
中
條
毅
編
著

『
現
代
の
雇
用
問
題
』

年
延
長
へ
の
労
使
の
取
組
み
」
(
西
岡
孝
男
)
日

本
の
職
断
練
制
度
の
特
色
を
分
析
し
た
う
え
で

高
齢
者
の
能
力
開
発
政
策
を
提
言
す
る
「
墜
訓

練
と
中
高
年
層
の
職
務
能
力
」
(
中
條
毅
)
の
四

論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
二
誹
人
労
働

と
雇
用
で
は
、
婦
人
が
従
事
す
る
響
の
高
い
家

内
労
働
の
笑
態
を
分
析
す
る
「
家
内
労
働
の
現
状

と
問
題
点
L
 
(
山
木
正
治
郎
)
、
。
ハ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
実
態
を
分
析
し
、
労
働
時
間
に
よ
っ
て
二

分
化
し
て
い
る
こ
と
を
尓
し
九
「
バ
ー
ト
タ
イ
ム

一
歴
用
の
実
態
と
分
析
」
(
筒
井
清
子
)
、
。
ハ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
賃
金
・
雇
用
管
理
・
労
働
組
合
の

組
織
化
方
針
を
分
析
す
る
「
最
近
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
雇
用
の
問
題
点
」
(
西
口
俊
子
)
、
女
子
の
継
続

恩
用
を
可
能
に
す
る
育
児
休
業
制
皮
と
再
就
職
と

し
て
の
。
ハ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
分
析
し
、
そ
の
改

革
を
提
示
す
る
「
再
就
職
問
題
を
中
心
に
し
た
女

子
労
働
」
(
玉
井
金
五
)
、
女
性
の
労
働
市
場
へ
の

進
出
が
す
す
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
で
の
性
差
別
を

経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
分
析
し
九
「
米
国
の
女

性
労
働
と
堰
用
贈
」
(
馬
場
浩
也
)
の
需
文

が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
部
障
害
者
と
雇
用

問
題
で
は
、
障
害
者
の
職
業
り
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
、
障
響
の
定
義
と
調
査
、
障
害
者
の
雇
用
問

本
書
は
、
現
在
雇
用
問
題
上
の
蕉
と
な
っ
て

い
る
中
高
年
、
婦
人
、
墜
暑
の
一
儒
魁
を
取

扱
っ
て
い
る
。

否
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
部

高
齢
化
と
雇
用
問
題
で
は
、
政
府
及
び
自
治
体
の

中
高
焦
用
対
策
を
分
析
し
、
企
業
別
組
合
の
雇

用
問
題
へ
の
積
極
的
取
組
み
痴
言
す
る
「
中
高

年
雇
用
対
策
の
袈
と
綴
L
(
石
田
光
男
)
、
中
高

年
者
の
地
域
労
働
市
場
と
内
部
労
働
市
場
を
分
析

す
る
「
中
稟
労
働
と
労
働
市
場
」
(
今
城
需
)
、

個
別
企
孝
の
定
年
延
年
事
例
を
分
析
す
る
「
定

総
合
労
働
研
究
所
 
A
5
版

二
五
五
頁
二
、
五
0
0
円

題
、
保
護
雇
用
と
自
営
業
の
援
助
の
諸
問
題
を
の

べ
る
「
讐
者
の
雇
用
問
題
」
(
行
田
忠
雄
)
、
障

害
者
雇
用
の
実
絹
査
延
も
と
ず
き
、
陣
害
者
雇

用
の
前
提
条
件
の
整
備
の
必
要
性
、
使
用
者
や
国

の
雇
用
保
陣
の
義
務
づ
け
の
強
化
、
障
害
者
概
念

の
拡
大
等
を
玉
す
る
「
陣
害
者
雇
用
の
実
態
と

分
析
L
 
会
尿
武
男
)
の
二
論
文
か
ら
な
っ
て
い

る
0

こ
の
十
一
論
文
か
ら
な
る
本
書
は
、
こ
れ
ま
で

日
本
の
労
働
市
場
に
お
い
て
、
弱
い
立
場
に
九
九

さ
れ
て
き
六
中
県
、
婦
人
、
陣
害
者
の
雇
用
保

障
を
強
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
共
通
の
問
題
寵

に
た
っ
て
い
る
。
ど
の
論
文
も
、
雇
用
保
障
を
妨

げ
る
要
因
を
実
態
分
析
か
ら
抽
出
し
、
こ
れ
を
九

だ
す
対
策
を
提
示
す
る
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
手
法
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
で
の

問
題
状
況
を
あ
き
ら
か
に
す
る
九
め
、
ア
メ
リ

カ
、
西
ド
イ
ツ
な
ど
と
の
比
較
も
お
こ
な
っ
て
い

る
。
実
態
分
析
の
面
で
論
文
間
に
重
複
が
み
ら
れ

る
が
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
者
に
と
っ
て
は

有
益
な
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

香
川
孝
三
(
大
学
文
学
部
助
教
授
)
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ニ
コ
ス
・
カ
ザ
ン
ザ
キ
ス
著
/
児
玉
操
訳

『
キ
リ
ス
ト
最
後
の
こ
こ
ろ
み
』

恒
文
社
四
六
版

四
九
二
頁
二
、
三
0
0
円

こ
れ
は
感
動
的
な
作
品
で
あ
る
。
読
後
の
器

か
ら
す
る
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
大
作
壽

み
終
え
た
時
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
頭
を
ぐ
わ
ー

ん
と
な
ぐ
ら
れ
て
、
し
ば
ら
く
呆
然
と
し
て
い
る

気
分
、
と
い
え
ぱ
よ
か
ろ
う
か
?

長
年
に
わ
た
り
同
志
社
中
学
教
諭
と
し
て
英
語

を
教
え
て
こ
ら
れ
た
児
玉
操
先
生
が
訳
出
、
出
版

さ
れ
九
『
キ
リ
ス
ト
最
後
の
こ
こ
ろ
み
』
は
、
カ

ザ
ン
ザ
キ
ス
の
誤
と
し
て
は
、
同
志
社
の
卒
業

生
で
あ
る
上
智
大
学
の
秋
山
健
教
授
訳
の
『
そ
の

男
ゾ
ル
バ
』
に
つ
い
て
二
冊
目
だ
と
い
う
。

キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
四
つ

の
福
音
書
か
ら
そ
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
の
生
涯
を
、
そ
の
悩
み
、

悲
し
み
、
恐
れ
、
喜
び
、
怒
り
、
涙
、
汗
、
血
を

ふ
く
め
て
同
時
代
的
に
実
感
す
る
た
め
に
は
、
こ

の
小
説
(
こ
の
書
は
伝
記
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま

で
小
説
で
あ
る
)
の
提
示
す
る
よ
う
な
お
膳
立

て
、
な
い
し
は
肉
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
カ
ザ
ン

ザ
キ
ス
の
イ
エ
ス
は
本
当
の
意
味
で
人
間
で
あ

る
。
そ
し
て
人
間
の
苦
悩
の
極
限
を
味
わ
う
イ
エ

ス
は
、
人
間
で
あ
る
故
に
迷
い
、
恐
れ
、
た
じ
ろ

ぐ
。
彼
の
受
難
の
終
局
は
、
十
字
架
に
か
か
る
時

に
到
来
す
る
。
悪
魔
は
イ
エ
ス
に
そ
の
生
涯
を
す

べ
て
夢
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
っ
た
と
思
わ
せ
、

ベ
タ
ニ
ア
の
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
の
二
人
を
妻
と
し

て
幸
福
な
家
庭
に
お
さ
ま
る
夢
を
送
り
込
む
。
最

後
の
瞬
間
に
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
断
固
と
し
て
拒
否

し
た
。
彼
は
真
の
意
味
で
神
の
子
で
あ
っ
た
。

弟
子
た
ち
の
う
ち
で
い
ち
ば
ん
戦
闘
的
で
、
ニ

ヒ
ル
で
、
現
代
的
な
人
物
は
ユ
ダ
で
あ
る
。
ユ
ダ

に
較
べ
る
と
こ
の
小
説
の
ぺ
テ
ロ
は
臆
病
で
お
ろ

か
で
、
は
な
は
だ
見
劣
り
が
す
る
。
い
な
、
ユ
ダ

に
敢
え
て
裏
切
る
よ
う
に
し
む
け
た
の
は
、
イ
エ

ス
の
深
應
で
あ
っ
九
こ
と
を
こ
の
書
は
示
す
。
教

会
が
認
め
そ
う
も
な
い
大
胆
な
想
定
で
あ
る
。

最
後
の
四
章
が
「
最
後
の
こ
こ
ろ
み
」
の
部
分

で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
サ
ウ
ル
(
。
ハ
ウ
ロ
)

は
す
さ
ま
じ
い
男
で
、
イ
エ
ス
に
む
か
っ
て
こ
う

叫
ぶ
。
「
も
し
世
界
が
救
わ
れ
る
た
め
な
ら
:
・
:
・

お
前
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
る
事
が
必
要
な
の

だ
。
絶
対
に
必
要
な
の
だ
。
お
前
が
好
む
と
好
ま

ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
お
れ
は
お
前
を
十
字
架
に
か

け
て
や
る
」
(
川
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
。
ハ
ウ
ロ
は
イ

エ
ス
を
脅
迫
す
る
。
こ
の
小
説
は
時
間
と
空
間
を

平
気
で
超
え
て
、
苦
悩
す
る
人
間
イ
エ
ス
に
強
烈

な
光
を
あ
て
て
み
せ
る
。
無
限
に
聖
書
に
忠
実
で

あ
り
つ
つ
、
大
胆
に
聖
書
か
ら
逸
脱
す
る
。
カ
ザ

ン
ザ
キ
ス
の
イ
エ
ス
に
一
度
捉
え
ら
れ
た
人
は
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
0

北
垣
宗
治
(
大
学
文
学
部
教
授
)

入
江
節
次
郎
著

『
イ
ギ
リ
ス
資
本
輸
出
史
研
究
』

新
評
論
、
 
A
 
5
 
版

四
八
八
頁
七
、
 
0
0
0
円

本
書
は
、
入
江
教
授
の
多
年
に
わ
た
る
研
究
の

成
果
で
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
本
格
的
展
開
期

で
あ
る
一
八
二
0
年
代
に
お
け
る
資
本
輸
出
に
つ

い
て
の
史
的
究
明
を
め
ざ
し
た
労
作
で
、
本
文
だ

け
で
三
ハ
ハ
ヘ
ー
ジ
、
付
録
や
精
細
な
索
引
な
ど

を
含
め
る
と
四
ハ
ハ
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぷ
大
冊
で
あ

る
0

内
容
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
「
序
説
」
に
お
い

て
、
資
本
輸
出
史
研
究
の
意
義
と
し
て
、
資
本
の
循

環
運
動
の
解
明
、
世
界
経
済
史
研
究
へ
の
寄
与
、

段
階
的
特
質
究
明
と
の
関
連
の
三
点
を
あ
げ
ら

れ
、
ー
ー
Ⅵ
章
で
資
本
輪
出
の
背
景
を
な
す
国
際
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収
支
や
商
品
貿
易
の
讐
、
綿
工
業
を
中
心
と
す

る
生
産
力
楢
造
、
会
社
設
立
ブ
ー
ム
な
ど
が
考
察

さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
Ⅶ
1
鞭
章
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

大
陸
の
諸
政
府
へ
の
投
資
と
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

の
諸
政
府
お
よ
び
民
問
部
門
へ
の
投
資
の
実
態
が

丹
念
に
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
本

書
の
圧
巻
と
も
い
え
る
も
の
で
、
教
授
が
ロ
ン
ド

ン
で
発
掘
さ
れ
た
原
資
料
を
も
駆
使
さ
れ
な
が
ら

き
わ
め
て
克
明
か
つ
精
緻
に
分
析
さ
れ
、
現
在
の

わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
研
究
の
到
達
水
準

を
示
す
労
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
い
ど
の
廻

?
Ⅷ
章
は
、
資
本
輸
出
の
経
済
的
意
義
や
投
資
者

層
に
つ
ぃ
て
の
多
面
的
な
究
明
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
0

資
本
主
義
経
済
体
制
の
国
民
性
と
世
界
性
と
の

関
連
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
経
済
学
の
あ
り
方
の
根

幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
綴
で
あ
る
が
、
本
書
は

資
本
主
義
の
世
界
的
連
関
性
に
つ
い
て
の
需
を

深
め
強
化
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
基
軸
と
し
て
資

籍
出
を
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
<
発
生
史
>
を
究

明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
資
本
輸
出
に

つ
ぃ
て
は
、
一
九
世
紀
末
藥
以
降
の
資
本
主
義
の

い
わ
ゆ
る
帝
国
主
義
段
階
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
で

は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
産
業
資
本
の
展
開
期

で
あ
る
一
八
二
0
年
代
す
に
で
に
そ
の
原
型
が
本

格
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
把
え
ら
れ
、
今
後
の

資
本
輸
出
論
研
究
に
と
っ
て
新
し
い
知
見
を
切
り

拓
い
た
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
残
さ
れ
た

問
題
点
と
し
て
は
、
資
本
輪
出
の
経
済
的
意
義
を

や
や
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

イ
ギ
リ
ス
資
本
輸
出
に
つ
い
て
の
連
続
性
と
段
階

的
差
異
性
と
の
関
連
、
短
期
金
融
市
場
と
資
本
市

場
と
の
舗
点
と
さ
れ
る
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
.
バ
ン

カ
ー
の
役
割
の
評
価
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
教
授

の
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ

る
0

0
黙
、
一
§
が
一
三
ゆ
、
則
3
耆
即
δ
9
、
 
w
o
m
-
0
=
)

を
貫
い
て
ぃ
る
発
想
と
実
践
は
、
実
は
、
こ
の
指

絵
(
フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
)
と
泥
い
じ

り
と
い
う
子
ど
も
の
行
動
に
基
づ
い
て
生
ま
れ

)し

た
。
著
者
の
シ
ョ
ウ
女
史
は
、
一
九
二
二
年
、
ロ

ー
マ
在
住
の
英
米
児
童
の
た
め
の
教
育
の
任
を
う

け
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
渡
っ
た
0
 
彼

女
の
口
ー
マ
で
の
活
躍
ぷ
り
は
、
本
書
の
随
所
で

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
と
く
に
児
童
の
絵

面
教
育
に
は
熱
心
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
念
願
は
、

ク
レ
ヨ
ン
や
鉛
筆
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
も
っ
と

自
由
に
充
実
感
と
豊
か
さ
を
も
っ
て
、
自
己
の
創

造
的
・
空
想
的
内
面
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
描
出

技
法
を
編
み
だ
す
こ
と
に
あ
っ
た
0
 
し
か
し
、
な

か
な
か
名
案
が
浮
か
ぱ
ず
考
え
あ
ぐ
ん
で
い
た
と

き
、
は
か
ら
ず
も
、
彼
女
は
、
「
指
に
つ
け
九
ヨ

ー
ド
チ
ン
キ
を
そ
の
部
屋
の
ド
ア
に
う
れ
し
そ
う

に
塗
っ
て
ぃ
る
L
 
子
ど
も
を
学
校
の
洗
面
所
で
見

つ
け
、
「
こ
れ
が
私
の
頭
の
中
に
一
連
の
考
え
を

ぢ
き
お
こ
し
た
」
と
シ
ョ
ー
女
史
は
述
べ
て
い

る
。
一
九
三
三
年
、
つ
い
に
彼
女
は
無
害
で
し
か

も
「
子
ど
も
が
そ
の
手
に
じ
か
に
つ
け
て
塗
り
九

く
れ
る
材
料
」
フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ
イ
ン
ト
を
作
る
こ

と
に
成
功
し
九
0
 
フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ
イ
ン
ト
と
い
う

藤
村
幸
雄
矣
学
経
済
学
部
教
遥

R
 
.
 
F
 
・
シ
,
ウ
著
/
深
田
尚
彦
訳

黎
明
書
房
 
B
6
版

二
六
七
頁
二
、
 
0
0
0
円

幼
少
の
頃
、
水
滴
念
氷
で
く
も
っ
た
窓
ガ
ラ

ス
に
、
指
で
絵
や
文
字
を
か
い
た
り
、
あ
る
い
は

ま
た
芦
外
で
、
泥
ん
こ
遊
び
に
多
中
に
な
っ
た
経

験
を
も
需
者
は
多
い
だ
ろ
う
0

本
書
(
刃
仁
子
勺
山
一
m
0
ご
 
m
哥
工
一
、
~
.
武
讐
、
や

ミ
"
誌
伽
一
ご
ミ
ミ
戴
§
.
§
、
0
『
ミ
、
・
ミ
§
N
;

フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
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よ
り
は
、
「
糯
れ
九
画
紙
の
上
に
絵
の
具
を
拡
げ

る
九
め
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
全
身
が
協

力
し
て
い
る
」
と
い
う
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

彼
女
は
こ
の
絵
の
具
を
使
用
し
て
描
か
れ
九
フ
ィ

ン
ガ
ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
子
ど
も
の
感
情

や
欲
求
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
、
ま
六
描
く
過

程
が
、
子
ど
も
の
悩
み
の
カ
タ
ル
シ
ス
に
な
る
こ

と
を
、
多
く
の
子
ど
も
の
事
例
と
絵
を
あ
げ
な
が

ら
本
書
の
中
で
実
証
し
て
い
る
。
本
書
が
刊
行
さ

れ
て
以
来
、
欧
米
で
は
各
分
野
で
大
き
な
反
懇
を

よ
ん
だ
が
、
と
く
に
ナ
ポ
リ
は
、
こ
の
フ
ィ
ン
ガ

ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
投
影

法
と
し
て
高
く
評
価
し
、
晦
床
心
理
学
に
お
け
る

診
断
と
治
療
の
分
野
で
発
展
さ
せ
た
。
私
事
に
わ

た
る
が
、
私
が
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
大
学

院
に
留
学
時
代
、
大
学
構
内
に
あ
る
記
念
病
院

で
、
精
神
病
者
の
治
療
の
た
め
に
フ
ィ
ン
ガ
ー
ペ

イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
彼
ら
に
愨
に
指
導
し
て
い
九

晩
年
の
シ
"
ウ
女
史
の
姿
を
想
い
出
す
。
こ
の
九

び
、
女
史
の
古
典
的
名
著
が
出
版
五
十
年
目
に
、

描
画
心
理
学
の
専
門
家
で
あ
る
同
志
社
女
子
大
学

教
授
深
田
尚
彦
氏
に
ょ
っ
て
立
派
に
訳
出
さ
れ
九

こ
と
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。

浜
治
世
(
大
学
文
学
部
教
授
)

今
中
寛
司
編

『
日
本
の
近
代
化
と
維
新
』

ぺ
り
か
ん
牡
 
B
6
版

三
二
八
頁
二
、
二
0
0
円

日
本
の
近
代
化
と
明
治
維
新
と
い
う
問
題
は
今

中
教
授
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
実
に
古
く
し
て
新
し

い
学
問
的
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
、
日
本
近
代
史
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
い
わ
ぱ
原

点
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の

よ
う
に
重
要
な
テ
ー
マ
を
「
日
木
の
近
世
封
建
社

会
の
特
質
の
史
的
解
明
と
そ
の
矛
盾
の
克
服
と
し

て
の
日
本
の
近
代
化
の
性
格
究
明
L
 
を
お
こ
な
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
。
執
筆
陣
は
編
者

の
他
に
い
ず
れ
も
新
進
気
鋭
の
日
本
思
想
史
を
専

攻
す
る
五
人
の
今
中
門
下
生
で
構
成
さ
れ
て
ぃ

る
0

内
容
は
序
幸
「
維
新
変
乍
思
想
L
 
1
 
「
日
本
の

ナ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム
L
 
Ⅱ
風
土
論
的
民
族
国
家

論
」
Ⅲ
「
志
士
的
王
権
暴
L
 
W
 
「
日
本
の
近
代

市
民
思
想
」
終
章
「
日
本
の
近
代
化
L
 
か
ら
成
っ

て
い
る
。
序
章
と
終
章
は
、
本
書
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
主
題
や
人
物
研
究
の
視
角
の
提
示
と
ー

か
ら
Ⅳ
の
桐
別
論
文
の
解
説
の
役
割
を
は
九
し
て

い
る
0
 
さ
て
、
各
篇
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
人

物
で
あ
る
が
ー
で
は
後
期
水
戸
学
の
学
者
九
ち
ー

藤
田
幽
谷
・
東
湖
父
子
と
会
沢
正
志
斎
1
、
Ⅱ
は

佐
久
問
象
山
、
横
井
小
楠
、
島
津
斉
彬
、
Ⅲ
は
橋

本
左
内
、
吉
田
松
陰
が
そ
し
て
Ⅳ
で
は
山
路
愛
山

と
北
村
透
谷
が
そ
れ
ぞ
れ
分
析
の
対
象
に
選
ぱ
れ

て
い
る
0
 
こ
の
よ
う
な
主
題
の
構
成
は
、
編
者
の

紲
新
の
変
誓
、
「
水
戸
学
的
ナ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム

の
イ
ズ
ム
と
松
代
や
肥
後
や
薩
摩
に
み
ら
れ
る
功

利
主
義
的
な
『
強
国
』
」
観
念
、
そ
れ
に
超
藩
的

患
士
的
王
権
思
謬
立
脚
し
た
新
し
い
政
権
構

想
に
ょ
っ
て
実
現
さ
れ
九
と
す
る
考
え
方
に
由
来

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
や
や
唐
突
な
印
象
を
う
け
る
が
、
維

新
後
の
叙
述
は
、
幕
末
の
松
陰
か
ら
一
挙
に
明
治

ニ
、
三
0
年
代
に
と
ん
で
山
路
愛
山
と
北
村
透
谷

が
「
日
本
の
近
代
市
民
愚
」
と
い
う
主
題
の
分

析
対
象
と
し
て
選
択
さ
れ
て
ぃ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
愛
山
に
つ
い
て
い
ぇ
ぱ
、
か
れ
羅
新
以

後
に
発
展
を
み
九
市
民
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
の
側
面

1
今
中
教
授
は
そ
れ
を
民
主
主
義
・
自
由
主
義
.

個
人
主
義
の
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
ー
に
関
わ
り

を
も
っ
九
思
想
家
で
あ
る
こ
と
と
透
谷
の
場
合
、

そ
の
『
内
部
生
命
論
』
に
み
ら
れ
る
伯
我
の
確
立
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"
「
自
立
し
た
個
人
の
主
体
的
な
倫
理
の
形
成
」

の
志
向
性
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

個
別
論
文
は
い
ず
れ
も
問
題
意
識
の
明
確
な
力

作
揃
い
で
随
分
読
み
ご
た
え
の
あ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ

イ
ー
で
あ
る
。
唯
、
本
書
の
よ
う
に
、
日
本
の
近

代
化
と
ナ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
視
角
か
ら
対
象

、
、
、
、

に
接
近
す
る
い
わ
ぱ
意
欲
的
な
問
題
史
的
思
想
史

の
書
物
に
対
し
て
は
、
当
然
、
提
出
さ
れ
た
い
く

つ
か
の
命
題
に
つ
い
て
感
想
を
記
す
の
が
書
評
子

の
義
務
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
点
は

個
別
研
究
の
理
論
的
前
提
と
な
る
範
勝
論
に
つ
い

て
。
九
と
え
ぱ
、
幕
末
の
水
戸
学
を
日
本
の
ナ
シ

,
ナ
リ
ズ
ム
一
般
に
解
消
し
て
理
解
す
る
の
は
は

た
し
て
ど
ぅ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

維
新
の
変
革
を
達
成
し
た
後
の
明
治
政
府
の
推
進

す
る
富
国
強
兵
や
脱
亜
論
、
そ
れ
に
竹
越
三
叉
の

い
わ
ゆ
る
「
自
由
帝
国
主
義
L
 
流
の
ナ
シ
,
ナ
リ

ズ
ム
ー
時
期
的
に
は
明
治
二
0
年
代
に
成
熟
し
九

ー
や
明
治
国
家
の
文
明
開
化
や
近
代
化
を
推
進
し

た
明
六
社
系
の
思
想
家
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

、
、
、

は
別
個
の
い
わ
ば
前
期
的
ナ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム
(
近

代
国
民
国
家
形
成
の
前
段
階
と
し
て
の
幕
末
期
に

特
有
の
多
元
的
政
治
勢
力
の
一
一
兀
化
U
尊
皇
論
的

一
君
万
民
論
を
目
指
す
政
治
運
動
)
と
い
っ
九
範

疇
の
中
で
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
五
ケ
条
の
御
誓
文
か
ら
政
体
書

(
太
政
官
制
)
に
盛
ら
れ
た
維
新
直
後
の
政
治
制

度
や
不
平
士
族
の
行
動
に
み
ら
れ
る
ア
ン
ビ
バ
レ

ン
ッ
ー
士
族
反
乱
と
自
由
民
権
甜
1
、
明
六
社

や
民
権
思
想
等
、
明
治
二
0
年
代
に
天
皇
制
国
家

が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
る
直
前
の
歴
史
過
程
を

同
様
の
視
角
か
ら
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
将
来
に
期

待
し
て
筆
を
お
き
た
い
。

西
田
毅
(
大
学
法
学
部
教
授
)
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