
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

は
、
残
業
で
精
い
っ
ぱ
い
の
生
活
を
し
て
い
る
た
め
に
、
通
勤

に
時
間
や
体
力
を
使
う
よ
う
な
遠
隔
地
に
引
越
す
こ
と
も
で
き

ず
、
ま
た
近
く
の
市
営
住
宅
に
何
回
も
応
募
し
て
落
選
し
て
い

る
と
い
っ
た
例
も
か
な
り
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、

「
ま
じ
め
に
働
い
て
も
暮
ら
し
が
良
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
不

満
を
も
つ
人
が
多
く
、
こ
の
人
た
ち
で
は
、
税
金
の
支
払
い
を

「
大
変
苦
痛
」
と
感
じ
て
い
る
人
が
三
割
に
も
達
し
、
平
均
の

二
割
を
大
幅
に
上
ま
わ
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ご
く
大
づ
か
み
に
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
学

歴
が
就
職
先
を
限
定
し
、
就
職
先
の
収
入
や
福
利
厚
生
そ
の
他

の
諸
条
件
が
ひ
い
て
は
住
居
形
態
を
制
約
し
、
そ
の
住
居
形
態

が
日
々
の
生
活
に
対
す
る
「
満
足
」
「
不
満
足
」
感
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
の

な
か
で
、
と
く
に
小
・
中
卒
と
高
卒
が
九
割
五
分
を
占
め
て
い

る
労
務
職
の
人
た
ち
に
は
、
民
間
ア
パ
ー
ト
や
間
借
り
・
寮
・

下
宿
の
居
住
者
の
割
合
が
高
く
、
住
宅
に
対
す
る
不
安
と
日
頃

の
生
活
に
対
す
る
不
満
感
は
か
な
り
根
強
い
。
い
わ
ば
、
住

居
形
態
は
、
現
代
社
会
の
構
造
的
な
ひ
ず
み
を
色
濃
く
反
映
し

市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち

３
　
市
民
福
祉

政
党
の
争
点
に
対
す
る
関
心
は
「
イ
ン
フ
レ
・
物
価
」
と
「
社

会
福
祉
」
に
集
ま
っ
た
。
イ
ン
フ
レ
は
全
市
民
的
に
影
響
を
与

え
て
い
る
が
、
な
か
で
も
老
後
・
病
気
の
不
安
や
日
常
の
暮
ら

し
む
き
に
困
っ
て
い
る
人
だ
も
の
生
活
不
安
を
増
大
さ
せ
、
そ

れ
が
「
社
会
福
祉
」
へ
の
関
心
の
強
さ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
国
政
に
対
す
る
有
権
者
の
意
見
・
要
望
を
き
い

た
調
査
だ
っ
た
が
、
同
年
四
月
、
横
浜
市
民
が
横
浜
市
役
所
に

何
を
望
む
か
を
き
い
た
別
の
調
査
で
も
、
市
民
福
祉
へ
の
要
望

は
き
わ
め
て
強
く
で
て
い
る
（
表
８
）
。

　
こ
の
調
査
で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
回
答
は
、
「
老
人
や
病
人

福
祉
や
医
療

に
強
い
不
安

昭
和
四
十
九
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
を
前
に
、

同
年
六
月
、
神
奈
川
県
民
を
対
象
と
し
て
お
こ

な
わ
れ
た
神
奈
川
新
聞
の
世
論
調
査
で
は
、
各
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低
所
得
層
に

切
実
な
要
望

物
価
問
題
は
、
誰
も
が
強
い
関
心
を
も
っ
て
い

る
の
で
、
一
応
こ
れ
を
除
い
て
み
る
と
要
望
の

順
位
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
（
表
９
）
。

表-８

や
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
市
民

の
生
活
不
安
を
な
く
す
た
め
に
、
福
祉
や
医
療
の
政
策
を
も
っ

と
重
く
み
る
」
（
四
二
％
）
で
、
ほ
と
ん
ど
二
人
に
一
人
が
こ

の
答
を
選
び
、
つ
ぎ
が
「
物
価
を
さ
げ
る
対
策
や
指
導
を
強
め

る
」
（
二
〇
％
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
身
近
な
生
活
環
境
を
よ

く
す
る
」
（
一
八
％
）
と
「
土
地
や
住
宅
の
問
題
を
、
国
が
本

気
で
考
え
る
よ
う
に
自
治
体
が
強
く
働
き
か
け
る
」
（
一
二
％
）

が
続
き
、
そ
の
あ
と
「
立
派
な
都
市
づ
く
り
を
す
る
」
（
五
％
）

の
順
位
に
な
っ
て
い
る
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
台
所
を
あ
ず
か

る
主
婦
の
半
数
が
「
物
価
を
さ
げ
る
対
策
」
を
あ
げ
、
男
女
と

も
六
〇
歳
以
上
の
六
割
近
く
が
「
福
祉
や
医
療
の
政
策
」
を
訴

え
、
二
〇
代
で
は
五
人
に
一
人
が
「
土
地
や
住
宅
の
問
題
」
で

自
治
体
が
政
府
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
で
あ

る
。

横
浜
の
私
た
ち
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そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
も
「
老
人
対
策
や
保
育
所
を
増
や
す

な
ど
福
祉
対
策
を
充
実
す
る
」
が
一
位
で
、
つ
ぎ
に
「
公
営
住

宅
の
建
設
」
が
続
く
。
以
下
、
「
車
や
大
気
汚
染
な
ど
の
公
害
対

策
」
「
下
水
道
に
力
を
入
れ
る
」
の
順
位
で
、
「
福
祉
」
と
「
住

宅
」
に
対
す
る
要
望
の
順
位
は
や
は
り
高
い
。
結
婚
や
育
児
に

直
面
し
て
い
る
二
〇
代
と
三
〇
代
前
半
に
は
「
住
宅
」
を
求
め

て
い
る
人
が
多
い
。
こ
の
両
世
代
で
は
、
民
営
借
家
住
ま
い
な

ど
住
宅
事
情
の
悪
い
人
が
多
く
、
昭
和
四
十
五
年
以
降
の
転
入

者
と
と
も
に
、
「
公
営
住
宅
の
建
設
」
が
「
福
祉
」
へ
の
要
望

を
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
世
代
で
は
、
年
齢
が
高
く
な

る
に
つ
れ
て
「
住
宅
」
が
漸
減
し
、
「
福
祉
」
へ
の
要
望
が
増

え
て
、
一
位
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
般
的
に
税
金
の
支
払
い
に
苦
痛
感
を
も
つ
層
、
と
り
わ
け

低
所
得
層
で
は
「
福
祉
」
を
最
優
先
に
選
び
、
あ
わ
せ
て
「
住

宅
」
へ
の
切
実
な
悩
み
が
あ
げ
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
傾
向
が
み

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
住
宅
難
世
帯
が
多
い
低
所
得
層
で
は
、

「
公
害
対
策
」
や
「
下
水
道
・
道
路
網
」
の
整
備
な
ど
身
の
ま

わ
り
の
環
境
問
題
も
切
実
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、

市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち
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横
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の
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ち

よ
り
直
接
的
な
生
活
上
の
悩
み
や
不
安
へ
の
対
策
が
優
先
的
に

要
望
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て

い
る
。

た
ち
が
日
々
抱
い
て
い
る
実
感
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
第
一
部

の
「
私
の
横
浜
」
。
と
は
ま
た
生
活
史
を
別
に
し
た
も
う
一
つ
の

『
私
の
横
浜
』
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
Ａ
さ
ん
は
、
京
浜
工
業
地
帯
に
隣
接
す
る
町
の
か
な
り
広
い

舗
装
道
路
に
面
し
た
木
造
ア
パ
ー
ト
の
二
階
に
住
ん
で
い
る
。

彼
女
は
三
〇
歳
ぐ
ら
い
の
独
身
で
、
四
畳
半
一
間
の
一
人
暮
ら

し
。
「
こ
の
あ
た
り
は
、
公
害
が
ひ
ど
く
て
環
境
が
悪
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
身
の
ま
わ
り
に
な
に
か
と
不
満
が
あ
る
で

し
ょ
う
ね
」
と
た
ず
ね
る
と
、
彼
女
は
即
座
に
「
本
当
に
空
気

が
悪
い
ん
で
す
。
暑
く
て
寝
つ
け
な
い
時
な
ど
窓
を
開
け
っ
ぱ

な
し
に
し
て
お
く
と
し
ば
ら
く
し
て
気
持
ち
が
悪
く
な
っ
て
く

る
の
。
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
で
、
ひ
ど
く
空
気
が
き
た
な

い
と
思
う
わ
」
と
語
っ
た
。
昭
和
四
十
二
年
に
福
島
県
か
ら
親

戚
の
用
事
で
出
て
き
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま

横
浜
に
住
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
「
田
舎
に
帰
っ

て
空
気
の
よ
い
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
た
い
」
と
い
う
彼
女
だ
か
ら

生
活
環
境
の
こ
と
で
要
望
し
た
い
こ
と
は
き
っ
と
「
車
の
排
気

ガ
ス
や
工
場
に
よ
る
大
気
汚
染
な
ど
の
公
害
対
策
」
で
あ
ろ
う

と
思
っ
た
の
だ
が
、
答
は
意
外
に
も
「
福
祉
対
策
」
で
あ
っ

た
。
そ
う
い
え
ば
、
彼
女
は
、
道
路
ひ
と
つ
隔
て
た
大
工
場
の

臨
時
工
で
あ
っ
た
。
「
い
っ
た
ん
田
舎
を
出
た
以
上
、
私
に
は

帰
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
も
の
」
と
い
う
彼
女
の
表
情
に

は
、
大
都
会
で
の
生
活
の
、
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
不
安
が
の
ぞ

い
て
い
た
。

　
ま
た
、
Ａ
さ
ん
と
同
じ
町
内
に
あ
る
Ｔ
さ
ん
の
住
居
は
、
か

な
り
大
き
な
食
品
工
場
と
道
路
ひ
と
つ
隔
て
た
ア
パ
ー
ト
。
Ｔ

さ
ん
に
は
奥
さ
ん
が
な
く
、
子
ど
も
六
人
と
ア
パ
ー
ト
の
一
階

・
二
階
を
一
間
づ
つ
借
り
て
住
ん
で
い
る
。
と
な
り
の
食
品
工

場
か
ら
ア
ミ
ノ
酸
系
の
か
な
り
き
つ
い
臭
い
が
す
る
。
彼
は
、
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「
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害
対
策
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下
水
道
・
道
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備
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の
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よ
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か
の
よ
り
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な
不
安
は
、
た
と
え
ば
つ
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の
よ
う
な
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こ
の
臭
い
の
こ
と
で
工
場
と
か
け
あ
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
あ

ま
り
結
果
は
良
く
な
い
よ
う
だ
。
バ
ス
の
運
転
手
で
勤
続
二
〇

年
だ
が
最
近
、
病
気
を
し
て
一
週
間
ほ
ど
静
養
中
だ
と
い
う
。

彼
も
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の
「
騒
音
・
振
動
・
悪
臭
な
ど
の
公
害

対
策
」
の
と
こ
ろ
に
は
○
を
つ
け
な
い
で
「
福
祉
対
策
」
に
○

を
つ
け
た
。
す
で
に
老
年
期
に
入
ろ
う
と
し
て
お
り
、
定
年
を

三
年
後
に
ひ
か
え
な
が
ら
の
病
気
で
、
そ
の
上
、
子
ど
も
を
た

く
さ
ん
か
か
え
て
の
こ
と
。
生
活
の
不
安
は
か
く
せ
な
い
感
じ

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
京
浜
工
業
地
帯
の
一
角
に
住
む
Ｂ
さ
ん
は
、
夫
婦

と
子
ど
も
と
祖
母
の
五
人
暮
ら
し
。
二
間
で
八
畳
、
一
万
九
千

円
の
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
。
ア
パ
ー
ト
は
「
狭
い
し
、
間
取

り
や
設
備
が
悪
く
、
日
あ
た
り
も
風
通
し
も
悪
い
」
。
こ
の
家

族
が
市
役
所
に
望
む
こ
と
は
、
老
人
対
策
と
住
宅
政
策
で
あ

る
。
老
人
ホ
ー
ム
で
は
な
く
老
人
が
気
軽
に
検
診
、
入
院
で
き

る
医
療
機
関
を
ぜ
ひ
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
。
お
ば
あ
さ

ん
は
九
〇
歳
で
、
せ
め
て
生
き
て
い
る
あ
い
だ
に
家
族
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
家
に
住
ん
で
み
た
い
と
た
め
息
の
よ
う
に
い
っ

市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち

て
い
た
。

　
さ
て
、
市
民
が
行
政
や
政
治
に
望
ん
で
い
る
「
福
祉
対
策
」

に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

福
祉
と
い
う
言
葉
が
あ
い
ま
い
で
、
こ
の
場
合
も
は
っ
き
り
と

は
限
定
し
に
く
い
が
、
低
所
得
層
や
住
宅
困
窮
者
、
老
人
な
ど

生
活
の
基
礎
的
な
要
素
に
不
安
の
あ
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
自

分
の
生
活
を
防
衛
す
る
力
の
弱
い
人
た
ち
が
、
家
計
、
住
宅
、

老
後
な
ど
の
生
活
不
安
の
解
消
を
切
実
に
願
っ
て
い
る
と
い
う

面
と
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
よ
り
は
生
活
に
や
や
安
定
感
の
あ

る
人
た
ち
だ
が
、
こ
の
異
常
な
イ
ン
フ
レ
の
も
と
で
、
自
ら
の

生
活
基
盤
の
も
ろ
さ
に
改
め
て
気
づ
き
、
そ
の
危
機
感
か
ら
老

後
や
病
気
な
ど
の
「
福
祉
対
策
」
を
要
望
し
て
い
る
と
い
う
面

と
が
あ
る
よ
う
だ
。
ど
ち
ら
も
、
日
々
の
生
活
を
不
安
な
く
送

れ
る
よ
う
に
と
い
っ
た
気
持
ち
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん

な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
福
祉
と
い
う
言
葉
は
、
福
祉
行
政

で
い
わ
れ
る
福
祉
を
越
え
た
、
よ
り
広
い
内
容
を
も
つ
た
め

に
、
こ
こ
で
は
市
民
福
祉
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
昭
和
四
十

八
年
に
つ
く
ら
れ
た
「
横
浜
市
総
合
計
画
」
で
は
「
市
民
福
祉
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と
い
う
場
合
、
広
く
は
生
活
環
境
の
充
実
と
も
密
接
に
関
連
を

も
た
せ
つ
つ
も
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
従
来
の
貧
困
者
対
策
と

し
て
の
社
会
福
祉
の
概
念
を
こ
え
て
、
市
民
の
生
活
の
す
み
ず

み
ま
で
も
カ
バ
ー
で
き
る
概
念
で
用
い
る
こ
と
が
最
も
適
切
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
市
民
が
期
待
し
て
い
る
福
祉

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

４
　
生
活
意
識

の
な
か
に
は
、
な
お
楽
天
的
な
一
面
も
み
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
い
ま
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
「
住
み
よ
い
」
と

感
じ
て
い
る
人
は
六
割
に
も
達
し
「
住
み
に
く
い
」
は
わ
ず
か

に
一
割
余
り
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
日
の
生
活
を
ひ
と
口
で
い
う

と
「
満
足
」
派
が
過
半
数
を
占
め
「
不
満
」
派
を
上
ま
わ
っ
て

表-10　勤労者世帯消費支出構成比の推移い
る
。
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
程
度
の
差
は
あ
れ
、
イ
ン

フ
レ
の
打
撃
を
八
割
に
も
お
よ
ぶ
市
民
が
受
け
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
五
割
の
市
民
は
暮
ら
し
む
き
に
「
少
し
は
ゆ
と
り

が
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
（
図
８
）
。
横
浜
市
民
の
収
入
が
全
国
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い
意
味
の

中
間
層
意
識

物
価
の
高
騰
、
老
後
や
病
気
の
不
安
、
住
宅

難
、
公
害
に
よ
る
環
境
悪
化
な
ど
、
深
刻
な
問

題
に
と
り
ま
か
れ
な
が
ら
も
、
市
民
の
気
持
ち




