
西
ド
イ
ツ
企
業
に
お
け
る
労
働
者
取
締
役
（
二
）

1
そ
の

実
態
を

心
と
し
て
－

一
一
　
神

恭

次

一
、
序

二
、
労
働
著
敢
締
役
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
位

三
、
労
働
着
敢
締
役
の
所
管
の
実
態

四
、
包
括
的
共
同
決
定
の
問
題
（
以
上
一
七
九
号
）

五
、
労
働
老
取
締
役
の
人
的
背
景

六
、
行
動
の
優
向
に
つ
い
て

七
、
労
働
着
取
緒
役
と
経
営
的
杜
会
政
策
の
理
念

八
、
む
す
び

45

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
労
働
者
取
締
役
の
人
的
背
景

　
ま
え
の
諾
節
で
は
・
労
働
者
取
締
役
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
を
制
約
L
て
い
る
、
現
実
の
企
業
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
状
況
を
中
心
と

し
て
労
働
老
取
締
役
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
労
働
老
取
締
役
と
い
う
職
位
に
あ
る
人
間
そ
の
も
の
に
眼
を
転
じ
て

蛎
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み
よ
う
。

　
ホ
イ
ク
ト
ら
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
職
位
に
あ
る
人
物
は
、
そ
の
就
任
前
に
お
い
て
、
通
常
、
労
働
績
合
の
メ
ソ
バ
ー
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
幻

と
が
判
明
し
て
い
る
。
し
か
も
か
れ
ら
は
、
組
合
の
積
極
的
な
活
動
分
子
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
例
外
な
く
そ
の
実
績
を
し
め
し
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
組
合
の
信
頼
を
え
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
ら
は
、
労
働
老
取
締
役
に
任
命
さ
れ
た
の
ち
と
い
え
ど
も
、
ほ
と
ん
と
仮
外

な
く
、
組
合
員
た
る
こ
と
を
止
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
労
働
組
合
の
卓
越
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て
、
被
用
老
利
益
の
代
表
者
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到

あ
る
、
…
…
労
働
者
取
締
役
は
、
同
時
に
、
そ
の
特
殊
な
敢
締
役
職
能
の
ゆ
え
に
、
佼
用
者
で
も
あ
る
」
と
い
う
ホ
イ
ク
ト
の
指
摘
の
前

半
は
、
こ
こ
か
ら
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
な
お
、
ホ
イ
ク
ト
の
掲
げ
る
表
に
よ
る
と
、
労
働
者
取
締
役
の
最
初
の
職
種
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
第
一
表
参
照
）
。
ま
た

労
働
者
取
締
役
に
就
任
す
る
年
齢
は
、
第
二
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
取
締
役
に
就
任
す
る
直
前
の
活
動
は
、
第
三
表
の
通
り

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
は
、
た
と
え
ぱ
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
労
働
者
敢
締
役
と
し
て
の
活
動
の
な
か
に
生
か
さ

　
　
　
，
幻
一

れ
て
く
る
。

　
あ
る
大
き
な
製
鉄
所
で
は
、
鋳
型
工
出
身
の
労
働
老
取
締
役
が
任
命
さ
れ
た
、
か
れ
は
災
害
防
止
制
度
を
通
じ
て
、
技
術
遇
程
の
特
殊

な
災
害
を
な
く
す
る
こ
と
に
努
め
、
か
れ
の
は
た
ら
き
で
、
こ
の
製
鉄
所
の
作
業
保
護
は
他
杜
に
比
し
、
じ
つ
に
模
範
的
な
も
の
と
な
っ

た
と
い
う
。
ま
た
あ
る
石
炭
会
杜
で
は
、
労
働
者
取
締
役
が
営
業
員
教
育
を
履
修
し
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
所
管
が
営
業
領
域
に

も
拡
張
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
職
務
範
囲
が
、
営
業
の
視
点
か
ら
組
織
化
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
労
働
者
取
締
役
と
し
て
の
行
動
に
対
し
、
そ
の
任
に
あ
る
人
物
の
体
験
た
い
し
職
歴
は
、
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ホ
イ
ク
ト
は
体
験
範
囲
（
宰
匡
目
事
邑
塞
鼻
）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。

か
れ
に
よ
る
と
、
人
間
の
体
験
範
囲
と
は
、
　
「
あ
る
時
点
で
、
か
れ
の
創
意
と
反
応
に
と
っ
て
決
定
的
な
、
現
在
お
よ
び
最
近
の
さ
ま
ざ
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ま
た
時
間
で
の
、
ま
だ
記
憶
に
残
っ
て
い
る
体
験
、
お
よ
び
学
習
・
教
育
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ゴ
一
ソ
手
段
を
媒
介
と
す
る
、
遠
い
遇
去
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
〕

事
実
・
出
来
事
・
経
験
で
あ
る
」
。
　
こ
の
よ
う
な
体
験
範
囲
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
ぽ
、
体
験
の
全
体
で
は
な
く
、
想
い
に
残
る
体
験

と
、
薄
ら
い
だ
印
象
の
あ
い
だ
の
、
絶
え
ず
変
わ
る
作
用
に
ほ
か
な
ら
た
い
。
そ
し
て
、
ホ
イ
ク
ト
に
よ
る
と
、
当
人
の
理
想
に
反
す

る
、
煩
わ
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
体
験
の
方
が
、
体
験
範
囲
を
つ
よ
く
規
定
す
る
。
ま
た
、
遠
い
過
去
の
体
験
は
、
通
常
、
時
と
と
も
に
よ

わ
く
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ハ
ウ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
企
業
の
杜
会
活
動
に
対
す
る
労
働
者
取
締
役
の
行
動
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
体
験
範
囲
を
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
）

し
て
い
る
要
因
の
う
ち
、
自
動
的
環
境
変
化
（
碧
o
鼻
彗
胃
o
冒
毒
岸
竃
己
〇
一
）
と
い
う
体
験
で
あ
る
。
企
業
家
経
歴
と
い
う
も
の
は
、
所

有
者
側
の
敢
締
役
に
と
っ
て
、
一
応
予
定
の
、
不
断
の
遇
程
で
あ
る
が
、
労
働
老
取
締
役
は
そ
う
で
は
な
い
。
か
れ
の
「
昇
進
」
は
、
長

〃

第一表 労働者取締役の最初の職業

　　　　　　　　　（1958年春）

鉄鋼業 鉱山業

41

8
9
一
2

8
　
8

11

　
　
　
｝

夫
老
習
習
員
究

　
　
見
見
職

　
動

　
｛
季
業
術

坑
労
年
商
技
研

6035計

第二表 労働老敢締役の年齢（就任時）

年　齢
　　鉄鋼業

人数　　％

　　鉱山業

ノ㌧数　　％

30才以下

30～35
35～40
40～45
45～50
50～55
55～60
60才以上

2，9

14，3

28，5

34，3

11．4

8，6

1．7

8，3

！6，6

35，1

20，0

16．6

1．7

計 35　　100 60　　100

資料・

　　Heinz　Seide1．Zur　Soziolgie　des　Arbeits

direktors．Gewerkschaftliche　Monatsbefte
1ユ．Jg．（1960），H．20．S．60L

■勺



第三表　労働者取締役就任直前の職業

　　　　　　　　　　　　（1958年春）

鉄鋼業 鉱山業持株会杜

経営協議会員　　　4　　16a）

労働組合本部職員　7　　7

官　　　　吏　　　4　　8b）

営業職員　　12　13c）
技術職員　　8　25d）
教　　　　員　　　　　　2

そ　の　他

計

2
2

1

35　　66　　　　8

DGBの共同決定部資料
　a）大都分は経営協議会議長である0

　b）うち4名は労働省官吏である。

　C）大部分は杜会部から。

　d）犬部分は坑夫頭であるo

期
的
な
準
備
を
伴
わ
た
い
、
自
動
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
今
日
の
労

働
者
取
締
役
の
職
歴
は
、
不
意
に
絶
ち
切
ら
れ
て
い
て
、
中
間
が
な

く
、
「
高
い
」
層
で
再
び
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物
は
全
く

準
備
も
た
し
に
、
新
し
い
環
境
、
新
し
い
職
務
に
敢
り
親
ま
た
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
わ
げ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
労
働
者
取
締
役
に
は
、
伝
統
（
弓
冨
婁
一
昌
）
と
い
う
も
の

が
欠
げ
て
お
り
、
振
り
返
る
べ
き
世
代
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
古
奥
的
な
企
業
か
ら
近
代
的
経
営
者
へ

の
変
生
を
体
験
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
著
取
締
役
と
い
う

制
度
は
、
法
で
定
め
ら
れ
た
秩
序
の
表
現
で
あ
っ
て
、
自
然
的
に
生

鵯

じ
た
秩
序
の
そ
れ
で
は
た
い
点
が
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ウ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
労
働
者
取
締
役
に
あ
る
人
物
の
行
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

規
定
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
体
験
範
囲
の
自
動
的
変
化
で
あ
る
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
労
働
者
取
締
役
は
新
し
い
職
務
を
果
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
か
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
ま
ず
地
歩
を
固
め
る
た
め
に
、

新
し
い
職
務
領
域
に
お
け
る
出
来
事
や
そ
の
合
理
的
経
過
、
特
定
の
経
済
的
目
標
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
新
し

い
体
験
範
囲
の
力
に
は
ほ
と
ん
ど
低
抗
を
し
め
さ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
い
つ
ま
で
も
続
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ハ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

ヅ
ク
に
よ
る
と
、
労
働
老
敢
締
役
が
信
頼
を
え
て
、
能
力
の
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
と
き
に
は
、
事
態
は
別
に
な
る
と
い
x
。
そ
の
と

き
、
労
働
者
取
締
役
は
被
用
者
の
杜
会
的
利
益
の
代
表
と
い
う
、
そ
の
基
本
的
任
務
の
ひ
と
つ
を
十
分
に
果
す
ト
」
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
は
、
今
日
の
労
働
老
取
締
役
が
、
と
く
に
狭
義
の
経
営
的
杜
会
政
策
に
対
し
、
一
般
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
り
、
ま
た
い
か



な
る
考
え
方
を
抱
い
て
い
る
か
と
い
う
間
題
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　　　　　　　　　　　　注
（つ（6〕（5）（4）（3〕（2〕（1〕

く
O
厨
戸
寧
讐
◎
二
ω
』
S
1

＜
o
骨
サ
国
一
撃
ρ
一
ψ
畠
ω
‘

く
O
樹
戸
中
団
．
O
j
ω
ω
．
竃
㌣
曽
’

＜
O
嵐
戸
閨
．
印
．
O
二
ω
ω
．
N
崖
－
岩
1

＜
O
樹
戸
與
．
印
一
〇
｛
O
O
．
－
曽
一

目
雪
』
o
打
讐
蛯
．
◎
’
o
o
．
8
．

葭
印
目
o
河
與
．
頸
一
◎
二
ω
．
8
．

六
　
行
動
の
傾
向
に
つ
い
て

ω

　
ホ
イ
ク
ト
ら
の
調
査
に
お
い
て
は
、
労
働
者
取
締
役
の
多
数
は
、
経
営
的
杜
会
政
策
の
家
長
的
た
形
態
、
つ
ま
り
伝
統
的
・
古
典
的
な

形
態
に
対
し
、
反
対
の
態
度
を
し
め
し
て
い
た
と
い
う
。
か
れ
ら
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
よ
う
恋
経
営
的
杜
会
政
策
の
基
本
的
特
徴
た
る
賦
与

的
性
格
（
Ω
馨
冨
寿
－
〇
一
曇
芽
華
）
は
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
ユ
ソ
ク
ブ
ル

ー
ト
の
見
解
が
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
、
困
窮
と
悲
惨
の
状
況
に
陥
っ
た
折
に
、
恵
み
深
い

施
物
で
助
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
じ
つ
は
フ
ラ
シ
テ
ソ
、
装
飾
花
瓶
、
快
適
た
部
屋
の
あ
っ
た
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
古
い
残
津
で
は
な
い
か
…
…
」
。

　
西
ド
イ
ツ
で
は
、
従
業
員
の
所
得
の
増
大
と
、
生
活
状
態
の
一
般
的
安
定
化
を
通
じ
て
、
企
業
に
よ
る
従
業
員
の
杜
会
的
傑
護
は
、
今

日
、
そ
の
重
要
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
経
営
的
杜
会
政
策
の
重
点
は
、
個
入
の
保
護
を
意
味
す
る
給
付
か
ら
、
ま
す
ま
す
離
れ
つ
つ
あ
る
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⑫

と
い
え
る
。
こ
の
点
で
、
労
働
者
取
締
役
の
態
度
は
、
経
営
的
杜
会
政
策
の
一
般
的
動
向
と
一
致
し
！
」
い
る
。

　
げ
れ
ど
も
調
査
に
お
い
て
、
労
働
者
取
締
役
の
多
数
は
、
付
加
的
杜
会
給
付
、
と
り
わ
け
「
杜
会
的
な
空
騒
ぎ
」
（
・
S
邑
睾
彗
目
茎
ヨ
）

を
解
消
す
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
た
と
は
い
え
、
伝
来
の
杜
会
的
施
設
の
廃
棄
が
、
か
な
ら
ず
し
も
可
能
で
た
い
点
も
み
と
め
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
〕

ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る
と
、
今
日
の
企
業
制
度
や
伝
統
・
因
襲
が
、
新
し
い
合
理
的
た
杜
会
政
策
の
理
念
を
阻
止
し
て
い
る
。
数
人
の
労
働
老

取
締
役
に
い
た
っ
て
は
、
経
営
的
杜
会
政
策
の
因
襲
的
形
態
を
急
に
解
体
し
、
な
い
し
は
改
造
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
毘

解
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
意
見
に
よ
る
と
、
従
業
員
が
そ
の
よ
う
な
政
策
に
慣
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
解
体
た
い
し
改
造
は
、
経

営
の
雰
囲
気
（
団
脅
匡
ω
雲
冒
頸
）
を
損
う
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
経
営
的
杜
会
政
策
は
従
業
員
の
精
神
的
状
況
、
習
債
、
意
図
に

よ
っ
て
き
ま
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
従
業
員
を
し
て
経
営
的
杜
会
政
策
の
新
し
い
理
念
に
慣
れ
親
し
み
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
長
期
的
に
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
調
査
で
は
、
労
働
者
取
締
役
は
作
業
保
護
と
保
健
業
務
に
と
く
に
功
績
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ハ
ウ
ッ
ク
は
あ
る
企
業
の
事
例

　
　
　
　
　
　
勾

を
し
め
し
て
い
到
。
こ
の
会
杜
で
は
、
労
働
者
敢
締
役
に
直
属
す
る
災
害
防
止
課
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
重
点
実
施
計
函
（
o
．
o
芽
睾

勺
…
斤
言
轟
轟
冒
自
）
は
、
工
場
の
監
督
、
生
産
技
術
遇
程
に
関
す
る
日
常
的
情
報
の
管
理
、
計
画
に
対
す
る
干
渉
、
作
業
保
護
の
改
善
、

危
険
に
対
す
る
従
業
員
の
啓
蒙
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
重
点
実
施
計
画
の
ほ
か
に
、
と
く
に
危
険
た
職
場
で
働
く
従
業
員
の
た
め
、
教

育
課
程
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
新
入
工
員
に
対
し
て
は
、
経
験
あ
る
作
業
伸
間
が
「
代
父
」
と
し
て
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
ト
」
労
働
老

取
締
役
の
創
案
で
、
作
業
保
護
を
一
層
お
し
す
す
め
る
手
段
と
し
て
、
割
増
金
亀
（
一
、
曇
ま
彗
－
葛
箒
昌
）
も
遺
叩
入
さ
れ
た
。
弄
、
れ
は
、
作
業

活
動
の
危
険
度
に
応
じ
て
、
作
業
集
団
が
四
つ
の
割
増
金
等
級
に
分
げ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
災
害
防
止
と
な
ら
ん
で
、
保
健
制
度
も
、
労
働
者
取
締
役
の
も
と
で
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る

と
、
そ
の
中
心
は
工
場
医
療
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
と
く
に
予
防
的
措
置
を
通
じ
て
、
従
業
員
を
疾
病
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
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る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼

　
と
γ
」
ろ
で
こ
れ
と
関
連
し
て
、
ハ
ウ
ヅ
ク
は
共
同
の
経
営
的
杜
会
政
策
（
胸
彗
筆
竃
昌
。
ほ
片
、
一
。
雲
。
巨
。
ω
。
、
一
與
与
。
旨
、
寿
）
の
間
題
に
言
及
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
い
る
・
か
・
れ
は
、
ド
ル
ト
ム
ソ
ト
・
ヘ
ル
ダ
製
鉄
所
の
労
働
着
取
締
役
ツ
エ
i
フ
ア
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
杜
会
的
孤
立
化
の
危
険
に

対
処
す
る
ト
」
と
を
説
く
た
め
に
、
こ
の
間
題
を
と
り
上
げ
て
い
る
。
シ
エ
ー
フ
ア
は
企
業
の
分
散
的
た
杜
会
政
策
的
活
動
を
調
整
し
て
、

働
い
て
い
る
人
聞
・
企
業
・
杜
会
の
た
め
に
、
最
大
の
活
動
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

一
定
の
付
加
的
な
杜
会
絵
付
の
共
同
化
の
た
め
の
、
企
業
の
連
合
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ウ
ヅ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
調
整
の
た
か

に
、
分
散
的
な
社
会
政
策
的
活
動
の
孤
立
化
の
危
険
に
対
処
し
う
る
方
途
を
み
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
ウ
ツ
ク
に
L
た
が
う
と
、
こ
の

よ
う
な
企
業
の
連
合
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
杜
会
組
合
（
ω
邑
巴
藺
膏
昌
o
鵠
昌
竃
ぎ
津
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
で
、
企
業
の
側
か
ら
も
望
童
し

い
。
ま
ず
中
小
企
業
の
場
合
、
そ
れ
ら
が
達
合
L
て
、
た
と
え
ぱ
共
同
の
工
場
医
療
施
設
を
設
け
る
、
」
と
は
、
費
用
負
担
の
面
か
ら
い
っ

て
、
有
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
杜
会
政
策
的
連
合
」
は
、
家
長
的
杜
会
政
策
活
動
を
封
ず
る
こ
と
に
も
た
り
、
企
業
聞
の
「
杜
会
競
争
」

を
も
制
限
で
き
る
。
そ
の
う
え
調
整
は
、
新
L
い
杜
会
的
差
別
化
を
も
た
ら
さ
恋
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
イ
ソ
タ
ヴ
ユ
ー

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
調
整
は
労
働
者
取
締
役
の
注
意
を
ほ
と
ん
ど
ひ
い
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
L
た
。
ハ
ウ
ヅ
ク
は
労
働
老
取
締

役
の
そ
う
し
た
態
度
を
慨
嘆
L
て
い
る
。
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調
査
に
よ
る
と
、
労
働
者
取
締
役
は
杜
会
政
策
的
活
動
に
お
い
て
基
本
的
に
は
経
済
目
的
（
募
o
昌
。
邑
、
。
－
。
、
s
。
一
）
を
重
視
す
る
と
い

う
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
経
営
的
杜
会
政
策
の
動
機
に
は
、
杜
会
的
な
も
の
と
経
済
的
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
ハ
ウ
ツ
ク
は
、
前
者
が
従
業
員

の
立
場
を
考
慮
し
、
後
者
が
企
業
の
そ
れ
を
考
慮
す
る
局
面
と
し
て
、
論
を
す
す
め
て
い
る
。
む
ろ
ん
両
老
は
、
意
味
深
く
む
す
び
合
っ
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て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
だ
が
ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る
と
、
前
者
が
後
者
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
、
支
配
さ
れ
る
一
」
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
か

れ
に
あ
っ
て
は
、
企
業
に
お
け
る
杜
会
活
動
は
、
絶
対
に
経
済
的
用
具
と
L
て
堕
落
せ
し
め
ら
れ
て
は
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
と
，
」
ろ
が

労
働
者
取
締
役
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
取
締
役
会
の
同
権
的
メ
ソ
バ
ー
で
あ
る
。
か
れ
に
は
、
経
済
的
動
機
を
十
分
に
排
除
し

え
な
い
よ
う
な
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か
れ
に
は
、
杜
会
政
策
的
活
動
を
経
済
目
的
に
従
属
せ
し
め
る
義
務
が
あ
る
と
も
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

れ
る
。
ホ
イ
ク
ト
の
指
摘
を
侯
つ
ま
で
も
な
㍉
企
業
の
杜
会
政
策
的
活
動
に
お
い
て
は
、
杜
会
的
動
機
の
ほ
か
に
、
労
働
生
産
性
の
向

上
、
労
働
力
募
集
の
改
善
、
労
働
力
の
定
着
、
租
税
対
策
な
ど
の
経
済
目
的
こ
そ
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
今
日
、
経
営
的
杜
会

政
策
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
目
的
と
の
関
連
で
、
ま
す
ま
す
と
り
上
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
げ
れ
ど
も
ハ
ウ
ツ
ク
に
よ
る

と
、
杜
会
目
的
と
経
済
目
的
の
双
方
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
労
働
老
取
締
役
の
職
務
で
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
調
査
に
よ
る
と
、
石
炭
業
の
二
人
の
労
働
者
取
締
役
の
み
が
、
企
業
に
お
げ
る
杜
会
政
策
的
活
動
の
経
済
化
（
冥
。
目
。
邑
、

ω
雪
…
閑
）
を
は
っ
き
り
と
否
定
L
た
に
す
ぎ
な
い
。
二
人
に
よ
る
と
、
杜
会
給
付
の
経
済
的
制
約
は
度
外
視
で
き
な
い
に
し
て
も
、
杜
会

的
動
機
こ
そ
が
、
企
業
に
お
げ
る
杜
会
政
策
的
活
動
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
。
げ
れ
ど
も
調
査
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど

の
労
働
者
取
締
役
は
、
経
営
的
杜
会
政
策
を
経
済
的
動
機
に
従
属
さ
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ハ
ウ
ツ
ク
は
こ
れ
を
経
済
化
の
傾
向
（
冥
。
目
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割

昌
邑
g
…
賢
彗
宗
竃
）
と
称
し
て
い
刷
。
か
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
経
済
化
の
傾
向
は
、
労
働
著
取
締
役
の
体
験
範
囲
の
自
動
的
変
化
に
ね

ざ
す
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
労
働
老
取
締
役
に
就
い
た
人
物
は
、
突
然
に
新
し
い
職
務
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
た
い
の

で
あ
り
、
そ
の
職
務
範
囲
の
出
来
事
、
そ
の
合
理
的
経
過
、
特
定
の
経
済
的
目
標
に
L
が
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る
と
、
労
働
者
敢
締
役
が
信
頼
さ
れ
、
そ
の
能
力
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ぱ
、
事
態
は
改
善
さ
れ
う
る
と

、
－
つ
o

し　
た
お
労
働
老
取
締
役
と
の
イ
ソ
タ
ヴ
ユ
ー
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
の
多
数
は
、
基
本
的
に
は
、
物
質
的
な
杜
会
給
付
の
み
を
考
え
て
い
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鴉

る
。
か
れ
ら
は
物
質
的
液
付
加
的
給
付
に
関
す
る
話
だ
げ
し
て
、
非
物
質
的
な
給
付
の
問
題
を
提
起
し
な
か
っ
た
・
ハ
ウ
ヅ
ク
が
こ
れ
を

話
題
に
し
た
と
き
に
の
み
、
か
れ
ら
は
経
営
の
雰
囲
気
の
改
善
や
、
従
業
員
の
人
間
的
地
位
の
向
上
を
の
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
ご
く
わ
ず
か
の
労
働
老
取
締
役
し
か
、
こ
の
間
題
を
自
ら
切
り
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
意
外
で
あ
り
、
ハ
ウ
ヅ
ク
は
こ
の
事
態

を
由
々
し
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
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．
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．
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②
　
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
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論
稿
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そ
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た
動
向
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て
い
る
。
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身
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弘

七
　
労
働
者
取
締
役
と
経
営
的
杜
会
政
策
の
理
念

　
　
こ
れ
ま
で
の
節
に
お
い
て
は
、
ホ
イ
ク
ト
一
派
の
報
告
に
よ
り
な
が
ら
、
労
働
者
取
締
役
の
実
態
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
い
ま
や
、
そ
の
よ
う
な
労
働
老
取
締
役
と
、
経
営
的
杜
会
政
策
の
理
念
と
の
関
違
が
論
じ
ら
れ
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
こ
こ
で
は
ハ

ウ
ッ
ク
の
所
論
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
こ
の
間
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
工
業
の
発
展
は
、
企
業
の
領
域
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
の
生
産
過
程
に
お
い
て
、
杜
会
闘
争
の
種
（
8
註
τ
5
亨

ま
斥
亘
毒
亭
）
を
ま
き
ち
ら
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
た
闘
争
の
原
因
と
し
て
は
、
良
好
で
な
い
経
営
雰
囲
気
、
上
司
の
あ
や
ま
っ
た
人
問
指

導
、
適
切
で
な
い
災
害
防
止
策
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
｝
」
に
、
経
営
的
杜
会
政
策
の
活
動
■
分
野
が
見
出
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。

経
営
的
杜
会
政
策
の
課
題
は
、
生
産
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
杜
会
閾
争
の
種
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
除
去
し
、
な
い
し
は
緩
和
し
、
そ
の
損
失

を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る
と
、
「
企
業
の
杜
会
政
策
の
課
題
設
定
は
、
杜
会
闘
争
の
根
源
が
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

接
に
二
老
択
一
的
な
生
産
経
過
か
ら
生
ず
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
被
用
者
の
物
質
的
・
非
物
質
的
生
活
状
況
の
改
善
と
確
保
で
あ
る
」
。

　
　
ハ
ウ
ヅ
ク
に
し
た
が
う
と
、
－
」
の
よ
う
な
杜
会
閾
争
の
種
は
、
労
働
生
活
の
三
つ
の
現
象
、
つ
ま
り
職
業
的
分
業
（
ぎ
；
室
警
零
ξ
σ
睾
g
o
；
長
）
、

　
管
理
的
労
働
と
実
施
的
労
働
の
あ
い
だ
の
分
業
（
＞
ま
隼
g
邑
冒
晒
N
皇
窒
｝
彗
置
冨
己
實
旨
q
彗
昆
葦
H
彗
庄
睾
＞
ま
o
ε
と
技
術
的
分
業

　
（
冨
o
麦
ぎ
ぎ
＞
ま
o
豪
8
一
一
…
o
弓
）
で
あ
る
。
ア
ル
ソ
ト
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
工
業
化
の
進
行
と
と
も
に
、
分
業
が
強
力
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、

　
未
曾
有
の
生
産
性
の
向
上
を
み
た
が
、
そ
れ
は
重
た
、
杜
会
的
遇
程
の
一
層
の
差
別
化
・
孤
立
化
・
不
安
定
化
を
伴
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
如
は
産
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到

　
の
労
働
関
係
を
危
険
に
」
、
闘
争
材
料
を
ゆ
た
か
に
し
た
」
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
た
経
営
的
杜
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
類
型
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
ゲ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割

ク
は
、
杜
会
的
経
営
管
理
（
碗
§
邑
①
雰
ま
g
阻
葦
；
目
的
）
の
三
つ
の
形
態
を
措
定
し
て
、
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
長
的
形
態
（
喀
巨
彗
－
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○
置
ぎ
－
o
『
ぎ
ま
箒
勺
o
旨
）
、
自
由
主
義
的
形
態
（
豪
o
冨
一
〇
ま
婁
賢
ω
勺
o
旨
）
と
共
同
的
形
態
（
〆
8
潟
冨
芽
邑
彗
箒
義
馨
・
邑
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

雰
巨
①
冨
｛
彗
；
屋
）
で
あ
る
。
ハ
ウ
り
ク
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
発
展
段
階
を
想
定
し
て
、
説
明
を
お
こ
た
っ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、

最
初
の
段
階
の
経
営
的
杜
会
政
策
は
、
「
企
業
家
の
広
汎
な
自
治
と
独
裁
の
表
現
」
で
あ
っ
た
。
「
工
場
所
有
老
は
絶
対
的
な
支
配
者
た
る

こ
と
を
自
ら
任
じ
、
従
業
員
に
対
し
て
も
、
家
族
的
な
生
活
共
同
体
か
ら
お
こ
っ
て
く
る
権
威
的
要
求
を
な
」
た
」
。
　
こ
の
種
の
杜
会
政

策
は
、
真
の
責
任
感
か
ら
発
動
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
し
て
も
、
慈
恵
的
動
機
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
登
場
す
る
形
態
は
、
人
々
の
力
の
白
由
な
発
揮
の
う
え
に
打
ち
建
て
ら
れ
て
い
る
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
力
の
自

由
な
発
揮
か
ら
最
良
の
杜
会
秩
序
が
生
ず
る
と
い
う
見
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
二
つ
の
形
態
の
い
ず
れ
も
、
企
業
家
に
よ
る
一

方
的
意
思
形
成
の
形
態
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
の
終
り
頃
に
、
企
業
に
お
け
る
杜
会
活
動
で
、
企
業
に
雇
わ
れ
て
い
る
も
の
全
員
の
共
働
を
め
ざ
し
た
現
象
形
態

が
あ
ら
わ
れ
た
。
ゲ
ヅ
ク
の
い
う
杜
会
的
経
営
管
理
の
「
共
同
的
形
態
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
形
態
は
、
企
業
に
お
け
る
杜
会
闘
争

の
根
源
を
克
服
す
る
こ
と
に
被
用
者
の
参
加
を
も
み
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
ハ
ウ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
的
杜
会
政
策
」
に
お
い
て
と
く
に
重
要
な
原
則
は
、
自
助
を
助
け
る
原
則
（
～
目
暑
宗
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
功

雪
豪
N
實
ω
葦
ω
葦
罵
O
）
で
あ
る
。
自
助
は
他
人
の
援
助
（
厚
望
ま
巨
守
）
の
上
に
位
す
る
。
国
家
の
杜
会
政
策
の
課
題
は
、
と
り
わ
げ
自

助
を
助
け
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
企
業
に
お
げ
る
被
用
者
に
も
、
自
己
創
意
を
通
じ
て
、
生
産
過
程
か
ら
生

ず
る
杜
会
闘
争
の
根
源
を
除
去
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
経
営
的
社
会
政
策
は
被
用
老
の
自
助
の
あ
ら

わ
れ
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ハ
ウ
ヅ
ク
に
よ
る
と
、
従
業
員
が
経
営
的
杜
会
政
策
に
民
主
的
た
方
法
で
参
加
す
る
と
き
、
そ
れ
は
近
代

的
杜
会
政
策
の
観
念
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
か
机
に
し
た
が
う
と
、
企
業
に
お
け
る
被
用
老
の
共
同
決
定
こ
そ
は
、
ま
さ
に
自
功
を
功
け
る
制
度
以
外
の
な
に
も
の
で
も

硫



56

た
い
。
そ
れ
は
襖
用
着
に
、
民
主
的
た
基
本
規
則
を
維
持
し
て
、
経
済
的
・
杜
会
的
後
見
か
ら
解
放
す
る
機
会
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
共
同
決
定
は
、
ハ
ウ
ヅ
ク
の
の
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
近
代
的
な
杜
会
政
策
の
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
老

取
締
役
も
、
共
同
決
定
制
の
一
環
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
役
割
を
発
揮
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
労
働
老
敢
締
役
に
は
、
経
営
協
議
会

と
、
監
査
役
会
に
お
げ
る
被
用
者
代
表
よ
り
も
、
大
き
な
影
響
力
を
ふ
る
う
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
可
能
性
は
、
既
述

し
た
よ
う
な
実
状
か
ら
し
て
、
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　
け
れ
ど
も
労
働
老
取
締
役
を
頂
点
と
す
る
被
用
老
の
共
同
決
定
に
は
、
す
で
に
部
分
的
に
は
ふ
れ
た
が
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
存
す
る

こ
と
に
注
意
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
市
場
経
済
に
異
質
の
要
素
を
挿
入
し
、
生
産
遇
程
に
樫
格
を

課
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
労
働
老
取
締
役
が
あ
や
ま
っ
た
考
え
方
に
立
っ
て
、
従
業
員
の
た
め
に
最
大

隈
の
付
加
的
給
付
を
要
求
す
る
場
合
、
こ
の
種
の
批
判
は
た
し
か
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
げ
れ
ど
も
ハ
ウ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
こ
う
L
た

鈍
判
は
、
共
同
決
定
の
「
と
る
に
足
り
な
い
」
失
敗
を
と
り
上
げ
て
、
市
場
経
済
秩
序
を
伝
統
的
な
個
人
主
義
原
理
に
ふ
た
た
び
近
づ
か

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
共
同
決
定
の
杜
会
政
策
的
意
義
は
、
平
等
（
9
9
。
；
。
6
と
公
正
（
Ω
。
『
。
。
一
一
け
常

蚕
一
）
と
い
う
規
準
に
よ
る
、
杜
会
生
活
の
改
善
に
あ
る
。
企
業
家
的
決
定
に
対
す
る
、
被
用
者
の
共
同
参
加
こ
そ
は
、
専
断
的
で
た
い
、

自
由
な
杜
会
秩
序
の
表
現
で
あ
る
。
た
だ
調
査
に
お
い
て
は
、
労
働
老
取
締
役
の
場
合
、
ハ
ウ
ヅ
ク
の
の
べ
る
よ
う
た
事
態
が
実
現
さ
れ

て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

　
さ
ら
に
被
用
者
の
共
同
決
定
は
、
所
有
権
を
隈
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
の
べ
ら
れ
る
。
ハ
ウ
ツ
ク
の
見
解
で
は
、
経

済
民
主
化
に
よ
っ
て
財
産
処
理
権
（
＜
邑
轟
…
σ
箏
ω
鷺
妻
一
二
亭
⑭
H
昌
o
皇
胴
彗
ε
冒
）
は
、
い
か
た
る
方
法
に
お
い
て
も
、
直
接
に
は
制
限
さ

れ
な
い
。
か
れ
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
決
定
法
は
被
用
老
に
共
同
行
為
権
（
婁
亭
彗
g
…
暢
、
①
。
巨
）
を
与
え
る
だ
げ

で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
参
加
者
を
し
て
共
同
の
意
思
形
成
を
な
さ
し
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
資
本
所
有
老
と
被
用
老
の
行
動
様
式
を
し

肪



て
、
連
帯
性
原
理
（
ω
◎
巨
邑
秦
名
ま
昌
）
に
方
位
せ
L
め
る
こ
と
を
義
務
づ
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
人
は
他
の
人
々
を
顧
慮
し

な
げ
れ
ぼ
な
ら
た
い
し
、
財
産
権
の
行
使
は
、
杜
会
的
責
任
の
限
界
内
で
な
さ
れ
る
、
と
。

　
と
こ
ろ
で
ハ
ウ
ヅ
ク
に
し
た
が
う
と
、
被
用
老
の
共
同
決
定
は
、
企
業
内
の
支
配
関
係
に
服
従
せ
し
め
ら
れ
る
人
々
の
支
配
行
使
の
意

味
に
お
け
る
、
企
業
体
制
の
民
主
化
と
い
う
こ
と
に
つ
き
恋
い
。
被
用
老
の
共
同
決
定
は
、
そ
れ
以
上
の
・
」
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

共
同
決
定
が
も
っ
と
も
適
切
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
ト
ヅ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
意
思
形
成
に
対
す
る
被
用
老
の
積
極
的
参
加
を
通
じ

て
、
そ
れ
が
杜
会
全
体
の
杜
会
的
保
全
に
役
立
つ
場
合
で
あ
る
。
し
か
も
重
要
な
点
は
、
こ
れ
が
制
度
よ
り
も
人
に
か
か
わ
る
事
柄
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
の
利
益
を
維
持
す
る
た
め
に
、
民
主
的
選
挙
を
通
じ
て
任
命
さ
れ
る
人
が
、
そ
の
「
権
力
地
位
」

を
正
し
く
用
い
る
か
否
か
に
か
か
る
。
そ
－
」
で
、
ハ
ウ
ッ
ク
の
い
う
主
観
的
行
動
様
式
（
窒
g
①
冬
き
ぎ
｝
娑
彗
ω
毒
落
）
、
つ
ま
り
被
用

著
代
表
の
個
人
的
目
的
設
定
を
間
題
に
す
る
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
人
間
の
反
応
様
式
を
分
析
す
る
・
」
と
な

し
に
は
、
被
用
者
の
共
同
決
定
の
聞
題
は
、
解
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
被
用
者
の
共
同
決
定
は
、
そ
の
代
表
が
、
共
同
決
定
の
理
念
に

そ
っ
た
、
行
動
と
考
え
方
を
と
る
と
き
に
の
み
、
も
っ
と
も
う
ま
く
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
企
業
に
お
け
る
共
同
決
定
が
、
企
業
利
己

な
い
し
個
人
的
に
解
釈
さ
れ
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
新
し
い
杜
会
体
制
の
実
現
、
杜
会
改
革
の
実
現
は
覚
束
な
く
、
杜
会
政
策
的
用
具
の

価
値
は
疑
わ
し
い
も
の
と
淀
る
。
労
働
者
取
締
役
を
は
じ
め
と
し
て
、
被
用
老
の
代
表
た
ち
が
、
　
「
か
れ
ら
の
」
従
業
員
の
た
め
に
、
で

き
う
る
か
ぎ
り
の
物
質
的
成
果
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
共
同
決
定
の
真
の
課
題
は
果
さ
れ
て
い
た
い
。
ま
た
労
働
者
取
締
役

が
、
経
済
化
の
方
向
に
押
し
流
さ
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
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お
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ベ
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も
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企
業
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家
長
的
形
態
（
肩
童
實
・

醐
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〇
一
畠
豪
o
ぎ
句
昌
昌
）
、
専
断
的
形
態
（
き
ω
o
；
募
茅
o
ざ
｝
實
旨
）
と
共
働
者
関
係
に
お
げ
る
管
理
（
司
8
旨
…
胸
ぎ
竃
ま
｝
9
片
o
；
實
轟
冒
己
蜆
）

　
を
識
別
し
て
い
る
。
（
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臭
g
悪
擾
一
団
・
団
。
ρ
一
ω
』
－
申
　
訳
書
五
七
頁
以
下
）
。

ω
　
雷
顯
目
o
ぎ
與
－
胆
I
o
二
ω
．
ω
．
－
杜
寓
1

⑤
　
｝
竃
o
ぎ
凹
－
夢
◎
’
ω
．
ミ
．
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こ
こ
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
鉄
鋼
業
と
鉱
山
業
に
お
げ
る
労
働
者
敢
締
役
に
関
し
て
、
ホ
イ
ク
ト
一
派
の
お
こ
た
っ
た
実
態
調
査
の
結
果

を
中
心
と
し
な
が
ら
、
省
察
を
こ
こ
ろ
み
た
。

　
こ
の
調
査
で
は
、
労
働
者
取
締
役
に
つ
い
て
、
共
同
決
定
法
の
適
用
下
に
あ
る
、
鉄
鋼
業
の
三
六
杜
と
持
株
会
杜
σ
八
杜
、
さ
ら
に
鉱

山
業
の
四
四
杜
が
、
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
研
究
対
象
が
、
同
じ
深
さ
と
同
じ
方
法
で
調
査
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
鉄
鋼
会
杜
と
持
株
会
杜
の
う
ち
十
二
杜
の
み
で
、
労
働
老
敢
締
役
、
そ
の
他
の
取
締
役
、
経
営

協
議
会
委
員
、
監
査
役
会
に
お
け
る
被
用
老
代
表
と
の
イ
ソ
タ
ヴ
ユ
ー
が
実
施
さ
れ
て
い
る
だ
げ
で
あ
る
。
ま
た
鉱
山
部
門
で
は
、
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

杜
に
つ
い
て
、
経
営
者
と
の
イ
ソ
タ
ヴ
ユ
ー
と
書
簡
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
調
査
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
に
よ
り
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
外
国
人
か
ら
み
て

も
、
西
ド
イ
ツ
企
業
に
お
げ
る
共
同
決
定
制
の
実
態
は
、
関
心
の
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
メ
ソ
タ
ー
ル
や
プ
ヅ
ク

フ
ァ
ー
ソ
ソ
の
調
査
に
よ
る
と
、
共
同
決
定
制
、
と
く
に
取
締
役
会
に
お
け
る
そ
れ
は
き
わ
め
て
円
滑
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い

る
。
た
と
え
ぱ
マ
ヅ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ソ
は
、
二
杜
の
資
本
代
表
取
締
役
と
イ
ソ
タ
ヴ
ユ
ー
を
し
た
の
ち
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。
　
「
か
れ
ら
は
二
人
と
も
、
取
締
役
会
の
運
営
に
困
難
を
感
じ
た
経
験
は
全
く
な
い
と
の
べ
た
。
そ
の
ひ
と
り
は
、
会
杜

の
そ
の
他
の
ど
の
階
層
に
お
け
る
よ
り
も
、
共
同
決
定
は
こ
の
階
層
で
も
っ
と
も
う
ま
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
」
。
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と
こ
ろ
が
ホ
イ
ク
ト
一
派
の
調
査
結
果
は
、
労
働
者
取
締
役
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
楽
観
す
べ
き
で
な
い
側
面
を
し
め
し
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
鉄
鋼
業
で
は
、
若
干
の
事
例
は
好
ま
し
い
状
況
を
も
の
が
た
っ
て
お
り
、
労
働
者
取
締
役
は
言
葉
通
り
労
務
担
当
取
締
役
と
L
て
の

職
責
を
果
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
だ
が
一
方
の
石
炭
業
部
門
で
は
、
む
L
ろ
悲
し
む
べ
き
光
景
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
ブ
ル
メ
ソ
タ
ー
ル
も
マ
ヅ
ク
フ
ァ
…
ソ
ソ
も
、
ま
た
ノ
イ
ロ
ー
も
、
鉄
鋼
業
の
み
を
と
り
上
げ
て
、
石
炭
業
を
み
て
い
放

い
点
に
注
意
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
石
炭
業
の
労
働
者
取
締
役
は
、
い
ろ
い
ろ
の
巧
妙
た
仕
方
で
、
棚
ざ
ら
し
に
さ
れ
、
共
同
決
定
の

理
念
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
石
炭
業
は
鉄
鋼
業
よ
り
も
保
守
的
で
あ
り
、
鉱
山
事
業
主
は
新
し

い
秩
序
観
念
に
馴
れ
難
い
企
業
家
類
型
で
あ
っ
て
、
労
働
者
取
締
役
の
効
果
的
活
動
を
妨
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
鉱
山
法
の
規
定
も
、
労
働

者
取
締
役
の
直
接
的
な
指
示
権
を
阻
ん
で
い
る
。
こ
の
産
業
都
門
で
は
、
労
働
者
取
締
役
と
い
う
制
度
は
、
一
般
的
に
楽
観
を
ゆ
る
さ
な

い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
o

　
ま
た
労
働
者
敢
締
役
と
い
う
職
位
自
体
に
も
、
や
は
り
聞
題
の
あ
る
こ
と
を
見
落
せ
な
い
。
こ
の
職
位
に
は
、
相
反
す
る
任
務
が
与
え

ら
れ
、
そ
の
矛
盾
は
担
当
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
基
礎
に
し
て
調
整
さ
れ
、
さ
ら
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
担

当
者
に
と
っ
て
は
、
し
ぱ
し
ぱ
「
二
重
の
忠
誠
」
（
ま
署
睾
O
■
O
竜
軍
寒
）
に
苦
悩
す
る
わ
げ
で
あ
る
。
グ
ー
テ
ソ
、
ベ
ル
タ
に
よ
る
と
、
こ

の
よ
う
な
二
律
背
反
性
は
、
経
営
協
議
会
、
監
査
役
会
に
お
け
る
被
用
者
代
表
を
も
貫
い
て
お
り
、
と
く
に
労
働
者
取
締
役
に
固
有
の
問

題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
た
だ
ひ
と
り
で
使
用
老
の
も
っ
と
も
強
力
な
機
関
に
送
り
こ
ま
れ
、
使
用
老
と
し
て
協
力
す
る
こ

と
を
要
講
さ
れ
る
労
働
者
敢
締
役
は
、
こ
の
間
題
に
一
番
悩
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
調
査
に
よ
る
と
、
労
働
者
取
締
役
は
、
主
と
し
て
体
験
範
囲
の
自
動
的
変
化
を
通
じ
て
、
ハ
ウ
ッ
ク
の
い
う
経
済
化
の
方
向
に
押
L
流

さ
れ
、
反
面
に
お
い
て
、
被
用
老
利
益
を
擁
護
す
る
と
い
う
か
れ
の
役
割
は
、
い
く
ら
か
後
退
す
る
傾
向
が
あ
る
。
だ
が
労
働
老
取
締
役

と
被
用
老
と
の
本
質
的
関
連
は
、
共
同
決
定
法
の
規
定
が
現
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ウ
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ヅ
ク
が
い
う
よ
う
に
、
労
働
者
取
締
役
が
信
頼
さ
れ
、
能
力
が
み
と
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
両
者
の
バ
ラ
ソ
ス
は
と
り
戻
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ホ
イ
ク
ト
一
派
の
調
査
結
果
を
通
じ
、
わ
れ
わ
れ
は
共
同
決
定
制
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ

る
。
今
後
と
も
、
こ
の
領
域
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
　
（
完
）

　
注
ω
　
一
九
六
一
年
四
月
現
在
、
共
同
決
定
法
の
適
用
下
に
あ
る
会
杜
数
は
、
九
五
杜
で
あ
る
の
で
（
く
o
骨
＃
嘗
凹
．
o
．
ω
二
8
．
）
、
－
」
の
実
態
調

　
　
　
査
は
、
同
法
に
か
か
わ
る
会
杜
を
ほ
と
ん
ど
と
り
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
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