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日
本
は
「
豊
か
」
に
な
っ
た
の
か

世
界
を
「
豊
か
」
に
で
き
る
の
か

戦
後
高
度
経
済
成
長
を
問
う

加
藤
哲
郎
さ
ん
（
一
橋
大
学
教
授
）

戦
後
高
度
成
長
と
は
何
か

こ
れ
か
ら
、
私
が
戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成
長
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
つ
い

て
考
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
豊
か
さ
」
を
問
う
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
世
界
人
口
・
国
内
総
生
産
・
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
・
輸
出
の

動
き
（
一
九
五
○
〜
一
九
九
○
年
）
」
〔
西
川
潤
著
「
世
界
経
済
入
門
」
（
岩
波

新
書
）
よ
り
〕
と
い
う
デ
ー
タ
（
五
九
頁
参
照
）
を
見
て
く
だ
さ
い
．

高
度
経
済
成
長
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
で
言
え
ば

こ
れ
に
尽
き
る
ん
で
す
．
こ
れ
は
、
一
九
五
○
年
か
ら
一
九
九
○
年
に
か
け

て
世
界
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
皆
さ
ん
に
イ
メ
ー
ジ
を

つ
か
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
五
○
年
、
世
界
人
口
は
二
十
五
億
で
し
た
。
こ
れ
が
一
九
九
○
年
に

は
五
十
二
億
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
口
は
四
○
年
間
で
二
倍
に
、
一
九
五
○
年
を
一
○
○
と
し
て

二
Ｏ
九
に
増
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

国
内
総
生
産
Ⅱ
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
．
一
九
五
○
年
に
六
九
二
○

億
ド
ル
。
そ
れ
が
一
九
九
○
年
に
約
一
九
兆
ド
ル
、
二
七
倍
に
増
え
ま
し
た
。

四
○
年
間
で
二
七
倍
で
す
。
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
は
、
人
口
が
二
倍
に

な
り
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
二
七
倍
に
増
え
て
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
十
三
倍
で
す
。

輸
出
は
、
一
九
五
○
年
を
一
○
○
と
し
て
一
九
九
○
年
が
四
六
○
○
で
す

の
で
、
四
十
六
倍
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
五
○
年
と
一
九
九
○
年

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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と
、
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
を
挟
ん
で
、
世
界
の
経
済
は
一
九
五
○
年

段
階
の
四
十
六
倍
緊
密
な
結
び
つ
き
を
つ
く
っ
た
、
と
い
う
関
係
に
な
り
ま

す
。こ

れ
を
人
類
史
の
長
〜
い
歴
史
の
中
に
置
き
ま
す
と
、
人
類
が
生
ま
れ
て

か
ら
、
二
十
世
紀
の
始
め
の
紀
元
一
九
○
一
年
と
い
う
の
は
人
口
が
十
六
億

な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
人
口
は
四
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ

・
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
方
は
、
数
え
て
も
意
味
が
無
い
よ
う
な
…
。
つ
ま
り
グ
ラ
フ
に

し
ま
す
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
だ
い
た
い
人
類
の
歴

史
が
こ
の
よ
う
に
進
ん
で
き
て
、
産
業
革
命
（
一
八
○
○
年
〜
一
九
○
○
年
）

で
ち
ょ
っ
と
大
き
く
な
っ
て
、
一
九
○
○
年
以
降
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
つ
と
上
が

っ
て
、
一
九
五
○
年
ぐ
ら
い
を
境
に
し
て
こ
う
な
っ
た
と
（
急
カ
ー
ブ
で
右

上
が
り
）
。
だ
い
た
い
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

要
す
る
に
、
こ
の
四
十
年
間
の
、
日
本
と
い
う
よ
り
世
界
の
経
済
の
発
展

と
い
う
の
は
、
人
類
の
歴
史
の
な
か
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
極
め
て
巨

大
な
変
化
で
あ
っ
た
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
学
者
で
物
好
き
な
人
が
い
ま
し
て
、

中
世
（
紀
元
一
○
○
○
年
ぐ
ら
い
）
の
人
た
ち
が
も
し
現
代
に
生
き
た
ら
ど

う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
数
量
的
に
計
算
し
ま
し
た
。

具
体
的
に
言
う
と
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
動
き
と
い
う
も
の
が
社
会
の
変
化
に
連
動
し

て
い
る
Ｉ
物
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、
様
々
な
情
報
が
入
っ
て
き
た
り
ｌ
そ

う
い
う
も
の
と
考
え
る
と
、
だ
い
た
い
中
世
の
人
の
一
生
と
い
う
も
の
が
現

代
人
に
と
っ
て
の
一
ヵ
月
ぐ
ら
い
。

つ
ま
り
、
中
世
の
人
々
が
経
験
し
た
五
十
年
か
ら
六
十
年
の
一
生
と
同
じ

変
化
を
、
我
々
は
一
ヵ
月
く
ら
い
で
経
験
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
流
れ
に
な

り
ま
す
．

宮ｊ宮-
-
ＬＨ
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可

1

I

し

b

､

翁
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そ
の
中
で
、
日
本
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
鉛
筆
で
私
が

書
き
加
え
て
あ
り
ま
す
。
一
応
、
日
本
は
今
、
先
進
国
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
先
進
国
と
発
展
途
上
国
と
社
会
主
義
国
と
ア
ジ

「
豊
か
」
に
な
っ
た
日
本

ア
と
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、

先
進
国
の
と
こ
ろ
に
入
れ
ま
し
た
。

日
本
は
一
九
五
○
年
頃
、
一
ド
ル
が
三
六

○
円
で
日
本
の
人
口
は
八
四
○
○
万
人
で

す
。
そ
れ
が
一
九
九
二
年
に
は
一
億
二
六
○

○
万
人
に
な
り
ま
し
た
。
人
口
は
一
・
五
倍

で
す
。
つ
ま
り
、
世
界
平
均
の
二
○
倍
よ
り

も
伸
び
は
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

先
進
国
全
体
が
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
や
や
、
人
口
の
伸
び
は
止
ま
っ
て
い
る
。

人
口
の
爆
発
は
、
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
発
展
途
上
国
で
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
生
産
の
方
は
ど
う
な
の
か
。

日
本
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
は
一
九
五
○
年
に
四
兆
円

で
し
た
（
「
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
読
売
」
の

「
デ
ー
タ
で
み
る
戦
後
日
本
経
済
」
か
ら
）
。

そ
れ
が
、
一
九
九
○
年
に
は
四
二
七
兆
円

に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
と
い
う
こ
と
で
見
ま
す

と
、
日
本
の
場
合
は
百
六
倍
に
大
き
く
な
り
ま
す
。

世
界
平
均
が
二
十
七
倍
で
す
。
そ
の
世
界
平
均
の
四
倍
で
す
。
先
進
国
平

均
が
三
十
倍
、
発
展
途
上
国
平
均
が
三
十
七
倍
、
社
会
主
義
の
平
均
が
十
倍
。

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
日
本
は
そ
の
最
先
端
を
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

お
わ
か
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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実
は
、
も
う
一
つ
や
や
こ
し
い
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
国
際
統

計
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
ド
ル
で
換
算
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
た

め
に
、
一
九
五
○
年
に
つ
い
て
は
一
ド
ル
が
三
六
○
円
で
す
か
ら
、
三
六
○

で
割
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
九
○
年
に
は
年
平
均
の
円
為
替
が
一
ド
ル

一
五
○
円
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
ド
ル
換
算
に
し
ま
す
と
、
一
○
六

倍
と
い
う
の
は
日
本
の
国
内
で
み
た
実
際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
あ
り
ま
し
て
、
円
の

価
値
が
二
倍
に
上
が
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
が
、
一
○
六
倍
っ
て
書
い
て
ま
す

け
れ
ど
も
、
実
は
国
際
統
計
上
二
○
○
倍
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
三
六
○

円
と
一
五
○
円
の
差
額
の
二
倍
の
分
が
、
日
本
の
場
合
、
加
わ
る
か
た
ち
に

な
る
ん
で
す
ね
。
も
し
こ
の
四
○
年
間
の
変
化
と
い
う
の
を
国
際
統
計
Ⅱ
ド

ル
換
算
で
比
較
し
ま
す
と
、
日
本
は
も
う
、
世
界
の
中
で
飛
び
抜
け
て
巨
大

な
生
産
力
を
伸
ば
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
は
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
計
算
が
間
違
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
四
兆
円
と
い
う
の
を
八
四
○
○
万
の
人
口
で
割
る
と
、
た
ぶ
ん
こ
れ
は

一
一
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
一
一
○
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
や
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
れ
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
発
展

途
上
国
が
一
九
五
○
年
九
一
○
億
ド
ル
等
々
に
比
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
小
さ

い
ん
で
。

逆
に
言
う
と
、
一
九
五
○
年
当
時
は
、
南
米
の
チ
リ
と
か
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

の
方
が
は
る
か
に
日
本
よ
り
も
豊
か
な
国
だ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
ア
ジ
ア
の
国
々
に
比
べ
て
、
ア
ジ
ア
の
中
で
ど
う
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
と
、
一
九
五
○
年
、
発
展
途
上
国
の
方
に
区
分
け
し
た
方
が
い
い

よ
う
な
水
準
か
ら
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
先
進
国
の
中
で
も
飛
び
抜
け
た

水
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
一
九
九
○
年
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
後
ま
た
円
高
が
進
み
ま
し
た
。
一
時
は
八
○
円
前
後
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
の
経
済
力
と
い
う
の
は
、
国
際
統
計
の
上
で
は
こ
の
一

五
○
円
の
段
階
か
ら
二
倍
に
上
が
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
つ
い
二
週
間
程
前
に
読
売
新
聞
が
出
し
た
換
算
が
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
今
年
の
平
均
が
も
し
一
ド
ル
七
○
円
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
下

が
り
ま
す
と
、
日
本
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
は
ア
メ
リ
カ
を
追
い
越
し
て
し
ま
い
ま
す
．

つ
ま
り
、
ド
ル
に
換
算
す
る
と
グ
グ
グ
ッ
と
上
が
る
わ
け
で
す
。
我
々
の
生

活
は
何
も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
、
お
年
寄
り
の
年
金

の
額
は
こ
の
五
ヵ
月
ぐ
ら
い
の
間
で
日
本
で
は
二
倍
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

に
、
国
連
の
国
際
統
計
上
は
な
る
。
そ
れ
か
ら
我
々
の
賃
金
も
全
部
、
円
高

に
合
わ
せ
て
、
ド
ル
に
換
算
す
れ
ば
二
倍
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
関

係
。で

す
か
ら
、
こ
の
為
替
と
い
う
問
題
は
国
際
統
計
を
見
る
場
合
に
は
極
め

て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
実
勢
で
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
世
界
の
中

で
突
出
し
た
伸
び
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
も
、

一
九
五
○
年
「
四
七
六
こ
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
計
算
し
て
み
た
ら
四
万
七
○
○

○
円
ぐ
ら
い
の
間
違
い
で
す
。
た
だ
、
四
万
七
○
○
○
円
だ
と
し
て
も
、
こ

れ
は
三
六
○
で
割
り
ま
す
と
せ
い
ぜ
い
一
三
○
ド
ル
ぐ
ら
い
で
、
や
は
り
こ

れ
も
発
展
途
上
国
水
準
．

こ
れ
が
一
九
九
○
年
に
は
三
八
九
万
円
Ⅱ
二
万
六
○
○
○
ド
ル
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
、
こ
の
年
だ
い

た
い
追
い
越
し
た
水
準
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
は
と
っ
く
に
、

八
二
、
三
年
の
と
こ
ろ
で
追
い
越
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
日
本
は

世
界
で
も
っ
と
も
「
豊
か
な
」
国
と
い
う
こ
と
に
、
国
際
統
計
上
は
な
り
ま

「
世
界
で
最
も
豊
か
」
な
日
本
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Ｆ
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す
。
ま
し
て
や
、
一
ド
ル
八
○
円
水
準
な
ら
ば
、
今
年
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
た
ぶ
ん
三
万
五
○
○
○
ド
ル
か
ら
四
万
ド
ル
。
第
二
位
に
く
る
の
は
だ

い
た
い
ス
イ
ス
か
カ
ナ
ダ
か
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
二
倍
ぐ
ら
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
日
本
の
一
九
五
○
年
の
輸
出

は
八
億
二
○
○
○
万
ド
ル
で
、
先
進
国
全
体
の
三
七
と
い
う
数
字
の
中
の
、

ほ
ん
の
僅
か
の
部
分
し
か
占
め
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
一
九
九
○

年
に
は
二
八
七
○
億
ド
ル
に
な
り
ま
し
て
、
輸
出
の
方
は
三
五
○
倍
。
掛
け

値
無
し
で
で
す
ね
。
要
す
る
に
、
世
界
経
済
と
極
め
て
緊
密
に
結
び
つ
き
輸

出
を
伸
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
全
体
を
大
き
く
し
、
か
つ
、

一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ
Ｐ
で
世
界
一
に
な
っ
た
と
。
こ
う
い
う
関
係
に
な
り
ま
す
。

日
本
は
〈
豊
か
〉
か

物
量
的
な
意
味
で
は
、
日
本
は
非
常
に
「
豊
か
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
じ
ゃ
あ
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

〈
エ
ル
ゴ
ロ
ジ
ー
〉
と
い
う
の
を
、
実
は
私
が
こ
の
間
提
唱
し
て
お
り
ま
す
、

社
会
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
方
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
説
明
は
後
に
い

た
し
ま
す
。
次
の
表
「
国
際
比
較
の
な
か
の
日
本
の
労
働
日
・
労
働
時
間
と

子
ど
も
の
登
校
日
・
授
業
時
間
」
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
だ
い
た
い
一
九
九
○
年
を
と
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
先
ほ
ど
言
っ

た
の
で
い
え
ば
世
界
一
に
な
っ
た
段
階
で
す
か
ら
、
高
度
成
長
期
そ
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
実
は
、
高
度
成
長
期
は
も
っ
と
す
ご
い
数
字

で
す
。

つ
ま
り
「
ゆ
と
り
」
と
か
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
の
、
高
度
成

長
を
経
た
日
本
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
ま
ず
見
て
み
ま
す
．
ア
メ
リ
カ
・

イ
ギ
リ
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
西
ド
イ
ツ
・
オ
ラ

ン
ダ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
々
に
比
べ
て
、
ま
ず
二
○
○
○
時
間
以
上
の
国
は

日
本
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
．
先
進
国
の
中
で
唯
一

で
す
。し

か
も
こ
れ
、
「
所
定
内
・
所
定
外
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
「
所
定
内
」

っ
て
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る
「
九
時
〜
五
時
」
で
あ
り
ま
し
て
、
「
所
定
外
」
が

「
残
業
」
で
す
。
残
業
は
、
日
本
が
年
間
二
一
九
時
間
。
こ
ん
な
の
は
、
働
い

て
い
る
人
は
「
ウ
ソ
だ
」
っ
て
言
う
で
し
ょ
う
。
実
際
は
も
っ
と
多
い
ん
で

す
。
こ
れ
は
ど
う
や
っ
て
計
算
さ
れ
る
か
と
言
う
と
、
労
働
省
の
統
計
で
す

の
で
、
残
業
料
の
支
払
わ
れ
た
時
間
で
す
．

た
だ
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
残
業
二
一
九
時
間
と
い
う
の
は
世
界
一
で
す
．

ア
メ
リ
カ
一
九
二
時
間
、
イ
ギ
リ
ス
一
八
七
時
間
、
西
ド
イ
ツ
九
九
時
間
、

と
い
う
よ
う
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
と
に
か
く
日
本
は
極
端
に
長
い
．
そ
し

て
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
オ
ラ
ン
ダ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
等
々
の
統
計
欄
に
は
傍
線
が
引
い
て
あ
り
ま
す
．
こ
れ
は
、
計
算
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
業
と
い
う
の
が
な
い
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
所
定
外
労
働
な
ん
て
の
は
認
め
て
い
な
い
国
が
世
界
で
は
む
し

ろ
多
数
で
、
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
日
本
及
び
ア
メ
リ
カ
。
イ
ギ
リ
ス
の

方
が
例
外
で
す
。
西
ド
イ
ツ
も
原
則
的
に
は
無
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
特
定

の
業
種
に
つ
い
て
の
み
あ
る
た
め
に
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
と
こ
ろ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

イ
タ
リ
ア
は
所
定
内
労
働
時
間
、
つ
ま
り
労
働
契
約
で
決
め
ら
れ
て
い
る
労

働
時
間
は
年
に
一
七
五
六
時
間
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
労
働
時
間
は
一
七
一
七

時
間
．
つ
ま
り
、
所
定
内
労
働
時
間
よ
り
も
実
労
働
時
間
が
短
い
わ
け
で
す
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か」にできるのか
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な
ぜ
な
の
か
。
み
ん
な
休
暇
を
取
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
有
給
休
暇
を
取

っ
た
分
は
働
き
ま
せ
ん
か
ら
、
労
働
契
約
が
な
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
時
間
は

休
め
る
わ
け
で
す
．
で
す
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ

ン
ス
な
ん
か
契
約
よ
り
も
一
○
○
時
間
ぐ
ら
い
低
い
。
オ
ラ
ン
ダ
も
同
じ
で

す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
至
っ
て
は
、
労
働
契
約
上
は
一
八
○
○
時
間
働
か
な

く
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
例
え

ば
女
性
は
産
前
産
後
四
五
○
日
の
休
暇
が
認
め
ら
れ
、
子
供
が
一
二
才
に
な

る
ま
で
一
日
二
時
間
、
年
に
六
○
時
間
、
育
児
の
た
め
の
休
暇
が
与
え
ら
れ

る
、
と
い
う
よ
う
な
労
働
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
ま
す
の
で
、
一
人
平
均
一
五

○
○
時
間
し
か
働
い
て
い
な
い
。
こ
ち
ら
の
方
が
、
先
進
国
の
労
働
の
普
通

の
あ
り
方
で
す
。

異
常
な
働
き
方
の
日
本
社
会

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
比
べ
て
日
本
で
は
、
非
常
に
異
常
な
働
き
方
を
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
高
度
経
済

成
長
期
（
一
九
六
○
年
代
〜
七
○
年
代
）
を
と
り
ま
す
と
、
二
五
○
○
時
間

に
な
り
ま
す
。
一
九
九
○
年
段
階
の
韓
国
並
み
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

日
本
の
労
働
時
間
は
異
常
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
で
分
か
り
ま
す
。

「
年
労
働
日
・
休
日
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
年
に
二
四
七

日
働
い
て
一
一
八
日
休
ん
で
い
ま
す
。
他
の
国
々
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

ア
メ
リ
カ
ニ
ニ
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
二
一
八
日
、
フ
ラ
ン
ス
一
二
一
日
。
実
は

「
国
民
の
祝
日
」
と
い
う
の
が
日
本
は
世
界
で
一
番
多
い
。
し
か
し
、
土
曜
労

働
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
小
企
業
で
は
圧
倒
的
に
多
い
。
た

め
に
、
大
企
業
を
中
心
に
週
休
二
日
制
が
こ
れ
だ
け
普
及
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
年
労
働
日
が
ま

だ
こ
の
ぐ
ら
い
の
差
が
あ

る
。
こ
れ
は
大
人
た
ち
の

世
界
で
す
・
大
人
た
ち
は
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
セ
ッ

セ
、
セ
ッ
セ
と
働
い
て
、

「
世
界
一
の
経
済
成
長
」
と

い
う
の
を
達
成
し
て
き
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

で
は
、
そ
の
時
、
子
ど

も
た
ち
は
ど
う
し
て
い
た

の
か
。学

校
教
育
の
デ
ー
タ
を

見
ま
す
と
、
こ
の
デ
ー
タ

は
実
は
高
度
成
長
期
で
、

一
九
七
○
年
代
か
ら
八
○

年
代
の
境
目
、
七
五
年
頃

の
デ
ー
タ
を
入
れ
て
あ
り

ま
す
。
日
本
の
子
ど
も
た

ち
、
一
年
に
登
校
日
二
四

○
日
、
休
日
一
二
五
日
．
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７
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４
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７
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こ
れ
は
、
労
働
日
の
デ
ー
タ
と
見
比
べ
る
と
す
ぐ
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、

労
働
日
と
非
常
に
よ
く
連
動
し
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
親
が
会
社
に

行
っ
て
い
る
だ
け
、
子
ど
も
ら
は
学
校
に
行
く
、
と
い
う
の
が
日
本
の
シ
ス

テ
ム
で
す
。
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図2 国際比較の壮かの日本の労醐日・労働時間と子どもの登校日・授莱時問
＜製造業労働時間・労働日〉〈学値教育〉
年実労働時間所定内所定外年労働日年休日 年丑佼日 休日 年授菓附間
｜測創！' ‘ ‘11，！( ’11 ‘ ’ ' 012＄’10 ‘日 本
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スウェーデン|  1472      1808一一 180    145    108Q

時間・労働日＞
所定内所定外年労働日年休日
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二
○
○
日
以
上
の
国
と
い
う
の
は
、
あ
と
ど
こ
か
．
ひ
と
つ
は
ド
イ
ツ
で

す
。
ド
イ
ツ
は
面
白
い
国
で
、
親
た
ち
は
二
○
○
日
し
か
働
か
な
い
の
に
、

子
ど
も
た
ち
は
二
三
○
日
学
校
に
行
か
せ
る
。
つ
ま
り
、
親
た
ち
の
世
界
と

子
ど
も
た
ち
の
世
界
は
相
対
的
に
自
立
し
て
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
厳
格
に

訓
練
す
る
と
。
そ
し
て
、
親
た
ち
は
優
雅
に
休
み
を
取
る
と
。
こ
う
い
う
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

次
は
登
校
日
が
少
な
い
国
フ
ラ
ン
ス
。
フ
ラ
ン
ス
は
年
労
働
時
間
で
も
一

六
○
○
時
間
。
こ
れ
は
、
一
六
Ｏ
○
な
ん
て
風
に
言
っ
て
も
分
か
り
に
く
い

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
二
一
二
四
時
間
に
比
べ
ま
す
と
、
要
す
る

に
、
年
に
三
ヵ
月
多
く
フ
ラ
ン
ス
人
は
休
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

年
に
五
○
○
時
間
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
三
カ
月
。
要
す
る
に
、
十
二
カ

月
の
内
の
三
カ
月
分
、
日
本
人
の
方
が
多
く
働
い
て
い
る
．

子
ど
も
た
ち
は
ど
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
は
年
に
一
五
○
日
し
か
行

か
な
い
．
あ
そ
こ
は
水
曜
日
休
み
で
す
。
そ
し
て
、
親
た
ち
も
子
ど
も
た
ち

も
、
約
三
カ
月
の
長
〜
い
バ
カ
ン
ス
を
夏
に
は
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
う
い
う
国
と
日
本
の
よ
う
な
国
と
を
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
と
い
う
こ
と

で
比
べ
た
ら
、
ど
ち
ら
が
大
き
く
な
る
の
か
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は

目
に
見
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
ん
な
短
い
労

働
時
間
で
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
で
は
日
本
の
二
割
〜
三
割
（
七
○
○
○
億
ド
ル
ぐ
ら
い
）

に
な
っ
て
る
と
い
う
の
は
よ
く
頑
張
っ
て
る
。
つ
ま
り
、
時
間
当
た
り
生
産

性
は
む
し
ろ
い
い
ｌ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
う
国
は
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
例
で
す
の
で
、
つ

い
で
だ
か
ら
言
っ
て
お
き
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
親
た
ち
の
労
働
時
間

は
一
八
○
○
時
間
契
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
○
○
時
間
と
世
界
で
一
番

短
か
い
。
と
こ
ろ
が
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
に
行
く
日
数
は
少
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
年
授
業
時
間
は
一
○
○
○
時
間
あ
り
ま
し
て
、
日
本
の
子
ど
も

と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
登
校
日
の
一
日
の
授
業
の
時
間
が
長
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
．
学
校
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
保

育
的
機
能
を
果
し
て
お
り
ま
し
て
、
要
す
る
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
と

い
う
場
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
の
世
界
Ⅱ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
創
っ
て
い

て
、
午
後
ま
で
ず
っ
と
学
校
に
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
親
た
ち
の
社
会
Ⅱ

企
業
社
会
と
子
ど
も
た
ち
の
世
界
Ⅱ
学
校
社
会
と
い
う
も
の
が
直
接
的
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
が
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
す
。
た
だ
し
、
日
本
と
フ
ラ
ン

ス
は
全
く
逆
の
意
味
で
、
日
本
の
方
は
親
た
ち
が
忙
し
い
分
だ
け
、
子
ど
も

た
ち
も
忙
し
い
と
い
う
世
界
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
親
た
ち
が
優
雅
に
ゆ

と
り
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
分
だ
け
、
子
ど
も
た
ち
も
ゆ
と
り
を
持
っ
て
、

い
わ
ば
情
操
を
育
ん
で
い
る
。長

時
間
労
働
は
十
九
世
紀
か
ら

ち
な
み
に
、
こ
の
二
一
○
○
時
間
と
い
う
労
働
時
間
は
、
一
体
何
を
意
味

す
る
の
か
．
「
八
○
○
年
間
の
年
間
労
働
時
間
の
推
移
」
と
い
う
デ
ー
タ
を
見

て
み
ま
す
。

私
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
、
「
日
本
人
は
勤
勉
だ
。
そ
れ
は
昔
か
ら
だ
」
と
か
、

「
昔
の
人
た
ち
は
機
械
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
も
無
い
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
た
か
ら
、

親
は
会
社
へ
、
子
は
学
校
へ

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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も
の
す
ご
い
厳
し
い
労
働
を
し
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
想
像
し
ま
す
。
と
り
わ

け
日
本
の
江
戸
時
代
な
ん
か
描
く
と
き
に
は
、
「
百
姓
は
搾
り
取
れ
る
だ
け
絞

れ
」
な
ん
て
ふ
う
に
言
わ
れ
て
ま
す
か
ら
、
も
う
非
常
に
悲
惨
な
姿
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
．

け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
世
界
で
現
代
人
ほ
ど
、
と
り
わ
け
高
度
成
長
期
の

日
本
人
ほ
ど
、
そ
う
い
う
意
味
で
悲
惨
な
姿
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
世
界
の
労
働
時
間
の
変
化
で
す
け
れ
ど
も
、
十
三
世
紀
の
イ
ギ
リ

ス
の
農
民
た
ち
は
ど
う
い
う
労
働
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
年

に
一
六
二
○
時
間
ぐ
ら
い
。
そ
れ
は
一
六
○
○
年
ぐ
ら
い
ま
で
続
き
ま
す
。

産
業
革
命
、
機
械
に
よ
る
生
産
と
い
う
の
が
導
入
さ
れ
た
頃
に
、
突
如
、

人
類
の
労
働
時
間
は
三
○
○
○
時
間
台
に
突
入
し
ま
す
．
一
八
四
○
年
と
い

う
の
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階

級
の
状
態
」
（
邦
訳
は
国
民
文
庫
な
ど
）
と
い
う
本
を
書
く
頃
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
中
世
の
記
録
を
見
ま
す
と
、
だ
い
た
い
一
五
○
○
時
間
平
均

な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
先
進
国
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
か
フ
ラ
ン
ス
が
よ
う
や
く
今
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
「
近
代
」
が
始
ま

る
以
前
の
人
々
の
労
働
時
間
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に
長
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

実
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
、
経
済
人
類
学
と
い
う

分
野
で
記
録
が
で
き
て
お
り
ま
す
。

旧
石
器
時
代
か
ら
新
石
器
時
代
の
、
狩
猟
漁
労
時
代
の
人
類
の
生
活
と
い

う
の
は
、
大
体
週
に
三
日
、
一
日
三
時
間
、
狩
り
に
出
た
り
貝
を
拾
い
に
行

っ
た
り
す
れ
ば
、
身
体
を
維
持
し
、
生
命
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
村
落
全

体
の
食
料
は
賄
え
る
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
あ
と
は
だ
い
た
い
、
お
祭
り
・

昼
寝
等
々
を
や
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
。
ロ
ー
マ
の
時
代
で
も
、
基
本
的
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
と
り

わ
け
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
市
民
た
ち
。
よ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
起
源
は

ギ
リ
シ
ャ
だ
と
い
い
ま
す
．
あ
の
頃
の
ギ
リ
シ
ャ
人
・
ロ
ー
マ
人
の
労
働
生

活
を
み
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
古
代
ロ
ー
マ
の
暦
に
は
、
年
に
一
六
○
日
の

祝
日
が
あ
り
ま
す
。
一
年
の
半
分
は
祝
日
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
「
祝
日
」

と
い
う
の
参
加
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
お
祭
り
で
、
酒
を
飲
ん
だ
り
、
神
様
に

祈
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
「
労
働
」
に
携
わ
る
時
間

は
、
極
め
て
少
な
い
．

中
世
の
農
民
た
ち
の
暮
ら
し
を
み
ま
し
て
も
、
中
世
は
ま
だ
電
気
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
農
業
と
い
う
労
働
は
、
雨
や
雪
が
降
っ
た
ら
仕
事
が

で
き
ま
せ
ん
。
一
年
間
の
冬
の
間
は
家
の
中
で
何
か
準
備
を
す
る
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
て
も
、
た
か
が
し
れ
て
い
ま
す
●
年
労
働
時
間
に
な
ら
し
ま
す
と
、

大
体
一
二
○
○
時
間
か
ら
一
五
○
○
時
間
ぐ
ら
い
で
す
。

つ
ま
り
、
産
業
革
命
以
降
に
、
人
類
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
グ
ラ
フ
で
い
う

と
ち
ょ
っ
と
曲
が
っ
た
あ
た
り
で
、
急
速
に
ハ
ー
ド
な
労
働
を
始
め
る
よ
う

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
が
、
だ
い
た
い
一
九
世
紀
の
後

半
と
な
り
ま
す
。

一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
、
市
民
や
労
働
組
合
の
運
動
、
社
会
主
義
運
動
と

か
が
始
ま
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、
女
性
と
子
ど
も
を
工
場
で
あ
ま
り
長
く

働
か
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
十
二
時
間
労
働
日
と
い
う
も
の
が
決

め
ら
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
、
メ
ー
デ
ー
の
合
言
葉
で
あ
る
「
八
時
間
労
働
日
」

が
一
九
世
紀
の
末
に
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
り
呼
び
か
け
ら
れ

た
。
そ
れ
か
ら
徐
々
に
短
く
し
て
き
た
。
今
日
よ
う
や
く
、
先
進
的
な
国
々

-つ
ま
り
労
働
組
合
が
強
く
て
、
資
本
に
対
す
る
規
制
の
強
い
国
々
Ｉ
で
は
、

よ
う
や
く
中
世
並
み
の
労
働
時
間
に
戻
っ
た
。

一
方
、
働
く
こ
と
に
つ
い
て
歯
止
め
の
な
い
国
々
ｌ
典
型
的
に
は
日
本
１

戦後高度経済成長を問う

戸
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で
は
、
一
八
七
○
年
代
ぐ
ら
い
の
水
準
で
や
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に

新
し
い
機
械
や
、
新
し
い
技
術
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
生
産
力
の
方
は

急
カ
ー
ブ
の
上
昇
に
な
り
ま
し
て
、
労
働
投
入
量
と
そ
れ
に
加
え
て
産
出
量

が
多
く
な
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
な
、
四
○
年
間
で
約
四
○

倍
ｌ
日
本
の
場
合
に
は
百
倍
以
上
ｌ
と
い
う
経
済
的
な
富
を
つ
く
り
出
し

た
。
こ
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
豊
か
さ
」
は
何
を
も
た
ら
し
た
か

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
い
っ
た
い
何
を
も

た
ら
す
か
。
も
ち
ろ
ん
「
便
利
さ
」
。
そ
れ
か
ら
、
高
度
成
長
期
に
は
い
わ
ゆ

る
「
３
Ｃ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
一
九
六
○
年
頃
に
テ
レ
ビ
と
か
、

洗
濯
機
と
か
、
冷
蔵
庫
が
普
及
し
ま
し
た
。
一
九
七
○
年
頃
に
な
れ
ば
、
車
、

カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
ク
ー
ラ
ー
な
ど
が
普
及
し
ま
し
た
。
ま
あ
、
生
活
の
「
便

利
さ
」
と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
「
豊
か
」
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
シ
ョ
ア
ー
（
経
済
学
者
）

が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
洗
濯
と
い
う
こ
と
を
と
っ
て
み
ま
す
と
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
迫
害
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た

頃
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
生
成
期
の
女
性
た
ち
は
、
一
ヵ
月
に
一
度
、
川
に
行
っ

て
洗
濯
す
る
だ
け
で
し
た
。
そ
の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
あ
っ
て
、
と
て

も
洗
濯
な
ん
て
の
に
は
手
が
回
ら
な
い
。
ま
た
、
周
り
の
人
も
皆
そ
う
し
て

い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
ど
う
っ
て
こ
と
も
な
い
生
活
で
し
た
．

こ
の
状
況
は
、
基
本
的
に
一
九
世
紀
の
末
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
手
動
式
洗

濯
機
が
ア
メ
リ
カ
で
発
明
さ
れ
る
ま
で
、
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、

洗
濯
な
ん
て
の
は
一
ヵ
月
に
一
度
や
れ
ば
い
い
ん
で
あ
っ
て
、
衣
類
を
変
え

る
の
も
ｌ
な
ん
か
オ
ウ
ム
は
汚
い
と
か
な
ん
と
か
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
’一
週
間
に
一
度
な
ん
て
の
は
、
一
九
世
紀
ま
で
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は

な
ん
で
も
な
い
こ
と
で
し
た
。

洗
濯
機
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
始
め
は
手
動
が
、
電
気
洗
濯
機

と
な
っ
て
便
利
に
な
っ
て
く
る
。
何
故
か
「
洗
濯
」
と
い
う
の
は
女
性
の
仕

事
と
い
う
こ
と
に
、
当
時
な
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
。
一
九
二
○
年
代
、
ア

メ
リ
カ
の
婦
人
た
ち
は
、
一
週
間
に
一
度
は
洗
濯
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
あ
る
種
の
「
社
会
的
な
風
潮
」
が
で
き
た
そ
う
で
す
。
女
性
た
ち
に

と
っ
て
は
、
手
回
し
で
絞
る
と
か
機
械
に
入
れ
て
お
い
て
で
き
る
と
い
う
意

味
で
、
手
で
洗
濯
す
る
よ
り
は
楽
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
洗
濯
に
携
わ
る

時
間
が
、
実
は
長
く
な
っ
た
。

戦
後
一
九
五
○
年
代
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
黄
金
の
五
○
年
代
で
す
。

こ
の
頃
に
な
っ
て
、
二
日
な
い
し
三
日
に
一
度
は
洗
濯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
強
迫
観
念
が
ア
メ
リ
カ
中
に
広
が
っ
た
。

日
本
で
も
た
ぶ
ん
、
そ
う
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
日
本

で
は
一
九
六
○
年
頃
に
電
気
洗
濯
機
が
普
及
し
始
め
た
頃
か
ら
、
急
速
に
洗

濯
の
回
数
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
「
清
潔
」
な
ん
て
い
う
の
が
、
男
の
子
ま
で

言
い
だ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
、
実
は
こ
れ
は
某
化
粧
品
会
社
が
行
っ

て
い
る
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
で
は
一
日
に
二
回
洗
濯
し
な
け
れ
ば
気

が
済
ま
な
い
と
い
う
家
庭
が
一
四
％
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
あ
と
の
家
庭
も
、

全
家
庭
の
平
均
が
、
だ
い
た
い
、
一
日
一
回
以
上
は
洗
濯
し
な
い
と
落
ち
つ

か
な
い
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
洗
濯
な
ん
て
い

う
の
は
、
我
々
の
今
日
の
感
覚
か
ら
み
れ
ば
、
毎
日
着
替
え
し
て
清
潔
で
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
清
潔
感
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
自
身
が
い
わ

ば
他
者
と
の
関
係
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
種
の
道
徳
的

強
制
と
し
て
か
か
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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先
ほ
ど
の
実
例
で
い
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
の
女
性
が
洗
濯
に
費
や
す
時

間
は
、
一
ヵ
月
に
一
回
で
よ
か
っ
た
時
代
か
ら
、
便
利
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

実
は
ど
ん
ど
ん
長
く
な
っ
て
い
る
。
自
動
式
電
気
洗
濯
機
に
な
っ
て
も
、
洗

濯
と
い
う
家
事
労
働
に
女
性
が
携
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
そ
の
も
の

は
、
実
は
む
し
ろ
長
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
も
し
ろ
い
現
象
が
生
ま
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
「
便
利
さ
」
と
い
う
世
界
で
す
。

「
か
ら
だ
」
は
ど
う
な
っ
た
か

さ
て
、
「
か
ら
だ
」
そ
の
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

で
は
次
に
、
日
本
人
の
背
の
高
さ
に
つ
い
て
の
縄
文
時
代
か
ら
現
代
に
至

る
ま
で
の
グ
ラ
フ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
、
非
常
に
古
い
時
代
に
南
太
平
洋
の
方
か

ら
、
あ
る
い
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
の
方
か
ら
や
っ
て
き
た
縄
文
系
の
人
々

と
、
そ
れ
よ
り
後
に
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
弥
生
時
代

の
人
々
と
の
、
「
混
合
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
や
沖
縄
の
人
々
は
、
こ
こ
で
い
う
縄
文
系

に
当
た
る
わ
け
で
す
。
地
方
で
い
い
ま
す
と
東
北
地
方
、
そ
れ
か
ら
南
九
州

は
、
だ
い
た
い
縄
文
系
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
か
ら
入
っ
て
き

た
弥
生
系
は
北
九
州
の
方
か
ら
入
っ
て
、
中
国
地
方
、
四
国
地
方
、
関
西
か

ら
関
東
の
一
部
ま
で
に
広
が
っ
て
そ
こ
で
定
住
し
、
縄
文
人
と
混
じ
り
合
っ

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
考
古
学
の
デ
ー
タ
に
よ
り
ま
す
と
、
縄
文
人
の
成
人
男
子
の
骨

を
測
り
ま
す
と
、
平
均
身
長
は
、
一
五
九
学
。

そ
れ
に
対
し
て
、
後
の
時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
来
た
弥
生
系
渡
来

人
の
平
均
身
長

が
一
六
三
掌
。

縄
文
人
が
一

五
九
諺
・
弥
生
人

が
一
六
三
軒
。

そ
れ
が
ど
う

９８

〃

’

１

侭
Ｕ
ワ
』
ｌ
-

６
｜

Ｊ
諭
釧
。
／
唖

１
｜Ｉ

／
伸
幅
い
、
９
（
姉
・
弓
）
ｍ
・
爵
郷
一

８３

’

１
１
Ｓ
・
雰
葛
・
葛

（
つ
”国
守
）
咀
・
画
一

５

１４３

一

一

１

１

６
 
５

３
５１く

／
卜
哨
い
い
。
’（
因
・
萬
高
、
腸
 
０

卯

一

５

’
２
｜
Ｉ

Ｉ
 
お
・
与
三
§
に

（
ト
・
討
手
）
③
、
画
④

に
卜
〃
し
 
皇
肥
し
国
ノ
メ
ノ

な
っ
た
の
か
。

実
は
明
治
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。

一
八
七
六
年
に
東
大
に
や
っ
て
来
た
ド
イ
ツ
の
医
学
者
ベ
ル
ッ
の
「
ベ
ル

ッ
の
調
べ
た
日
本
人
」
を
見
る
と
、
東
大
の
男
子
学
生
の
平
均
身
長
は
一
六

一
シ
で
し
た
。

実
に
う
ま
く
で
き
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
縄
文
人
と
弥
生
人
を
足
し
て
二

で
割
っ
た
値
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
縄
文
時
代
か
ら
明
治
に
至
る
ま
で
、

日
本
人
の
体
型
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
環
境
的
変
化
は
無
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
こ
の
こ
と
は
意
味
し
て
い
ま
す
．
こ
れ
は
厳
密
な
記
録
で
は

な
い
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
も
う
少
し
小
さ
か
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り

ま
す
。と

こ
ろ
が
、
こ
の
後
の
一
八
八
○
年
頃
か
ら
、
日
本
人
の
成
人
男
子
の
平

均
身
長
は
、
だ
い
た
い
一
○
年
に
一
学
ず
つ
伸
び
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
一
九
七
○
年
頃
ま
で
に
一
七
○
鞍
に
達
し
ま
す
。
一
九
○
○
年

に
一
五
七
・
九
軒
か
ら
、
一
九
九
四
年
に
一
七
○
・
九
鞍
（
文
部
省
、
一
八

歳
の
身
体
検
査
）
。

つ
ま
り
、
ほ
ぼ
一
○
○
年
で
、
十
二
、
三
鼓
伸
び
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

﹇
当
頁
次
頁
の
表
は
、
祖
父
江
孝
男
著
「
日
本
人
は
ど
う
か
わ
っ
た
か
」
（
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
よ
り
﹈

ｌ
ｐ

Ｌ
Ｂ
Ｐ

Ｌ
Ｌ

L

卜

I

1

可

｜ ’
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戦後高度経済成長を問う

図2  100年前と現在の
日本人成人男子の平均体形
の比較（左はベルツ，右は
保志・河内の計測値による。
カッコ内は身長に対する百
分率を示す）



こ
れ
は
、
今
の
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
何
で
も
な
い
こ
と
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
た
い
へ
ん
な
変
化
で
す
。

世
界
史
上
で
も
、
あ
る
人
種
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
百
年
間
に
一
○
軒
以
上

伸
び
た
と
い
う
実
例
は
、
こ
の
日
本
の
例

と
、
産
業
革
命
期
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ベ
ル
ギ
ー

か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
国
ぐ
ら
い
が
あ
る

ぐ
ら
い
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
等
々

の
国
々
で
も
、
三
百
年
か
け
て
五
軒
と
い
う

の
が
普
通
で
す
。
身
長
が
百
年
で
一
○
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
も
伸
び
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
人
間
の
種
の
あ
り
方
と
し
て
は
極
め
て

異
様
な
も
の
で
す
。

し
か
も
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
伸
び
た
の

か
。
体
形
図
を
見
て
み
ま
す
と
、
身
長
が
伸

び
て
顔
の
大
き
さ
も
若
干
長
く
な
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
座
高
も
、
殆
ど
変
わ
っ
て
ま
せ
ん
．

伸
び
た
の
は
ど
こ
か
？
足
、
下
半
身
で
す
．

「
格
好
よ
く
な
っ
た
」
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
足
が
ほ
ぼ
一
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
伸
び
て
、
百
年
前
の
日
本
人
と
現
在
の
日

驚
異
的
な
身
長
の
伸
び

本
人
で
は
、
随
分
体
の
形
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
体
形

が
変
わ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
。
要
す
る
に
、

百
年
前
の
日
本
人
の
体
形
と
い
う
の
は
、
相
撲
取
り
の
方
を
考
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
い
い
。
非
常
に
下
半
身
が
安
定
し
て
い
て
、
地
面
に
ず
っ
し
り
と
体

を
支
え
る
と
い
う
体
形
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と
下
の
方
が

伸
び
た
。
そ
の
た
め
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

例
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
骨
折
事
故
な
ん
て
い
う
の
は
、
非
常
に
多
く
な

っ
て
き
た
。
つ
い
一
ヵ
月
程
前
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
問
題
を
「
こ
れ
は
栄
養

状
態
が
よ
く
な
っ
た
か
ら
こ
う
な
っ
た
ん
だ
」
と
言
い
ま
し
て
、
「
「
豊
か
さ
」

は
「
豊
か
な
身
体
」
を
つ
く
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
九
時
半
か

ら
の
番
組
で
や
っ
て
ま
し
た
。
そ
れ
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
、
「
Ｓ
」
「
Ｍ
」

「
Ｌ
」
の
サ
イ
ズ
の
書
き
換
え
を
通
産
省
が
始
め
る
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
摂
取
栄
養
量
は
、
カ
ロ
リ
ー
量
を
含
め
て
非
常
に
多
く
な
り
ま

し
た
。し

か
し
、
こ
れ
は
逆
の
方
か
ら
み
ま
す
と
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い

う
と
、
要
す
る
に
、
必
要
な
栄
養
摂
取
量
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
．
何
に
よ
っ
て
増
え
た
の
か
？
先
ほ
ど
の
グ
ラ
フ
を
見
れ
ば
わ

か
り
ま
す
。
ハ
ー
ド
な
労
働
に
耐
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
ハ
ー
ド
な
「
学
校

生
活
十
塾
」
の
生
活
に
耐
え
ら
れ
る
身
体
を
、
一
生
懸
命
つ
く
っ
て
き
た
わ

け
で
す
。

こ
の
場
合
の
「
ハ
ー
ド
」
と
い
う
の
は
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
労
働

的
な
「
ハ
ー
ド
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と
足
は
伸
び
て
、
頭
脳
と
手
足
を
様
々
な
か

た
ち
で
の
労
働
に
対
応
さ
せ
る
よ
う
に
大
き
く
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

０
 
５

。
＃

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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こ
れ
に
更
に
、
一
つ
付
け
加
え
ま
す
と
、
実
は
こ
の
男
子
平
均
身
長
一
七

○
諺
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
○
年
頃
で
す
。
高
度
成
長
、
一
九
五
五
年
頃
か

ら
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
が
最
も
極
端
な
一
○
％
以
上
の
高

度
成
長
で
す
が
、
こ
の
時
期
に
や
っ
ぱ
り
急
速
に
ハ
ー
ド
な
労
働
形
態
に
合

わ
せ
る
身
体
の
組
成
と
い
う
の
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
成
年
男
子
を

と
り
ま
す
と
、
一
七
○
軒
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
実
は
殆
ど
伸
び
て
い
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
あ
る
限
界
点
に
き
た
わ
け
で
す
。

も
し
、
高
度
成
長
に
見
合
っ
て
、
人
間
の
体
が
伸
び
て
く
の
だ
と
す
れ
ば
、

二
○
一
○
年
ぐ
ら
い
に
は
、
日
本
人
男
子
の
平
均
身
長
は
二
海
を
越
え
て
な

く
て
は
お
か
し
い
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
絶
対
に
そ
う
な
ら
な
い
の
が
人

間
の
体
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
身
体
と
い
う
の
は
環
境
に
合
わ
せ
て
あ
る

程
度
は
適
応
で
き
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
限
度
を
越
え
る
と
、
も
う
そ

れ
以
上
は
と
て
も
適
応
で
き
な
い
状
態
に
な
る
。

日
本
人
の
身
長
に
つ
い
て
言
え
ば
、
既
に
そ
の
段
階
で
、
十
五
年
程
前
Ⅱ

一
九
八
○
年
頃
で
伸
び
は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
十
年
で
一
〜

二
軒
と
い
う
伸
び
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
の
よ
う
な
伸
び
は
無
く

な
り
ま
し
た
。
女
性
の
方
が
や
や
遅
れ
て
い
ま
す
の
で
、
若
干
伸
び
て
い
ま

す
が
、
も
う
限
界
点
に
き
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
あ
と
二
、
三
○
年
た
て
ば
日
本
人
が
全
員
一
八
○
掌
に
な
っ

て
、
白
人
と
同
じ
身
長
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
．
こ
れ
は
既
に
世
界
各

国
の
統
計
で
出
て
い
ま
す
。
急
速
に
伸
び
る
時
期
が
、
産
業
革
命
か
ら
あ
る

と
こ
ろ
ま
で
と
、
大
体
ど
の
国
で
も
な
っ
て
い
ま
す
。
五
〜
一
○
シ
伸
び
た

ら
、
そ
れ
で
も
う
伸
び
は
と
ま
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
の
限
界
点
に
日

本
も
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
ま
ら
な
い
「
人
体
改
造
」

・
と
こ
ろ
が
、
会
社
の
労
働
の
方
、
あ
る
い
は
日
本
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
を
伸
ば
す
と

い
う
方
は
、
ま
だ
、
そ
れ
で
も
人
間
の
体
を
一
生
懸
命
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変

え
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
成
田
ｌ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
飛
行
便
時
刻
表
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
も
の
が
資
料
と
し
て
が
出
さ

い

’
’

１
’５
月
．
・

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も

Ｇ
 
由
-

３
９

０１

年
 
間

し
れ
ま
せ
ん
。
 
蛇
時幽睡

〃

全
日
空
は
成
田
発
十
一
時
、
ニ
ュ
ー
ョ
ー

Ａ

ク
着
朝
九
時
と
い
う
便
を
出
し
て
い
る
。
実

Ｊ
 
着

は
こ
の
便
は
、
全
日
空
が
八
○
年
代
後
半
に
 
容
一
↓
日
ョ

国
際
線
（
そ
れ
ま
で
国
際
線
は
日
本
航
空
が
 
陰
 
一

″

表
 
ユ

独
占
）
を
つ
く
る
と
き
の
目
玉
と
し
て
「
日

刻
一
一

時

本
を
午
前
中
に
出
て
、
飛
行
機
の
中
で
お
体
 
便
 
叩

００

行
・
・

申
●

み
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
は
朝
で
す
・
そ
う
す
飛
 
皿

２１

ク
間

る
と
一
日
を
四
十
何
時
間
使
え
ま
す
」
と
い
 
一
時
ョ
 
本

″

ｊ

う
広
告
で
大
々
的
に
売
り
出
し
た
ワ
シ
ン
 
一
日
 
日

１
ｊ
土

ト
ン
直
行
の
航
空
便
で
す
。
金

一
一
発
 
土

澤
唖
栓
 
〃
稗

そ
れ
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
ー
日
本
間
の
航
空

成
 
空
恥
 
Ｌ
肱
ゞ

機
は
、
夕
方
に
日
本
な
い
し
は
ニ
ュ
ー
ョ
ー

４
 
曰
 
く
 
Ａ
 
く
 
ゞ

褒
 
全
 
』
｜

ク
を
発
っ
て
、
相
手
先
に
夕
方
に
着
い
て
、

と
ま
っ
た
身
長
の
伸
び

L

h

b

h

ト

ト

1

b
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一
晩
休
ん
で
時
差
ボ
ケ
を
直
し
て
、
翌
朝
か
ら
仕
事
を
始
め
る
と
い
う
の
が

当
た
り
前
で
し
た
。
そ
れ
は
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ン
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
Ｊ
Ａ
Ｌ

も
ず
っ
と
そ
れ
で
や
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
後
発
の
全
日
空
が
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
な
ん
か
で
叩
か
れ
な

が
ら
も
よ
う
や
く
国
際
線
を
獲
得
し
て
、
ア
メ
リ
カ
便
を
出
し
た
と
き
の
目

玉
が
こ
れ
な
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、
．
 
日
を
最
大
限
有
効
に
使
え
る
便
を

飛
ば
そ
う
」
と
い
う
こ
と
で
始
め
た
の
が
、
こ
の
成
田
発
十
一
時
、
’一
ユ
ー

ョ
ー
ク
着
朝
九
時
十
五
分
、
「
飛
行
機
か
ら
降
り
た
ら
す
ぐ
に
ア
メ
リ
カ
で
は

仕
事
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
日
二
十
四
時
間
さ
ら
に
使
え
ま
す
。
」
と
い

う
便
な
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ン
（
既
に
倒
産
）
、
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト
、

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
と
か
の
米
国
航
空
会
社
は
、
「
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
を
し
て
」

と
い
う
こ
と
で
最
初
は
ず
っ
と
無
視
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
全
日
空
便
、

当
た
っ
た
わ
け
で
す
。
と
り
わ
け
、
成
田
発
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
便
は
圧
倒
的
な

人
気
を
博
し
た
。
そ
れ
で
Ｊ
Ａ
Ｌ
も
対
抗
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
十
二
時

発
、
米
国
十
時
着
と
い
う
の
を
出
し
た
わ
け
で
す
．

九
三
年
、
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト
航
空
が
日
本
経
済
新
聞
に
、
二
面
見
開
き
の

大
き
な
広
告
を
載
せ
ま
し
た
。
「
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト
が
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

わ
が
社
も
始
め
る
午
前
便
」
と
、
東
京
を
朝
九
時
に
出
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
朝
七
時
に
着
い
て
、
「
早
速
そ
の
日
一
日
を
充
実
し
た
仕
事
に
使
え
ま
す
」

と
い
う
便
、
と
や
り
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
暦
で
休
日
は
金
曜
日
で
、
土
曜
・
日
曜
は
仕
事

を
し
ま
す
。
日
本
の
商
社
マ
ン
は
ア
ラ
ブ
に
行
く
時
ど
う
す
る
か
。
金
曜
の

夜
に
発
ち
ま
し
て
、
現
地
に
土
曜
日
に
着
く
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
現

地
で
は
す
ぐ
に
商
談
で
き
る
。
こ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
労
働
と
い
う
の
を
、

世
界
の
中
で
ア
メ
リ
カ
人
で
さ
え
、
さ
す
が
に
十
何
時
間
も
飛
行
機
に
乗
っ

て
仕
事
を
す
る
と
き
に
は
一
日
休
ん
で
か
ら
仕
事
を
す
る
の
が
当
た
り
前
だ

っ
た
の
を
、
日
本
の
企
業
は
開
発
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

世
界
市
場
に
組
み
込
ま
れ
た
生
活

銀
行
や
証
券
会
社
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
独
自
の
ピ
つ
と
ボ
タ
ン
を
押

せ
ば
、
今
為
替
が
い
く
ら
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ド
ル
が
い
く
ら
、
株
価
ど

う
か
が
わ
か
る
ポ
ケ
ッ
ト
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は

経
済
的
に
大
き
く
な
っ
た
。
先
程
言
っ
た
よ
う
に
、
輸
出
を
伸
ば
し
、
世
界

経
済
的
に
大
き
く
な
っ
た
。

に
出
て
い
っ
て
世
界
市
場

と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
世
界

市
場
に
つ
な
が
る
、
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
・
東
京
で
九

時
か
ら
四
時
ま
で
や
っ
て

い
た
株
式
市
場
が
世
界
市

場
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
東
京
市
場
が
閉
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
ロ
ン
ド
ン
が

開
き
、
ロ
ン
ド
ン
が
閉
ま
っ

た
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ウ

ォ
ー
ル
街
が
開
く
。
そ
う
い

う
世
界
的
サ
イ
ク
ル
に
組

み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

現
在
第
一
線
の
デ
ィ
ー

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか

衰6世界の主要金H市咽における主な取引時間

(出所）平野耳一配『現代吐会の唖葵孚I（胃木さ店)よワ。
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ラ
ー
の
多
く
は
、
二
○
代
後
半
か
ら
三
○
代
は
じ
め
で
す
。
二
四
時
間
常
に

体
を
張
っ
て
、
ド
ル
が
ど
う
な
る
か
、
三
ヵ
月
先
の
金
の
値
段
が
ど
う
な
る

の
か
、
石
油
が
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
絶
え
ず
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
し

て
い
な
い
と
務
ま
ら
な
い
。
弱
冠
二
十
何
歳
の
人
が
会
社
に
何
億
の
損
害
を

与
え
た
り
、
あ
る
い
は
何
十
億
の
儲
け
を
獲
得
し
た
り
す
る
、
と
い
う
ゲ
ー

ム
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

私
が
昨
年
、
信
州
の
ス
キ
ー
場
に
行
っ
て
、
そ
の
相
場
の
数
字
を
見
る
器

械
を
持
っ
て
き
て
い
る
銀
行
員
に
会
っ
て
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
二
四
時
間

常
に
世
界
市
場
に
組
み
込
ま
れ
た
労
働
を
し
て
い
る
人
は
、
枕
元
に
常
に
そ

れ
を
置
い
て
寝
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
睡
眠
そ
の
も
の
も
、
普
通
の

人
間
の
自
然
な
睡
眠
の
リ
ズ
ム
（
サ
ー
カ
ビ
ア
ン
リ
ズ
ム
）
と
い
い
ま
し
て
、

人
間
の
体
の
中
に
は
人
体
時
計
と
い
う
の
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
も
と
も

と
夜
に
な
っ
た
ら
眠
る
と
い
う
の
が
当
た
り
前
で
す
。

人
体
時
計
を
無
視
し
た
労
働

そ
れ
が
工
場
で
は
三
交
代
制
と
か
と
い
っ
て
崩
し
て
き
た
ん
で
す
。
そ
れ

の
最
も
極
端
な
か
た
ち
が
、
今
の
世
界
最
先
端
産
業
の
労
働
ス
タ
イ
ル
で
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
が
起
き
て
い
る
た
め
に
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ

ー
マ
ー
ト
な
ん
て
の
が
二
四
時
間
営
業
す
る
。
二
四
時
間
営
業
し
て
も
、
例

え
ば
お
に
ぎ
り
だ
っ
た
ら
、
あ
っ
た
か
い
も
の
を
朝
六
時
で
も
食
べ
た
い
と

い
う
人
が
い
る
か
ら
、
朝
二
時
に
起
き
て
そ
れ
を
つ
く
る
パ
ー
ト
の
お
ば
さ

ん
が
出
て
く
る
。

こ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
社
会
を
、
我
々
は
つ
く
り
だ
し
て
き
た
。
そ
の
原

点
が
高
度
成
長
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

医
学
的
に
「
東
西
飛
行
時
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の
同
調
に
要
す
る
日
数
」
を

見
て
も
ら
い
ま
す
と
、
全
日
空
・
Ｊ
Ａ
Ｌ
型
の
、
朝
出
て
朝
ア
メ
リ
カ
に
着

い
て
、
そ
の
ま
ま
仕
事
を
す
る
の
は
、
人
間
の
生
理
か
ら
い
っ
た
ら
、
絶
対

に
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
．
通
常
、
西
回
り
で
行
っ
て

も
東
回
り
で
行
っ
て
も
、
だ
い
た
い
一
週
間
か
ら
二
週
間
か
か
ら
な
い
と
人

間
の
体
の
動
き
は
正
常
に
戻
ら
な
い
。
「
ジ
ェ
ッ
ト
ラ
グ
」
Ⅱ
時
差
ボ
ケ
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
商
社
マ
ン
な
ど
の
「
世
界
を
股
に
か
け
て
二

四
時
間
戦
え
ま
す
か
」
で
や
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
自
然
の

リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
あ
え
て
仕
事
の
リ
ズ
ム
の
方
に
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

労
働
を
し
て
き
た
し
、
現
在
で
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
代
償
と
し
て
、
「
世
界

一
の
富
」
を
創
り
だ
し
た
、
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。

奴
隷
制
と
「
過
労
死
」

次
に
、
「
過
労
死
」
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

こ
の
「
過
労
死
」
の
デ
ー
タ
を
集
め
た
も
の
は
、
「
「
過
労
死
二
○
番
」

全
国
ネ
ッ
ト
相
談
内
容
」
（
次
頁
参
照
）
で
す
．

そ
の
前
に
世
界
の
労
働
の
状
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
ま
す
。

一
九
二
○
年
に
で
き
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
構
）
は
、
世
界
の
資
本
家

と
労
働
者
と
政
府
が
集
ま
っ
た
、
世
界
の
労
働
の
状
態
に
つ
い
て
監
視
す
る

機
構
で
す
。
そ
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
世
界
労
働
報
告
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
九
三

年
の
労
働
報
告
に
よ
る
と
、
世
界
の
労
働
の
あ
り
方
っ
て
い
う
の
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。
「
ア
フ
リ
カ
の
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
で
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
伝
統

的
な
奴
隷
制
度
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
、
因
習
が
残

っ
て
い
る
。
（
中
略
）
タ
イ
で
貧
し
い
家
族
か
ら
子
供
が
買
わ
れ
、
工
場
労
働

哩
卜
 
ｂ
 
ｂ

ｂ
、

ロ

b

h

b

L

卜
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日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか

衰8 「過労死110善」全国ネット相陵内容

ll.…鐸1  (198&5.18～199ユ3.31）

l.全国累掻合』十 （件数およびパーセンテージ）

1 ) 合 叶 相陵件致 3 ,  1 2 1 件
内訳

労 災捕償相淡 2 ， 2 6 5 件
（ 内 死 亡 澪 1 ,  4 6 6 件

予 防 栢 竣 7 9 7 件
そ の 他 の 相 竣 5 9 件

2）項目別累積合叶

以下11)̅ (2)については労災補償及び予防相麟合叶件欽3. 062件
(3)̅<5)については労災緬侭の椙淡 22薗 件についての内択
※その他には、いずれも不明を含む

( I ) 梱 畏 者
本 人

響

そ の 他 親 族

労組

そ の 他

( 5 1 波災者の性別

男 性

女 性

不 明

- 3 ． 0 6 2 件 中 一

6 3 3 件 ( 2 0 .
1 ． 5 1 9 件 （ 5 0 ．

5 6 0 件 （ 1 3 -

3 2 件 ( 1 .
2 8 8 件 （ 9 ．

( 3 )凌災者の昼姐・地位琴における発生件数-2．2 5 5件中一
※これは特微的なものを挙げたものなので、合計数は合』十相淡
件数とは完全に;ま一致し粒い°

（喜麓富役員 ，‘倖4 5 4 件
i 現 実 労 働者 5 7 2 件

|蕊…‘，‘．2 2 0 件1 7 9 件

公 溺員 1 6 0 件

(4 )屑名（福袋者の述べた寅名に基づく）-2．
届覇出血 3 6 3 件 ( 1 6 .

< も 膜 下出血 3 7 2 件 （ 1 6 ．
庭血栓・塵極墾 1 4 9 件 ( 6 .

心 雇 心 筋 梗塞
急進心禾全

2 2 5 件 (  9 . 9 % )
3 9 3 件 ( 1 7 ． 4 % )

763件（33．．7％）

- 2 ． 2 6 5 件 中 一 一 一

2 .  1 3 6 件 ( 9 4 .

1 0 2 件 （ 4 ．

2 7 #  (  l .

2 6 5 件 中 -

0％）
4％）

6％）

J％）

5％）
2％）

7％）

6％）

3％）

0 % )

4％）

5％）

8％）

9％）

0 % )

γ％）

1 % )

そ の 他
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や
売
春
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
幅
広
く
行
わ
れ
て
い
る
ｌ
な
ど
と
世
界
各

地
の
『
暗
い
現
実
」
を
問
題
提
起
し
て
い
る
。
」

要
す
る
に
、
先
程
、
世
界
の
富
は
こ
う
い
う
か
た
ち
で
伸
び
た
、
と
言
い

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
状
況
は
、
世
界
経
済
全
体
と
し
て
巨
大
な
生
産
の

競
争
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
世
界
経
済
も
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
す
。
そ
の
最
先
端
が
日
本
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
最
末
端

の
と
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
奴
隷
制
も
あ
る
し
、
人
身
売
買
も
あ
る
・
債
務
奴
隷
、

親
が
子
を
売
る
、
身
売
り
も
あ
る
ん
だ
と
．

考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
で
も
、
一
九
二
九
年
恐
慌
が
日
本
に
及
ん
で
き
た

三
一
年
か
ら
三
二
年
の
頃
に
は
、
農
村
で
身
売
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
私

た
ち
は
そ
の
後
の
戦
後
の
高
度
成
長
を
経
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
「
こ
ん
な

悲
惨
な
と
こ
ろ
が
」
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
実
は
、
二
○
世
紀
の
当
初
の
世

界
の
労
働
状
況
と
い
う
の
は
こ
う
だ
っ
た
ん
で
す
。

「
過
労
死
は
な
い
」
（
日
本
政
府
）

と
こ
ろ
が
、
突
出
し
た
生
産
を
行
っ
た
国
々
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

ｊ
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ｊ
 
Ｊ

％
 
％
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％
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す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
で
 
．
 
方
、
報
告
は
、
労
働
の
も
た
ら
す
ス
ト
レ
ス
を
「
二

○
世
紀
の
も
っ
と
も
深
刻
な
健
康
上
の
問
題
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
米
国

で
は
、
ス
ト
レ
ス
が
欠
勤
や
生
産
性
低
下
な
ど
を
招
き
、
年
間
に
二
○
○
○

億
ド
ル
が
企
業
に
負
担
を
も
た
ら
し
、
（
中
略
）
こ
の
関
連
で
、
日
本
で
「
過

労
死
」
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
。
（
中
略
）
長
時
間
労
働
が
ス

ト
レ
ス
増
加
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
．
」
こ
の
英
語
の

と
こ
ろ
に
は
で
す
ね
、
実
は
も
う
少
し
細
か
く
、
例
え
ば
、
銀
行
で
は
、
年

二
五
○
日
働
か
さ
れ
て
、
三
○
○
○
時
間
以
上
実
際
は
働
い
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
国
際
労
働
機
構
に
は
日
本
も
加
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
報
告

と
こ
ろ
に
は
で
す
ね
、
実
は
も
う
少
し
細
か
く
、
例
え
ば
、
銀
行
で
は
、
年

二
五
○
日
働
か
さ
れ
て
、
三
○
○
○
時
間
以
上
実
際
は
働
い
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
国
際
労
働
機
構
に
は
日
本
も
加
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
報
告

が
出
た
と
き
に
日
本
政
府
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
対
し
て
抗
議
し
ま
し
た
。
「
我
が
国
に

は
「
過
労
死
』
な
ん
て
無
い
。
」

何
故
か
。
「
労
働
白
書
」
を
見
て
も
、
「
経
済
白
書
」
を
見
て
も
、
「
厚
生
白

書
」
を
見
て
も
、
「
過
労
死
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
故
か
。

簡
単
で
す
。
日
本
で
は
死
因
を
決
め
る
の
は
医
者
で
す
。
死
因
を
認
定
す

る
た
め
の
病
気
の
名
前
と
い
う
の
は
、
厚
生
省
に
よ
っ
て
死
亡
届
に
書
け
る

も
の
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
「
過
労
死
」
と
い
う
項
目
は
あ
り
ま

せ
ん
．
で
す
か
ら
、
日
本
で
は
統
計
上
「
過
労
死
」
と
い
う
の
は
「
無
い
」

こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
実
際
に
は
、
「
過
労
死
」
と
い
う
の
は
、
「
過
労
死
」
弁
護
団
の
人

た
ち
の
調
査
で
は
年
に
一
万
人
、
つ
ま
り
交
通
事
故
の
死
者
と
同
じ
く
ら
い

出
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
働
き
盛
り
の
男
性
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
．
統
計
が
出
て
ま
す
が
、
現
場
労
働
者
だ
け
で
な
く
事
務
職
で
も
、
運
転

手
と
か
技
術
職
と
か
、
若
い
人
で
も
、
多
数
出
て
い
ま
す
。

死
因
が
、
脳
出
血
、
ク
モ
膜
下
出
血
、
脳
血
栓
、
心
筋
梗
塞
、
急
性
心
不

全
と
出
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
過
労
死
」
と
考
え
て
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。今

の
労
働
省
の
認
定
基
準
に
よ
り
ま
す
と
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
は
、
「
「
過

労
死
」
す
る
一
週
間
前
ま
で
に
普
通
の
労
働
の
二
倍
働
い
た
こ
と
」
、
つ
ま
り

一
日
八
時
間
労
働
の
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
一
六
時
間
労
働
を
一
週
間
続
け
た

こ
と
。
あ
る
い
は
「
死
亡
す
る
前
の
日
に
、
普
通
の
労
働
の
三
倍
働
い
た
こ

と
」
、
つ
ま
り
八
時
間
労
働
で
あ
れ
ば
二
四
時
間
。

つ
ま
り
徹
夜
で
働
い
て
、
コ
ロ
っ
と
死
な
な
い
と
「
過
労
死
」
と
認
定
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
書
い
た
報
告
に
対
し
て
、
日

本
政
府
は
抗
議
す
る
な
ん
て
こ
と
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。

「
力
□
ｌ
シ
」
の
実
態

し
か
し
、
広
い
意
味
で
の
「
過
労
死
」
と
言
い
ま
す
か
、
「
過
労
死
」
弁
護

団
の
人
た
ち
な
ん
か
が
言
っ
て
る
よ
う
な
「
過
労
死
」
・
平
岡
さ
ん
と
い
う
関

西
の
あ
る
工
場
の
労
働
者
の
ケ
ー
ス
を
見
ま
す
と
。
こ
の
人
の
年
間
労
働
時

間
四
○
三
八
時
間
、
こ
れ
は
タ
イ
ム
カ
ー
ド
が
残
っ
て
い
た
の
で
判
っ
た
記

録
で
す
け
ど
。
こ
の
人
の
場
合
、
休
日
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
一
年
が
だ
い
た
い
八
八
○
○
時
間
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
う
ち
、

寝
た
り
食
事
し
た
り
す
る
時
間
に
、
だ
い
た
い
三
○
○
○
時
間
か
ら
四
○
○

○
時
間
必
要
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
生
活
に

必
要
な
時
間
以
外
の
全
て
を
労
働
に
捧
げ
て
い
た
、
と
い
う
事
例
で
す
。

そ
れ
に
近
い
事
例
で
一
ヵ
月
と
か
、
一
年
と
か
の
疲
労
の
蓄
積
に
よ
っ
て

死
ぬ
の
が
、
だ
い
た
い
「
過
労
死
」
で
す
．
そ
の
病
名
が
だ
い
た
い
、
脳
出

血
や
ク
モ
膜
下
出
血
に
な
る
。

そ
う
い
う
眼
で
見
ま
す
と
、
実
は
こ
の
労
働
者
が
特
別
働
か
さ
れ
た
と
か
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Ｆ
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で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
、
日
本
企
業
全
体
が
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
で
す
．

「
過
去
一
年
間
に
死
亡
し
た
現
役
役
員
一
九
二
人
の
内
容
」
で
は
、
あ
る
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
会
社
の
現
役
役
員
の
死
亡
記
事
（
日
経
新
聞
と
い
う
の
は
、

会
社
の
部
長
以
上
の
現
役
役
員
が
死
ぬ
と
、
死
亡
記
事
を
社
会
面
の
一
番
下

に
全
部
出
す
）
を
分
析
し
ま
し
て
、
一
年
間
に
死
ん
だ
一
九
二
人
の
会
社
の

役
員
の
死
因
を
調
べ
て
み
た
ら
、
な
ん
と
約
半
分
は
「
過
労
死
」
で
あ
っ
た
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
日
本
の
首
相
と
い
う
の
も
大
変
な
激
務
で
、

し
か
も
七
○
歳
を
過
ぎ
た
人
が
や
る
も
の
だ
か
ら
、
八
○
年
に
は
大
平
正
芳

と
い
う
人
が
選
挙
の
最
中
に
死
ん
だ
わ
け
で
す
．
あ
れ
は
典
型
的
な
「
過
労

死
」
の
症
状
で
す
．

要
す
る
に
、
日
本
社
会
全
体
が
セ
ッ
セ
と
、
二
四
時
間
も
の
を
造
る
、
あ

る
い
は
も
の
を
売
る
と
い
う
方
向
に
、
全
面
的
に
動
員
し
て
、
体
の
動
き
ま

で
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
り
替
え
て
き
た
と
い
う
の
が
、
高
度
成
長
だ
っ
た
と

い
う
の
が
、
高
度
成
長
に
つ
い
て
の
、
私
の
基
本
的
な
評
価
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

身
体
ま
で
作
り
変
え
た
戦
後
高
度
成
長

そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
上
畑
鉄
之
丞
さ
ん
と
い
う
国
立
公

衆
衛
生
院
の
医
者
が
「
過
労
死
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
ま
と
め
て
い
ま

す
。「

過
労
死
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。
外
環
境
（
ス
ト
レ
ッ

サ
ー
）
と
、
内
環
境
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
．
要
す
る
に
、
「
外
の
環
境
の
中

で
、
あ
る
種
の
高
い
ス
ト
レ
ス
を
及
ぼ
す
要
因
が
、
体
の
中
の
メ
カ
’一
ズ
ム

に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
脳
皮
質
の
中
で
の
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
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図1-2 過労死 の発症モデル （上畑）

l l z - ｢ /5

fff -満扉筬

の持続）

＝

1   1

血

「
1
1
1

' 一

瞳害

’

ｲ . 肉 体 労 働
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ﾛ . 生 体 リ ズ
ム に 反 す る 労
働 で の 過 重 負
担
長 時 間 残 案
休 日 な し 労
働
深 夜 勤 労 鋤
なと・

ハ ． 惰 動 ス ト
レ ス に よ る 過
重 負 担
多 唾 な 責 任
微ｷH･
単 身 赴 任
不 本 意 な 配
虻 ・ 出 向 な
ど

睡眠リズム
の 乱 れ

休養・余暇
の減少

過剰飲酒・
喫煙

食習慣の
変化
療養の放置

家庭生活の
乱 れ



そ
の
他
が
お
か
し
く
な
っ
て
死
ぬ
」
、
と
い
う
図
な
ん
で
す
け
れ
ど
・
そ
の
環

境
と
は
何
で
し
ょ
う
か
．

「
過
重
負
担
の
持
続
」
。
こ
れ
は
わ
か
り
ま
す
。
労
働
が
重
く
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
「
肉
体
労
働
で
の
過
重
負
担
」
Ⅱ
「
重
筋
労
働
」
。

二
番
目
。
「
生
体
リ
ズ
ム
に
反
す
る
労
働
で
の
過
重
負
担
」
。
例
え
ば
、
「
長

時
間
労
働
」
、
「
休
日
な
し
の
労
働
」
、
「
深
夜
勤
労
働
」
。
そ
れ
か
ら
、
「
情
動

ス
ト
レ
ス
に
よ
る
過
重
負
担
」
。
責
任
を
追
わ
さ
れ
る
こ
と
Ⅱ
「
多
重
な
責
任

負
担
」
、
「
単
身
赴
任
」
、
「
不
本
意
な
配
転
・
出
向
」
。

こ
う
い
う
も
の
は
実
は
、
先
程
言
い
ま
し
た
実
労
働
時
間
が
所
定
内
労
働

時
間
よ
り
短
い
国
々
で
は
、
そ
も
そ
も
単
身
赴
任
も
無
い
、
出
向
も
無
い
か

ら
、
そ
も
そ
も
か
か
る
は
ず
も
な
い
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
過
重
負
担
と
い
う
の
は
、
極
め
て
日
本
的
な
も
の
で
あ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
と
「
生
活
習
慣
の
破
綻
」
と
い
う
の
が
結
び
つ
い
て
、
大
脳

皮
質
に
過
剰
ス
ト
レ
ス
が
及
ぶ
ん
で
す
。

具
体
的
に
は
、
「
睡
眠
リ
ズ
ム
の
乱
れ
」
、
「
休
暇
・
余
暇
の
減
少
」
、
「
過
剰

飲
酒
・
喫
煙
」
、
「
食
習
慣
の
変
化
」
、
「
療
養
の
放
置
」
、
「
家
庭
生
活
の
乱
れ
」
．

こ
れ
ら
は
全
て
高
度
成
長
期
、
一
九
五
五
年
以
降
に
、
日
本
で
作
り
だ
さ

れ
た
新
し
い
生
活
様
式
が
っ
く
り
だ
し
た
様
々
な
ス
ト
レ
ス
が
身
体
の
内
部

に
作
用
し
て
起
こ
っ
て
く
る
極
め
て
特
異
な
労
働
の
あ
り
方
、
お
よ
び
、
生

き
方
と
い
う
よ
り
死
に
方
が
「
過
労
死
」
と
い
う
も
の
で
す
。

い
つ
ま
で
続
く
の
か

実
は
、
つ
い
最
近
、
二
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
の
百

科
事
典
に
「
カ
ロ
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
が
入
り
ま
し
た
。
「
日
本
で
起
こ
っ
て

い
る
、
働
き
過
ぎ
に
よ
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
極
め
て
奇
妙
な
現
象
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
私
は
、
狭
い
意
味
で
は
一
九
五
五
年
か
ら
七
三
年
に
限
定
さ
れ

る
高
度
経
済
成
長
の
時
代
、
そ
の
後
経
済
大
国
化
し
て
「
二
十
四
時
間
働
け

ま
す
か
」
の
今
日
に
至
る
ま
で
の
社
会
と
い
う
の
は
、
人
類
史
の
中
で
も
極

め
て
特
異
な
、
世
界
の
中
で
も
極
め
て
奇
妙
な
日
本
的
現
象
と
考
え
て
い
る

わ
け
で
す
。

で
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
ど
こ
ま
で
続
く
の
か
。
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う

に
、
体
の
動
き
か
ら
い
け
ば
も
う
身
長
の
伸
び
も
止
ま
り
ま
し
た
し
、
さ
す

が
に
こ
の
「
過
労
死
」
問
題
も
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
と
い
う
の
で
、
労
働
省

な
ん
か
も
「
過
労
死
」
の
労
災
認
定
基
準
の
見
直
し
等
を
始
め
て
、
あ
る
程

度
は
直
っ
て
き
て
い
ま
す
．

そ
れ
か
ら
残
業
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
の
崩
壊
で
、
残
業
そ
の

も
の
が
減
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
残
業
料
を
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
す
る
た
め
に
「
月

に
二
○
時
間
で
上
限
だ
」
と
い
う
の
を
や
っ
て
、
残
業
も
減
ら
す
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
摩
擦
の
結
果
で
、
当
時
の
宮
沢
首
相
と

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
ト
ッ
プ
会
談
で
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
「
お
ま
え
た
ち
の
国

は
市
場
を
よ
く
開
放
し
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
製
品
と
い
う
の
は
ダ

ン
ピ
ン
グ
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
、
「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
言
っ
て
、
宮
沢
首
相
は
「
週
休
二
日
制
を
早
急
に
我
が
国
で
も
普
及
致
し

ま
す
」
と
い
う
公
約
を
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
．

そ
の
後
、
突
如
国
立
大
学
と
国
家
公
務
員
に
通
達
が
来
ま
し
て
、
「
来
週
（
一

九
九
三
年
五
月
）
か
ら
大
学
は
、
土
曜
日
は
休
み
に
し
ま
す
」
と
い
う
通
達

が
来
ま
し
て
、
公
務
員
は
全
部
週
休
二
日
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

ｂ
ト
ｂ
唾
仏

Ｌ
■
ザ

Ｌ

し

■

l

ぽ

b

- 7 ギ ー

戦後高度経済成長を問う



そ
の
影
響
を
受
け
て
、
つ
い
去
年
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
子
ど
も
た
ち
の
と

こ
ろ
で
も
、
学
校
で
よ
う
や
く
実
験
的
に
、
月
に
一
回
だ
け
二
日
休
み
の
日

を
設
け
る
．
そ
れ
で
、
今
年
か
ら
月
二
回
休
み
に
し
た
．

で
も
先
程
を
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
や
っ
て
も
、
ま
だ
よ
う
や
く
イ
ギ
リ

ス
。
ア
メ
リ
カ
並
み
に
な
る
と
い
う
段
階
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
三
ヵ

月
の
バ
カ
ン
ス
な
ん
て
の
は
ま
だ
ま
だ
夢
の
夢
。
ま
だ
日
本
の
子
ど
も
た
ち

の
世
界
な
ん
で
す
け
れ
ど
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
実
は
貿
易
摩
擦
で
変
化
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

外
国
人
の
市
民
権
確
立
を

主
催
者
が
「
国
連
・
憲
法
問
題
研
究
会
」
で
す
の
で
、
一
つ
だ
け
憲
法
の

問
題
に
関
連
し
て
言
っ
て
お
き
ま
す
。
「
外
国
人
の
人
権
・
市
民
権
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

私
は
、
現
在
の
改
憲
状
況
の
も
と
で
は
、
憲
法
を
守
る
こ
と
に
賛
成
で
す

け
れ
ど
も
、
憲
法
の
精
神
と
い
う
の
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
憲
法
の

草
案
に
ま
で
戻
っ
て
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
日
本

国
憲
法
は
周
知
の
よ
う
に
一
九
四
六
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
、
日
本
側
が

初
め
「
松
本
私
案
」
と
い
う
大
日
本
帝
国
憲
法
と
変
わ
ら
な
い
天
皇
主
権
の

憲
法
草
案
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
と
い
う
の
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
書
き
直
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
し
い
草
案
が
作
ら
れ
て
、
そ
れ
に
若

干
手
を
加
え
て
今
の
憲
法
に
な
っ
て
い
ま
す
．
憲
法
は
是
非
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
例
え
ば
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
草
案
一
四
条
「
法
の
下
で

の
平
等
」
の
条
項
と
い
う
の
は
ど
う
な
っ
た
い
た
の
か
。

「
全
て
の
自
然
人
（
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
Ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
）
は
、
そ
の
日
本

国
民
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
法
律
の
下
に
平
等
に
し
て
、
人
種
・
信
条

・
性
別
・
社
会
上
の
身
分
も
し
く
は
門
閥
ま
た
は
国
籍
に
よ
り
、
政
治
上
・

経
済
上
・
社
会
上
の
関
係
に
お
い
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
が
最

初
の
草
案
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
当
時
の
日
本
政
府
Ｉ
間
接
占
領
に
な
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
に
対
し
て
最
終
的
に
そ
れ
を
日
本
語
に
直
し
て
国
会
に
問
う
政
府
Ｉ
は
何

を
言
っ
た
か
．
こ
の
時
、
象
徴
天
皇
制
の
問
題
と
か
、
九
条
の
問
題
と
か
が
、

問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
に
日
本
政
府
が
最
初
に
抵
抗
し
た
の
は
、
「
全

て
の
自
然
人
は
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
日
本
国
民
で
あ
る
と
否
と
を

問
わ
ず
」
と
い
う
の
は
、
同
義
反
復
に
な
る
か
ら
い
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
す
。

は
じ
め
に
、
「
日
本
国
民
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
」
と
い
う
部
分
を
削
除

し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
全
て
の
自
然
人
は
法
の
下
に
平
等
に
し
て
、

人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
上
の
身
分
ま
た
は
国
籍
に
よ
り
差
別
さ
れ
な

い
。
」
と
い
う
条
項
に
な
っ
た
。

次
に
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
に
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
「
国
民
で

あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
と
っ
た
ん
だ
か
ら
、
「
国
籍
に
よ
り
」

と
い
う
部
分
も
い
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
い
だ
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

で
こ
の
「
国
籍
」
と
い
う
部
分
を
取
り
ま
し
た
。
現
在
の
憲
法
に
は
「
門
地
」

と
い
う
、
も
の
す
ご
く
分
か
り
に
く
い
日
本
語
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
実
は

「
門
地
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
門
閥
ま
た
は
国
籍
」
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
代
わ

り
に
日
本
政
府
が
提
案
し
た
言
葉
な
ん
で
す
。

で
、
草
案
は
次
の
段
階
で
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
「
全
て
の
自
然
人
は

法
の
下
に
平
等
に
し
て
、
人
種
・
信
条
・
性
別
。
社
会
上
の
身
分
ま
た
は
門

地
に
よ
り
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

最
後
に
政
府
が
提
案
し
た
の
は
何
か
。
「
全
て
の
自
然
人
は
」
と
い
う
と
こ

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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ろ
を
、
「
全
て
の
国
民
は
」
に
置
き
換
え
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
現
在
の
憲
法
解
釈
で
は
「
法
の
下
の
平
等
」
は
外
国
人
に
は
適

用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
日
本

国
憲
法
の
精
神
と
い
う
の
は
、
「
そ
の
日
本
国
民
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
」

で
あ
り
、
「
全
て
の
自
然
人
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
保
守
的
な
日
本
政
府
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
今
の
憲
法

に
な
っ
た
。

ち
な
み
に
何
故
、
ア
メ
リ
カ
側
が
そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
し
な
か
っ
た
の
か
。

日
本
国
憲
法
の
成
文
と
い
う
の
は
、
実
は
日
本
語
と
英
語
と
両
方
あ
り
ま
す
．

「
全
て
の
国
民
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
と
い
う
と

「
Ａ
ｌ
ｌ
Ｔ
ｈ
ｅ
Ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌ
ｅ
」
な
ん
で
す
。
「
Ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌ
ｅ
」
と

い
う
の
を
「
国
民
」
と
訳
し
て
、
そ
れ
を
日
本
語
の
憲
法
に
し
た
と
い
う
わ

け
で
す
ね
。
英
語
で
読
む
と
、
こ
れ
は
別
に
、
そ
れ
こ
そ
「
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ

ｌ
Ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
」
Ⅱ
「
人
民
」
と
訳
し
て
も
、
左
翼
の
人
な
ら
ば
い
い

よ
う
な
文
章
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
現
在
の
憲
法
と
い
う
の
は
で
き

あ
が
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
日
本
国
憲
法
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
て
、
日
本

国
憲
法
の
精
神
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
理
念
と
い
う
も
の
を
世
界
に
広
め
る

と
い
う
こ
と
ｌ
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
物
質
主

義
的
に
考
え
れ
ば
、
高
度
成
長
期
と
い
う
の
は
そ
れ
を
「
豊
か
」
に
し
た
と

い
う
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
、
私
の
言
う
原
理
で
い
け
ば
、

ま
さ
に
健
康
を
損
な
う
よ
う
な
生
活
を
強
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
高
度

成
長
期
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ｌ
そ
の
日
本
国
憲
法
の
原
理
と
い

う
も
の
を
世
界
に
広
め
る
と
き
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
入
れ
方
と
い
う
も
の
を
、

考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
と
め
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
人
類
は
こ
の
五
○
年
間
で
、
つ
ま
り
日
本
の
「
戦
後
五
○
年
」

と
重
な
る
間
に
で
す
。
人
類
史
一
○
万
年
、
生
命
史
三
五
億
年
の
中
で
、
極

め
て
特
異
な
、
あ
る
時
代
を
経
験
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

地
球
生
態
系
を
大
き
く
壊
し
、
同
時
に
人
間
の
身
体
の
有
り
様
も
、
日
本
人

の
体
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
変
容
さ
せ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
推
進
し
た
原
動
力
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
端
的
に
言
え

ば
、
企
業
。
会
社
で
す
。

左
翼
の
人
た
ち
は
そ
う
い
う
時
に
よ
く
「
資
本
主
義
」
と
い
う
よ
う
に
言

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
え
て
こ
れ
は
「
企
業
」
と
い
う
よ
う
に
呼
ん

で
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
資
本
も
労
働
も
一
体
に
な
っ
て
、
自
分
の
体
を
ね

じ
曲
げ
て
ま
で
も
、
自
然
を
変
革
し
、
そ
し
て
自
分
の
体
を
二
四
時
間
た
た

か
う
よ
う
な
経
済
戦
争
の
中
に
投
げ
出
し
て
き
た
の
が
、
こ
の
五
○
年
間
で

あ
っ
た
と
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
か
と
い
う
と
、
「
多
国
籍
企

業
」
が
世
界
中
を
覆
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
名
の
あ
る
企
業
の
ほ

と
ん
ど
は
、
「
多
国
籍
企
業
」
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
一
国
で
活
動
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
程
、
銀
行
・
証
券
は
二
四
時
間
た
た
か
っ
て
い

る
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
実
は
、
日
立
と
か
松
下
も
、
今
は

二
四
時
間
、
世
界
中
で
稼
働
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
日
立
の
売
上
高
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

Ｇ
Ｎ
Ｐ
。
要
す
る
に
、
一
つ
の
会
社
、
日
立
、
松
下
、
東
芝
、
日
本
で
一
番

人
類
史
の
中
で
の
現
代

巳
卜
凸

Ｐ

，

l

l

h

P

b

L

L

卜
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大
き
い
の
は
ト
ヨ
タ
で
す
。
豊
田
、
日
産
等
々
の
企
業
は
、
ア
ジ
ア
の
発
展

途
上
国
、
あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ
や
南
太
平
洋
の
国
々
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
の
小
さ
い
国
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
年
間
売
上
高
を
持
っ
て
い

ま
す
。と

い
う
こ
と
は
、
日
立
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
一
国
ぐ
ら
い

の
経
済
的
な
力
を
、
会
社
一
つ
で
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
松
下
が

ル
ー
マ
ニ
ア
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
．
そ
う
い
う
時
代
に
、
今
は
な
っ

て
い
る
。

要
す
る
に
、
地
球
全
体
の
中
で
、
「
国
」
と
い
う
よ
り
も
「
企
業
」
が
主
体

に
な
っ
て
、
先
程
言
っ
た
「
二
四
時
間
た
た
か
え
ま
す
か
」
の
世
界
を
組
織

し
て
い
っ
た
の
が
、
こ
の
五
十
年
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

し
か
も
、
冷
戦
が
崩
壊
し
、
地
球
上
に
は
今
一
八
五
以
上
の
国
家
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
会
社
の
数
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

Ｕ
Ｎ
Ｅ
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
経
済
雑
誌
が
毎
年
、
「
世
界
ベ
ス
ト
五
○
○
社
」

な
ん
て
い
う
特
集
を
や
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
「
五
○
○
社
」
は
ア
メ

リ
カ
企
業
と
日
本
企
業
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
会
社
は
、

も
う
ほ
と
ん
ど
「
国
」
以
上
の
経
済
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
下
で
、
冷
戦
構
造
と
い
う
の
が
崩
壊
し
て
、
そ
れ
で
地
球
の
秩

序
全
体
が
崩
れ
て
き
た
。

そ
の
作
用
で
、
日
本
の
政
治
の
中
で
も
「
五
五
年
体
制
」
が
崩
れ
て
、
僕

等
は
「
制
度
疲
労
と
液
状
化
」
と
い
う
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
の
が
今
日
の
段

階
で
す
。

で
は
、
一
二
 
世
紀
が
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
う
の
か
と
い
う
の
は
、
率
直

に
言
っ
て
、
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
一
○
年
く
ら
い
に
起
こ
っ
た

こ
と
、
正
確
に
言
い
ま
す
と
、
一
九
八
五
年
、
東
側
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ

フ
書
記
長
の
登
場
。
ま
た
、
八
五
年
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

で
米
・
日
・
英
・
仏
・
独
の
大
蔵
大
臣
と
中
央
銀
行
総
裁
が
集
ま
っ
て
、
そ

れ
ま
で
一
ド
ル
二
四
○
円
だ
っ
た
も
の
を
一
二
○
円
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と

を
約
束
し
た
年
で
す
。
あ
そ
こ
か
ら
ア
メ
リ
カ
経
済
と
日
本
経
済
の
関
係
は

完
全
に
逆
転
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

大
き
な
変
化
が
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
う
か
と
い
う
の
は
、
見

え
て
き
て
い
ま
せ
ん
．
一
九
八
九
年
に
東
欧
革
命
が
起
こ
っ
て
、
九
一
年
ソ

連
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
一
七
九
一
年
、
二
○
○
年
前
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起

こ
っ
た
の
と
恐
ら
く
同
じ
ぐ
ら
い
の
規
模
の
世
界
史
的
な
変
化
で
す
。
フ
ラ

ン
ス
革
命
が
起
こ
っ
た
時
に
は
ど
う
い
う
よ
う
に
な
っ
た
か
．
私
は
い
つ
も

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
暦
を
、
毎
年
見
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
・
革
命
の
四
年
後
、

五
年
後
は
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
憲
法
制
定
議
会
を
つ
く
っ
て
、

そ
れ
か
ら
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
、
左
派
の
独
裁
が
出
て
き
て
、
そ
の
左
派
の
独

裁
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
と
い
う
の
で
、
今
度
は
右
派
が
「
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の

反
動
」
で
左
派
を
追
い
出
し
て
、
ま
あ
、
ゴ
タ
ゴ
タ
や
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
、
今
の
世
界
の
状
況
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。

あ
と
二
、
三
年
経
ち
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
出
て

き
ま
し
て
、
そ
れ
で
フ
ラ
ン
ス
を
統
一
し
て
、
自
ら
皇
帝
と
名
乗
っ
て
、
一

ま
だ
ま
だ
続
く
混
沌

日本は｢豊か」になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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八
○
二
年
ぐ
ら
い
か
ら
他
の
国
に
攻
め
込
ん
で
い
く
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ

が
、
ロ
シ
ア
ま
で
攻
め
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
冬
将
軍
に
阻
ま
れ
て
、
遂
に
ナ
ポ

レ
オ
ン
は
敗
れ
て
島
流
し
に
な
り
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序

が
安
定
す
る
の
が
一
八
一
四
年
で
、
ち
ょ
う
ど
一
七
八
九
年
の
革
命
か
ら
二

五
年
経
っ
て
い
た
。

要
す
る
に
、
地
球
的
規
模
で
の
変
動
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
次
の
秩
序
が

う
ま
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
だ
い
た
い
二
○
年
か
ら
二
五
年
は
か
か
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
な
ど
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
と
い

う
別
の
理
論
で
も
そ
う
で
す
．

だ
か
ら
今
の
時
点
、
つ
ま
り
八
九
年
か
ら
ま
だ
五
年
、
六
年
し
か
経
っ
て

い
な
い
、
ま
だ
ま
だ
混
沌
が
続
く
時
代
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
方
が
い
い
わ

け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
混
沌
の
中
で
、
そ
れ
以
前
の
時
代
、
一
方
で
「
冷
戦
」

で
核
兵
器
で
東
西
が
対
決
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
東
西
で
物
作
り
の
競
争

を
や
っ
て
地
球
全
体
を
壊
し
て
き
た
。
こ
の
時
代
が
も
し
二
五
年
間
、
混
沌

と
し
た
ま
ま
で
続
い
た
と
す
れ
ば
、
先
程
言
い
ま
し
た
地
球
生
態
系
と
人
間

の
体
は
、
つ
ま
り
世
界
中
に
「
日
本
的
な
体
の
あ
り
か
た
」
、
「
過
労
死
」
が

ば
ら
ま
か
れ
る
、
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
す
。
現
に
、
今
中
国
で
一
番
深
刻

な
問
題
に
な
っ
て
い
る
問
題
は
、
交
通
事
故
が
増
え
た
こ
と
と
、
「
過
労
死
」

な
ん
で
す
．
た
だ
中
国
に
は
そ
う
い
う
統
計
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
．

「
日
本
モ
デ
ル
」
を
広
げ
る
な

そ
う
い
う
状
況
を
つ
く
り
だ
す
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
「
日
本

は
「
豊
か
」
に
な
っ
た
の
か
、
世
界
を
豊
か
に
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い

に
対
す
る
、
私
と
し
て
の
答
え
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
と
い
う
国
の
高
度
成

長
時
代
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
反
面
教
師
と
し
て
世
界
に

訴
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
だ
け
「
豊
か
」
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
る
日
本
の
、
世
界
史
と
い
う
よ
り
も
人
類
史
に
対
す
る
貢

献
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
の
尊
敬
し
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
ジ
ョ
ン
・
ダ
ウ
ァ
ー
が
、

「
日
本
社
会
は
こ
れ
だ
け
経
済
大
国
に
な
っ
た
の
に
五
つ
の
も
の
が
欠
け
て

い
る
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

一
つ
は
、
「
喜
び
無
き
富
」
。
こ
ん
な
に
富
は
あ
る
の
に
喜
び
が
見
出
せ
な

い
、
皆
疲
れ
た
顔
を
し
て
い
る
。
第
二
に
、
「
自
由
な
き
平
等
」
・
日
本
人
は
、

所
得
の
格
差
の
開
き
と
い
う
点
で
は
世
界
の
中
で
も
稀
な
、
あ
る
種
の
平
等

で
あ
る
．
社
長
と
こ
う
社
員
の
給
料
の
差
が
せ
い
ぜ
い
何
十
倍
、
と
い
う
の

は
世
界
で
も
確
か
に
珍
し
い
国
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
自
由
と
平
等
と
い
う

の
を
両
立
さ
せ
る
の
が
普
通
の
先
進
国
の
イ
メ
ー
ジ
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
日

本
に
は
平
等
は
あ
り
そ
う
だ
け
れ
ど
も
自
由
は
無
さ
そ
う
だ
。

第
三
、
「
創
造
性
な
き
教
育
」
。
義
務
教
育
の
普
及
度
、
読
み
書
き
、
そ
ろ

ば
ん
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
学
校
に
通
っ
て
い
る
時
間
プ
ラ
ス
塾
の
時
間
、

こ
れ
は
世
界
一
で
す
。
だ
か
ら
、
算
数
の
テ
ス
ト
を
や
れ
ば
世
界
一
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
学
者
な
ん
て
い
う
よ
う
に
な
る
と
、
極

め
て
少
な
く
な
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
。

第
四
。
家
庭
無
き
家
族
主
義
。
日
本
は
極
め
て
家
族
主
義
の
絆
が
強
い
国

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
実
、
離
婚
率
は
、
最
近
増
え
て
ま
す
け
れ
ど
も
、

世
界
平
均
か
ら
く
ら
べ
る
と
極
め
て
低
い
。
し
か
し
、
事
実
上
の
「
家
族
内

離
婚
」
と
い
う
の
は
異
常
に
多
く
て
、
単
身
赴
任
な
る
労
働
の
あ
り
方
に
対

し
て
何
の
歯
止
め
も
無
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
国
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
ホ
ー

ム
」
が
無
い
の
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
像
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ

ｌ
ｙ
ｉ
Ｓ
ｍ
Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｔ
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
（
家
族
無
き
家
族
主
義
）
」
と

p

I

h

戦後高度経済成長を問う

- 7 8 -



い
う
、
そ
う
い
う
規
定
に
な
り
ま
す
。

最
後
に
、
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
き
超
大
国
」
．
つ
ま
り
、
こ
ん
な
に
大
き

く
な
っ
て
、
デ
ー
タ
の
上
で
は
ど
の
指
標
を
と
っ
て
も
ｌ
そ
れ
こ
そ
老
人
の

年
金
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
物
価
も
高
い
で
す
け
れ
ど
、
給
料
で
も
ｌ
な
ん
で
も

世
界
一
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
社
会
の
中
に
は
ち
っ
と
も
顔
が
見

え
て
こ
な
い
。
で
は
、
ど
う
や
っ
て
顔
を
出
せ
ば
い
い
の
か
。

そ
れ
が
、
「
も
う
一
つ
の
日
本
モ
デ
ル
」
と
い
う
こ
と
で
、
先
程
言
っ
た
よ

う
な
意
味
で
の
、
高
度
成
長
期
を
反
面
教
師
と
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
我
々
が
伝
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
に
、
憲

法
第
九
条
と
か
、
あ
る
い
は
二
五
条
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
と
か
、
あ

る
い
は
前
文
の
「
平
和
的
生
存
権
」
と
か
、
こ
う
い
う
条
項
を
つ
く
っ
て
、

い
わ
ば
世
界
に
広
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
よ
う
な
社
会
を
世
界
中

に
広
め
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
教
訓
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

結
局
、
自
由
時
間
、
自
分
の
時
間
を
持
て
ず
、
精
神
的
不
安
定
状
態
の
世
の

中
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
．
だ
か
ら
、
職
場
で
労
働

運
動
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
近
代
観
ｌ
労
働
を
通
じ
て
自
然
を
改
造
し
、

そ
の
分
「
豊
か
」
に
な
り
、
一
方
で
労
働
時
間
が
短
縮
す
る
は
ず
だ
、
と
い

う
考
え
方
ｌ
こ
そ
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

自
由
に
考
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
が
、
本
当
に
社

会
を
変
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
．

参
加
者
Ａ
い
わ
ゆ
る
日
本
型
労
働
、
企
業
シ
ス
テ
ム
が
第
三
世
界
に

広
が
っ
て
い
く
分
は
ま
ず
い
が
、
ア
メ
リ
カ
な
ら
い
い
。

加
藤
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
に
だ
っ
て
「
過
労
死
」
は
あ
る
。
ど
う

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
経
営
者
と
、
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
あ

た
り
で
、
そ
れ
こ
そ
二
四
時
間
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
あ
る
。
た
だ
、
普

通
の
労
働
者
ま
で
過
労
死
が
行
き
渡
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
だ
け
。

だ
か
ら
、
働
き
た
い
人
は
働
け
、
普
通
の
人
は
企
業
と
は
別
の
と
こ
ろ
に

自
分
の
生
活
の
拠
点
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
普
通
の
先
進
国
の
あ
り

方
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
そ
れ
が
会
社
の
底
辺
の
と
こ
ろ
ま
で
行
き

渡
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
異
常
で
あ
る
。

参
加
者
Ｂ
地
球
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

加
藤
 
「
日
本
人
は
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
る
」
と
い
う
現
実
の
上
で
、

つ
ま
り
、
モ
ノ
が
溢
れ
る
生
活
様
式
を
既
に
獲
得
し
た
上
で
、
私
た
ち
は
こ

質
疑
応
答

■

■

■

■

■、■ロロロ
■串

参
加
者
Ａ
 
「
過
労
死
」
は
、
反
面
教
師
と
し
て
大
い
に
結
構
な
こ
と
で

は
な
い
か
。
好
き
好
ん
で
死
ん
で
い
く
人
々
に
、
「
左
翼
」
は
か
ま
っ
て
や
る

こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

加
藤
実
は
、
「
左
翼
」
と
い
わ
れ
て
い
る
人
に
「
過
労
死
」
は
多
い
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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れ
ら
の
問
題
を
話
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
九
九

二
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
行
わ
れ
た
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」

に
お
い
て
も
、
「
Ｓ
ｕ
Ｓ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
Ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ

ｔ
（
持
続
可
能
な
開
発
）
」
と
い
う
考
え
方
を
め
ぐ
っ
て
、
先
進
国
と
途
上
国

の
間
で
の
対
立
が
あ
っ
た
。

参
加
者
Ｂ
結
局
、
日
本
人
自
身
が
今
の
経
済
成
長
第
一
の
社
会
の
あ

り
方
を
や
め
て
い
く
方
向
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

加
藤
社
会
党
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
Ｄ
ｅ
ｍ
Ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
 
Ｐ
ａ

ｒ
ｔ
ｙ
（
社
会
民
主
党
）
」
出
身
の
村
山
政
権
に
な
っ
て
、
「
日
本
は
変
わ
っ

た
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
社
会
・
政
治
の
変
化
が
周
り
に
伝
わ
っ

て
い
か
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
日
本
の
中
で
「
変
化
」
を
蓄
積
し
て
い

く
こ
と
、
市
民
の
運
動
が
強
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

参
加
者
Ｂ
一
人
一
人
が
自
覚
す
べ
き
問
題
と
い
う
こ
と
か
。

参
加
者
Ａ
日
本
人
は
自
分
で
勝
手
に
「
過
労
死
」
し
て
、
世
界
中
か

ら
も
っ
と
嫌
わ
れ
て
袋
叩
き
に
あ
っ
て
孤
立
し
て
、
日
本
経
済
も
没
落
す
れ

ば
、
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

加
藤
気
持
ち
は
わ
か
る
が
、
私
は
、
こ
う
い
う
問
題
を
提
起
す
る
と

き
の
一
番
の
原
点
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
と
、
生
命
と
い
う
も
の
、
一
人

一
人
の
人
間
の
命
と
い
う
も
の
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
（
「
誰
か
が
死
ん
で
い

い
」
と
言
う
権
利
）
は
、
誰
に
も
絶
対
に
あ
り
え
な
い
原
理
と
し
て
想
定
し

な
い
と
、
オ
ウ
ム
的
な
ボ
ア
の
世
界
に
入
り
込
む
わ
け
で
、
ま
ず
い
。

日
本
国
憲
法
も
そ
の
原
点
が
あ
る
か
ら
維
持
し
て
い
く
。
い
ろ
い
ろ
問
題

点
を
持
っ
て
い
る
が
、
変
な
か
た
ち
で
の
改
正
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と

い
う
考
え
方
。

憲
法
で
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
と
い
う
概
念
が
出
て
く
る
が
、
実
は

「
ラ
イ
フ
Ⅱ
生
命
」
と
い
う
の
は
「
生
活
」
で
あ
り
、
「
ど
の
よ
う
な
生
活
が

で
き
る
の
か
」
と
い
う
原
点
は
、
「
と
に
か
く
命
が
維
持
で
き
る
」
と
い
う
問

題
．
第
三
世
界
に
人
々
が
「
発
展
し
た
い
」
と
言
う
要
求
の
中
に
は
、
例
え

ば
、
「
自
動
車
を
持
ち
た
い
」
と
か
「
ク
ー
ラ
ー
を
付
け
た
い
」
と
か
、
こ
う

い
う
話
は
環
境
問
題
に
も
響
い
て
く
る
。
日
本
人
の
平
均
寿
命
が
八
五
歳
と

い
う
一
番
長
い
、
過
労
死
し
て
い
る
の
に
な
ぜ
そ
ん
な
に
す
ご
い
ん
だ
、
と

い
う
の
だ
が
。
簡
単
な
こ
と
で
、
乳
児
死
亡
率
が
低
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

日
本
の
平
均
寿
命
と
い
う
の
は
こ
ん
な
に
伸
び
た
。

平
均
寿
命
三
○
歳
代
な
ん
て
い
う
国
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
が
、
そ
れ
は
六
歳

ま
で
に
死
ぬ
子
供
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
。
命
を
落
と
す
と
い
う
、
生

き
る
た
め
に
産
ま
れ
て
き
た
者
が
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
を

地
球
全
体
で
ど
う
や
っ
て
解
決
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
い
う
か
、
シ
ビ
ル
・
ミ
’一
マ
ム
の
延
長
上
で
の
、
人
類

が
な
す
べ
き
最
低
限
の
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
、
ど
こ
ま

で
が
本
当
に
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際

に
、
先
程
の
考
え
方
を
と
り
ま
し
て
、
少
な
く
と
も
一
九
四
五
年
以
降
、
我

々
が
地
球
上
全
体
で
経
験
し
て
き
た
こ
の
発
展
の
姿
と
い
う
の
は
、
こ
の
ま

ま
続
け
て
い
っ
た
ら
確
実
に
、
人
口
問
題
か
ら
も
、
環
境
問
題
か
ら
も
、
資

源
問
題
か
ら
言
っ
て
も
、
パ
ン
ク
を
生
み
出
す
情
況
で
あ
る
．

で
は
、
ど
う
い
う
水
準
に
人
類
の
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
と
い
う
も

の
を
、
ミ
ニ
マ
ム
を
設
定
す
る
の
か
、
そ
れ
か
ら
マ
キ
シ
マ
ム
と
い
う
か
、

「
豊
か
さ
」
の
意
味
を
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
直
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
の

戦後高度経済成長を問う
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が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

経
済
企
画
庁
が
出
し
て
い
る
「
国
民
生
活
白
書
」
の
中
で
、
「
都
道
府
県
の

豊
か
さ
」
と
い
う
の
で
、
通
勤
時
間
、
住
居
の
広
さ
、
等
々
の
指
標
を
と
っ

て
比
較
し
て
い
る
。
実
は
、
所
得
だ
け
か
ら
い
く
と
東
京
の
一
人
当
た
り
約

四
五
○
万
円
が
日
本
で
は
突
出
し
て
高
く
て
、
大
阪
が
第
二
位
の
三
○
○
万

円
強
で
、
東
京
の
三
分
の
二
く
ら
い
。
一
番
下
が
沖
縄
で
、
東
京
の
半
分
。

日
本
の
中
で
さ
え
、
そ
う
い
う
格
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
「
住
み
よ

さ
」
、
公
園
の
広
さ
、
緑
の
面
積
、
通
勤
時
間
の
短
さ
、
そ
う
い
う
指
標
を
加

え
て
い
く
と
、
た
し
か
富
山
県
が
一
位
で
、
山
梨
県
あ
た
り
が
そ
の
次
で
、

東
京
は
二
十
何
番
に
な
っ
て
し
ま
う
。

国
民
所
得
統
計
と
い
う
の
が
で
き
る
の
が
二
○
世
紀
の
初
め
で
あ
り
、
そ

し
て
Ｇ
Ｎ
Ｐ
競
争
な
ん
て
の
が
始
ま
る
の
が
一
九
四
五
年
以
降
で
す
。
そ
も

そ
も
Ｇ
Ｎ
Ｐ
な
ん
て
い
う
指
標
が
大
切
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
人

類
史
の
中
で
は
新
し
い
こ
と
。

四
、
五
年
前
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
現
れ
た
の
が
、
「
グ
リ
ー
ン
Ｇ
Ｎ
Ｐ
」

と
か
「
逆
Ｇ
Ｎ
Ｐ
」
と
い
う
考
え
方
．
こ
れ
は
北
欧
の
経
験
で
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
が

伸
び
て
い
く
過
程
で
自
動
車
が
普
及
←
自
動
車
が
出
す
排
気
ガ
ス
に
よ
っ
て

酸
性
雨
が
降
る
←
森
の
緑
が
枯
れ
て
い
っ
て
、
湖
の
魚
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

で
、
何
を
や
っ
た
か
と
い
う
と
、
魚
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
酸
性
雨
で
湖

の
水
が
酸
性
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
飛
ば
し
て
、
そ
れ

を
中
和
す
る
た
め
に
石
灰
を
撒
い
て
、
魚
を
呼
ん
で
く
る
、
と
い
う
公
害
対

策
を
や
っ
た
。

そ
の
際
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
飛
ば
し
た
費
用
、
燃

料
費
か
ら
人
件
費
ま
で
、
そ
れ
か
ら
酸
性
の
水
を
中
和
す
る
た
め
に
撒
い
た

石
灰
、
こ
れ
は
全
部
Ｇ
Ｎ
Ｐ
で
プ
ラ
ス
に
換
算
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
は
本
当
に
「
豊
か
」
で
あ
ろ
う
か
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
直
し
た
．

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
公
害
対
策
費
用
み
た
い
な
も
の
は
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
、
従
来
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
指
標
か
ら
そ
の
分
を
引
く

と
い
う
、
逆
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
ま
す
．

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
軍
事
費
が
プ
ラ
ス
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、

考
え
て
み
れ
ば
極
め
て
非
生
産
的
で
、
国
を
維
持
す
る
た
め
に
や
む
を
得
ず

や
っ
て
い
る
コ
ス
ト
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
モ
ノ
の
生
産
費
の
Ｇ
Ｎ

Ｐ
か
ら
引
く
．
こ
う
い
う
算
出
方
式
を
と
っ
て
、
従
来
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
代
え
て

「
グ
リ
ー
ン
Ｇ
Ｎ
Ｐ
」
と
い
う
指
標
を
つ
け
た
。
算
出
方
式
は
、
日
本
の
環
境

庁
で
も
考
案
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
国
際
的
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
国
連
も
Ｈ
Ｄ
Ｉ
（
人
間
開
発
費
用
）
と
い
っ
て
、

従
来
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
だ
け
で
な
く
て
、
人
口
千
人
当
た
り
の
電
話
の
台
数
と
か
、

自
動
車
の
台
数
と
い
う
よ
う
な
指
標
だ
け
で
な
く
て
、
例
え
ば
、
言
論
の
自

由
が
あ
る
か
と
か
、
一
人
当
た
り
の
公
園
面
積
と
か
、
政
府
に
よ
っ
て
脅
か

さ
れ
な
い
か
た
ち
で
の
政
治
活
動
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
か
、
そ
の
種
の
い

ろ
い
ろ
な
指
標
を
つ
け
て
、
新
し
く
各
国
の
比
較
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
．

そ
の
中
の
「
自
由
指
標
」
、
百
八
十
（
当
時
）
の
国
連
加
盟
国
の
自
由
に
つ
い

て
の
指
標
ｌ
を
と
る
と
、
日
本
は
先
進
国
で
一
番
下
十
八
番
目
く
ら
い
に
な

ブ
（
》
Ｏそ

の
大
き
い
理
由
は
、
代
用
監
獄
が
あ
っ
て
、
被
疑
者
が
裁
判
ま
で
に
収

容
さ
れ
る
所
と
刑
務
所
が
混
同
さ
れ
て
い
る
問
題
。
そ
れ
か
ら
、
女
性
の
職

場
の
中
で
の
地
位
、
特
に
女
性
の
賃
金
が
男
性
の
半
分
、
こ
れ
は
先
進
国
の

中
で
異
常
に
低
い
．
そ
の
他
い
く
つ
か
の
指
標
が
日
本
の
自
由
度
を
グ
ッ
と

引
き
下
げ
て
、
そ
れ
で
日
本
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
で
は
ト
ッ
プ
だ
け
れ
ど
も
、
国
連
の

自
由
ラ
ン
キ
ン
グ
で
い
く
と
二
十
番
近
く
に
ま
で
落
ち
る
。

つ
ま
り
、
「
豊
か
さ
」
の
意
味
を
読
み
変
え
て
い
く
と
い
う
作
業
が
国
際
的

に
行
わ
れ
て
い
け
ば
、
い
く
ら
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
が
突
出
し
て
大
き
く

日本は｢豊か」になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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て
も
、
人
々
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
「
豊
か
さ
」
で
あ
る
と
は
考
え
な
く
な
っ

て
く
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
こ
に
今
日
の
話
の
筋
か
ら
い
け
ば
、

例
え
ば
「
自
由
時
間
」
や
「
ゆ
と
り
」
と
い
う
指
標
を
入
れ
て
い
け
ば
、
あ

る
種
の
発
想
の
転
換
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
．

そ
う
は
言
っ
て
も
、
こ
の
時
代
を
生
き
た
人
た
ち
、
な
か
な
か
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
問
題
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
「
Ｓ
ｕ

Ｓ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
Ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
（
持
続
可
能
な
開

発
）
」
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
次
の
世
代
な
い
し
は
百
年
先
に
そ
れ
を
ど
う

や
っ
て
受
け
継
い
で
い
け
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
歯

止
め
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
う
。

参
加
者
Ｃ
神
戸
の
地
震
の
後
な
ん
か
で
も
皆
さ
ん
よ
く
言
う
の
が
、

会
社
が
あ
る
か
ら
手
伝
い
に
行
け
な
い
、
会
社
が
な
ん
と
か
し
て
く
れ
た
ら

行
け
る
の
に
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
一
人
一
人
の
自
覚
で
で
き
る
話
で

は
な
い
の
か
。

加
藤
推
測
す
る
に
、
あ
な
た
の
労
働
ス
タ
イ
ル
は
、
明
ら
か
に
日
本

の
普
通
の
労
働
者
と
は
違
う
。
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
会
社
に
拘
束

さ
れ
て
労
働
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
．
あ
る
い
は
、
一
時
的
フ
リ
ー

タ
ー
型
の
雇
用
と
か
。

残
業
と
か
、
有
給
休
暇
が
と
れ
な
い
理
由
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
労
働
省

の
調
査
で
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
．
例
え
ば
、
年
次
有
給
休
暇
を
と

り
に
く
い
理
由
、
「
周
囲
に
迷
惑
が
か
か
る
」
「
病
気
の
と
き
の
た
め
の
蓄
え
」

「
仕
事
が
た
ま
っ
て
、
後
で
忙
し
く
な
る
」
「
仕
事
が
多
い
の
に
人
手
不
足
で

あ
る
」
等
々
。
要
す
る
に
、
周
り
に
迷
惑
を
か
け
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
圧

倒
的
。
残
業
・
休
日
労
働
が
減
少
し
な
い
理
由
、
「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
仕

事
が
終
わ
ら
な
い
」
「
仕
事
の
干
満
が
激
し
い
」
「
取
引
先
の
仕
事
や
、
お
客

様
へ
の
サ
ー
ビ
ス
」
「
取
引
先
か
ら
の
発
注
に
時
間
的
余
裕
が
無
い
」
等
々
・

要
す
る
に
、
会
社
と
い
う
組
織
の
中
で
、
他
の
人
や
他
の
会
社
と
の
関
係
で

余
裕
が
な
い
と
い
う
の
が
圧
倒
的
。
そ
れ
は
、
先
程
言
っ
た
政
治
的
ス
ト
レ

ス
に
も
な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
あ
な
た
の
場
合
、
そ
こ
か
ら
そ
う
と
う
解
放

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

参
加
者
Ｃ
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
ま
ず
、
そ
の
会
社
を
や

め
た
ら
ど
う
で
す
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
ほ
し
い
。
絶
対
仕
事
は
誰

か
が
や
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
た
だ
自
分
だ
け
の
条
件
で
は
で
き
な
い
か
ら
、

ど
っ
ち
に
し
て
も
。
何
や
っ
て
も
あ
る
と
思
う
し
、
余
裕
は
い
つ
も
な
い
し
、

た
だ
そ
の
余
裕
が
な
い
中
で
、
結
局
相
手
を
巻
き
込
ん
で
仕
事
す
る
し
か
な

い
か
ら
、
周
り
に
は
迷
惑
か
け
て
も
「
ま
あ
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
で
終
わ
れ

ば
い
い
。
そ
れ
は
、
そ
こ
ま
で
持
っ
て
い
く
ま
で
の
、
巻
き
込
み
方
の
問
題

な
だ
け
で
…
。

た
だ
、
一
体
誰
を
責
め
て
い
る
の
か
、
い
つ
も
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
。

こ
う
い
う
話
を
聞
く
と
。

参
加
者
，
感
覚
的
に
は
、
こ
ち
ら
の
方
と
同
じ
。
大
き
な
話
と
し
て

の
日
本
社
会
批
判
と
し
て
は
、
過
労
死
問
題
に
納
得
は
す
る
が
、
五
○
％
が

過
労
死
の
不
安
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
出
る

と
、
本
気
で
死
に
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
今
の
と
こ
ろ

を
や
め
て
違
う
と
こ
ろ
に
移
ら
な
い
の
か
。
ち
ょ
っ
と
好
き
で
な
い
よ
う
な

職
場
で
も
、
探
せ
ば
、
不
況
だ
と
は
い
っ
て
も
、
求
人
は
あ
る
こ
と
は
あ
る

と
感
覚
的
に
は
、
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
一
番
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ

う
が
。

戦後高度経済成長を問う
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加
藤
そ
こ
に
、
ゆ
と
り
と
か
自
由
時
間
に
「
豊
か
さ
」
の
価
値
を
認

め
る
人
が
そ
う
い
う
か
た
ち
で
広
が
っ
て
い
け
ば
、
全
体
と
し
て
は
そ
う
な

っ
て
く
る
は
ず
。
ま
だ
、
日
本
社
会
全
体
の
ト
ー
タ
ル
な
と
こ
ろ
で
い
け
ば
、

や
っ
ぱ
り
い
い
会
社
に
入
っ
て
、
い
い
給
料
も
ら
っ
て
、
と
い
う
の
が
「
豊

か
さ
」
で
あ
る
と
．
そ
れ
で
い
い
暮
ら
し
を
す
る
、
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
ィ

ル
の
方
が
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
。

参
加
者
Ｃ
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。
い
い
会
社
に
入
っ
て
、
い
い
コ

ー
ス
を
行
く
と
い
う
の
は
、
自
分
と
仕
事
を
分
け
な
く
て
す
む
か
ら
、
そ
う

い
う
方
向
に
流
れ
や
す
い
と
思
う
。
そ
こ
で
簡
単
に
会
社
に
頼
る
か
ら
、
結

局
「
こ
ん
な
に
働
い
た
の
に
、
い
き
な
り
首
切
り
や
が
っ
て
」
と
い
う
話
に

な
る
わ
け
で
。
単
純
に
分
け
た
か
ら
余
裕
が
あ
っ
て
す
ば
ら
し
い
と
い
う
こ

と
に
は
、
絶
対
な
ら
な
い
と
思
う
。

参
加
者
Ｅ
老
後
に
対
す
る
不
安
が
非
常
に
あ
る
し
、
物
価
も
高
い
。

も
う
ひ
と
つ
、
私
も
会
社
に
勤
め
て
い
な
く
て
バ
イ
ト
と
か
で
や
っ
て
い
る

が
、
組
織
と
い
う
も
の
に
入
っ
て
や
ら
な
い
で
何
か
楽
な
こ
と
や
っ
て
る
な
、

と
い
う
と
ど
う
も
う
さ
ん
く
さ
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
日
本

社
会
の
文
化
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
相
当
あ
る
。
な
か
な
か
開
き
直
れ
な
い
。

そ
れ
が
で
き
る
人
は
、
強
い
人
。

参
加
者
Ｆ
遊
び
だ
っ
て
マ
ー
ジ
ャ
ン
だ
っ
て
、
適
当
に
や
れ
ば
い
い

の
に
、
遮
二
無
二
に
や
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
も
、
あ
る
種
日
本
人
的
。
日

本
は
麻
薬
が
根
づ
か
な
く
て
、
逆
に
覚
醒
剤
が
根
づ
く
と
い
う
話
が
あ
る
。

日
本
の
文
化
は
シ
ャ
ブ
文
化
で
あ
っ
て
、
麻
薬
文
化
で
は
な
い
、
と
。
働
い

て
し
ま
う
．
仕
事
を
や
め
て
も
っ
と
休
む
よ
う
に
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
自

分
か
ら
変
え
よ
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
構
造
的
に
変
わ
る
よ
う
な
契
機
が

必
要
だ
と
思
う
。

参
加
者
Ｇ
今
日
の
テ
ー
マ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
必
ず

言
わ
れ
る
の
が
「
何
が
そ
ん
な
に
不
満
な
の
」
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
あ

る
意
味
で
日
本
全
体
が
そ
れ
な
り
に
豊
か
で
あ
っ
て
、
人
間
的
と
し
て
そ
れ

ほ
ど
ひ
ど
い
状
態
に
は
お
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
、
一
つ
の
反
映
だ
と
思

う
。
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
人
は
必
ず
い
る
わ
け
で
、
し
か
も
本
人
と
し
て

は
自
覚
で
き
な
い
。
結
局
、
「
心
の
持
ち
よ
う
」
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
、
今
の
日
本
の
情
況
そ
の
も
の
が
気
に
く
わ
な
い
。
加
藤
さ
ん
の
書
い
た

も
の
を
読
め
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
、
僕
た
ち
が
考

え
て
い
る
よ
り
も
悲
惨
な
状
態
に
お
か
れ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
自
覚
で
き
な

い
人
達
が
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
認
識
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
。参

加
者
Ｆ
自
分
が
学
生
の
こ
ろ
は
、
何
で
死
ぬ
ほ
ど
働
い
て
し
ま
う

の
か
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
社
会
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

結
局
仕
事
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、
結
果
的
に
は
働
い
て
し
ま
う
と
い
う
現

実
が
あ
る
。

時
間
が
た
く
さ
ん
増
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
そ
れ
が
「
ゆ
と
り
」
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
の
生
活
が
充
実
し
て
い
る
人
ほ

ど
、
往
々
に
し
て
時
間
が
な
い
。
時
間
が
余
っ
て
い
る
人
ほ
ど
、
充
実
し
て

い
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
投
げ
た
よ
う
な
感
じ
．
そ
れ
を
考
え
る
と
、
単
純
に

労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
で
問
題
が
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか
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参
加
者
Ｅ
単
純
に
時
間
が
あ
る
、
な
い
、
の
問
題
で
は
な
く
て
、
時

間
の
内
容
が
問
題
だ
と
思
う
。
若
い
人
は
、
暇
な
こ
と
を
恐
れ
る
と
い
う
か
、

何
も
し
な
い
こ
と
が
恐
い
。
自
分
で
時
間
の
使
い
方
を
考
え
ら
れ
な
い
と
こ

ろ
が
、
自
分
に
は
逆
に
恐
い
。

参
加
者
Ｈ
や
っ
ぱ
り
学
校
が
相
当
ひ
ど
い
。
よ
く
あ
ん
な
に
真
面
目

に
毎
朝
起
き
て
学
校
に
通
え
る
な
あ
、
と
思
う
。
信
じ
ら
れ
な
い
世
界
。
そ

れ
に
、
中
学
校
に
入
っ
た
ら
い
き
な
り
応
援
歌
練
習
と
か
い
っ
て
、
こ
ん
な

こ
と
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
オ
ウ
ム
の
話
が
出
て
い
る
け
れ
ど
も
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
。
な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
さ
せ
ら
れ
て
、
し
か
も
声
が
小
さ
い
と

い
っ
て
ウ
サ
ギ
飛
び
で
校
庭
一
周
を
い
き
な
り
や
ら
さ
れ
た
り
と
か
・
頭
を

丸
坊
主
に
し
て
。
あ
と
宿
題
。
学
校
で
、
あ
れ
ほ
ど
朝
か
ら
夕
方
ま
で
勉
強

し
て
、
な
お
か
つ
宿
題
し
て
、
な
お
か
つ
塾
が
あ
っ
た
り
し
て
。
そ
う
い
う

か
た
ち
で
、
た
え
ず
作
ら
れ
た
時
間
割
と
か
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
ら
れ

た
り
と
か
、
そ
こ
で
心
身
と
も
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
、
そ
れ
を
十
二
年

ぐ
ら
い
や
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
を
何
と
か
崩
す
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か

ら
先
の
こ
と
を
考
え
る
と
大
事
だ
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
と
か
、
不
登
校
の
子
供
た
ち
が
自
分

た
ち
の
ペ
ー
ス
で
、
地
域
で
生
き
て
い
け
る
と
い
う
運
動
が
広
が
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
企
業
社
会
で

も
、
そ
の
よ
う
な
周
辺
で
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
人
が
増
え
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
う
。
最
近
は
、
学
校
の
ク
ラ
ブ
で
も
、
昔
は
「
帰
宅
部
」
ｌ
ク

ラ
ブ
に
い
か
ず
に
帰
る
と
い
う
Ｉ
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
今
は
「
帰
宅
部
」

さ
え
認
め
な
い
と
い
う
学
校
も
あ
る
。
「
帰
宅
部
」
の
権
利
を
尊
重
す
る
よ
う

な
、
学
校
と
か
地
域
と
か
、
親
の
あ
り
方
を
つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

参
加
者
Ｉ
す
ご
く
教
育
現
場
の
閉
鎖
性
を
感
じ
る
。
教
師
の
間
で
も

暗
黙
の
了
解
が
で
き
て
い
て
、
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
な
雰
囲
気
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
。
日
本
人
は
、
と
に
か
く

他
人
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
駄
目
だ
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
頭
の
中

に
し
み
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

今
、
教
育
改
革
と
い
う
こ
と
で
新
学
習
指
導
要
領
が
導
入
さ
れ
た
り
し
て

い
る
が
、
結
局
、
今
ま
で
の
知
識
を
詰
め
込
む
よ
う
な
教
育
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
む
し
ろ
月
に
二
日
休
み
が
増
え
て
、
そ
の
分
を
他
の
日
に
持
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
部
省
の
方
も
柔
軟
に
な
っ
て
き
て
、
知
識
偏
重

を
見
直
し
た
り
、
自
分
で
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
大
事
だ
、
な
ん
て
こ
と
を

言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
今
度
は
「
主
体
性
」
を
点
数
化
す
る
よ
う
な

状
況
な
の
で
、
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
も
結
局
は
点
数
に
換
算
さ
れ
、
か
つ

上
の
学
校
に
進
む
こ
と
が
前
提
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
れ
を
崩
す
と
い

う
の
は
、
社
会
構
造
ｌ
企
業
も
そ
う
、
大
学
に
入
る
ま
で
の
制
度
な
り
ｌ
そ

の
も
の
を
根
本
的
に
、
上
か
ら
改
革
し
な
け
れ
ば
、
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な

ア
（
》
。参

加
者
Ｆ
そ
う
い
う
大
学
入
試
制
度
な
り
企
業
が
変
わ
っ
て
も
、
そ

の
大
企
業
な
り
の
内
部
の
階
層
が
問
題
だ
と
思
う
．
雑
多
な
階
層
状
態
の
ツ

ケ
が
ど
こ
に
回
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
全
部
下
請
け
の
方
に
回
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
構
造
も
ひ
っ
く
る
め
て
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

参
加
者
』
長
い
こ
と
、
高
度
経
済
成
長
と
い
う
の
が
諸
悪
の
根
源
だ

と
思
っ
て
生
き
て
き
た
。
と
に
か
く
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
、
こ
れ
で
な
ん
と
か

ま
た
よ
く
な
る
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
今
、
不
況
と
か
言
わ
れ
て
い
る

戦後高度経済成長を問う

b
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，
１
．
州
岬
叫
Ⅷ

’制
山
田
》
、
刷
り
ｒ
●
甥
溺
》

が
、
自
分
が
生
活
し
て
い
る
感
覚
か
ら
い
う
と
、
別
に
そ
う
景
気

い
し
、
大
し
て
困
っ
た
こ
と
も
な
い
。
ど
の
道
、
お
金
な
ん
て
少

ら
な
い
の
だ
か
ら
。

が
一
番
だ
と
思
う
わ
け
だ
が
。
や
っ
ぱ
り
、
景
気
と
い
う
の
は
、
よ
く
な
ら

な
い
と
い
け
な
い
の
か
。
そ
の
へ
ん
が
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
。

は
常
に
付
き

る
と
い
う
意

に
し
て
。
む

成
長
率
と
い

一
○
％
、
年

価
も
上
が
っ

走
り
方
を
し

の
オ
イ
ル
シ

で
、
そ
こ
で

、
今
度
は
世

き
く
な
く
て

て
き
た
。

あ
る
し
も
う

も
な
れ
ば
、

て
、
さ
し
あ

と
い
う
開
き

は
い
か
な
い

と
い
う
よ
う

の
惰
性
で
皆

旺
が
考
え
て
い
る
か
ら
。
最
近
、
経
済
学
者
が
言
う
の
は
、
日
本
が
大
き
く
な

っ
た
が
故
に
、
も
う
こ
の
ま
ま
前
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
や
っ
て
い
け
伽
″剛
 
１１

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
き
た
ん
だ
、
と
。

先
程
の
、
週
休
二
日
制
が
外
圧
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
も
、
そ
の
》
ｈ
-ム
烏

な
の
だ
が
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ん
か
と
比
べ
る
と
、
時
間
当
た
り
の
幽
刀

働
生
産
性
は
日
本
が
一
番
低
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
。
会
社
に
い
る
時
間
伜
Ｍ

長
い
の
だ
が
、
実
際
に
売
上
に
結
び
つ
く
よ
う
な
意
味
で
の
生
産
性
と
い
肉
ノ

か
た
ち
で
計
算
す
る
と
、
日
本
で
は
労
働
時
間
が
長
い
わ
り
に
は
生
産
性
は

高
く
な
い
。
特
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
。
そ
れ
で
今
、
そ
の
部
分
の
リ
ス
ト
ー
フ

を
始
め
て
い
る
．
た
だ
、
こ
れ
も
問
題
が
あ
っ
て
、
中
高
年
を
削
っ
て
若
い

人
を
入
れ
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
ス
リ
ム
に
な
ろ
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
す
ぐ
に
そ
の
経
済
効
果
が
出
て
く
る
わ
け
で
は

な
い
。
す
ぐ
に
景
気
が
よ
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
今
の
不
況
も
、
む
し
ろ
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
ど
の
よ
-

う
に
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
作
る
の
か
と
い
う
話
の
方
へ
全
体
を
持
っ
て
い
け
一一

ば
よ
い
の
だ
が
、
前
の
よ
う
な
前
年
比
何
％
成
長
の
世
界
に
戻
る
の
が
好
況

に
な
る
と
い
う
情
況
だ
と
い
う
発
想
を
企
業
の
側
あ
る
い
は
働
く
側
の
方
が

続
け
て
い
る
限
り
で
は
、
時
間
の
サ
イ
ク
ル
と
か
企
業
の
中
で
の
休
暇
が
と

れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
は
変
わ
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
景
気
は
よ
く
な
る
、
と
い
う
意
味
で
は
よ
く
な
る
と
思
う
。
た

だ
し
、
そ
の
よ
い
状
態
と
い
う
の
を
、
バ
ブ
ル
の
時
と
か
、
あ
る
い
は
高
度

成
長
期
と
か
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
る
と
、
あ
あ
い
う
状
態
は

も
う
二
度
と
来
な
い
と
考
え
た
方
が
、
国
際
的
な
圧
力
か
ら
い
っ
て
も
、
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。理

に
成
長
し
な
く
て
も
、
生
き
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
。

全
体
、
新
聞
を
見
て
も
、
テ
レ
ビ
を
見
て
も
、
皆
景

そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
物
価
が
下
が
っ
て
く
れ
る
こ
と

、
Ｆ
６
４
い
い
昨
ｌ
ｐ
Ｉ
ｔ
Ⅵ
上
■
■
■
■
ｑ
１

口
７
 
割
唾
口
Ｉ
ａ
ｒ
 
△
凸
『
び
り
ロ
ロ
■
一
画
■
■
■
己
”酬
叩

発
言
者
Ｊ

そ
れ
な
の
に
、

の
中

Ｆ
唖

Ｊ
函

吟
壷

Ｍ
Ｉ
Ｏ
週
日
Ⅱ
■
■
■
-ｒ
ｆ
Ｗ
●

も
悪
く
な

し
し
か
入

芦
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気
が
悪
く
て
、
こ
れ
を
よ
く
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

る
。
そ
う
で
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
ね
。

加
藤
は
い
。
私
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
友
人
な
ん
か
は
、
「
世
界
的
に
見
れ

ば
、
日
本
は
ま
だ
景
気
が
す
ご
く
い
い
」
と
言
う
。
そ
れ
は
、
単
純
に
失
業

率
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
平
均
が
十
二
％
ぐ
ら
い
で
、
日
本
が
よ
う
や
く
三
％
に
な

っ
た
な
ん
て
い
っ
て
い
る
、
あ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
の
半
分
。

実
は
社
内
に
た
く
さ
ん
企
業
内
失
業
者
を
内
部
市
場
で
は
持
っ
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
国
際
的
に
見
れ
ば
異
常
。
そ
れ
が
な
ぜ
、
深
刻
な
危
機
感

に
な
る
か
と
い
う
と
、
高
度
成
長
の
方
の
ス
タ
イ
ル
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
い
る
と
、
今
は
危
機
だ
、
危
機
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
イ
ギ
リ
ス

な
ん
て
の
は
も
う
と
っ
く
に
頂
点
は
十
九
世
紀
の
末
に
終
わ
っ
て
、
そ
の
後

は
ず
っ
と
衰
退
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
な
ん
て
ま
だ
ま

だ
す
ご
い
国
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」

で
い
い
ん
だ
、
と
開
き
直
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

加
藤
氏
の
著
書
は
だ
い
た
い
読
ん
で
お
り
、
い
つ
も
現
状
に
甘
ん
じ
る
こ

《

と
な
く
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
分
析
し
て
い
か
れ
る
姿
勢
を
好
ま
し
く
感
じ
て

い
ま
す
。
デ
ー
タ
の
よ
み
と
り
方
は
お
も
し
ろ
く
、
も
っ
と
時
間
が
あ
れ
ば

と
思
い
ま
し
た
．
欲
を
言
え
ば
氏
の
歴
史
観
、
あ
と
い
つ
の
ま
に
か
仕
事
が

お
も
し
ろ
く
て
働
い
て
し
ま
う
会
社
員
の
心
も
含
め
企
業
社
会
観
な
ど
、
よ

り
シ
ビ
ア
な
お
話
を
ま
と
め
て
お
伺
い
で
き
れ
ば
良
か
っ
た
。

議
論
も
か
な
り
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
発
言
者
に
学
生
気
分
の
人
が
多
い
の

が
少
し
気
に
な
り
ま
し
た
が
。
（
女
性
・
加
代
）

今
回
の
国
連
・
憲
法
問
題
研
究
会
の
連
続
講
座
は
、
「
戦
後
高
度
成
長
を
問

一

う
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
一
橋
大
学
の
加
藤
哲
郎
先
生
を
講
師
と
し
て
迎
え
、

忌
揮
の
無
い
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
先
ず
「
エ
ル
ゴ
ロ
ジ
ー
（
Ｅ
ｒ
ｇ
Ｏ
ｌ
Ｏ
ｇ
ｙ
）
」
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一

で
「
仕
事
．
働
き
」
を
意
味
す
る
「
エ
ル
ゴ
ン
（
Ｅ
ｒ
ｇ
Ｏ
ｎ
）
」
に
由
来
）

と
い
う
人
類
学
上
の
概
念
を
提
示
し
、
「
人
類
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
人
間

の
生
き
る
体
内
に
も
自
然
原
則
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
生
活
環
境
の
中
で
政
治

体
制
や
経
済
原
則
が
過
度
に
優
先
さ
れ
る
と
人
間
内
部
の
生
態
機
能
に
狂
い

が
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
検
証
し
、
「
環
境
の

中
で
の
生
活
の
あ
り
方
と
労
働
能
力
の
関
係
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
も
の
で

》
｜
Ｄ
よ
う
な
観
点
か
ら
戦
後
高
度
成
長
、
殊
に
「
過
労
死
」
が
発
生
す
る

す
。

ｆ
ｌ
ｂ
且
■
巳
■
■
己
■
■
、
 
、
１

『
 
Ｉ
-、

■
卜
０
１
卜
Ｌ

１
１

１

ｌ
-，
ｌ
ロ
ロ
ロ
Ｕ
-ロ
ロ
ア
ー
厘
■
■
■
■
■
一
■
■
■
二
口
己
已
．
 ｑ
ｕ

口
Ｉ
０
ｒ
- 
Ｂ
Ｐ
Ｐ
４
■
「
国
 
ロ
ロ
ロ
ロ
・

’ 

１

､

戦後高度経済成長を問う
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日
本
型
の
企
業
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
、
「
豊
か
さ
」
と
い
っ
た
意
味
の
問
い
直

し
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

戦
後
日
本
の
経
済
成
長
に
関
し
て
は
、
東
西
冷
戦
下
で
、
特
に
社
会
主
義

・
共
産
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
八
九
年
以
降
の
東

欧
。
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
っ
て
社
会
主
義
の
権
威
が
失
墜
し
、
日
本
で
も
五
五

年
体
制
が
終
焉
を
む
か
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
批
判
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
崩
壊
し
た
東
欧
。
ソ
連
が
〈
反
社
会
主
義
〉
に
な
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
資
本
主
義
に
そ
れ
ほ
ど
展
望
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
混
沌
と
し
た
状

況
が
あ
り
、
一
方
、
現
在
の
社
会
主
義
諸
国
が
市
場
経
済
の
導
入
に
よ
っ
て

貧
富
の
格
差
や
経
済
発
展
の
過
程
で
様
々
な
矛
盾
が
噴
出
し
て
い
る
状
況
も

も
は
や
二
者
択
一
的
な
体
制
の
選
択
と
い
う
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
マ
ル
ク
ス
主
義
者
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
た
ち
が
、
例
え
ば

労
働
価
値
説
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
で

あ
る
と
し
て
無
視
も
し
く
は
軽
視
し
て
き
た
近
代
経
済
学
、
さ
ら
に
は
方
法

的
個
人
主
義
の
有
用
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
人
類
に
と
っ
て
望
ま
し
い
経
済

そ
の
時
、
先
生
が
話
さ
れ
た
こ
う
し
た
視
座
「
つ
ま
り
、
人
間
の
自
然
性

に
立
脚
し
、
労
働
を
通
じ
て
の
人
間
の
生
態
シ
ス
テ
ム
の
自
然
環
境
適
応
能

力
の
限
界
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
」
視
座
は
、
〈
反
社
会
主
義
〉
革
命
の
主
体

と
な
っ
た
労
働
者
が
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の
ノ
ル
マ
チ
ー
フ
や
抑
圧
か
ら

解
放
さ
れ
、
自
由
に
そ
し
て
豊
か
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
や
、
資
本
主
義

の
下
で
労
働
力
を
商
品
と
し
て
提
供
し
、
自
己
疎
外
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
日

本
の
よ
う
に
死
ぬ
ま
で
働
く
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
非
選
択
的
な
体

制
や
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
と
労
働
を
通
じ
て
人
間
を
解
放
す
る
と
い
う
考
え

の
在
り
方
に
対
す
る
人
類
学
的
な
接
近
方
法
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
と

し
て
受
け
止
め
、
原
点
は
生
命
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
の
枠
の
中
に
あ
る

と
思
え
た
。
《
大
地
）

〔
こ
の
講
演
録
は
、
九
五
年
六
月
一
三
日
に
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
の
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
〕

あ
る
。

的
個
人
主
義
の
有
用
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

の
在
り
方
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。

日本は｢豊か｣になったのか世界を｢豊か｣にできるのか

里

- 8 7 -



､ ̅ ／

鐵謹篝議繊職謹鎌鍵蕊難灘識議蕊
私たち国連・憲法問題研究会は､92年末からの改憲を当然視するような風潮の増

大に対して、93年春から連続学習会、資料集・通信の発行などを行ってきました。
94年は、国連50年・憲法制定50年へ向けて、第3期「"小沢”にかわるもうひと
つの道｣、第4期連続講座「民衆の．〈ものさし》で見る憲法｣、第5期｢敗戦50年
を前にして｣を行い、また、「国連安保理常任理事国入り」の動きに対して93年11月
｢傲慢な大国か、『質実」な大国か､非武装小国日本か日本の国連常任理事国入りを
問うシンポジウム」を行ない､94年に常任理事国入りに反対するリーフレットを発
行しました。
95年は敗戦50年にあたり、｢戦後50年｣をとらえ返すために｢敗戦50年連続講座｣を
行なっています。今後もこれまでの護憲運動の限界を踏まえて､解釈改憲を含む一
切の憲法9条の改悪と「国連常任理事国入り」の動きに反対して､引き続き活動し
ていきたいと考えています。ぜひ、研究会に参加ください。
会費は1年3000円です｡通信会員には研究会の発行物､学習会・講座の報告、
資料集をお送りします。講座・学習会にも参加を。

国連・進法問題獅究会

◎通信会費などの送り先
郵便振替 [ O O 1 6 0 - 7 - 4 8 4 0 6 工 人 社］

＊通信欄に「国連・憲法問題研究会」と明記してください
口 国 連 ・ 憲 法 問 題 研 究 会
千代田区富士見2-8-5山京ビル別館3F工人社気付
1 t L O 3 - 3 2 6 4 - 4 1 9 5 / F A X O 3 - 3 2 3 9 - 4 4 0 9

鼠
蕊

／

似

群

、-〆
＝

息
：
口
遮
、

…
＃

Ｌ

■

ｒ

Ｂ

Ｌ

Ｏ

可

■




