
一
時
評
一

老
後
・
老
人
問
題
再
多

戦
後
四
十
年
の
間
に
日
本
は
大
き
く
変
貌
し
た
。
同
志
社
大
学
も
来
年
度
か

ら
田
辺
学
舎
が
発
足
す
る
。
一
、
二
回
生
の
授
業
が
田
辺
で
行
わ
れ
る
な
ど
想

像
も
し
な
か
っ
九
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
刻
々
と
変
化
す
る
。
新
し

い
状
況
の
展
開
に
わ
た
し
九
ち
は
対
応
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
試
行
舗
吠
も

多
い
で
あ
ろ
う
が
、
恐
れ
て
い
た
の
で
は
発
展
も
進
歩
も
な
い
。
人
間
は
予
見

能
力
に
劣
る
動
物
で
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
叡
知
を
結
集
し
て
将
来
起
る
で
あ

ろ
う
出
来
ど
と
を
察
知
し
て
希
万
端
整
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
備
え
あ

れ
ば
憂
え
な
し
で
、
な
に
ど
と
も
迎
え
撃
つ
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
火
傷
を
し
て
み
な
い
と
熱
さ
、
痛
さ
が
わ
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
通

り
、
自
分
が
経
験
し
、
体
験
し
て
み
な
い
と
人
生
や
社
会
の
出
来
ど
と
は
実
感

と
し
て
わ
か
ら
ず
、
対
策
を
立
て
る
気
も
起
ら
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
天
災

は
忘
れ
九
頃
に
起
り
、
の
ど
元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
は
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

人
の
世
の
愚
か
さ
が
あ
る
。
老
後
・
老
人
問
題
も
い
わ
ぱ
先
見
の
叡
知
と
祭

さ
が
併
存
し
て
い
る
。
人
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
必
ず
,
老
い
る
'
の
で
あ

る
。
年
齢
的
に
は
,
死
,
が
早
く
来
る
人
と
遅
く
来
る
人
が
あ
る
が
、
時
間
の

経
過
だ
け
は
貧
富
・
男
女
を
問
わ
ず
絶
対
に
平
等
で
あ
り
、
世
界
的
に
六
五
歳

以
上
の
人
た
ち
を
老
人
と
み
て
い
る
。
こ
の
世
に
生
れ
て
六
五
年
を
経
過
す
れ

ぱ
い
や
で
も
応
で
も
老
人
人
口
に
く
み
込
ま
れ
る
。
今
年
は
一
九
二
0
年
(
大

正
九
年
)
生
れ
の
人
は
六
五
歳
で
あ
り
、
一
九
ご
亙
(
明
治
四
五
年
)
生
れ

の
人
は
七
三
歳
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
の
終
結
し
た
一
九
四
五
年
(
昭
和
二
十

年
)
生
れ
が
四
十
歳
に
な
る
。
時
代
の
推
移
は
目
覚
ま
し
い
。
八
十
歳
の
老
人

は
丁
度
、
人
生
の
半
分
盆
争
と
平
和
に
分
か
れ
る
。
前
半
の
人
生
は
戦
争
の

繰
返
し
と
絶
対
的
な
天
皇
制
の
支
配
と
不
自
由
さ
や
貧
し
さ
が
多
い
生
活
で
あ

り
、
後
半
は
平
和
で
経
済
的
復
興
と
繁
栄
の
な
か
で
自
由
と
民
主
主
義
と
新
し

い
貧
困
が
生
じ
た
生
活
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
戦
後
は
い
つ
し
か
、

ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
日
本
は
世
界
一
の
長
寿
国
に

の
し
上
が
っ
た
。
平
均
寿
命
が
女
性
は
八
十
歳
近
く
、
男
性
で
七
六
歳
近
く
な

つ
た
。
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
四
年
ほ
ど
長
寿
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
問
わ
な

医
学
的
に
も
な
ぜ
女
性
が
男
性
よ
り
長
寿
な
の
か
充
分
に
わ
か
ら
な
い
よ

)
0

しう
で
あ
る
。
た
だ
人
類
は
世
界
的
に
長
寿
に
な
り
つ
つ
ぁ
る
。
戦
争
を
せ
ず
、

環
境
を
改
善
し
、
食
粗
や
労
働
や
医
療
の
状
況
を
改
善
す
れ
ば
生
命
は
長
く
保

れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
自
然
の
理
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
日
本
は
自
然
の
理
に
反

住
谷

磐
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す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
戦
争
中
の
日
本
の
男
性
の
平
均
寿
命
は
二
四
歳
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
は
人
生
五
十
年
と
い
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
平
均
寿
命
と
し
て

男
性
は
四
三
歳
、
女
性
は
四
八
歳
で
あ
っ
九
。
人
は
結
核
を
は
じ
め
多
く
の
伝

染
病
、
産
樗
熱
で
死
ん
で
い
っ
た
。
い
ま
は
、
こ
の
日
本
か
ら
伝
染
病
は
払
拭

さ
れ
、
抗
生
物
質
の
開
発
は
多
く
の
生
命
を
救
っ
て
い
る
。
全
く
隔
世
の
感
が

あ
る
。
日
本
人
の
生
命
は
戦
後
の
時
代
だ
け
延
長
し
た
。
人
生
五
十
年
か
ら
八

十
年
の
時
代
が
到
来
し
た
。
そ
れ
で
、
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
は
円
を
大
き
く
描

く
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
愚
か
に
も
わ
た
し
九
ち
は
生
命
の
地
す
べ
り
的

延
長
に
気
が
付
か
な
か
っ
九
。
十
年
ほ
ど
前
か
ら
高
齢
化
社
会
の
訪
れ
を
い
わ

れ
て
い
た
が
、
気
が
付
い
た
と
き
に
は
す
で
に
高
齢
化
社
会
は
始
ま
っ
て
い

た
。
京
都
市
な
ど
は
調
査
し
て
み
る
と
中
京
区
、
下
京
区
、
東
山
区
、
上
京
区

は
人
口
の
一
五
0
。
以
上
が
六
五
歳
で
あ
り
、
二
十
年
先
き
の
日
本
の
高
齢
化
を

先
き
ど
り
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
長
寿
時
代
の
到
来
は
誠
に
ょ
ろ
こ
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
。
人
生
を
長
く
生
き
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
の
人
が
願
い
、
有
難
い

こ
と
と
思
う
は
ず
で
あ
る
。
わ
た
し
は
大
学
で
社
会
福
祉
を
専
攻
し
て
い
る
の

で
万
人
に
共
通
す
る
願
い
や
有
難
い
こ
と
に
は
人
一
倍
気
を
付
け
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
老
後
・
老
人
問
題
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
社
会
福
祉
の

主
要
な
課
學
あ
り
、
高
の
分
野
な
の
で
あ
る
。
六
五
歳
以
上
の
老
人
の
多

く
は
自
か
ら
が
気
付
い
た
と
き
は
老
人
人
口
に
く
み
込
ま
れ
、
七
十
代
、
八
十

代
と
な
り
、
長
く
生
き
て
き
た
こ
と
に
お
ど
ろ
く
。
自
然
の
摂
理
が
自
か
ら
の

人
生
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
戦
前
が
は
る
か
彼
方
と
な

り
、
戦
後
体
験
が
身
近
く
、
生
活
様
式
の
変
化
に
今
更
な
が
ら
お
ど
ろ
く
の
で

あ
る
。
老
後
生
活
を
察
知
せ
ず
に
日
日
の
生
活
に
追
わ
れ
、
い
つ
ま
で
も
若
い

つ
も
り
で
い
る
う
ち
に
六
五
年
が
絲
過
し
て
、
さ
ら
に
、
七
十
年
、
八
十
年
の

歳
月
が
経
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
人
は
老
後
の
生
活
に
射
程
を
合
わ
せ
て
準
備

を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
叡
知
を
発
揮
し
て
自
分
の
老
後
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
を
察
知
し
て
準
備
万
端
怠
り
な
い
か
ど
ぅ
か
、
再
考
し
て
み
た
い
と
思

、
つ
0

わ
九
し
は
こ
こ
八
年
ほ
ど
京
都
市
の
中
央
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ

ろ
で
週
一
回
、
二
時
間
か
ら
三
時
間
ほ
ど
、
お
年
寄
り
の
「
生
活
相
談
」
を
担

当
し
て
い
る
0
 
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
う
技
法
も
必
要
で
あ

り
、
セ
ン
タ
ー
の
設
立
以
来
、
相
談
役
に
な
っ
九
。
こ
の
お
役
所
の
係
長
が
わ

が
専
攻
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
頼
ま
れ
る
ま
ま
こ
の
役
を

引
き
う
け
て
し
ま
っ
た
0
 
「
相
談
事
業
」
と
い
う
も
の
は
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
か
か
わ
る
問
題
も
あ
り
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
談
内

容
は
秘
密
事
項
ぱ
か
り
と
い
っ
て
ょ
い
。
こ
こ
の
相
談
は
勿
論
、
老
後
生
活
に

か
か
わ
る
問
題
ば
か
り
で
あ
る
。
い
ま
は
、
豊
田
商
事
の
老
人
層
を
ね
ら
っ
た

悪
徳
商
法
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
問
題
は
数
多

自
か
ら
の
愚
か
さ
が
招
い
た
自
業
自
得
と
い
っ
て
し
ま
え
ぱ
そ
れ
ま
で
で

)
0

しあ
る
が
、
老
後
の
孤
独
の
寂
し
さ
と
経
済
的
な
金
銭
的
な
心
配
と
健
康
へ
の
不

安
と
い
う
三
つ
の
要
因
を
親
味
に
な
っ
て
解
決
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
人
間
が

現
わ
れ
た
場
合
、
多
く
の
老
人
は
つ
い
そ
の
人
間
を
信
用
し
て
い
わ
れ
る
ま
ま

に
行
動
す
る
の
が
人
芋
は
あ
る
ま
い
か
。
持
つ
て
い
る
お
金
は
イ
ン
フ
レ
で

値
う
ち
が
な
く
な
る
と
い
わ
れ
、
孤
独
を
慰
め
る
親
切
な
言
葉
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に

聞
か
さ
れ
、
自
分
の
思
い
出
話
を
よ
く
聞
い
て
く
れ
て
、
健
康
相
談
や
倒
れ
た

と
き
の
入
院
や
医
者
の
紹
介
ま
で
し
て
く
れ
れ
ぱ
持
ち
金
が
二
倍
三
倍
に
な
る

と
い
う
話
に
悪
さ
れ
、
豊
田
商
事
の
よ
う
な
詐
欺
商
法
に
ひ
っ
か
か
る
の
で

あ
る
。
わ
九
し
は
願
さ
れ
た
老
人
憲
い
と
は
思
わ
な
い
。
愚
か
で
あ
っ
九
と
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も
思
え
な
い
。
老
人
の
心
情
を
箭
絡
し
た
人
間
が
悪
い
の
で
あ
る
0
 
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
老
人
を
守
り
切
れ
な
か
っ
た
社
会
の
仕
組
み
に
欠
陥
が
あ
る
0
 
こ
の

よ
う
な
悪
人
に
か
か
れ
ぱ
万
人
が
万
人
と
も
嬬
ま
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
〕

か
。
老
人
層
か
ら
二
千
億
円
も
の
金
額
を
徴
収
し
た
と
い
う
嘘
の
よ
う
な
本
当

の
話
で
あ
る
。
放
置
し
て
お
け
ぱ
、
こ
の
被
害
は
さ
ら
に
拡
が
っ
九
で
あ
ろ

う
老
人
層
は
愚
か
で
あ
る
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い
。
嬬
ま
さ
れ
る
方
が
正

常
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
老
人
は
、
経
済
と
健
康
と
孤
独
の
問
題
に
心
を
悩
ま

し
て
い
る
。
ど
の
程
度
の
経
済
力
が
あ
れ
ぱ
安
心
し
て
暮
し
て
い
け
る
の
か
、

健
康
は
い
つ
ま
で
維
持
で
き
る
の
か
、
不
測
の
事
故
や
疾
病
で
寝
た
き
り
状
態

や
入
院
す
れ
ぱ
ど
ぅ
な
る
の
か
、
夫
や
妻
に
死
に
別
れ
、
子
ど
も
た
ち
と
も
別

居
し
て
ぃ
た
り
、
同
居
し
て
い
て
も
感
情
的
に
う
ま
く
い
か
ず
に
友
だ
ち
も
な

く
孤
独
で
寂
し
い
と
き
に
ど
ぅ
す
れ
ぱ
よ
い
の
か
、
老
人
の
ボ
ケ
は
高
齢
ヒ
す

れ
ぱ
自
然
と
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
ボ
ケ
た
と
き
は
ど
ぅ
す
れ
ぱ
よ
)
の

か
、

老
人
ホ
ー
ム
に
は
入
れ
る
の
か
、
適
当
な
親
切
な
病
院
が
あ
る
の
か
、
老

人
の
心
境
は
千
千
に
乱
れ
る
。
ま
た
、
「
ヨ
メ
」
と
「
シ
ユ
ウ
ト
メ
」
と
)
う

「
家
L
 
に
ま
つ
わ
る
伝
統
的
な
女
性
同
志
の
葛
藤
は
依
然
と
し
て
深
刻
で
あ
る
0

老
人
と
の
同
居
生
活
は
む
づ
か
し
い
。
日
本
の
住
宅
は
老
人
と
の
同
居
を
考
慮

し
て
建
て
ら
れ
て
な
い
。
隠
居
部
屋
を
つ
く
る
地
域
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
み

て
住
宅
は
都
市
.
農
村
と
も
に
三
世
代
同
居
を
合
理
的
に
住
み
分
け
る
よ
う
に

は
建
て
ら
れ
て
な
い
。
女
性
相
互
の
葛
藤
は
住
宅
問
題
も
あ
る
が
、
性
格
問

題
、
理
解
不
足
経
済
問
題
な
ど
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
0
 
応
々
に
し
て
老
)
て

く
る
と
「
水
と
火
」
が
原
因
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
。
炊
事
場
は
女
性
の
城
で

あ
り
、
こ
の
城
に
主
権
者
が
二
人
存
在
す
る
と
主
導
権
争
い
が
生
じ
る
0
 
三
度

々
々
の
食
事
の
準
備
や
後
片
付
け
で
二
人
の
主
権
者
は
企
画
、
技
術
、
作
法
、

購
入
、
衛
生
な
ど
の
点
で
相
違
し
、
覺
が
合
わ
ず
、
技
術
に
ギ
ャ
ツ
プ
が
あ

り
、
趣
味
.
噛
好
が
違
い
、
対
立
す
る
。
妥
協
し
た
と
し
て
も
不
満
が
蓄
積
す

る
炊
事
場
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
方
が
争
い
が
な
く
て
ょ
い
。
風
呂
の
入
り
方
も

粉
争
を
招
く
。
入
浴
の
順
番
で
争
い
が
生
じ
る
。
老
人
は
風
呂
に
水
や
お
湯
を

入
れ
る
と
止
め
る
の
忘
れ
て
溢
れ
さ
せ
る
。
お
茶
を
飲
む
た
め
に
ガ
ス
を
つ
け

る
と
止
め
忘
れ
る
。
老
い
る
と
「
水
と
火
」
の
使
い
方
が
む
づ
か
し
い
0
 
し
か

し
、
「
水
と
火
」
は
生
活
の
必
需
品
で
あ
る
。
こ
の
二
っ
が
な
い
と
生
き
ら
れ

な
い
。
老
い
て
く
る
と
生
活
の
技
術
が
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
0
 
わ
た
し
は
、
で

き
る
か
ぎ
り
老
人
の
立
場
に
立
っ
て
安
心
し
て
生
き
る
方
法
を
考
え
る
こ
と
に

し
て
ぃ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
老
後
の
生
活
は
生
き
づ
ら
い
こ
と
が
多
い
0
 
長
寿

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
生
き
づ
ら
い
。
全
く
矛
盾
し
た
現
実
で
あ
る
0
 
長
寿
は
望

ま
し
く
、
幸
せ
な
は
ず
で
あ
る
が
、
長
寿
と
幸
せ
が
一
致
し
な
い
の
が
い
ま
の

時
代
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
再
考
を
要
す
る
重
要
な
人
生
課
題
で
あ
る
と
思
っ

て
い
る
。

老
い
る
人
が
増
え
て
き
て
、
,
老
い
'
に
つ
い
て
の
発
言
や
施
策
が
多
く
な

つ
た
。
昔
は
,
老
い
'
の
問
題
を
論
ず
る
前
に
あ
の
世
へ
旅
立
っ
人
が
多
か
っ

た
。
生
き
残
り
、
長
寿
の
人
は
め
ず
ら
し
く
家
族
・
親
族
そ
ろ
っ
て
大
切
に
処

遇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
家
族
員
が
多
く
い
て
、
家
庭
内
処
遇
の
手
が

足
り
て
ぃ
た
。
老
人
の
座
は
確
保
さ
れ
、
長
老
は
権
威
が
あ
り
、
支
配
者
で
あ

つ
た
。
そ
れ
だ
け
の
実
力
も
知
識
も
経
済
力
も
相
続
権
も
あ
り
、
長
幼
序
あ
り

の
儒
教
精
神
が
存
在
し
て
い
九
。
わ
た
し
は
、
い
ま
の
日
本
社
会
も
名
実
と
も

に
こ
の
よ
う
な
老
人
支
配
の
面
が
強
い
と
思
っ
て
い
る
0
 
勿
論
、
特
定
の
分
野

に
限
っ
て
で
あ
る
が
、
多
く
の
企
業
を
は
じ
め
、
政
界
、
財
界
、
学
界
、
芸
術

界
な
ど
、
社
会
の
主
要
な
分
野
を
み
れ
ば
そ
の
指
導
的
役
割
を
も
つ
の
は
大
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抵
、
弌
五
歳
以
上
の
老
人
層
で
あ
る
。
会
社
の
社
長
.
会
長
政
党
の
役
具

政
府
の
高
官
、
学
会
の
指
導
者
、
絵
画
き
、
陶
芸
家
、
文
学
者
な
ど
,
老
い
"

て
,
老
い
'
を
感
じ
さ
せ
な
い
老
人
が
多
い
。
ま
さ
に
、
日
本
は
老
人
大
国
で

あ
る
0
 
若
々
し
い
老
人
厨
が
社
会
を
指
導
し
て
ぃ
る
。
老
人
支
配
の
社
会
と
い

つ
て
ょ
い
0
 
そ
し
て
、
あ
る
と
き
、
若
々
し
い
自
立
し
た
老
人
の
ま
ま
あ
の
世

に
旅
立
て
ぱ
、
こ
の
世
か
ら
老
後
も
老
人
問
題
も
消
え
去
る
に
ち
か
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
生
涯
を
過
し
九

実
際
に
、
わ
九
し
の
尊
敬
す
る
お
年
寄
り
に
は
、

人
た
ち
が
い
る
0
 
八
十
過
ぎ
て
も
立
派
に
社
会
活
動
を
っ
づ
け
て
、
あ
る
日
、

卒
然
と
し
て
こ
の
世
を
去
る
の
で
あ
る
。
身
辺
の
人
た
ち
は
唖
然
と
し
て
ヲ

し
み
、
名
残
り
を
惜
し
み
、
功
績
を
讃
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
涯
を
羨
み
、

自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
と
願
う
。
確
か
に
,
老
い
'
て
も
人
に
依
存
せ
ず
、
自

立
し
九
生
活
を
営
み
、
突
然
の
死
を
迎
え
れ
ば
、
葬
儀
の
世
話
は
人
が
す
る
と

し
て
も
、
「
老
後
.
老
人
問
題
」
と
し
て
と
り
立
て
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
0
 
そ
し
て
、
医
学
的
に
ボ
ケ
予
防
の
薬
が
で
き
て
、
正
常
な
頭
脳
を
も

ち
つ
づ
け
、
自
給
自
足
の
生
活
と
趣
味
や
娯
楽
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

・
長
寿
'
と
.
幸
せ
'
は
一
致
す
る
。
そ
れ
は
、
望
ま
し
い
老
後
と
い
う
こ
と

に
な
る
0
 
内
心
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
老
後
生
活
を
願
い
、
膨
み
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
現
実
は
、
な
か
な
か
期
待
通
り
に
は
な

ら
な
い
0
 
夢
は
夢
で
終
り
や
す
い
。
い
ま
の
「
老
後
.
老
人
問
題
」
は
「
若
々

し
い
高
齢
者
が
、
"
若
々
し
さ
'
を
失
い
、
脳
血
管
の
疾
病
で
倒
れ
る
か
、
「

倒
し
て
骨
を
折
り
寝
九
き
り
に
な
る
か
、
老
人
性
痴
呆
と
い
う
ボ
ケ
が
く
る

か
、
自
立
す
る
身
体
的
精
神
的
機
能
を
失
い
は
じ
め
る
と
き
か
ら
始
ま
る
の
で

あ
る
0
 
日
本
の
老
人
屑
の
七
割
は
子
ど
も
た
ち
と
同
居
し
て
ぃ
る
生
活
機
能

を
失
う
と
同
居
し
て
い
る
子
ど
も
九
ち
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
昔
の
よ
う

に
子
ど
も
の
数
が
多
い
と
き
、
長
男
夫
蛉
が
し
っ
か
り
者
で
、
財
産
が
豊
か
に

あ
る
と
き
は
依
存
老
人
の
一
人
や
二
人
は
悠
々
と
面
倒
が
み
ら
れ
九
家
庭
の

専
業
主
婦
は
老
人
の
世
話
を
専
門
的
役
割
と
心
得
て
、
甲
斐
々
々
し
く
面
倒
を

み
て
い
る
0
 
こ
れ
は
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
い
。
女
の
業
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
見
悟
し
て
い
九
0
 
い
ま
も
、
老
人
と
同
居
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
世
、
盲
の

苦
労
は
昔
と
な
ん
ら
変
り
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
、
こ
の
業
に
耐
え
、
面
倒
を
み

き
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
欧
米
誌
国
は
文
化
の
違
い
で
、
老
人
と
の
同

居
も
少
く
、
老
人
の
世
話
は
主
婦
の
業
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
老

人
の
福
祉
施
設
や
病
院
が
自
立
不
能
の
老
人
屑
の
而
倒
を
み
て
ぃ
る
そ
こ
で

は
家
庭
よ
り
も
社
会
的
処
遇
が
優
先
し
て
い
る
。
詔
、
各
国
と
も
社
会
部
処

遇
が
完
全
で
は
な
い
0
 
費
用
も
手
閻
も
足
り
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
し
か

し
、
こ
の
方
向
で
高
齢
化
社
会
を
迎
え
よ
う
と
し
て
ぃ
る
。
日
本
は
ど
ぅ
で
あ

ろ
う
か
、
急
激
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
で
、
個
人
も
家
庭
も
社
会
も
、
政
府
も

右
往
左
往
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
既
存
の
老
人
施
設
は
絶
文
数
が
限
ら
れ
て

少
い
0
 
増
大
す
る
老
人
層
に
対
処
し
き
れ
な
い
。
家
族
は
老
親
を
処
込
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
0
 
家
屋
も
、
経
済
力
も
<
払
能
力
も
不
足
し
て
ぃ
る
。
わ
ナ
し

九
ち
は
安
心
し
て
ボ
ケ
ら
れ
て
、
ボ
ケ
て
安
心
し
て
死
ね
る
で
あ
ろ
う
か

"
寝
た
き
り
0
 
の
状
態
に
な
っ
九
と
き
、
託
が
。
お
む
っ
'
の
面
倒
を
み
て

く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
0
 
再
考
を
要
す
る
騒
で
あ
る
。
裕
富
な
老
人
層
の
フ
ト

コ
ロ
を
ね
ら
っ
て
シ
ル
バ
ー
張
が
活
発
に
動
き
始
め
て
ぃ
る
こ
れ
も
再
考

,
老
い
る
0
 
処
方
篝
は
ま
だ
で
き
て
ぃ
な
い
。
繁
栄
し

を
要
す
る
。
安
心
し
て

九
経
濱
大
国
の
な
か
で
再
考
を
要
す
る
わ
九
し
た
ち
の
老
後
で
あ
り
、
老
人
生

活
で
あ
る
。

(
大
学
文
学
部
教
授
)
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日
本
的
経
営
財
務
に
つ
い
て

金
融
の
閉
鎖
性
に
関
連
し
て
ー

日
本
的
経
営
財
務
の
問
題
を
わ
が
国
の
金
融
の
閉
鎖
性
に
関
連
さ
せ
て
曹

て
み
ょ
う
。
そ
も
そ
も
、
日
本
的
経
営
財
務
が
ア
ッ
プ
・
ツ
ウ
・
デ
ィ
ト
な
問

題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
今
日
的
翻
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
日
本
的
経
営
財
務
そ
れ
自
体
が
十
分
編
じ

ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
咋
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
金
融

の
開
放
化
な
い
し
国
際
化
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
な
ら
ぱ
、
「
時
評
」
的
意
義

が
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
日
本
的
経
営
財
務
が
き
び

し
い
閉
鎖
性
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
外
圧
と
し

て
金
融
の
開
放
化
が
要
曹
れ
て
き
九
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
で
は
い
っ
た

い
金
融
の
閉
鎖
性
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
日
本
的
讐
財
務
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
を
見
て
み
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

周
知
の
ど
と
く
、
日
米
の
貿
易
摩
擦
か
ら
わ
が
国
の
市
場
開
放
が
要
求
さ
れ

て
お
り
、
政
府
は
ア
ク
シ
,
ン
・
フ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
表
し
て
、
こ
れ
に
応
じ

た
。
つ
ま
り
、
か
ね
て
か
ら
わ
が
国
の
関
税
な
い
し
非
関
税
障
壁
の
壁
が
高
く

て
、
外
国
か
ら
日
本
へ
の
商
品
の
輸
出
・
日
本
の
商
品
輪
入
を
妨
げ
て
き
た
と

い
う
巽
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
が
「
ア
ン
フ
ェ
ア
ー
」
で

あ
る
と
い
い
、
わ
が
国
市
場
の
盟
性
に
対
す
る
躍
で
あ
っ
九
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
ほ
ん
と
ぅ
に
「
ア
ン
フ
ェ
ア
ー
」
な
の
か
、
ま
た
市
場

が
そ
れ
ほ
ど
極
端
に
閉
鎖
的
な
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
そ
う
だ
と
は
一
概

に
断
定
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
日
米
間
の
大
き
な
貿

易
赤
字
が
生
じ
て
ぃ
る
実
勢
か
ら
、
と
も
か
く
強
引
に
市
場
開
放
を
要
求
し
赤

字
減
ら
し
を
ね
ら
っ
て
き
て
ぃ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
ノ
の
面
か
ら
の
市
場
開

放
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
は
カ
ネ
の
面
か
ら
の
市
場
開
放
を
も
迫
っ
て
き
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
は
ア
ク
シ
,
ン
・
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
金
融
.
資

本
市
場
の
開
放
に
も
配
應
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ネ
の
面
か
ら
の
市
場
開
放

は
、
わ
が
国
の
金
融
・
資
本
市
場
が
政
府
の
保
護
政
策
の
意
味
も
あ
っ
て
閉
鎖

正
木
久
司
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性
を
か
こ
っ
て
き
九
だ
け
に
、
い
わ
ぱ
や
む
を
え
ざ
る
措
置
と
い
ぇ
よ
う
。
か

つ
て
貿
易
・
為
替
の
自
由
化
か
ら
資
本
取
引
の
自
由
化
、
そ
し
て
現
段
階
で
は

金
融
の
自
由
化
を
迎
え
て
い
る
が
、
後
者
は
ま
だ
そ
の
完
成
か
ら
は
ほ
ど
遠
い

状
況
で
あ
っ
た
。
日
本
経
済
の
発
展
と
と
も
に
、
外
国
か
ら
の
門
戸
開
放
"
自

由
化
要
請
は
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
金
融
の

閉
鎖
性
を
日
本
的
経
営
財
務
の
問
題
と
の
関
連
で
見
て
ぃ
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
的
経
営
財
務
と
い
う
言
葉
は
何
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
日
本
的
経
営
」
を
財
務
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
企
業
の
著
し
い
成
長
と
国
際
競
争
力
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
経
営
の

あ
り
方
が
外
国
で
関
心
を
よ
び
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
外
国
で
の
関
心
の
高
ま
り

が
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
、
日
本
人
は
あ
ら
た
め
て
わ
れ
と
わ
が
身
を
振
り
返
っ

て
見
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
「
日
本
的
経
営
」
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
企
業
の
経
営
の
特
徴
を
輸
入
学
問
の
分
析
手
法
で
は
な
く
、
独
自
の
方
法

で
探
求
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
、
日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
企
業
と
一

体
感
を
も
ち
、
勤
労
意
欲
'
モ
ラ
ー
ル
の
高
い
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
根

因
が
追
求
さ
れ
九
。
し
た
が
っ
て
、
「
日
本
的
経
営
」
論
は
主
と
し
て
人
事

労
務
面
、
さ
ら
に
い
っ
て
技
術
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
か
っ
た
。
財
務
面

か
ら
の
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
ょ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
日

の
日
本
企
業
の
発
展
に
対
し
て
、
財
務
面
か
ら
の
貢
献
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
前
者
の
貢
献
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
財
務
面
か
ら
の
考
察
が
ま
っ
た
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
ょ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
、
日
本
企
業
の
発
展
に

財
務
面
か
ら
の
一
定
度
の
貢
献
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
私
の

日
本
的
経
営
財
務
の
分
析
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
企
業
の

財
務
的
特
徴
を
探
り
、
そ
の
成
長
・
発
展
に
ど
の
よ
う
な
財
務
的
貢
献
が
あ
っ

た
か
を
見
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
日
本
的
経
営
」
論
で
財
務
面
か
ら
の
考
察
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
戦
後
日

本
の
経
営
財
務
論
が
と
く
に
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
め
ぐ
っ
て
華
々
し
く
展
開
さ

れ
て
き
た
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
企
業
の
資
本
調
達

が
も
っ
ぱ
ら
銀
行
か
ら
の
融
資
に
大
幅
に
依
存
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
借
金
経
営
」

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
借
金
経
営
」
が
一
見
、
好
ま
し
い
財
務
状
態
で
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
に
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
資
本
構
成
(
全
産

業
)
は
他
人
資
本
が
七
九
・
六
%
、
自
己
資
本
が
二
0
.
四
0
。
で
あ
る
。
製
造

業
に
限
定
す
る
と
、
前
者
が
七
三
・
ハ
%
、
後
者
が
二
六
.
ニ
%
で
と
も
か
く

他
人
資
本
の
比
率
が
高
い
。
ア
メ
リ
カ
の
製
造
業
に
お
い
て
は
、
一
九
八
三
年

で
他
人
資
本
が
五
0
 
・
四
%
、
自
己
資
本
が
四
九
・
六
 
0
で
あ
り
、
西
ド
イ
ッ

で
は
前
者
が
六
八
・
三
%
、
後
者
が
三
一
・
六
%
(
一
九
八
二
年
)
で
あ
る
(
=
一

菱
総
合
研
究
所
調
べ
)
。
こ
の
国
際
比
較
か
ら
、
わ
が
国
企
業
の
自
己
資
本
比

率
が
低
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
借
金
経
営
」
は
い
わ
ぱ
戦
後
的
特

徴
で
あ
っ
て
、
何
に
も
近
年
に
顕
在
化
し
た
現
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
ね

て
か
ら
自
己
資
本
の
充
実
が
叫
ぱ
れ
、
「
借
金
経
営
」
か
ら
の
悦
却
が
標
糖
さ

れ
な
が
ら
、
事
態
は
い
っ
こ
う
に
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
か
っ

て
、
戦
後
の
日
本
的
経
営
財
務
の
特
徴
は
、
一
言
で
い
っ
て
、
「
借
金
経
営
」

と
い
ぇ
る
。
換
言
す
れ
ぱ
、
銀
行
融
資
に
過
度
依
存
の
間
接
金
融
主
導
の
財
務
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構
造
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
逆
の
轟
を
す
る
な
ら
ぱ
、
企
業
が
株
式

と
社
債
の
発
行
に
ょ
る
資
本
調
達
と
い
っ
た
株
式
会
社
本
来
の
調
達
方
法
、
つ

ま
り
直
接
金
融
、
そ
れ
は
証
券
市
場
を
通
じ
て
の
資
本
調
達
で
あ
る
が
、
そ
の

比
重
が
小
さ
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

間
接
金
融
主
導
の
財
務
構
造
に
な
っ
た
の
は
、
戦
後
の
復
興
段
階
で
企
業
が

銀
行
融
資
に
依
存
す
る
状
況
が
ま
ず
確
立
さ
れ
、
そ
れ
を
政
府
が
全
面
的
に
政

策
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
、
四
十
年
代
の
高

度
成
長
期
に
は
企
業
の
根
強
い
資
金
需
要
を
背
景
に
間
接
金
融
体
制
は
一
周
強

固
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
間
接
金
融
体
制
の
定
着
と
発
展
は
、
確
か
に
企
業

の
巨
額
の
資
金
需
要
に
可
及
的
速
や
か
に
対
応
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
九
た

め
で
、
そ
れ
に
政
府
が
低
金
利
政
策
や
種
々
の
税
制
面
の
優
遇
等
で
支
援
し
た

点
が
加
味
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
接
金
融
優
位
を
導
い
た
最
大
の
要
因
は
、
直

接
金
融
が
な
さ
れ
る
べ
き
証
券
市
場
の
未
成
熟
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
証
券

市
場
の
未
綴
は
、
何
も
戦
後
段
階
で
初
め
て
明
確
に
な
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
戦
前
の
財
閥
支
配
経
済
下
に
お
い
て
す
で
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
財
閥
と
そ

の
傘
下
企
業
は
、
株
式
会
社
制
度
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
株
式
な
い
し
社
債
を

発
行
し
て
広
く
社
会
的
に
資
本
を
調
達
す
る
方
法
を
と
ら
な
か
っ
九
。
財
閥
企

業
は
証
券
取
引
所
に
ほ
と
ん
ど
上
場
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
株
式
の
公
開
も
あ
ま

り
や
ら
れ
な
か
っ
九
。
資
金
の
融
通
は
、
財
閥
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
組
織
内
で
処
理

さ
れ
る
、
い
わ
ぱ
閉
鎖
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
大
財
閥
の
閉
鎖
的
金
融
は
見
事

に
貫
徹
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
証
券
市
場
の
発
達
を

箸
し
く
阻
害
し
た
と
い
え
る
。
戦
後
に
財
閥
は
解
体
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
遺
症

で
あ
る
証
券
市
場
の
未
鼠
は
、
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
九
。

戦
後
復
興
の
緊
急
的
要
票
、
ア
メ
リ
カ
を
も
含
め
て
政
官
財
か
ら
強
く
打
ち

出
さ
れ
る
な
か
で
、
主
た
る
資
金
ル
ー
ト
が
日
本
銀
行
↓
銀
行
↓
企
業
の
形
で

流
れ
は
じ
め
九
。
未
癒
な
雰
市
場
か
ら
無
理
を
し
て
資
金
を
動
員
す
る
よ

り
も
、
間
接
金
融
方
式
の
方
が
機
動
的
か
つ
聖
的
に
資
金
が
集
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

閻
接
金
融
体
制
が
い
っ
た
ん
構
築
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
主
九
る
金

触
ル
ー
ト
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
株
式
な
い
し
社
債
と
い
っ
た
直
接
金
融
ル

ー
ト
は
従
た
る
も
の
、
つ
ま
り
限
界
資
金
欝
者
的
役
割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な

く
な
っ
九
。
株
式
金
融
に
ょ
る
自
己
資
本
充
実
の
必
要
性
が
常
に
叫
ぱ
れ
な
が

ら
、
そ
の
実
現
が
容
易
で
な
か
っ
た
の
も
、
強
固
な
間
接
金
融
体
制
の
定
着
の

ゆ
え
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
企
業
は
こ
の
「
借
金
経
営
」
下
で
絶
え
ず
資
本

構
成
の
不
健
全
性
、
財
務
流
動
性
の
欠
如
、
支
払
利
子
の
収
益
圧
迫
な
ど
の
問

題
で
苦
し
ん
で
き
九
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
激
し
い
競
争

下
で
銀
行
と
連
携
し
て
企
業
は
と
も
か
く
長
短
期
の
資
金
を
機
動
的
に
し
か
も

大
里
に
調
達
で
き
、
大
型
で
長
期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
計
画
的
に
取
り
組
み
、

そ
れ
が
遂
行
で
き
た
の
で
あ
る
。
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
の
著

者
で
あ
る
E
 
・
 
F
 
・
ボ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
点
を
「
日
本
的
経
営
L
 
に
お
け
る
財

務
面
か
ら
の
大
き
な
貢
献
と
評
価
し
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
必
要
や
む
を
え
ず

採
用
し
た
間
接
金
融
体
制
が
、
企
業
の
高
蓄
積
忙
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
点
を

ボ
ー
ゲ
ル
と
同
様
編
価
し
た
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
関
係
者
は
、
銀
行

融
資
を
有
利
子
負
債
と
し
、
そ
の
増
大
が
し
ば
し
ば
大
き
な
コ
ス
ト
負
担
と
な

つ
て
企
業
経
営
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
財
務
体
質
を
、
欧
米
企
業
と
比
べ
て
「
劣

つ
て
い
る
」
、
つ
ま
り
デ
メ
リ
ッ
ト
と
判
断
し
て
き
た
0
 
こ
の
判
断
は
も
ち
ろ

ん
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
製
金
融
優
位
の
体
制
の
評
価
を
単
に

デ
メ
リ
ッ
ト
の
評
価
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
日
本
的
経
営
財
務
の
特
徴
は
、
証
券
市
場
の
未
成
熟
と
そ
れ
延
対
応

し
た
企
業
の
財
務
活
動
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
多
彩
な
展
開
が
見
ら
れ
九
。

た
と
え
ぱ
、
戦
前
で
は
大
財
閥
の
閉
鎖
的
金
融
が
あ
り
、
戦
後
は
間
接
金
機

位
の
財
務
構
造
が
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
た
企
業
集
団
金

融
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
企
業
集
団
は
、
そ
の
主
な
も
の
に
旧
財
閥
の

閉
鎖
的
組
織
が
継
承
さ
れ
て
存
続
し
た
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
六
大
企
業
集

団
で
あ
る
0
 
す
な
わ
ち
、
三
大
財
閥
の
閉
鎖
的
組
織
を
事
実
上
継
承
し
た
三
大

企
業
集
団
会
拜
系
、
三
菱
系
、
住
友
系
)
と
、
こ
れ
に
準
じ
追
馳
し
た
三
大

企
業
集
団
(
一
夫
蓉
系
、
第
一
勧
銀
系
、
三
和
系
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
戦
後

に
支
配
的
と
な
っ
九
間
接
金
融
方
式
を
、
自
分
た
ち
の
主
力
銀
行
を
中
心
と
し

九
系
列
融
資
、
同
系
な
い
し
系
列
外
の
金
融
機
関
を
動
員
し
て
の
協
器
資
の

形
で
利
用
し
て
き
た
。
こ
れ
に
同
系
企
業
の
株
式
の
相
互
持
合
い
が
加
わ
っ
て

ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
企
業
集
団
金
融
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
企

業
集
団
金
融
は
、
い
わ
ば
一
般
的
な
証
券
市
場
の
未
成
熟
の
ゆ
え
に
、
企
釜

団
化
に
ょ
り
、
そ
れ
を
補
充
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
証
券

市
場
の
機
能
を
企
業
集
団
内
に
内
部
化
・
代
替
化
す
る
性
格
を
も
っ
て
ぃ
た
と

い
ぇ
よ
う
0
 
そ
の
後
、
主
力
銀
行
中
心
の
系
列
融
資
体
制
へ
の
批
判
か
ら
、
同

融
資
比
率
が
次
第
に
低
下
し
て
く
る
と
、
同
系
の
総
合
商
社
が
こ
の
機
能
を
代

行
す
る
よ
う
に
な
っ
九
。
商
社
の
対
企
業
重
点
融
資
と
持
株
会
社
化
が
進
展
し

た
0
 
た
だ
、
銀
行
の
系
列
融
資
比
率
は
低
下
し
て
も
、
彼
ら
の
同
系
企
業
の
株

式
取
得
は
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
銀
行
と
商
社
を
複
核
心
と
す
る

同
系
の
株
式
相
互
持
合
い
体
制
が
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
九
。
六
大
企
業
集
団

の
規
模
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
そ
の
結
東
力
は
い
ち
だ
ん
と
強
固
に
な
り
つ
っ

あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
企
業
集
団
化
に
ょ
る
モ
ノ
の
取
引
の
独
占
性

閉
鎖
性
と
同
時
に
、
カ
ネ
の
取
引
、
つ
ま
り
金
融
に
お
け
る
独
占
性
・
閉
鎖

性
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

要
す
る
に
、
証
券
市
場
の
未
成
熟
、
つ
ま
り
直
接
金
融
の
伸
び
悩
み
の
な
か

で
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
先
行
し
定
着
し
た
間
接
金
融
方
式
と
こ
れ
を
背
景
と
す

る
企
美
団
金
融
は
、
確
か
に
日
本
企
業
の
高
蓄
積
を
進
ぬ
国
際
競
争
力
を

高
め
て
き
九
。
こ
れ
ら
は
実
は
、
強
力
な
企
業
集
団
化
に
ょ
る
独
占
性
.
閉
鎖

性
に
基
因
し
て
達
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
商
品
、
外
国
資
本

の
輪
入
を
妨
げ
て
い
る
も
の
に
、
日
本
産
業
の
怠
・
育
成
を
ね
ら
っ
た
政
府

の
政
策
的
麟
'
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
実
質
的
な
陣
壁
と
し
て
、
こ
の
企
釜

団
に
ょ
る
独
占
性
・
閉
鎖
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
わ
が
国
金
融
の
閉
鎖
性
は
、
企

業
集
団
金
融
に
根
差
す
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
石
油
危
機
後
の
低
成
長
経
済
で
、
さ
し
も
の
日
本
的
経
営
財
務

は
様
変
わ
り
し
は
じ
め
た
。
と
い
う
の
は
、
企
業
の
資
金
需
要
が
減
り
、
間
接

俄
優
位
の
体
制
が
変
化
し
て
き
九
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
四
十
年
代

半
ぱ
か
ら
証
券
市
場
が
次
第
に
盛
味
を
増
し
、
直
接
金
副
の
比
重
が
高
ま
っ

て
き
た
こ
と
で
加
速
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
株
式
市
場
で
は
時
価
公
募
増
資

が
、
社
債
市
場
で
転
換
社
債
の
発
行
と
社
債
全
般
の
個
人
購
入
が
増
え
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
注
倒
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
外
資
と
強
い
係
り
合
い

を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
外
資
は
か
っ
て
は
外
国
銀
行
の
借
款
の
形
で
輸

入
さ
れ
、
後
に
対
日
証
券
投
資
の
増
加
に
転
じ
、
今
で
は
日
本
企
業
の
証
券
発

五
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行
に
ょ
る
外
資
調
達
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
直
接
金
融
の
比
埀
増
が
実
は
外

資
輸
入
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
日
本
的
経
営
財
務
の
国

際
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
0

こ
の
よ
う
な
金
融
の
国
際
化
、
つ
ま
り
日
本
企
業
の
外
資
利
用
が
一
方
で
顕

若
に
な
る
と
、
他
方
で
外
資
に
日
本
の
金
融
・
資
本
市
場
で
自
由
に
働
け
る
場

を
提
供
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
う
し
た
市
場
開
放
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
、
貿

扉
の
カ
ッ
ト
に
つ
い
て

万
延
元
年
(
一
八
六
9
 
に
描
か
れ
九
函
館
地
図
で
あ
る
。
こ
の
原
本

は
、
函
館
市
き
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
老
舗
五
島
軒
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。
黄
、
淡
緑
、
淡
茶
な
ど
に
よ
っ
て
彩
色
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ

う
に
白
黒
フ
ィ
ル
ム
で
写
す
と
不
鮮
明
に
な
っ
た
。

貿
易
港
と
し
て
函
館
の
開
港
は
安
政
六
(
一
八
五
九
)
年
六
月
だ
が
、

安
政
二
年
に
は
日
米
和
親
条
約
に
よ
っ
て
開
港
さ
れ
て
い
九
。
地
図
は
貿

易
港
と
し
て
の
開
港
直
後
の
も
の
で
あ
る
。

新
島
七
五
三
太
(
襄
)
が
函
館
に
上
陸
し
た
の
は
元
治
元
年
(
一
八
六

四
)
年
四
月
二
十
一
日
で
あ
っ
九
。
当
時
の
函
館
の
様
相
は
ほ
ぽ
こ
の
地

図
の
よ
う
で
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

図
の
中
央
山
手
の
大
き
い
や
や
長
方
形
囲
い
が
器
霄
所
(
現
在
は

元
町
公
園
)
、
そ
の
下
右
手
が
、
新
島
が
入
塾
の
た
め
に
訪
ね
九
武
田
塾

(
現
在
は
函
館
市
立
病
院
)
、
奉
行
所
か
ら
ま
っ
す
ぐ
港
へ
通
じ
る
幅
の
広

易
摩
擦
と
同
様
に
俄
纖
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
的
経
営
財
務
は
多

分
に
閉
鎖
性
を
内
包
し
て
い
る
。
日
本
企
業
は
こ
れ
ま
で
、
閉
鎖
的
経
営
財
務

で
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
き
九
が
、
自
ら
が
さ
ら
に
外
資
利
用
の
便
益
を
受
け

る
限
り
、
自
ら
の
門
戸
を
開
放
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

い
坂
道
が
基
坂
(
霄
坂
あ
る
い
は
御
殿
坂
と
も
称
し
九
)
で
、
岸
壁
の

と
こ
ろ
は
「
産
物
会
所
・
交
易
会
所
L
(
後
の
税
関
)
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
右
手
、
海
へ
突
き
出
し
て
い
る
の
が
「
外
国
人
居
貿
地
L
 
で
あ
り
、

新
島
海
外
波
航
乗
船
の
碑
が
あ
る
所
で
、
当
時
は
こ
の
よ
う
に
出
島
に
な

つ
て
)
こ
0

こ
の
居
留
地
の
出
島
は
万
延
元
年
九
月
に
出
来
上
り
、
翌
文
久
元
年

(
一
八
六
こ
に
外
国
人
に
貸
渡
さ
れ
九
。
島
は
十
に
区
画
さ
れ
て
お
り
、

福
士
卯
之
吉
が
つ
と
め
て
い
た
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ポ
ー
タ
ー
の
商
館

は
、
最
も
陸
地
寄
り
、
橋
の
右
手
で
あ
っ
た
。

新
島
が
英
語
を
学
ぷ
目
的
で
佳
ん
だ
ニ
コ
ラ
イ
の
役
宅
は
、
奉
行
所
の

左
手
、
最
も
山
寄
り
の
三
棟
の
中
の
一
棟
(
左
側
)
の
位
置
に
あ
っ
九
。

こ
こ
が
ロ
シ
ャ
祭
館
(
現
在
の
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
)
で
、
そ
の
右
隣

り
が
イ
ギ
リ
ス
領
一
欝
、
備
が
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
で
あ
る
。
多
小
ノ
と
も

(
河
野
仁
昭
)

新
島
の
足
跡
が
う
か
が
え
れ
ぱ
と
思
う
。

(
大
学
商
学
部
教
授
)
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