
　

■
構
造
不
況
と
Ｉ
Ｔ

　

厳
し
い
不
況
で
あ
る
。
仕
事
が
ら
全
国
を
飛
び
回

る
機
会
が
多
く
、
そ
の
厳
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。

生
き
る
か
死
ぬ
か
の
厳
し
い
経
営
環
境
の
時
こ
そ
、

Ｉ
Ｔ
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
か
を
、
経
営
者
の

方
々
は
一
番
知
り
た
い
の
だ
と
思
う
。
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ぶ
こ
と
が
適
切
か
ど
う

か
迷
っ
た
が
、
あ
え
て
取
り
上
げ
て
「
こ
の
構
造
不

況
の
克
服
と
Ｉ
Ｔ
と
の
関
連
性
」を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
不
況
の
性
格
で
あ
る
。
バ
ブ
ル
の
後

遺
症
を
顕
在
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
日
本
で
は
九
○

年
代
の
十
年
間
、
約
百
兆
円
の
財
政
支
出
を
行
い
一

％
程
度
の
成
長
を
維
持
さ
せ
て
き
た
。
皆
が
、
対
処

療
法
を
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、
経
済
が
立
ち
直
り
健

康
体
に
な
る
も
の
と
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実

は
そ
れ
ほ
ど
軽
度
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。そ
し
て
、

最
近
の
「
国
債
の
格
下
げ
」
が
国
際
的
な
診
断
と
し

て
下
さ
れ
、
も
は
や
自
己
診
断
に
よ
る 
曖
昧 
な
対
処

あ
い
ま
い

療
法
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
国
際
的
に
宣
言
さ
れ

た
。
国
会
で
は
、
小
泉
内
閣
の
構
造
改
革
に
対
抗
す

る
勢
力
が
あ
る
。
ど
の
政
権
が
立
と
う
と
も
、
こ
う

し
た
国
際
的
な
評
価
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
多
少
の
妥
協
は
伴
う
に
し
て
も
構
造
改
革
は
継

続
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、

今
回
の
不
況
は
決
し
て
短
期
的
な
も
の
で
は
な
く
、

失
業
な
ど
の
痛
み
を
伴
う
構
造
的
・
長
期
的
な
不
況

と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
う
。

　

欧
米
で
も
、二
十
年
前
の
英
国
、十
年
前
の
米
国
で

は
、
同
様
な
構
造
改
革
が
行
わ
れ
た
。
欧
米
各
国
の

構
造
的
な
改
革
で
何
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た

か
を
見
直
し
て
み
る
と
、
今
後
の
日
本
の
中
小
企
業

が
対
応
す
べ
き
方
向
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
欧
米
の
構
造
改
革
後
の

十
年
で
何
が
起
こ
っ
た
か
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

■
今
後
十
年
間
の
性
格
と
方
向
性

　
「
中
産
階
級
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
平
均
的
な
国

民
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　

米
国
で
は
、
九
○
年
代
「
中
産
階
級
（
平
均
的
な

米
国
人
）
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
き
た
シ
ア
ー
ズ
・

ロ
ー
バ
ッ
ク
の
よ
う
な
デ
パ
ー
ト
が
ダ
メ
に
な
っ
て

い
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
も
、
今
後
平
均

的
な
ユ
ー
ザ
ー
を
対
象
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
が
ダ
メ
に

な
っ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
。
中
途
半
端
な
業
態
や

仕
事
は
こ
と
ご
と
く
ダ
メ
に
な
り
、
ユ
ー
ザ
ー
を
絞

り
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
つ
か
み
、
明
確
な
コ
ン

セ
プ
ト
を
打
ち
出
せ
る
企
業
だ
け
が
生
き
残
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。「
自
分
の
企
業
と
は
何
か
？
」。
こ

の
時
期
に
こ
そ
、
こ
の
問
い
を
改
め
て
自
問
し
て
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
製
造
業
の
空
洞
化
」
が
、
日
本
で
も
急
激
に
起

こ
っ
て
い
る
。
特
に
、
中
国
へ
の
生
産
拠
点
の
シ
フ

ト
が 
凄 
ま
じ
い
。
ユ
ニ
ク
ロ
と
の
戦
い
は
、
企
業
間

す
さ
ま

の
戦
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
中
国
と
日
本
の
製

造
業
の
戦
い
だ
と
言
え
る
。
今
後
と
も
、
生
産
拠
点

の
シ
フ
ト
は
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
生

産
拠
点
の
シ
フ
ト
は
、
お
の
ず
と
従
来
の
「
系
列
取

引
」
を
着
実
に
希
薄
化
さ
せ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
は
、
今
ま
で
の
親
会
社
に

依
存
し
た
経
営
は
許
さ
れ
ず
自
立
の
道
を
模
索
し
て

い
く
必
要
に
迫
ら
れ
よ
う
。

　

今
後
日
本
の
製
造
業
は
、
単
に
中
国
に
打
ち
勝
つ

た
め
の
効
率
化
や
コ
ス
ト
削
減
を
行
う
の
み
に
と
ど

ま
ら
ず
、
付
加
価
値
の
高
い
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
を
見

出
さ
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
。
効
率
化
や
コ
ス
ト

削
減
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
改
善
だ
け
で
は
な
く
、
ビ
ジ

ネ
ス
自
体
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
規
制
緩
和
」
が
必
ず
実
施
さ
れ
る
。「
規
制
」
は
、

競
争
力
の
弱
い
中
小
企
業
を
保
護
す
る
た
め
に
存
在
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し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
規
制
緩
和
は
一
部

に
は
中
小
企
業
の
脅
威
に
な
る
面
も
あ
る
。し
か
し
、

「
郵
政
の
民
営
化
」の
よ
う
に
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
規
制

緩
和
は
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
チ
ャ
ン
ス

に
な
る
。

　
「
購
買
カ
ル
テ
ル
？
」。
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
連
携

し
、
ネ
ッ
ト
で
鋼
材
や
資
材
を
共
同
購
入
す
る
事
例

が
増
え
て
い
る
。
従
来
の
経
済
学
や
法
学
で
は
、
販

売
面
で
の
カ
ル
テ
ル
を
禁
止
す
る
考
え
方
は
存
在
し

た
が
、
購
買
面
で
の
大
企
業
の
提
携
を
禁
じ
る
考
え

方
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
購
買
面
で
の

カ
ル
テ
ル
が
公
然
と
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

中
小
企
業
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
規
模
の
拡
大
を
行

な
う
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
。
Ｉ
Ｔ
を
生
か
し
て
、

中
小
企
業
同
士
が
連
携
し
、
規
模
の
利
益
を
得
て
生

き
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
「
ビ
リ
ッ
ク
＆
モ
ル
タ
ル
」。
米
国
Ｉ
Ｔ
業
界
の
中

で
、
レ
ン
ガ
や
モ
ル
タ
ル
で
で
き
た
従
来
型
の
店
舗

や
産
業
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
米
国
で

は
、
九
○
年
代
後
半
に
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
莫
大
な

投
資
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
成
功
し
た
の

は
従
来
型
の
産
業
が
従
来
の
店
舗
と
Ｉ
Ｔ
を
併
用
し

て
う
ま
く
活
用
し
た
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。
ベ
ン
チ
ャ
ー

投
資
が
華
や
か
だ
っ
た
時
は
、
従
来
型
の
産
業
が
Ｉ

Ｔ
を
活
用
し
た
企
業
に 
淘  
汰 
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て

と
う 

た

い
た
が
、
む
し
ろ
消
滅
し
た
の
は
Ｉ
Ｔ
だ
け
に
頼
っ

た
企
業
だ
っ
た
。

　

今
、
中
小
企
業
は
、
Ｉ
Ｔ
産
業
や
大
企
業
が
で
き

な
い
中
小
企
業
の
存
在
意
義
を
見
直
す
こ
と
だ
。

　

■
商
売
の
原
点
を
見
つ
め
直
す

　

不
況
や
Ｉ
Ｔ
の
脅
威
に 
怯 
え
る
だ
け
で
は
な
く
、

お
び

中
小
企
業
経
営
者
が
今
行
う
べ
き
こ
と
は
、
商
売
の

原
点
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。「
誰
が
顧
客
で
あ
り
、

そ
の
顧
客
に
今
ま
で
何
を
提
供
し
て
き
た
か
ら
、
生

き
残
れ
て
き
た
の
か
」「
大
企
業
が
で
き
な
い
か
ら
こ

そ
、中
小
企
業
が
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
何
な
の
か
」。こ
れ
ら
の
自
問
を
行
う
こ
と
が

経
営
者
の
仕
事
で
あ
り
出
発
点
だ
。

　

社
内
や
同
業
者
だ
け
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
で

き
れ
ば
今
ま
で
関
係
の
な
か
っ
た
よ
う
な
他
業
界
や

専
門
家
を
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
の
専
門
家
は
、
Ｉ
Ｔ
の
専
門
家
よ
り
は

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
専
門
家
の
方
が
良
い
と
思
う
。

　

あ
る
大
手
家
電
メ
ー
カ
ー
の
幹
部
は「
大
企
業
は
、

正
直
言
う
と
商
品
を
末
端
の
消
費
者
に
売
る
ノ
ウ
ハ

ウ
が
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
大
企
業
は
、 莫
大 
な
開

ば
く
だ
い

発
費
を
使
っ
て
新
し
い
商
品
を
生
み
出
し
た
り
、
莫

大
な
広
告
費
を
使
っ
て
マ
ー
ケ
ィ
ン
グ
を
す
る
こ
と

は
う
ま
い
が
、
一
人
ひ
と
り
の
消
費
者
の
真
の
ニ
ー

ズ
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
は
効
率
も
悪
く
、
決
し
て

得
意
で
は
な
い
。
中
小
企
業
に
は
必
ず
存
在
意
義
が

あ
る
。

　

し
か
し
、
大
企
業
は
従
来
自
分
た
ち
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
、
従
来
非
効
率
で
あ
っ
た
た
め
自
分
た

ち
が
進
出
す
る
市
場
で
は
な
い
と
考
え
て
き
た
分
野

に
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
て
参
入
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
中
小
企
業
の
存
在
意
義
と
大

企
業
の
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
弱
み
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
戦
略
と
の
戦
い
の
時
代
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
大
企
業
が
最
も
弱
い
分
野
は
、

中
小
企
業
が
持
っ
て
い
る
末
端
の
顧
客
情
報
で
あ

り
、
こ
の
情
報
の
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
は
、
大
企
業
に
個
人
情
報
を
収

集
す
る
機
会
を
提
供
す
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、

数
百
万
冊
の
本
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
Ｉ
Ｔ
は
今

ま
で
人
が
行
え
な
か
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
顧
客
が
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
受
容

す
る
か
と
い
う
人
と
Ｉ
Ｔ
の
サ
ー
ビ
ス
競
争
が
展
開

さ
れ
る
。

　

■
顧
客
を
見
直
し
把
握
す
る

　

し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
は
ま
ず
「
顧
客
の
見
直

し
と
把
握
」
を
徹
底
し
て
行
う
べ
き
だ
。
真
の
顧
客

の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る

サ
ー
ビ
ス
や
製
品
・
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
が
中
小

企
業
の
存
在
意
義
で
あ
り
役
割
な
の
だ
。
中
産
階
級

が
消
滅
し
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
し
て
い
る
が
故
に
、
中

小
企
業
に
と
っ
て
は
機
会
が
増
え
て
い
る
の
だ
。

　

首
都
圏
で
は
、車
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
行

け
な
い
よ
う
な
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
小
型
の
近
隣

型
ス
ー
パ
ー
を
中
小
小
売
店
が
業
態
開
発
し
挑
戦
し

始
め
た
。
こ
う
し
た
着
想
と
挑
戦
は
、
決
し
て
Ｉ
Ｔ

か
ら
生
ま
れ
な
い
。経
営
者
の
着
想
力
と
行
動
力
だ
。

　

大
企
業
は
、
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
て
顧
客
情
報
を
収
集

す
る
だ
ろ
う
が
、
多
様
化
し
た
ニ
ー
ズ
に
す
べ
て
対

応
で
き
な
い
こ
と
を
改
め
て
知
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

Ｉ
Ｔ
は
一
定
程
度
人
が
行
っ
て
き
た
サ
ー
ビ
ス
を
代

替
し
コ
ス
ト
を
落
と
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
完
全
に

人
に
代
替
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
そ
の 
隙 すき

 
間 
こ
そ
、
中
小
企
業
の
活
躍
の
場
で
あ
り
事
業
機
会

まな
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
業
界
も
「
顧
客
の

見
直
し
の
重
要
性
」
に
気
付
い
て
お
り
、
見
直
し
の

手
順
や
ソ
フ
ト
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
て
活
用
し
や
す

い
商
品
に
し
て
売
り
込
ん
で
い
る
。「
Ｃ
Ｒ
Ｍ
」（
顧

客
関
係
管
理
）
は
、
そ
の
代
名
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、

経
営
者
が
こ
う
し
た
Ｉ
Ｔ
業
界
が
売
り
込
む
商
品

に
、何
か
玉
手
箱
の
よ
う
に
飛
び
つ
く
こ
と
が
、Ｉ
Ｔ

の
過
剰
投
資
に
な
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

経
営
者
は
、「
商
売
の
原
点
、原
点
で
あ
る
顧
客
」を

見
直
す
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し
、
自
ら
原

点
に
立
ち
返
っ
て
自
問
自
答
す
る
こ
と
が
、
現
在
の

構
造
不
況
を
克
服
す
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
。
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