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一
読
し
て
の
印
象
を
一
言
で
言
え
ば
、
切
れ
味
の
鋭
い
刃
物
の
よ
う
な
書
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た

す
べ
て
の
論
稿
が
、
濃
淡
は
あ
る
に
せ
よ
、
批
判
の
対
象
者

を
明
確
に
設
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
論
者
の
議
論
を
徹
底
し

て
批
判
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

批
判
に
徹
し
た
本
は
、
近
頃
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

に
加
え
て
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
木
下
武
男
、
森
ま
す
美
、

後
藤
道
夫
ら
の
諸
氏
は
、
世
間
で
は
新
自
由
主
義
の
改
革
に

批
判
的
な
人
々
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
お
り
、
学
会
で
も
著
名

　（法律文化社、2010 年 8 月 
　　3,150 円（税込） ）
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本
書
は
文
字
通
り
批
判
の
書
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
論
者
た
ち
の
仕
事
に
も
目
を
通
し

た
う
え
で
、
批
判
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
が
最
低
限
の
礼
儀
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
評
者
が
こ
れ
ま

で
に
き
ち
ん
と
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
第
Ⅰ
部
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
者
た
ち
の
仕
事
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
い
さ
さ
か
公
正
さ
を
欠
く
書
評
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
評
者
が
本
書
の
書
評
を
あ
え
て
買
っ
て
出
た
の
は
、

本
書
が
知
的
刺
激
に
溢
れ
て
お
り
、そ
こ
か
ら
学
び
得
た
こ
と
を
ど
う
し
て
も
書
き
留
め
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
書
は
二
部
か
ら
な
り
、
第
Ⅰ
部
「
新
自
由
主
義
と
企
業
社
会
」
に
は
赤
堀
正
成
①
、
赤
堀
正
成
②
、
岩
佐
卓
也
①
、
岩

佐
卓
也
②
、
平
井
治
郎
の
論
稿
が
、
第
Ⅱ
部
「
開
発
主
義
と
福
祉
国
家
」
に
は
岩
佐
卓
也
③
、
菊
池
信
輝
、
森
田
成
也
、

兵
頭
淳
史
の
論
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
問
題
関
心
は
、
序
章
で
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

現
在
は
「
新
自
由
主
義
の
時
代
か
ら
脱
新
自
由
主
義
の
時
代
へ
の
過
渡
期
」
に
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
新
自
由
主
義
批

判
の
な
か
に
は
、
新
自
由
主
義
の
日
本
的
な
特
殊
性
を
過
度
に
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る
も
の
が

少
な
く
な
い
と
言
う
。
そ
の
特
殊
性
と
は
、
企
業
社
会
の
特
殊
性
で
あ
り
国
家
体
制
の
特
殊
性
で
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
前
者
の
よ
う
な
議
論
が
、
第
Ⅱ
部
で
は
後
者
の
よ
う
な
議
論
が
、
批
判
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
以
下
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

赤
堀
①
は
、
横
断
的
労
働
市
場
を
新
自
由
主
義
が
新
た
に
作
り
出
す
か
の
如
く
に
錯
覚
し
、
電
産
型
賃
金
を
年
功
賃
金

と
同
一
視
し
て
し
か
も
そ
れ
が
属
人
給
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
切
り
捨
て
、
誰
を
ど
の
仕
事
に
つ
け
る
の
か
と
い
う

点
で
は
属
人
評
価
を
排
除
し
得
な
い
は
ず
の
職
務
給
を
、
仕
事
基
準
の
賃
金
で
あ
る
と
し
て
美
化
し
、
結
果
と
し
て
男
性

正
規
労
働
者
の
賃
下
げ
を
容
認
し
た
新
福
祉
国
家
を
展
望
し
か
ね
な
い
木
下
の
『
日
本
人
の
賃
金
』
を
、
徹
底
的
に
批
判

か
つ
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
領
域
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
書
は
新
自
由
主

義
の
批
判
者
に
対
す
る
批
判
を
試
み
て
も
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
で
も
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
鈍
磨
し
か
け
た
知

性
や
感
性
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
評
者
と
し
て
は
、
本
書
の
出
現
に
目
を
見
張
る
思
い
さ
え
し
た
。
収
録
さ
れ
た
論

文
は
す
べ
て
既
発
表
の
も
の
な
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
は
目
に
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
書
の
刊
行
を
機
に
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
読
み
通
し
て
み
る
と
、
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
た
新
自
由
主
義
批
判

の
「
再
構
築
」
が
い
ま
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
や
読
者
も
ま
た
同
様

の
感
を
抱
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、「
タ
コ
ツ
ボ
」
化
が
進
行
し
た
学
会
の
雰
囲
気
か
ら
す
る
と
、
本
書
な
ど
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る

礼
儀
作
法
を
わ
き
ま
え
な
い
「
際
物
」
の
よ
う
に
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
批
判
を

す
れ
ば
、
目
立
ち
た
が
り
屋
の
「
横
車
」
や
、
論
壇
で
今
を
と
き
め
く
論
者
た
ち
に
対
す
る
「
嫉
視
」
と
さ
え
も
と
ら
れ

か
ね
な
い
。
著
者
た
ち
が
比
較
的
若
い
研
究
者
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
著
者
た
ち
の
批
判
に
は
何
の
応
答
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
批

判
を
無
視
し
た
ま
ま
従
来
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
い
う
現
実
そ
の
も
の
が
、
あ
ま
り
に
も
日
本
的
で
あ
る
。
著

者
た
ち
は
序
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
本
書
が
新
自
由
主
義
批
判
を
行
う
論
者
に
も
批
判
の
矛
先
を
向
け
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
批
判
派
の
内
部
分
裂
を
も
た
ら
し
て
運
動
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か

と
懸
念
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
逆
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
忌
憚
の
な
い
論

争
を
続
け
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
運
動
の
前
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
」。
同
感
で
あ
る
。「
忌
憚
の

な
い
論
争
」
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
権
威
に
物
怖
じ
す
る
こ
と
の
な
い
真
率
な
姿
勢
に
対
し
て
、
評
者

と
し
て
は
ま
ず
は
敬
意
を
表
し
た
い
。
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が
性
差
に
対
し
て
制
約
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
属
人
基
準
で
あ
れ
ば
性
差
別
的
で
あ
り
、
仕
事
基
準
で
あ
れ

ば
非
性
差
別
的
で
あ
る
と
い
っ
た
議
論
は
、
問
題
の
恣
意
的
な
一
面
化
で
あ
っ
て
、
男
女
賃
金
差
別
問
題
に
お
け
る
対
抗

軸
は
、
年
功
賃
金
規
範
を
女
性
に
ま
で
貫
徹
さ
せ
る
か
否
か
に
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
説
得
的
で
あ
る
。

　

続
い
て
平
井
が
批
判
す
る
の
は
福
井
秀
夫
・
大
竹
文
雄
編
『
脱
格
差
社
会
と
雇
用
法
制
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
は
、

正
社
員
の
解
雇
規
制
や
非
正
社
員
の
活
用
に
制
約
を
加
え
る
雇
用
保
護
制
度
の
存
在
が
、
企
業
の
採
用
意
欲
を
減
退
さ
せ

雇
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
主
張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
雇
用
保
護
制
度
に
よ
る
規
制
を
緩
和
し
解
雇
を
し

や
す
く
す
れ
ば
、
正
社
員
の
既
得
権
は
侵
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
労
働
移
動
は
活
発
化
し
、
雇
用
機
会
が
多
く
の

労
働
者
に
開
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
近
年
流
行
の
議
論
の
背
後
に
は
、
わ
が
国
で
は
解
雇
規
制
が
厳
し

い
と
い
っ
た
「
俗
論
」
が
存
在
す
る
。
で
は
現
実
は
ど
う
か
。
平
井
は
、
日
本
の
雇
用
保
護
制
度
に
よ
る
規
制
が
そ
れ
ほ

ど
厳
格
で
は
な
く
、
ま
た
雇
用
保
護
制
度
の
存
在
が
雇
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
議
論
自
体
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
研

究
成
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
実
証
さ
れ
た
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
わ
が
国
に
お
け
る
職
場
の
現
実
を
見
れ
ば
、
整
理
解
雇
四
要
件
が
あ
っ
て
も
雇
用
調
整
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
お

り
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
解
雇
規
制
を
緩
和
す
れ
ば
、
差
別
的
な
解
雇
が
「
経
済
的
必
要
」
の
名
の
下
に
広
が
る
可
能
性

さ
え
あ
る
と
述
べ
る
。
大
事
な
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
主
に
後
藤
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
開
発
主
義
国
家
論
や
資
本
独
裁
論
、
新
福
祉
国
家
論
の
問
題
点
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
後
藤
に
よ
れ
ば
、
戦
後
日
本
は
福
祉
国
家
で
は
な
く
開
発
主
義
国
家
と
い
う
特
殊
な
大
衆
社
会
的

統
合
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
あ
り
、
新
自
由
主
義
は
こ
う
し
た
開
発
主
義
を
攻
撃
の
対
象
と
し
、
解
体
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
。　
　

　

岩
佐
③
は
、
ア
メ
リ
カ
を
も
福
祉
国
家
に
包
含
す
る
よ
う
な
か
な
り
単
純
化
さ
れ
た
後
藤
の
議
論
の
盲
点
を
突
き
、
日

し
尽
く
し
て
い
る
。
彼
の
批
判
は
、
木
下
賃
金
論
な
る
も
の
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
本
書
の
巻
頭
を
飾
る
に
相
応
し
い
、
そ
し
て
ま
た
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
。
続
く
赤
堀
②
で

注
目
す
べ
き
は
、「
労
労
対
立
」
論
を
論
じ
た
箇
所
で
あ
ろ
う
。
格
差
是
正
の
た
め
に
は
正
社
員
の
賃
金
を
非
正
社
員
に

近
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
八
代
尚
宏
氏
は
、「
意
外
」に
も
熊
沢
誠
氏
の
官
民
格
差
論
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
延
長
線
上
に
は
、
熊
沢
の
研
究
に
学
ん
だ
木
下
や
後
藤
の
同
様
の
議
論
が
あ
る
。
赤
堀
は
、
こ
う
し
た
正
社
員
の
賃

下
げ
論
が
新
自
由
主
義
と
対
抗
的
な
議
論
で
な
い
ば
か
り
か
、
新
自
由
主
義
の
議
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
批
判
す

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
経
営
者
が
「
行
き
過
ぎ
た
年
功
主
義
や
横
並
び
主
義
」
と
批
判
す
る
も
の
が
、
あ
る
い
は
ま

た
「
非
組
合
員
に
対
し
て
冷
淡
に
な
る
」
ほ
ど
の
組
合
主
義
が
、
熊
沢
の
高
く
評
価
す
る
「
労
働
社
会
」
そ
の
も
の
な
の

だ
と
論
じ
る
。
幻
想
と
し
て
の
「
労
働
社
会
」
論
を
批
判
し
た
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。

　

先
に
登
場
し
た
八
代
の
議
論
を
批
判
し
た
の
が
岩
佐
①
で
あ
る
。
八
代
は
、
女
性
や
非
正
社
員
に
対
す
る
差
別
を
解
消

し
「
公
正
な
労
働
市
場
」
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
そ
、
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
八
代
の
議
論
は
、

差
別
に
対
す
る
怒
り
を
逆
手
に
と
っ
て
、
差
別
の
是
正
を
「
限
ら
れ
た
パ
イ
」
の
奪
い
合
い
や
労
働
者
間
競
争
の
徹
底
へ

と
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
と
岩
佐
は
批
判
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
応
は
啓
蒙
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
面
白
い

の
は
、
こ
こ
で
②
の
方
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
年
功
賃
金
こ
そ
が
男
女
差
別
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
は
年

功
賃
金
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
な
議
論
が
「
通
説
」
と
な
っ
た
観
が
あ
る
が
、
こ
の
「
通
説
」
を
、
森

の
『
日
本
の
性
差
別
賃
金
』
を
素
材
に
し
て
岩
佐
は
真
正
面
か
ら
批
判
す
る
。
で
は
な
ぜ
年
功
賃
金
こ
そ
が
男
女
差
別
の

源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
年
功
賃
金
が
属
人
基
準
で
あ
り
仕
事
に
対
応
し
て
い
な
い
が
故
だ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
岩
佐
は
、
代
表
的
な
裁
判
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
年
齢
・
勤
続
年
数
に
よ
る
賃
金
決
定
」
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た
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
旧
体
制
を
解
体
す
る
積
極
的
な
側
面
を
も
っ
た
と
ま
で
言
う
。
開
発
主
義
国
家

論
の
奇
妙
な
帰
結
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
森
田
の
言
う
よ
う
に
、
公
共
事
業
批
判

は
生
ま
れ
て
も
内
部
留
保
批
判
や
軍
事
費
批
判
な
ど
は
生
ま
れ
よ
う
は
ず
も
な
い
。

　

新
自
由
主
義
と
開
発
主
義
の
相
克
を
現
代
日
本
の
対
抗
軸
と
と
ら
え
る
論
者
た
ち
（
本
書
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た

後
藤
、
木
下
に
加
え
て
渡
辺
治
氏
ら
）
は
、
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
新
福
祉
国
家
な
る
も
の
を
構
想
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
構
想
に
孕
ま
れ
る
問
題
点
を
、
よ
り
慎
重
な
形
で
指
摘
し
て
い
る
の
が
兵
頭
で
あ
る
。
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
開
発
主
義
を
批
判
す
る
論
者
た
ち
が
新
福
祉
国
家
の
担
い
手
と
し
て
想
定
す
る
の
は
、
労
働
者
階

級
の
周
辺
あ
る
い
は
底
辺
の
階
層
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
生
存
権
原
理
に
も
と
づ
く
社
会
保
障
制
度
が
強
調
さ

れ
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、
比
較
福
祉
国
家
論
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
労
働
力
の
「
脱
商
品
化
」
を
高
水
準
で
実

現
し
て
い
る
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
労
働
者
階
級
と
中
間
階
級
の
強
固
な
同
盟
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
離
職
後
の
生
活
水
準
の
維
持
を
公
的
保
障
の
枠
組
み
か
ら
排
除
す
れ
ば
、
中
間
階
級
は
自

己
責
任
に
よ
る
生
き
残
り
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
、
社
会
保
障
へ
の
無
関
心
と
離
反
が
広
が
る
と
い
う
兵
頭
の
指
摘
で
あ

る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
公
務
部
門
や
民
間
大
企
業
の
男
性
正
社
員
、
そ
し
て
年
功
賃
金
や
終
身
雇
用
慣
行
を
批

判
す
る
論
者
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
故
に
新
福
祉
国
家
の
実
現
を
遠
ざ
け
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
木
下
や
森
そ
し
て

後
藤
は
、
こ
う
し
た
批
判
に
ど
う
応
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
れ
ま
で
い
さ
さ
か
長
々
と
本
書
の
論
点
を
紹
介
し
て
き
た
の
は
、
本
書
が
評
者
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
そ
れ
だ

け
大
き
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
本
書
か
ら
学
び
得
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
企
業
社

本
の
福
祉
国
家
的
要
素
の
過
小
評
価
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
重
要
な
点
は
、
政
・
財
・
官
の
癒
着
や
利
益
誘
導

政
治
に
対
す
る
国
民
の
反
感
を
利
用
し
な
が
ら
、「
新
自
由
主
義
へ
の
批
判
勢
力
を
開
発
主
義
の
擁
護
者
」
と
し
て
描
き

出
し
つ
つ
、
福
祉
国
家
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
開
発
主
義
国
家
論
や
資
本
独
裁
論
で
は
、
新
自
由
主
義
に

対
す
る
真
の
対
抗
軸
が
見
失
わ
れ
る
危
険
性
さ
え
あ
る
と
岩
佐
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
後
藤
の
開
発
主
義

国
家
論
を
、「
神
話
」
と
し
て
の
官
僚
主
導
と
い
う
視
点
か
ら
歴
史
的
に
批
判
し
て
い
る
の
が
菊
池
で
あ
る
。
菊
池
に
よ

れ
ば
、
そ
も
そ
も
高
度
成
長
そ
の
も
の
が
官
僚
主
導
で
は
な
く
「
企
業
の
自
由
主
義
」
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
未
だ
に
官
僚
主
導
国
家
（
お
よ
び
そ
れ
と
同
類
の
開
発
主
義
国
家
）
批
判
が
横
行
し
て
い
る
の
は
「
幻

想
」
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。
批
判
す
べ
き
は
企
業
国
家
な
の
だ
ろ
う
。
問
題
な
の
は
、「
官
か
ら
民
へ
」
と
い
っ
た
世
俗

化
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
こ
う
し
た
「
幻
想
」
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

現
政
権
も
ま
た
官
僚
主
導
国
家
か
ら
の
脱
却
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
政
策
内
容
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る

と
、「
企
業
の
自
由
主
義
」
は
さ
ら
に
広
が
り
深
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
菊
池
の
指
摘
は
今
日
で
も
古
く

な
っ
て
は
い
な
い
。

　

戦
後
の
日
本
を
開
発
主
義
国
家
と
見
る
立
場
が
、
い
か
に
新
自
由
主
義
に
親
和
的
で
あ
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
の
が

森
田
で
あ
る
。
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
新
田
滋
氏
の
議
論
で
あ
る
。
評
者
が
注
目
し
た
の
は
、
新
田
が
新
自
由

主
義
を
思
想
と
理
念
（
す
な
わ
ち
市
場
原
理
主
義
と
い
っ
た
把
握
）
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ

が
そ
の
核
心
と
捉
え
た
「
階
級
権
力
の
回
復
」
を
め
ざ
し
た
動
き
が
、
新
自
由
主
義
の
概
念
か
ら
意
図
的
に
排
除
さ
れ

て
い
る
と
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
か
。
新
田
に
よ
れ
ば
、
小
泉
改
革
は
「
明
治
以
来
の
官
僚
主

導
型
、
開
発
独
裁
型
の
国
家
資
本
主
義
」
が
生
み
出
し
た
「
政
官
財
＝
鐵
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
を
解
体
し
よ
う
と
し
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新
自
由
主
義
が
大
き
な
抵
抗
も
な
く
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
更
に
深
め
た
議
論
が
求
め
ら
れ

よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
・
社
会
運
動
が
支
配
装
置
と
し
て
の
企
業
社
会
を
揺
る
が
す
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
結
果
と
し
て
「
社
会
」
を
見
失
っ
て
き
た
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
本
格
的
な
切
開
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ

時
に
、
本
書
の
著
者
た
ち
の
問
題
関
心
は
運
動
領
域
に
向
け
た
「
指
針
」
と
し
て
の
広
が
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　

次
に
、
日
本
の
国
家
体
制
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
議
論
は
ど
こ
が
問
題
な
の
か
。
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
戦
後
日
本
が

福
祉
国
家
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
、
こ
れ
を
非
福
祉
で
開
発
主
義
か
つ
官
僚
主
導
の
国

家
と
し
て
一
面
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
比
較
福
祉
国
家
研
究
の
成
果
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
日
本
に
お
け
る
新
自
由
主
義
の
改
革
が
め
ざ
し
て
い
る
も
の
が
、
開
発
主
義
の
諸
制

度
や
官
僚
主
導
の
体
制
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
議
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
国
家
の
解
体
が
開
発

主
義
国
家
の
解
体
と
同
一
視
さ
れ
る
た
め
に
、
新
自
由
主
義
へ
の
回
収
の
危
険
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。「
官
僚
主
導
」

批
判
が
時
代
の
常
套
句
と
な
っ
た
観
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
主
張
は
開
発
主
義
の
解
体
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、
そ
れ
を
「
口
実
」
と
し
て
福
祉
国
家
的
な
諸
制
度
と
労
働
者
の
歴
史
的
な
既
得
権
を
解
体
し
簒
奪
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
新
自
由
主
義
の
国
家
に
代
わ
る
新
福
祉
国
家
は
、
福
祉
国
家
的
な
諸
制
度
と
労
働
者
の
歴
史
的

な
既
得
権
を
防
衛
し
そ
れ
を
基
盤
と
し
、
さ
ら
に
は
生
存
権
原
理
を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
生
ま
れ
て
は
こ
な
い

と
い
う
。
こ
う
し
た
議
論
も
説
得
的
で
あ
る
。

　

わ
が
国
を
官
僚
主
導
国
家
と
と
ら
え
て
批
判
す
る
議
論
が
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
新
福
祉
国
家
を
め
ざ
す
運
動
を
生

み
出
し
て
い
く
の
か
評
者
に
は
今
ひ
と
つ
判
然
と
は
し
な
い
が
、
新
福
祉
国
家
論
自
体
は
、
今
後
の
わ
が
国
社
会
の
あ
り

よ
う
を
構
想
す
る
う
え
で
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。福
祉
国
家
的
な
側
面
の
弱
い
わ
が
国
社
会
の
改
革
を
強
調
し
、

会
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
議
論
は
ど
こ
が
問
題
な
の
か
。
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
年
功
賃
金
と
終
身
雇
用
慣
行
が
、
企
業

社
会
へ
の
労
働
者
の
統
合
や
性
差
別
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
の
み
が
強
調
さ
れ
て
、
そ
の
解
体
こ
そ
が
労
働
者
に

と
っ
て
有
利
な
改
革
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
の
両
者
は
戦
後
労
働
運
動
の
歴
史
的
な
成
果
物
で
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
労
働
者
の
権
利
の
擁
護
と
地
位
の

向
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
よ
り
多
く
の
労
働
者
諸
階
層
を
包
摂
す
る
よ
う
に
再
編
し

た
う
え
で
堅
持
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
解
体
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
例
証
と
し
て
、
年
功

賃
金
が
規
範
と
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
女
性
労
働
者
が
差
別
を
告
発
で
き
た
し
、
終
身
雇
用
慣

行
が
規
範
と
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
非
正
規
労
働
者
で
あ
っ
て
も
契
約
更
新
が
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
雇
用
期
間
の
定
め
の

な
い
労
働
者
と
見
な
さ
れ
て
解
雇
が
制
限
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）。
年
功
賃
金
と
終
身
雇
用
慣
行
は
労

働
者
全
体
を
守
る
「
社
会
的
・
経
済
的
バ
リ
ケ
ー
ド
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
体
は
、
新
自
由
主
義
が
め
ざ
し
て
い
る

「
底
辺
に
向
か
っ
て
の
競
争
」
を
生
み
出
す
だ
け
だ
と
い
う
指
摘
は
、
十
分
に
了
解
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
年
功
賃
金
も
終
身
雇
用
慣
行
も
も
は
や
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
っ
た
論
証
抜
き
の
「
俗
論
」

が
、
左
右
を
問
わ
ず
何
故
に
こ
こ
ま
で
広
が
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
か
く
言
う
評
者
も
ま
た
、
そ
う
し
た
「
俗

論
」
に
い
つ
し
か
靡
い
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
…
）。
大
企
業
に
対
す
る
種
々
の
優
遇
税
制
や
非
自
発
的
な
非
正
社
員

の
大
量
活
用
と
派
遣
切
り
、
そ
し
て
10
年
以
上
も
続
く
賃
下
げ
、
さ
ら
に
は
蔓
延
す
る
不
払
い
残
業
と
過
労
死
・
過
労
自

殺
が
、
２
４
０
兆
円
と
も
い
わ
れ
る
大
企
業
の
空
前
の
内
部
留
保
を
生
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
も
変
わ
ら
ず
男

性
正
社
員
の
「
既
得
権
」
に
の
み
注
目
が
集
ま
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。「
既
得
権
」
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
も
真

摯
な
主
張
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
何
故
に
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次  

　　

序 

章　

新
自
由
主
義
批
判
の
再
構
築
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　

････････････

赤
堀
正
成
・
岩
佐
卓
也

　

民
主
党
政
権
の
成
立
と
新
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
動
向
／

　

日
本
に
お
け
る
新
自
由
主
義
批
判
の
混
乱
／
本
書
の
構

　

成
と
課
題
Ⅰ
―
新
自
由
主
義
と
企
業
社
会
／
本
書
の
構

　

成
と
課
題
Ⅱ
―
開
発
主
義
と
福
祉
国
家

　
　
　

第
Ⅰ
部
◇
新
自
由
主
義
と
企
業
社
会

　

第
１
章　

新
自
由
主
義
改
革
と｢

野
蛮
な
労
働
市
場｣

　

■
木
下
武
男
『
日
本
人
の
賃
金
』
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　

･･････････････････････

赤
堀
正
成

　

は
じ
め
に
：
日
本
的
経
営
と
労
資
関
係
／
『
日
本
人
の

　

賃
金
』
の
現
状
認
識
／｢

ア
メ
リ
カ
型
職
務
給｣

と
新

　

福
祉
国　

家
戦
略
／｢

日
本
型
職
務
給｣

―
旧
さ
く
ら

　

銀
行
の
ヘ
イ
・
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
新
人
事
制
度
／

　

｢

ア
メ
リ
カ
型
職
務
給｣

（
ヘ
イ
・
シ
ス
テ
ム)

と
個
人

さ
ら
に
は
そ
れ
を
具
体
的
な
改
革
の
た
め
の
提
言
に
ま
で
結
び
つ
け
、
こ
れ
ま
で
左
派
の
間
に
根
強
く
存
在
し
た
福
祉

国
家
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
・
一
掃
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、

新
福
祉
国
家
が
男
性
正
社
員
の
「
既
得
権
」
の
剥
奪
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
か
の
よ
う
な
主
張
を
、
依
然
と
し
て
内

包
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
俗
的
に
は
受
け
は
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
た
ち
と
同
様
に

評
者
も
賛
成
し
か
ね
る
。
日
本
特
殊
論
の
孕
む
陥
穽
か
ら
脱
し
な
い
限
り
運
動
は
発
展
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

本
書
に
は
、「
対
案
」
の
可
能
性
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
論
稿
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
対
案
」
な
し
に
論
争
が

生
産
的
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、
著
者
た
ち
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
著
者
た
ち
に
は
、
ポ
ス
ト

新
自
由
主
義
の
構
想
を
あ
ら
た
め
て
本
書
の
続
編
と
し
て
ま
と
め
て
も
ら
い
た
い
。
評
者
と
し
て
は
、
本
書
の
刊
行
を
機

に
生
産
的
な
論
争
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
論
争
の
行
方
に
も
大
い
に
注
目
し
た
い
。

そ
う
し
た
展
開
な
し
に
、「
新
自
由
主
義
の
時
代
か
ら
脱
新
自
由
主
義
の
時
代
へ
の
過
渡
期
」
が
本
物
に
な
る
は
ず
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
た
め
の
起
爆
剤
的
な
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
。
新
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が「
錯

綜
」
し
続
け
て
い
る
今
日
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
一
冊
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。　
（
追
記　

本
稿
を
執
筆
す
る
に

あ
た
っ
て
、
東
京
自
治
体
問
題
研
究
所
研
究
員
の
東
洋
志
氏
か
ら
貴
重
な
教
示
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。）

　
（
赤
堀
正
成
・
岩
佐
卓
也
編
著
『
新
自
由
主
義
批
判
の
再
構
築
―
企
業
社
会
・
開
発
主
義
・
福
祉
国
家
―
』
法
律
文
化
社
、

２
０
１
０
年
９
月
刊
、
２
９
１
頁
、
定
価
３
０
０
０
円
＋
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
か
は
し
・
ゆ
う
き
ち　

専
修
大
学
経
済
学
部
教
授
）

◇ Ctrl キーを押さえながら上のアドレスをクリック
　すると、サイトに行きます。

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/633/633-05.pdf

◇現代労働組合研究会のＨＰへ（ＴＯＰ）

http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/111210roudou-

index.htm
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評
価
／｢

パ
ー
ト
型｣

労
働
者
・
女
性
労
働
者
の
差

　

別
と
年
功
賃
金
／
『
日
本
人
の
賃
金
』
に
お
け
る　

総

　

評
の
職
務
給
反
対
闘
争
に
対
す
る
理
解
／
職
務
給
は

　

｢
連
帯
の
原
理｣

に
か
な
っ
て
い
る
か
／
年
功
賃
金
と

　

電
算
型
賃
金
体
系
／
現
に
存
在
す
る
横
断
的
労
働
市
場

　

第
２
章　

日
本
的
経
営
は
解
体
し
た
の
か

　

■
『
新
時
代
の｢

日
本
的
経
営｣

』
に
お
け
る

　
　

構
想
と
実
践 ･････････････････････

赤
堀
正
成

　
『
新
時
代
の｢

日
本
的
経
営｣
』
の
社
会
統
合
論
の
不
在

　

／
今
日
の
日
本
的
経
営
／
新
自
由
主
義
派
と
反
新
自
由

　

主
義
派
の
一
致
／
対
立
軸
と
し
て
の｢
終
身
雇
用
慣
行｣

　

と
年
齢
別
賃
金

　

第
３
章　

格
差
問
題
を
逆
手
に
と
る｢

労
働
ビ
ッ
グ
バ

　
　

ン｣ 

推
進
論

　

■
八
代
尚
宏
氏
の
主
張
を
読
み
解
く ･････

岩
佐
卓
也

　
『
雇
用
改
革
の
時
代
』
と｢

労
働
ビ
ッ
グ
バ
ン｣

／
八
代

　

氏
の
主
張
を
ど
う
み
る
か
／
労
働
運
動
の
課
題

　

第
４
章　

男
女
賃
金
差
別
と
年
功
賃
金

　

■
森
ま
す
美
『
日
本
の
性
差
別
賃
金
』
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　

･･････････････････････

岩
佐
卓
也

　

｢

年
功
賃
金
＝
属
人
的
＝
性
差
別
的｣

と
い
う
テ
ー
ゼ
／

　

｢

女
性
の
職
務
内
容
へ
の
着
目｣

の
意
義
／
結
論
／
補
論

　

:

『
日
本
の
性
差
別
賃
金
』
に
お
け
る
そ
の
他
の
論
点

　

第
５
章　

首
切
り
容
易
な
社
会
の
方
が
労
働
者
は
幸
せ
？

　

■
脱
格
差
の
名
の
も
と
に
解
雇
自
由
化
を
唱
え
る

　
　

｢

労
働
ビ
ッ
グ
バ
ン
論｣ ･････････････

平
井
治
郎

　

日
本
の
雇
用
保
護
制
度
の
規
制
は
厳
格
か
／
雇
用
保
護

　

制
度
は
雇
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
／
そ
の
他
四
つ
の

　

疑
問

　
　

第
Ⅱ
部
◇
開
発
主
義
と
福
祉
国
家

　

第
６
章　

日
本
に
お
け
る
新
自
由
主
義
の
性
格
規
定
に

　
　
　

 

つ
い
て ･･････････････････････

岩
佐
卓
也
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後
藤
道
夫
氏
の｢

日
本=

開
発
主
義=

非
福
祉
国
家｣

　

テ
ー
ゼ
／
日
本
の
位
置
と
日
本
の
新
自
由
主
義
の
攻
撃

　

対
象
／｢

新
自
由
主
義vs

開
発
主
義｣

対
抗
図
式
の

　

意
味
／
お
わ
り
に

　

第
７
章　

官
僚
主
導
国
家
観
の
大
い
な
る
幻
想

　

■
日
本
は｢

開
発
主
義
国
家｣

か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 ･･･････

菊
池
信
輝

　

経
済
官
僚
た
ち
は
本
当
に
優
秀
だ
っ
た
の
か
／
語
ら
れ

　

ざ
る｢

国
民
所
得
倍
増
計
画｣
の
正
体
／
実
際
に
は

　

も
っ
と
短
か
っ
た｢

官
僚
た
ち
の
夏｣
／
オ
ポ
チ
ュ
ニ

　

ス
ト
と
し
て
の
官
僚
／
民
間
企
業
の
防
波
堤
た
ち
／

　

｢

粗
大
ゴ
ミ
論｣

へ
と
い
た
る
道
の
り
／
経
済
界
の
意

　

向
に
左
右
さ
れ
る｢

行
革｣

　
【
後
記
：
日
本
は｢

開
発
主
義
国
家
」
か
】

　

第
８
章　

開
発
主
義
論
と
新
自
由
主
義
と
の
政
治
的

　
　
　

 

親
和
性

　

■
『
情
況
』
新
田
論
文
の
教
訓 ･････････

森
田
成
也

　

新
田
氏
に
よ
る
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
批
判
の
検
討
／
新
自
由
主

　

義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
賛
美
と
開
発
主
義
的
戦
後
日
本
像
／

　

中
曽
根
改
革
と
労
働
運
動
解
体
に
対
す
る
徹
底
し
た
過

　

小
評
価
／
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の｢

審
級｣

へ
の
還
元
／
小

　

泉
改
革
へ
の
肯
定
的
評
価
／
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て

　

の｢

ソ
フ
ト
な
新
自
由
主
義｣

　

第
９
章　

新
自
由
主
義
に
対
抗
す
る
福
祉
国
家
論
の
条
件

　

■
社
会
政
策
学
と｢

新
福
祉
国
家｣

論
を
め
ぐ
る

　
　

批
判
的
考
察 ･････････････････････

兵
頭
淳
史

　

新
自
由
主
義
的
社
会
保
障
改
革
と
生
存
権
保
障
／
社
会

　

政
策
論
に
お
け
る
生
存
権
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
／

　
「
新
福
祉
国
家
論
」
の
問
題
点
／
生
存
権
原
理
の
再
構

　

築
と
福
祉
国
家
構
想

あ
と
が
き 


