
坦

温

R

S

置

毎

岡

市

-

局

費

行

事
沼
ヤ
ヶ
噌

Z
一
翼
題
調
十
沼
隼
と
局
司
臼

2
2何

六
五
団
信
事
六
局
ニ
ヤ
『
回
第
三
噂
嶋
彊
智

S
事
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替

市

簿

載

京
都
一
帝
園
大
串
経
済
皐
部
創
立
二
十
年
記
念
論
集

間
島
・
戸
町
・
神
戸
・
小
川
・
河
上
・
河
町
・
山
本
・
作
川
の
潟
ヘ
致
役
宵
像

記
念
設
理
マ
史
講
演
金
古
川
良

司
支
の
仕
介
的
情
城

完
全
議
見
の
問
週

昨
日
下
に
於
け
る
曲
一
「
一
主
計
芳
生
円

市
川
一
ー
や
す
ζ

川
崎
「
〉

-
J
J

H

J

R
バ
/
E
F

山
一
し
た
の
咋
肝
ぺ
ん
に
は
品
川
崎
か
川
町

十
千
ス
の
経
替
共
同
悼
の
川
弐
一
川
及
び
時
治
に
就
て

徳
川
時
代
の
経
州
統
制

信
用
刻
一
冶
と
汁
ハ
の
続
品
川
的
立
川
礎

金
全
国
制
紫
と
し
て
の
再
保
険

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

l
の
岡
氏
十
七
議

ロ
パ

1
ト
ソ
ン
の
物
限
切
勤
用
論

中
小
工
式
と
市
場

没
限
値
性
却
論
の
成
立

政
策
事
と
し
て
の
日
本
経
怖
感

i

日
本
経
枠
組
干
の
根
本
原
矧

経
済
製
部
二
十
年
そ
岡
山
側
し
て

経
唱
円
車
部
創
立
二
十
年
記
念
経
済
成
ア
命
日
大
命
日
記
事

A

果

報

外
聞
雑
誌
論
忍

法

準

博

士

文
岡
市
市
市
士

mm
神
間
間
博
士

明
日
清
挙
時
士

沼
市
片
山
手
と

紹

涛

事

士

畑
開
済
同
市
平
士

紹
済
問
晴
子
士

抑
制
併
事
士

澱
済
相
尚
子
士

純
済
問
団
中
土

経

済

翠

士

割
問
済
間
帯
士

締
済
措
博
士

線
持
率
博
士

額
済
同
市
平
博
士

川

湖

郎

古

川

保

民

八

木

芳

之

助

均

一

、

口

什

情

況

に

京

一

日

宇

川

賞

之

助

堀

江

保

古

川

中

谷

賀

佐

波

宣

卒

白

杉

庄

一

郎

青

山

秀

夫

問

杉

競

出

口

勇

蔵

谷

口

吉

彦

石

川

興

二

本

庄

恭

治

郎
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ナ
チ
λ

糎
普
共
同
世
の
理
論
及
び
構
詮
に
就
て

-t 
1¥. 

ナ
チ

の
経
瞥
共
同
瞳
の
理
論
及
び
構
造
に
就
て

A 

司I

血

l!;/] 

乏こ

) I1 

lま

し

カヨ

司、

ナ
チ
ス
革
命
は
民
族
共
同
鰐
(
〈
。
=
E同

gnEnz忌
)
の
建
設
を
目
指
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
刊
現
に
今
日
む
一
一
切
の
政
策
は
と

の
大
標
目
の
完
成
の
矯
め
に
む
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

乙
の
所
謂
民
族
共
同
慌
の
原
理
の
下
に
如
何
友
る
粧
品
川
鰐
制
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
か
、
換
言
す
れ
ば
従
来
の
個
人
主
義
的
経
済
構
制
が
如
何
に
媛
草
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
は
吾
人
の
最
も
興
味
を
惹
い
た
離
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
吾
人
の
屡
土
叫
勺
へ
た
る
如

f
V
従
来
の
粧
品
何
隈
制
を
根
本
的
に
唆
草
す
る
に
非
や
し
て
、
そ
れ
を
承
継
し
て
そ
の
上
で

彼
等
の
民
族
共
同
鰐
的
現
論
及
び
政
策
の
立
場
か
ら
之
を
統
制
し
或
は
改
革
し
て
ゆ
く
の
方
策
を
と
っ
た
の
で
る
る
。
従
っ
て
今
日

そ
れ
は
経
済
組
織
の
皐
位
で
あ
り
細
胞
(
N
O
]

宮
)
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
「
乍

も
依
然
と
し
て
企
業
的
た
経
替
の
形
式
は
脊
績
し
、

担十

ナ
チ
ス
政
策
に
よ
り
て
と
の
粧
品
宵
も
著
し
い
縫
化
を
遂
げ
た
。
そ
の
構
造
に
於
て
機
能
に
於
て
勝
又
枇
合
関
係
に
於
て
、
新
し

い
粧
品
百
は
奮
き
も
の
と
は
向
日
の
比
で
は
な
い
。
而
し
て
こ
の
務
質
せ
る
新
し
き
粧
品
凸
の
本
質
的
性
絡
は
民
族
共
同
鰐
に
奉
仕
す
べ

き
経
皆
共
同
韓

3
2
2
m
Z悶
2
2
5
E
E『
【
)
泣
り
と
い
ふ
貼
に
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
こ
の
新
し
き
粧
品
百
共
同
閣
の
理
論
及
び
構
成
を
明

に
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。ー

拙稿、ナチス主義と、経済的自己責任の原則、経済論叢、第四十六巻、第一
鋭、所載。
IL Schaafhausen， Die soziale Betri 位。pshitikin de::r deuf:sche:n Industrie vor 
und nach der nationalsozialistischeI】 Revolution.s. 49-
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既
に
港
ぺ
た
る
如
く
ナ
千
ス
政
策
の
最
高
日
擦
は
民
族
共
同
盟
百
の
建
立
?
あ
り
、
従
っ
て
仏
外
政
策
が
政
治
・
経
済
・
枇
舎
・
文
化

等
一
切
の
領
域
を
貫
い
て
ゐ
る
つ
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
自
由
主
義
文
化
や
制
度
が
こ
の
最
高
原
迎
に
よ
り
て
再
組
織
さ
れ
つ
L

あ

る
の
で
あ
る
。
今
之
を
経
済
政
策
の
み
に
就
で
み
る
も
、
先
づ
経
併
は
民
族
共
同
鱒
の
潟
の
経
済
で
あ
り
、
民
族
会
慌
に
奉
仕
す
ぺ

き
も
の
友
り
と
の
大
原
則
が
確
立
さ
れ
て
、
他
の
一
切
の
政
策
は
と
れ
が
系
と
な
り
で
あ
ら
は
る
L
。
古
恒
三
q
経
済
鰭
制
は
資
本
家
の

利
潤
追
及
を
極
軸
と
し
て
蓮
替
さ
れ
た
が
、
今
後
の
経
併
は
民
族
の
た
め
閣
家
の
た
め
に
逗
倍
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね
。

と
の
意
味
に
於

て
ナ
チ
ス
凋
泡
に
於
て
は
、
経
済
に
於
て
也
他
の
部
門
に
於
け
る
と
同
様
に
、

rz日
時
代
に
於
け
る
如
く
純
粋
に
私
的
な
或
は
個
人
的

た
領
域
は
な
く
し
て
、
何
れ
も
枇
曾
的
或
は
公
的
危
否
一
一
庶
趨
切
に
は
共
同
制
的
使
命
と
性
格
と
を
帯
ぷ
る
に
五
っ
た
の
で
あ
る
。

且
又
欝
苦
経
桝
は
資
本
と
か
利
潤
と
か
を
目
棋
と
す
る
い
は
U
物
財
の
絞
例
念
日
江
戸
町
一
1
0
3
7
3
3
戸
内
)
で
あ
っ
た
が
、

え

は
国
民
の
た
め
民
族
の
た
め
の
、
郎
ち
人
聞
の
経
済
(
ヨ
ミ
乙
戸
2
3
7
2
2
2
Z
E
こ
で
る
ら
ね
ば
友
ら
ぬ
と
な
さ
れ
る
。

ι
l
Fト
L

〉
川
内
叫
ん
也
I

十
和
正

f
d
f主
同
け

更
に
叉
蓄
時
代
に

於
て
は
資
本
家
と
努
働
者
と
の
利
害
の
封
立
の
震
に
経
済
枇
舎
は
階
級
組
織

(Egg-a225M)
を
結
成
し
、
階
級
の
闘
争
場
裡

(三子
ZFEz--d)
へ
蹄
向
し
た
る
の
み
な
ら
宇
、

と
化
し
て
ゐ
た
が
、
新
時
代
に
於
て
は
人
々
の
意
識
は
一
私
J

一
よ
り
も
一
吾
々
へ
」

経
済
に
託
さ
れ
た
る
岡
家
的
批
合
的
使
命
よ
り
し
て
も
内
部
分
裂
は
許
さ
れ
や
、
経
済
枇
舎
は
協
力
一
致
し
て
経
済
に
課
せ
ら
れ
た

る
園
家
的
民
族
的
責
務
を
全
う
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
従
つ
で
経
済
枇
舎
に
於
け
る
利
己
的
利
害
の
針
立
や
階
級
闘
争
は
道
義

的
・
政
策
的
に
解
消
せ
し
め
ら
る
ミ
。
そ
し
て
民
族
共
同
慌
の
部
分
枇
舎
と
し
て
の
経
済
枇
舎
も
亦
首
然
に
共
同
盟
と
し
て
建
設
せ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
な
っ
た
。
蒼
時
代
の
経
済
夢
は
個
人
主
義
的
経
済
活
動
か
ら
現
は
る
L
事
象
に
就
て
屡
h

自
然
法
則
を
云

司
均
し
た
が
、
民
族
政
策
の
立
場
か
ら
は
経
済
に
か
L

る
法
則
を
認
む
を
え
な
い
。
経
済
は
政
治
に
よ
り
て
左
右
さ
れ
る
。
経
済
時
代

ナ
チ
ス
額
融
官
共
同
挫
の
理
論
及
び
構
造
に
就
て

七
ブL

H. Schaafhamien. <l. a. O. S. 12. 
o. Mdnckmeier， Jahrbuch der natiort .. lh;o7jalisUschren ¥lVirtgchaft. S. 24 
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ナ
チ
ス
経
替
共
同
障
の
理
論
及
び
構
諸
に
就
て

i¥. 

O 

(。E
E
E
Z
-
M
O
N
O
-
E
Zる
か
ら
政
策
時
代

(
Y
-
Z
E
r
o
N
E
Z
F
Z
に
入
れ
る
今
日
経
済
政
策
や
理
論
も
亦
偲
統
に
拘
泥
す
る
と
と
友
〈

新
に
創
迭
さ
れ
ね
ば
た
ら
む
。
凡
そ
以
上
の
如
き
が
ナ
チ
ス
の
一
般
経
済
観
と
な
っ
て
来
た
。
か
o
A

る
経
済
視
の
礎
化
が
経
済
の
皐

位
・
細
胞
を
な
す
と
せ
ら
る
L
紅
皆
3
2
2
0
t
)

の
理
論
・
政
策
に
表
現
す
る
こ
と
は
蛍
然
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日

一

記
入
は
ナ
チ
ス
絞
桝
共
同
慨
を
説
明
す
る
に
先
立
ち
て
、
新
鶴
粧
枠
制
の
鑓
化
か
ら
生
ま
れ
た
新
古
粧
川
町
刊
槻
の
相
遣
を
明

κし
ょ

ぅ
。
奮
時
代
印
ち
個
人
主
義
的
自
由
主
義
の
時
代
に
於
け
る
粧
替
は
企
業
家
の
経
畿
で
あ
り
苅
資
本
蓄
積
或
は
利
潤
遺
出
の
た
め
の

技
術
的
接
世
(
〉
宮
E
Zる
で
あ
っ
丸
、
民
族
と
か
園
民
の
震
め
の
も
の
で
た
く
非
枇
曾
的

(BENE-)
友
も
の
で
あ
っ
た
。

而
し
て

そ
れ
は
自
己
或
は
利
己
目
的
の
た
め
の
濁
自
の
存
在
で
あ
っ
て
何
等
そ
れ
以
外
の
よ
り
高
き
目
的
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な

い
か
ら
、
従
っ
て
又
何
等
の
社
合
的
名
容
も
権
利
も
義
務
も
有
し
友
か
っ
た
。
経
皆
内
に
於
て
は
企
業
家
的
利
用
慣
他
(
百
m
m
E
E
N

せ
し
め
ら
れ
る
の
外
友
く
、

(
k
g
-
E
M
M
F
E
)
の
従
日
局
者
と
化
し
て
大
な
る
利
潤
獲
得
機
構
の
一
部
分
と
な
っ
て
ゐ
た
に
す
ぎ
ね
。
経
営
と
粧
台
と
が
如
何
に
阻
却

出
己

wr巴
時
)

が
規
準
と
た
り
人
々
は
そ
れ
を
規
準
と
す
る
機
構
に
趨
ム
口
(
巴
る
E
E
D
)

弊
働
者
は
持
働
手
段

し
ょ
う
が
そ
れ
は
粧
品
百
の
閥
知
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
企
業
家
は
牧
録
性
が
あ
れ
ば
労
働
者
を
雇
入
れ
る
が
そ
れ
が
友
い
と
み
れ
ば
之

を
枇
舎
に
放
り
出
し
て
も
敢
て
法
律
建
反
で
は
た
い
。
か
や
う
な
構
誌
が
基
本
を
た
す
枇
舎
は
い
は

r
自
然
枇
舎
で
あ
り
て
何
等
枇

舎
と
経
済
と
は
一
憾
の
開
係
を
友
さ
や
、
経
済
は
枇
舎
の
た
め
で
も
泣
く
枇
舎
は
そ
れ
自
身
の
売
め
の
経
済
を
も
た
友
か
っ
た
の
で

あ
る
。
法
律
に
於
て
も
公
法
・
訟
法
の
応
別
は
被
然
と
し
て
背
く
も
私
権
に
属
す
る
限
り
枇
舎
と
は
畑
一
蹴
係
に
之
を
行
使
せ
ら
れ
た
。

か
く
の
如
く
し
て
奮
時
代
の
経
営
は
個
人
的
利
径
の
た
め
に
や
む
を
え
や
結
ぼ
れ
た
る
社
合
同
友
る
が
故
広
、

そ
の
結
合
陀
は
何
等
の

O. Monckmeier， a. a. O. S. 22. 

O. Monckmeier， a. a. O. S. 30. 
I-I. Sch.aafuausen， a. a. O. S. 13. 
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内
的
結
合
或
は
内
的
指
導

(
E
Z
Z
E
E
E間
)
は
左
〈
外
的
結
合
或
は
外
的
指
導

3
5耳
目

E
-
Eロ
開
)
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
4

加
之
.

利
害
を
相
争
ふ
結
果
は
そ
れ
が
階
級
的
闘
争
に
ま
で
護
展
す
る
に
至
り
、
持
働
の
平
和
も
枇
舎
の
卒
和
も
止
へ
は
れ
て
、
民
族
枇
舎
は

内
部
的
に
分
裂
し
て
民
族
の
存
綬
そ
の
も
の

L
危
機
を
蒲
ら
ず
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一ー.-

新
し
き
ナ
チ
ス
の
経
替
(
伊
豆
与
)
は
先
づ
企
業
家
個
人
の
矯
め
の
経
替
に
非
令
し
て
、
民
族
共
同
憾
の
た
め
困
家
の
震
の
経
営
で

あ
る
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
濁
自
の
存
在
同
的
を
有
す
る
も
の
に
非
司
下
し
て
、
よ
り
高
き
も
の
へ
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

そ
れ
は
利
己
的
訟
も
の
で
注
〈
本
ろ
上
り
高
次
の
存
在
の
た
め
に
問
己
主
波
却
ぜ
ん
と
す
る
、
或
は
よ
り
高
次
た
も
の
へ
自
己
を
腕

入
せ
し
む
る
己
主
に
よ
り
て
自
己
を
生
か
さ
う
と
す
る
道
義
的
・
精
紳
的
存
夜
で
あ
る
。
経
叫
市
首
は
民
族
共
同
憾
の
一
銭
め
に
奉
仕
す
る

と
い
ふ
枇
曾
的
義
務
と
責
任
と
を
負
は
さ
る
L

が
故
に
、
営
然
に
又
そ
の
義
務
責
任
を
岡
市
す
た
め
の
権
利
を
も
有
し
、
そ
の
存
在
に

勤
し
機
能
に
封
し
て
枇
舎
的
名
春

(ENEo
巴
5
)
を
賦
興
せ
し
め
ら
る
L
。
而
し
て
何
人
と
雄
も
妄
り
に
経
営
の
名
趣
向
を
鍛
損
す
る

を
許
さ
れ
な
い
。
経
営
の
機
能
を
妨
ぐ
る
も
の
は
そ
の
祉
舎
的
名
韓
国
を
冒
演
す
る
も
の
た
り
と
せ
ら
る
ム
の
で
あ
る
。
か
〈
の
如
く

観
ぜ
ら
る
L
経
替
は
一
つ
の
生
け
る
続
捜

33z-ES
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
員
た
る
企
業
家
や
持
働
者
は
そ
の
部
分
で
あ
り
肢
鰭

で
あ
り
、
営
然
に
そ
れ
は
又
構
成
員
に
勤
し
で
彼
等
の
個
々
の
利
益
や
槽
利
を
主
張
す
る
よ
り
も
全
髄
で
る
り
統
櫨
で
あ
る
経
営
そ

の
も
の
に
、
如
何
に
し
て
よ
り
多
く
或
は
よ
り
善
く
貢
献
ナ
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
が
第
一
義
的
友
要
請
と
な
る
の
で
あ
る
。
詳
言
す

れ
ば
織
で
の
人
々
が
自
己
の
利
盆
や
要
求
を
考
ふ
る
前
に
、
自
己
を
包
癖
ず
る
大
友
る
自
己
で
ち
る
経
替
そ
れ
自
慢
の
義
務
や
能
力

や
負
揺
を
考
へ
ね
ば
な
ら
向
。
何
と
友
れ
ば
粧
品
同
そ
れ
自
韓
が
濁
自
た
橋
一
利
や
利
盆
を
有
す
る
も
の
に
非
や
し
て
、
国
家
か
ら
多
く

ナ
チ
ス
糧
管
共
同
世
白
理
論
及
び
構
造
に
就
て

/、

1I. SChaafuausen， a. a. O. Il-12. 8) 



ナ
チ
ス
粧
品
国
共
同
世
の
理
論
及
び
構
註
に
就
て

^ -

の
制
約
・
要
請
・
負
捨
を
う
け
て
ゐ
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
而
し
て
民
族
共
同
鰐
の
設
展
の
矯
め
に
は
、
経
済
が
如
何
程
奉
仕
し

て
も
充
分
過
vc
る
と
い
ふ
こ
と
が
泣
き
が
如
〈
、
経
比
百
の
後
展
の
矯
め
に
も
各
構
成
員
が
如
何
程
貢
献
を
た
し
て
も
、
貢
献
し
す
ぎ

た
と
い
ふ
と
と
は
あ
り
え
た
い
。
従
っ
て
経
替
構
成
員
の
奉
仕
貢
献
は
無
限
で
る
る
と
い
は
ね
ば
た
ら
ね
。
経
蹴
百
の
た
め
に
大
た
る

奉
仕
、
或
は
多
く
の
給
付
を
な
す
こ
と
が
構
成
員
と
じ
て
は
最
も
願
は
し
き
こ
と
L

せ
ら
れ
、
か
く
て
始
め
て
各
個
の
粧
品
百
の
そ
し

セ
又
一
般
絞
怖
の
掛
訳
出
配
が
約
束
せ
ら
る
L
A

と
た
ず
の
か
や
う
な
理
論
の
下
に
粧
品
肝
構
成
員
は
今
や
経
営
に
興
へ
ら
れ
た
る
目
的
・
使

命
・
機
能
の
偽

κ、
即
ち
彼
等
の
共
同
の
目
的
・
使
命
。
機
能
の
斜
め
の
共
働
者
紅
白
と
い
ふ
蹴
係
に
置
か
る

h
A
K
至
U
、
奮
時
代
の

如
く
、
構
成
員
聞
の
利
害
の
闘
争
な
ど
は
経
替
の
内
部
に
は
あ
り
う
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
と
L

左
り
、
階
級
闘
争
も
亦
根
本
的
に
排
撃
治

減
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
や
新
し
き
ナ
チ
ス
狽
逸
に
於
て
は
、
経
替
は
精
紳
的
な
或
は
理
念
的
共
同
盟
国
(
同
色
合
包
帯
宮
内
F
E
E
-
M
m
m
}

で
あ
り
、

一
定
の
岡
家
目
的
に
奉
仕
す
る
目
的
共
同
櫨
(
N
Z
n
k
oロM
E
a
n
r倍
野

)

で
あ
り
、
各
構
成
員
が
こ
の
目
的
の
居
酬
に
努
働
や
犠

牲
を
共
に
す
る
葬
働
共
同
鰭
(
旨
E
E問
。

E
丘
P
E
r
m
s
-
犠
牲
共
同
慢
さ
耳
鳴
E
n
Z
E
E
『
乙
で
あ
り
、
同
時
に
又
義
務
の
共
同
館
(
E

E
E問
。

E
E
E
岳
民
円
)
で
あ
る
等
と
い
は
る

L
K
至
っ
た
の
で
あ
る
。

回

上
惑
の
如
き
新
し
き
共
同
樟
と
し
て
の
経
替
に
於
て
は
、
勿
論
葎
時
代
忙
於
け
る
如
き
個
人
主
義
的
友
企
業
家
や
叉
は
そ
れ
と
抗

争
す
る
個
人
主
義
的
危
弊
働
者
は
存
在
を
許
さ
れ
向
。
ナ
チ
ス
は
こ
れ
ら
経
替
の
構
成
員
の
性
格
や
機
能
を
全
く
一
鑓
せ
し
め
た
。

先
づ
醤
型
の
企
業
家
が
如
何
様
に
経
質
せ
し
め
ら
れ
た
か
と
い
ふ
に
、

ナ
チ
ス
の
経
営
で
は
企
業
家
は
依
然
と
し
て
企
業
の
責
任
に

営
る
の
で
る
る
が
、
同
時
に
更
に
そ
れ
よ
り
よ
り
高
き
職
能
と
し
て
の
経
替
指
導
者
(
園
内
E
m
g
E
F
E
ふ
た
る
の
地
位
を
新
に
賦
興
せ



ら
る
L

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
又
之
を
持
働
者
に
就
て
み
る
に
、
習
時
代
の
如
く
肖
己
の
利
袋
の
矯
に
資
本
家
に
抗
守
す
る
所

謂
階
級
闘
争
の
戦
士
の
如
き
性
格
は
全
く
挽
拭
せ
ら
れ
て
、
経
湾
指
導
者
の
下
に
経
営
の
矯
め
に
給
付
を
注
す
経
管
指
導
者
の
従
岡
崎

者
右
手
】
間
5
2
)
た
り
と
せ
ら
る
L
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
以
て
新
葎
時
代
に
於
け
る
経
替
構
成
の
原
理
の
大
な
る
費
化
と
左
さ

友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
じ
て
論
理
的
・
観
念
的

κ
い
へ
ば
、
粧
品
凸
指
導
者
は
企
業
家
と
持
働
者
と
の
上
位
に
立
っ
て
粧
品
百
を
指
導
ナ

る
こ
と
L
友
る
の
で
あ
る
が
、
寛
賞
上
に
於
て
は
企
業
家
が
経
管
指
導
者
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
従
来
の
企
業
家
は
新
に
経
営
指
導

者
た
る
の
地
位
を
獲
得
し
持
働
者
は
企
業
家
に
服
従
と
忠
誠
と
を
博
ぐ
ぺ
き
配
下
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
時
代
に
於
て
は
粧
借
の

イl'

5五-
Jヘ.
"::1こ

21' 
和
4E 
1花

王室
と

す
由1

~j( 
fC 

か
L

る
醐
開
制
を
作
お
に
五
っ
た
の
で
あ
る
が
、
終
日
品
川
山
内
に
於
け
る
企
業
家
の
地
位
の

強
化
さ
れ
た
る
こ
と
は
い
ふ
ま
マ
も
な
い
。
乍
然
と
の
揚
合
の
企
業
家
の
概
念
が
前
時
代
J~
全
く
務
質
し
て
ゐ
る
と
と
は
特
に
注
意

さ
れ
ね
ば
た
ら
左
い
。
企
業
家
の
機
能
は
経
替
指
導
者
と
し
て
新
に
園
家
か
ら
託
せ
ら
れ
た
る
新
し
き
使
命
或
は
職
能
を
某
す
に
る

り
て
、
以
前
の
如
き
無
制
服
左
る
恋
意

(2EErg-。
諸
君
主

rE)
は
最
早
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
吾
人
は
之
を
明
に
す
る
銭
め

に
新
時
代
の
粧
品
百
指
導
者
の
概
念
を
今
少
し
く
詳
細
に
遁
ぺ
ね
ば
友
る
ま
い
。

五

経
替
指
導
者
の
概
念
は
ナ
チ
ス
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
指
導
者
原
則

(
E
r
-
-
zさ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
る
る
。
ナ
チ
月

圃
家
に
あ
り
で
は
民
族
共
同
轄
の
意
志
を
緯
得
・
具
現
す
る
園
家
指
導
者

3
E
t
E
5る
が
存
ず
る
如
く
、
国
家
内
の
大
小
あ
ら
ゆ

る
組
織
に
更
に
こ
の
図
家
意
志
を
慌
得
具
現
せ
ん
と
す
る
指
導
者
が
居
る
ぺ
き
と
と
L
た
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
L
る
指

導
者
は
所
謂
閣
制
裁
者
で
た
く
叉
多
数
決
に
よ
っ
て
選
出
せ
ら
る
L
民
主
主
義
的
代
表
者
で
も
な
く
、
共
同
鴨
の
精
神
・
意
志
を
最
も

ナ
チ
λ

鰻
瞥
共
同
挫
の
理
論
及
び
構
迭
に
就
て

丹、



テ
チ
ス
極
瞥
共
同
値
の
理
論
及
び
構
走
に
就
て

A 
四

よ
〈
代
表
す
る
人
格
者
た
る
べ
き
こ
と
に
就
て
は
筈
人
の
屡
土
辿
ぺ
た
所
で
あ

-h。
さ
で
か
ゃ
う
友
指
導
者
が
経
枠
組
織
の
細
胞
を

た
す
経
替
の
任
に
営
る
こ
と
は
亦
営
然
で
あ
ら
ね
ば
友
ら
ぬ
。
か
L
る
粧
管
指
導
者
を
遇
じ
て
一
岡
山
後
意
志
が
受
動
的
・
機
構
的
に
個

持
の
経
替
に
侮
へ
ら
れ
て
ゆ
く
の
み
た
ら
や
、
更
に
積
極
的
に
経
骨
指
導
者
に
よ
り
て
図
家
意
志
に
副
ふ
べ
き
経
管
内
の
指
導
や
創

浩
が
行
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
粧
川
僻
目
指
揮
者
た
る
企
業
家
は
闘
家
的
使
命
の
執
行
者
と
し
て
、
枇
命
的
。
公
的
な
見
地
か
ら
行
動
す

ぺ
く
、

以
前
の
如
き
利
己
的
右
前
動
範
聞
は
許
さ
れ
た
く
在
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
は
粧
借
指
導
有
』
し
て
彼
は
図
家
的
に
如
何
な

る
責
任
そ
課
せ
ら
れ
て
ゐ
あ
の
で
あ
ら
う
か

園
民
弊
働
秩
序
法

(
{
M
O
E
R
N
E
O己
E
m四
五

E
E
Z
S
守
口
旨

E
C
の
第
一
一
僚
に
よ
れ
ば

樫
管
内
に
於
て
企
業
家
は
粧
管
の
指
導
者
(
同
z
Z
E
品

E
出

E
E
r
E
)
と
し
て
、
使
用
人
及
び
努
働
者
は
従
属
者

(cop-町一
v
n
E
P
)

と
し
て
、
共
同

に(の
O
E
O
Z
E
E
)
糎
欝
目
的
の
促
準
並
び
に
民
族
及
び
図
家
の
共
同
利
益
の
錦
め
に

(NCE
問。
E
E
Zロ
ZENmp)
働
〈
も
の
と
す

と
あ
り
、
同
第
二
僚
に
は

経
寄
の
指
導
者
は
従
属
者
の
脳
枇
(
巧
。
芭
)
に
努
む
る
を
要
ナ
、
従
属
品
唱
は
指
導
者
に
謝
し
て
経
普
共
同
慣
に
確
立
さ
れ
た
る
忠
誠
(
吋
目
z
o
)

を
保

持
す
る
ζ
k
を
要
ナ

と
る
る
。
邸
ち
企
業
家
も
使
用
人
・
労
働
者
と
共
に
経
営
の
従
属
員

(
C
E唱
E時
間

-E主
と
し
て
、

民
族
や
岡
家
の
公
共
利
貸
の
震

め
に
働
く
べ
き
も
の
で
る
り
、
又
経
営
指
導
者
と
し
で
は
従
属
員
の
踊
祉
(
君
。
己
)
に
就
て
責
任
を
負
は
ね
ば
左
ら
む
。
と
の
生
活
繭

祉
に
就
て
の
責
任
原
則
乙
そ
粧
品
百
共
同
慌
の
骨
子
を
在
す
の
で
る
る
。
企
業
家
は
園
家
・
枇
舎
の
名
の
下
に
持
働
者
に
忠
勤
を
要
請

し
う
る
と
共
に
、
図
家
・
枇
舎
の
名
の
下
に
、
か
れ
ら
の
保
謎
や
踊
利
増
進
の
責
務
を
負
は
さ
れ
る
の
で
る
る
。
而
し
で
か
L

る
責

任
は
皐
に
遺
義
制
た
も
の
に
止
つ
て
は
無
意
味
在
る
が
敢
に
か
の
園
民
峨
労
働
秩
序
法
に
は
之
が
法
規
を
設
け
て
そ
の
寅
行
を
強
要
心

拙稿、ナチスに於ける図民共同挫の理論、鰹済論識、第四十五電器、第四載、
所載。
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う
る
こ
と
h

な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
⑪
法
規
心
中
、
最
も
軍
要
た
る
も
D
に
経
替
規
定

(
E
O
Z
8
5含
E
間
〕
が
る
る
ι

そ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
常
時
二
十
名
以
上
の
使
用
人
及
び
持
働
者
を
使
用
す
る
経
営
に
於
て
は
経
替
の
指
導
者
は
経
替
の
従
属
者
の
矯
め
に
経
替
規
則

を
書
面
を
以
て
護
布
す
る
こ
と
を
要
す
」
(
同
法
第
二
十
六
保
て
経
営
規
則
に
は
次
の
努
働
僚
件
を
、
卸
ち

、

一
日
の
通
常
務
働
時

間
及
休
憩
の
開
始
及
び
終
了

二
、
持
働
報
酬
支
給
の
時
及
ぴ
方
法

一
一
、
経
替
に
於
て
出
来
高
梯
第
働
又
は
請
負
労
働
の
行
は
る

L
限
り
に
於
て
出
来
高
挽
持
働
又
は
請
負
弊
働
の
計
算
の
基
礎

四
、
賠
償
金
の
定
め
あ
る
と
き
は
共
種
類
・
額
及
び
徴
牧
に
開
ナ

る
規
定

五
、
告
知
期
間
の
漣
守
友
く
し
て
弊
働
鯛
係
の
解
約
告
知
を
矯
し
得
ぺ
き
事
由
等
を
記
載
す
る
を
要
し
(
同
法
第
二
十
七
傑
)

そ
れ
は
経
替
従
悶
局
者
に
針
し
最
低
燦
件
と
し
て
法
律
拘
束
力
を
有
し
(
同
法
第
三
十
保
て
そ
の
規
定
の
履
行
は
閣
家
的
に
監
傍
せ
ら
本

L
こ
』
L
な
っ
て
ゐ
る
(
同
法
務
十
九
保
第
五
羽
)
。
主
人
は
以
と
に
於
て
、

ナ
チ
ス
の
所
謂
経
醤
共
同
憾
に
於
て
、
企
業
者
が
理
念
的

に
又
法
制
的
に
、
如
何
に
醤
時
代
に
比
し
て
大
な
る
鑓
質
を
遂
げ
た
か
を
遁
べ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
持
働
者
の
費
質
に
就
て
も

今
少
し
く
詳
細
に
説
明
せ
ざ
れ
ば
、
新
し
き
経
替
共
同
鰭
の
枇
合
的
構
浩
が
判
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

ー晶.
~、

誌
に
先
に
も
一
言
せ
る
如
く
、
一
新
し
き
経
管
共
同
韓
に
あ
り
て
は
労
働
者
も
亦
か
の
奮
時
代
の
そ
れ
で
は
な
い
円
。
奮
時
代
に
於
け

る
如
ぐ
努
働
者
の
資
本
家
に
封
ず
る
個
人
的
或
は
階
級
的
友
雫
等
主
義
や
針
立
主
義
若
く
は
闘
争
主
義
は
解
消
さ
れ
て
、
企
業
家
と

の
共
働
者
で
あ
り
、
経
替
の
構
成
員
で
あ
り
肢
踏

(E向
島
)
で
あ
り
、
経
替
指
導
者
に
針
す
る
服
従
者
で
あ
り
配
下
で
あ
る
と
せ
ら
る

L
に
至
っ
た
。
彼
は
自
己
を
考
へ
る
前
に
会
穂
を
卸
ち
経
管
を
考
へ
ね
ぽ
友
ら
ぬ
。
彼
は
自
己
の
利
釜
を
考
ふ
る
よ
り
も
共
同
髄
に

於
け
る
最
も
債
値
多
き
肢
飽
た
ら
ん
と
ナ
る
と
と
に
、
換
言
す
れ
ば
自
己
よ
り
よ
り
高
き
経
替
共
同
樫
に
奉
仕
・
貢
献
す
る
と
と
に

ナ
チ
デ
紐
普
共
同
睡
の
理
論
及
び
構
造
に
就
て

月、

五

H. Schaafhausen. a.， a. O. S. 52. 10) 



ナ
ナ
見
組
替
共
同
慢
の
理
論
及
び
構
造
に
就
て

^ 
六

遺
徳
的
希
求
を
置
か
ね
ば
友
ら
ね
。
従
っ
て
個
人
主
義
時
代
に
は
持
働
は
苦
痛
で
る
り
犠
牲
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
が
、
今
や
鼻
働
は

験
喜
(
同
司
Eιm)
で
あ
り
名
春
(
開
『
主
で
あ
り
、
崇
高
た
る
道
徳
上
の
義
務
で
あ
る
。
而
し
で
か
L

る
義
務
を
果
さ
ん
が
震
に
綿
て
の

人
に
、
第
働
の
機
舎
と
揚
所
と
が
興
へ
ら
れ
ね
ば
訟
ら
ぬ
、
換
言
す
れ
ば
各
人
に
射
す
る
持
働
の
権
利
が
認
め
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
十

ム
」
せ
ら
る
a
A
O

か
く
し
て
奮
時
代
の
如
〈
、
持
働
の
結
果
に
叫
制
す
る
自
己
の
利
得
分
の
み
を
中
心
と
し
て
ぢ
ふ
る
が
如
き
弗
働
視
や
.

各
企
業
の
具
閣
内
友
事
情
に
も
印
せ
ざ
る
超
粧
品
百
的
(
ロ
宮
町
宮
内
円
山
内

rEH〉
な
枇
品
開
政
策
的
要
求
左
庄
は
一
切
斥
け
ら
る
L
に
亙
っ
た
。

~~~: 

務
働
者
に
制
す
る
か
h

る
日
記
徳
的
。
絞
桝
的
・
枇
曾
的
要
請
は
、

企
業
本
位
で
あ
る
だ
け
に
、

そ
れ
は
結
果
K
於
て
企
業
家
本

位
で
あ
り
、
弊
働
者
に
徒
ら
に
多
く
の
貢
献
・
犠
牲
を
強
ふ
る
の
結
果
と
友
る
の
可
能
性
が
極
め
て
大
で
あ
る
。
か
〈
で
は
経
替
失

同
慢
の
本
質
に
反
す
る
が
故
に
、
ナ
チ
ス
園
家
は
先
に
漣
べ
し
如
く
、
企
業
家
に
針
し
て
種
K

の
拘
束
を
加
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
‘

吾
人
は
更
に
持
働
者
側
の
幅
祉
を
共
同
閥
的
た
立
揚
か
ら
促
進
す
べ
き
信
任
協
議
合

(
4
2
5
E
2
5
4
を
一
言
せ
ね
ば
左
ち
阻
む

に
就
て
詳
細
な
る
こ
と
は
他
の
研
究
に
譲
り
叶
蕊
で
は
本
論
と
闘
聯
ず
る
限
り
に
於
て
そ
の
大
綱
に
燭
れ
よ
う
。

信
任
協
議
舎
と
は
経
替
指
導
者
と
信
任
委
員

2
2
5
5
Eロ
)
ム
」
よ
り
構
成
せ
ら
る
与
協
議
機
関
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
信
任
委

員
が
嘗
該
粧
品
百
の
従
属
者
即
ち
弊
働
者
及
び
使
用
人
よ
り
選
任
せ
ら
る
L

の
で
あ
る
。
之
が
選
任
に
嘗
り
で
は
ナ
チ
ス
理
論
に
よ
り

F

て
民
主
主
義
的
選
挙
制
を
採
ら
友
い
。
被
選
任
資
格
者
は
浦
二
十
五
歳
以
上
に
し
て
少
く
と
も
一
箇
年
閉
経
替
又
は
企
業
に
所
属
し
‘

且
つ
少
く
と
も
二
筒
年
間
同
一
又
は
類
似
の
職
業
部
門
若
く
は
替
業
部
門
に
従
属
し
た
る
も
の
に
限
ら
れ
、
更
に
叉
、
彼
は
公
民
権

を
有
し
濁
渇
努
働
戦
線

2
E
R
Z
m
旨
E
E
P
E
C
に
所
属
し
模
範
的
人
格
者
で
た
け
ね
ば
友
ら
ぬ
の
で
あ
る
(
園
民
勢
働
秩
序
法
第
八

保
)
。
さ
て
之
が
濯
出
の
手
踊
聞
を
み
る
に
、
粧
品
百
の
指
導
者
が
毎
年
三
月
ナ
チ
ス
経
営
細
胞
組
織
の
首
長
の
伺
意
を
得
て
信
任
委
員
及 之

大塚一朗著、工場内繭利施設に闘する研究、 P.289-.，31;7・日)



ぴ
共
代
理
人
の
名
簿
を
作
製
し
、
従
属
者
は
直
ち
に
無
記
名
投
票
に
よ
り
名
簿
に
封
す
ろ
賛
否
を
決
定
す
る
こ
と
L
友
っ
て
ゐ
る
。

(
同
法
第
九
傑
)

共
の
人
数
は
経
管
内
に
於
け
る
従
属
者
の
多
寡
に
臆
じ
て
、

一
定
の
比
率
に
よ
り
て
選
出
せ
ら
れ
、
最
少
二
名
か
ら

最
高
十
名
ま
で
と
す
る
。
右
に
漣
べ
た
る
信
任
委
員
に
選
ば
る
?
も
の

L
資
格
・
傑
件
及
び
そ
の
選
任
方
法
等
に
よ
り
て
も
明
か
な

る
如
く
、
彼
等
は
従
局
者
側
か
ら
選
任
せ
ら
る
L

が
、
従
局
者
側
の
利
害
の
代
表
者
で
は
た
い
。
彼
等
の
立
揚
は
あ
く
ま
で
も
会
瞳

的
・
共
同
値
的
左
る
ぺ
き
が
放
に
、
従
属
者
側
冶
一
繭
祉
に
就
て
も
か
L
る
立
場
か
ら
之
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
階
級
主
義
や
針

立
主
義
は
会
〈
容
れ
ら
れ
る
徐
地
が
左
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
従
属
者
側
の
一
安
求
に
謝
し
て
は
或
は
反
針
者
で
あ
り
或
は
賛
成
者
で

あ
る
。
彼
等
の
機
能
は
経
営
指
導
者
と
従
犠
者
と
の
相
互
の
哩
解
嚇
絡
を
削
る
に
あ
る
。
さ
て
と
れ
ら
の
信
任
委
員
止
粧
品
百
指
導
者

と
に
よ
り
て
議
に
信
任
協
議
曾
が
構
成
せ
ら
る
ミ
ゆ
で
あ
る
が
.
そ
の
使
命
は
「
経
健
共
同
館
内
部
に
於
け
る
相
互
的
信
抑
制
へ
の
品
目
ー

E
H口町
ω
J
r
d
z
E
Z飾
品
を
部
む
る
」
と
と
に
あ
る
。

而
し
て
こ
の
使
命
を
果
す
矯
め
に
、
「
信
任
協
議
舎
は
僻
労
働
給
付
の
改
善
、

般
多事

働
傑
件
特
に
姪
替
規
則
の
形
成
並
び
に
貫
施
、
経
替
保
護
の
賞
施
・
改
善
、
線
で
の
経
替
所
属
者
相
互
間
並
び
に
経
替
と
の
結
合
の

強
化
及
び
共
同
慢
の
全
員
の
繭
祉
に
役
立
つ
一
切
の
庭
置
に
付
き
協
議
」
し
、
「
更
に
粧
品
百
共
同
種
内
部
氏
於
け
る
一
切
の
争
議
の
調

停
に
努
力
す
べ
き
も
の
」
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
(
同
法
第
六
傑
)
信
任
協
議
舎
は
か
の
蕎
時
代
の
如
き
企
業
家
的
利
己
主
義
や
持
働
者
的

利
己
主
義
を
克
服
し
、
而
も
労
働
者
側
に
も
不
平
・
不
満
を
抱
か
し
め
や
に
、
企
業
家
と
一
心
同
鵠
と
た
り
で
経
営
の
矯
め
に
奉
仕

せ
し
む
る
様
に
案
出
せ
ら
れ
た
る
共
同
閥
的
機
構
で
る
る
。

外
見
上
に
於
て
は
蕎
時
代
の
経
替
協
議
舎
(
国
主
同
町
g
zご
と
似
る
も
、

そ
の
本
質
は
全
〈
鑓
化
し
た
と
い
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。

以
上
、
吾
人
は
ナ
チ
ス
の
理
論
及
び
政
策
よ
り
み
た
る
企
業
家
と
弁
働
者
の
性
格
・
機
能
の
境
質
を
述
べ
て
信
任
協
議
舎
に
及
び
‘

チ
チ
見
極
普
共
同
世
田
理
論
及
び
構
謹
に
就
て

i¥. 
七



ナ
チ
ス
恕
昏
共
同
世
白
理
論
及
び
構
造
に
就
て

丹、

^ 

と
れ
ら
に
諜
せ
ら
れ
た
る
図
家
的
任
務
を
明
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
任
務
は
制
度
的
に
強
制
せ
ら
る
L
も
の
に
非
れ
ぽ
、

政
策
的
目
的
を
具
現
し
う
る
も
の
で
友
い
。
認
に
於
て
か
ナ
チ
ス
は
こ
れ
ら
に
劃
す
る
監
督
機
闘
と
し
て
持
働
管
理
官
(
骨
へ
H
2
5
1

同

E
O『
内
宮
崎
〉
『

Z
と
を
、

又
共
同
健
的
義
務
建
反
に
謝
す
る
制
裁
機
闘
と
し
て
名
春
裁
判
所

(
E
E開
E
S
C
を
設
け
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
ナ
チ
ス
経
潜
共
同
制
限
を
迎
解
ず
る
矯
め
に
は
之
等
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。

七

持
働
管
思
官
は
圃
裁
の
機
闘
で
あ
り
、

ラ
イ
ヒ
勢
働
大
臣
が
ラ
イ
ヒ
粧
桝
大
臣
及
び
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
の
同
意
を
得
て
一
定
の
大

経
済
地
域
に
針
し
て
之
を
任
命
す
る
の
で
あ
る
(
同
法
第
十
八
僚
)
。
持
働
管
理
官
の
職
能
は
「
勢
働
平
和
宮
崎
E
Z
P
E
E
)
の
維
持
」
に

あ
り
、
そ
の
震
に
各
粧
管
内
の
弊
働
関
係
を
規
定
し
之
を
賃
施
す
る
信
任
協
議
舎
が
、
更
に
は
鰹
替
指
導
者
や
企
業
家
が
、
田
町
し

τ

園
家
の
規
定
或
は
意
志
に
副
っ
て
ゐ
る
か
否
か
を
監
督
す
る
の
で
あ
る
。
園
民
努
働
秩
序
法
の
第
十
九
僚
に
擦
れ
ば
、
第
て
信
任

協
議
舎
に
針
す
る
監
督
と
し
て
、

一
般
的
に
信
任
協
議
曾
の
構
成
及
び
事
務
の
執
行
を
監
督
し
且
つ
守
議
に
就
き
決
定
す
る
と
と
並

び
に
信
任
委
員
の
決
定
に
首
り
機
関
聞
に
意
見
の
不
一
致
等
の
悶
着
あ
る
揚
ム
口
に
之
を
任
命
し
、
或
は
叉
人
物
が
不
趨
営
で
あ
る
と

認
む
る
揚
合
に
之
が
解
任
を
行
ふ
こ
と

第
二
、
経
砦
指
導
者
に
封
ず
る
監
督
と
し
て
は
、
信
任
協
議
舎
か
ら
持
働
管
理
官
に
針
し

て
、
「
一
般
拙
労
働
保
件
特
に
経
管
規
定
の
形
成
に
閲
す
る
経
営
指
導
者
の
決
定
が
粧
替
の
経
済
的
又
は
枇
舎
的
事
情
に
適
合
せ
十
」
と

し
て
訴
を
提
起
し
た
る
揚
合
に
之
が
決
定
を
行
ふ
外
、
更
に
進
み
て
持
働
管
理
官
は
粧
品
百
指
導
者
の
決
定
を
破
設
し
て
自
ら
必
要
な

る
規
制
を
設
定
し
う
る
。
経
替
指
導
者
に
針
す
る
監
督
は
之
の
み
に
止
ら
な
い
。
既
に
漣
ぺ
た
る
か
の
経
営
規
則
を
果
し
て
履
行
し

て
ゐ
る
か
否
か
の
監
替
を
始
め
、
法
規
の
定
む
る
所
に
よ
り
て
勢
働
管
理
官
の
作
れ
る
粧
品
百
規
則
及
び
個
別
第
働
契
約
に
劃
す
る
準



則

ω
履
行
の
段
替
等
に
も
及
ぶ
。

と
の
外
、
企
業
者
は
一
定
数
以
上
の
従
業
員
を
解
雇
す
る
に
は
持
働
管
理
官
に
申
告
を
友
し

Z
が

許
可
を
要
す
る
こ
と
ミ
た
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
又
勿
論
企
業
家
に
針
ず
る
持
務
上
の
監
督
で
る
る
。

以
上
は
法
文
上
に
明
記
さ
れ
た
る

努
働
管
理
官
の
職
務
た
る
が
、

こ
れ
ら
の
法
律
の
範
圏
外
に
共
の
他
の
任
務
を
も
委
任
せ
ら
れ
う
る
。

右
に
擦
り
て
知
ら
る
L
如
く
、
持
働
管
理
官
の
槙
限
は
極
め
で
庚
汎
で
あ
り
、
企
業
家
の
活
動
に
し
て
持
働
管
理
官
の
監
督
制
限

を
受
け
た
い
領
域
は
殆
ど
一
泣
い
。
も
と
よ
り
企
業
に
岡
家
的
任
務
が
託
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
根
本
に
於
て
は
そ
れ
ら
の
監
替

や
制
限
は
企
業
を
不
利
た
ら
し
む
る
も
の
で
は
な
い
が
、
民
族
共
同
憾
の
原
理
に
よ
り
て
個
人
主
義
的
に
経
替
す
る
と
と
は
許
さ
れ

な
い
の
で
る
る
。
而
し
て
法
文
に
あ
ら
は
れ
し
持
働
管
理
官
の
監
静
は
信
任
協
議
舎
や
経
営
指
導
者
企
業
家
に
止
ま
り
て
持
働
者
比

間
附
す
る
も
の
在
み
ら
け
扱
い
が
、
弊
働
者
は
粧
管
内
の
諸
穫
の
法
規
に
よ
り
で
統
制
せ
ら
れ
て
底
り
と
れ
ら
の
指
導
機
閥

κし
て
指

市
停
を
説
ら
ざ
れ
ば
、
持
働
者
の
不
平
や
慨
怠
は
旭
ら
い
ヨ
る
べ
き
が
故
に
、
直
接
的
な
蹴
替
の
叫
制
的
棋
を
と
れ
ら
指
導
機
闘
に
援
い
た
の

で
あ
る
。
然
れ
ど
も
弊
働
者
の
非
枇
舎
的
・
非
共
同
標
的
行
峰
崎
に
針
し
て
は
後
に
漣
ぷ
る
如
く
制
裁
が
存
ず
る
の
で
あ
る
。
之
を
嬰

す
る
に
企
業
の
保
護
と
共
に
企
業
構
成
員
の
踊
祉
を
圃
ら
ん
と
す
る
所
に
、
換
言
す
れ
ば
企
業
の
経
済
的
安
全
と
枇
舎
的
卒
和
と
の

調
和
を
闘
ら
ん
と
ず
る
所
に
ナ
チ
ス
経
替
共
同
慢
の
穣
心
問
題
が
存
ず
る
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
が
利
己
主
義
・
階
級
主
義
を
斥
け
共

問
題
的
精
神
や
人
格
を
強
調
す
る
の
も
、
そ
れ
こ
そ
か
与
と
経
替
政
策
の
基
礎
友
る
が
故
で
あ
る
。

き
れ
ば
法
文
に
も

組
管
共
同
慢
の
各
所
周
者
は
経
替
共
同
骨
内
部
に
於
け
る
其
の
地
位
に
臆
ず
る
義
務
を
良
心
的
に
履
行
(
間

2
5
f
z
p
E
=
5開
)
ナ
ベ
き
責
径

を
有
す
、
各
所
属
者
は
趨
普
共
同
種
に
於
け
る
其
の
地
位
に
伴
ふ
隼
敬
(
〉
の
F
E
D
悶
)
に
値
ず
る
こ
と
を
其
の
行
動
に
よ
り
示
す
こ
と
を
要
ナ
。
特
に
各

所
周
者
は
常
に
其
の
責
任
を
自
信
し
て
、
鰹
替
の
勤
務

(c-mgC
に
其
白
金
力
を
捧
げ
共
同
の
繭
一
枇
(
問
。
ョ
2
5
君。
EO)
の
鑓
め
己
を
設
却
ナ
る
を

要
ナ
(
園
民
幡
宮
働
秩
序
法
第
三
十
五
保
)

ナ
チ
ス
経
普
共
同
世
白
理
論
及
び
構
誼
に
就
て

1¥. 
九



ナ
チ
且
経
瞥
共
同
種
の
理
論
及
び
構
謹
に
就
て

ブu
c 

と
明
白
に
共
同
慢
構
成
員
の
枇
舎
的
義
務
抗
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
経
管
共
同
健
の
構
成
員
印
ち
企
業
家
・
従
業
者
或
は
信
任

協
議
舎
の
成
員
等
の
、
経
山
田
百
共
同
躍
に
基
く
枇
舎
的
義
務
の
重
大
怠
る
違
反
に
針
し
て
は
、
枇
舎
的
名
恕
m

(

問
。

N
Z
r
E
E
)
に
針
す
る

背
犯

2
2
g括
)
な
り
と
し
て
名
春
裁
判
所

(E5pmmユ
巳
ユ
)
が
之
を
底
罰
す
る
乙
と

LPな
っ
て
ゐ
る
。

名
品
官
裁
判
所
は
他
の
民
事
刑

事
上
の
裁
判
と
異
り
て
粧
憐
共
同
憶
に
於
け
る
枇
曾
的
名
替
の
背
犯
・
侵
害
を
裁
判
す
る
c

認
に
枇
曾
的
名
棋
の
背
犯
・
侵
害
と
は
前

惑
の
「
経
営
共
同
憶
に
基
く
枇
舎
的
義
務
に
針
す
る
重
大
友
る
違
反
1

一
を
指
す
。
具
健
的
に
は
例
之

一
、
企
業
家
・
樫
瞥
指
導
者
又
は
其
他
の
監
督
者
が
綾
瞥
に
於
け
る
其
の
権
力
的
地
位
を
濫
用
し
悪
意
を
以
て
従
属
者
の
勢
働
力
を
酷
使
し
又
は
従

属
者
の
名
容
を
段
損
し
た
る
と
き

二
、
従
属
者
に
麗
ず
る
者
が
従
属
者
を
煽
動
し
経
管
内
に
於
け
る
努
働
平
和
を
危
〈
し
た
る
と
き
、
特
に
信
任
委
員
と
し
て
故
意
に
艇
脇
田
の
塗
行
に

許
す
べ
か
ら
ぎ
る
干
渉
を
加
へ
又
は
経
管
共
同
値
内
部
の
共
同
世
精
神
?
を
鍛
続
的
悪
意
的
に
概
観
し
た
b
と
き

=
一
、
経
瞥
共
同
健
の
所
属
者
が
勢
働
管
理
官
に
封
し
繰
返
し
理
由
な
き
抗
告
又
は
申
立
を
軽
卒
に
提
出
し
若
〈
は
勢
働
管
理
官
の
書
面
に
よ
る
命
令

に
頑
強
に
違
反
し
た
る
と
き

回
、
信
任
協
議
曾
の
成
員
が
其
の
職
務
の
執
行
の
際
知
り

E
つ
其
の
秘
釈
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
る
横
密
、
鰹
普
又
は
事
務
レ
ム
の
秘
骨
折
を
権
限
な
く

し
て
公
表
し
た
る
と
き

等
が
之
で
あ
る
0

(

同
法
第
三
十
六
僚
)
ナ
チ
ス
に
あ
り
で
は
経
替
共
同
樫
の
成
員
が
経
営
の
震
に
自
己
の
捨
任
ず
る
職
務
を
行
ふ
と
と

は
吐
舎
的
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
名
替
な
り
と
せ
ら
る
h
o

従
っ
て
叉
営
然
に
企
業
家
も
経
営
指
導
者
も
従
属
者
も
、

又
庇
根
回
官
も

経
且
宮
内
に
於
て
は
何
れ
も
と
の
社
命
日
的
名
春
を
隼
敬
せ
ら
る
h

権
利
を
有
す
る
。
詳
言
す
れ
ば
共
同
慢
の
構
成
員
を
し
て
彼
の
枇
舎

的
責
任
を
遂
行
し
え
ざ
る
様
に
直
接
間
接
に
或
は
消
極
的
・
積
極
的
に
妨
ぐ
る
も
の
は
こ
れ
彼
の
枇
舎
的
名
替
を
侵
害
す
る
も
の
友

り
と
せ
ら
る
L

の
で
あ
る
。
枇
曾
的
名
春
建
反
は
相
側
り
直
接
的
た
他
人
の
名
替
の
鍛
損
の
み
に
止
ら
む
。
前
記
の
僚
項
ニ
・
三
・
凹
に



み
る
如
く
、
経
替
共
同
曜
の
平
和
を
棄
し
或
は
精
神
を
撹
乱
し
或
は
そ
の
度
替
官
と
故
友
く
し
て
抗
争
す
る
が
如
き
、
或
は
経
替
の

秘
密
・
機
密
を
暴
露
す
る
が
如
き
は
何
れ
も
非
共
同
鵠
的
で
あ
り
、
自
己
の
枇
舎
的
義
務
違
反
で
あ
る
の
み
な
ら
や
、
共
同
慢
の
枇

合
的
名
畿
日
を
製
損
ず
る
も
の
左
り
と
し
て
法
の
制
裁
を
う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
枇
舎
的
名
容
の
違
犯
に
針
す
る

制
裁
と
し
て
は
戒
告
・
謹
責
・
罰
金
の
外
、
経
替
指
導
者
た
る
資
格
叉
は
信
任
委
員
の
峨
務
執
行
の
資
格
の
剥
傘
、
従
来
の
努
働
場
所

よ
り
の
放
逐
等
の
方
法
が
現
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
こ
の
名
場
裁
判
所
存
立
の
最
大
目
的
は
報
復
と
か
保
護
と
か
に
非
や
し
て
寧

ろ
教
育
(
開
白
山
内
r
E四
)
に
、
邸
ち
共
同
樫
的
人
格
へ
の
陶
冶
訓
練
に
あ
り
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
小
事
に
就
て
は
一
々
か
L

る
制

裁
を
溜
用
せ
ぬ
と
と
を
方
針
と
な
す
。

結

一三日

さ
で
脊
人
は
ナ
チ
ス
粧
管
共
同
慌
た
明
に
す
る
鴻
に
、

免
づ
ナ
千
ス
民
族
共
同
憾
に
於
け
る
終
消
の
地
位
そ
明
に
し
、

絡
ん
で

wv

の
部
分
で
あ
る
経
管
に
及
び
、
そ
の
粧
品
百
に
於
け
る
ナ
チ
ス
的
共
同
樟
理
論
及
び
具
躍
的
危
構
迭
を
説
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
そ

れ
を
振
り
返
っ
て
そ
の
根
本
問
題
を
要
約
せ
ん
に
、
先
づ
粧
品
百
共
同
悼
を
経
済
と
い
ふ
硯
瓢
か
ら
み
れ
ば
、
経
替
の
立
場
を
擁
護
せ

ん
と
す
る
の
が
眼
目
で
あ
る
。
蓋
し
経
営
は
今
や
個
人
的
-
た
も
の
に
非
や
し
て
、
民
族
的
圏
家
的
必
要
に
よ
り
て
存
立
す
る
、

ν、
i士

官
公
的
・
一
枇
合
的
性
質
の
も
の
と
注
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。
従
っ
て
企
業
の
地
位
を
有
利
に
た
す
と
難
も
、
時
論
的
に
は
個
人
主
義

的
・
利
己
的
企
業
家
の
震
の
経
替
の
強
化
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
突
に
之
を
枇
舎
的
に
み
れ
ば
、
企
業
家
は
自
己
及
び
努
働
者
を
従

局
者
と
し
て
之
を
指
導
す
る
経
替
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、

よ
り
高
き
邸
ち
圏
家
的
枇
合
的
立
場
か
ら
企
業
家
と
し
て
行

動
す
べ
き
と
と
L
友
っ
た
。
そ
し
て
弊
働
者
及
び
使
用
人
は
所
謂
従
局
者
と
友
り
て
、
企
業
家
と
と
れ
ら
の
従
属
者
と
は
利
害
の
抗

ナ
チ
ス
極
普
共
同
世
の
理
論
及
び
構
造
に
就
て

九



ナ
チ
見
極
昏
共
同
値
目
理
論
及
び
構
造
に
就
て

え4

争
者
に
非
宇
し
で
指
導
者
と
服
従
者
と
の
関
係
に
出
現
じ
た
。
勿
論
そ
の
指
導
は
利
己
的
指
針
に
よ
る
そ
れ
に
非
や
し
て
、
国
家
的
・

民
族
的
政
策
意
志
に
よ
る
指
導
で
わ
る
か
ら
、
服
従
は
概
念
的
に
は
図
家
意
志
に
服
従
す
る
と
と
主
た
る
。
然
し
経
骨
指
導
者
の
地

位
は
従
属
員
に
針
し
で
は
極
め
て
大
で
あ
り
、
個
人
主
義
時
代
の
企
業
家
が
階
級
闘
争
に
よ
り
て
、
著
し
く
そ
の
地
位
を
薄
弱
た
ら

し
め
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
に
比
す
れ
ば
非
常
な
る
礎
化
止
い
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
乍
然
他
町
に
於
て
は
そ
の
総
皆
指
導
者
が
岡
家
か
ら
多

く
の
制
肘
乞
う
け
る
の

εる
っ
て
、
彼
は
決
し
て
担
論
的
に
は
利
己
的
た
膝
制
者
た
む
之
一
た
い
の
で
あ
る
。

す
千
ス

κ於
け
る
と
の

第
働
関
係
に
よ
る
身
分
闘
係
の
規
定
、
或
は
身
分
間
係
に
よ
る
耐
労
働
関
係
の
規
定
は
、
新
し
き
ナ
チ
ス
の
枇
曾
健
制
と
経
済
膿
制
と

に
と
り
で
極
め
て
重
要
注
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
於
て
は
今
日
持
働
関
係
は
凡
て
身
分
闘
係
に
よ
り
て
規
定
せ
ら

れ
、
嘗
時
代
の
如
く
身
分
的
制
約
泣
き
持
働
闘
係
は
存
し
な
い
。
人
々
は
弊
働
に
よ
り
て
計
葺
的
・
組
織
的
に
一
闘
の
産
業
償
制
と

同
時
に
吐
舎
鰻
制
に
編
入
せ
ら
る
与
の
で
る
る
。
調
逸
は
ナ
チ
ス
革
命
に
よ
り
て
「
身
分
園
家
」
富
山

E
E
E
)
に
愛
じ
た
と
い
ひ
、

或
は
ナ
チ
ス
経
済
を
「
身
分
経
済
」
(
巴
町
民
E
-
E
Z
君
主
E
Z
S
で
る
る
と
か
い
ふ
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
但
し
と
の
「
身
分
圃
家
」

は
ナ
チ
ス
の
大
い
に
主
張
す
る
様
に
中
世
的
・
な
も
の
と
大
い
に
異
る
。
例
之
、
職
業
的
身
分
に
は
法
律
的
世
袈
の
義
務
の
友
〈
職
業

選
捧
の
自
由
は
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
叉
、
中
世
に
は
職
業
身
分
的
に
組
織
さ
れ
ざ
り
し
多
く
の
人
身
が
存
し

=
t
、

完
治

ナ
千
ス
で
は
持
働
の
槽
利
(
問
。
。
Z
E
K
F『
rE)
の
原
則
に
照
癒
し
て
、
総
て
の
弊
働
能
力
あ
る
固
民
は
身
分
的
組
織
に
編
入

さ
れ
つ
L
あ
る
の
で
あ
る
。
加
之
、
中
世
の
園
家
(
E
E
)
は
そ
れ
白
樺
一
の
身
分
階
級
で
あ
っ
た
が
ナ
チ
ス
で
は
国
家
は
無
保
件
的

友
政
治
の
指
導
者
で
る
り
身
分
階
級
の
形
成
者
で
あ
る
。
然
し
兎
も
角
ナ
チ
ス
革
命
に
よ
り
て
、
奮
き
個
人
主
義
的
枇
舎
秩
序
は
共

同
鰻
的
・
身
分
的
新
枇
舎
秩
序
に
よ
り
て
置
き
換
へ
ら
る
主
に
至
っ
た

n



; 

以
上
の
如
く
ナ
チ
ス
の
経
替
は
個
人
主
義
時
代
の
経
営
と
は
、
そ
の
精
一
岬
に
於
て
そ
の
構
成
に
於
て
、
そ
の
運
用
方
法
に
於
て
非

常
涯
る
愛
化
を
悲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
貫
く
根
本
原
理
は
一
に
民
族
共
同
問
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
利
己

主
義
・
個
人
主
義
は
何
れ
の
黙
に
於
て
も
梯
拭
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
人
々
は
自
己
よ
り
よ
り
高
き
も
の
へ
の
奉
仕
に
よ
り

て
自
己
の
生
存
債
値
を
み
出
す
こ
と
を
事
ば
ね
ば
友
ら
ね
。
か
く
し
て
経
替
共
同
酬
胞
に
於
て
は
従
開
局
員
に
犠
牲
や
勤
勉
の
要
請
せ
ら

る
h

は
蛍
然
で
あ
ら
う
。
但
し
そ
の
反
聞
に
於
て
絞
替
共
同
閣
は
か
L
る
犠
牲
や
奉
仕
を
な
す
従
属
員
に
針
ず
る
保
護
は
怠
ら
ざ
る

ぺ
〈
、
持
働
者
は
個
人
主
義
時
代
の
知
事
d

生
活
の
不
安
定
か
ら
は
一
態
解
放
さ
る
L
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
問
題
は
経
替
指
導
者
や

貸
業
家
が
如
何
程
利
己
的
精
神
を
解
消
し
て
従
業
員
の
隔
利
を
は
か
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
為
、
国
家
が
民
族
共
同
盟
の
名
の
下
に
、
猟

泡
経
済
に
如
何
程
え
な
る
負
携
を
課
ず
か
、
湖
急
経
済
が
か
i
A

る
組
織
を
以
て
し
て
呆
し
て
そ
の
岡
家
的
負
携
に
耐
へ
う
る
か
、
或

は
又
か

L
る
企
識
の
負
強
は
似
し
こ
相
風
口
H
の
一
帯
仕
・
犠
牲
が
加
何
な
る
税
皮
に
ま
で
マ
ゼ
れ
に
耐
へ
う
る
か
は
あ
芯
で
あ
ら
う
。
側

人
主
義
経
済
閥
系
を
継
承
し
て
そ
れ
を
共
同
鵠
的
に
運
用
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
の
政
策
は
、

ナ
チ
ス
革
命
が
枇
合
的
摩
擦
を
少
く
し

え
た
所
以
で
あ
ら
う
が
、
個
人
主
義
的
友
も
の
を
異
に
共
同
館
的
左
も
の
に
緩
や
る
に
は
猶
前
途
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
恩

は
れ
る
。
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
前
進
す
る
か
そ
れ
と
も
後
退
す
る
か
は
今
後
最
も
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
今
日
の
経
借
共
同
種
は

い
ろ
/
¥
の
意
味
に
於
て
米
だ
試
練
期
・
過
渡
期
に
る
る
も
の
と
み
友
け
れ
ば
怒
ら
ぬ
。
(
昭
和
一
四
・
五
・
廿
七
)

ナ
チ
月
頼
替
共
同
挫
の
理
論
及
び
構
謹
に
就
て

九




