、
労
働
時
間
の
変
動
も
ま
た
賃
金
と
逆
相
関
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
統
計
的
回
帰
分
析
に
も
と
づ
い
て
示
し
、
供
給
時
間
で
表
示 

さ
れ
た
労
働
の
供
給
11
1!

線
は
、
右
下
り
型
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ダ
グ
ラ
ス
も
、
ま
た
広
沉
な
統
，計
的
実
証
分
析
を
展
開
し
た
ロ
ン
グ
も
、
有
業
率(

人
員)

の
変
動
因
子
と
労
働
時
間
の
変
動
因
子
を 

個
々
別
々
に
探
究
し
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
連
に
っ
い
て
は
、
積
極
的
な
考
察
が
加
え
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
両
者
は
な
ぜ
反
対
方

向
に
動
く
の
か
。

.
 

.

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ジH

ボ
ン
ズ
以
降
改
置
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
労
働
供
給
の
人
員
と
時
間
と
い
う
二
つ
の
次
元
に
関
す
る
供
給

行
動
の
定
量
的
総
合
理
論
へ
の
出
発
点
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
。

nr

総
合
的
理
論
の
設
定

1

理
論
的
課
題

か
く
て
、
理
論
的
課
題
は
次
の
ニ
点
に
し
ぼ
ら
城
沾
。

第

一

•
所
与
の
賃
金
率
に
対
す
る
最
適
労
働
供
給
時
間
決
定
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
。
，
'

第

二

•
特
定
の
就
業
機
会
へ
の
就
業
を
受
諾
す
る
か
拒
否
す
る
か
を
選
択
す
る
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
。

労
働
供
給
理
論
が
従
来
扱
っ
て
き
た
第
一
点
、
す
な
わ
ち
所
与
の
賃
金
率
に
対
す
る
最
適
供
給
時
間
決
定
の
機
構
が
、
免
务
か
ぬ
务
•
撕
の
決 

定
過
程
の
説
明
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
供
給
者
の
労
働
時
間
調
整
が(

所
与
み
賃
金
率
に
.対
し
て)

そ
の
意
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う 

条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
供
給
者
が
自
営
業(

農
業
は
一
つ
の
典
型)

に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
条
件
は
ほ
ぼ
妥
当
す
る 

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、発
展
の
現
段
階
に
.お
け
る
雇
用
労
働
市
場
の
一
つ
の
菡
本
的
な
性
格
が
自
営
業
中
心
の
体
系
と
異
る
の
は
、労
働
需
要
侧 

が
潜
在
的
供
給
者
に
対
し
て
示
す
労
働
条
件
が
、
賃
金
率
だ
け
で
は
な
く
、
賃
金
率
と
斯
め
か
li
>
ゆ
剛
の
組
合
せ
か
ら
成
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

需
要
側
が
な
ぜ
指
宠
時
間
を
定
め
て
提
示
す
る
か
.と
い
う
こ
と
は
現
代
の
生
産
技
術
と
密
■接
な
関
係
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
れ
に 

立
入
る
と
き
で
は
な
い
。
要
は
、
雇
用
労
働
市
場
へ
の
労
働
供
給
者
の
供
給
行
動
は
、
示
さ
れ
た
賃
金
率
の
も
と
で
労
働
時
間
の
最
適
調
整
を
行 

う
と
い
う
よ
り
も
、
賃
金
率
と
所
定
労
働
時
間
の
組
合
せ
で
示
さ
れ
た
就
業
の
機
会
を
受
諾
す
る
か
拒
否
す

る
か
の
選
択
を

行
う
点
に
特
質
が
あ 

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
特
定
の
指
定
時
間
と
賃
金
率
の
就
業
機
会
へ
の
就
業
を
受
諾
し
た
労
働
者
が
、
全
然
労
働
時
間 

を
調
整
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
実
際
、
早
退
、
遅
刻
、
残
業
、
欠
勤
な
ど
の
形
で
多
少
の
調
整
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
頻 

繁
な
欠
勤
や
遅
刻
、
早
退
を
く
り
返
せ
ば
そ
の
職
場
へ
の
継
続
就
業
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
、
.社
会
学
的
、
心
理
学
的
、
制
度
的
耍
因
が
存
在
す 

労
働
供
給
の
理
論 

一
五

.

ニ

五

)



一
六
ニ
六

)

る
こ
と
、
ま
た
反
対
に
過
度
の
残
業
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
条
件
の
存
在
す
る
こ
と
は
誰
の
自
に
も
明
か
な
経
験
的
識
で
あ
る
。
従
っ
て
、
多 

少
の
間

整
の
令
也
は
あ
る
に
せ

よ

、

雇
用
労
働
市
場
へ
'の
労
働
供
給
は
、
指
定
時
間
と
賃
金
率
の
特
定
の
組
合
せ
を
受
入
れ
る
か
否
か
の
判
断
に 

も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

注
1 2)

以
下
の
所
論
は「
労
働
供
給
の
理
論」

(

未
刊)

に
よ
る
。

ノ

か
く
て
、
供
給
者
が
需
要
側
の
提
示
し
た
就
業
機
会(

賃
金
率•

労
働
時
間
の
組
合
せ)

を
受
諾
就
業
し
た
状
態
と
、
拒
否
し
た
状
態
と
を
比
較
丨 

選
択
す
る
図
式
を
設
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、

こ
の
選
択
の
結
果
と
賃
金
率
と
の
関
係(

指
定
労
働
時
間
を
一
定
に
保
持
し
た
場
合
の)

こ
そ 

が
人
員
に
関
す
る
供
給
函
数
を
与
免
るQ

.
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
人
負Q

次
元
に
関
す
る
供
給
匿
は
指
定
労
働
時
間
の
値
-
^
か
ん
に
よ
っ
て 

変
位
す
る
こ
と
を
%•
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
特
定
の
就
業
機
会
を
拒
否
し
た
状
態
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

.で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
当
該
供
給
者
の
零
労
働
時
間
と
彼
の
属
す
る 

家

計

、̂

,
他

の
収
入
機
会
か
ら

稼
得
す
る
収
入
の
組
合
せ
か
ら
成
る
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
雇
用
労
働
市
場
へ
の
供
給
者
が
自
営
業
家
計
の
構
成 

員
で
あ
る
場
合
に
は
、
提
示
さ
れ
た
履
用

労
働
機
会
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他

の

構

寶

'が
稼
得
す
る
収
入
とliN

労
働
時
間
の
組
合
せ
を 

得
る
か
、
ま
た
は

自
ら
も
自
営
業
の
追
加
所
得

造
出

活
動

•に

従

摩

し

て

自

営

業

へ
の
従
業
労
働
時
間
と
、
あ
る
額
の
家
計
所
得
の
組
合
せ
を
保
持

す
る
状
態
で
あ
る
。

.
 

.

.

.

供
給
者
が
勤
労
家
計
の
構
成
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
彼
は
所
定
の
労
働
時
間
と
賃
金
率
の
組
合
せ
を
受
諾
す
る
か
、
又
は
拒
呑
し
て
零
労
櫊
時

間
と
核
収
入
の
み
r
依
存
し
て
生
活
す
る
状
態
を
選
ぶ
力
の
選
択
が
行
わ
れ
る

こ
の
選
択
の
結
果
は
三
つ
の
因
子
に
依
存
す
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
就
業
機
会
の
性
質(

賃
金
•
労
働
時
間
の
組
合
せ)

、
 

第
二
は
、
就
業
を
拒
否
し
た
と
き
の
家
計
の
収
入
状
態
で
あ
り
、
第
三
は
、
家
計
構
成
員
の
労
働
時
間
と
所
得
の
選
択
に
関
す
る
嗜
好
状
態
で
あ 

る
。
I f

c

業

拒

否

状

態

で

の

所

得

は
、

勤
労
家
計
に
つ
い
て
は
核
収
入
に
よ

っ

て

、

自
営
業
家
計
に
お
い
て
は
自
営
業
の
所
得
造
出
の
技
術
的
お
よ

び

経

済

的

条

件(

生
産
物
価
格)

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。

第
三
の
点
は
人
員
の
次
元
に
お
け
る
供
給
機
構
を
解
明
す
る
た
め
に
も
家
計
構
成
員
の
労
働
時
間
と
所
得
に
関
す
る
選
好
状
態
を
考
察
せ
ね
ば 

な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。_
こ
の
労
働
時
間
と
所
得
の
選
好
状
態
を
陽
表
的
に
量
的
実
証
研
究
の
領
域
で
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し 

て
は
、

ラ

グ

ナ

ー•
フ
，リ
ッ‘ゾ
ュ
の
先
駆
的
研
究
を
ま
ず
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
.フ
リ
ッ
シ
ュ
の
分
析
は
、
賃
金
率
の
変
化
に
対
す
る 

最
適
供
給
時
間
の
変
化
を(

平
均
個
人
を
主
体
と
し
て)

扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

時

間

.
賃

金

の

組

合

せ

に

対

す

る

諾

西

の

過

程

を

分

^

し
た
の 

で
は
な
か
っ
た
。
人
員
.の
次
元
に
関
す
る
供
給
機
構
を
解
明
す
る
に
は
、
最
適
時
間
決
定
に
関
す
る
理
論
的
装
置
を
さ
ら
に
就
業
機
会
の
諾
西
の 

決
定
に
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2

有
業
率
と
労
働
時
間
の
分
析
の
総
合
さ
れ
な
か
っ
た
.理
由
と
そ
れ
が
供
給
研
究
に
与
え
た
障
害

従
来
、
人
員
に
関
す
る
供
給
研
究
と
時
間
'に
関
す
る
供
給
研
究
と
が
個
々
別
々
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
ニ
つ
の
点
に 

帰
着
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
第
一
.
は
、
現
代
雇
用
労
働
の
就
業
機
会
が
、
時
間
と
賃
金
の
組
合
せ
か
ら
成
り
、
調
整
の
範
囲
は
せ
ま
. 

い
と
い
う
事
実(

制
度
的
条
件)

に
積
極
的
評
価
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
は
、
就
藥
機
会
の
諾
否
に
関
す
る
理
論
が
開
発
さ
れ
な
か
っ
た
こ 

と
、
.
で
あ
る
。. 

-

.

.さ
て
、
こ
の
側
而
の
考
察
の
欠
如
は
、
ニ
.つ
の
次
元
で
の
.研
究
が
個
々
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
は
、
 

労
働
時
間
の
次
元
に
関
す
る
量
的
実
証
的
供
給
研
究
上
の
阻
害
因
子
に
も
な
.っ
て
ぃ
た
。

労
働
供
給
時
間
の
巨
視
的
定
量
的
研
究
で
は
、
統
計
的
回
帰
.分
析
の
形
で
、
少
か
ら
ぬ
暈
の
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
家
計
単
位
の 

観
測
資
料
か
ら
の
分
析
は
、
後
に
述
べ
る
.理
由
も
あ
っ
て
、
合
衆
国
に
お
い
.て
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
典
型
的
.な
も
の
に 

は
、
.P
ゥ
ゼ
ッ
ト
と
ミ
ン
サ
ー
に
よ
る
統
計
的
回
帰
分
析
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
計
单
位
の
調
査
資
料
は
、
ダ
グ
ラ
ス
ー
有
沢
法
則
が
示 

.唆
す
る
と
お
り
、
！

nl

視
的
^
系̂
列
よ
り
も
格
段
に
豊
富
な
情
報
を
与
え
る
。

ロ
ゥ
ゼ
ッ
ト
の
J
IIJ
fL3は
、
独
立
変
数
に
夫
の
収
入
を
、
従
属
変
数
に 

労
働
供
給
の
理
論 

ー

ヒ
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二

八

)

妻
の
労
働
供
給
量
の
指
標
を
と
っ
て
回
帰
分
析
に
よ
っ
て
、
供
給
函
数
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
1 :
*
の

労
働
供
給
時
間
の
測 

矩
.に
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。

ロ
ゥ
ゼ
ッ
ト
が
使
っ
た
消
費
者
金
融
調
査
資
料
.

(

合
衆
国
労
働
統
計
局
の
家
計
調
莶
資
料
で
は
核
収
入
と
非
核
収
入
を 

区
別
す
る
こ
と
が
極
め
.て
.困
難
で
あ
る)

で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
.同
様
労
働
時
間
の
報
告
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

ロ
.ゥ
ゼ
ッ
ト
の
研
究
で
は
、
 

夫
の
，収
入
に
対
す
る
妻
の
収
入
の
比
率
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
妻
の
供
給
量
の
指
標
と
み
な
す
と
い
う
妥
協
的
方
向
が
採
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の 

処
置
が
妥
当
で
あ
る
.た
め
に
は
妻
の
時
間
当
り
賃
金
と
夫
の
そ
れ
の
比
率
が
家
計
間
で
等
し
く
か
つ
夫
の
労
働
時
間
は
家
計
間
で
等
し
い
と
い
う 

別
個
検
証
の
て
だ
て
を
欠
く
前
提
を
必
要
と
す
る
。

ミ
ン
サ
ー
の
研
究
で
は
、
特
定
の
家
計
グ
ル
ー
プ
の
妻
の
生
涯
に
わ
た
る
総
供
給
労
働
時
間(

マ
ン
ァ
ヮ)

の
近
似
的
指
標
と
し
て
有
業
率
が
採 

用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
よ
い
近
似
と
な
る
た
め
に
は
、
妻
の
供
給
労
働
時
間
の
生
涯
に
お
け
る
配
分
が
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
る
と
い
う
未 

確

認

の(

そ
し
て
恐
ら
く
琪
実
に
遠
い)

前
提
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
.

し
か
し
，
こ
の
よ
う
な
妥
協
^
資
料
の
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
分
析
武
器
の
整
備
の
程
度
に
過
半
の
貴
任
の
あ
る
こ
と
を
杏
定
で
き
な 

い
。
こ
の
間
の
襄
情
は
、
あ
た
か
も
、
消
費
分
析
に
自
由
市
場
で
の
家
計
調
迤
結
果
を
利
用
す
る
場
合
と
、
配
給
制
度
下
の
家
計
調
齑
を
使
う
場 

合
に
た
と
え
ら
れ
よ
う
。
種
々
の
価
格
と
最
適
購
入
量
の
関
係
を
知
る
に
は
、
前
者
の
資
料
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
後
者
の
資
料
か
ら
、
最
適
購 

入
量
を
示
す
需
要
函
数
を
求
め
る
に
は
、
特
定
の
単
価
と
配
給
量
の
組
合
せ
か
ら
な
る
財
の
.購
入
機
会
を
受
諾
す
る
か
拒
否
す
る
か(

い
わ
ゆ
る
配 

給
辞
退)

の
二
者
択
一
の
行
動
を
最
適
購
入
贵
に
関
す
る
需
要
函
数
な
い
し
選
好
函
数
-
-の
関
速
に
お
い
て
説
明
す
.る
理
論
を
構
成
し
、
こ
の
図 

式
を
媒
介
と
し
て
、
需
要
函
数
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
員
の
次
元
に
関
す
る
供
給
行
動
の
資
料
だ
け
を
用
い
て
、
余
暇
I
 

所
得
選
好
函
数
お
よ
び
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
最
適
供
給
時
間
を
決
定
す
る
供
給
函
数
を
測
定
す
る
の
は
配
給
経
済
体
系
下
の
家
計
調
査
資
料
か
ら 

財
の
選
好
函
数
と
需
要
函
数
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
と
類
推
的
で
あ
る
。

(

注
13) 

Rosett: 

W
o
r
k
i
n
g

 

(studies in Householdwcnonomic'.Bella vior).

(

注
14) 

J. Mincer : Labor Force Participation of Married W
o
m
e
n

 

(Aspects

aLabor Economics).

.

こ
こ
に
新
し
く
提
示
さ
れ
た
、
人

員

•
時
間
の
両
次
元
に
関
す
る
総
合
的
供
給
理
論
の
解
析
的
内
容
に
立
入
る
こ
と
は
他
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば 

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
基
本
的
な
性
格
を
述
べ
る
に
と
ど
め
よ
う
。

労
働
供
給
理
論
は
、
.次
の
観
測
事
実
を
同
時
.に
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
も
の
で
.な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

明
か
に
さ
れ
た
。

.
⑴

横
断
面
資
料
で
確
認
さ
れ
る
有
業
率
曲
線
の
右
下
り
傾
向
。
す
な
わ
ち
、.
核
収
入
の
よ
り
高
い
家
計
群
で
は
、
有
業
率
は
よ
り
低
い
と
い 

う
傾
向
。

⑵

横
断
面
有
業
率
曲
線
⑴
の
時
系
列
的
変
動
。

⑶

女
子
有
業
率
の
趨
勢
的
上
昇
。
 

, 

⑷

労
働
時
間
の
趨
勢
的
短
縮
。

こ
れ
に
応
え
る
定
量
的
理
論
の
概
要
を
以
下
に
示
そ
う
。

も
っ
と
も
基
本
的
で
か
つ
简
単
な
場
合
か
ら
入
る
た
め
に
は
、
核
収
入
者
で
あ
る
.夫
と
、
非
核
家
計
構
成
員
で
あ
る
妻
と
か
ら
成
る
家
計
を
考 

え
よ
う
。
い
ま
、
こ
の
家
計
の
妻
に
特
定
の
指
定
労
働
時
間
と
賃
金
率
の
組
合
せ
か
ら
成
る
就
業
機
会
A
が
示
さ
れ
て
い
て
、

需

要

者(

企
業) 

は
"

_
が
就
業
を
受
諾
す
れ
ば
常
に
雇
用
す
る
用
意
が
あ
る
I
が
と
し
よ
う
。
こ
の
家
計
の
妻
が
機
会
A
に
応
じ
る
か
ど
う
か
は
核
収
入
の
水
準 

に
依
存
す
る
。
低
い
核
収
入
状
態
に
お
か
れ
れ
ば
、
妻
は
A
を
受
け
入
れ
て
追
加
所
得
.を
稼
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
.核
収
入
の
高
い
領
域
で
は
機
会 

'
A
.に
応
じ
な
い
で
あ
ろ
、う
。
実
験
的
に
核
収
入
水
準
を
変
化
せ
し
め
た
と
す
れ
ば
、
機
会
<
|
の
受
諾
も
拒
否
も
無
差
別
で
あ
る
よ
う
な
核
収
入
水 

準
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
，で
あ
る
。
こ
の
水
準
を
臨
界
核
所
得
と
よ
ぶ
こ
と

に
す
る
。
す
な
わ
ぢ
核
収
入
、が
臨
界
核
所
得
以
下
で
あ
れ
ば
妻
は
機
会 

A
に
就
業
し
，
臨
界
核
所
得
以
上
で
あ
れ
ば
拒
否
す
る
。

.
個
々
の
家
計
の
臨
界
核
所
得
は
三
つ
の
因
子
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。.
第
一
は
非
核
構
成
員
に
対
し
て
示
さ
れ
た
賃
金
率
、
第
二
は
指
定
労
働
時 

，労
働
供
給
の
理
論 

. 

一
L
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問
V
:第
三
は
家
計
ゆ
余
暇
と
所
得
の
選
択
に
関
す
る
嗜
好
状
態
.で
あ
る
。
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ン

さ
て
1、
相
等
じ
い
'核
収
入
水
準
、
例
え
ば
核
収
入
五
万
円
.の
家
計
の
み
か
ら
成
る
一
つ
の
家
計
群
を
考
え
よ
う
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
家
計
の
構 

成
員
は
い
ず
れ
も
、
' 夫
と
妻
で
あ
る
。
こ
.の
.、グ
ル
.丨
プ
の
.妻
に
就
業
機
会
人
が
提
示
さ
れ
た
.と
し
.よ
う
。
.も
し
す
ベ
て
の
家
計
の
臨
界
核
所
得
が
. 

相

等

し

け

れ

ば

こ.の
家
計
群
の
.妻
の
行
動
は
相
互
に
相
等
し
い
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
機
会
<
!
に
就
業
す
る
か
す
べ
て
就
業
し
な
い
か
の
ど
ち
ら
か 

で
あ
る
。
か
り
に
群
内
全
家
計
の
隞
界
核
所
得
が
兰
万
円
で
あ
っ
た
と
す
れ
.ば
、
ど
の
家
計
の
妻
.も
就
業
し
な
い
。
核
収
入
五
万
円
は
臨
界
所
得 

以
上
だ
か
ら
で
あ
る
。
.ま
た
こ
0
家
許
群
内
の
全
家
計
の
臨
界
核
所
得
が
六
万
円
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
す
べ
て
の
凄
は
就
業
す
る
こ
と
に
な 

る
。
な
ぜ
な
ら
"
各
家
計
の
核
所
得(

五
方
円)

は
臨
界
核
所
得(

六
万
円)

よ
り
低
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ず
べ
て
の
家
計
の
臨
界
核
所
得
が
相
^
し
け
れ
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
妻
の
有
業
率
は
零
又
は
一
の
い
ず
れ
か
以
外
の
値
を
と
る
こ 

と
は
な
い
。
し
か
し
、
観
測
事
実
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
.同

一
核
所
得
を
も
つ
階
層
の
家
計
群
の
斐
の
有
業
率
は
、
多
く
の
核
所
得
階
層
に 

お
い
て
零
と
.一
の
間
に
あ
る
t
と
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
核
所
得
階
層
内
の
個
々
の
家
計
の
間
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
臨
界
核
所
得
の
値 

が
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

今
 

従
っ
て
、
同

-*
核
所
得
を
も
つ
家
計
か
ら
成
る
任
意
の
家
計
群
の
内
部
で
臨
界
核
所
得
は
固
有
の
確
率(

密
度)

分
布
に
従
y
も
の
と
考
え
ね
ば 

な
ら
な
い
.。
'：
こ
の
臨
界
核
所
得
の
確
率
密
度
分
を
.マ
ィ
ナ
ス
無
限
大
か
ら
当
該
‘グ
ル
ー
プ
の
核
所
得
水
準
史
で
積
分
す
る
と
、
こ
の
定
積
分
の
値 

は

こ

の

グ

ル

ー

プ.の
.妻
の
非
就
業
確
率
を
与
え
る
。
核
所
得
よ
り
も
臨
界
核
所
得
が
小
さ
い
も
の
は
非
就
業
で
あ
り
大
き
い
も
の
は
就
業
す
る
か 

ら
で
あ
る
。
こ
の
非
就
業
確
率
を
一
か
ら
引
，い
た
も
の
は
有
業
率
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
有
業
率
曲
線
の
時
系
列
変
動
に
関
す
る
観
測
事
夾 

(

前
述)

に
よ
っ
て
.家
計
の
非
核
構
成
員
に
提
示
さ
れ
た
賃
金
率
が
高
い
ほ
ど(

他
の
因
子
を
一
定
と
し
て)

臨
界
核
所
得
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
 

又
逆
は
逆
で
あ
る
。
.提
示
さ
れ
た
指
定
労
働
時
間
が
長
い
ほ
ど
臨
界
核
所
得
は
低
い
で
あ
ろ
う
、
同
様
に
逆
は
.逆
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、.
夫
を
核
収
入
者
と
し
て
、
妻
を
非
核
構
成
員
.と
す
る
家
計
グ
ル
ー
ブ
の
非
核
構
成
員
に
所
与
の
賃
金
率
と
労
働
時
間
の
組
合
せ
で

あ
ら
わ
さ
れ
る
就
業
機
会
が
提
示
さ
れ
た
と
き
、

わ
れ
わ
れ
が
観
測
す
る
こ
と
と
な
る
核
所
得
階
層
別
有
業
率
曲
線
は
、
当
該
ダ
ル
ー
プ
り
臨
界 

所
得
.の
確
率(

密
度)

分

布

の

累

積

曲

線

(

確
率
分
布
|0
!
線)

に
ほ
か
な
ら
.な
い
の
で
あ
る
。

妻
に
対
し
セ
開
か
れ
た
就
業
機
会(

貨
金
率
と
指
定
労
働
時
間
で
あ
ら
わ
さ
れ
る)

が
好
転
す
れ
ば
臨
界
核
所
得(

密
度)

分
布
は
臨
界
核
所
得
軸 

上
を
右
へ
動
く
か
ら
、
有
業
率
||
]
.
!線

は(

核
収
入
を
横
軸
、有
業
率
を
縦
軸
と
し
て)

上
方
べ
変
位
す
る
。

ロ
.ン
グ
の
指
摘
す
る
女
子
有
業
率
の
上
昇
機 

.構
は
こ
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
年
度
に
お
い
て
観
測
さ
れ
た
妻
の
有
業
率
曲
線
の
形
状
は
、
現
行
の
収
入
機
会
の
状
況
を 

所
与
と
し
て
、
臨
界
核
所
得
分
布
の
形
状
に
一
対
一
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
臨
界
核
所
得
分
布
の
形
状
は
、
個
々
の
家
計
間
に
お
け
る
余
暇 

(

ま
た
は
労
働
時
間)

と
所
得
の
選
好
状
態(

無
差
別
|»
!
線
群)

の
確
率
分
布
の
形
状
に
一
対
一
に
対
応
し
て
い
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
現
行
の 

%
の
質
金
率
と
、
指
定
労
働
時
間
が
わ
.か
っ
て
い
れ
ば
、

有
業
‘率
曲
線
か
ら
余
暇
と
所
得
の
無
差
別
曲
線
の
形
状(

そ
の
解
析
的
な
形
と
確
率
分 

布)

.を
逆
に
推
矩
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

,

さ
て
、
上
に
述
べ
た
臨
界
核
所
得
分
布
を
分
析
要
具
と
す
る
労
働
供
給
機
構
の
分
析
方
法
は
、
家
計
の
非

核
構
矶
入

員

が

一人
の

場

合

の

み
に 

限
矩
さ
れ
る
も
の
、で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
詳
細
に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
任
意
の
家
計
人
員
11
の
家
ft
群
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

就
業
機
会
の
諾
赉
に
関
す
る
こ
の
理
論
の
特
質
は
、
供
給
主
体
が
機
会
，を
受
諾
し
た
場
合
の
選
好
指
標
を
、
拒
否
し
た
と
き
の
そ
れ
と
比
較
す 

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
体
系
の
解
は
核
収
入
.と
賃
金
率
の
速
続
的
な
変
化
に
対
応
し
て
、
指
定
労
働
時
間
又
は
零
時
間
の
ニ
つ
の
間
を
不
連
続
に 

変
化
す
る
。
：従
っ
て
、(

臨
界
核
所
得
分
布
か
ら
有
業
率
ti
l
l線
を
求
め
る
過
程
で
積
分
は
行
わ
れ
る
が)

こ
の
体
系
に
は
所
与
の
環
境
、の
も
と
に
お
け
る
1 

適
化
演
算
を
お
こ
な
う
解
析
学
的
操
作
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
選
好
函
数
の
。ハ
.ラ
メ
タ
の
推
定
あ
た
っ
て
は
、
観
測
さ
れ
た
有
業
率
曲
線
と
よ
く 

近
似
す
る
よ
う
な
臨
界
核
所
得
分
布
の
定
積
分
値(

有
業
率
の
理
論
値)

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
•そ
の
よ
う
に
余
暇
所
得
選
好
函
数
の
パ
ラ
メ
タ
の 

値

を

(

経
験
的
に
妥
当
な
指
定
労
働
時
間
と
実
測
さ
れ
た
賃
金
率
の
も
と
で)

決
定
す
る
。
で
あ
る
か
-ら
、
パ
ラ
メ
タ
の
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
近
似
直 

か
ら
出
発
し
て
|
種
の
.シ
ミ
ネ
レー

シ
.
ョ
ン
を
行
う
こ
.と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て

測
定
さ
れ
た
余
暇
所
得
選
好
函
数
を
用
い
て
、
種
々
の
核
所
得
水
準
と
賃
金
率
に
対
す
る
最
適
供
給
時
間
を
与
え
る
労
働
時 

間
に
関
す
る
供
給
函
数
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
と
で
は
、
選
好
函
数
の
.パ
テ
メ
タ
の
決
定
に
よ
り
く
わ
し
く
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
測
定
結
果
の
な
か
で
定
性
的
に
表
現
で
き
る 

も
の
を
述
べ
て
、
そ
の
経
済
発
展
過
程
に
お
け
る
意
味
を
明
か
に
し
た
い
と
お
も
う
。

*■

IV

結
果
と
そ
の
含
意
-

-

-

-

-

-

-不
可
逆
性
-

-

-

-

以
下
に
、
分
析
の
帰
と
そ
の
含
意
を
述
べ
よ
う
。.
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
昭
和
三
〇
^

i
三
三
年
の
成
年
世
帯
人
員
三
人
の
家
討
に
関
す
る
家 

計
調
查
資
料
•
#集
計
お
：よ
び

、

昭
和

 
一
ニ
六
丄
ー
ー
九
年
の
夫
婦
と
不
特
定
数
の
未
成
年
世
帯
人
員

か
ら
度
る
家
計
に
関
す
る
家
計
調
查
資
料
再
集
則 

を
使
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
選
好
西
数
の
解
析
的
な
形
に
は
、
特
記
し
た
場
合
を
別
と
し
て
所
得
と
余
暇
に
関
す
る
対
数
線
型
式
を 

採
用
し
た
。

以
下
の
埽
結
は
、
他
の
選
好
函
数
の
形
に
つ
い
て
の
計
測
結
果
が
得
ら
れ
た
と
き
に
は
改
め
て
吟
味
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま 

で
も
な
い
。
採
用
さ
れ
た
選
好
函
数
は
現
在
入
手
可
能
な
資
料
に
関
す
る
限
り
、
第
一
次
近
似
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
の 

帰
結
は
こ
■の
近
値
の
成
立
す
る
範
囲
内(

す
な
わ
ち
、
観
測
さ
れ
た
変
数
の
値
办
近
傍)

に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲 

外
に
つ
い
て
は
此
後
の
検
討
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
よ
グ
広
範
囲
な
資
料
が
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

W

労
磡
人
員
に
関
す
る
供
給
量
は
、
核
収
入
の
増
大
と
共
に
減
少
し
、

構
成
員
に
提
示
さ
れ
た
賃
金
の
上
昇
と
共
に
増
大
す
る
。

す
な
わ

'
ち
、
ダ
グ
ラ
ス
•
有
沢
法
則
は
、
余
暇—

所
得
の
選
好
函
数
と
効
用
指
標
極
大
化
の
原
理
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
"

对

核

仪

入

が

噌

!/
|
1す
る
と
非
核
櫞
成
員
の
供
給
労
働
時
間
を
減
少
せ
し
め
る
が
、
.ま
た
さ
ら
に
、
非
核
構
成
員
に
示
さ
れ
た
賃
金
率
の
上
昇

は
非
核
構
成
員
の
供
給
労
働
時
間
を
増
加
せ
し
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
労
働
供
給
人
員
の
観
測
か
ら
間
接
的
に
測
定
さ
れ
た
時
間
に
関 

す
る
供
給
ス
ヶ
デ
ュ
ル
が
非
核
賃
金

率
に
関
し
て
右
上
り
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

㈧

以
上
の
掃
結
に
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
亊
実
を
見
出
す
。

す
な
わ
ち
、

試
み
ら
れ
た
選
好
函
数(

二
次
形
式
お
よ
び
対
数
線
型)

の
範 

囲
に
関
す
る
限
り
、
核
所
得
の
大
ぎ
い
家
計
群
に
お
.け
る
ほ
ど
所
得
の
限
界
効
用
曲
線
は
余
暇
.の
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
と
判
定 

さ
れ
る
。

‘
核
所
得
の
よ
り
大
き
い
家
計
群
に
お
い
て
は
所
得
の
限
界
効
用
曲
線
は
余
暇
の
そ
れ
に
比
べ
て
相
対
的
に
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
と
ず
れ
ば
、
 

こ
れ
は
家
計
の
所
得
の
限
界
効
用
曲
線
の
相
対
的
位
置
が
過
去
に
お
け
る
核
所
得
の
水
準
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ 

て
、
過
去
に
お
け
る
よ
り
多
く
の
.家
計
所
得
の
享
受
は
、
習
慣
形
成
を
通
じ
て
、
所
得
の
限
界
効
用
曲
線
を
上
方
に
お
し
あ
げ
、
他
の
辦
情
を
一 

矩
と
す
る
な
ら
ば
、
非
核(

中
高
年
女
子
を
含
む)

有
業
率
は
上
方
に
変
位
す
る
傾
向
に
あ
る
'と
解
せ
ら
九
る
。
実
際
こ
の
帰
結
は
、
.女
子
有
業
率
の 

歴
史
的
上
昇
傾
向
と
整
合
的
で
あ
る
の
は
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
核
収
入
の
効
果
，が
、
こ
の
暫
定
的
帰
結
が
此
後
く
り
返
し
確
認
さ
れ
る
な
ら 

ば
女
子
賃
金
と
指
定
労
働
時
間
に
何
ら
の
変
化
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、

女
子
有
業
率
は
傾
向
的
上
昇
を
き
た
す
も
の
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
で 

あ
ろ
う
。

㈡

女
子
有
業
率
の
上
昇
と
労
働
時
間
短
縮
と
が
並
存
し
た
の
は
、.
労
働
時
間
に
つ
い
て
.は
.核
収
入
の
効
果
が
、
有
業
率
に
つ
い
て
は
女
子
賃 

金
の
効
果
が
、
そ
れ
ぞ
れ
優
越
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

0
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
供
給
函
数
の
特
性
の
も
つ
意
味
に
立
入
っ
て
考
察
を
与
え
よ
う
。
こ
れ
は
労
働
供
給
行
動
の
特
性
が
、
経
済
体
系 

の
中
で
均
衡
の
岛
動
恢
復
作
用
'^
さ

ま

た

げ

る

一
つ
の
不
安
定
因
子
と
し
て
働
き
そ
の
作
用
は
不
可
逆
的
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

い
ま
、
何
ら
か
の
^
情
に
よ
っ
て
、
成
年
男
子
賃
金
の
低
下
が
発
生
し
た
と
し
よ
う
。
-.」

れ
は
、
た
だ
ち
に
家
計
.に
お
.け
る
核
収
入
の
低
下
を 

ひ
き
お
こ
す
。
核
収
入
の
低
下
は
、
女
子
貴
金
率
を
所
与
と
す
れ
ばS

に
.よ
.っ
て
有
業
率
を
上
昇
せ
し
め
る
。
女
子
労
働
の
需
要
を
一
定
と
す
る 

.
労
働
供
給
の
理
論
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ニ
四
'(

ニ
四
-

)

•
な

ら

ば

、
.
女

子

賃

金

率

は

低

下

せ

ざ

る

を

得

な

い

し
、
ま
た
指
定
時
間
の
延
長
'が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。

•
.

■.
.

女
子
労
働
の
需
要
量
が
マ
ン
ァ
ヮ
で
計
っ
て
一
定
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
女
子
の
履
用
人
員
数
.の
減
少
が
、
労

働

時

間

の

延

長

と

共

に

、
.
発
生
す 

る
で
ろ
う
。

 

：

.

.

実
際
に
は
、

こ
の
過
程
で
所
得
低
下
か
ら
お
こ
る
有
効
需
要
の
減
少
に
よ
っ
てi

i

要
'マ
シ
ァ

ヮ
•が
減
少
し
て
'
核

労

働

者

の

.
所
-#
を
減
少
さ
せ 

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
女
子
労
獅
の
供
給
量
は
増
加
し
て
、
そ
の
賃
金
は
低
下
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

賃
金
の
累
積
的
低
落
に
対
す
る
有
効
な
歯
止
め
は
、
供
給
行
動
自
体
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
賃
金
は
社
会
学
的
心 

理
学
的
制
度
的
な
意
味
を
含
め
た
最
低
生
存
費
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
低
落
を
.止
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
態
は
持
続
的
安
定
成
長
と
は 

相
容
れ
な
い
。
 

'

こ
れ
に
対
し
て
安
矩
的
成
長
過
程
に
お
け
る
供
給
行
動
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
核
収
入
に
対
す
る
非
核
労
働
時
間
の
供
給
曲
線
の
右
下 

り
と
、
核
収
入
の
述
鎖
反
応
的
な
低
下
の
伴
う
機
構
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
、
上
記
の
賃
金
低
下
に
関
す
る
不
安
定
過
程
は
、
こ
の
場
合
に
は 

ち
ょ
う
ど
反
対
に
作
用
し
て
、
限
り
な
い
発
散
過
程
を
た
ど
る
こ
と
'に
な
ろ
う
。
し
か
し
、S

の
習
慣
形
成
過
程
に
よ
っ
て
、
そ
の
反
応
は
非
可 

逆
的
で
あ
る
。

成
長
過
程
に
お
い
て
核
所
得
と
し
て
め
成
年
男
子
賃
金
が
上
.昇
す
れ
ば
そ
の
限
り
で
は
女
子
の
供
給
量
は
減
少
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
家
計
所
得
の
上
昇
に
よ
っ
て
所
得
の
限
界
効
用
動
線
の
上
方
変
位
が
同
時
に
.お
こ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
女
子
労
働
需
要
の
増
大
に
よ 

っ
て
誘
発
さ
れ
る
女
子
貨
金
の
上
昇
は
、
上
方
変
位
を
欠
く
場
合
よ
り
.も
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な

る

。

女
子
労
働
力
需
要
の
增
大
が
緩
慢
な
ら 

ば
、
赁
金
の
上
昇
率
は
極
め
て
ゆ
る
や
か
か
ま
た
は
低
下
さ
え
も
ひ
き
お
こ
す
か
も
し
.れ
な
い
。
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
習
慣
形
成
の
速
度
と
女
子 

労
働
需
袈
増
加
の
相
対
的
な
大
き
さ
に
依
存
す
る
。
 

.

し
か
し
、
こ
こ
で
特
徴
的
な
点
は
、
安
宠
的
成
長
が
持
続
す
れ
ば
、
㈧

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
女
子
賃
金
の(

低
落
過
积
で
下
方
向
に
発
也
し
た
も
.

の
を
反
対
に
ひ
き
な
お
し
た
ょ
ぅ
な)

累
積
的
加
速
度
的
上
昇
は
起
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

， 

•

こ
の
不
可
逆
的
過
程
の
ゆ
え
に
、
賃
金
の
変
動
は
低
落
方
向
に
は
も
ろ
く
、
上
昇
方
向
に
は
比
較
的
安
定
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
持 

続
的
成
長
を
達
成
す
る
た
め
に
は
経
済
体
系
に
お
い
て
賃
金
の
累
積
的
低
下
に
対
す
る
制
度
的
な
歯
止
め
が
必
要
.で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

- 

*

 

...
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附
記
こ
の
稿
は
教
授
就
任
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
•

労
働
供
給
の
理
論
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