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研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
労
働
市
場
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
　
　
橋
　
　
孝
　
　
行

　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
ケ
イ
ン
ズ
解
釈
に
は
大
き
な
誤
り
が
あ
る
か
ら
、
真
の
解
釈
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
気
運
が
ス
タ
グ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
出
現
を
契
機
に
高
ま
り
、
多
く
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
賃
金
の
硬
直
性
」
、

「
消
費
関
数
」
、
「
投
資
関
数
」
、
「
投
資
の
利
子
弾
力
性
」
、
「
貨
幣
」
、
「
流
動
性
の
ワ
ナ
」
等
が
『
一
般
理
論
』
で
演
じ
て
い
る
役
割

に
つ
い
て
、
依
然
と
し
て
意
見
の
不
一
致
が
継
続
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
を
解
釈
す
る

と
い
う
こ
と
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
問
題
に
挑
戦
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
、
特

に
労
働
市
場
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
議
論
を
進
め
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
『
一
般
理
論
』
の
第
二
章
で
古
典
派
雇
用
理
論
の
説
明
と
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
第
二
節
で
は
、
彼
が
説
く
古
典
派
雇
用
理
論
に
触
れ
、
次
に
第
三
節
で
は
、
古
典
派
雇
用
理
論
に
対
す
る
抗
議
（
そ
の
抗
議
は
二
つ



あ
る
）
及
び
そ
の
抗
議
に
関
す
る
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
考
え
方
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
。
第
四
節
で
は
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
、

ブ
レ
ン
ナ
ー
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
等
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
非
自
発
的
失
業
」
に
触
れ
、
最
後
に
、
貨
幣
賃
金
の
「
硬
直
性
」
を
め
ぐ
る

問
題
を
議
論
し
て
本
稿
を
結
び
た
い
。

　
　
（
１
）
Ｊ
.
M
.
　
K
e
y
n
e
s
〔
６
〕

　
　
　
　
　
　
二
　
古
典
派
雇
用
理
論

　
ケ
イ
ン
ズ
に
ょ
る
と
、
古
典
派
雇
用
理
論
を
支
え
る
公
準
は
二
つ
あ
る
。

　
「
第
一
の
公
準
」
は
、
労
働
の
需
要
表
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
右
下
が
り
の
曲
線
に
ょ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
ズ

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
労
働
の
限
界
生
産
力
逓
減
の
法
則
を
前
提
に
し
て
、
実
質
賃
金
＝
労
働
の
限
界
生
産
力
と
い
う
企
業
の
利
潤

極
大
の
条
件
か
ら
導
か
れ
る
公
準
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
「
第
一
の
公
準
」
に
つ
い
て
は
承
認
す
る
。

　
「
第
二
の
公
準
」
は
、
労
働
の
供
給
表
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
右
上
が
り
の
曲
線
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
ズ

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
労
働
の
限
界
苦
痛
逓
増
の
法
則
を
前
提
に
し
て
実
質
賃
金
＝
労
働
の
限
界
苦
痛
と
い
う
労
働
者
の
行
動
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

導
か
れ
る
公
準
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
ン
に
従
う
と
、
「
第
二
の
公
準
」
は
少
な
く
と
も
次
の
五
つ
の
想
定
に

依
存
し
て
い
る
。

①
労
働
は
も
と
も
と
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

②
余
分
の
労
働
は
時
間
を
増
す
ご
と
に
苦
痛
の
度
合
が
大
き
く
な
る
。

⑩
賃
金
は
そ
れ
に
よ
っ
て
購
入
す
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
快
楽
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
。
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④
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
の
付
加
分
一
ド
ル
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
は
次
第
に
減
少
す
る
。

⑤
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
が
労
働
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
労
働
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
賃
金
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
（
＝
賃
金

　
の
効
用
）
が
、
労
働
の
付
加
分
が
も
た
ら
す
苦
痛
（
＝
労
働
の
限
界
不
効
用
）
を
と
え
る
場
合
で
あ
る
。

　
以
上
を
前
提
と
す
る
と
、
労
働
者
は
賃
金
の
効
用
が
労
働
の
限
界
不
効
用
に
等
し
い
点
で
最
大
の
快
楽
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
「
第
二
の
公
準
」
は
、
労
働
者
は
自
ら
快
楽
を
最
大
に
す
る
よ
う
に
労
働
の
供
給
景
を
調
整
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
こ
の
「
第
二
の
公
準
」
を
承
認
し
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
既
述
し
た
二
つ
の
公
準
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
労
働
市
場
に
お
い
て
均
衡
が
成
立
す
る
と
い
う
結
果
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
質
賃
金
が
十
分
伸
縮
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
動
を
通
じ
て
労
働
需
給
が
調
整
さ
れ
、
両
者
が
一
致
し

た
点
に
お
い
て
実
質
賃
金
と
雇
用
量
と
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
与
え
ら
れ
る
雇
用
量
は
、
そ
の
と
き
の
実
質

賃
金
の
も
と
に
お
い
て
働
こ
う
と
思
う
人
々
が
こ
と
ご
と
く
雇
わ
れ
て
い
る
（
「
第
二
の
公
準
」
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
と
い
う

意
味
で
、
完
全
雇
用
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
完
全
雇
用
の
想
定
は
、
も
ち
ろ
ん
、
失
業
の
存
在
を

排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
「
自
発
的
失
業
」
や
「
摩
擦
的
失
業
」
が
、
古
典
派
の
完
全
雇
用
の
想
定
と
両
立
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
自
発
的
失
業
は
、
「
一
単
位
の
労
働
が
、
法
制
と
か
、
社
会
的
慣
行
と
か
、
団
体
交
渉
の
た
め
の

団
結
と
か
…
…
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
労
働
の
限
界
生
産
力
に
帰
せ
ら
る
べ
き
生
産
物
の
価
値
に
相
応
す
る
報
酬
を
受
容
れ
る
こ
と

を
拒
否
…
…
す
る
こ
と
に
よ
る
失
業
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
労
働
組
合
は
、
均
衡
水
準
を
上
回
る
賃
金
の
引
き
上
げ
に
成
功

し
た
な
ら
ば
、
失
業
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
失
業
は
自
発
的
失
業
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ

は
、
こ
れ
が
古
典
派
経
済
学
者
に
ょ
っ
て
与
え
ら
れ
る
不
況
期
の
失
業
の
説
明
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
第
一
ｌ
一



－28－

図
と
第
一
ｌ
二
図
を
使
っ
て
、
古
典
派
雇
用
理
論
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
第
一
－
一
図
に
お
い
て
雇
用
水
準
は
、
労
働
需
要
曲
線
と
労
働
供
給
曲
線
の

交
点
で
決
定
さ
れ
る
。
第
一
ー
二
図
は
、
団
体
交
渉
が
ど
の
よ
う
に
し
て
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ
／

の
中
へ
組
み
込
ま
れ
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。
労
働
者
は
最
低
実
質
質
金
玉
？

を
要
求
し
、
そ
の
結
果
雇
用
は
篤
だ
け
と
な
る
。
占
線
の
匹
は
、
団
体
交
渉
が

存
在
し
な
い
場
合
の
労
働
供
給
曲
線
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
・
な
状
態
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ

お
い
て
づ
用
水
準
は
、
凰
よ
り
も
大
き
い
篤
と
な
る
・
実
質
賃
金
漆
の
状
態

下
で
は
ニ
だ
け
労
働
量
が
過
剰
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
所
与
の
実
質

　
　
　
罵

賃
金
の
状
態
下
で
は
労
働
需
要
曲
線
の
右
方
へ
の
動
き
に
よ
っ
て
解
消
す
る
。

か
く
し
て
、
労
働
供
給
曲
線
が
四
か
ら
匹
へ
と
変
化
し
た
と
き
、
団
体
交
渉
が

分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
攻
撃
す
る
古
典
派
理
論

の
失
業
の
説
明
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
根
岸
隆
〔
９
〕
は
、
ケ
イ
ン
ズ
と
違
っ
て
、
古
典
派
の
「
第
一
の
公
準
」

　
　
　
　
　
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
な
ぜ

　
　
　
　
　
な
ら
、
「
第
一
の
公
準
」
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
失
業
は
存
在
す
る
が
過
剰

　
　
　
　
　
生
産
能
力
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
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三
　
ケ
イ
ン
ズ
の
古
典
派
雇
用
理
論
に
対
す
る
二
つ
の
抗
議

　
前
節
で
述
べ
た
古
典
派
雇
用
理
論
に
対
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
第
一
の
抗
議
―
理
論
的
に
根
本
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
Ｉ
は
、
「
第
二

の
公
準
」
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
実
質
賃
金
が
高
い
と
か
低
い
と
か
に
ょ
っ
て
労
働
者
は
働
く
か
ど
う
か
を
決
意
す
る

も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
実
質
賃
金
の
み
な
ら
ず
貨
幣
賃
金
の
変
化
に
関
心
か
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
物
価
水

準
が
一
定
で
貨
幣
賃
金
の
低
下
に
ょ
り
実
質
賃
金
が
低
下
す
る
場
合
と
、
貨
幣
賃
金
が
一
定
で
物
価
上
昇
に
よ
り
実
質
賃
金
が
低
下

す
る
場
合
と
で
は
労
働
供
給
量
が
異
な
る
、
と
い
う
・
ふ
う
・
に
考
え
て
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
労
働
供
給
は
実
質
賃
金
だ

け
の
関
数
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
た
が
っ
て
古
典
派
の
議
論
は
、
完
全
に
崩
壊
し
、
現
実
の
雇
用
量
が
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
ま
っ
た
く
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

　
議
論
さ
れ
る
べ
き
次
の
問
題
は
、
何
故
労
働
者
は
最
低
実
質
賃
金
で
は
な
く
、
最
低
貨
幣
賃
金
を
要
求
す
る
と
い
う
よ
う
・
な
不
合

理
と
も
み
え
る
行
動
を
と
る
の
か
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
多
く
の
経
済
学
者
は
、
労
働
者
は
「
貨
幣
錯
覚
」
を
被
る
か
ら
こ
の
よ
う

な
不
合
理
と
も
み
え
る
行
動
を
と
る
、
と
い
う
ふ
う
・
に
説
明
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
ょ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
「
一
見
し
た
ほ
ど

論
理
に
合
わ
な
い
こ
と
は
な
い
。
」
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
賃
金
の
引
き
下



げ
は
他
の
労
働
者
に
比
し
て
の
引
き
下
げ
に
な
る
お
そ
れ
か
お
る
か
ら
抗
争
す
る
が
、
物
価
上
昇
に
よ
る
実
質
賃
金
の
下
落
は
す
べ

て
の
労
働
者
に
あ
て
は
ま
る
か
ら
反
対
し
な
い
と
い
う
・
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
消
費
関
数
論
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
は
相
対

所
得
仮
説
を
と
ら
な
い
の
に
労
働
供
給
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
よ
る
と
い
う
・
の
は
一
貫
性
が
な
い
、
と
す
る
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の

議
論
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
古
典
派
雇
用
理
論
に
対
す
る
第
一
の
抗
議
を
議
論
す
る
と
き
、
彼
は
、
労

働
者
は
よ
り
よ
い
仕
事
を
見
つ
け
る
た
め
に
失
業
す
る
、
と
い
う
職
捜
し
の
理
論
に
基
づ
い
て
ケ
イ
ン
ズ
を
解
釈
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
、
こ
う
い
う
可
能
性
に

ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
労
働
者
が
最
低
実
質
賃
金
で
は
な
く
最
低
貨
幣
賃
金
を
要
求
し
て
い
る

な
ら
ば
、
古
典
派
の
フ
レ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
を
用
い
て
労
働
市
場
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
議
論
し
た
の
で
あ

る
。

　
第
二
の
抗
議
は
、
第
一
－
一
図
で
描
写
し
た
均
衡
理
論
に
関
連
し
て
お
り
、
第
一
の
抗
議
よ
り
は
理
論
的
に
根
本
的
な
も
の
で
あ

る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
・
に
、
労
働
者
は
彼
ら
の
実
質
賃
金
を
労
働
の
限
界
不
効
用
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
市
場
が
ク
リ
ア
ー
す
る
と
し
て
い
る
古
典
派
理
論
の
仮
定
は
正
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
す

る
。
何
故
、
労
働
市
場
は
ク
リ
ア
ー
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
生
産
物
市
場
に
お
い
て
、
価
格
が
均
衡
価
格
を
上
回
る
な
ら
ば
、
供
給
者
が
供
給
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
量
は
需
要
者
が
需
要
し

た
い
量
を
超
過
す
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
価
格
の
低
落
を
予
想
す
る
し
、
逆
に
、
価
格
が
均
衡
価
格
以
下
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
価
格
の
上
昇
を
予
想
す
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
即
時
的
に
発
生
す
る
な
ら
ば
、
価
格
は
均
衡
価
格
に
む
か
っ
て
い
く
。
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し
た
が
っ
て
価
格
が
均
衡
値
に
む
か
っ
。
て
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
動
か
な
い
場
合
に
の
み
、
持
続
的
な
不
均
衡
が
発

生
す
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
、
労
働
市
場
で
の
賃
金
の
硬
直
性
が
持
続
的
な
失
業
の
原
因
に
な
る
と
い
う
議
論

を
も
た
ら
す
。
こ
れ
以
外
に
市
場
が
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
市
場
が
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
単
純
に
、
価
格
が
供
給
関
数
や
需
要
関
数
の
変
数
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ

よ
う
に
、
労
働
市
場
の
方
も
考
え
て
み
る
。
つ
ま
り
労
働
市
場
が
不
均
衡
の
と
き
、
そ
の
市
場
の
価
格
で
あ
る
実
質
賃
金
が
不
均
衡

を
調
整
す
る
要
因
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
か
。
こ
の
場
合
、
実
質
賃
金
に
代
わ
っ
て
、
貨
幣
賃
金
が
不
均
衡

を
調
整
す
る
要
因
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
均
衡
が
回
復
す
る
に
は
、
実
質
賃
金
が
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
起

る
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
れ
は
起
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
貨
幣
賃
金
の
低
下
は
、
他
の
要
素
価
格
つ
ま
り
他

の
要
素
費
用
を
二
定
と
す
る
場
合
、
企
業
の
限
界
費
用
を
引
き
下
げ
、
そ
れ
と
同
じ
割
合
で
生
産
物
の
価
格
を
引
き
下
げ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
貨
幣
賃
金
の
変
化
は
、
実
質
賃
金
の
調
整
を
通
じ
な
い
の
で
、
労
働
市
場
は
ク
リ
ア
ー
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
前
述
の
問
題
に
関
し
特
に
次
の
二
点
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
労
働
市
場
が
ク
リ
ア
ー
し
な
い
と
い
う
問
題
は
、

貨
幣
賃
金
が
価
格
と
同
じ
程
度
に
変
化
し
て
実
質
賃
金
が
一
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
貨
幣
賃
金
の
調
整
が
完

全
雇
用
均
衡
を
回
復
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
実
質
賃
金
の
調
整
を
生
み
だ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
『
一
般
理
論
』

の
第
二
章
の
貨
幣
賃
金
の
変
化
に
関
す
る
議
論
と
第
十
九
章
の
そ
れ
に
関
す
る
議
論
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
主
と
し
て
古
典
派
雇
用
理
論
に
対
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
抗
議
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
他
方
、
後
者
は
、
貨
幣
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賃
金
の
変
化
が
経
済
全
体
の
産
出
量
や
雇
用
量
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
問
題
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ケ
イ
ン
ズ
自

身
の
理
論
を
適
用
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
は
、
既
述
の
古
典
派
雇
用
理
論
を
拒
絶
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
上
の
根
本
的
理
由
を
、
次
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
。

　
　
「
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
生
産
者
と
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
労
働
者
の
双
方
が
同
意
し
う
る
よ
う
な
、
労
働
サ
ー
ビ
ス
と
財
と
の
物
々

交
換
が
可
能
性
と
し
て
存
在
し
う
る
と
い
う
事
実
は
、
シ
ス
テ
ム
の
動
き
に
対
し
て
な
ん
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
支
払
手
段

に
依
存
す
る
経
済
に
お
い
て
は
、
労
働
の
超
過
供
給
に
対
応
す
る
賃
金
財
に
対
す
る
超
過
需
要
は
「
ノ
ー
シ
ョ
ナ
ル
（
観
念
的
）
Ｌ
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
雇
用
者
に
対
し
、
産
出
量
の
有
効
需
要
と
し
て
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
生

ず
る
悲
惨
さ
は
す
べ
て
が
「
非
自
発
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ｌ
グ
ッ
ド
は
不
均
衡
の
意
味
を

間
違
え
て
い
る
。
ノ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
需
要
と
有
効
需
要
と
が
異
な
る
と
い
う
の
が
不
均
衡
の
意
味
で
あ
り
、
労
働
の
超
過
供
給
が
賃

金
財
の
超
過
需
要
に
対
応
す
る
と
い
う
事
実
は
、
物
々
交
換
経
済
に
お
い
て
も
貨
幣
経
済
に
お
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
の
動
き
に
つ
い

て
わ
れ
わ
れ
に
な
に
も
伝
え
て
く
れ
な
い
。
第
二
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
古
典
派
に
抗
議
す
る
議
論
に
お
い
て
、
賃
金
財
に
対
す
る
有

効
需
要
を
述
べ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
関
心
は
、
実
質
賃
金
に
よ
る
適
切
な
調
整
が
導
か
れ
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
合
理
的
期
待
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
賃
金
が
二
定
で
物
価
が
上
昇
し
た
と
き
、
個
人
が
労
働
供
給
を
増
や
し
た
場
合
、
彼
ら
は
だ
ま

　
　
　
　
　
さ
れ
、
非
極
大
化
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
２
）
J
.

M
.
K
e
y
n
e
s
〔
６
〕
（
邦
訳
一
一
頁
）
。



　
　
　
　
　
　
四
　
非
自
発
的
失
業

　
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
労
働
市
場
は
ク
リ
ア
ー
し
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
失
業
が
発

生
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
自
発
的
失
業
、
非
自
発
的
失
業
等
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
問
題
と
し
て
い
る
失
業
は
も
ち
ろ
ん

非
自
発
的
失
業
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
失
業
を
次
の
よ
う
・
に
定
義
す
る
。

　
　
「
も
し
、
賃
金
財
の
価
格
が
貨
幣
賃
金
に
比
し
て
わ
ず
か
に
騰
貴
し
た
場
合
に
、
そ
の
時
の
貨
幣
賃
金
で
働
こ
う
と
欲
す
る
総
労

働
供
給
と
、
そ
の
賃
金
で
雇
お
う
と
す
る
総
労
働
需
要
と
が
と
も
に
、
現
存
雇
用
量
よ
り
も
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
は
現
に
非
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

発
的
に
失
業
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

　
レ
イ
ヨ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
は
、
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
次
の
二
点
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
田
　
こ
の
定
義
は
非
自
発
的
失
業
の
存
在
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
の
一
種
の
思
考
実
験
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
の
限

　
界
生
産
物
が
実
質
賃
金
と
等
し
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
労
働
を
雇
用
す
る
と
い
う
行
動
以
外
の
行
動
を
、
生
産
者
が
と
る
な
ら
ば
、

　
彼
ら
の
「
決
意
」
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
雇
用
は
ケ
イ
ン
ズ
の
意
味
に
お
け
る
「
非
自
発
的
」
と
は
な
ら
な
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い
。
そ
し
て
、
労
働
者
も
再
雇
用
さ
れ
る
た
め
に
は
実
質
賃
金
引
き
下
げ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
が
テ
ス
ト
さ
れ

　
る
。

　
②
　
テ
ス
ト
は
実
質
賃
金
の
引
き
下
げ
を
伴
う
。
労
働
者
は
（
物
価
水
準
一
定
で
）
貨
幣
賃
金
の
引
き
下
げ
に
は
抗
争
す
る
が
、

　
　
（
貨
幣
賃
金
一
定
で
）
物
価
上
昇
に
よ
る
実
質
賃
金
の
引
き
下
げ
に
は
抗
争
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
と
も
み
え
る
労
働
者

　
の
行
動
は
、
貨
幣
錯
覚
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
く
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

　
は
…
・
：
相
互
に
関
連
し
あ
う
市
場
の
全
体
系
に
お
け
る
均
衡
化
の
傾
向
を
見
通
す
も
の
と
み
る
の
が
適
切
な
見
方
で
あ
る
。

　
印
の
叙
述
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
叙
述
は
、
収
益
極
大
化
の
観
点
か
ら
労
働
者
が
賃
金
引
き
下
げ
を

拒
否
し
失
業
を
選
ん
だ
場
合
、
こ
の
よ
う
な
原
因
で
発
生
す
る
失
業
は
自
発
的
失
業
で
は
な
く
非
自
発
的
失
業
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
含
意
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
労
働
雇
用
量
を
決
定
す
る
の
は
労
働
供
給
側
の
行
動
で
あ
る
か
ら
、
発
生
す
る
失

業
は
非
自
発
的
失
業
で
は
な
く
自
発
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
の
叙
述
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
「
第
一
の
公
準
」
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
生
産
物
市
場
は
、
不
合
理
と
も
み
え
る
労
働
者
の
行
動
と
は
関
係
な
く
、
ク
リ
ア
ー
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
不
合
理
と
も
み
え
る
労
働
者
の
行
動
は
、
相
互
に
関
連
し
あ
う
市
場
を
均
衡
に
導
く
の
で
は
な
く
、
労
働
市
場
を
均
衡
に
導

く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
に
よ
る
非
自
発
的
失
業
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
世
界
に
お
け
る
個
人
、
す
な
わ
ち
二
定
の
技
能
を
も
つ
個
人
が
、
同
等
の
技
能
を
も
っ
た
他
人
の
賃

金
よ
り
低
い
賃
金
で
何
故
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
「
不
公
平
」
で
あ
り
、
「
不
正
」
で
あ
る
。
も
し
、
正
義



と
か
公
正
と
か
い
う
ょ
う
な
概
念
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
非
自
発
的
失
業
の
定
義
が
明
白
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
雇
用
さ
れ
て

い
る
者
は
、
自
分
ら
が
現
在
得
て
い
る
実
質
賃
金
ょ
り
も
低
い
賃
金
で
だ
れ
か
が
職
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
い
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
彼
は
、
現
実
の
実
質
質
金
ょ
り
も
低
い
賃
金
が
提
示
さ
れ
て
、
そ
れ
を
受
げ
入
れ
な
い
な
ら
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
モ
デ
ル
に
お

い
て
非
自
発
的
に
失
業
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
が
取
り
扱
っ
て
い
る
失
業
は
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
労
働
雇
用
量
の
決
定
が

労
働
供
給
側
に
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
非
自
発
的
失
業
で
は
な
く
自
発
的
失
業
で
あ
ろ
う
・
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
も
率
直
に
認
め
る
よ
う
に
、
賃
金
財
の
価
格
が
貨
幣
賃
金
に
比
し
て
わ
ず
か
に
騰
貴
し
た
た
め
実
質
賃
金
が
下
が

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
ょ
う
・
な
失
業
は
す
べ
て
非
自
発
的
失
業
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ケ
イ
ン
ズ
の
非
自
発
的
失

業
の
定
義
の
正
し
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
五
　
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性

ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
「
第
一
の
公
準
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
や
貨
幣
の
需
給
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
利
子
率
が
決
ま
る
と
い
う
こ
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と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
産
物
市
場
も
貨
幣
市
場
も
ク
リ
ア
ー
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

労
働
市
場
は
ク
リ
ア
ー
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
イ
ン
ズ
は
労
働
市
場
に
特
別
な
注
意
を
払
う
。
労
働
市
場
が
ク
リ
ア
ー
し
な
い
原

因
は
、
一
般
に
、
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
は
、
労
働
組
合
の
存
在
や
最
低
賃
金
法
等
が

原
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
は
貨
幣
賃
金
の
非
伸
縮
性
を
説
明
す
る
の
に
、
ア
ル
キ
ャ
ン
の
職
捜
し
の
理
論
に
依
拠
す

る
。
貨
幣
賃
金
が
非
伸
縮
的
に
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
総
需
要
が
不
足
す
る
と
雇
用
者
は
賃
金
カ
ッ
ト
を
す
る

こ
と
を
望
む
ょ
う
に
な
り
、
彼
ら
の
幾
人
か
は
実
際
に
労
働
者
の
賃
金
の
引
き
下
げ
を
行
な
う
。
賃
金
を
引
き
下
げ
ら
れ
た
労
働
者

は
、
経
済
の
ど
こ
か
で
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
賃
金
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
も
っ
て
い
な
い
ゆ
え
、
労
働
者
は
失
業
を
選
択

し
、
他
の
職
を
捜
す
（
仕
事
を
捜
す
た
め
の
費
用
が
、
賃
金
引
き
下
げ
に
ょ
っ
て
被
る
費
用
よ
り
小
さ
い
と
き
、
労
働
者
は
失
業
を
選
択
す
る

が
、
逆
の
場
合
に
は
、
労
働
者
は
賃
金
の
引
き
下
げ
を
受
け
入
れ
る
）
。
こ
の
ょ
う
な
産
業
に
お
い
て
賃
金
が
低
下
す
る
範
囲
が
制
限
さ
れ

る
か
ら
、
貨
幣
賃
金
は
非
伸
縮
的
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
本
質
は
、
労
働
組
合
の
存
在
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
情
報
の
不
足
で
あ
る
。
こ
の
ょ
う
に
、
職
捜
し
の
理
論
は
貨
幣
賃
金
の
非
伸
縮
性
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

労
働
雇
用
量
を
決
定
す
る
の
は
労
働
を
供
給
す
る
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
説
明
す
る
失
業
は
完
全
に
自
発
的
失
業
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
分
析
し
て
い
く
た
め
に
、
職
捜
し
の
理
論
を
用
い
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
貨
幣
賃
金
が
非
伸
縮
的
と
な
り
労
働
市
場
が
ク
リ
ア
ー
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
職
捜
し
の

理
論
で
非
自
発
的
失
業
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
は
こ
の
ょ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
「
ア
ル
キ
ャ
ン
の
分
析
は
、
『
非
自
発
的
』
失
業
の
状
態
に
あ
る
個
人
の
行
動
の
説
明
に
完
全
に
適
用
可
能
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
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分
析
が
暗
に
意
味
す
る
指
定
価
格
の
初
期
に
お
け
る
「
非
伸
縮
性
」
は
、
実
際
、
こ
の
非
自
発
的
失
業
状
態
の
発
生
の
必
要
条
件
と

も
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
十
分
条
件
で
は
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
非
自
発
的
失
業
は
、
基
本
的
に
は
、
初
期
に
お
け
る
失
業
の

増
大
が
引
き
金
と
な
っ
て
も
た
ら
す
と
前
提
さ
れ
た
累
積
的
過
程
の
産
物
な
の
で
あ
る
」

　
し
か
し
、
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
場
合
、
問
題
は
交
換
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
原
因
で
労
働
市
場
も
生
産
物
市
場
も
ク
リ
ア
ー

し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
第
一
の
公
準
」
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
生
産
物
市
場
は
ク
リ
ア
ー
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
レ
イ
ョ
ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
ア
ブ
ロ
ー
チ
は
、

ケ
イ
ン
ズ
の
解
釈
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
の
主
題
に
関
す
る
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
に
つ
い
て
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
理
論
を
構
築
す
る
さ
い
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
を
仮
定
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
『
一
般
理
論
』
の
第
十
九
章

で
は
「
貨
幣
賃
金
の
変
化
」
と
い
う
見
出
し
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
貨
幣
賃
金
の
変
化
が
経
済
全
体
の
産
出
量
や
雇
用
量
に
い
か

な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
の
仮
定
と
矛
盾

す
る
。
パ
テ
ィ
ン
キ
ン
も
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
は
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
を
仮
定
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
『
も
し

　
『
一
般
理
論
』
が
貨
幣
賃
金
の
絶
対
的
な
硬
直
性
の
仮
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
『
一

般
理
論
』
の
お
告
げ
に
は
何
ら
新
し
さ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
硬
直
性
が
失
業
を
発
生
さ
せ
う
る
と
い
う

こ
と
は
、
古
典
派
経
済
学
の
常
識
だ
っ
た
か
ら
で
あ
に
。
」
「
賃
金
の
硬
直
性
は
、
分
析
上
の
仮
定
で
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
が
賃
金
の
伸

縮
性
か
ら
予
想
さ
れ
る
結
果
を
考
察
し
た
後
で
到
達
し
た
政
策
的
結
論
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
は
理
論
を
構
築
す
る
に
当
っ
て
、
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
を
仮
定
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
明
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白
で
あ
ろ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
貨
幣
賃
金
の
硬
直
性
を
仮
定
し
て
労
働
市
場
が
ク
リ
ア
ー
し
な
い
と
し
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と

労
働
市
場
は
ク
リ
ア
ー
し
な
い
と
想
定
し
た
上
で
、
貨
幣
賃
金
は
外
生
的
に
与
え
ら
れ
る
と
仮
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

貨
幣
賃
金
の
変
化
が
経
済
全
体
の
産
出
量
や
雇
用
量
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ケ
イ
ン
ズ
は
分
析
で
き
た

の
で
あ
る
。
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