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は
じ
め
に

　

今
日
の
課
題
は
職
業
紹
介
の
民
間
開
放
の
現
状
と
課
題
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
の
前
に
一
般
論
と
し
て
３
点
の
事
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
は
、
企
業
と
人
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
次
に
、
そ
の
時
に
お
話
し
ま
す
２
０
０
８
年
初
頭
に
発
効
が
予
定

さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
２
６
０
０
０
シ
リ
ー
ズ
、
こ
れ
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会

的
責
任
）
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
国
際
標
準
規
格
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
策
定
作
業
の
中
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
構
）
の
専
門
家
も
入
っ
て
お
り
ま

す
。
最
近
、
国
連
の
文
章
を
見
ま
し
て
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
的
手
法
が
非
常
に

浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
情
況
に
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
方
の
大
半
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と

言
わ
れ
て
も
普
段
か
ら
余
り
縁
が
な
い
方
が
多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と

は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
し
て
、
第
二
番
目
は
Ｉ

Ｌ
Ｏ
と
人
権
の
歴
史
、
そ
の
特
徴
的
な
考
え
方
や
手
法
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
第
３
番
目
が
、
今
日
の
議
題
で
あ
る
民
間
の
職
業
紹
介
、
こ

れ
は
民
間
職
業
仲
介
事
業
所
に
関
す
る
条
約(

１
８
１
号)

で
は
、
職
業
仲
介
事

業
者
と
は
単
に
職
業
紹
介
を
す
る
会
社
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
利
用
す
る
企

業
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
条
約
上
の
約
束
で
す
。

人
権
と
は
何
か
�
自
由
�
と
�
平
等
�
が
キ
�
ワ
�
ド

　

ま
ず
第
一
に
、
企
業
と
人
権
を
め
ぐ
る
現
状
で
す
が
、
人
権
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
企
業
の
皆
様
方
は
、
こ
れ
を
一
口
で
言
う
の
は
な
か
な
か

難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
。
わ
が
国
で
は
人
権
の
定
義
が
法
制
で
決

め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
従
っ
て
学
者
、
憲
法
学
者
は
憲
法
第
何
条
と
い
う

形
で
言
い
ま
す
し
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
で
い
ろ
ん
な
考
え
方
を
述
べ
て
、
自
由
に

議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
国
際
社
会
、
特
に
国
連
と
か
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。
言
葉
・
文
化
・
歴
史
が
違
う
。
環
境
が
違
う
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
が

そ
の
一
つ
の
文
章
で
も
っ
て
合
意
し
た
り
、
あ
る
い
は
合
意
を
取
っ
た
り
す
る
ん

で
す
ね
。従
っ
て
国
際
的
に
は
、そ
の
定
義
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。「
自

由
」
と
「
平
等
」
と
い
う
言
葉
が
人
権
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た

だ
自
由
と
い
っ
て
も
、
好
き
勝
手
に
何
を
し
て
も
良
い
と
い
う
意
味
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
時
代
、
そ
の
国
の
、
あ
る
い
は
そ
の
国
の
社
会
が

法
律
と
し
て
、
制
度
と
し
て
認
め
た
範
囲
内
に
お
け
る
自
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
等
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
何
で
も
か
ん
で
も
平
等
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
尊
厳
と
権
利
に
つ
い
て
平
等
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
平
等
と
い
う
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
は
、
結
果
の
平
等
な
の
か
、
機
会
の
平
等
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
議

論
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
人
権
と
い
え
ば
、
国
際
的
に
は
「
自
由
」

と
「
平
等
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
ど
こ
に
由
来
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
１
９
４
６
年
に
公
布
さ
れ
ま
し

た
世
界
人
権
宣
言
で
す
。
こ
の
第
１
条
、
こ
れ
が
原
点
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
全

文
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、生
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、

尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
。
人
間
は
、
理
性
と
良
心
と
を
授
け
ら
れ

  
「
人
権
」
を
経
営
理
念
の
中
核
に
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て
お
り
、
互
い
に
同
胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

の
が
人
権
宣
言
の
第
１
条
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
書
か
れ
た
「
自
由
」、
そ
し
て
「
平
等
」、
こ
れ
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。

じ
ゃ
、
自
由
と
い
う
の
は
何
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
分
類
が
あ
る

か
と
い
い
ま
す
と
、
身
体
の
自
由
、
精
神
の
自
由
、
経
済
活
動
・
社
会
活
動
の
自

由
、
こ
の
三
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
身
体
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
国

憲
法
を
見
ま
す
と
、
憲
法
１
８
条
、
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
、
そ
し
て
法
手
続
き
の

保
障
、
逮
捕
の
要
件
、
抑
留
、
拘
禁
の
要
件
、
住
居
の
不
可
侵
、
そ
し
て
拷
問
の

禁
止
、こ
う
い
う
も
の
が
日
本
国
憲
法
の
中
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
う
い
う
も
の
が
第
一
の
身
体
の
自
由
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
二
番
目
の
精
神
の
自
由
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に

思
想
・
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
集
会
・
結
社
、
表
現
の
自
由
、
通
信
の
秘

密
、
そ
し
て
居
住
・
移
転
お
よ
び
職
業
選
択
の
自
由
、
こ
う
い
う
も
の
が
全
て
入

る
わ
け
で
す
。

　

三
番
目
は
経
済
活
動
の
自
由
、あ
る
い
は
社
会
的
活
動
の
自
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
職
業
選
択
の
自
由
も
入
り
ま
す
し
、財
産
権
の
保
障
な
ん
か
も
入
り
ま
す
。

「
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
」
と
い
う
も
の
の
自
由
は
、
国
際
的

に
は
こ
の
３
分
類
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
平
等
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
平
等
、
こ
れ
が
一
つ

の
分
類
の
方
法
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
そ
の
他
を

参
考
に
す
れ
ば
非
常
に
分
り
や
す
い
。
ご
承
知
の
通
り
、
１
９
６
３
年
で
す
か
、

後
に
暗
殺
さ
れ
た
マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
牧
師
が
音
頭
を
と
っ
て
ワ
シ

ン
ト
ン
大
行
進
、
２
５
万
人
が
首
都
を
取
り
囲
み
ま
す
。
こ
の
時
は
法
的
な
あ
る

い
は
政
治
的
平
等
を
要
求
し
た
、
そ
う
い
う
運
動
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し

て
そ
の
時
出
来
あ
が
り
ま
し
た
の
が
公
民
権
法
で
ご
ざ
い
ま
す
。
労
働
関
係
は
、

第
７
編
に
い
ろ
い
ろ
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
で
も
非
常
に
先
進
的

な
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
１
９
６
０
年
代
か
ら
７
０
年
代
に
か
け

て
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
１
９
８
０
年
代
に
な
り
ま
す
と
、
同
じ

ア
メ
リ
カ
で
今
度
は
経
済
的
な
平
等
、
そ
れ
を
求
め
た
い
ろ
い
ろ
な
活
動
、
例
え

ば
、
マ
イ
ア
ミ
暴
動
な
ど
の
紛
争
が
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
平
等
と
い
っ
て
も
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
平
等
、
そ

れ
ぞ
れ
の
分
野
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
国
際
的
に
は
そ
う
い

う
も
の
が
全
て
合
意
の
上
で
、
今
い
ろ
い
ろ
と
論
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

ま
ず
ご
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�
企
業
�
と
�
人
権
�
を
め
ぐ
る
現
状

　

次
に
、
企
業
と
人
権
は
ど
う
い
う
関
係
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
人
権
と
い
う

の
は
、
言
っ
て
見
れ
ば
企
業
に
と
っ
て
空
気
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
人
権
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
営
業
権
、
経
営

の
自
由
も
あ
り
え
な
い
。
あ
る
い
は
職
業
選
択
の
自
由
も
あ
り
え
な
い
。
人
権
の

確
立
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
企
業
の
存
立
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

従
っ
て
先
ほ
ど
、
空
気
の
よ
う
な
も
の
だ
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
企
業
が
存
立
す
る
た
め
の
本
当
の
基
盤
と
い
う
も
の

が
人
権
だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
特
に
企
業
と
人
権
を
め
ぐ
る
問
題
が
議
論
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
企
業

も
人
権
の
主
体
と
し
て
、
そ
の
役
割
は
多
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ

と
か
と
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
、
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い
わ
れ
る
も
の
が

議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
皆
さ
ん
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
内

容
の
お
そ
ら
く
７
割
か
ら
８
割
ぐ
ら
い
は
人
権
問
題
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
言

え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

同
時
に
今
日
の
副
題
で
も
ご
ざ
い
ま
す
、
民
の
役
割
と
い
い
ま
す
か
、
さ
ま
ざ

ま
な
規
制
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
緩
和
さ
れ
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
政
府
部
門
の

私
企
業
化
と
い
う
の
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
世

界
各
国
に
お
い
て
、
特
に
先
進
諸
国
に
お
き
ま
し
て
政
府
の
役
割
が
減
少
し
、
民
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間
の
個
別
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い
う
も
の
も
喚
起
さ
れ
な
が
ら
、
そ
う
い
う

も
の
に
よ
っ
て
民
間
に
移
し
て
行
く
と
い
う
流
れ
が
世
界
的
な
傾
向
だ
と
思
い
ま

す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
人
権
と
い
う
の
が
、
企
業
と
非
常
に
密
着
、
ま
た
そ

う
い
う
も
の
が
強
調
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
自
覚
し

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
人
権
の
侵
害
で
あ
る
差
別
と
い
い

ま
す
か
、
就
職
差
別
も
そ
の
典
型
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は

企
業
自
ら
の
経
済
合
理
性
と
い
う
も
の
を
考
え
て
も
、非
常
に
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
た
ん
で
は
市
場
に
お
い
て
存
立
で
き
な
い
。
市
場
に
お
い

て
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
と
い
う
時
代
に
な
り
つ
つ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

同
時
に
人
権
の
分
野
で
、
い
ろ
ん
な
事
件
を
起
こ
す
。
そ
う
す
る
と
企
業
の
イ

メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
事
例
と
言
う
の
は
皆
さ
ん
、
も

う
日
常
、
身
の
回
り
と
い
い
ま
す
か
周
辺
に
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
例
え
ば
安
全
や
衛
生
で
す
ね
、
食
品
の
安
全
、
こ
れ
な
ん
か
も
、
む
し
ろ
、

人
の
命
に
関
わ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
広
い
意
味
で
は
人
権
問
題
と
言
え
る
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
不
正
を
起
こ
し
た
り
、
不
祥
事
を

起
こ
し
た
企
業
が
３
ヶ
月
も
経
た
ず
消
滅
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
で
あ
る
こ
と

は
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
非
常
に
中
核
的
な
、
企
業
に
と
っ
て
は
空
気
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ

が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
で
は
国
内
の

現
状
を
見
ま
す
と
、
ま
だ
ま
だ
認
識
が
足
ら
な
い
と
申
し
ま
す
か
い
ろ
い
ろ
な
問

題
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
人
権
問
題
が
危
機
管
理
と
か
対
策
的
問
題
と
し

て
認
識
さ
れ
る
傾
向
が
非
常
に
強
い
と
い
う
の
が
第
一
点
で
す
。
そ
し
て
人
権
の

保
障
と
い
う
の
が
、
差
別
の
撤
廃
と
か
、
あ
る
い
は
差
別
の
解
消
が
、
私
人
間
の

思
い
や
り
や
倫
理
の
問
題
だ
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
の
傾
向
が
日
本
で
は
特
に
強
く

あ
る
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
法
的

な
国
の
制
度
と
し
て
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

国
連
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
い
う
国
際
会
議
に
お
き
ま
し
て
、
人
権
を
確
立
し
、
差
別

を
解
消
す
る
と
い
う
方
策
は
何
か
そ
う
い
う
こ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す

ね
。
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
差
別
被
害
者
の
救
済
措
置
を
ふ
く
め
た

法
制
度
の
確
立
と
い
う
の
が
第
一
点
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
番
目
は
、
何
と
言
い

ま
す
か
、
寛
容
の
精
神
の
浸
透
で
す
か
、
英
語
で
は
ト
レ
ラ
ン
ス
（tolerance

）

と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
浸
透
、
こ
れ
を
教
育
や
啓
発
で
行
な
う
ん
だ
と
い

う
手
法
も
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
国
際
社
会
に
お
き
ま
し
て
は
国
や
社
会

の
シ
ス
テ
ム
や
制
度
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
教
育
や
啓

発
に
よ
る
寛
容
の
精
神
の
浸
透
と
い
う
内
容
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
寛
容
と
い
う
英

語
を
日
本
語
に
訳
し
ま
す
と
、
と
て
も
あ
い
ま
い
な
意
味
の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
我
々
日
本
人
が
考
え
て
い
る
以
上
に
、
こ
の
ト
レ
ラ
ン
ス
と
い
う
英
語

の
言
葉
の
意
味
は
深
い
の
で
す
。
他
の
異
教
徒
の
持
つ
信
仰
も
認
め
る
と
い
う
こ

と
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
の
一
つ
で
す
が
、
単

に
人
を
許
す
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、
異
教
徒
の
信
仰
も
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
差
別
撤
廃
と
人
権
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
２
つ
の
テ
ー
マ
で
国
際
的
に
は

取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
は
、
日
本
は
、
人
権
擁
護
法
案
の

議
論
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ
国
際
水
準
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
う
現

状
に
あ
り
ま
す
。

　

企
業
に
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
迫
る
世
界
的
潮
流

　

企
業
に
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
迫
る
世
界
的
潮
流
が
急
速
に
高
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
国
連
の
ア
ナ
ン
事
務
総
長
が
１
９
９
９
年
に
提
唱
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
コ

ン
パ
ク
ト
で
は
、
世
界
中
で
12
カ
国
、
約
１
７
０
０
社
が
賛
同
し
て
署
名
し
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
ま
だ
署
名
を
し
て
い
る
会
社
が
大
変
に
少
な
く
て
２
０
数
社
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
認
識
が
浅
い
と
い
う
情
況
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ

れ
は
今
後
内
容
が
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
協
力
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で
資
料
に
加
え
ま
し
た
国
連
の
「
人
権
に
関
す
る
企
業
の
責
任
に
関
す
る
規
範
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
国
連
の
文
書
で
す
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
３
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
第
1
条
の
義
務
の

中
に
企
業
を
国
家
と
同
列
の
人
権
の
業
務
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
企
業
も
国
家
が
お
こ
な
う
の
と
同
じ
水
準
で
人
権
尊
重
、
人
権
擁
護
と
い

う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
２
に
人
権
の
定
義
づ

け
や
根
拠
を
明
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
２
条
・
３
条
で
企
業
の
人
権
指
針

を
具
体
的
か
つ
明
確
に
示
し
ま
し
た
。
第
３
に
、
16
・
17
条
で
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

機
能
を
設
置
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
国
内
的
機
関
を
作
っ
て
企
業
に
対

し
て
人
権
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
監
視
と
評
価
を
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
わ
け
で

す
が
、
こ
れ
に
企
業
は
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

後
ほ
ど
注
釈
を
含
め
て
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
I
S
O
が
２
０
０
８
年
に
２
６
０
０
０
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
企
業
の
社

会
的
責
任
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
規
範
を
示
す
た
め
に
国
際
規
格
を
作
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
９
６
０
０
シ
リ
ー
ズ
や
１
４
０
０
０
シ
リ
ー
ズ
で

あ
っ
た
よ
う
な
第
三
者
機
関
の
認
証
制
度
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
年

暮
れ
に
開
催
さ
れ
た
I
S
O
の
会
議
で
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
担
当
者
も
こ
の
国
際
規
格

の
作
成
過
程
に
参
加
す
る
事
を
要
請
す
る
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
各
国

の
企
業
の
歴
史
・
文
化
・
関
心
を
尊
重
し
て
、
こ
の
規
範
に
は
各
国
と
も
対
応
を

迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
か
な
り
内
容
の
濃
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
内
容
に
関
し
て
は
現
在
議
論
が
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
ま

だ
ま
だ
変
わ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
近
年
、
企
業
と
人
権
を
め
ぐ

る
問
題
が
ギ
リ
ギ
リ
と
迫
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

私
は
労
働
行
政
の
経
験
者
で
す
か
ら
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
い
う
も
の
を
よ
く
承
知
し
て

お
り
ま
す
。
一
つ
の
特
徴
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
色
々
と
条
約
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
す
べ

て
の
条
約
は
無
条
件
で
批
准
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
加
盟
各
国
に

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
、
１
７
７
カ
国
が
加
盟
し
て
お

り
ま
す
。
採
択
さ
れ
た
条
約
は
無
条
件
で
批
准
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
国
連
の
条
約
と
比
べ
て
非
常
に
違
い
ま
す
。
例
え
ば
国

連
の
条
約
で
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
第
４
条
に
「
差
別
及
び
差
別
を
扇
動
す

る
こ
と
は
法
律
に
照
ら
し
て
罰
せ
ら
れ
る
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
加
盟
各
国

は
承
認
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、日
本
は
条
約
を
批
准
し
て
い
な
が
ら
、

日
本
政
府
は
差
別
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
す
。
労
働
関
係
で
い
え

ば
団
結
権
や
団
体
交
渉
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、例
外
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
警
察
と
軍
隊
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
団
結
権
や
団
体
交
渉
権
が
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
は
京
都
議
定
書
で
す
。
細
か
な
こ
と
は
京
都
議
定
書
に
書

き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
本
体
に
批
准
し
て
も
、
細
か
な
こ
と
に
つ
い

て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
批
准
し
な
い
と
発
行
し
な
い
の
で
す
。
国
連
の
条
約
と
い
う
の

は
出
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
国
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
出
来
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
抜
く
こ
と
が
出
き
る
ん
で
す
。
そ
う
な
る
と
実
効
性
に
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
つ
い
て

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
１
９
１
９
年
に
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
と
い
う
第
一
次
世
界
大
戦
の
講

和
条
約
の
中
で
設
立
が
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
決
め
ら
れ

た
国
際
機
関
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
他
に
二
つ
あ
り
ま
し
た
。国
際
連
盟
が
そ
の
一
つ
で
す
。

そ
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
も
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
ご
承
知
の

通
り
、
国
際
連
盟
は
日
本
が
脱
退
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
に
国
際
連
合
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
現
在
も
続
い
て
い
て
、
つ
い
２
年
前

に
そ
れ
に
加
え
て
国
際
刑
事
裁
判
所
も
出
来
ま
し
た
。Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
い
う
の
は
、

19
条
報
告
と
22
条
報
告
が
あ
り
ま
す
。
憲
章
19
条
報
告
と
い
う
の
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条

約
で
批
准
し
て
い
な
い
、
批
准
で
き
て
な
い
条
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、
過
去
一
年

間
、
条
約
批
准
へ
の
努
力
と
し
て
何
を
し
た
か
、
そ
し
て
問
題
点
は
何
が
あ
る
の

か
。
こ
れ
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
本
部
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
が
加
盟
各
国
に
課
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せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
毎
年
毎
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
じ
ゃ
批
准
し
た

ら
後
は
い
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
確
実
に
遵
守
す
る

義
務
が
批
准
国
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
内
容
に
違
反
し
て
、
批
准
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
条
約
の
内
容
の
通
り
に
や
っ
て
な
い
と
い
う
場
合
は
、
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
国
際
司
法
裁
判
所
と
い
う
も
の
が
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
か
ら
、
い
ろ

ん
な
判
決
そ
の
他
の
処
罰
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
厳
し
い
ん
で
す
ね
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
国
連
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
い
う
の
は
条
約
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
ご
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
１
９
１
９
年
の
文
章
で
は
、
憲
章
の
前
文
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
特
徴
が
三

つ
、
私
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
世
界
の
永
続
す
る
平
和
と
い
う
も
の
は
、
社
会
正
義
を
基
礎
と
し
て

の
み
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
謳
い
上
げ
た
、
と
い
う

の
が
一
つ
。
第
二
点
は
、
世
界
の
平
和
及
び
協
調
が
危
う
く
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
な

社
会
不
安
を
起
こ
す
よ
う
な
不
正
、
困
苦
及
び
窮
乏
を
多
数
の
人
民
に
も
た
ら
す

労
働
条
件
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
労
働
時
間
の
規
制
、
そ
し

て
労
働
力
の
調
整
、
労
働
者
の
保
護
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
、
そ
し
て
女

性
と
か
高
齢
者
に
対
す
る
い
ろ
ん
な
保
護
策
、
そ
う
い
う
も
の
が
条
約
と
し
て
決

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
第
二
点
で
す
ね
。
そ
し
て
第
三
点
が
、
こ
れ
が
ず

っ
と
現
在
も
引
き
続
く
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
一
つ
の
特
徴
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず

れ
か
の
国
が
人
道
的
な
労
働
条
件
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
、
他
の
国
の
障
害
と
な

る
、
従
っ
て
憲
章
に
述
べ
ら
れ
た
こ
の
第
三
の
理
念
は
無
条
件
で
必
ず
批
准
す
る

と
い
う
の
を
義
務
付
け
て
い
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
条
約
を
批
准
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
厳
し
い
内
容
で

す
ね
。
た
と
え
ば
Ｉ
Ｌ
Ｏ
１
０
５
号
条
約
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
強
制
労
働
禁

止
の
条
約
が
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
は
そ
れ
は
現
在
未
だ
批
准
は
出
来
て
お
り
ま
せ

ん
。
批
准
出
来
な
い
ん
で
す
。
強
制
労
働
の
禁
止
が
日
本
で
な
ぜ
出
来
な
い
か
、

そ
れ
は
二
つ
理
由
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
監
獄
制
度
で
す
ね
、
刑
務

所
で
す
。
刑
務
所
で
懲
役
を
科
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
違
反
す
る

ん
で
す
ね
。
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
本
人
の
意
に
反
し
た
労
働
を
科
す
と
い

う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ダ
メ
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
強
制
労
働
禁
止
条
約
は
批
准
で

き
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
内
容
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
憲
章
の
社
会
正
義
を
基
礎
と
し
て
の

み
存
続
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
、
く
ず
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
は
そ
う
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
社
会
正
義
と

な
り
ま
す
と
、
た
と
え
ば
大
英
帝
国
の
社
会
正
義
と
大
日
本
帝
国
の
社
会
正
義
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
同
一
の
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
政
治
的
立
場
に

よ
り
当
然
価
値
体
系
も
変
わ
り
、
正
義
の
原
則
も
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

崩
れ
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
付
け
加
え
ら
れ
た
の
が
次
に
ご
ざ
い
ま
す

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
目
的
に
関
す
る
宣
言
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
と
い
う
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
人
権

　

そ
こ
で
中
心
に
な
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
人
権
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。
ど

う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、
人
種
、
信
条
又
は
性
に
か
か

わ
り
な
く
、
自
由
及
び
尊
厳
並
び
に
経
済
的
保
障
及
び
機
会
均
等
の
条
件
に
お
い

て
」
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
世
界
人

権
宣
言
の
、
あ
る
い
は
国
連
の
憲
章
の
基
礎
に
な
っ
た
文
体
が
こ
こ
に
ご
ざ
い
ま

す
。
国
連
と
い
う
の
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
か
ら
遅
れ
て
発
足
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
す
べ

て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
そ
う
い
う
文
章
を
も
と
に
多
少
和
ら
か
く
し
て
脹
ら
ま
せ
て
作
っ
た

の
が
国
連
の
憲
章
、
条
約
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
も
の
に
な
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
実
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
無
条
件
で
、
そ
し
て
必
ず
批
准
し
な
き
ゃ
い
か
ん
と

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
和
問
題
、
日
本
の
同
和
問
題
の
振
り
返
っ
て
も
、

そ
の
正
当
性
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
い
ち
ば
ん
古
い
国
際
的
な
労
働
に
関
す
る
国
際
条
約
と
い
た
し
ま
し
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て
は
、
１
９
０
６
年
に
締
結
さ
れ
ま
し
た
ベ
ル
ン
条
約
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
先

進
工
業
国
が
ス
イ
ス
の
首
都
に
集
ま
っ
て
、
黄
リ
ン
マ
ッ
チ
の
製
造
禁
止
に
関
す

る
条
約
を
作
り
ま
し
た
。
１
９
０
６
年
は
日
露
戦
争
当
時
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本

は
ま
だ
。
先
進
工
業
国
の
仲
間
入
り
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
黄
リ
ン
マ
ッ
チ
は
、

労
働
者
の
健
康
を
害
し
、
児
童
労
働
も
あ
っ
て
、
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
本
国
に
つ
い
て
は
禁
止
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
植
民
地
に
関
し
て

は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
イ
ン
ド
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
は
作
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
マ
ッ
チ
に

関
し
て
国
際
的
な
競
争
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
様
子
が
、「
日
本

の
下
層
社
会
」（
岩
波
文
庫
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
特
に
神

戸
に
お
い
て
、
当
時
「
貧
民
部
落
」
と
言
わ
れ
て
い
た
、
後
の
同
和
地
区
の
人
々

が
数
多
く
マ
ッ
チ
工
場
で
働
き
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
実
態
や
、
特
に
、
児
童
労

働
の
情
況
が
生
々
し
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

I
L
O
は
自
由
・
平
等
、
尊
厳
、
経
済
的
保
障
と
い
う
も
の
を
人
権
の
柱
に
し

て
い
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
が
、
国
家
及
び
国
際
社
会
の
中
心
的
目
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
宣
言
し
て
ま
す
。
そ
の
後
、
I
L
O
の
活
動
は
こ
の
４
本
柱
の
ど
れ
か

に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
多
国
籍
企
業
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
そ
れ
ら
の
条
約
は
批
准
し
な
く
て
も
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
日
本
も
条
約
を
批
准
し
て
い
な
く
て
も
、
重
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

民
間
職
業
紹
介
と
人
権

　

民
間
職
業
紹
介
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
の

日
本
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
ま
す
と
、
職
業
紹
介
そ
の
も
の
で
問
題
が
起
き
た
と

い
う
こ
と
は
そ
ん
な
に
あ
り
ま
せ
ん
。
周
辺
の
問
題
や
派
生
的
分
野
で
問
題
が
起

き
て
い
る
の
で
す
。
江
戸
時
代
、
そ
し
て
、
明
治
に
し
ま
し
て
も
、
今
で
言
う
近

代
的
な
雇
用
関
係
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
特
に
江
戸
時
代
は
奉
公
で
す
。
終
身
奉
公

と
年
季
奉
公
で
す
。
こ
れ
は
世
界
的
に
も
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。
江
戸
に
お

け
る
参
勤
交
代
制
の
実
施
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
地
方
に
、
３
９
０
藩
あ
り
ま
し

た
が
、
大
名
が
１
年
交
代
で
江
戸
と
地
方
を
往
来
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
か
か

る
旅
費
だ
け
で
も
大
変
な
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
臨
時
の
供
揃
え
要
員
な
ど
を
雇

っ
た
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
足
軽
や
徒
士
、
槍
持
ち
、
六
尺
、
中
間
な
ど
に
目

を
つ
け
た
の
が
民
間
の
職
業
紹
介
で
す
。

　

大
和
慶
安
が
１
６
６
３
年
に
、
最
初
に
浪
人
を
雇
っ
て
木
挽
町
で
職
業
紹
介

を
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
武
家
屋
敷
を
対
象
に
い
わ
ゆ
る
口
入
れ
稼
業
を
お

こ
な
っ
た
の
で
す
。
幕
府
の
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、
１
７
１
０
年
、
宝
永
年
間

は
、
江
戸
を
中
心
に
３
５
０
カ
所
、
そ
の
後
、
１
８
６
０
年
に
は
、
幕
末
で
す

が
、４
８
０
超
え
る
民
間
の
職
業
紹
介
所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
職
業
紹
介
所
は
、

ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
身
元
を
調
べ
あ
げ
て
、
出
所
不
明

の
者
を
紹
介
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
何

が
問
題
に
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
損
害
を
与
え
た
と
き
の
弁
償
、
そ
し
て
、

公
儀
や
家
中
の
法
度
を
守
り
、
そ
む
か
な
い
こ
と
。
そ
ん
な
こ
と
を
条
件
と
し
て

身
分
保
証
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
保
証
料
を
一
分
取
り
ま
し
た
。
一
分
と
言
う
の

は
１
両
の
４
分
の
１
で
す
。
こ
れ
は
か
な
り
高
額
な
身
分
保
証
料
で
す
。
こ
の
よ

う
に
、
職
業
紹
介
所
で
は
、
紹
介
料
で
稼
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
身
元
保
証
料
で
稼

い
だ
の
で
す
。
後
に
こ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
弊
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
れ
に
関
す

る
官
側
の
規
制
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
一
官
が
や
り
ま
し
た
の
は
、
出
替

わ
り
日
の
整
備
で
す
。
３
月
５
日
と
９
月
５
日
と
い
う
出
替
わ
り
日
を
決
め
ま
し

た
。
旧
暦
の
３
月
５
日
は
、
今
年
は
４
月
の
13
日
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
日
本

の
学
年
度
、
会
計
年
度
は
４
月
か
ら
３
月
で
す
が
、
こ
れ
は
世
界
で
日
本
だ
け
で

す
。
学
者
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
徴
税
の
関
係
、
文
部
省
の
関
係
、
徴
兵
制
と

の
関
係
な
ど
大
正
末
期
に
は
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
幕
府
が
３
月
か
ら
と
決
め
た

こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
治
安
管
理
と
い
う
面



7

が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
時
代
な
っ
て
変
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
出
替
わ
り

を
や
っ
て
い
た
の
は
、
町
中
の
紹
介
だ
っ
た
の
で
す
。

　

近
代
工
業
に
な
る
と
、
そ
れ
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
り
ま
す
。
工
場
が
で
き

た
の
は
地
方
で
す
。
そ
こ
で
募
集
人
が
い
ろ
い
ろ
と
働
き
ま
す
。「
野
麦
峠
」
な

ど
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
募
集
人
の
弊
害
と
い
う
も
の
も
た
く
さ
ん
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
「
抗
夫
」
と
い
う
小
説
は
、
募
集
人
に
ま
る
め

込
ま
れ
て
し
ま
う
若
者
の
話
で
す
。
佐
藤
紅
緑
「
紅
顔
美
談
」
は
、
北
海
道
の
タ

コ
部
屋
で
の
少
年
の
話
を
題
材
と
し
て
い
ま
す
。
小
林
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」
は

募
集
人
に
騙
さ
れ
て
北
洋
で
働
く
漁
夫
の
話
で
す
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
問
題
が

起
こ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
農
商
務
省
が
い
ろ
い
ろ
な
調
査
を
し
た
り
、
44
年
に
は

工
場
法
が
で
き
ま
す
。
今
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
で
き
た
の
が
１
９
３
７
年
で
す
。

第
二
世
界
大
戦
終
了
後
ま
で
は
大
半
が
民
間
の
職
業
紹
介
所
で
し
た
。
１
６
６
３

年
に
民
間
の
職
業
紹
介
所
が
で
き
て
、
約
3
5
0
年
で
す
。
そ
の
後
、
万
国
共

通
の
原
則
と
し
て
、
第
１
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
、
条
約
が
作
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
後

に
８
８
号
条
約
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
国
の
機
関
が
や
る
と
し
て
い
ま
す
。
次
に

１
９
４
９
年
、
９
６
号
条
約
に
よ
っ
て
民
営
の
職
業
紹
介
機
関
は
原
則
廃
止
と
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
民
間
の
職
業
紹
介
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
医
者
や
看
護
婦
、

弁
護
士
、
家
政
婦
な
ど
で
す
。
こ
れ
は
本
来
国
が
や
る
べ
き
も
の
だ
け
れ
ど
も
、

国
で
で
き
な
い
の
で
、
民
間
で
と
い
う
こ
と
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ

れ
を
後
に
リ
ス
ト
に
し
た
も
の
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
で
す
。
そ
し
て
１
９
９
７

年
に
は
条
約
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
職
種
は
ダ
メ
、
そ
の
他
は
民
間
職
業
紹
介
と
し
て
や

っ
て
良
い
と
い
う
風
に
変
わ
っ
た
ん
で
す
。
国
連
の
多
国
籍
企
業
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
民
間
に
つ
い
て
も
国
と
同
格
で
あ
る
と
し
て
、
国
と

同
様
の
人
権
に
関
す
る
遵
守
義
務
を
課
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
１
８
１

号
条
約
を
見
ま
す
と
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
、
国
民
的

出
身
、
社
会
的
出
身
、
年
齢
、
障
害
に
よ
っ
て
差
別
取
り
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
と
全
く
同
じ
で
す
。
そ
し
て

第
６
条
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
て
い
ま
す
。
第
７

条
、
求
職
者
か
ら
手
数
料
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
条

例
の
本
文
の
中
に
民
間
の
や
り
方
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
３
５
０
年
間
の
日
本

の
職
業
紹
介
の
歴
史
に
お
い
て
、
２
９
０
年
以
上
は
民
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

特
に
民
間
で
、
職
業
紹
介
さ
れ
る
事
業
所
の
方
々
は
、
国
と
同
格
の
権
利
義
務

を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

同
時
に
、
職
業
紹
介
そ
の
も
の
で
は
問
題
に
な
ら
な
く
と
も
、
周
辺
の
問
題
を
よ

く
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
仲
介
事
業
所
の
中
に
は
派
遣
業
者

も
入
り
ま
す
。
求
人
を
発
注
す
る
企
業
の
側
も
入
っ
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
理
解

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
民
間
で
職
業
紹
介
を
さ
れ
る
事
業
所
や
そ
れ

を
利
用
さ
れ
る
民
間
の
企
業
に
も
、
国
と
同
じ
権
利
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
は
、
厚
生
労

働
省
の
通
達
に
よ
っ
て
、
１
０
０
人
以
上
の
規
模
の
企
業
に
は
公
正
採
用
選
考
推

進
委
員
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
と
職
業
紹
介
事
業
者
に
い
た
っ
て
は
、
現

在
は
す
で
に
そ
う
い
っ
た
場
合
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
国
と
同
等
の
権
利
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

採
用
に
関
す
る
差
別
の
排
除
な
ど
利
用
者
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
求
人
求
職
者
に

対
し
て
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
（
２
０
０
５
年
６
月
就
職
差
別
撤
廃
東
京
集
会
で
の
講
演
）


