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本
橘
は
、
本
誌
が
社
会
学
部
二
○
周
年
記
念
の
特
災
号
と
し
て
主
と
し
て
社
会
科
会
の
力
法
上
の
問
題
を
そ
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
な
る
べ
く
そ
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
な
と
り
あ
げ
か
た
を
し
た
。
判
例
の
評
釈
に
近
い
が
、
評
釈
に
亟
点
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
法
学
者
の
間
で
は
、
判
決
の
論
旨
（
判
旨
）
を
解
釈
学
的
に
論
ず
る
の
を
「
判
例
評
釈
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
裁
判
官

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

五
九

''’三二一
、、、、 就

業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

は
じ
め
に

秋
北
パ
ス
事
件
蛇
高
裁
判
決
と
そ
の
問
題
点

最
揃
蚊
判
決
後
の
下
級
癖
の
対
応

結
餅

ｌ
秋
北
パ
メ
鄭
件
と
そ
の
後
の
判
例
理
論
の
展
開
Ｉ

「
は
じ
め
に

秋
田

成

就



就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

六
○

が
あ
る
蜥
件
に
つ
い
て
下
し
た
判
決
を
災
定
法
規
の
解
釈
の
し
か
た
の
当
否
と
し
て
楡
ず
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
こ

の
や
り
か
た
に
対
し
て
は
、
法
学
を
社
会
科
学
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
方
法
論
と
し
て
問
題
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
か
と
い
っ
て
、
事
件
の
「
事
実
」
と
判
決
の
決
論
だ
け
を
問
題
と
し
、
事
件
の
起
っ
た
社
会
的
背
景
や
当
事
者
ま
た
は
裁
判
官
の
心
理

状
態
な
ど
を
社
会
学
的
に
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
、
法
学
研
究
と
は
い
え
な
い
。
判
例
評
訳
は
ど
こ
ま
で
も
法
理
論
か
ら

離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
法
の
論
理
と
覗
突
と
の
側
に
も
う
一
つ
の
架
橘
を
作
る
こ
と
が
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

本
稲
は
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
大
き
な
課
題
に
と
り
組
む
つ
も
り
で
は
な
い
。
た
だ
、
就
業
規
則
と
い
う
社
会
的
規
範
が
、
ど
の
時
点
で
、

ま
た
ど
う
い
う
皿
川
で
法
規
腕
（
庁
魁
一
コ
・
§
）
に
砿
化
す
る
か
と
い
う
命
題
の
と
り
扱
い
方
に
つ
い
て
、
上
級
裁
判
所
と
下
級
裁
判
所
の

対
応
の
し
か
た
を
検
討
す
る
と
い
う
一
つ
の
メ
ト
ド
ロ
ギ
ー
を
試
み
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
。

就
業
規
則
と
い
う
も
の
は
不
思
継
な
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
企
業
と
い
え
る
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
に
で
も
実
質
上
存
在
し
、
従

、
、
、

業
貝
の
雁
伽
条
件
を
す
べ
て
画
一
的
に
規
定
し
て
、
採
川
さ
れ
入
社
し
た
従
業
員
に
有
鉦
獅
を
い
わ
さ
ず
適
川
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い

る
。
経
済
学
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
は
企
業
秩
序
（
○
日
目
□
ぬ
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
社
会
学
的
に
は
一
の
「
社
会
規
範
」
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
法
学
的
に
は
「
法
規
範
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。
最
初
に
私
の
見
解
を
申
し
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
に

、
、
、

対
す
る
妓
一
肋
裁
判
所
の
解
稗
は
ま
だ
刑
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
残
し
て
い
る
と
。

Ｈ
事
件
の
概
要

秋
北
バ
ス
株
式
会
社
は
昭
和
三
二
年
四
月
一
Ⅲ
「
従
莱
興
は
満
五
○
才
を
も
っ
て
停
年
と
す
る
。
停
年
に
途
し
た
る
者
は
辞
令
を
も
っ
て
解
職
と
す

二
、
秋
北
バ
ス
事
件
最
高
裁
判
決
と
そ
の
問
題
点



（
１
）

判
決
は
地
裁
か
ら
岐
一
仙
裁
に
菰
る
Ⅲ
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
ｊ
ｂ
班
論
榊
成
に
お
い
て
も
柧
々
に
変
化
し
た
。
そ
こ
で
は
、
就
業
規
則
の

（９】）

法
的
性
格
、
そ
の
変
更
の
法
的
効
果
、
悴
年
制
の
法
的
》
侭
義
な
ど
、
従
来
、
学
説
、
判
例
上
か
な
り
見
解
の
対
立
の
あ
る
問
題
が
論
じ
ら

れ
た
。
ま
づ
、
埖
耐
裁
大
法
廷
の
多
数
意
兄
お
よ
び
少
数
意
見
の
要
旨
を
紹
介
し
よ
う
。

れ
た
。
ま
づ
、
玻
満
数
大
法

ロ
鐙
高
裁
大
法
廷
糺
漣

Ⅲ
多
数
意
見
…
…
上
告
楽
却

一
、
多
数
の
労
働
新
を
使
用
す
る
近
代
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
条
件
は
、
経
憐
上
の
要
諦
に
雄
づ
き
、
統
一
的
か
つ
画
一
的
に
決
定
さ
れ
、
労
働
者

は
、
経
衛
主
体
が
定
め
る
契
約
内
溶
の
定
型
に
従
っ
て
、
附
従
的
に
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
る
の
が
突
价
で
あ
り
、
こ
の
労

働
条
件
を
定
型
的
に
定
め
た
就
莱
規
則
は
、
一
舐
の
社
会
的
規
範
と
し
て
の
性
獅
を
灯
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
合
理
的
な
労
働
条
件
を
定
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
経
徹
主
体
と
労
仙
利
と
の
川
の
労
働
条
件
は
、
そ
の
就
業
規
則
に
よ
る
と
い
う
祁
爽
た
る
伽
習
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
法
的
規
範
性
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
就
業
規
則
に
関
す
る
労
錐
法
の
定
め
は
、
い
ず
れ
も
、
社
会
的

規
範
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
的
規
範
と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
就
業
規
則
の
実
態
に
鑑
み
、
そ
の
内
溶
を
合
理
的
な
も
の
と
す
る
た

め
に
必
要
な
監
将
的
規
制
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
、
就
築
規
則
の
合
理
性
を
保
障
す
る
た
め
の
措
松
を
識
じ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
同
法
は
す
す
ん

で
、
就
業
規
則
の
い
わ
ゆ
る
直
律
的
効
力
ま
で
肯
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
就
業
規
則
は
、
当
該
事
業
場
内
で
の
社
会
的
規
範
た
る
に
と

ど
ま
ら
ず
、
法
的
規
範
と
し
て
の
性
衝
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
当
該
事
業
場
の
労
働
者
は
、
就
業
規
則
の
存

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

一
ハ
ー

る
。
但
し
停
年
に
途
し
た
新
で
も
業
務
上
必
要
灯
る
場
合
、
会
社
は
本
人
の
人
絡
、
他
脈
及
び
能
力
等
を
勘
案
し
鑑
衡
の
上
臨
時
又
は
嘱
祇
と
し
て
新

た
に
採
川
す
る
こ
と
が
あ
る
」
旨
の
（
Ⅲ
）
挑
業
規
則
の
魏
定
を
、
「
従
業
貝
は
満
五
○
才
を
以
て
体
年
と
す
る
。
主
任
以
上
の
職
に
あ
ぁ
折
は
澗
五

五
才
を
以
て
停
年
と
す
る
。
停
年
に
達
し
た
る
者
は
退
職
と
す
る
。
但
し
（
以
下
旧
規
定
に
同
じ
）
…
…
」
と
改
め
、
同
年
四
月
二
五
日
、
上
告
人
外

一
名
に
対
し
、
す
で
に
満
五
五
才
の
停
年
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
唖
山
と
し
て
、
同
年
五
月
二
五
川
付
で
退
臓
を
命
ず
る
旨
の
解
雁
通
知
を
し
た
。
上

告
人
ら
主
任
以
上
の
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
従
来
停
年
制
の
定
め
が
な
か
っ
た
の
に
、
今
回
の
改
訂
で
新
た
に
停
年
燗
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
上
告
人
は
自
分
ら
に
は
改
訂
就
業
規
則
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
、
解
雇
の
有
効
性
を
争
っ
て
木
訴
を
起
し
た
。



②
少
数
意
見
（
反
対
意

（
横
田
・
大
隅
裁
判
官
）

「
契
約
の
内
奔
は
、
山

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

一ハーー

布
お
よ
び
内
癖
を
現
実
に
知
っ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
個
別
的
に
同
愈
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
当
然
に
、

そ
の
適
川
を
受
け
る
も
の
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
（
”
謝
謝
薙
繊
鍵
糊
判
愉
｝
．

一
一
、
新
た
な
就
業
規
則
の
作
成
ま
た
は
変
更
に
よ
っ
て
、
既
得
の
樵
利
を
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
益
な
労
働
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
こ
と
は
、
原

則
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
労
働
条
件
の
梨
合
的
処
理
、
朴
に
そ
の
統
一
的
か
つ
画
一
的
な
決
定
を
逃
前
と
す
る
就
業
規
則
の

仙
賀
か
ら
い
っ
て
、
当
該
規
則
条
菰
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
労
働
券
に
お
い
て
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の

適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
ぺ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
不
服
は
、
団
体
交
渉
等
の
正
当
な
手
続
に
よ
る
改
蕃
に
ま
つ
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
、
新
た
な
停
年
川
の
採
川
の
ご
と
き
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
労
仰
我
に
と
っ
て
不
利
拙
な
変
災
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
櫛
く
お
き
、
そ
の
剛
を

異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
（
劉
病
郵
二
．
ハ
ラ
グ
ラ
フ
｝
。

一
一
一
、
労
働
契
約
に
定
年
の
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
脈
州
期
川
の
定
が
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
労
働
折
に
対
し
て
終
身
派
州
を
除
隊

し
た
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
停
年
川
を
採
川
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
に
生
涯
凧
Ⅲ
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
法
休
的
に
は
、

労
働
協
約
や
就
業
規
則
に
別
段
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
臓
鮒
継
続
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
山
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
に

そ
の
局
の
既
得
樅
を
認
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
お
よ
そ
件
年
制
は
、
一
般
に
、
老
年
労
働
新
に
あ
っ
て
は
当
絞
樂
抓
又
は
職
抓

に
要
求
さ
れ
る
労
働
の
適
格
性
が
逓
減
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
が
却
っ
て
迎
畑
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
珈
の
刷
新
、
綴
憐
の
改
蕎
等
、
企
業
の
組

織
お
よ
び
述
燃
の
適
正
化
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
不
合
理
な
制
度
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
｛
捌
末
麺
一
一
．
ハ
ラ
｝
・

川
本
件
に
お
い
て
新
た
に
披
け
ら
れ
た
弧
五
歳
と
い
う
停
年
は
低
き
に
失
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
、
停
年
に
逸
し
た
こ
と
を
Ⅲ
山
と
し

て
解
雁
す
る
「
停
年
解
凧
」
制
を
定
め
た
も
の
で
労
基
法
二
○
条
所
定
の
解
雁
の
制
限
に
服
十
ぺ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
再
脈
州
の
特
則
が
設
け
ら

れ
、
呪
に
上
倦
人
も
引
き
続
き
胴
祇
と
し
て
係
川
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
輪
の
那
突
を
総
合
す
れ
ば
、
本
件
就
莱
規
則
条
項
は

決
し
て
不
合
珈
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
傭
雑
則
述
反
な
い
し
椛
利
濫
川
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
｛
洲
懇
叫
ハ
ブ
）
．

（
反
対
意
兄
）
・
・
…
・
破
楽
・
差
辰
を
主
張

当
時
新
の
合
泄
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
決
定
さ
れ
た
契
約
の
内
容
は
、
扣
手
力
の
同
窓
な
く
し
て
一
方



が新のた
他の１１［る－
)'１規ｊｉＷｌｌＹ、
者範が習多
の意法は数
．-.識源、意
力にと契兇
的支な約は
にえるを、
定らにｉｌｉ労
めれと充勧
るてどす条
就いまる件
業るる作は
帆こ゜川就

'1命蝿ボ
よたたすＨｌｌ
るめるるの

、にＩＩＴに定
と、１Ｗすめ
い契がざる
う約、ｻﾞと
］|「当法、こ
尖。'1F的当ろ
た者規ユ1Fに
るに仙斗↑よ
仙対とがる
轡しなこと
はてるれい

、弧たにう
法行Ｍ）よPIF
的せにる爽
確らは意た
偏れ、忠る
のる労をＨ１〔
変も使有習
付ののしに
けで－て法
左な股い的
欠け的た規
くれなと範
がぱ法認性
故な的めを
にら砿ら認
、な傭れめ
といにたる
う゜・胆とご
てしつきと
いたてに〈
法が文、で
１１りつ持はあ
親てせじる
腕労らめが
た肋れて、
D条、、小
１(ト１１１：ｉ１Ｉｉそ尖

が
使
川
者
の
一
方
Ｌ

る
も
の
で
は
な
い
。

二
、
多
数
意
見
が
解
す
る
よ
う
に
、
就
業
規
則
自
体
が
法
的
規
範
で
、
し
か
も
法
的
規
範
が
当
事
者
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
契
約
を
支
配
す

る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
適
法
に
変
更
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
就
業
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
契
約
内
容
は
自

ら
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
べ
き
籍
で
あ
る
。
し
か
る
に
多
数
意
見
が
、
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
不
利
益
に
変
災
す
る
こ
と

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
采

一ハーーー

的
に
こ
れ
を
変
皿
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
契
約
法
上
の
大
原
川
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
労
働
契
約
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
か
か
る
契
約
の
木
駈

論
に
照
ら
せ
ば
、
使
川
肴
が
就
業
規
則
に
よ
り
一
方
的
に
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
す
る
労
例
条
件
が
、
当
然
に
、
す
な
わ
ち
労
働
満
の
窓
思
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
労
価
契
約
の
内
溶
と
な
っ
て
労
働
者
を
拘
束
す
る
と
い
う
よ
う
な
見
解
は
肯
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
、
就
業
規
則
は
、
こ
れ
に
韮
づ
い
て
個
々
の
労
仙
者
と
の
間
に
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
便
川
務
が
作
成
す
る
規
施
で
あ
っ
て
、

そ
の
ま
ま
で
は
一
種
の
社
会
的
規
範
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
て
き
た
と
い
う
わ
が
国
の
古
く
か
ら

の
労
肋
倣
行
も
順
な
る
事
実
た
る
恢
習
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
法
た
る
効
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
社
会
規
範
た
る
就
業

鋭
川
は
労
働
者
の
合
意
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
規
範
的
効
力
を
有
す
る
に
至
る
も
の
と
解
す
る
。

三
、
も
っ
と
も
、
前
述
の
労
働
順
行
に
照
ら
せ
ば
、
労
働
者
が
就
業
規
則
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
労
働
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
就
業
規
則

に
つ
い
て
も
合
意
し
た
も
の
と
解
し
て
さ
ま
た
げ
な
く
、
ま
た
枕
業
机
川
が
変
災
さ
れ
た
珊
合
に
も
、
こ
れ
に
対
し
典
磯
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
鵬
合

に
は
、
そ
の
変
更
に
合
意
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
災
談
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
為
場
合
に
は
、
他
川
粁
は
典
識
の
あ
る
労
働

新
に
対
し
て
は
、
そ
の
変
正
を
も
っ
て
対
抗
し
え
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
は
、
災
識
の
右
無
に
よ
り
労
働

稀
の
間
に
労
仙
条
件
の
統
一
、
画
一
が
保
た
れ
な
い
と
い
う
不
都
合
を
来
ず
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
不
都
合
は
、
法
規
範
的
効
力
の
な
い
就
紫
親
川
の

改
正
に
よ
っ
て
安
易
に
事
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
使
用
者
に
お
い
て
そ
の
責
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
色
川
裁
判
官
）



同
多
数
意
見
判
旨
の
も
つ
法
的
意
味

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
法
廷
多
数
意
見
が
就
業
規
則
に
附
し
て
述
べ
た
判
旨
は
あ
ま
り
肌
硴
で
な
く
、
全
休
と
し
て
こ
れ
を

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
に
伴
な
う
具
体
的
事
例
に
そ
の
ま
ま
通
川
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

多
数
意
見
は
、
恐
ら
く
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
旨
は
、
第
一
に
、
就
業
規
則
の
法
的
拘
束
力
に

（
４
）

つ
い
て
、
従
来
か
ら
か
な
り
有
力
な
判
例
理
論
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
経
営
権
」
説
を
捨
て
た
こ
と
、
第
二
に
、

就
業
規
則
の
法
的
性
格
に
側
す
る
い
わ
ゆ
る
「
法
規
（
範
）
説
」
と
「
契
約
説
」
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
雑
木
的
に
は
、
前
者
の
立
場
に

立
っ
て
、
そ
の
独
特
の
「
法
規
範
説
」
に
も
と
づ
き
、
就
業
規
則
に
法
的
拘
束
力
を
認
め
た
（
釧
溌
圭
．
〈
）
こ
と
、
第
三
に
、
就
業
規
則
の

一
方
的
変
更
に
よ
る
労
働
者
の
既
得
権
の
侵
害
を
「
合
理
性
」
と
い
う
一
般
的
基
準
に
照
ら
し
て
濫
用
を
防
止
し
よ
う
（
割
売
謹
．
〈
）
、

と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
一
一
一
つ
の
考
え
か
た
は
、
も
と
も
と
机
矛
盾
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
多
数
意
見
は
、
い
か

変公た範定法業Ｉ土
更に契凹たの的悦三lji（
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に
も
Ⅱ
木
の
栽
判
所
ら
し
い
利
抽
洲
縦
的
見
解
に
立
っ
て
結
論
を
灘
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

以
下
に
主
要
な
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

Ⅲ
就
業
規
則
の
法
的
規
範
性
の
根
拠

多
数
意
見
判
旨
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
に
あ
る
「
多
数
の
労
働
者
を
使
用
す
る
近
代
企
業
に
お
い
て
は
」
か
ら
「
事
実
た
る
慣
習
が

成
立
し
て
い
る
」
ま
で
の
文
準
は
、
一
応
、
ス
ラ
ス
ラ
と
読
め
る
。
そ
れ
は
、
近
代
企
業
に
お
け
る
就
業
規
則
と
労
働
契
約
（
と
い
う
よ

り
現
実
の
労
伽
者
の
就
労
条
件
）
と
の
関
係
を
、
い
は
ぱ
、
社
会
学
的
に
税
明
し
た
も
の
と
受
け
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
そ
の
先
に
あ
る
。
判
旨
は
、
「
那
災
た
る
倣
習
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
法
的
釧
範
性
が
繩
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
」

と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
続
け
て
読
む
と
、
判
旨
は
、
前
段
に
お
い
て
は
単
に
社
会
学
的
事
実
を
説
明
し
た
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
、
後
段
の
「
就
業
規
則
に
は
法
的
規
範
性
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
結
論
の
一
般
的
な
皿
山
と
し
て
前
段
を
述
べ
た
、
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
判
例
文
中
の
「
事
実
た
る
慣
習
」
と
か
、
「
法
的
規
範
性
」
と
い
う
言
莱
は
、
法
律
用
語
で
、
し
か
も
、
わ
が
国
独

特
の
川
法
で
（
こ
れ
を
外
囚
諦
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
か
な
り
離
し
い
）
あ
る
た
め
、
法
律
の
専
問
家
以
外
に
は
分
り
難
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
那

尖
た
る
倣
習
」
を
噸
に
「
倣
習
」
、
「
法
的
規
範
性
一
を
法
的
効
力
と
い
い
棒
え
て
も
た
い
し
て
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に

、
、

判
旨
は
、
勿
仙
条
件
が
就
業
規
則
で
凹
一
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
柧
行
か
ら
、
》
て
の
（
色
川
少
数
愈
兄
は
そ
の
が
枇
莱
規
川
を
脂
十
の

か
、
そ
れ
と
も
、
俄
習
を
桁
す
の
か
分
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
多
分
前
者
な
の
で
あ
ろ
う
）
法
的
規
範
性
、
す
な
わ
ち
、
法
的
な
拘
束
力
が
生
ず

る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
珈
尖
た
る
倣
習
と
法
的
規
範
を
全
く
無
媒
介
に
紬
づ
つ
け
る
論
理
の
飛
剛
を
犯
し
て
い
る

と
し
て
、
学
辮
か
み
な
ら
ず
、
少
数
意
見
側
か
ら
も
最
も
大
き
な
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

学
説
上
、
「
法
規
説
」
と
か
「
法
規
範
説
」
と
よ
ば
れ
る
立
場
に
は
、
秋
々
の
考
え
か
た
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
保
謹

就
業
斌
則
の
一
力
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

六
五



就
業
規
則
の
一
方
的
変
災
と
そ
の
法
的
効
果

一ハーハ

（
６
）

法
・
授
権
説
」
と
呼
ば
れ
る
考
え
か
た
は
、
労
基
法
九
三
条
を
根
拠
と
し
て
明
示
し
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
自
主
法
説
」
あ
る
い
は
「
仙
習

（
７
）

法
説
」
は
、
法
例
二
条
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
判
旨
は
、
単
に
カ
ッ
コ
付
き
で
「
民
法
九
二
条
参
照
」
と
轡
い
て
い
る

、
、

（
８
）

だ
け
で
あ
る
が
、
読
む
方
は
ど
う
参
照
し
て
よ
い
の
か
分
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
判
』
同
は
、
就
業
規
則
に
側
す
る
労
離
法
の
規
制
と
朧
将

に
側
す
る
規
定
（
八
九
条
な
い
し
九
二
条
）
や
直
律
的
効
力
に
関
す
る
九
一
一
一
条
の
規
定
を
、
「
法
的
規
範
と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
に
至
っ

て
い
る
」
就
業
規
則
の
根
拠
の
補
独
証
拠
と
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
授
椛
説
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
同
法
九
三
条
が
そ
の
根
拠

だ
と
は
判
決
の
ど
こ
に
も
排
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
も
し
、
判
旨
が
そ
の
見
解
を
と
れ
ば
、
そ
の
岐
終
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
と
矛
盾

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
は
後
に
下
級
鞭
が
そ
の
解
釈
に
苦
し
む
と
こ
ろ
と
な
る
。

②
就
業
規
則
の
統
一
性
・
画
一
性

多
数
意
見
は
就
業
規
則
の
統
一
性
な
い
し
画
一
性
と
い
う
こ
と
を
蚊
調
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
自
体
は
組
織
化
（
・
凋
四
巳
臥
の
『
⑦
ご
）

さ
れ
た
近
代
企
業
が
労
務
徹
理
上
、
必
然
的
に
要
諦
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
労
伽
条
件
は
合
意
を
媒
介
と
す
る
労
働
契
約
で

定
む
く
し
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
は
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
、
労
働
者
が
個
々
に
交
渉
（
富
「
恩
司
）
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
就
業
規
則
で
簸
初
か
ら
統
一
的
・
画
一
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
を
「
異
議
な
く
」
承
知
す
る
事
実
を
認
め
ざ
る
を

得
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
多
数
意
見
判
旨
が
、
「
労
働
条
件
の
統
一
的
か
つ
画
一
的
な
決
定
を
建
前
と
す
る
就
業
規
則
の
性
興
」
か
ら

、
、
、

個
々
の
労
働
者
に
対
す
る
法
的
な
拘
束
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
綿
輝
込
錘
一
鋼
溌
一
派
藤
娚
娠
雌
噸
嘉
鋤
し
）
。
確
か

に
就
業
規
則
所
定
の
労
働
条
件
を
承
知
し
て
（
あ
る
い
は
特
に
災
難
を
述
べ
る
こ
と
な
く
）
入
社
し
た
労
働
者
は
、
就
業
則
範
に
「
個
人
的
に

同
意
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
山
と
し
て
そ
の
適
川
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
愈
味
で
就
業
規
則
に
法
的
拘

束
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
一
応
、
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
そ
の
就
業
規
則
が
使
用
者
に
よ
っ



て
一
方
的
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
も
、
同
じ
く
法
的
拘
束
力
が
あ
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
の
は
不
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
の

場
合
に
就
業
規
則
所
定
の
条
件
が
拘
束
力
を
も
つ
の
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
統
一
的
・
画
一
的
要
諦
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の

条
件
で
鋤
ら
く
こ
と
を
労
働
者
が
労
働
契
約
を
通
じ
て
合
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
定
の
労
働
が
就
業
規
則
の
改
訂
に
よ
っ
て
変
更

さ
れ
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
上
、
も
う
一
度
、
そ
れ
に
対
す
る
諾
否
の
意
思
決
定
の
段
階
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
統
一
性
、
画
一

、
、
、
、
、

性
の
諮
要
が
そ
』
」
ま
で
無
条
件
に
談
か
り
通
る
わ
け
で
は
な
い
。
就
業
規
則
の
画
一
的
適
川
と
、
変
更
さ
れ
た
就
業
規
則
の
そ
れ
と
は
、

あ
く
ま
で
区
別
を
つ
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
（
峅
赫
儘
剛
繍
誠
締
支
蝿
煙
鑑
溌
誹
鰹
蝋
溌
読
鵜
）
。
多
数
意

見
は
就
業
規
則
の
通
常
の
適
川
と
、
こ
れ
を
一
方
的
に
変
更
し
た
場
合
と
が
、
一
応
、
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら

、
、
、

（
読
曄
阯
鯛
説
擬
製
孵
蕩
）
、
結
局
、
統
一
性
、
画
一
性
と
い
う
企
業
の
鞭
笑
止
の
要
柵
を
砿
机
す
る
の
余
り
、
こ
れ
を
法
的
な
根
拠

に
ま
で
高
め
て
し
ま
っ
た
。
一
方
的
変
更
に
菰
極
的
に
反
対
す
る
労
働
者
と
、
こ
れ
に
秋
極
的
に
撰
成
な
い
し
、
少
く
と
も
異
識
を
述
べ

な
い
形
で
消
極
的
に
賛
成
す
る
労
働
者
と
の
間
に
、
労
働
条
件
の
集
合
的
処
理
上
煩
わ
し
さ
が
生
ず
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
よ
く
考

え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
就
業
条
件
に
か
な
り
叢
の
あ
る
雑
多
の
労
働
者
を
雁
伽
し
て
い
る
事
業
所
で
す
べ
て
の
従
業
員
の
労
働
条
件
が

統
一
的
・
画
一
的
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
、
雑
準
こ
そ
一
律
に
几
え
て
も
、
そ
の
適
川
に
お
い
て
は
、
労
働
者
川
に
か
な
り
差
異
の

あ
る
の
が
耕
通
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
会
社
に
は
「
労
働
係
」
と
い
う
聡
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
統
一
性
・
画
一
性
と
い
う
要
諦

、
、

に
法
的
規
範
性
を
与
え
な
け
れ
ば
企
業
が
存
立
し
え
な
い
ほ
ど
敢
要
な
要
素
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
維
悩
内
秩
序

の
要
誌
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

判
旨
の
強
調
す
る
統
一
性
・
画
一
性
の
要
請
は
、
す
で
に
多
数
意
見
自
体
が
捨
て
去
っ
た
、
か
っ
て
の
「
経
営
権
」
説
の
名
残
り
と
も

み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
法
規
範
性
の
必
然
的
な
根
拠
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
旨
の
こ
の
統
一

就
業
机
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
染
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「
経
営
権
説
」
に
立
つ
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
（
川
一
一
七
・
七
・
四
）
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
の
判
決
の
多
く
は
、
就
業
規
則
条
項
の
「
合

理
性
」
に
よ
る
制
約
と
い
う
考
え
か
た
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
本
事
件
の
数
次
の
判
決
段
階
で
も
、
こ
の
埜
那
を
示
し
て

い
る
の
は
、
仮
処
分
差
戻
第
一
審
の
秋
田
地
裁
大
館
支
部
判
決
だ
け
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
「
経
営
権
説
」
と
「
自
主
法
規
範
説
」
を
と
り

ま
ぜ
、
従
来
、
定
年
制
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
新
た
に
こ
れ
を
設
け
る
の
は
、
使
川
者
が
一
方
的
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
そ
れ

は
、
労
働
保
護
法
の
精
神
に
よ
っ
て
一
定
の
「
合
理
的
」
制
限
に
服
す
べ
き
も
の
、
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
定
年
制

に
は
一
般
的
な
慣
行
や
社
会
通
念
に
照
ら
し
「
合
理
的
な
」
根
拠
が
存
在
す
る
と
判
断
し
た
。
多
数
意
見
の
「
合
理
性
」
の
判
断
に
は
多

分
に
右
判
旨
の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
多
数
意
見
が
、
そ
の
余
地
を
全
く
認
め
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
経
営
権
説
」
を
捨
て
て
、
「
合
理
性
」
に
基
づ
く
チ

あ
る
（
魎
鐺
繩
乖
型
。

〃
■
Ⅱ
、
グ
ー
可
可
尹
ｌ
ｒ
け
け
で
寸
尹
－
１

多
数
意
見
は
判
旨
の
中
，
で
「
合
理
的
」
と
い
う
言
莱
を
少
く
と
●
も
一
一
一
回
使
川
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
。
ハ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
就
業

規
則
が
「
合
理
的
な
」
労
働
条
件
を
定
め
る
か
ぎ
り
法
的
規
範
性
が
認
め
ら
れ
る
、
と
し
、
ま
た
、
労
韮
法
が
そ
の
内
存
を
「
合
理
的
な

ｊ
ｂ
の
」
と
す
る
た
め
必
要
な
監
督
的
規
制
を
加
え
て
い
る
、
と
い
う
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
就
業
規
則
の
一
方
的
変
吏
切
ｐ
当
該
条
項

が
「
合
皿
的
な
ｊ
ｂ
の
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
労
働
打
に
拘
束
力
を
も
つ
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
合
珈
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
判
旨
の
重
要
な
判
断
基
準
で
あ
り
、
本
件
判
決
の
結
論
で
あ
る
五
十
五
歳
の
定
年
制
の
有
効
性
い
か
ん
も
、
結
局
、
そ
れ
が
合
理
的
で

あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
判
旨
は
、
そ
れ
が
「
決
し
て
不
合
理
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
し
た
の
で

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果
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性
・
画
一
性
と
い
う
概
念
も
、
や
は
り
、
こ
の
後
の
下
級
聯
に
大
き
な
影
辮
を
及
ぼ
す
こ
と
後
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。

合
理
的
理
由



エ
ッ
ク
の
考
え
か
た
を
打
出
し
た
こ
と
は
、
一
応
、
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
理
論
上
は
ど
う
か
。
色
川
少
数
意
見
は
、

多
数
意
見
が
就
業
規
則
自
体
を
も
っ
て
法
的
規
範
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
法
的
規
範
は
当
事
者
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
契
約

を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
適
法
に
変
更
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
就
業
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
が
「
合
理
的
」
で
あ

ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
契
約
内
群
は
自
ら
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
、
と
い
っ
て
、
法
規
範
性
と
合
理
性
に
よ
る
チ
ェ

ッ
ク
は
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
多
数
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
砿
か
に
、
法
的
拘
束
力
を
も
つ
は
ず
の
も
の
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
論
議
は
成
立
っ
が
、
こ
れ
は
「
法
的
規
範
性
」
と
い
う
場
合
の
「
法
」
を
ど
う
み
る
か
し
Ｌ
か
か

、
、

、
、
、
、

る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
「
法
」
を
尖
定
法
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
脚
休
、
無
謬
の
絶
対
的
な
法
の
皿
念
と
し
て
把
え
る
か
ぎ
り
で
色

川
批
判
は
当
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
法
に
荻
づ
く
行
為
も
公
序
良
俗
Ｒ
九
○
条
）
の
ふ
る
い
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
循
義
川
（
氏
一
条

二
）
に
よ
る
規
制
に
服
す
る
と
う
い
意
味
で
「
法
」
を
把
え
る
か
ぎ
り
は
、
法
的
規
範
性
と
介
孤
性
に
よ
る
制
限
は
両
立
し
え
な
い
と
は

必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
色
川
少
数
意
見
は
「
多
数
意
兄
は
、
無
地
法
が
、
就
業
規
制
に
対
す
る
規
則
と
朧
将
に
側
す
る
定
め
を
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
就
業
規
則
が
法
的
規
範
と
し
て
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
証
左
だ
と
す
る
」
と
し
、
「
こ
れ
ら
の
規
制
の
み
を
も
っ

て
し
て
は
、
就
業
規
則
の
広
凡
な
内
春
を
「
合
理
的
』
な
ら
し
め
る
上
に
、
ほ
と
ん
ど
何
ほ
ど
の
力
も
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。
多
数
意

見
が
果
し
て
、
労
難
渋
の
定
め
を
そ
の
法
的
規
範
性
の
根
拠
に
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
袖
批
証
拠
に
し
た
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
多
数

、
、
、
、
、
、

意
見
の
文
章
が
、
あ
い
ま
い
模
糊
と
し
た
表
現
で
あ
る
だ
け
に
何
と
も
い
い
よ
う
が
な
い
。
同
法
九
○
条
が
使
川
打
に
就
業
規
則
作
成
・

変
更
に
際
し
て
労
働
者
側
の
「
意
凡
を
聴
く
」
義
務
を
女
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
そ
の
内
雰
を
合
理
的
な
も
の
と
す
る
」
た
め

の
監
督
的
規
制
だ
と
み
な
し
う
る
か
ど
う
か
、
は
「
合
理
性
」
と
い
う
言
葉
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
。

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

六
九



等
の
事
実
を
総
合
比
較
す
れ
ば
決
し
て
「
不
合
理
」
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
結
論
し
た
。

以
上
の
多
数
意
見
に
対
し
て
色
川
少
数
意
見
は
こ
れ
を
真
向
か
ら
批
判
し

弓
合
理
的
』
か
否
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
決
定
す
る
基
準
が
一
体
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
の
余
地
な
し
と
し
な
い
。
労
使
の
関
係
を
見
る
と

特
に
配
分
の
面
に
お
い
て
、
相
互
に
利
害
机
反
の
鋭
い
対
立
が
あ
り
、
配
分
の
問
題
で
意
見
の
胴
違
が
あ
っ
た
場
合
、
い
か
な
る
理
由
で
い
ず
れ
の
主

張
を
『
合
理
的
』
で
あ
る
と
す
る
か
問
題
で
あ
る
。
。
…
・
・
い
わ
ゆ
る
経
営
の
合
理
化
は
、
使
用
者
の
立
つ
限
り
、
疑
も
な
く
『
合
理
性
を
も
つ
が
、
労

働
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
不
合
理
極
ま
る
一
一
層
の
搾
取
な
の
で
あ
る
。
本
件
の
五
五
歳
惇
年
制
に
つ
い
て
は
、
若
年
労
働
者
と
高
年
労
働
者
と
の
間
に

と
い
う
。
そ
し
て
本
件
の
五
五
歳
と
い
う
停
年
も

「
わ
が
国
産
業
界
の
実
情
に
照
ら
し
、
か
つ
、
被
上
告
会
社
の
一
般
職
櫛
の
労
働
者
の
停
年
が
五
○
歳
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
と
の
比
較
搬
衡
か
ら

い
っ
て
も
、
低
き
に
失
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
本
件
就
業
規
則
条
項
は
、
同
規
則
五
五
条
の
規
定
に
徹
す
れ
ば
、
停
年
に
途
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
脚
動
的
に
退
職
す
る
い
わ
ゆ
る
『
停
年
退
職
』
制
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
停
年
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
雇
す
る
い
わ
ゆ
る

『
停
年
解
脈
』
制
を
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
Ⅲ
条
項
に
擁
づ
く
解
雁
は
、
労
基
法
二
○
条
所
定
の
解
雇
の
制
限
に
服
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
Ｙ
本
件
枕
業
規
則
条
項
に
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
再
雇
用
の
特
則
が
設
け
ら
れ
、
同
条
項
を
一
律
に
適
川
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
苛
酷
な
結
果
を
緩
和
す
る
途
が
聞
か
れ
、
現
に
上
告
人
に
対
し
て
も
、
解
廠
後
引
続
き
嘱
託
と
し
て
孫
川
す
る
旨
の
打
順
川
の
意
思

表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
：
…
」
耐
調
巫
ラ
）

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

七
○

そ
れ
で
は
、
「
合
理
性
」
の
具
体
的
判
断
避
準
と
し
て
、
多
数
意
見
は
果
し
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

惇
年
制
が
「
不
合
理
」
な
制
度
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ま
づ
多
数
意
見
は

「
お
よ
そ
悴
年
制
は
、
一
般
に
、
老
年
労
働
瀞
に
あ
っ
て
は
当
該
業
種
又
は
職
種
に
要
求
さ
れ
る
労
働
の
適
格
性
が
逓
減
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
給

与
が
却
っ
て
通
噸
す
る
と
こ
ろ
か
ら
人
事
の
刷
新
・
経
営
の
改
善
等
、
企
業
の
組
織
お
よ
び
運
憶
の
適
正
化
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
般
的
に
い
っ
て
、
不
合
理
な
制
度
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
麺
諒
ラ
｝



と
い
わ
れ
て
い
る

（
９
）

少
勤
毅
峰
見
が
、
労
使
の
避
木
的
対
立
か
ら
、
そ
も
そ
も
〈
、
迎
的
か
ど
う
か
の
韮
準
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
五
五
歳
停
年
が
現
在
の
状
況

で
低
き
に
失
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
多
数
意
見
は
諸
事
実
の
「
総
合
考
較
」
か
ら
こ
れ
を
合
理
性
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る

の
で
、
一
脚
看
ば
そ
も
そ
も
噛
み
合
わ
な
い
議
論
な
の
で
あ
る
が
、
多
数
意
兄
の
「
総
合
的
」
考
察
な
る
も
の
は
、
わ
が
国
産
業
界
の
実
情
、

会
社
の
一
般
労
働
者
の
停
年
と
の
比
較
、
停
年
解
雇
に
予
告
制
度
の
適
用
が
あ
る
こ
と
、
両
雇
用
の
約
定
が
あ
る
こ
と
、
中
堅
幹
部
ク
ラ

ス
の
諒
承
な
ど
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
決
め
手
な
の
か
分
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
、
下
級
群
が
多
数
意
見
の
判

旨
を
ふ
ま
え
て
、
具
体
的
に
停
年
制
度
の
合
理
性
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、
か
な
り
困
惑
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
げ
ん
に
、
後
述
の
合
同

タ
ク
シ
ー
事
件
で
は
、
両
事
案
の
停
年
年
齢
に
五
歳
の
開
き
が
あ
る
と
は
い
え
、
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い
力
に
軍
配
を
挙
げ
て
い
る
。

側
既
得
の
椛
利
侵
害
ま
た
は
不
利
益
変
災

多
数
意
見
は
「
新
た
な
就
業
規
則
の
作
成
ま
た
は
変
災
に
よ
っ
て
労
働
者
の
既
得
の
権
利
を
難
い
、
不
利
益
な
労
働
条
件
を
弧
す
る
こ

と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
一
と
い
う
が
、
（
例
外
と
し
て
）
当
該
条
項
が
「
合
理
的
」
で
あ
る
か
ぎ
り
許
さ
れ
る
と
い
う
。
就
業
規

則
の
一
方
的
変
災
が
と
り
わ
け
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
労
働
者
に
と
っ
て
従
来
よ
り
待
遇
の
低
下
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
労
鋤
条

件
の
低
下
を
仲
な
う
就
業
規
則
改
訂
の
有
効
性
い
か
ん
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
労
伽
条
件

就
業
規
則
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七
一

凡
力
の
柵
述
が
あ
る
こ
と
は
難
実
で
あ
る
が
、
使
用
者
が
推
進
し
、
一
部
の
労
働
肴
が
こ
れ
を
歓
迎
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
『
合
理
性
』

あ
り
と
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
五
五
族
の
停
年
が
一
般
に
妥
当
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
次
第
に
過
去
の
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
肉
体
労
仙
新
に
つ
い
て
さ
え
停
年
年
齢
は
徐
々
に
延
災
さ
れ
る
気
迎
に
あ
り
、
符
理
撤
に
い
た
っ
て
は
五
七
歳
な
い
し
六
○
歳
を
む
し
ろ
梛
皿
と

す
べ
く
、
中
小
特
に
零
細
企
楽
に
お
い
て
は
、
停
年
伽
の
般
定
は
、
級
憐
を
却
っ
て
困
難
な
ら
し
め
る
が
如
き
小
桁
が
醜
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
、
五

五
歳
停
年
Ⅱ
を
合
理
的
だ
と
す
る
多
数
恋
兄
に
は
難
な
き
を
得
な
い
」



就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

七
二

の
低
下
を
伴
な
う
就
業
規
則
の
改
正
が
何
故
に
許
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
理
論
上
の
問
題
と
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
変
更
後
の
待
遇

が
既
得
権
の
侵
害
な
い
し
不
利
益
を
課
す
こ
と
に
な
る
が
ど
う
か
、
の
認
定
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
づ
、
多
数
意
見
は
、
右
の
よ
う
に
い
っ
て
、
既
得
権
の
侵
害
や
不
利
益
変
更
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
肯
定
し
た
。
し
か
し
、
「
許
さ

れ
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
う
い
う
就
業
規
則
の
改
正
自
体
が
法
的
に
違
法
な
い
し
無
効
に
な
る
、
と
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、

就
業
規
則
の
改
正
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
個
々
の
（
反
対
意
思
を
表
明
し
て
い
る
）
労
働
者
に
は
適
川
が
な
い
、
と
い
う
の
か
、
明

ら
か
で
な
い
。
色
川
少
数
意
見
は
、
就
業
規
則
が
法
規
純
だ
と
い
う
の
な
ら
変
更
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
で
は
な
い
か
、
と
論

離
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
す
で
に
「
合
理
性
」
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
問
題
と
同
一
に
柵
す
る
の
で
く
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
改
正
就

業
規
則
ｎ
体
が
述
法
な
い
し
無
効
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
災
定
法
上
の
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
法
規
範
説
」
の
中
に
は
、

就
業
規
則
法
規
範
で
あ
る
ゆ
え
に
（
あ
る
い
は
法
規
範
が
認
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
）
そ
の
不
利
益
変
災
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
逆
か
ら

の
税
川
を
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
納
得
で
き
な
い
論
法
で
あ
る
。
多
敬
意
兄
自
身
は
、
全
休
の
判
胃
か
ら
み
て
改
正
就
業
規

則
自
体
を
無
効
と
み
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
労
働
》
者
に
拘
束
力
が
な
い
、
と
す
る
論
旨
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し
、
そ
れ
が
反
対

意
思
を
表
明
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
だ
け
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
契
約
説
」
の
考
え
か
た
に
立
つ
以
外
に
説
川
の

し
ょ
う
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
多
数
意
見
は
、
既
得
権
の
侵
害
や
不
利
益
変
更
と
な
る
就
業
規
則
の
変
更
を
許
さ
れ
な
い
と
す
る
原
則
を
立
て
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
側
で
述
べ
た
「
合
理
性
」
の
要
請
に
よ
っ
て
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
川
で
述
ぺ
た
統

一
的
か
つ
画
一
的
な
決
定
を
建
前
と
す
る
就
業
規
則
の
性
質
か
ら
そ
う
な
る
と
、
多
数
意
兄
は
い
う
の
で
あ
る
。

本
件
に
つ
い
て
の
認
定
で
は
、
多
数
意
見
は
、
倖
年
制
は
雇
川
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
上
告
人
に
「
既
得
権
侵
害
の
問
題



を
生
ず
る
余
地
は
な
ど
と
断
定
し
た
。
た
だ
し
、
判
旨
は
終
身
雇
用
へ
の
期
待
が
既
得
椎
で
は
な
い
と
み
て
も
、
そ
れ
が
「
不
利
益
変

更
」
に
な
る
こ
と
は
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
色
川
少
数
意
見
参
照
）
。

以
上
、
多
数
意
見
が
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
の
法
的
判
断
に
つ
い
て
、
「
統
一
性
・
画
一
性
」
を
根
拠
と
す
る
就
業
規
則
の
法
規
範

性
、
就
業
規
則
変
更
に
伴
な
う
既
得
権
な
い
し
利
益
の
侵
害
、
お
よ
び
変
更
を
肯
定
す
る
に
足
る
「
合
理
性
」
の
存
在
、
と
い
う
三
つ
の

テ
ス
ト

基
準
を
揚
げ
た
こ
と
は
、
今
後
、
同
一
テ
ー
マ
を
と
り
扱
う
下
級
霧
が
一
」
れ
に
直
接
触
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
避
け
て
通

る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
を
課
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
多
く
の
論
旨
の
不
川
碓
さ
が
残

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
下
級
瀞
の
対
応
の
し
か
た
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

激

（
１
）
本
件
は
合
計
六
回
裁
判
所
の
判
断
を
仰
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と
間
体
が
法
祁
学
識
以
外
の
将
に
と
っ
て
ば
不
可
忠
離
な
こ
と
で
遡
ろ
う
。
岐

初
の
仮
処
分
訴
訟
第
一
辮
辮
判
決
（
秋
川
地
錐
火
航
支
判
昭
三
二
・
六
・
二
七
）
で
は
、
Ⅲ
規
定
下
で
定
年
制
の
定
め
が
な
い
こ
と
が
契
約
内
容

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本
人
の
同
意
な
き
就
業
規
則
の
変
更
は
契
約
原
理
に
隠
し
拘
束
力
を
も
た
な
い
、
と
し
て
会
社
敗
訴
と
な
っ
た
。
同
控
訴

聯
の
仙
台
苅
栽
秋
川
支
判
（
Ⅲ
一
一
一
二
・
一
二
・
二
三
）
は
、
頭
弁
論
綱
諜
に
暇
疵
が
あ
ぁ
と
い
う
班
川
で
爪
判
決
を
蚊
柵
し
た
。
鑛
戻
瀞
（
秋
川

地
裁
大
航
支
判
昭
一
一
一
五
・
一
・
二
五
）
で
は
、
停
年
川
は
社
会
加
念
上
越
認
さ
れ
う
る
限
り
、
使
川
新
の
経
徹
椛
の
作
川
と
し
て
同
意
を
要
せ
ず
、

効
力
を
生
ず
る
と
い
う
理
由
で
逆
松
し
た
。
木
訴
の
第
一
辮
（
秋
田
地
判
昭
三
七
・
四
・
一
六
）
は
、
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
っ
て
既
存
の
労
働

契
約
の
内
容
を
不
利
益
に
変
更
す
る
場
合
は
労
働
者
の
同
意
を
要
す
る
、
と
し
て
再
び
会
社
側
を
敗
訴
と
し
た
が
、
二
審
の
仙
台
而
裁
（
秋
川
支

判
昭
三
九
・
一
○
・
二
六
）
は
、
就
業
規
則
徐
使
川
新
が
経
撒
椛
に
も
と
づ
き
向
山
に
制
定
、
変
正
す
る
こ
と
の
で
き
る
紙
憐
内
法
規
で
あ
り
、

そ
の
一
力
的
変
更
が
労
働
新
に
不
利
益
な
も
の
と
な
っ
て
も
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
な
い
以
上
、
労
働
契
約
の
内
溶
も
当
然
に
変
更

を
受
け
る
と
し
て
会
社
側
を
逆
転
勝
訴
さ
せ
た
。

（
２
）
学
説
を
雛
理
し
た
文
献
と
し
て
川
崎
武
夫
「
就
業
規
則
の
法
的
挑
硬
」
新
労
働
法
誹
座
八
巻
二
四
七
頁
以
下
。
諦
水
一
行
「
就
難
規
則
の
変

叉
」
季
労
六
八
号
、
宮
励
尚
史
判
夕
一
一
三
四
’
六
号

（
３
）
昭
四
一
一
一
・
一
二
・
二
五
雄
氏
躯
一
一
一
一
巻
一
三
号
三
四
五
九
頁
。

加
莱
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

七
三



（
７
）
末
弘
博
士
「
就
業
規
則
の
法
律
的
性
絡
」
（
労
働
法
斫
究
三
九
四
頁
以
下
）
に
よ
っ
て
戦
前
か
ら
主
張
ざ
れ
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
。
川

崎
前
掲
論
文
二
六
○
頁
の
解
説
参
照
。
大
法
廷
多
数
意
見
の
法
規
説
は
こ
の
説
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
な
ふ
し
も
あ
る
。

（
８
）
民
法
九
二
条
を
援
川
す
る
学
説
は
む
し
ろ
「
契
約
説
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
而
井
教
授
に
よ
れ
ば
、
社
会
規
脆
（
郡
案
た
る
倣
習
）
と
し

て
の
就
業
規
則
は
、
民
法
九
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
伽
者
が
か
か
る
仙
習
に
よ
ら
な
い
旨
を
と
く
に
表
示
し
な
い
か
ぎ
り
契
約
内
溶

と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
と
説
か
れ
て
い
る
（
労
働
協
約
と
就
業
魏
則
八
七
頁
）
。
「
多
数
意
見
」
は
民
法
九
二
条
に
よ
っ
て
「
価
習
法
」
と
い
う
法

的
規
範
性
を
引
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
点
の
推
論
と
し
て
川
口
前
掲
論
文
一
三
頁
参
照
。

（
９
）
労
使
問
の
階
級
対
立
、
搾
取
ｌ
被
害
者
の
関
係
か
ら
み
て
「
合
理
性
」
の
概
念
は
成
立
す
る
余
地
が
な
い
、
と
い
う
色
川
裁
判
官
の
言
わ
れ

る
と
こ
ろ
は
分
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
お
よ
そ
階
級
側
の
対
立
で
あ
る
労
働
訴
訟
に
お
い
て
は
使
川
識
の

権
利
濫
用
を
裁
判
官
が
「
合
理
性
」
Ｈ
８
ｍ
・
二
匡
○
【
８
斤
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
す
べ
て
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
同
裁
判
官
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
五
五
歳
定
年
が
架
し
て
合
理
的
か
ど
う
か
な
ど
を
論
ず
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
し
、
誰
も
派
し
い

解
等
な
ど
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
合
理
性
と
い
う
テ
ス
ト
を
裁
判
所
か
ら
放
逐
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

、
、
、
、

裁
判
規
範
と
し
て
の
「
合
理
性
」
と
は
、
各
当
事
者
に
と
っ
て
の
「
合
理
性
」
と
は
判
断
の
次
元
が
異
な
っ
て
お
り
、
衡
平
あ
る
い
は
正
瀧
と
い

う
観
点
か
ら
の
発
魁
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

グー、

､Ｚ照
｡

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
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の
法
的
効
果

七
四

（
４
）
そ
の
典
型
と
し
て
一
一
一
弁
造
船
王
野
分
会
鮴
件
躍
満
三
小
廷
判
昭
二
七
・
七
・
四
品
民
雄
六
巻
七
号
六
三
五
頁
。
本
件
木
訴
第
二
群
仙
台
商
裁

判
決
（
昭
三
九
・
一
○
・
二
六
労
民
梨
一
五
巻
五
号
一
一
三
七
頁
）
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

（
５
）
判
例
評
釈
と
し
て
木
多
惇
亮
「
最
高
裁
と
就
業
規
則
論
」
法
セ
ミ
一
五
六
号
、
花
見
忠
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
四
三
放
要
判
例
解
説
、
宮
島
尚
史
季

労
七
一
号
、
川
口
実
「
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
」
法
研
四
三
号
、
中
山
和
久
「
就
業
規
則
の
作
成
と
述
川
」
総
合
労
働
一
八
九
頁
以
下
。

（
６
）
沼
田
稲
次
郎
「
就
業
規
則
論
」
ほ
か
、
片
岡
昇
「
就
業
規
則
の
法
的
性
格
と
規
律
の
限
界
」
季
労
二
一
一
号
、
西
村
信
雄
ほ
か
「
労
働
基
準
法

論
」
四
○
七
頁
、
こ
の
税
に
対
す
る
批
判
と
し
て
有
泉
「
労
働
荻
耶
法
」
一
九
○
頁
以
下
、
腐
脇
尚
史
判
夕
一
一
三
四
’
六
号
、
川
口
前
柵
論
文
参



杁
北
バ
ス
那
件
の
妓
耐
靴
判
決
が
川
て
か
ら
現
在
ま
で
に
、
枕
業
規
則
の
一
方
的
変
更
が
問
題
と
な
っ
た
轆
件
と
し
て
次
の
五
つ
を
茶

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鞭
案
は
退
職
金
の
減
額
、
悴
年
制
、
伍
金
カ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
に
若
干
迷
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な

特
殊
覗
情
を
含
ん
で
い
る
が
、
焦
点
を
就
業
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
の
栽
判
所
の
考
え
か
た
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
問
題
と
し
て
扱
う

こ
と
に
し
よ
う
。

〔
判
旨
〕

Ｈ
栗

〔
事
実
〕

判
決
は
、
本
件
退
職
金
規
定
は
就
難
規
則
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
、
退
職
金
は
そ
の
定
め
方
か
ら
み
て
労
雌
法
上
の
興
金
に
被
る
こ
と
を
認
定

し
た
う
え
、
被
告
の
前
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
円
淌
退
職
巻
以
外
に
は
退
職
金
を
支
払
わ
な
い
旨
の
定
め
ば
、
退
城
金
を
も
っ
て
労
働
契
約
の
伏
務

不
脳
行
に
つ
い
て
の
捌
諜
賠
俄
に
あ
て
る
こ
と
に
州
論
し
、
労
雑
法
一
六
条
、
二
四
条
に
述
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
、
後
粁
の
韮
狼
に
つ
い
て

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

七
五

脱
俗
ら
は
被
告
会
社
を
退
社
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
被
告
が
退
職
金
規
定
の
変
更
を
理
川
に
退
職
金
を
支
給
し
な
い
の
で
木
訴
に
及
ん
だ
。
被
告
会

社
に
は
発
足
当
時
退
職
金
の
定
め
は
な
く
、
昭
和
三
四
年
に
「
Ｈ
三
年
以
下
の
勤
続
年
数
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
。
口
勤
続
四
年
目
か
ら
は
毎
年
度
、

そ
の
総
給
与
か
ら
賞
与
等
を
差
引
い
た
額
の
平
均
月
額
を
川
邸
し
た
も
の
と
す
る
」
雑
池
を
ｎ
頭
で
従
業
員
に
公
表
し
た
。
昭
和
三
九
年
一
二
月
一
一
二

Ⅱ
に
被
告
は
翌
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
さ
る
べ
き
退
職
金
維
飛
と
し
て
「
五
五
歳
以
上
の
肴
に
は
勤
続
年
数
か
ら
三
年
を
差
引
い
た
年
数
に
一
ケ
月
の

焚
金
を
乗
じ
た
金
額
、
五
五
歳
以
下
で
本
人
の
都
合
に
よ
る
退
臓
に
つ
い
て
は
決
定
次
鋪
公
表
す
る
」
旨
を
定
め
、
こ
れ
が
昭
和
四
一
年
八
月
一
三
日

に
諜
而
化
さ
れ
、
全
従
業
貝
も
承
諾
し
た
（
た
だ
し
就
莱
規
則
に
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
）
。
原
告
の
中
に
は
昭
和
四
○
年
以
前
と
以
降
に
退
臓
し
た

満
が
あ
る
が
、
被
告
は
前
肴
に
つ
い
て
は
、
旧
規
定
は
円
満
退
職
者
以
外
に
は
支
払
わ
な
い
定
め
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
後
析
に
つ
い
て
は
、
五
五
歳

以
下
で
本
人
都
合
の
退
職
新
に
は
新
に
挑
鞭
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
は
支
給
し
な
い
、
と
主
張
し
た
。

（
１
）

栗
山
緒
麦
事
件

三
、
最
高
裁
判
決
後
の
下
級
稀
の
対
応



判
旨
は
、
旧
退
職
金
規
定
（
就
業
規
則
）
に
は
な
か
っ
た
「
五
狐
歳
以
下
で
自
己
退
職
者
に
は
退
城
金
を
支
給
し
な
い
」
旨
の
条
項
を

含
む
新
規
定
（
右
条
項
の
合
法
性
を
別
に
し
て
も
）
え
の
一
方
的
変
更
に
は
「
合
理
的
理
由
」
が
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
本
人
の
承
諾
も
な
い

以
上
、
原
告
ら
に
は
退
職
金
に
つ
き
旧
規
定
の
適
川
が
あ
る
、
と
い
う
。
「
合
理
的
理
川
」
と
い
う
飛
地
は
、
大
法
廷
多
数
意
見
に
よ
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
判
旨
の
い
う
「
合
理
性
」
の
意
味
は
、
と
く
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
内
群
も
荻
準
と
し
て
の
意
味
も
分

ら
な
い
。
判
旨
は
、
合
理
的
理
山
の
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
本
人
の
承
諾
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
「
契
約
説

」
的
考
え
か
た
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
大
法
廷
多
数
意
見
の
法
規
範
説
に
従
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
も
全
く
不
明
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
判
旨
は
「
合
理
的
理
由
が
な
い
」
の
一
言
だ
け
で
大
法
廷
多
数
意
見
の
見
解
を
踏
襲
し
つ
つ
、
結
論
は
こ
れ
と
正
反
対
と
し
た

の
で
あ
る
。
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
本
判
決
は
、
難
し
い
論
理
は
「
多
数
意
見
」
に
あ
づ
け
て
、
形
の
上
で
は
こ
れ
に
従
い
、
合
理
性
と

い
う
便
利
な
言
莱
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
尖
衝
上
は
「
多
数
意
凡
」
を
無
視
し
た
も
の
と
評
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）

何
大
阪
日
日
新
川
社
那
件

同
大

〔
率
実
〕

〔
判
旨
の
論
理
〕

上
侍
会
社
の
逃
識
金
は
現
職
岐
終
几
の
薙
鵬
焚
金
総
額
に
勤
続
年
数
に
応
じ
た
所
定
の
併
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
三

九
年
七
几
に
荻
木
総
の
み
に
勝
率
を
乗
じ
て
こ
れ
を
算
定
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。
被
上
告
人
は
こ
の
一
方
的
変
更
は
効
力
が
な
い
と
し
て
旧
規
定

に
よ
る
支
給
を
訴
求
し
た
。
第
一
群
の
大
阪
伽
栽
（
昭
四
一
・
九
・
一
一
六
）
、
鋪
二
聯
の
大
阪
地
栽
（
昭
四
二
・
三
・
二
七
）
と
も
被
上
告
人
の
洲
求

を
認
め
、
木
満
裁
判
決
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
秋
北
パ
ス
の
最
高
裁
判
決
前
に
出
た
本
件
の
大
阪
地
裁
判
」
随
、
旧
退
職
金
規
定
の
内
漆
が
労
働
契
約

就
業
規
則
の
一
方
的
変
災
と
そ
の
法
的
効
来

七
六

は
昭
和
四
○
年
以
降
に
退
職
し
た
満
も
、
昭
和
三
九
年
以
前
の
退
職
金
規
定
に
よ
っ
て
退
職
金
を
受
け
る
椛
利
を
取
得
し
て
お
り
、
昭
和
四
○
年
に
お

（
２
）

け
る
規
定
の
愛
吏
は
何
ら
合
理
的
な
理
川
が
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
脱
化
卿
ら
が
こ
れ
を
承
諾
し
た
立
証
が
な
い
、
と
し
て
却
け
た
。



〔
判
旨
の
論
理
〕

脈
聯
た
る
地
裁
の
判
決
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
契
約
脱
の
考
え
か
た
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
上
告
人
側
は
、
大
法
廷
の
多

数
愈
兄
が
採
っ
て
い
る
（
か
に
見
え
る
）
「
法
規
範
説
」
に
よ
っ
て
、
変
更
さ
れ
た
就
業
規
則
は
個
々
の
労
働
契
約
を
修
正
す
る
効
力
が
あ

る
は
ず
だ
と
し
、
原
審
は
こ
の
点
、
労
韮
法
九
三
条
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。
従
っ
て
、
木
審
は
、
大
法
廷
判
決
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
こ
れ
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
判
旨
は
、
「
法
規
範
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
な
く
、

労
韮
法
九
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
最
低
雑
準
規
範
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
、
と
判
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
大
法
廷
多
数
意

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
采

七
七

〔
判
旨
〕

労
離
法
九
三
条
は
、
就
業
規
則
に
定
め
る
躯
準
に
達
し
な
い
労
働
条
件
を
定
め
る
労
仙
契
約
を
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
無
効
と
し
、
無
効
と
な
っ
た

部
分
は
就
業
規
則
に
定
め
る
薙
地
に
よ
る
も
の
と
定
め
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
就
業
規
則
に
個
斉
の
労
働
契
約
を
修
正
す
る
効
力
を
認
め
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
同
条
が
就
業
規
則
の
定
め
る
基
準
を
上
ま
わ
る
既
存
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
変
更
す
る
効
力
を
認
め
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
新
た
な
就
業
規
則
の
作
成
又
は
変
更
に
よ
っ
て
既
存
の
権
利
を
稚
い
。
労
働
折
に
不
利
益
な
労
働
条
件
を
一
方
的

に
弧
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
た
だ
、
当
該
規
則
条
頃
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
ぉ
場
合
に
限
っ
て
、
仙
々
の
労
働
者
の
同
意
が
な
く
て
も

こ
れ
を
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
蛾
高
裁
昭
四
三
・
一
一
一
・
一
一
五
判
決
）
。

退
職
金
の
法
的
性
絡
を
侭
金
と
解
す
る
限
り
、
使
用
瀞
が
退
職
金
に
閲
す
る
就
業
規
則
を
変
更
し
、
従
来
の
拙
雛
よ
り
低
い
難
準
を
定
め
る
こ
と
を

処
認
し
、
そ
の
効
力
が
全
労
鋤
者
に
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
既
往
の
労
働
の
対
価
た
る
災
企
に
つ
い
て
使
川
者
の
一
力
的
な
減
額
を
櫛
定
す
る
に
熱
し
い
結

果
を
招
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
就
業
規
則
の
変
災
は
、
た
と
え
使
川
者
に
経
営
不
振
等
の
鞭
怖
が
あ
る
に
し
て
も
労
雑
法
（
二
四
条
一
頑
本
文
、

二
三
条
）
の
趣
旨
に
照
し
、
合
理
的
な
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
内
存
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
鵬
準
が
変
災
さ
れ
た
就
業
規
則
の
規
定
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る
場
合
に
は
》
使
川
者
の
一
方
的
行
為
に
よ
っ

て
作
成
変
災
さ
れ
る
就
業
規
則
は
こ
れ
に
変
皿
を
加
え
る
効
力
を
有
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。



就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

七
八

兇
の
判
旨
か
ら
推
論
す
れ
ば
（
同
意
凡
は
明
言
し
て
い
な
い
）
、
伺
条
は
、
既
存
の
労
働
条
件
が
変
叉
さ
れ
た
就
業
規
則
所
定
の
基
準
を
上
廻

る
場
合
に
も
、
こ
れ
を
変
更
す
る
効
力
を
認
め
る
根
拠
に
な
り
そ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
点
判
旨
は
当
ら
ず
触
ら
ず
の
態
度
を
と
っ
た
。

判
旨
は
続
い
て
、
大
法
廷
多
数
意
見
の
、
就
業
規
則
変
更
に
よ
る
「
不
利
益
変
災
」
の
原
則
的
禁
止
、
お
よ
び
、
「
合
理
性
」
に
よ
る
例

外
（
既
述
の
我
多
数
意
見
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
の
部
分
を
引
川
し
た
う
え
、
本
件
退
職
金
の
基
準
変
更
は
、
既
得
の
権
利
の
侵
害
で
不
利
益
変

更
で
あ
り
、
か
つ
、
変
更
に
合
理
的
理
山
が
栂
め
ら
れ
な
い
、
と
Ⅶ
示
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
ケ
ー
ス
は
「
多
数
意
兄
」
の
第
二

パ
ラ
グ
ラ
フ
の
基
地
の
適
用
例
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
結
論
は
蛾
繭
裁
と
逆
で
諭
求
を
認
め
た
）
。
本
件
判
旨
が
、
「
多
数
意
見
」

以
上
の
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
の
は
、
「
仇
川
澗
の
経
悩
不
振
等
の
珈
怖
」
は
労
避
法
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
変
災
の
合
理
的
理
山
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
組
合
が
変
更
に
何
ら
か
の
形
で
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、

労
働
者
個
人
と
し
て
も
変
更
に
同
意
し
た
も
の
と
は
細
め
ら
れ
な
い
と
認
定
（
脈
辮
の
支
持
で
あ
る
が
）
し
て
い
る
点
も
、
契
約
意
思
の
解

釈
方
法
と
し
て
注
目
十
ぺ
き
こ
と
で
あ
る
、
熱
岬
迩
尉
乢
永
露
嘩
鋤
錘
卵
起
“
吋
札
証
辨
蝿
赫
巍
釧
）
。

（
５
）

ロ
ム
ロ
同
タ
ク
シ
ー
珈
件

曰
合

〔
事
実
〕

〔
判
旨
〕

脈
告
は
被
告
会
社
の
タ
ク
シ
ー
巡
裾
手
と
し
て
昭
和
三
五
年
以
来
被
告
に
爪
用
さ
れ
て
い
た
が
、
就
莱
規
則
に
よ
れ
ば
定
年
は
五
五
歳
で
あ
っ
た
。

被
告
は
昭
和
四
一
年
一
一
月
三
日
就
業
規
則
を
改
訂
し
、
定
年
を
五
○
歳
と
変
更
、
こ
れ
に
よ
り
同
四
三
年
十
月
玉
川
に
原
告
に
予
告
し
た
う
え
、
同

二
Ⅱ
七
日
を
も
っ
て
退
職
の
取
扱
を
し
た
。
原
告
は
雇
用
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
。
判
決
は
右
請
求
を
認
容
。

労
働
者
と
使
川
者
と
の
間
の
労
働
条
件
は
、
基
本
的
に
は
個
々
の
労
働
者
と
使
用
者
と
の
合
意
に
よ
る
個
別
的
な
労
働
契
約
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
契
約
内
容
は
、
脈
別
と
し
て
当
時
満
間
に
お
い
て
机
平
方
の
同
窓
な
く
一
方
的
に
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
就
業
規
則
は
、



〔
判
旨
の
論
理
〕

秋
北
パ
ス
事
件
と
同
じ
く
定
年
年
齢
の
引
下
げ
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
法
廷
多
数
意
見
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
見
解
に

就
業
規
則
の
一
方
的
変
史
と
そ
の
法
的
効
果

七
九
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判
旨
が
、
就
業
規
則
は
労
伽
契
約
の
内
券
と
な
る
労
働
条
件
の
「
統
一
的
か
つ
定
型
的
な
」
雅
巡
を
定
め
た
も
の
で
、
労
働
契
約
の
締

結
に
際
し
て
、
そ
こ
で
画
一
的
に
定
め
ら
れ
た
労
働
条
件
が
労
働
の
契
統
の
内
容
と
な
る
の
が
通
常
だ
、
と
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
労
使
Ⅲ
に
お
い
て
労
働
条
件
は
就
業
規
則
に
よ
る
と
の
戦
災
た
る
倣
習
が
存
在
す
る
」
と
み
て
い
る
点
は
、
「
多
数
意
見
」
そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
判
旨
は
、
続
い
て
「
多
数
意
見
」
が
右
の
と
こ
ろ
か
ら
一
足
飛
び
に
そ
の
法
規
範
性
を
引
き
出
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
こ
れ
を
批
判
し
、
「
右
の
ご
と
き
事
実
た
る
倣
習
は
、
法
的
規
範
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
」
な

い
、
と
い
う
。
判
旨
は
、
ま
た
「
労
払
法
九
三
条
か
ら
当
然
に
就
業
規
則
が
労
働
者
を
拘
束
す
る
法
的
規
範
性
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て

い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
規
価
・
授
権
説
」
の
立
場
を
と
る
こ
と
も
否
定
し
（
》
繊
麺
認
砒
塾
、
結
局
、

「
労
働
者
の
合
意
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
的
規
範
性
を
布
す
る
に
護
る
」
と
い
う
。
判
旨
は
こ
の
よ
う
に
「
法
的
規
雌
性
」
と
い
う
言
莱

を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
契
約
説
」
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
「
少
数
意
見
」
に
識
す
る
も
の
と
も
い
え

な
い
が
、
労
働
者
が
就
業
規
則
の
変
更
に
対
し
て
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
新
た
な
就
業
規
則
は
労
働
契

約
の
内
容
に
な
ら
ず
、
労
働
者
を
拘
束
し
な
い
、
と
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
就
業
規
則
に
「
法
的
規
範
性
」
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
は
、
尖
は
判
旨
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
論
議
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
実
質
的
に
は
「
契
約
説
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
え

も
っ
と
も
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
側
が
大
法
廷
の
多
数
意
見
を
援
用
し
て
、
就
業
規
則
が
法
規
範
と
し
て
の
効
力
を
も
っ
と
主
張
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
判
旨
も
こ
れ
に
答
え
て
「
仮
に
法
的
規
範
性
」
を
認
め
る
見
解
に
立
つ
と
し
て
も
、
停
年
五
五
歳
か
ら
五
○
歳
に

変
更
す
る
こ
と
は
「
労
働
者
の
既
得
の
権
利
を
奪
い
、
不
利
益
な
労
働
条
件
で
あ
る
こ
と
は
」
明
ら
か
だ
と
し
て
、
多
数
意
見
の
凧
則
に

立
つ
判
決
で
あ
る
。

る
で
あ
ろ
う
。

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
采
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拠
り
こ
れ
を
却
け
て
い
る
。
ま
た
、
変
更
の
合
理
性
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
運
転
手
が
五
○
歳
を
こ
え
た
か
ら
と
い
っ
て
適
性
が
減
退
し

た
り
、
事
故
率
が
商
ま
る
と
い
え
な
い
こ
と
、
わ
が
国
の
定
年
は
一
般
に
五
五
歳
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
地
区
の
同
業
タ
ク
シ
ー
業
の
大

勢
も
五
○
歳
定
年
制
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
、
か
ら
み
て
、
被
告
の
経
憐
上
の
必
要
性
を
老
脳
し
て
も
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
、
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
認
定
は
、
秋
北
バ
ス
事
件
の
「
多
数
意
見
」
の
結
論
に
対
比
し
て
注
目
を
ひ
く
と
こ
ろ
で

、
、
、
、

あ
る
。
｝
」
の
よ
う
に
、
判
旨
は
、
一
応
、
「
多
数
愈
兄
」
の
顔
を
立
て
て
は
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
判
決
の
中
で
は
、
「
多
数
意
見
」
に
対

し
て
舷
も
厳
し
い
姿
勢
を
と
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
６
）

凶
中
村
産
業
学
園
事
件

個
中

〔
甑
実
〕

〔
判
旨
〕

被
巾
誠
学
剛
で
は
就
業
規
則
に
教
授
の
定
年
を
洲
六
○
歳
と
し
、
そ
の
後
は
学
剛
健
の
許
可
に
よ
り
継
続
勤
務
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
巾
諦
人

ら
は
当
時
す
で
に
七
○
歳
を
こ
え
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
と
か
か
わ
り
な
く
昭
和
四
三
年
八
月
学
園
と
の
間
に
今
後
五
年
間
大
学
教
授
と
し
て
の

身
分
を
係
隙
す
る
旨
の
特
約
を
結
び
、
被
巾
諭
人
経
悩
の
九
州
産
業
大
学
の
教
授
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
学
剛
は
昭
和
四
五
年
一
一
月
、

労
挑
法
所
定
の
手
続
を
緋
て
規
則
を
改
正
、
定
年
を
六
六
歳
と
し
、
定
年
後
の
継
続
価
川
を
七
○
歳
ま
で
と
定
め
、
十
で
に
こ
れ
を
超
え
て
い
る
巾
細

人
ら
を
昭
和
四
六
年
三
〃
末
Ⅱ
を
も
っ
て
定
年
巡
賊
と
し
て
扱
っ
た
。
叩
誠
人
ら
は
こ
れ
を
不
服
と
し
、
労
働
契
約
上
の
椛
利
を
右
す
る
地
位
を
定
め

る
仮
処
分
を
申
請
し
た
。

判
旨
は
、
巾
制
人
ら
が
Ⅲ
就
業
規
則
の
定
め
と
異
な
る
定
年
制
の
特
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
、
労
蕊
法
九
三
条
は
、
一
般
規
定
よ
り
狗
利
な

特
約
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
規
定
の
変
更
は
、
特
約
の
効
力
に
つ
い
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
し
て
申
請
を
認
容
し
た
。

新
た
な
就
業
規
則
の
作
成
ま
た
は
変
更
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
既
得
の
権
利
と
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
な
労
働
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
こ
と
と
な

》
⑨
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
談
規
則
条
項
が
〈
回
理
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
佃
狩
の
労
仙
満
に
お
い
て
、
そ
の
適
川
を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
兄

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
采
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判
旨
は
、
ま
づ
、
労
韮
法
九
三
条
が
就
業
規
則
所
定
の
雑
準
を
超
え
る
特
約
を
無
効
な
ら
し
め
る
と
は
解
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、

前
掲
目
覗
件
の
大
阪
荷
裁
判
決
と
同
旨
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
か
ら
先
の
論
旨
は
伺
闘
裁
判
旨
と
違
う
。
問
裁
判
旨
は
、
労

基
法
九
三
条
の
右
の
解
釈
が
、
法
規
範
説
を
と
る
大
法
廷
多
数
意
見
と
矛
府
す
る
点
に
気
づ
か
ず
、
右
の
解
釈
を
述
べ
た
後
で
、
「
そ
し

て
」
と
い
っ
て
、
以
下
に
直
ち
に
「
多
数
意
見
」
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
原
則
を
も
っ
て
き
て
い
る
。
本
件
判
旨
は
、
さ
す
が
に
こ
の
点

を
意
識
し
て
、
「
多
数
意
見
」
の
見
解
は
、
労
働
条
件
の
災
合
的
処
理
、
特
に
統
一
的
几
つ
画
一
的
決
定
の
必
要
上
…
…
就
業
規
則
の
法

的
規
範
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
就
業
規
則
の
変
災
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
既
得
の
椛
利
を
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
な
労

を
問
題
と
し
た
。

就
業
規
則
を
制
定
し
た
時
点
で
す
で
に
当
人
が
定
年
に
達
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
、
平
案
は
、
秋
北
パ
ス
小
件
に
似
て
い
る
。
途
う

の
は
、
本
件
で
は
就
業
肌
則
の
定
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
人
が
特
約
に
よ
っ
て
よ
り
有
利
な
条
件
を
得
て
い
た
点
で
あ
る
。
判
旨
は
そ

れ
が
当
人
の
労
働
契
約
の
内
癖
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
就
業
机
則
の
一
方
的
変
更
に
よ
る
引
下
げ
が
で
き
る
か
ど
う
か

〔
判
旨
の
論
理
〕

就
業
規
則
の
一
方
的
変
災
と
そ
の
法
的
効
采

『
ハ
ニ

解
も
あ
る
で
あ
ろ
う
（
蛾
商
裁
昭
四
三
・
一
二
・
二
五
判
決
参
熱
）
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
、
労
働
者
の
労
働
条
件
の
難
合
的
処
理
、
特
に
統
一
的

肌
っ
画
一
的
決
定
の
必
婆
上
、
他
川
澗
と
労
働
打
と
の
川
の
労
働
条
件
は
使
川
新
の
定
め
る
枕
莱
規
則
に
よ
る
と
い
う
小
尖
た
為
仙
習
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
就
業
規
則
の
法
的
規
範
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
群
さ
れ
る
。

し
か
し
、
労
働
条
件
の
蝿
合
的
処
理
の
要
諦
も
、
使
川
打
と
労
働
新
川
で
の
就
業
規
則
の
定
め
と
異
な
る
個
別
的
な
労
伽
条
件
に
つ
い
て
の
契
約

（
特
約
）
の
締
結
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
当
小
新
川
に
就
難
規
則
の
定
め
と
異
な
る
労
働
打
に
打
利
な
特
約
が
存
し
、

し
か
も
、
そ
の
特
約
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
当
該
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
就
業
規
則
に
よ
ら
な
い
こ
と
の
意
思
が
窺
知
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
、

前
記
の
兄
解
は
、
そ
の
杣
促
を
欠
く
も
の
と
し
て
妥
当
し
な
い
。



勘
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
条
頂
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
拘
束
力
が
あ
る
と
の
判
情
は

（
跡
洲
綴
蝋
顎
帷
翻
醗
識
鵠
川
諦
露
耀
）
、
特
約
が
存
し
、
そ
の
特
約
に
よ
っ
て
、
就
業
規
則
に
よ
ら
な
い
こ
と
の
意
思
が
推
測
さ

れ
る
場
合
に
は
、
「
そ
の
前
提
を
欠
く
も
の
と
し
て
」
妥
当
し
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。
す
か
わ
ち
、
判
后
は
、
就
業
規
則
の
法
規
範

性
や
「
合
理
性
」
の
要
請
も
、
就
業
規
則
所
定
の
基
準
を
上
廻
る
特
約
を
変
更
し
う
る
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
労
基
法
九
三
条
を
根

拠
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
橘
岡
地
裁
小
倉
支
部
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
口
事
件
で
契
約
説
的
考
え
か
た
を
も
っ
て
大
法
廷
多
数
意
見

を
批
判
し
た
が
、
こ
の
琳
件
で
も
〈
訟
鍬
峨
糀
型
、
多
数
意
兄
の
原
則
に
飯
大
な
疑
問
の
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
判
旨
は
右
に
述
べ
た
よ

う
に
、
問
題
を
専
ら
労
基
法
九
三
条
の
解
釈
論
と
し
て
さ
ば
い
て
い
る
が
、
法
規
範
説
の
根
跡
は
全
く
な
く
、
実
質
的
に
は
む
し
ろ
「
契

約
説
」
の
立
場
と
み
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
判
旨
が
も
し
、
「
法
規
範
説
」
に
よ
っ
て
「
合
理
性
」
の
雑
姻
を
過
川
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、

す
で
に
七
三
歳
に
達
し
て
い
る
巾
訓
人
ら
に
あ
ま
り
歩
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ノー、

判
旨
(＿ノ

〔
妾
〕

（
７
）

図
五
ｍ
ｎ
本
検
数
協
〈
声
事
件

被つ規行
告たｊ１ｌｊな被
仁のおわ〈'；
凧でよな’ｌ
Ｎｉ、びい本
さD;（給取検
れイキ』７．扱数
てら＃』い協
いは定を会
る右をしで
第改改ては
一打打き従
群就一J・に来
の業るが、
原＃1こ、ｉｆ
告ｌｌｌＩとＷ｛金
一のとＴ１Ｉｉｉｌ・
○無捉llq卯
１１１１効案二上
妬をし《1：、
に主、五ナ
対リR；１１ハペ
しし今ｉＹて
て、の金の
謝搾反制従
求除対度業
を分にを１１
認のか時に
め文か’''１対
、払わ給し
政とら制て
訂訴γに退
役求、変脚l

hkElii1W』ｉｉ
ｌＭｏ六、退
さ判月遅欠
ｵＬｉハ一刻へ
たはⅡ、勤
第、か」i１．組
二原ら辿イヤ
群イ1F実輔体
のの施（こを
1j;（Ｉｌｌしつ含
俗、､いむ

=iH脚癖
`ｆｌ業ら金｝こ
に規の減つ
つⅡリｉＹ額い
いの金をて
て政力行ｊＹ
は汀ツう金
乘以卜扁力
却Ｉ１Ｉ１を、シ
しか行就卜
たらな業を

判
』
川
は
、
被
小
川
と
第
一
群
の
原
併
と
の
側
に
は
枕
業
規
則
改
正
前
に
お
い
て
、
遅
刻
、
早
退
、
欠
勤
の
岬
〈
、
に
伎
金
を
独
除
し
な
い
と
い
う
合
意
が

就
業
規
則
の
一
方
的
変
災
と
そ
の
法
的
効
果
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（
９
）

（
Ⅲ
）

こ
れ
は
凝
近
、
異
色
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
就
業
規
則
二
分
説
と
切
り
い
う
べ
き
考
え
か
た
で
、
就
業
規
則
の
内
糯
を
労
働
肴

の
就
業
に
当
た
っ
て
の
「
行
為
堆
則
」
お
よ
び
、
賃
金
等
の
雑
木
的
労
働
条
件
に
関
す
る
部
分
の
二
つ
に
分
類
し
、
前
者
に
は
、
そ
の
合

意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
就
業
規
則
の
効
力
が
そ
の
ま
ま
及
ぶ
が
、
後
者
は
、
一
た
ん
合
意
さ
れ
て
契
約
内
容
と
な
っ
た
以
上
、
そ
の
合

意
が
な
け
れ
ば
就
業
規
則
変
災
の
効
力
は
及
ば
な
い
、
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
皿
）

こ
の
見
解
を
と
る
先
例
は
か
な
Ⅱ
／
古
く
か
ら
あ
る
が
、
そ
の
後
、
「
経
営
椛
説
」
が
優
勢
に
な
っ
て
以
来
、
判
例
上
は
影
を
ひ
そ
め
て

い
た
。
本
件
判
旨
は
こ
の
立
場
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
法
規
範
説
」
に
よ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
契
約
説
」

の
老
え
か
で
説
明
を
加
え
、
大
法
廷
多
数
意
見
の
見
解
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
、
そ
れ
は
定
年
制
と
い
う
、
ぼ
ん
ら
い
「
腿

で
き
な
い
。
そ
（

〔
判
旨
の
騰
理
〕

こ
れ
は
凝
近
、

でれは焼るとか者る成
きて当ｌ１ｌＩ率ならの労か立

珊鵬H1：必鰄；ﾋ
ｾﾞ鮴懸鯛裡断就
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水
的
労
働
条
件
」
と
み
る
べ
か
ら
ざ
る
鞭
梁
に
側
す
る
判
断
に
外
な
ら
ず
、
貸
金
を
問
題
と
す
る
本
件
に
は
適
川
の
余
地
な
き
も
の
と
し

た
。
従
っ
て
、
判
旨
の
い
う
「
雑
木
的
労
働
条
件
」
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
の
論
及
は
傍
論
と
し
て
述
べ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
段
高

裁
多
数
意
見
が
就
業
規
則
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
な
く
、
一
律
に
原
則
の
適
川
あ
り
と
み
る
以
上
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
判
旨
と
し

て
も
就
業
規
則
の
性
格
論
に
及
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
就
業
規
則
を
法
規
範
と
し
て
把
え
た
部
分
に
つ
い
て
、
本
件
判
旨

が
「
多
数
意
見
」
以
上
に
附
言
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
つ
は
、
就
業
規
則
の
法
規
範
的
効
力
と
し
て
労
拙
法
九
三
条
を
明
示
し
て
い
る
こ

と
（
箪
鰯
蛎
鴎
雛
ゆ
ゅ
｝
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
仇
川
考
の
「
指
抑
命
令
権
」
と
い
う
概
念
を
仇
川
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、

「
多
数
意
見
」
の
い
う
「
統
一
性
・
両
一
性
」
の
原
則
を
よ
り
ハ
ッ
キ
リ
と
仙
川
者
の
裁
飲
椎
と
し
て
表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
件
判
旨
は
、
右
に
兄
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
五
つ
の
ケ
ー
ス
の
中
で
は
、
就
業
規
則
の
法
的
性
格
に
側
す
る
大
法
廷
多
数

意
見
の
「
法
規
範
説
」
を
最
も
忠
実
に
路
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
こ
の
論
旨
は
「
基
本
的
労
働
条
件
」
に
は
全
く
及
ば
な

い
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
「
多
数
意
見
」
の
適
川
の
余
地
を
箸
る
し
く
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
判
旨
の
論
旨
か

ら
す
れ
ば
、
「
多
数
意
見
」
は
前
掲
口
陶
の
定
年
制
の
ケ
ー
ス
で
は
適
川
の
余
地
が
あ
る
が
、
Ｈ
ｑ
の
退
職
金
の
ケ
ー
ス
に
は
適
川
が
な

い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
岡
山
地
裁
玉
川
文
判
川
四
四
・
九
・
一
一
六
判
ク
ニ
四
三
サ
、
判
時
五
九
二
Ｂ
・

（
２
）
こ
の
訴
訟
で
被
告
側
が
大
法
廷
の
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
就
業
規
則
を
変
更
す
る
に
つ
い
て
の
「
合
理
的
」
理
由
を
主
張
し
な
か
っ

た
の
は
訴
訟
法
上
致
命
的
で
あ
っ
た
。

（
３
）
大
阪
高
判
昭
四
五
・
五
・
二
八
判
タ
一
一
五
二
号
。

（
４
）
労
民
梨
一
八
巻
二
号
二
二
八
頁
。

（
５
）
福
岡
地
裁
小
倉
支
判
昭
四
五
・
一
二
・
八
判
ク
ニ
五
七
号
。

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

八
五



秋
北
パ
ス
＃
我
大
法
廷
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
、
学
考
か
ら
「
支
離
滅
裂
」
「
き
わ
め
て
ず
さ
ん
で
お
粗
末
な
加
鍾
「
従
来
の

（
２
）

学
説
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
雑
炊
の
よ
う
な
も
の
な
ど
酷
評
を
受
け
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
一

か
な
よ
う
に
、
そ
れ
が
判
例
理
論
と
し
て
の
明
確
さ
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
就
業
規
則
の
法
的
性
格
は
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
労

働
法
上
殿
も
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
に
わ
か
に
明
快
な
論
旨
を
示
せ
と
い
っ
て
も
無
理
な
注
文
で
あ
ろ
う
し
、
従
前
の

最
高
裁
の
所
説
で
あ
る
「
経
営
権
説
」
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
明
快
で
は
あ
っ
て
も
今
日
ほ
と
ん
ど
説
得
性
を
も
つ
ま
い
。
少
数
意
見
の
よ

う
に
「
契
約
説
」
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
論
理
的
に
は
比
較
的
明
快
で
あ
る
が
、
多
数
意
見
と
し
て
は
、
労
使
関
係
に
お
い
て
、
一
度
、

労
働
条
件
が
決
ま
っ
た
以
上
は
、
そ
の
変
更
に
労
働
者
が
反
対
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
使
川
者
は
こ
れ
を
永
久
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

、
、
、
、
、
、

（
よ
う
に
見
え
る
）
「
契
約
説
」
の
論
理
的
帰
結
に
し
ゅ
ん
じ
ゆ
ん
を
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
定
法
の
規
定
も
、
ま
た
、
そ
の
立
法
趣
旨

（
９
）
本
件
の
評
釈
に
つ
い
て
拙
稿
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
○
四
号
参
照
。

（
、
）
学
説
と
し
て
の
就
業
規
則
（
躯
拠
）
二
分
説
に
つ
い
て
は
、
有
泉
教
授
が
そ
の
論
拠
を
詳
し
く
示
さ
れ
た
（
労
働
払
鍬
法
一
九
一
画
以
下
）
。

本
判
決
は
ほ
と
ん
ど
教
授
の
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
、
）
理
研
発
条
鋼
業
事
件
東
京
地
判
昭
二
五
・
七
・
三
一
労
民
染
一
巻
追
録
一
一
一
二
四
頁
。

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果
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六

（
６
）
禰
岡
地
裁
小
介
支
決
昭
四
六
・
八
・
三
判
ク
ニ
七
○
号
。

（
７
）
東
京
地
裁
昭
四
六
・
九
・
一
三
判
ク
ニ
七
○
号
。

（
８
）
本
訴
が
提
起
さ
れ
た
時
点
（
昭
四
三
・
二
・
九
）
で
は
、
ま
だ
秋
北
パ
ス
事
件
の
最
商
裁
判
決
は
川
て
い
な
か
っ
た
。
訴
訟
の
途
中
で
右
判

決
が
出
た
の
で
、
労
使
の
争
点
は
「
合
理
性
」
の
有
無
の
問
題
に
重
心
を
移
し
た
と
い
う
。
旬
報
別
冊
七
九
八
・
九
号
の
解
説
（
内
藤
・
岡
村
）

に
よ
る
。

四
、
結
語



し
か
し
、
雌
胸
裁
の
判
旨
が
、
あ
る
意
味
で
下
級
稀
の
判
断
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
論
旨
は
何
よ
り
も

肌
確
で
、
論
拠
の
ハ
ツ
キ
リ
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
大
法
廷
多
数
意
見
の
判
旨
は
、
ど
こ
か
結
論
が
先

に
川
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
、
そ
の
理
由
づ
け
は
い
か
に
も
弁
解
が
ま
し
く
、
か
ん
じ
ん
の
法
規
範
的
効
力
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
誰
が

み
て
も
論
迎
の
飛
躍
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
単
純
、
か
つ
、
不
明
硴
な
論
旨
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
正
当
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
判
旨

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
、
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
の
関
係
が
明
白
で
な
い
。
し
か
も
、
判
決
文
全
休
が
日
本
文
に
あ
り
が
ち
な
ズ
ラ
ズ
ラ
調
で

書
か
れ
て
い
る
た
め
一
体
、
そ
の
重
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
さ
え
分
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
、
本
稿
三
で
と
り
あ
げ
た
諸
判
決
が
多
数
意
見

の
意
味
を
は
か
り
か
ね
て
こ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
た
の
も
無
理
の
な
い
話
で
あ
る
。
下
級
群
が
こ
れ
に
ど
う
い
う
ア
テ
ィ
テ
ュ
ー
ド

を
示
し
た
か
は
以
上
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
五
つ
の
事
件
全
部
を
通
じ
て
、
大
法
廷
の
結
論
と
は
迷
い
、
就

業
規
則
の
変
更
の
適
用
を
争
う
原
告
側
を
勝
訴
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
判
決
の
中
に
は
、
大
法
廷
多
数
意
見
と
迷
っ
た
立
場
を
と
っ
た

、
、
、

も
の
も
あ
る
が
、
大
体
そ
れ
を
蹄
興
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
こ
れ
を
か
な
り
割
引
き
し
て
い
る
。
木
穂
は
、
》
」
れ
ら
の
識
判
決
そ

の
も
の
の
評
釈
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
一
つ
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
按
否
の
結
論
を
述
べ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
洲
判
決

の
大
法
廷
多
数
意
見
に
対
す
る
対
応
の
し
か
た
の
中
に
、
そ
れ
に
対
す
る
無
言
の
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
折
摘
し
て
蛾
を
お
く
。

注
（
１
）
木
多
前
掲
碕
文
三
九
頁
。

（
２
）
川
口
前
掲
鵠
文
一
三
頁
。

得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

も
あ
ま
り
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
「
多
数
意
見
」
が
当
り
さ
わ
り
の
な
い
「
雑
炊
的
」
見
解
を
提
示
し
た
の
は
、
あ
る
程
度
、
や
む
を

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
法
的
効
果

八
七


