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✧ ✧

✧ ✧

三
月
下
旬
の
新
聞
紙
面
に
お
い
て
、
終
身
雇
用
を
支
持
す
る
人
の
割

合
が
九
割
近
く
に
の
ぼ
る
と
い
う
調
査
結
果
を
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
が
発
表
し
た
、
と
い
う
記
事
を
目
に
し
た
。
先
行

き
不
透
明
の
今
日
、
安
定
志
向
が
強
ま
っ
て
い
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
会
社
が
社
員
の
生
涯
に
一
定
の
責
任
を
持
ち
、
社
員
は
応
分
の

忠
誠
を
会
社
に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
を
前
時
代
的
と
は
感
じ
ず
、
む
し

ろ
理
と
情
と
に
適
っ
て
い
る
と
感
じ
る
人
は
、
欧
米
に
比
す
れ
ば
、
常

に
多
数
派
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
存
す
る
思
想
・
文
化
的
要

因
に
つ
い
て
高
校
生
に
読
み
解
か
せ
る
の
を
、
地
歴
・
公
民
科
に
だ
け

任
せ
て
し
ま
う
の
で
は
惜
し
い
。

儒
家
の
思
想

漢
文
の
思
想
分
野
に
お
け
る
必
須
の
教
材
に
『
論
語
』
と
『
孟
子
』

と
が
あ
る
。
両
書
の
学
習
に
お
け
る
重
要
な
理
解
事
項
と
し
て
、
孔
子

の
教
え
の
中
心
に
仁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
孟
子
の
そ
れ
に
は
仁
義
そ

し
て
仁
義
礼
智
の
四
徳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
が
、
今
日
ま
で
東
ア
ジ
ア
の
思
想
・
文
化
の
基
盤
の
一
つ
と

な
っ
た
儒
教
倫
理
の
原
点
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
孔
子
の
仁
、
孟
子

の
四
徳
は
、
漢
の
武
帝
に
仕
え
た
董と

う
ち
ゅ
う
じ
ょ

仲
舒
が
継
承
し
、
こ
こ
に
仁
義
礼

智
信
の
五
徳
が
唱
え
ら
れ
、
こ
れ
が
五
常
（
人
の
守
り
行
な
う
べ
き
五

つ
の
道
）
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
し
て
こ
の
五
常
が
人
間
関
係
の
基
本

た
る
君
―
臣
、
父
―
子
、
夫
―
婦
の
三
綱
（
三
つ
の
根
本
的
道
義
）
を

支
え
る
人
間
性
と
さ
れ
た
。

漢
代
以
降
、
儒
教
が
国
家
の
秩
序
を
守
る
教
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
三
綱
五
常
を
秩
序
原
理
と
し
た
礼
を
重
ん
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
の
維
持
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
儒
教
倫
理
は
、
一
身
か
ら
家
、
家
か
ら
国
、
国
か
ら
天
下
へ
と
押

し
広
げ
て
い
く
こ
と
を
志
向
し
た
。
そ
の
結
果
、
父
が
父
ら
し
く
、
子

が
子
ら
し
く
あ
る
こ
と
が
、
君
主
が
君
主
ら
し
く
、
臣
下
が
臣
下
ら
し

く
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
、
家
族
倫
理
の
確
立
こ
そ
が
、
社
会
、

国
家
の
確
立
の
基
盤
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。

家
族
と
い
う
、
最
も
身
近
な
レ
ベ
ル
の
秩
序
を
、
社
会
や
国
の
レ
ベ
ル

の
秩
序
の
母
体
と
考
え
る
儒
教
倫
理
は
、
集
団
に
属
す
る
こ
と
に
安
心

を
感
じ
、組
織
で
秩
序
を
守
り
つ
つ
動
く
こ
と
を
好
み
、個
が
集
団
に
貢

献
す
る
、
い
わ
ば
チ
ー
ム
プ
レ
ー
を
得
意
と
す
る
、
東
ア
ジ
ア
に
特
徴
的

な
社
会
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
に
光
と
影

の
部
分
が
あ
る
こ
と
を
含
め
て
、我
々
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
と
き
、ぜ
ひ
注
目
さ
せ
た
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
論

語
』『
孟
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
思
想
分
野
の
漢
文
教
材
を
用
い
た
学
習

が
、
古
代
か
ら
現
代
へ
、
中
国
か
ら
日
本
へ
、
と
い
う
、
時
空
の
広
が
り

の
中
で
、
思
想
・
文
化
を
読
み
解
か
せ
る
契
機
と
も
な
ろ
う
。

儒
教
の
再
評
価

ち
な
み
に
、
儒
教
は
近
代
中
国
に
お
い
て
痛
烈
に
排
撃
さ
れ
て
き
た

が
、今
そ
の
再
評
価
が
大
規
模
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、学

習
者
に
事
実
と
し
て
認
識
し
て
ほ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
な
目

的
と
す
る
「
孔
子
学
院
」
が
各
地
に
建
設
さ
れ
、
儒
学
関
係
の
典
籍
を

教
室
で
「
国
語
」
を
学
ぶ

漢
文
の
〈
思
想
分
野
〉
の

　
　
　
　
　 

背
景
と
意
義

瀧
　
康
秀
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✧ ✧

✧ ✧

『
大
蔵
経
』
に
習
っ
て
網
羅
し
よ
う
と
す
る
『
儒
蔵
』
編
纂
事
業
も
活

発
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
云
々
は
さ
て
お
き
、
儒
教
倫
理
が
東
ア

ジ
ア
の
文
化
に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
見
詰
め
直
そ
う
と
す
る
、

一
連
の
学
術
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
留
意
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
、

思
想
学
習
へ
の
関
心
を
高
め
る
上
で
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

道
家
の
思
想

話
は
変
わ
る
が
、
私
が
教
職
に
就
い
た
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
、

「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
は
ま
だ
耳
新
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
二
十
年
余
、
地
球
環
境
に
つ
い
て
取
り
ざ
た
さ
れ
な
い
と
き
は
な

く
な
っ
た
。
日
々
の
文
化
的
な
営
み
の
副
産
物
が
、
地
球
規
模
の
脅
威

と
な
っ
て
我
々
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
て
き
た
。

人
々
の
知
的
営
為
、
文
化
の
発
達
が
大
い
な
る
自
然
の
営
み
を
傷
つ

け
、逆
に
人
々
を
苦
し
め
る
、と
い
う
警
鐘
を
、二
千
年
以
上
前
に
『
老

子
』
が
鳴
ら
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
、
今
日
と
隔
絶
し
た
大

昔
に
存
在
し
滅
ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
儒
家
の
思
想
と
と
も

に
中
国
思
想
の
二
大
潮
流
を
形
成
す
る
道
家
の
思
想
と
、
そ
れ
を
教
学

の
一
つ
に
持
つ
道
教
思
想
の
源
泉
と
な
り
、
禅
文
化
な
ど
と
も
交
流
し

て
日
本
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

『
老
子
』
の
「
小
国
寡
民
」（
第
八
十
章
）
の
章
は
、
文
字
す
ら
用
い

な
い
で
す
む
原
初
的
な
生
活
形
態
こ
そ
、
寡
欲
で
争
い
の
な
い
社
会
を

生
む
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
人
間
が
よ
り
幸
福
に
な
ろ
う
と

し
て
発
達
さ
せ
る
文
化
的
営
為
こ
そ
が
欲
望
を
助
長
さ
せ
、
戦
乱
を
引

き
起
こ
し
、
逆
に
人
間
を
不
幸
に
す
る
の
だ
と
、
痛
烈
に
文
明
自
体
を

批
判
す
る
。『
老
子
』
の
思
想
は
、
元
来
儒
教
の
形
式
主
義
・
教
条
主
義

的
側
面
に
対
す
る
批
判
な
ど
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
類
を
滅

ぼ
す
力
を
持
つ
兵
器
を
、
文
明
を
発
達
さ
せ
た
結
果
生
み
出
す
に
至
っ

た
今
日
こ
そ
、
そ
の
こ
と
ば
の
重
さ
に
だ
れ
も
が
瞠ど

う
も
く目
さ
せ
ら
れ
よ
う
。

無
論
、
地
球
環
境
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
こ
こ
に
は
な
い
が
、

『
老
子
』
の
逆
説
的
論
理
に
は
、我
々
の
文
明
の
発
達
が
引
き
起
こ
す
大

惨
事
に
対
し
て
予
言
的
な
意
味
す
ら
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

道
家
の
思
想
の
展
開

後
漢
に
本
格
的
に
流
入
し
た
仏
教
は
、
南
北
朝
期
以
降
、
統
治
の
場

に
お
い
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。こ
れ
に
刺
激
を
受
け
た
在
来
の
民
間

信
仰
は
、
仏
教
と
交
流
し
つ
つ
徐
々
に
整
備
さ
れ
、
道
教
と
し
て
仏
教
と

並
立
し
、儒
教
を
圧
倒
す
る
時
代
も
少
な
か
ら
ず
現
出
し
た
。
道
教
の
成

立
と
と
も
に
、
老
子
は
早
く
か
ら
太
上
老
君
と
し
て
神
格
化
さ
れ
、『
老

子
』
の
書
は
、そ
の
教
学
に
お
け
る
根
本
経
典
と
な
っ
た
。
や
が
て
『
荘

子
』『
列
子
』
も
そ
れ
に
続
い
た
。
王
朝
時
代
の
後
も
、
道
教
と
そ
れ
を

形
成
し
た
思
想
と
は
、
儒
・
仏
と
交
流
し
つ
つ
民
間
で
流
布
し
続
け
た
。

既
成
の
価
値
観
か
ら
超
越
、
そ
し
て
万
物
斉
同
を
説
く
『
荘
子
』
の
思

想
は
、
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
わ
が
国
の
文
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

庭
園
・
家
屋
か
ら
太
極
拳
を
は
じ
め
と
す
る
体
操
・
漢
方
薬
に
至
る

ま
で
、
大
い
な
る
自
然
と
と
も
に
生
き
る
と
い
う
価
値
観
は
、
今
な
お

東
ア
ジ
ア
に
満
ち
て
い
る
。
こ
れ
が
、
近
代
合
理
主
義
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
目
さ
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
学
習
者

に
気
づ
か
せ
て
い
く
こ
と
も
、
思
想
分
野
の
学
習
を
活
性
化
さ
せ
、
楽

し
い
も
の
と
さ
せ
る
一
手
と
な
ろ
う
。

た
き
　
や
す
ひ
で　

清
泉
女
学
院
中
学
高
等
学
校
（
神
奈
川
県
）
教
諭
。
日

中
の
古
典
学
、
特
に
江
戸
期
の
漢
文
学
に
関
す
る
研
究
を
専
攻
。
論
文
に

〈
齋
藤
拙
堂
「
梅
渓
遊
記
」
と
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
〉（『
漢
文
学
解
釈
与
研

究
』）
第
十
輯
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
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