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「
科
学
的
経
営
管
理
」
運
動
と
ナ
チ
ズ
ム

─
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
か
ら
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
へ

─
小

野

清

美

は

じ

め

に

最
近
の
ナ
チ
ズ
ム
研
究
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
体
制
へ
の
下
か
ら
の
合
意
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
Ｈ
─

Ｕ
・

ヴ
ェ
ー
ラ
ー
は
近
著
で
、
ナ
チ
ズ
ム
体
制
は
ド
イ
ツ
人
多
数
派
に
と
っ
て
「
テ
ロ
・
レ
ジ
ー
ム
」
で
は
な
く
、
下
か
ら
の
積
極
的
同
意

に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、「
民
族
共
同
体
」
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
運
動
の
引
力
の
核
心
」
で
あ
り
続
け
、
単
な
る
神
話
以
上
の

も
の
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
Ｇ
・
ア
リ
ー
も
、
ド
イ
ツ
人
多
数
派
に
と
っ
て
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
「
魅
力
」
と

類
例
の
な
い
犯
罪
性
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
性
を
述
べ
た
。
こ
の
動
向
と
関
連
し
て
木
村
靖
二
は
、
ナ
チ
指
導
者
の
目
標
・
将

来
ビ
ジ
ョ
ン
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
れ
ら
の
指
摘
に
大
い

に
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
「
魅
力
」
＝
国
民
統
合
力
の
重
要
な
一
部
分
は
、
そ
れ
が
推
進
し
た
経
営
内
外
の
広
範
囲
な

社
会
政
策
の
な
か
に
あ
り
、
本
稿
は
こ
の
領
域
を
中
心
的
に
担
っ
た
エ
キ
ス
パ
ー
ト
な
い
し
ナ
チ
・
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
言
説
や
ヴ
ィ

（
１
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ジ
ョ
ン
を
、
同
時
代
の
国
際
的
な
文
脈
の
中
に
据
え
て
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
れ
を
推
進
し
た
の
は
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
労

働
戦
線
（
Ｄ
Ａ
Ｆ
）
諸
部
局
で
あ
り
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
、
各
種
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
と
能
力
を
解
き
放
ち
、
研
究
者
に
よ
っ
て

「
社
会
的
合
理
化
」
と
括
ら
れ
る
試
み
（
後
述
）
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
体
制
内
統
合
に
少
な
か
ら
ず
成
功
し
た
。
Ｕ
・
ヘ
ル
ベ
ル
ト
は

す
で
に
一
九
八
〇
年
代
末
に
、
ナ
チ
体
制
が
最
後
ま
で
労
働
者
の
社
会
的
満
足
を
追
求
し
、
経
済
的
物
質
的
改
善
に
よ
る
労
働
者
の
中

立
化
と
部
分
的
な
統
合
に
成
功
し
た
と
し
て
、
ナ
チ
体
制
へ
の
労
働
者
の
非
適
応
な
い
し
抵
抗
と
い
う
命
題
よ
り
も
、
合
意
、
統
合
、

同
意
の
諸
要
素
の
方
が
よ
り
強
く
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
社
会
政
策
的
議
論
や
活
動
は
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
論
議
と
の
連
続
性
の
中
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
当
時

の
大
西
洋
を
挟
ん
だ
国
際
的
連
関
の
中
に
も
あ
っ
た
。
こ
の
両
方
の
連
関
を
如
実
に
体
現
し
て
い
る
の
が
、
ワ
イ
マ
ル
期
合
理
化
運
動

の
一
翼
を
担
い
一
九
三
三
年
に
Ｄ
Ａ
Ｆ
に
編
入
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
技
能
労
働
研
究
所
」
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
（
一
九
二
五
年
創
立
）
で
あ
る
。
ナ

チ
ス
が
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
運
動
と
二
重
の
関
係
（
そ
の
批
判
・
否
定
と
継
承
・
継
続
）
に
た
つ
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
は
一
方
で
、
大
失
業
に
帰
結
し
た
合
理
化
運
動
の
限
界
を
人
種
帝
国
主
義
的
な
拡
張
政
策
に
よ
っ
て
突

破
す
る
こ
と
を
戦
略
目
標
と
し
、
他
方
で
、
戦
争
＝
戦
時
経
済
が
必
至
と
な
る
こ
の
戦
略
目
標
の
た
め
に
も
一
層
の
合
理
化
努
力
を
繰

り
広
げ
、
そ
の
際
、「
人
間
要
素
」
を
中
心
に
据
え
る
と
い
う
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
運
動
の
中
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
路
線
を
そ
の

ま
ま
継
承
発
展
さ
せ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
、
合
理
化
と
社
会
政
策
と
い
う
領
域
で
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
ナ
チ
期
へ
の
連
続
性
を
も
っ
と
も

よ
く
体
現
し
て
い
る
組
織
で
あ
り
、
そ
の
長
カ
ー
ル
・
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
Ｄ
Ａ
Ｆ
諸
部
局
の
活
動
と
関
連
づ
け
つ
つ
ナ
チ
期
の
合
理
化

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
展
開
し
た
。

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
断
片
的
な
言
及
し
か
な
い
が
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
七
〇
年
代
初
め
か
ら

教
育
学
・
職
業
教
育
の
分
野
で
い
く
つ
か
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
あ
り
、
つ
い
で
合
理
化
・
労
働
科
学
の
分
野
や
ナ
チ
ス
の
経
営
政
策

（
２
）

（
３
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と
の
関
係
で
一
定
程
度
ま
と
ま
っ
た
叙
述
が
見
ら
れ
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
性
格
と
共
に
そ
の
基
本
線
は
把
握
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
（
比
較

的
最
近
で
も
一
部
で
は
）
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
国
主
義
や
ド
イ
ツ
重
工
業
の
家
父
長
的
体
質
に
引
き
つ
け
た
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
解
釈
が
目
立
っ
た

が
、
そ
の
後
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
ス
ら
に
よ
っ
て
合
理
化
運
動
と
労
働
科
学
の
文
脈
を
中
心
に
把
握
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
前
後
以
降
の
著
作
で

は
そ
れ
が
ほ
ぼ
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
開
戦
後
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
研
究
は
相
対
的
に
未
開
拓
な
分
野
だ
と
い
う
ハ

ハ
ト
マ
ン
の
指
摘
は
今
日
な
お
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
も
ま
た
、（
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
一
九
四
〇
年
に
経
済
省
に
移
る
の
で
）
開
戦

前
ま
で
を
中
心
に
す
る
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
理
念
と
活
動
を
概
観
し
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
で
の

研
究
の
空
白
を
埋
め
る
と
共
に
、
ま
た
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
諸
部
局
の
活
動
と
関
連
づ
け
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
内
外
の
ナ
チ
社
会

政
策
が
、
戦
間
期
の
普
遍
的
な
動
向
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
的
な
特
殊
性
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
か
考
察
し
た
い
。

第
一
章

「
科
学
的
経
営
管
理
」
と
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ

１

テ
イ
ラ
ー
主
義
・
フ
ォ
ー
ド
主
義
の
受
容
と
ド
イ
ツ
の
労
働
科
学

周
知
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
運
動
は
本
格
的
に
は
一
九
二
五
年
か
ら
展
開
す
る
。
そ
れ
ま
で
に
エ
ン
ジ
ニ
ア
層
や
一
部

経
営
者
を
中
心
に
テ
イ
ラ
ー
主
義
が
、
つ
い
で
フ
ォ
ー
ド
主
義
が
熱
狂
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。
テ
イ
ラ
ー
の
主
著
は
第
一
次
大
戦
前

ま
で
に
ソ
連
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
に
翻
訳
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
「
テ
イ
ラ
ー
協
会
」
や
「
国
際
科
学
的
管
理
協
会
」
の
活
発
な

活
動
に
よ
っ
て
、
二
〇
年
代
中
盤
に
は
東
欧
も
含
む
国
際
的
交
流
が
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
世
紀
末
葉
か
ら
経

営
管
理
の
改
革
の
動
き
が
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
経
営
者
た
ち
が
渡
米
し
経
営
管
理
技
術
を
学
ん
で
い
た
電
機
な
ど
ベ
ル
リ
ン
金
属
工
業

で
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
、
ギ
ル
ブ
レ
ス
お
よ
び
他
の
六
人
の
ア
メ
リ
カ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
三
〇
人
の
ド
イ
ツ
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
り
テ

イ
ラ
ー
的
合
理
化
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。

（
４
）

（
５
）
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ド
イ
ツ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
は
早
く
か
ら
テ
イ
ラ
ー
主
義
に
熱
狂
し
た
。
大
戦
前
夜
に
は
テ
イ
ラ
ー
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が
高
揚
し
、
一

九
一
八
年
に
は
ド
イ
ツ
技
師
協
会
（
Ｖ
Ｄ
Ｉ
）
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
「
経
済
的
生
産
委
員
会
」（
Ａ
Ｗ
Ｆ
）
が
創
立
さ
れ
、「
特
化
」「
定

型
化
」
の
問
題
に
取
り
組
み
始
め
、
二
一
年
に
は
ラ
イ
ヒ
経
済
省
と
民
間
諸
団
体
の
協
力
で
ベ
ル
リ
ン
の
Ｖ
Ｄ
Ｉ
会
館
の
中
に
「
全
国

経
済
性
本
部
」（
Ｒ
Ｋ
Ｗ
）
が
創
立
さ
れ
た
（
議
長
は
Ｃ
・
Ｆ
・
ｖ
・
ジ
ー
メ
ン
ス
）
。
こ
れ
ら
を
土
台
と
し
て
二
四
年
に
は
ド
イ
ツ
金
属
工

業
総
連
盟
と
Ｖ
Ｄ
Ｉ
と
に
よ
っ
て
「
労
働
時
間
研
究
全
国
委
員
会
」（
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
）
が
形
成
さ
れ
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
時
間
研
究
に
基
づ
く

近
代
的
な
業
績
給
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
も
な
く
Ａ
Ｗ
Ｆ
は
Ｒ
Ｋ
Ｗ
の
技
術
部
門
と
な
り
、
二
五
年
か
ら
Ｒ
Ｋ

Ｗ
が
経
済
省
の
協
力
と
国
家
の
財
政
支
援
も
う
け
つ
つ
合
理
化
運
動
の
中
核
・
調
整
セ
ン
タ
ー
と
し
て
合
理
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う

の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
も
同
じ
二
五
年
に
形
成
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
わ
ば
合
理
化
本
部
の
Ｒ
Ｋ
Ｗ
は
、
国
際
的
な
合
理
化
運
動
の
中
で
も
ド
イ
ツ
を
代
表
し
て
お
り
、
ワ
イ
マ
ル
期

か
ら
第
二
次
大
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
至
る
ま
で
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
や
す
ぐ
後
に
続
い
た
フ
ォ
ー
ド
主
義
に
よ
る
労
働
生
産
性
と
経
済
効
率

の
向
上
を
宣
伝
・
指
導
し
、
本
格
的
な
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
そ
の
厳
密
な
評
価
は
困
難
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
〈
組
織
さ
れ
た
資

本
主
義
〉
の
伝
統
の
な
か
で
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
化
さ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
具
現
化
た

る
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
も
、
ワ
イ
マ
ル
＝
ナ
チ
ス
期
合
理
化
運
動
を
支
え
た
賃
金
形
態
を
創
出
し
た
組
織
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
業
績
給

の
古
典
的
形
態
は
出
来
高
あ
る
い
は
個
数
賃
金
だ
っ
た
が
、
イ
ン
フ
レ
後
に
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
労
働
研
究
・
時
間
研
究
を
若
干
修

正

─
テ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
一
流
労
働
者
で
は
な
く
平
均
的
な
労
働
者
の
正
常
な
能
率
を
基
準
に

─
し
つ
つ
導
入
・
適
用
し
て
、
業

績
測
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
業
績
給
と
い
う
賃
金
形
態
の
近
代
化
を
推
進
し
た
の
が
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
で
あ
り
、
こ
の
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
方
式
は
、
二
〇
年

代
後
半
以
降
フ
ォ
ー
ド
主
義
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
労
働
の
編
成
基
準
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
ド
イ
ツ
金
属
労
働
者
同
盟
の
調
査
で
は
二

〇
年
代
末
に
、
全
金
属
工
業
の
六
五
％
以
上
が
採
用
し
て
お
り
、
自
動
車
工
業
や
電
機
工
業
で
は
能
率
給
の
相
当
の
縮
減
に
成
功
し
た

（
６
）

（阪大法学）５９（３・４-8）470〔２００９．１１〕



と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
ワ
イ
マ
ル
期
合
理
化
運
動
の
制
度
的
準
備
が
整
い
始
め
る
中
で
、
一
九
二
三
年
一
一
月
に
フ
ォ
ー
ド
の
自
伝
の

ド
イ
ツ
語
訳
が
刊
行
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
。
二
六
年
に
は
そ
の
続
編
『
偉
大
な
今
日
、
よ
り
偉
大
な
明
日
』
が
、
ま
た
引
き

続
い
て
、
フ
ォ
ー
ド
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ド
イ
ツ
語
版
『
労
働
の
哲
学
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ド
主
義
は
、
合
理
化
モ
デ
ル
と
し

て
は
生
産
手
段
の
集
中
、
製
品
の
定
型
化
、
生
産
手
段
の
機
械
化
と
自
動
化
を
柱
と
し
て
お
り
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
と
も
重
な
る
が
、
決

定
的
な
特
徴
は
生
産
過
程
の
自
動
化
＝
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
導
入
、
お
よ
び
、
労
働
者
の
全
人
格
を
対
象
と
す
る
、
よ
り
広
い
、
い
わ

ば
世
界
観
的
と
も
い
え
る
次
元
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
後
者
が
企
業
家
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
魅
了
し
、
万
人
の
福
祉
と
社
会
平
和
を
約
束

す
る
フ
ォ
ー
ド
は
、「
合
理
化
の
メ
シ
ア
」「
フ
ォ
ー
ド
の
福
音
」
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

そ
の
「
フ
ォ
ー
ド
哲
学
」
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
啓
蒙
主
義
的
な
進
歩
楽
観
主
義
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
は
当
時
の
急
速
な
時
代
の
変

化
を
評
し
て
「
理
想
的
な
、
地
上
の
天
国
」
の
実
現
を
実
際
に
展
望
し
う
る
よ
う
な
「
新
し
い
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
」
の
だ
と
言
明

し
、
人
々
に
自
律
的
思
考
と
洞
察
力
を
も
っ
て
偏
見
を
破
棄
し
進
歩
＝
一
般
福
祉
に
貢
献
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
第
二
に
、
彼
は

「
全
体
へ
の
奉
仕
」
と
い
う
理
想
、「
奉
仕
の
倫
理
」「
奉
仕
の
義
務
」
を
語
っ
た
。
生
産
は
「
奉
仕
の
た
め
の
手
段
」、「
利
潤
は
他
者

へ
の
奉
仕
の
証
し
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
利
益
は
全
体
に
帰
属
す
る
。
真
の
富
は
全
体
と
し
て
の
国
を
豊
か
に
す
る
と
し
て
、
こ
の

「
社
会
へ
の
奉
仕
を
原
則
的
に
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
方
法
に
よ
っ
て
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
た
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
広
大
な
市

場
と
高
賃
金
政
策
に
よ
る
そ
の
内
包
的
な
拡
大
を
基
礎
に
し
た
、
薄
利
多
売
の
大
量
生
産
＝
大
量
消
費
の
実
現
・
推
進
の
こ
と
で
あ
り
、

「
消
費
の
た
め
の
生
産
」、
消
費
の
美
徳
が
謳
わ
れ
た
。
第
三
に
、
フ
ォ
ー
ド
は
企
業
を
「
マ
シ
ー
ン
で
は
な
く
人
間
の
労
働
共
同
体
」

だ
と
言
い
、
経
営
の
指
導
者
お
よ
び
「
社
会
の
指
導
者
」
と
し
て
の
企
業
家
像
を
説
い
た
。
企
業
家
は
労
働
者
を
機
械
化
さ
れ
た
生
産

過
程
へ
と
規
律
化
す
る
と
同
時
に
、
大
量
消
費
の
主
体
と
し
て
の
立
派
な
ア
メ
リ
カ
市
民
に
導
く
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
々
と
恒

（
７
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常
的
接
触
の
な
か
に
あ
る
企
業
家
は
、
単
に
経
済
指
導
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
政
治
家
や
教
師
や
牧
師
に
も
ま
し
て
「
社
会
の
指
導
者
」

で
あ
る
。「
人
び
と
を
賢
明
な
行
動
へ
、
つ
ま
り
彼
ら
の
金
を
賢
く
使
い
、
彼
ら
の
人
生
の
価
値
を
実
際
に
豊
か
に
す
る
も
の
を
購
入
す

る
よ
う
教
化
し
導
く
こ
と
は
良
い
、
美
し
い
こ
と
だ
」、
と
。
第
四
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社

会
主
義
が
峻
拒
さ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ド
は
、
貧
困
と
特
権
を
な
く
す
こ
と
は
別
の
方
法
で
可
能
だ
と
主
張
し
た
。
救
済
は
「
労
働
」
か
ら

の
み
期
待
で
き
、
最
良
の
成
果
は
工
業
と
そ
の
個
人
的
能
力
＝
知
的
、
個
人
的
指
導
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
。
貧
困
を
な
く
し
社
会

の
一
般
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
、
奉
仕
の
精
神
を
基
礎
に
し
て
よ
り
安
価
な
商
品
を
豊
か
に
作
り
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ

の
方
法
で
企
業
家
は
「
社
会
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
貢
献
」
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
「
奉
仕
義
務
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
、
新
し
い
生
活
ス
タ
イ
ル
を
唱
え
た
フ
ォ
ー
ド
主
義
は
、
平
均
的
な
人
間
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

「
平
板
な
物
質
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」（
Ｐ
・
ベ
ル
ク
）
、
人
間
の
自
然
的
欲
望
の
満
面
開
花
と
大
衆
の
生
活
向
上
・
社
会
進
歩
・
社

会
平
和
と
の
調
和
を
謳
う
大
衆
的
啓
蒙
主
義
で
あ
る
。
古
矢
旬
は
、
フ
ォ
ー
ド
主
義
を
端
的
に
「
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と

特
徴
づ
け
、
そ
れ
が
近
代
啓
蒙
主
義
の
普
遍
的
理
念
の
実
現
と
い
う
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
類
比
で
き
る
普
遍
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
装
い
を
と
っ
て
使
命
感
を
も
っ
て
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
第
二
次
大
戦
後
に
全
面
展
開
す
る
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
」
の
開
幕
を

告
げ
て
い
る
と
み
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
年
代
以
後
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
ア
メ
リ
カ
は
「
近
代
」
の
符
牒
と
な

り
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
葛
藤
＝
近
代
と
未
来
の
社
会
像
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
巻
き
起
こ
る
の
だ
が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど
各
種
の

専
門
家
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
異
な
る
社
会
問
題
解
決
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
熱
狂
的
に
フ
ォ
ー
ド
主
義
を
受
け
入
れ
る
の

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
フ
ォ
ー
ド
の
自
伝
が
で
た
翌
年
に
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
経
済
人
、
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
の
波
が

（
９
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解
き
放
た
れ
、「
ア
メ
リ
カ
の
第
二
の
発
見
」
と
も
形
容
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
労
働
科
学
者
た
ち
も
フ
ォ
ー
ド
主
義
に
魅
了
さ
れ
た
。
彼

ら
が
そ
の
普
及
の
た
め
に
行
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
、
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
ス
は
「
フ
ォ
ー
ド
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
幸
症
的
な
受
容
」
と
特

徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
一
人
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
・
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
名
誉
教
授
Ｆ
・
ｖ
・
ゴ
ッ
ト
ル
＝
オ
ッ
ト
リ
リ

エ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
一
九
二
四
年
に
、「
利
潤
」
で
は
な
く
「
奉
仕
と
い
う
基
礎
」
の
上
に
営
ま
れ
る
大
量
生
産
を
主
張
し
た
フ
ォ
ー
ド
主

義
を
、「
経
済
と
技
術
的
理
性
の
総
合
」、「
純
粋
な
、
行
動
的
志
操
の
白
い
社
会
主
義
」
と
名
づ
け
た
。
既
存
経
済
シ
ス
テ
ム
内
部
で
の

技
術
的
精
神
的
変
革
に
よ
っ
て
、
広
範
な
大
衆
の
生
活
水
準
引
き
上
げ
を
達
成
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
当
時
、
大
西
洋
を
挟
ん
だ

西
半
球
の
密
接
な
関
係
、
そ
し
て
西
欧
と
ア
メ
リ
カ
の
力
関
係
の
変
化
の
始
ま
り
と
い
う
時
代
背
景
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
ド
の
社
会
哲

学
・
社
会
モ
デ
ル
は
、
ソ
連
・
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
選
択
肢
、
資
本
主
義
の
枠
内
で
の
「
社
会
問
題
」
解

決
の
モ
デ
ル
に
み
え
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
も
ま
た
政
権
掌
握
の
当
初
か
ら
大
量
生
産
を
目
指
し
、
消
費
＝
物
質
的
欲
望
充
足
を
通

じ
て
大
衆
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
限
り
、
ま
た
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ド
的
な
科
学
的
管
理
を
採
用
し
て
い
る
点
で
、
き
わ

め
て
強
い
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
は
フ
ォ
ー
ド
哲
学
の
受
容
に
絶
好
な
政
治
文
化
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
時
代
よ
り
「
全
体
へ
の
奉
仕
」

を
規
範
化
し
、
以
後
の
ド
イ
ツ
史
を
通
じ
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
「
プ
ロ
イ
セ
ン
精
神
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
身
ア
メ
リ
カ

の
フ
ォ
ー
ド
工
場
を
見
学
し
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
Ｐ
・
リ
ー
ペ
ル
は
、
一
九
二
五
年
五
月
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
エ
ン
ジ

ニ
ア
協
会
で
そ
れ
ぞ
れ
「
フ
ォ
ー
ド
の
経
営
」、「
フ
ォ
ー
ド
の
方
法
」
と
題
し
た
二
つ
の
講
演
を
行
っ
た
が
、
後
者
に
お
い
て
こ
う
述

べ
た
。「
今
日
の
ド
イ
ツ
で
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
民
族
へ
の
奉
仕
と
い
う
良
き
、
古
プ
ロ
イ
セ
ン
的
理
想
が
突
然
ア
メ
リ
カ

に
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も
甚
だ
し
い
物
質
主
義
の
み
を
期
待
す
る
の
に
慣
れ
て
い
る
こ
の
国
に
、
再
び
現
れ
た
！
」
「
フ
ォ
ー

ド
モ
デ
ル
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
的
な
奉
仕
精
神
・
勤
労
精
神
の
覚
醒
以
外
の
何
も
の
も
意
味
し
な
い
」
と
。
リ
ー
ペ
ル
は
プ
ロ

（
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イ
セ
ン
精
神
と
フ
ォ
ー
ド
の
奉
仕
の
精
神
を
同
一
視
し
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
社
会
主
義
」
論
が
見
出
し
て
い
る
反
響

に
も
言
及
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
社
会
主
義
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
基
盤
は
成
熟
し
て
い
る
」
と
、
マ
ル
ク

ス
主
義
や
講
壇
社
会
主
義
や
計
画
経
済
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
民
族
性
の
根
源
に
遡
及
す
る
フ
ォ
ー
ド
の
道

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
こ
そ
我
々
は
進
む
べ
き
だ

と
訴
え
た
。
こ
れ
は
他
に
も
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
み
ら
れ
た
典
型
的
な
議
論
で
あ
る
。

さ
て
、
フ
ォ
ー
ド
の
全
経
済
的
構
想
の
う
ち
、
市
場
問
題
で
限
界
を
抱
え
て
い
た
ド
イ
ツ
の
合
理
化
運
動
で
は
、
と
く
に
「
工
場
共

同
体
」

─
ナ
チ
権
力
掌
握
後
は
「
経
営
共
同
体
」

─
の
形
成
が
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
理
念
の
支
持
者
は
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
・

フ
ォ
ー
ド
主
義
の
信
奉
者
で
あ
り
、「
合
理
化
」
と
「
共
同
体
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
並
行
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
Ｍ
・
フ
レ
ー
ゼ
や

Ｒ
・
ハ
ハ
ト
マ
ン
も
、
共
同
体
概
念
が
フ
ォ
ー
ド
的
な
業
績
共
同
体
へ
と
意
味
転
換
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
「
共
同
体
」
を
伝
統
的
な
そ
れ
に
引
き
つ
け
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ォ
ー
ド
主
義
は
、
大
量
生
産
に
よ
る
価
格
引
き
下
げ
と
賃
上
げ
を
期
待
す
る
労
働
組
合
側
か
ら
も
支
持
さ
れ
た
。
恐

慌
以
前
に
は
労
働
組
合
は
概
し
て
合
理
化
に
対
し
て
楽
観
的
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
合
理

化
運
動
と
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
と
の
間
に
は
深
い
親
和
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
労
働
運
動
に
は
合
理
化
運
動
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
よ
く
調
和
す
る
進
歩
概
念
が
あ
っ
た
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
フ
ォ
ー
ド
の
対
労
働
者
政
策
に

つ
い
て
、
次
の
二
面
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ォ
ー
ド
は
コ
ン
ベ
ア
労
働
の
た
め
の
規
律
あ
る
労
働
者
、
ま
た
堅
実
で
健

全
な
消
費
者
と
し
て
の
労
働
者
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
。
労
働
者
の
リ
ク
ル
ー
ト
、
育
成
、
生
活
上
の
諸
問
題
へ
の
助
言
・
世
話
の
た

め
に
「
社
会
エ
ン
ジ
ニ
ア
」（
当
時
の
労
働
科
学
者
が
用
い
た
概
念
）
が
投
入
さ
れ
、
移
民
労
働
者
の
「
ア
メ
リ
カ
化
」
に
力
が
入
れ
ら
れ
た
。

そ
の
反
面
は
、
労
働
組
合
へ
の
過
酷
な
対
応
、
効
率
を
阻
害
す
る
経
営
内
の
紛
争
の
抑
圧
と
い
う
権
威
主
義
的
経
営
体
制
で
あ
り
、
一

九
二
八
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ス
は
フ
ォ
ー
ド
を
「
工
業
の
フ
ァ
シ
ス
ト
、
デ
ト
ロ
イ
ト
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
」
と
呼
ん
だ
と
い
う

（
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。
フ
ォ
ー
ド
の
労
働
者
政
策
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
ド
の
鋭
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
と
も
に
、
フ
ォ
ー
ド
的
社
会
モ
デ
ル
を
ド

イ
ツ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
一
部
の
ナ
チ
指
導
者
に
一
層
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
に
し
た
。

２

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
創
立
と
活
動

（
１
）
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
創
立
と
カ
ー
ル
・
ア
ル
ン
ホ
ル
ト

さ
て
、
ド
イ
ツ
化
さ
れ
て
導
入
さ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
主
義
は
、
熟
練
労
働
者
を
未
熟
練
労
働
者
に
置
き
換
え
た
（「
未
熟
練
労
働
者
の
パ
ラ

ダ
イ
ス
」「
熟
練
労
働
者
の
悲
劇
」）
。
二
〇
年
代
半
ば
、
と
く
に
ル
ー
ル
重
工
業
で
は
熟
練
労
働
者
不
足
が
問
題
と
な
り
、
品
質
向
上
へ
の

努
力
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
熟
練
労
働
者
の
維
持
・
養
成
の
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
企
業
家
た
ち
も
合
理

化
運
動
に
お
け
る
「
人
間
要
素
」
の
問
題
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
鉱
業
支
配
人
・
ド
イ
ツ
鉄
鋼
業
家
協
会
幹

部
の
一
人
Ａ
・
フ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
、
社
会
学
者
や
心
理
学
者
も
含
む
定
期
的
会
合
で
の
討
議
を
へ
て
、
目
的
意
識

的
な
経
営
教
育
学
、
工
場
教
育
学
、
工
業
教
育
学
を
通
じ
た
企
業
内
人
間
「
管
理
」
と
い
う
新
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ

し
て
、
個
々
の
労
働
科
学
的
な
諸
措
置
を
総
合
し
た
、
包
括
的
な
「
労
働
訓
練
」
の
構
想
が
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一

九
二
五
年
一
〇
月
に
設
立
さ
れ
た
の
が
「
ド
イ
ツ
技
能
労
働
訓
練
所
」
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
で
あ
る
（
本
部
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
）
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
当
時
す
で
に
英
米
で
は
、
人
間
を
機
械
的
に
扱
う
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
「
破
壊
的
効
果
」
を
克
服
し
よ
う
と
「
人
間
関
係
」
論

へ
の
移
行
が
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
動
向
へ
の
反
応
が
真
っ
先
に
ル
ー
ル
重
工
業
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

高
い
技
術
的
発
展
を
と
げ
て
い
た
ド
イ
ツ
鉄
鋼
業
は
す
で
に
戦
前
か
ら
、
経
済
的
革
新
よ
り
も
む
し
ろ
既
存
の
技
術
的
組
織
的
な
方
式

の
効
率
化
と
合
理
化
に
よ
る
生
産
性
向
上
努
力
で
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ー
グ
ラ
ー
が
既
述

の
合
理
化
運
動
本
部
Ｒ
Ｋ
Ｗ

─
一
一
の
工
業
部
門
が
代
表
を
送
っ
て
い
た

─
に
ル
ー
ル
重
工
業
の
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ

（
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と
も
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
創
立
史
に
か
か
わ
る
事
実
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
生
み
の
親
で
、
そ
の
創
立
に
協
力
し
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ホ

ル
ト
は
、
一
八
九
四
年
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
生
ま
れ
で
、
当
地
の
機
械
製
造
高
等
学
校
を
出
た
後
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
社
で
徒
弟
教
育
に
携

わ
り
、
ア
ー
ヘ
ン
工
科
大
学
の
聴
講
生
（
同
工
科
大
は
一
九
三
一
年
に
彼
にD

r.-Ing.e.h.

の
称
号
を
授
与
）
を
へ
て
職
業
教
育
の
専
門
家
に

な
っ
た
。

第
一
次
大
戦
に
は
将
校
と
し
て
従
事
し
、
演
説
の
才
を
買
わ
れ
て
一
九
一
七
年
に
「
愛
国
教
育
の
指
導
者
」
に
任
命
さ
れ
、

以
後
、
兵
士
に
戦
争
の
意
義
を
教
育
し
た
。
戦
後
は
様
々
な
義
勇
軍
で
活
動
し
た
後
、
職
業
教
育
活
動
に
復
帰
、
一
九
二
一
年
以
来
ゲ

ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
鉱
業
の
労
働
訓
練
管
理
上
級
技
師
と
な
り
、
こ
の
立
場
で
経
営
教
育
学
的
な
労
働
者
教
育
・
訓
練
を
試
み
て
い
た
。

一
九
二
三
年
の
ル
ー
ル
闘
争
に
は
積
極
的
に
参
加
し
て
逮
捕
投
獄
さ
れ
、
出
獄
後
に
職
業
教
育
を
再
開
し
、
こ
の
状
況
で
フ
ェ
ー
グ

ラ
ー
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
長
と
し
て
活
動
し
た
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
恐
慌
末
期
に
ナ
チ
ス
に
接
近
し
、

ナ
チ
体
制
で
は
労
働
戦
線
の
な
か
で
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
を
率
い
る
。
一
九
四
〇
年
五
月
に
は
、
国
家
、
経
済
、
党
の
労
働
訓
練
制
度
を
統
合

す
る
た
め
に

─
経
済
諸
組
織
と
Ｄ
Ａ
Ｆ
と
の
調
整
が
任
務

─
、
ラ
イ
ヒ
経
済
省
に
う
つ
る
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後

四
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
の
講
演
を
き
っ
か
け
に
労
働
戦
線
指
導
者
Ｒ
・
ラ
イ
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
全
職
務
か
ら
解
任
さ
れ
、
民
間
企

業
に
ポ
ス
ト
を
え
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
、
逮
捕
拘
留
を
へ
て
釈
放
後
に
職
業
教
育
を
再
開
・
継
続
し
、
一
九
五
三
年
秋
に
は
、
国
家

的
に
承
認
さ
れ
た
製
材
業
職
業
学
校
と
高
等
専
門
職
業
学
校
を
も
つ
、
林
業
専
門
学
校
の
校
長
に
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
に
第
一
級
連

邦
功
労
十
字
勲
章
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
義
勇
軍
、
ル
ー
ル
闘
争
と
の
関
わ
り
お
よ
び
随
所
に
み
ら
れ
る
自
由
主
義
へ
の
否
定
的
言

及
か
ら
、
彼
の
右
翼
的
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
基
本
姿
勢
は
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
活
発
な
講
演
・
文
筆
活
動
の
中
で
も

直
接
的
な
形
で
彼
自
身
の
政
治
的
思
想
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
困
難
の
原
因
と
し
て
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
の
命
令
」、「
賠
償
の
軛
」、「
土
地
な
き
民
族
」、「
な
す
す
べ
も
な
い
国
内
分
裂
」
に
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。
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（
２
）
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
労
働
者
「
教
育
」

─
「
労
働
者
の
魂
を
め
ぐ
る
闘
い
」

─

さ
て
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
中
心
課
題
は
、
徒
弟
の
養
成
、
未
熟
練
労
働
者
の
職
業
教
育
、
成
人
労
働
者
の
再
教
育
、
お
よ
び
職
業
教
育

を
組
織
し
指
導
で
き
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
（「
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
技
師
」）
の
養
成
、
そ
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
技
師
を
経
営
に
派
遣
し
て
人
的
組
織
的
経

営
管
理
や
合
理
化
に
助
言
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｗ
・
ア
ー
ベ
ル
ス
ハ
ウ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
多
様
で
高
品
質
の
製
品
が
重
要
で
あ
り
続

け
た
ド
イ
ツ
で
は
、
公
的
な
職
業
教
育
と
並
ん
で
熟
練
基
幹
労
働
者
の
確
保
の
た
め
に
民
間
企
業
レ
ベ
ル
で
の
職
業
教
育
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
、
実
際
一
九
三
〇
年
代
に
至
る
ま
で
各
部
門
の
手
工
業
的
企
業
が
工
業
の
熟
練
労
働
力
の
主
要
部
分
を
供
給
し
続
け
た
。

フ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
や
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
も
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ

は
な
に
よ
り
も
熟
練
基
幹
労
働
力
の
養
成
を
め
ざ
し
、
そ
う
し
た
労
働
者
の
訓
練
に
際
し
て
た
え
ず
手
工
業
の
エ
ー
ト
ス
が
強
調
さ
れ

た
。Ｄ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
労
働
者
教
育
・
職
業
教
育
お
よ
び
工
場
共
同
体
活
動
の
特
徴
は
、
次
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
前
者

の
シ
ス
テ
ム
は
こ
う
で
あ
る
。
心
理
学
的
適
性
検
査
に
よ
っ
て
各
工
場
か
ら
選
出
さ
れ
た
労
働
者
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
徒
弟
養
成
所
で

二
年
間
の
職
業
訓
練
と
教
育
を
行
う
。
終
了
後
、
訓
練
生
は
元
の
工
場
に
も
ど
り
、
そ
の
後
も
半
年
に
一
、
二
回
訓
練
所
で
チ
ェ
ッ
ク

を
う
け
、
た
い
て
い
は
四
年
間
の
訓
練
期
間
を
へ
て
熟
練
労
働
者
に
な
る
。
こ
の
適
性
検
査
は
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
一
九
二
一
年
以
来

徒
弟
養
成
に
お
い
て
実
践
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
後
そ
の
体
系
化
・
拡
充
は
、
哲
学
・
医
学
博
士
Ｗ
・
ポ
ッ
ペ
ル
ロ
イ
タ
ー
を
中
心

に
行
わ
れ
た
。
彼
お
よ
び
ア
ー
ヘ
ン
工
科
大
教
授
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ヒ
ス
と
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
中
核
に
な
り
一
九
二
五
年
五
月
に
ゲ
ル
ゼ
ン

キ
ル
ヘ
ン
鉱
業
に
「
工
業
重
労
働
研
究
所
」
が
設
置
さ
れ
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
こ
れ
と
密
接
な
協
働
を
し
て
い
く
。
社
会
経
済
的
観
点
、

労
働
科
学
的
観
点
、
心
理
学
的
、
お
よ
び
教
育
学
的
観
点
に
基
づ
き
、
専
門
的
技
能
の
向
上
だ
け
で
な
く
国
民
的
誇
り
と
服
従
の
教
育

が
な
さ
れ
、「
礼
儀
正
し
い
人
間
」、「
高
度
に
価
値
あ
る
」
熟
練
労
働
者
・
工
業
労
働
者
の
育
成
が
目
指
さ
れ
た
。
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第
二
に
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
教
育
内
容
と
し
て
体
操
や
ス
ポ
ー
ツ
・
水
泳
と
い
っ
た
身
体
的
訓
練
や
、
定
期
的
な
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ

ン
や
ド
ラ
イ
ブ
、
八
─
一
四
日
間
の
徒
歩
旅
行
、
大
型
帆
船
に
よ
る
航
海
、
工
場
展
覧
会
と
い
っ
た
余
暇
形
成
を
重
視
し
た
。
こ
れ
ら

は
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
鉱
業
で
導
入
し
て
い
た
も
の
で
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
に
お
い
て
も
実
践
的
専
門
的
訓
練
と
理
論
的

教
育
に
つ
ぐ
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
、
Ｔ
ｈ
・
ヴ
ォ
ル
ジ
ン
グ
は
、
余
暇
形
成
こ
そ
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
経

営
教
育
学
の
本
質
的
特
徴
で
あ
り
、
仲
間
意
識
を
養
い
「
労
働
の
喜
び
」
を
高
め
る
こ
と
を
通
じ
て
生
産
性
向
上
と
経
営
共
同
体
意
識

を
目
指
し
た
と
す
る
。
Ｇ
・
ク
レ
ル
も
ま
た
、
余
暇
に
お
け
る
そ
う
し
た
活
動
が
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
活
動
の
と
り
わ
け
重
要
な
要
素
に
な
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
。「
労
働
の
喜
び
」
と
い
う
問
題
は
ワ
イ
マ
ル
合
理
化
運
動
が
最
盛
期
に
入
る
二
七
年
頃
か
ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
、「
労
働
者
の
魂
を
め
ぐ
る
闘
い
」
が
前
景
化
す
る
の
だ
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
設
立
当
初
よ
り
こ
の
領
域
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
前
来
の
新
し
い
経
営
科
学
、
労
働
科
学
の
展
開
（
後
述
）
を
背
景
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
ト
ッ
プ
も
含
め
各
レ
ベ
ル
の
「
経
営
指
導
者
」
お
よ
び
彼
ら
に
助
言
し
方
向
づ
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
技
師
に
対
し
て
は
、
経

営
の
技
術
的
組
織
的
側
面
の
統
括
だ
け
で
は
な
く
、「
人
間
指
導
（
管
理
）
」、「
指
導
者
」
た
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
、
勤
勉
さ
や
人
間
性
、

公
正
で
「
頼
も
し
い
男
」
と
し
て
労
働
者
の
模
範
と
な
り
、
ま
た
「
援
助
者
」
と
し
て
従
者
の
力
の
源
泉
た
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ

た
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
、
下
級
・
中
級
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職
員
の
教
育
を
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
的
形
式
で
行
い
、
ま
た
創
立
の
数
年
後
か
ら
企
業
幹

部
や
工
場
長
な
ど
上
級
の
上
司
の
教
育
も
意
見
交
換
や
講
義
の
形
で
始
め
た
が
、
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
る
の
は
ナ
チ
期
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
る
（
経
営
指
導
者
の
た
め
の
活
動
週
間
と
し
て
定
期
化
）
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
描
く
「
指
導
者
」
像
と
は
、
あ
る
べ
き
経
営
者
像
で
あ
る

と
同
時
に
エ
ン
ジ
ニ
ア
像
で
も
あ
り
、
ナ
チ
期
に
は
後
者
が
前
面
に
出
さ
れ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
徐
々
に
ワ
イ
マ
ル
期
に
経
営
管
理
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
体
系
的
育
成
を
行
う
唯
一
の
機
関
と
な
っ
た
。

第
四
に
、
企
業
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
広
範
囲
な
経
営
内
社
会
政
策
が
要
求
さ
れ
た
。
ま
ず
、
経
営
・
労
働
環
境
の
面
で
は
、
労
働
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場
所
の
美
化
・
整
備
、
湿
度
や
温
度
管
理
、
埃
・
騒
音
対
策
、
最
適
な
照
明
、
清
潔
で
健
康
的
な
経
営
諸
設
備
、
社
員
食
堂
や
衛
生
施

設
、
従
業
員
祭
り
や
従
業
員
旅
行
、
上
司
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
的
対
話
、
工
場
新
聞
の
発
行
、
右
に
の
べ
た
身
体
鍛
錬
や
各
種
余

暇
活
動
な
ど
の
実
現
へ
と
働
き
か
け
た
。
さ
ら
に
は
、
年
金
金
庫
、
貯
蓄
金
庫
、
老
人
ホ
ー
ム
、
疾
病
金
庫
、
工
場
図
書
館
、
社
宅
、

工
場
幼
稚
園
、
婦
人
・
母
親
学
級
な
ど
、
経
営
内
外
の
様
々
な
社
会
政
策
を
要
求
し
た
。

要
す
る
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
既
述
の
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
と
同
じ
く
、「
人
間
労
働
力
と
い
う
コ
ス
ト
要
素
」
に
着
目
し
、
熟
練
労
働
者
の
養
成
・

再
教
育
だ
け
で
な
く
企
業
家
に
「
人
間
指
導
（
管
理
）
」
を
教
え
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
の
た
め
に
、
課
外
の
共
同
活
動
や
余
暇
、
家
族

の
生
活
領
域
ま
で
含
む
多
様
な
経
営
社
会
政
策
を
追
求
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
教
育
」
は
き
わ
め
て
包
括
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
エ
ン
ジ
ニ
ア
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
広
範
囲
な
理
念
・
活
動
に
つ
い
て
「
社
会
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、

「
そ
れ
の
み
が
社
会
と
国
民
を
破
壊
す
る
社
会
的
緊
張
の
健
全
な
調
停
を
な
し
え
、『
社
会
』
問
題
を
解
決
し
う
る
」
と
し
て
い
る
。
ア

ル
ン
ホ
ル
ト
自
身
、
ナ
チ
期
に
入
っ
た
頃
の
言
葉
だ
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
は
「
経
済
、
人
間
、
国
民
と
い
う
三
位
一
体
」
を
対
象

と
す
る
「
普
遍
的
な
性
格
の
も
の
」
だ
と
述
べ
た
。

狭
義
の
労
働
者
教
育
を
大
き
く
こ
え
る
そ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
に
は
、
ド
イ
ツ
重
工
業
の
伝
統
と
新
し
い
経
営
科
学
・
労

働
諸
科
学
の
影
響
と
い
う
二
つ
の
背
景
を
指
摘
で
き
よ
う
。
ル
ー
ル
重
工
業
に
お
け
る
企
業
内
社
会
政
策
の
伝
統
と
同
時
代
の
新
し
い

「
科
学
的
管
理
」「
労
働
科
学
」
で
あ
る
。
田
中
洋
子
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
資
本
主
義
化
過
程
で
プ
ロ
イ
セ
ン
「
警
察
・
福
祉
国
家
」

と
呼
応
す
る
よ
う
な
公
共
福
祉
に
資
す
る
企
業
と
い
う
企
業
観
が
歴
史
的
に
養
わ
れ
、
と
く
に
大
企
業
で
は
広
範
囲
な
企
業
内
社
会
政

策
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ク
ル
ッ
プ
で
は
、
疾
病
金
庫
な
ど
の
企
業
内
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
や
貯
蓄
金
庫
な
ど
の
物
質
面
だ
け
で
な
く
、

私
生
活
＝
消
費
生
活
（
市
価
よ
り
有
利
に
購
買
で
き
る
大
規
模
消
費
施
設
の
建
設
）
や
余
暇
の
文
化
教
育
活
動
（
教
養
的
・
職
業
再
教
育
的
・
文

化
的
な
教
育
、
講
習
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
）
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
的
福
祉
国
家
の
伝
統
に
た
つ
こ
う
し
た
大
企
業
内
社
会
政
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策
は
、
フ
ォ
ー
ド
哲
学
が
プ
ロ
イ
セ
ン
精
神
に
引
き
つ
け
て
受
容
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
ド
イ
ツ
で
も
広
が
り
始
め
て
い
た
「
科
学
的

管
理
」「
労
働
科
学
」
を
適
用
し
た
戦
後
の
工
場
共
同
体
運
動
を
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

労
働
科
学
と
は
労
働
生
理
学
、
労
働
心
理
学
、
労
働
医
学
、
精
神
工
学
な
ど
の
総
称
で
あ
り
、
科
学
的
管
理
の
補
完
と
し
て
独
自
の

意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
一
方
的
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
ド
イ
ツ
で
も
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
も
の

が
ア
メ
リ
カ
と
の
交
流
の
中
で
展
開
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
戦
前
か
ら
欧
米
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
が
労
働
側
に
呼
び
起
こ
さ

ず
に
は
い
な
か
っ
た
大
き
な
抵
抗
と
も
関
係
し
て
、「
労
働
心
理
学
」「
社
会
工
学
」「
人
間
工
学
」「
精
神
工
学
」
な
ど
新
し
い
学
問
領

域
が
成
立
・
展
開
す
る
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
で
は
テ
イ
ラ
ー
主
義
が
本
格
的
に
知
ら
れ
る
以
前
、
世
紀
転
換
期
に
「
労
働
心
理
学
」「
精
神

工
学
」
が
成
立
し
て
い
た
。
Ｗ
・
ス
タ
ー
ン
、
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
が
そ
の
先
駆
者
、
ヴ
ン
ト
の
弟
子
で
一
九
一
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
赴

任
し
た
Ｈ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
が
そ
の
固
有
の
創
始
者
と
さ
れ
る
（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
が
九
〇
年
代
初
め
か
ら
移
住
し
て
い
た
ア
メ

リ
カ
で
は
「
人
間
経
済
学
」
と
い
う
新
学
問
が
成
立
し
て
い
る
）
。
労
働
科
学
は
ド
イ
ツ
で
は
戦
前
か
ら
個
々
に
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
、

と
く
に
一
九
二
二
─
二
三
年
は
工
業
へ
の
精
神
工
学
導
入

─
職
業
相
談
、
職
業
適
性
検
査
、
適
性
部
署
へ
の
配
置
、
事
故
防
止
な
ど

が
中
心
的
適
用
領
域

─
の
最
初
の
頂
点
と
い
わ
れ
、
ま
だ
比
較
的
小
さ
な
範
囲
な
が
ら
経
済
人
・
技
術
者
に
承
認
さ
れ
て
全
国
的
に

広
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
米
英
で
は
「
人
間
関
係
」
論
へ
の
移
行
が
始
ま
っ
て
い
た
。
一
九
二
〇
年
代
初
め
に
、
労
働

者
を
「
全
体
と
し
て
の
人
間
」
と
捉
え
、
そ
の
物
質
的
欲
求
だ
け
で
な
く
「
非
合
理
的
な
欲
求
」
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
著
作

が
で
た
し
、
シ
カ
ゴ
大
の
心
理
学
者
Ｅ
・
メ
イ
ヨ
ー
を
中
心
に
世
間
の
耳
目
を
集
め
、「
人
間
関
係
」
論
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
「
ホ
ー

ソ
ン
実
験
」
が
始
ま
っ
て
い
た
。
シ
カ
ゴ
郊
外
ホ
ー
ソ
ン
で
行
わ
れ
た
こ
の
実
験

（
一
九
二
三
年
に
始
ま
り
三
三
年
ま
で
続
く
）
は
、
被
験

者
た
る
労
働
者
グ
ル
ー
プ
に
実
験
の
意
義
を
認
識
さ
せ
彼
ら
と
の
信
頼
関
係
を
重
視
し
つ
つ
、
作
業
域
の
照
明
、
湿
度
、
温
度
、
作
業
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の
指
図
、
支
払
い
条
件
な
ど
を
様
々
に
変
え
て
行
わ
れ
、
実
験
を
中
止
し
た
後
も
労
働
生
産
性
の
著
し
い
向
上
が
継
続
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
そ
し
て
、
企
業
を
統
一
さ
れ
た
社
会
・
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
、
労
働
者
へ
の
精
神
的
報
酬
の
重
要
性
、

企
業
管
理
者
は
「
社
会
的
技
能
」

─
労
働
者
の
欲
求
や
感
情
を
「
共
感
し
て
」
体
得
し
、
奨
励
的
な
助
言
的
指
導
、「
暖
か
い
態
度
」

を
通
じ
て
、
集
団
へ
の
帰
属
感
情
を
も
ち
集
団
の
目
的
達
成
に
貢
献
で
き
る
労
働
者
へ
と
育
成
す
る
と
い
う

─
を
も
つ
指
導
者
に
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
中
で
フ
ォ
ー
ド
も
、
経
営
関
係
の
「
人
間
化
」
を
決
定
的
に
重
視
し
て
い
る
。
コ
ン
ベ
ア
労
働
の
強
制
的
性
格
を
早
く
か

ら
認
識
し
て
い
た
彼

─
そ
の
自
伝
は
「
機
械
の
テ
ロ
ル
」
と
い
う
章
を
含
む

─
は
、
労
働
過
程
に
関
わ
る
す
べ
て
の
者
の
協
働
と

い
う
理
念
を
唱
え
、
経
営
の
日
常
的
生
活
の
「
人
間
的
な
雰
囲
気
」
に
よ
る
労
働
者
心
理
の
全
面
的
な
動
員
を
宣
伝
し
た
。
彼
は
す
で

に
自
伝
に
お
い
て
、「
高
い
業
績
と
人
間
的
な
生
産
方
法
の
絶
対
的
な
前
提
」
と
し
て
「
職
場
空
間
の
清
潔
、
明
る
さ
、
清
浄
な
空
気
」

を
挙
げ
、
事
故
防
止
の
重
要
性
を
も
説
い
て
い
た
。
の
ち
に
自
発
的
に
ナ
チ
ス
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
労
働
科
学
者
Ｆ
・
ギ
ー
ゼ
の

編
集
で
、
一
九
二
七
年
に
で
た
『
労
働
科
学
中
型
辞
典
』
の
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
項
目
の
次
の
一
節
は
、
そ
の
ま
ま
後
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
「
労

働
の
美
」
局
の
理
念
と
ぴ
た
り
と
重
な
る
。「
工
場
の
建
物
は
、
風
通
し
の
良
い
、
明
る
い
、
広
々
と
し
た
空
間
に
さ
れ
、
自
由
な
場

所
は
庭
園
施
設
や
花
壇
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
。
至
る
と
こ
ろ
に
整
然
と
し
た
秩
序
と
清
潔
が
行
き
届
き
、
数
百
人
の
職
員
が
た
だ
掃
除

の
た
め
だ
け
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。」
さ
ら
に
、
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
フ
ォ
ー
ド
が
既
述
の
『
労
働
の
哲
学
』
の
中
で
、
わ
れ
わ

れ
ア
メ
リ
カ
人
は
こ
の
数
年
の
う
ち
に
考
え
を
す
っ
か
り
変
え
た
と
、
工
業
経
済
に
と
っ
て
の
余
暇
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
余
暇
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
時
間
の
浪
費
で
は
決
し
て
な
く
、「
休
養
・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
の
時
間
」
で
あ
り
、

「
よ
り
冷
静
な
事
業
の
観
点
か
ら
見
て
採
算
が
あ
い
、
よ
り
大
き
な
利
益
、
よ
り
よ
い
健
康
状
態
、
よ
り
よ
い
製
品
を
保
証
す
る
」
と
。

だ
が
、
工
業
家
に
向
か
っ
て
余
暇
の
効
用
を
説
き
な
が
ら
、
彼
は
他
方
で
、
労
働
者
が
余
暇
を
勝
ち
取
っ
た
権
利
と
見
な
す
こ
と
を
否
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定
し
た
。
余
暇
は
気
ま
ま
に
消
費
し
て
よ
い
権
利
と
い
う
よ
り
、
労
働
者
は
そ
の
正
し
い
利
用
の
た
め
に
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
事
業
の
改
善
、
国
民
の
強
化
と
国
の
よ
り
高
い
福
祉
の
た
め
に
、
休
養
時
間
と
経
済
的
福
祉
と
の
最
良
の
関

係
に
関
す
る
科
学
的
認
識
に
基
づ
き
余
暇
の
有
効
利
用
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
に
余
暇
が
、
労
働
生
産
性
と
国

民
福
祉
に
貢
献
す
る
、
合
理
的
な
経
営
要
素
と
し
て
積
極
的
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
、
後
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
を
編
入

し
た
労
働
戦
線
が
合
理
化
の
推
進
と
表
裏
一
体
の
関
係
で
展
開
す
る
余
暇
活
動
と
そ
の
思
想
の
一
つ
の
核
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
後
述
）
。

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
に
は
当
初
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
考
え
方
と
の
共
通
性
が
確

認
で
き
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
重
工
業
利
害
と
の
関
係
や
プ
ロ
イ
セ
ン
的
軍
国
主
義
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
て

き
た
が
、
む
し
ろ
、
主
た
る
特
徴
は
こ
の
点
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
、
二
〇
年
代
の
合
理
化
運
動

の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
的
合
理
化
や
経
営
科
学

─
ド
イ
ツ
で
も
そ
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
だ
が

─
と
の
直
接
的
間
接
的
交
流
を
つ
う

じ
た
、
そ
の
ド
イ
ツ
的
応
用
・
具
体
化
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
二
六
年
八
月
に
出
た
最
初
の
綱
領
的
文
書

『
わ
れ
わ
れ
の
労
働
者
の
魂
を
め
ぐ
る
闘
い
』（
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
決
定
的
に
関
与
）
や
、
同
年
に
で
た
パ
ウ
ル
・
オ
ス
ト
ホ
ー
ル
ト
（
Ｄ
Ｉ

Ｎ
Ｔ
Ａ
の
最
初
の
事
務
局
長
）
の
小
冊
子
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
資
本
主
義
的
生
産
過
程
の
枠
組
み
の
中
で
労
働
者
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
ア
メ
リ
カ
の
同
僚
と
同
じ
よ
う
に

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

既
存
経
済
形
態
の
中
で
居
心
地
よ
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
瞭
に
ア
メ
リ
カ
経
営
科
学
を
意
識
し
て
い
た
。
オ
ス
ト
ホ
ー
ル
ト
の
小
冊
子
も
、
初
め
か
ら
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ

の
理
念
や
課
題
が
ア
メ
リ
カ
と
の
交
流
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
前
年
二
月
に
「
全
米
安
全
協
議
会
」

N
ational

Safety
C
ouncil

と
「
ア
メ
リ
カ
冶
金
・
鉱
業
協
会
」
の
合
同
会
議
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
労
働
科
学
者
Ｃ
・
Ｆ
・
デ
ィ
ー
ツ
の

発
言

─
生
産
過
程
の
中
へ
の
精
神
的
な
組
み
込
み
に
よ
り
労
働
者
を
精
神
的
に
満
足
さ
せ
る
多
数
の
方
法
を
挙
げ
た

─
に
ふ
れ
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
理
念
・
課
題
や
広
義
・
狭
義
の
「
教
育
」
を
そ
の
考
え
の
延
長
に
位
置
づ
け
た
。
オ
ス
ト
ホ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
Ｉ

（

）
４３

（

）
４４

（

）
４５

（阪大法学）５９（３・４-20）482〔２００９．１１〕



Ｎ
Ｔ
Ａ
の
教
育
の
眼
目
は
、
専
門
的
技
能
・
知
識
の
教
育
の
み
な
ら
ず
、
工
場
共
同
体
的
体
験
を
通
じ
て
、
労
働
者
を
自
分
の
属
す
る

工
場
に
対
し
て
「
庭
師
が
長
年
世
話
し
て
き
た
庭
に
対
し
て
も
つ
よ
う
な
全
く
人
格
的
な
関
係
」
を
も
つ
、「
責
任
を
自
覚
し
た
協
働

者
」
へ
と
教
育
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
人
間
関
係
」
論
の
ド
イ
ツ
的
言
い
換
え
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
が
ア
メ
リ
カ
経
営
科
学
な
い
し
労
働
科
学
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
労
働
科
学

者
に
よ
っ
て
も
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ワ
イ
マ
ル
合
理
化
運
動
の
中
で
ド
イ
ツ
労
働
科
学
は
転
機
を
迎
え
て
い
た
。
労
働
の
単
調

さ
の
止
揚
で
は
な
く
、
心
理
テ
ス
ト
な
ど
に
よ
る
適
切
な
配
置
・
合
理
的
な
選
抜
に
よ
っ
て
単
調
な
労
働
へ
の
適
応
を
強
化
し
よ
う
と

し
た
当
時
の
精
神
工
学
は
、
労
働
問
題
の
解
決
に
成
功
せ
ず
、
こ
れ
へ
の
失
望
・
懐
疑
が
広
ま
っ
た
。
一
九
二
七
年
に
は
ド
・
マ
ン
が

「
労
働
の
喜
び
の
た
め
の
闘
い
」
を
提
起
し
、
翌
二
八
年
に
は
、
Ｇ
・
ブ
リ
ー
フ
ス
が
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
に
「
経
営
社
会
学
・
社
会
的

経
営
学
研
究
所
」
を
創
設
す
る
。
ブ
リ
ー
フ
ス
は
テ
イ
ラ
ー
主
義
や
こ
れ
ま
で
の
精
神
工
学
の
限
界
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
労
働
者
の

な
か
の
測
定
で
き
ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
非
合
理
的
な
領
域
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
、「
労
働
の
喜
び
」
と
い
う
問
題
を
前
面
に

押
し
出
し
た
。
そ
し
て
、
労
働
の
単
調
さ
の
問
題
や
疲
労
問
題
、
労
働
設
備
、
機
械
、
照
明
な
ど
職
場
環
境
全
般
と
私
的
生
活
に
お
け

る
労
働
者
の
全
環
境
を
業
績
能
力
の
要
素
と
み
な
し
、「
社
会
的
経
営
学
」
に
立
脚
す
る
「
新
し
い
社
会
政
策
」、「
社
会
的
経
営
政
策
」

に
鍵
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
た
。
こ
う
し
て
「
社
会
的
経
営
政
策
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
中
で
、
ド
イ
ツ
社
会
政
策
学
会
は
一

九
三
〇
年
か
ら
、
Ｇ
・
ブ
リ
ー
フ
ス
の
編
集
で
叢
書
『
社
会
的
工
場
政
策
の
諸
問
題
』
を
刊
行
す
る
の
だ
が
、
彼
の
序
言
つ
き
の
そ
の

第
一
巻
は
ま
さ
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
に
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
一
九
三
五
年
に
出
た
こ
の
叢
書
の
第
三
巻
は
、
ブ
リ
ー
フ
ス
の
弟
子

Ｃ
・
Ｈ
・
Ａ
・
ゲ
ッ
ク
の
『
経
営
社
会
政
策
の
基
本
問
題
』
で
あ
る
）
。

そ
の
執
筆
者
Ｐ
・
ｖ
・
ボ
イ
マ
ー
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
追
求
す
る
工
場
共
同
体
を
「
生
産
共
同
体
」
と
特
徴
づ
け
て
そ
の
活
動
の
全

体
像
を
経
営
科
学
・
労
働
科
学
と
関
係
づ
け
つ
つ
描
き
、
総
括
的
に
こ
う
評
価
し
た
。「
そ
れ
（
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
）
は
科
学
的
経
営
管
理
の

機

機

機

機

機

機

機

機

（

）
４６

（

）
４７

「科学的経営管理」運動とナチズム

（阪大法学）５９（３・４-21）483〔２００９．１１〕



原
則
の
ま
っ
た
く
首
尾
一
貫
し
た
強
化
に
過
ぎ
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

…
…
。
と
い
う
の
は
こ
の
工
業
教
育
シ
ス
テ
ム
の
手
段
と
方
法
、
活
動
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
実
現
に
貢
献
す
る
も
ろ
も
ろ
の
制
度
全
体
が
、
そ
の
細
部
に
至
る
ま
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
的
観
点
か
ら
厳
密
に
『
合
理
化
さ
れ
て
』
お

り
、
実
際
に
科
学
的
経
営
管
理
の
忠
実
な
模
写
で
あ
る
」
と
。
た
だ
し
、
こ
の
科
学
的
経
営
管
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
血
肉
化
し
て

い
る
ド
イ
ツ
の
諸
関
係
の
中
か
ら
成
長
し
て
き
た
も
の
だ
と
ボ
イ
マ
ー
は
強
調
し
、
ア
メ
リ
カ
の
「
人
間
経
済
学
」
と
の
違
い
を
、
Ｄ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
が
人
間
を
「
能
力
と
業
績
の
複
合
体
」「
経
済
的
潜
在
能
力
の
総
計
」
と
し
て
見
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
特
定
の
思
想
と
感

情
」
の
担
い
手
と
み
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

こ
の
ボ
イ
マ
ー
の
著
書
へ
の
ブ
リ
ー
フ
ス
の
編
者
序
論
の
日
付
は
一
九
三
〇
年
二
月
だ
が
、
同
じ
二
月
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学

の
経
営
社
会
学
・
社
会
的
経
営
学
研
究
所
の
主
催
で
、
技
術
的
合
理
化
を
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す
べ
き
「
社
会
的
経
営
政
策
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
集
会
が
開
か
れ
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
ら
の
講
演
の
ほ
か
に
、
イ
エ
ナ
の
カ
ー
ル
・
ツ
ァ
イ
ス
工
場
、
ベ
ル
リ
ン
の

ジ
ー
メ
ン
ス
・
シ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
工
場
や
ボ
ル
ジ
ッ
ヒ
工
場
の
経
営
社
会
政
策
の
幹
部
た
ち
が
報
告
を
し
た
。
こ
の
講
演
集
を
編
集
し
た

Ｇ
・
ブ
リ
ー
フ
ス
は
、
合
理
化
・
収
益
性
の
追
求
と
労
働
者
の
精
神
的
・
創
造
的
意
欲
や
能
力
の
関
係
を
問
題
に
し
て
「
経
済
と
経
営

に
お
け
る
人
間
要
素
」
の
重
要
性
を
前
面
に
出
し
た
。
そ
の
際
、
彼
が
伝
統
的
な
家
父
長
主
義
的
経
営
社
会
政
策
の
失
敗
・
破
綻
を
明
言

し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
強
く
組
織
さ
れ
た
経
済
の
あ
り
方
を
基
礎
に
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の

機

機

機

機

機

機

機

機

機

模
範
に
刺
激
さ
れ
て

機

機

機

機

機

機

機

機

「
社
会
的
経
営
政
策
へ
の
新
し
い
道
」
が
労
使
双
方
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
こ
の
研
究
集
会
で
、
人
間
を
経
営
に
お
け
る
決
定
的
要
素
だ
と
し
た
フ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
言
葉
や
ド
・
マ
ン
の
「
労

働
の
喜
び
の
た
め
の
闘
い
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
て
、
経
営
に
お
け
る
人
間
管
理
、
し
た
が
っ
て
経
営
の
指
導
お
よ
び
指
導
者
の
重
要

性
を
テ
ー
マ
に
講
演
し
た
。
既
述
の
よ
う
な
経
営
導
者
像
を
語
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
様
の
考
え
方
（「
上
司
の
心
得
十
箇
条
」）
を

も
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
人
間
的
信
頼
関
係
構
築
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、「
業
績
へ
の
誇
り
」、「
目
的
の
自
覚
」、「
仲
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間
意
識
、
忠
誠
、
職
能
的
誇
り
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
む
き
出
し
の
収
益
性
に
「
労
働
の
新
し
い
、
精
神
的
内
容
」
が
取
っ

て
代
わ
る
よ
う
な
経
営
と
い
う
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
要
求
を
詳
述
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
上
司
と
の
人
間
的
信
頼
関
係
、
労
働
環
境
の
人
間
化
・
美
化
、
余
暇
形
成
ま
で
含
む
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
広
範
囲
な
人
間

管
理
の
思
想
は
、「
科
学
的
管
理
」
と
労
働
諸
科
学
が
国
際
的
に
広
が
っ
て
い
く
時
代
の
な
か
で
成
立
・
展
開
し
て
お
り
、
当
然
、

フ
ォ
ー
ド
自
身
の
理
念
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
奉
仕
」
や
「
指
導
（
管
理
＝
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
介

し
て
、
非
常
に
異
な
る
政
治
文
化
が
交
錯
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
う
る
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
と
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
理

念
・
構
想
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
ナ
チ
ス
期
労
働
戦
線
が
担
っ
た
「
社
会
的
合
理
化
」
の
ほ
と
ん
ど
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
な
い
。「
社
会
的
合
理
化
」
と
い
う
曖
昧
な
タ
ー
ム
は
、
二
〇
年
代
末
に
現
れ
た
。
た
と
え
ば
ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
教
授
Ｍ
・

Ｊ
・
ボ
ン
は
、
大
略
次
の
内
容
で
「
社
会
的
合
理
化
」
を
語
っ
た
。
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
大
量
生
産
が
、
価
格
の
低
廉
化
→
市
場
の
拡
大

→
さ
ら
な
る
価
格
の
低
廉
化
を
も
た
ら
し
、
一
時
的
に
出
る
失
業
者
に
社
会
的
安
全
の
給
付
を
し
つ
つ
な
お
、
賃
金
引
下
げ
や
利
潤
減

少
を
招
く
こ
と
な
く
、
社
会
全
体
に
よ
り
豊
か
な
財
の
供
給
と
社
会
的
給
付
が
可
能
に
な
り
、
こ
う
し
て
、
資
本
主
義
の
枠
組
み
の
中

で
も
合
理
化
は
「
社
会
的
」
に
作
用
し
う
る
と
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
と
の
対
抗
が
念
頭
に
お
か
れ
、
階
級
対
立
や
社
会
問
題
の
緩
和

が
フ
ォ
ー
ド
的
大
量
生
産
の
福
音
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
は
、「
社
会
的
合
理
化
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

生
産
過
程
の
近
代
化
・
合
理
化
に
よ
る
全
般
的
福
祉
の
引
き
上
げ
と
階
級
対
立
の
緩
和
と
い
う
ワ
イ
マ
ル
期
合
理
化
運
動
の
包
括
的
な

要
求
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
社
会
問
題
の
「
最
終
解
決
」
と
い
う
ナ
チ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
Ｃ
・
ザ
ク
セ
は
、
技
術
的
・
工
業
的
合
理
化
に
対
比
し
て
「
人
間
生
活
の
最
後
の
領
域
」
を
も
掌
握
す
る
よ
う
な
包
括
的

な
意
味
で
の
、「
存
在
形
成
の
合
理
化
」
を
、
同
時
代
人
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
広
義
の
「
社
会
的
合
理
化
」
だ
と
捉
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
こ
の
タ
ー
ム
は
、
ワ
イ
マ
ル
期
合
理
化
や
労
働
戦
線
の
経
営
内
外
の
社
会
政
策
と
そ
の
社
会
工
学
的
意
図
を
さ
し
て
研
究
者

（
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に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と
労
働
戦
線
に
話
を
移
す
前
に
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
の
広
が
り
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ

Ｔ
Ａ
の
活
動
は
創
立
後
ま
も
な
く
と
り
わ
け
ル
ー
ル
重
工
業
（
と
く
に
炭
鉱
）
を
主
要
舞
台
に
広
が
っ
て
い
く
。
大
企
業
は
合
理
化
と
平

行
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
し
（
グ
ー
テ
ホ
フ
ヌ
ン
グ
製
鉄
所
や
ク
ル
ッ
プ
な
ど
自
前
の
制
度
を
も
っ
て
い
た
大
企
業
は
距
離
を

お
く
）
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
一
九
二
六
─
二
八
年
に
は
七
一
の
徒
弟
養
成
所
と
一
八
の
工
場
付
属
職
業
学
校
を
も
ち
、
さ
ら
に
二
九
年
に
は

そ
れ
ぞ
れ
五
〇
、
一
〇
増
加
し
、
こ
の
秋
に
は
広
範
な
財
政
的
基
盤
確
保
の
た
め
に
重
工
業
諸
団
体
の
協
力
で
「
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
友
の
会
」

が
創
立
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
頃
、
約
三
百
の
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
営
が
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
方
法
に
基
づ
く
労
働
者
教
育
を

行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
企
業
家
側
は
、
当
時
の
企
業
の
対
労
働
者
姿
勢
へ
の
公
然
た
る
批
判
を
含
む
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
経
営
指
導
者

思
想
と
距
離
を
お
き
、
応
急
的
に
外
部
機
関
に
よ
る
労
働
者
訓
練
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
企
業
と
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と

の
関
係
は
調
和
的
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
限
界
の
突
破
を
可
能
に
し
た
の

が
ナ
チ
体
制
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
彼
は
「
政
治
の
優
位
」
と
「
民
族
へ
の
奉
仕
」
の
名
に
お
い
て
、「
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
エ
ン
ジ
ニ
ア
」

─
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
の
広
が
り
と
共
に
広
が
っ
た
概
念

─
を
こ
そ
、
む
し
ろ
固
有
の
「
経
営
の
指
導
者
」
と
し
て
前
面
に
押
し

出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
章

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と
ド
イ
ツ
労
働
戦
線

１

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
労
働
戦
線
編
入
と
一
九
三
三
年
秋
の
労
働
戦
線
再
編

ナ
チ
ス
の
権
力
掌
握
は
多
く
の
労
働
科
学
者
に
よ
っ
て
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
恐
慌
の
頂
点
で
ナ
チ
運
動
に
接
近

し
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
後
の
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
指
導
者
Ｒ
・
ラ
イ
に
よ
っ
て
す
で
に
三
一
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
引
き
合
わ
さ
れ
て
い
た
の

（

）
５４

（

）
５５

（阪大法学）５９（３・４-24）486〔２００９．１１〕



だ
が
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
初
対
面
の
時
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
自
分
の
事
業
と
同
じ
理
念
世
界
か

ら
出
て
い
る
と
言
い
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
の
継
続
強
化
を
要
望
し
た
と
い
う
。
彼
は
三
三
年
五
月
一
日
に
入
党
し
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は

三
三
年
七
月
二
六
日
に
自
律
性
を
保
っ
た
ま
ま
労
働
戦
線
に
編
入
さ
れ
た
（「
ナ
チ
ス
技
能
労
働
研
究
・
訓
練
所
」
と
名
乗
る
）
。
や
が
て
三

五
年
一
〇
月
に
は
労
働
戦
線
の
「
職
業
教
育
・
経
営
管
理
」
局
Ａ
ｆ
Ｂ
Ｂ
の
な
か
に
正
式
に
編
入
さ
れ
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
Ａ
ｆ
Ｂ
Ｂ

の
長
に
な
っ
た
（
本
稿
で
は
一
貫
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
名
称
を
用
い
る
）
。
こ
う
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
Ｄ
Ａ
Ｆ
内
で
自
己
を
貫
徹
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
創
立
者
＝
ル
ー
ル
重
工
業
か
ら
も
完
全
に
自
立
し
た
。
一
九
三
四
年
末
の
時
点
で
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
組
織
は
約
四
千
人
を
擁
し

て
い
た
（
そ
の
後
さ
ら
に
増
大
）
。
そ
の
組
織
は
、
次
の
六
つ
の
部
門
に
編
成
さ
れ
た
。
①
経
営
管
理
者
の
短
期
訓
練
、
②
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
訓
練
、
③
包
括
的
な
徒
弟
養
成
所
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
④
有
機
的
な
経
営
指
導
・
経
済
指
導
の
構
築
、
⑤
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
工

場
新
聞
、
⑥
工
業
労
働
力
研
究
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
④
の
部
門
は
、
経
営
に
派
遣
さ
れ
て
経
営
管
理
を
指
導
す
る
相
当
数
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ

Ａ
エ
ン
ジ
ニ
ア
集
団
を
擁
し
た
。
そ
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
計
画
的
に
養
成
す
る
部
門
が
②
で
あ
り
、
三
ヶ
月
の
コ
ー
ス
で
経

営
管
理
に
関
す
る
理
論
的
実
践
的
訓
練
を
行
っ
た
。
一
九
三
四
年
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
大
会
で
の
活
動
報
告
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ

ン
の
訓
練
学
校
で
は
毎
年
百
人
の
若
い
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
養
成
し
て
い
た
。
翌
年
に
な
る
と
、
他
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ト
ガ
ル
ト
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
同
様
の
訓
練
学
校
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
に
編
入
さ
れ
て
以
後
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
、
エ

ン
ジ
ニ
ア
養
成
課
程
で
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
注
入
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
企
業
は
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
経
営
技
師
の
養
成
を
拒
否

し
、
こ
れ
ま
で
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
を
利
用
し
て
い
た
企
業
も
今
で
は
懐
疑
的
に
対
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う

な
工
業
と
の
結
合
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
も
一
九
三
三
年
以
降
「
ナ
チ
ス
技
術
同
盟
」
の
も
と
に
置
か
れ
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ

Ａ
と
協
力
し
て
お
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
人
的
機
構
が
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
方
式
の
拡
大
に
貢
献
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
を
吸
収
し
た
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ
権
力
掌
握
後
最
初
の
メ
ー
デ
ー
の
直
後
に
労
働
組
合
を
暴
力
的
に
解
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散
さ
せ
た
上
で
創
立
さ
れ
た
。
当
初
は
労
働
者
団
体
と
職
員
団
体
か
ら
な
り
、
ナ
チ
ス
労
働
組
合
的
色
彩
が
強
く
、
経
済
界
や
労
働
省

な
ど
と
衝
突
を
繰
り
返
し
た
が
、
三
三
年
秋
か
ら
一
定
期
間
を
か
け
て
経
営
者
も
含
む
組
織
へ
と
再
編
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
相

ゼ
ル
デ
、
経
済
相
シ
ュ
ミ
ッ
ト
お
よ
び
ヒ
ト
ラ
ー
の
経
済
顧
問
ケ
プ
ラ
ー
と
の
了
解
の
上
で
出
さ
れ
た
一
一
月
二
七
日
の
Ｒ
・
ラ
イ
の

宣
言
に
よ
っ
て
、
傘
下
の
労
働
者
・
職
員
団
体
は
解
散
、
労
使
を
含
む
「
経
営
共
同
体
」
に
再
編
さ
れ
て
、
や
が
て
こ
れ
を
積
み
上
げ

て
部
門
毎
に
「
ラ
イ
ヒ
職
業
集
団
」（
後
の
「
全
国
経
営
共
同
体
」）
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
四
年
一
月
の
「
国
民
労
働
秩
序
法
」

が
指
導
者
原
理
に
基
づ
く
「
経
営
共
同
体
」
お
よ
び
「
経
営
指
導
者
」「
従
者
」
と
し
て
の
労
使
関
係
を
法
制
化
し
、
同
年
一
〇
月
の

総
統
命
令
は
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
を
経
営
者
も
含
む
「
頭
と
拳
で
創
造
す
る
人
間
」
の
結
集
体
と
し
て
定
義
し
た
。
こ
う
し
て
や
が
て
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
、

特
別
な
執
行
権
力
は
持
た
な
い
も
の
の
、
ナ
チ
組
織
の
な
か
で
財
政
的
・
組
織
的
に
最
も
巨
大
な
組
織
に
な
っ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
が
経
営
組
織
的
基
礎
へ
の
再
編
を
宣
言
し
た
同
じ
三
三
年
一
一
月
二
七
日
の
命
令
に
基
づ
き
、
翌
年
初
め
有
名
な

余
暇
組
織
「
歓
喜
力
行
団
」
Ｋ
ｄ
Ｆ
が
創
立
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
労
働
の
美
」
局
、「
終
業
後
催
し
物
」
局
（
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
文
化
活
動
を
統
括
）
、

「
ド
イ
ツ
成
人
教
育
事
業
」
局
、「
ス
ポ
ー
ツ
」
局
、「
旅
行
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
休
暇
」
の
五
つ
の
部
局
が
置
か
れ
た
。
ま
さ
に
こ
れ
ら

の
諸
組
織
が
、
ナ
チ
期
全
体
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
た
戦
争
準
備
・
戦
時
経
済
構
築
・
戦
争
遂
行
の
た
め
に
、
労
働
者
を
社
会
的
に
統
合

し
内
面
的
に
動
員
す
る
新
し
い
社
会
政
策
（
＝
そ
れ
ま
で
の
社
会
政
策
と
は
異
な
り
生
産
政
策
・
経
済
政
策
と
表
裏
一
体
の
社
会
政
策
）
、
よ
り

広
く
言
え
ば
、「
民
族
共
同
体
」
の
実
現
の
た
め
の
「
社
会
的
合
理
化
」
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
新

設
部
局
の
課
題
や
活
動
理
念
の
ほ
と
ん
ど
が
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
そ
れ
ま
で
の
活
動
や
議
論
の
な
か
に
含
ま
れ
て
お
り
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
唯
一
の
、
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
諸
活
動
の
重
要
な
源
泉
に
な
っ
た
と
い
い
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
ス
は
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
ド
イ
ツ
の
労
働
科
学
の
最
盛
期
を
画
し
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
へ
の
編
入
は
そ
の
完
結
、
労
働
科
学
は
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
な
か
で
完
成
を
み

た
と
評
価
し
て
い
る
。

（

）
６２

（

）
６３

（

）
６４

（

）
６５

（阪大法学）５９（３・４-26）488〔２００９．１１〕



ナ
チ
体
制
へ
の
転
換
後
も
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
コ
ン
セ
プ
ト
や
活
動
内
容
を
変
え
る
必
要
は
な
く
、
反
対
に
ナ
チ
指
導
部
が
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ

の
労
働
訓
練
の
方
法
や
内
容
を
採
用
し
た
（
ち
な
み
に
そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
四
年
、
三
六
年
か
ら
始
ま
る
「
全
国
職
業
コ
ン
ク
ー
ル
」「
模
範
経
営
コ

ン
ク
ー
ル
」
も
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
か
ら
で
て
い
る
）
。
た
と
え
ば
ラ
イ
は
、
一
九
三
六
年
九
月
の
「
労
働
の
美
」
局
全
国
大
会

で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
害
悪
の
一
掃
は
職
場
美
化
活
動
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
つ
つ
、「
庭
師
、
教
育
学
者

教
育
者
で
あ
る
こ
と
が
あ

な
た
方
の
課
題
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
骨
格
や

基
調
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
書
い
た
も
の
に
は
質
的
な
変
化
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
に
、
今
や
「
北
方
人
種
」、（
ド

イ
ツ
人
の
）
「
人
種
的
素
質
」、「
血
の
力
」
な
ど
の
人
種
主
義
的
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
二
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
治
的
思

想
を
直
接
経
営
の
な
か
に
根
付
か
せ
、
何
十
年
も
利
己
主
義
的
・
自
由
主
義
的
な
教
育
を
受
け
て
き
た
国
民
を
再
教
育
す
る
教
育
課
題

─
と
く
に
「
闘
争
の
喜
び
」
へ
の
教
育

─
と
い
う
、
ワ
イ
マ
ル
期
と
は
質
的
に
異
な
る
目
標
を
掲
げ
た
。
彼
は
既
述
の
「
国
民
的

労
働
秩
序
法
」
を
、
経
営
＝
「
国
民
的
業
績
共
同
体
の
原
細
胞
」
を
今
後
の
ド
イ
ツ
の
発
展
の
中
心
に
位
置
づ
け
た
「
革
命
的
な
」
も

の
だ
と
賞
賛
し
て
い
る
。
第
三
に
、
今
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
経
営
の
指
導
者
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
ア
ル
ン
ホ
ル

ト
は
、
ナ
チ
体
制
下
で
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
課
題
と
し
て
次
の
三
つ
の
柱
を
挙
げ
た
。
①
最
高
の
業
績
能
力
を
も
ち
指
導
に
服
す
る
「
経

営
の
従
者
」
を
育
成
す
る
こ
と
、
②
「
新
し
い
指
導
者
層
」（
＝
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
後
進
・
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
の
育
成
、
③
経
営
を
「
有

機
的
共
同
体
」
に
作
り
替
え
る
こ
と
。

こ
れ
ら
は
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
綱
領
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。『
労
働
訓
練
』
誌
一
九
三
四
年
第
四
号
に
全
文
掲
載
さ
れ
た
「
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の

綱
領
」
に
は
、
世
界
観
的
教
育
や
ナ
チ
ズ
ム
的
生
命
観
・
経
済
観
に
基
づ
く
経
営
諸
関
係
の
再
編
に
よ
る
、
労
働
に
対
す
る
精
神
的
関

係
の
樹
立
と
い
う
一
般
的
課
題
を
掲
げ
た
部
分
に
つ
い
で
、
き
わ
め
て
広
範
囲
な
活
動
領
域
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
⑴
「
経
営
の
人
間

管
理
」（
職
場
環
境
の
整
備
・
事
故
防
止
や
経
営
管
理
者
の
養
成
、
家
族
福
祉
に
ま
で
い
た
る
広
範
囲
な
経
営
社
会
政
策
や
余
暇
形
成
を
含
む
経
営
管
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理
者
・
従
者
・
工
場
の
関
係
全
般
に
か
か
わ
る
）
、
⑵
「
有
機
的
経
営
指
導
・
経
済
指
導
」（
科
学
的
労
働
研
究
、
心
理
学
的
・
教
育
学
的
諸
措
置

の
研
究
と
試
行
や
労
働
空
間
の
形
成
・
光
・
照
明
・
騒
音
と
埃
の
対
策
・
休
憩
室
な
ど
職
場
環
境
全
般
の
整
備
・
美
化
）
、
⑶
「
価
値
の
高
い
熟
練
労

働
者
の
育
成
」（
全
体
的
教
育
の
た
め
の
生
物
学
的
、
心
理
学
的
基
礎
の
研
究
、
技
能
・
知
識
だ
け
で
な
く
身
体
鍛
錬
・
団
体
競
技
や
徒
歩
旅
行
も
含

む
戦
闘
的
手
工
業
的
質
の
育
成
、
教
育
活
動
の
た
め
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
・
教
育
学
者
・
親
方
の
育
成
）
な
ど
。

一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
Ｋ
ｄ
Ｆ
諸
部
局
の
活
動
領
域
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
。
職
業
教
育
分
野
で
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
当
該
組
織
と
の

競
合
と
並
ん
で
、
と
り
わ
け
職
場
美
化
活
動
分
野
で
の
「
労
働
の
美
」
局
と
の
競
合
が
著
し
い
。「
労
働
の
美
」
局
自
体
、
包
括
的
な

活
動
に
よ
っ
て
ナ
チ
競
合
組
織
や
企
業
家
な
ど
各
方
面
と
の
対
立
を
招
い
て
い
た
が
、
と
く
に
長
年
の
実
績
が
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
と
の

対
立
が
大
き
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
権
限
対
立
の
結
果
、
一
九
三
四
年
後
半
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
職
業
教
育
、
経
営

科
学
的
研
究
と
経
営
改
善
・
労
働
過
程
の
最
適
化
・
事
故
防
止
、
経
営
組
織
の
領
域
に
集
中
し
（
そ
し
て
三
五
年
に
Ｄ
Ａ
Ｆ
職
業
教
育
組
織

に
正
式
に
編
入
さ
れ
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
が
そ
の
長
に
な
る
）
、
業
績
上
昇
の
た
め
の
経
営
環
境
研
究
・
労
働
場
所
改
善
や
余
暇
形
成
は
、「
労
働

の
美
」
局
と
「
終
業
後
催
し
物
」
局
に
委
ね
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
か
ら
「
美
」
と
経
営
内
「
文
化
芸
術
活
動
」「
喜
び
」

の
部
分
が
Ｋ
ｄ
Ｆ
諸
部
局
へ
と
委
譲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
限
分
割
の
後
も
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
こ
れ
ら
Ｋ
ｄ
Ｆ
諸
部
局
の
活
動
と
意
識
的
に
関
連
づ
け
つ
つ
、「
ド
イ
ツ
的
合

理
化
」
の
標
語
の
も
と
に
包
括
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
彼
の
広
範
囲
な
人
的
組
織
的
結
び
つ
き
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
ナ
チ
期
に

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
広
い
社
会
的
行
動
余
地
と
影
響
力
を
も
っ
た
。
彼
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ナ
チ
期
の
合
理
化
と
、
こ

れ
と
の
関
係
で
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
位
置
・
役
割
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
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２

ナ
チ
期
合
理
化
と
労
働
戦
線
の
位
置

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
ド
イ
ツ
労
働
諸
科
学
が
生
産
過
程
に
お
け
る
「
人
間
要
素
」「
労
働
者
の
魂
」「
労
働

の
喜
び
」
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
は
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
運
動
の
実
際
に
も
照
応
し
て
い
た
。
ワ
イ
マ
ル
合
理
化
運
動
は
フ
ォ
ー

ド
主
義
の
福
音
に
基
づ
く
「
社
会
問
題
」
の
解
決
と
い
う
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
次
元
を
持
っ
て
い
た
が
、
流
れ
作

業
原
理
に
よ
る
大
量
生
産
が
直
接
に
目
指
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
合
理
化
に
は
、
労
働
者
政
党
・
労
働

組
合
と
国
内
市
場
の
狭
隘
さ
が
基
本
的
な
障
害
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
合
理
化
運
動
で
は
、
同
一
部
門
の
諸
企
業
の
協
働
の
た

め
の
定
型
化
・
規
格
化
、
お
よ
び
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
賃
金
体
系
の
近
代
化
や
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
労
働
教
育
・
再
教
育
と
い
っ

た
、
現
実
的
で
柔
軟
な
合
理
化
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
合
理
化
過
程
に
お
け
る
「
人
間
的
な
る
も
の
」
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
は
右
の
ワ
イ
マ
ル
期
の
二
つ
の
障
害
を
ま
さ
に
力
づ
く
で
取
り
払
い
、
四
カ
年
計
画
と
共
に
合
理
化
の
本
格
的
展
開
の
波
を

解
き
放
っ
て
い
く
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
、
経
済
界
や
政
府
官
庁
と
の
緊
張
・
対
立
を
伴
い
な
が
ら
も
、
こ
の
ナ
チ
期
の
合
理
化
推
進
に
深
く
関

わ
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
枠
組
み
は
こ
う
で
あ
る
。

三
五
年
三
月
に
経
済
相
シ
ャ
ハ
ト
、
労
相
ゼ
ル
デ
お
よ
び
ラ
イ
の
間
で
結
ば
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
協
定
」
が
、「
社
会
的

自
治
」
の
名
の
下
に
経
済
の
地
方
団
体
・
専
門
団
体
と
Ｄ
Ａ
Ｆ
と
の
将
来
の
協
働
体
制
を
取
り
決
め
、
こ
う
し
て
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
事
実
上
経

済
過
程
に
編
入
さ
れ
た
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
協
定
遂
行
の
た
め
に
「
社
会
的
自
己
責
任
局
」
を
設
置
し
、
こ
の
局
と
「
経
済
集
団
」
の
社
会
経

済
部
局
と
が
既
述
の
諸
「
ラ
イ
ヒ
経
営
共
同
体
」（
労
使
を
共
に
含
む
部
門
毎
の
組
織
）
に
編
入
さ
れ
て
、
Ｋ
・
Ｈ
・
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
こ

の
ラ
イ
ヒ
経
営
共
同
体
が
徐
々
に
部
門
毎
の
合
理
化
指
導
部
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
と
経
済
界
の
最
も
重
要
な
協
力
組
織

と
な
る
の
が
、
生
産
拡
大
や
合
理
化
措
置
、
業
績
賃
金
や
有
給
休
暇
な
ど
の
諸
問
題
を
討
議
す
る
た
め
に
経
済
地
域
レ
ベ
ル
に
設
置
さ

れ
た
「
労
働
委
員
会
」（
経
済
界
と
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
同
数
で
構
成
）
で
、
そ
の
数
は
三
六
年
の
三
千
か
ら
三
九
年
に
は
、
併
合
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
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ア
で
の
四
六
六
を
含
め
、
四
千
二
百
弱
に
増
え
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
イ
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
協
定
の
翌
月
に
「
労
働
科
学

研
究
所
」
を
設
置
し

─
彼
は
一
九
三
三
年
五
月
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
あ
る
会
議
で
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
科
学
的
認
識
を
評
価

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

・
利
用
す
る
た

機

機

機

機

機

め
の
研
究
所

機

機

機

機

機

を
設
立
す
る
必
要
を
語
っ
て
い
た

─
、
こ
れ
が
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
広
範
囲
な
合
理
化
企
図
に
即
し
た
社
会
科
学
的
調
査
・
提
言

を
行
っ
て
い
く
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
は
失
業
（
一
九
三
三
年
年
第
一
四
半
期
に
七
九
〇
万
人
）
を
急
速
に
克
服
す
る
の
だ
が
、
一
九
三
六
年

以
降
の
第
二
次
四
カ
年
計
画
（
鋭
い
外
貨
危
機
、
原
料
危
機
の
な
か
で
代
替
原
料
生
産
を
柱
と
す
る
）
と
と
も
に
、
早
く
も
前
年
あ
た
り
か
ら

労
働
力
不
足
、
と
く
に
熟
練
労
働
力
不
足
が
顕
著
に
な
り
、
四
カ
年
計
画
の
遂
行
は
い
っ
そ
う
の
機
械
化
・
経
営
合
理
化
と
効
率
思

想
・
業
績
思
想
の
大
々
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
伴
っ
た
。
ヘ
ル
ベ
ル
ト
は
、
そ
れ
ま
で
恐
慌
時
水
準
に
凍
結
さ
れ
て
い
た
賃
金
も
総
じ

て
一
九
三
六
年
ご
ろ
か
ら
典
型
的
な
景
気
循
環
に
従
っ
て
推
移
す
る
よ
う
に
な
り
、
開
戦
前
に
は
ド
イ
ツ
の
労
働
者
は
そ
れ
ま
で
の
ド

イ
ツ
で
最
高
の
実
質
賃
金
を
得
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
労
働
者
の
流
動
性
と
賃
金
圧
力
の
も
と
で
合
理
的
経
営
管
理
に
よ
り
賃

金
・
労
働
条
件
の
改
善
を
な
し
得
る
経
営
の
み
が
労
働
者
を
確
保
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
合
理
化
は
ま
す
ま
す
至
上
命
令
と
な
っ
た
。

こ
の
状
況
で
、
経
済
政
策
と
社
会
政
策
は
表
裏
一
体
と
な
り
、
労
働
力
リ
ザ
ー
ブ
の
汲
み
尽
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
過
度
な
緊
張
の

緩
和
・
労
働
力
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
焦
点
と
な
っ
て
い
く
。

ワ
イ
マ
ル
期
以
来
、
国
家
機
関
と
工
業
と
の
協
働
の
な
か
で
合
理
化
本
部
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
既
述
の
Ｒ
Ｋ
Ｗ
も
、
大
恐
慌
と
ナ

チ
権
力
掌
握
の
も
と
で
一
旦
は
停
滞
す
る
が
（
三
〇
年
に
議
長
が
ジ
ー
メ
ン
ス
か
ら
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
に
、
さ
ら
に
強
制
的
均
質
化
の
な
か
で
三
四
年

に
は
ナ
チ
ス
が
指
名
し
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
Ｇ
・
ゼ
ー
バ
ウ
ア
ー
に
交
替
）
、
第
二
次
四
カ
年
計
画
庁
長
官
ゲ
ー
リ
ン
グ
が
合
理
化
推
進
の
た
め

に
Ｒ
Ｋ
Ｗ
に
着
目
し
た
こ
と
か
ら
、
三
七
／
三
八
年
に
は
再
び
活
性
化
す
る
。
翌
三
八
年
四
月
に
は
「
経
済
性
・
効
率
上
昇
」
を
掲
げ

た
大
き
な
大
会
を
組
織
し
、
三
九
年
に
は
ジ
ー
メ
ン
ス
が
新
生
Ｒ
Ｋ
Ｗ
の
名
誉
理
事
長
に
返
り
咲
い
た
。
こ
う
し
て
Ｒ
Ｋ
Ｗ
は
、
第
二
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次
大
戦
中
に
至
る
ま
で
技
術
的
組
織
的
効
率
上
昇
の
努
力
を
続
け
る
。
三
九
年
に
は
ラ
イ
ヒ
経
済
省
が
国
家
・
党
・
経
済
界
の
経
済
計

画
や
技
術
的
合
理
化
を
監
督
・
調
整
す
る
「
業
績
上
昇
全
国
委
員
会
」
を
設
置
、
ジ
ー
メ
ン
ス
が
そ
の
議
長
と
な
る
。
こ
う
し
て
ハ
ハ

ト
マ
ン
や
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
ナ
チ
レ
ジ
ー
ム
の
積
極
的
支
持
の
も
と
で
、
と
く
に
第
二
次
四
カ
年
計
画
以
降
、
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
シ
ス
テ
ム
や
流

れ
作
業
な
ど
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
努
力
は
大
き
く
前
進
し
、
生
産
レ
ベ
ル
で
の
フ
ォ
ー
ド
主
義
も
、
そ
の
本
格
的
な
貫
徹
は
戦
後
ま

で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
質
的
な
前
進
を
み
る
の
で
あ
る
。

自
動
車
工
業
で
は
一
九
三
六
年
に
初
め
て
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
が
導

入
さ
れ
、
電
機
、
金
属
加
工
工
業
な
ど
で
も
ア
メ
リ
カ
的
合
理
化
が
加
速
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
や
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
余
暇
や
健
康
管
理
ま
で
含
む
、
広
範
囲
な
社
会
政
策
を
推
進

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
Ｄ
Ａ
Ｆ
を
、
Ｔ
・
ジ
ー
ゲ
ル
や
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
は
、
業
績
原
理
に
よ
る
階
級
対
立
の
脱
政
治
化
、
近
代

的
な
社
会
統
合
政
策
た
る
「
社
会
的
合
理
化
」
と
い
う
社
会
工
学
的
企
図
を
推
進
し
た
組
織
と
し
て
把
握
し
、
ロ
ー
ト
も
こ
れ
を
継
承

し
て
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
協
定
以
後
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
を
「
全
社
会
的
に
志
向
し
た
合
理
化
制
度
」
と
し
て
「
社
会
的
合
理
化
」
機
能
を
担
っ
た
組

織
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。

第
三
章

ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

─
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」

─

１

「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」

⑴
ワ
イ
マ
ル
の
「
誤
っ
た
合
理
化
」
か
ら
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
へ

合
理
化
運
動
が
恐
慌
と
と
も
に
大
失
業
に
帰
結
し
た
と
き
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
、
資
本
が
豊
富
で
労
働
力
不
足
の
ア
メ
リ
カ
と
資
本

力
が
弱
く
労
働
力
が
豊
富
な
ド
イ
ツ
と
い
う
彼
我
の
条
件
の
違
い
を
指
摘
し
て
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
技
術
的
合
理
化
は
誤
り
だ
っ
た
と
し
、

「
ア
メ
リ
カ
の
合
理
化
の
模
倣
」
で
は
な
く
別
の
道
を
歩
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。

既
述
の
一
九
三
五
年
春
に
設
置
さ
れ
た
労
働
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科
学
研
究
所
も
、
一
九
三
六
年
に
「
真
の
合
理
化
」
な
る
文
書
を
だ
し
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
合
理
化
を
国
民
経
済
的
に
「
誤
っ
た
合
理
化
」

だ
と
批
判
し
た
。
市
場
の
狭
隘
性
と
不
均
衡
な
過
剰
な
設
備
投
資
に
よ
っ
て
七
百
万
の
失
業
、
国
家
・
自
治
体
・
ラ
ン
ト
の
財
政
破
綻

と
い
う
帰
結
を
招
き
、
労
働
の
担
い
手
た
る
人
間
を
軽
視
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
文
書
は
「
理
性
的
な
国
家
指
導
」
の
下
で
の

「
真
の
合
理
化
」
な
る
も
の
を
対
置
し
た
の
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
、
ひ
と
ま
ず
次
の
三
点
で
捉
え
ら
れ
よ
う
。
①
機
械
化
や
専
門
化
を
大

量
需
要
の
充
足
の
た
め
に
不
可
欠
だ
と
肯
定
し
た
上
で
、
機
械
的
労
働
へ
の
心
理
的
補
償
と
し
て
「
労
働
」
概
念
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
再
評
価
し
た
こ
と
（
労
働
は
賦
役
で
な
く
、「
純
粋
な
物
質
的
意
味
を
超
え
た
意
味
」
を
も
ち
、
生
そ
の
も
の
だ
と
）
、
②
「
対
外
政
策
的
に
自
由

な
国
家
指
導
部
」
に
よ
る
「
生
存
圏
の
獲
得
」
＝
市
場
の
狭
隘
さ
の
突
破
、
③
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
に
そ
の
歴
史
に
お

け
る
文
化
業
績
に
基
づ
き
文
化
的
文
明
的
生
活
を
要
求
す
る
権
利
・
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
相
応
な
生
活
を
保
障
す
る
と
い
う
主
張
、

が
そ
れ
で
あ
る
。
文
書
は
結
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
労
働
力
の
維
持
と
正
し
い
投
入
、
浪
費
の
阻
止
と
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
最
高
の
生
産

性
を
目
標
と
し
て
掲
げ
た
。

こ
の
文
書
が
人
間
自
体
を
生
産
過
程
の
中
心
に
お
き
、
労
働
の
中
に
お
け
る
美
を
実
現
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ワ
イ
マ
ル
以

来
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
そ
れ
が
背
景
と
す
る
労
働
科
学
の
議
論
の
延
長
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、「
土
地
な
き
民
族
」

の
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
、
四
カ
年
計
画
を
「
わ
が
民
族
の
自
己
主
張
」
の
た
め
の
も
の
と
み
る
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
も
、
こ
の
文
書
の
主
張
を

基
本
的
に
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
は
、
一
九
三
三
年
以
降
一
九
三
九
年
頃
ま
で
（
一
九
四
〇
年
に
ラ
イ
ヒ
経
済
省
に
移
っ
て
以
後
は

彼
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
書
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
）
、
ワ
イ
マ
ル
の
間
違
っ
た
合
理
化
に
対
し
て
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
い
う
総
括
概
念

の
も
と
に
活
発
な
講
演
・
執
筆
活
動
を
展
開
す
る
。

こ
の
概
念
の
初
出
は
管
見
の
限
り
、
一
九
三
三
年
初
め
で
あ
り
、
そ
の
後
、
四
カ
年
計
画
遂
行
の
中
で
ま
す
ま
す
前
面
に
掲
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ア
メ
リ
カ
的
合
理
化
」
に
対
置
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
批
判
す
る
論
点
は
（
既
述
の
彼
我
の
条

（
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件
の
違
い
を
別
と
す
れ
ば
）
次
の
二
つ
に
ま
と
め
う
る
。
第
一
に
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
・
フ
ォ
ー
ド
主
義
に
よ
る
人
間
の
機
械
的
な
扱
い
、

第
二
に
、
経
営
を
単
な
る
機
能
的
＝
技
術
的
管
理
機
構
と
し
て
組
織
し
た
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、
労
働
科
学

研
究
所
の
「
真
の
合
理
化
」
文
書
も
、
そ
の
付
論
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
科
学
的
管
理
の
思
想
と
方
法
を
テ
イ
ラ
ー
、
ギ
ル
ブ
レ
ス
、

フ
ォ
ー
ド
に
即
し
て
検
討
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
方
法
に
お
け
る
「
労
働
の
純
粋
に
機
械
的
な
把
握
」（
心
理
学
的
生
理
学
的
な
点
で
の
考
慮
が

ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
）
や
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
の
方
法
が
労
働
力
略
奪
的
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
フ
ォ
ー
ド
に
つ
い

て
も
、
大
規
模
機
械
化
、
流
れ
作
業
、
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
こ
の
単
調
な
、
一
様
な
「
機
械
的
」
労
働
を
相
殺
・
均

衡
を
と
る
諸
措
置
が
不
可
欠
だ
と
指
摘
し
た
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
、「
民
族
性
と
種
に
そ
ぐ
わ
な
い
ア
メ
リ
カ
的
合
理
化
」
は
す
で
に
二

〇
年
代
半
ば
に
ド
イ
ツ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
第
二
の
批
判
点
は
、
実
は
ア
メ
リ

カ
に
だ
け
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
階
級
闘
争
激
化
の
温
床
と
み
な
す
一
九
世
紀
末
葉
以
来
の
ド
イ
ツ
の
企
業
の
大
規
模
化

や
集
中
に
伴
う
変
化

─
経
営
の
「
匿
名
社
会
」
化
と
人
間
的
関
係
の
存
在
し
た
旧
ス
タ
イ
ル
の
経
営
指
導
か
ら
委
託
さ
れ
た
管
理
へ

の
移
行

─
を
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
第
一
点
に
対
置
さ
れ
た
の
が
、
ワ
イ
マ
ル
以
来
主
張
さ
れ
て
い
た
人
間
要
素
を
中
心
に
据
え
た
合
理
化
で
あ
り
、
こ
れ
を

ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
「
新
し
い
、
人
間
に
関
わ
る
合
理
化
」、「
人
間
か
ら
出
発
す
る
合
理
化
」
と
し
て
改
め
て
前
面
に
押
し
出
し
、
端
的

に
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
特
殊
ド
イ
ツ
的
資
産
と
し
て
の
ド
イ
ツ
的
能
力
の
合
理
化
の
道
を
進
む
、

そ
し
て
こ
の
合
理
化
を
『
ド
イ
ツ
的
合
理
化
』
と
呼
び
う
る
と
考
え
る
」
と
。
第
二
点
に
対
応
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
た
ア
ル
ン
ホ
ル
ト

が
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
唱
え
た
「
指
導
者
」「
従
者
」
か
ら
な
る
「
有
機
的
な
」
経
営
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
は
し
ば
し
ば
「
有

機
的
合
理
化
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
彼
が
目
指
す
失
わ
れ
た
有
機
的
人
間
的
関
係
の
再
建
が
決
し
て
古
い
温

情
的
家
父
長
的
関
係
の
再
建
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
層
の
組
織
的

（
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技
術
的
な
合
理
化
を
推
進
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
る
労
働
の
一
層
の
単
純
化
・
無
意
味
化
を
、
ナ
チ
世
界
観
に
よ
る
意
味
づ
け
や
科
学
的

管
理
と
労
働
諸
科
学
の
処
方
箋
に
よ
っ
て
補
償
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
は
、
機
械
と
は
異
な
る
「
人
間
の
固
有
法
則
性
」
か
ら
出
発
す
る
の
だ
と
し
て
、

人
間
に
お
け
る
「
非
合
理
的
な
も
の
」
お
よ
び
民
族
的
特
性
を
強
調
す
る
。
人
間
に
お
い
て
は
知
性
よ
り
も
感
情
、
魂
、
情
緒
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
本
能
、「
血
の
な
か
に
潜
む
自
然
的
な
も
の
」
も
共
に
規
定
的
だ
と
し
て
、
人
間
を
全
体
性
に
お
い
て
、
民
族

的
人
格
的
特
性
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
だ
、
と
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
労
働
者
の
民
族
的
特
性
と
し
て
、
戦
士
的
特
性

機

機

機

機

機

（
そ
の
絶
頂
は
一
九

一
四
年
に
経
験
）
、
手
工
業
的
特
性

機

機

機

機

機

機

、
思
索
的
特
性

機

機

機

機

機

（
血
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
）
と
い
う
三
つ
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
「
ド
イ

ツ
人
の
行
動
、
思
考
、
振
る
舞
い
の
全
体
」
を
規
定
す
る
と
主
張
す
る
。
思
索
的
特
性
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
力
」
と
も
換
言
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
労
働
者
は
だ
れ
で
も
自
己
の
労
働
の
意
味
と
目
的
を
知
ら
ず
に
は
働
く
気
に
な
れ
ず
、
自
分
の
労
働
の
最
終
的
成
功
を
見
た

い
と
い
う
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
憧
れ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
ド
イ
ツ
的
な
経
営
指
導
」
は
、
一
面
的
な
技
術

的
生
産
装
置
の
発
達
や
外
国
の
方
法
の
機
械
的
採
用
に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
労
働
の
意
味
と
目
的
」
を
労
働
者
が
認
識
で
き
る
よ
う

配
慮
し
労
働
者
を
内
面
的
に
も
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
労
働
者
が
自
分
の
持
ち
場
か
ら
全
体
を
概
観
で
き
、
経
済
全
体
に
お
け
る
自
分
の
工
場
の
位
置
を
把
握
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
し
か
し
、
労
働
の
意
味
と
目
的
は
究
極
的
に
は
ナ
チ
的
労
働
観
・
世
界
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
第
二
次
四
カ
年
計
画
の
遂
行
に
拍
車
が
か
か
る
中
で
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
、「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
は
第
一
に
「
教
育
の
問

題
」
だ
と
し
た
。
こ
の
教
育
の
眼
目
は
、
ナ
チ
的
世
界
観
・
労
働
観
（
民
族
全
体
へ
の
奉
仕
と
し
て
の
労
働
）
を
注
入
し
、「
す
べ
て
の
創

造
す
る
ド
イ
ツ
人
が
経
営
実
物
世
界
に
対
し
て
自
由
で
あ
り
、
自
由
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
し
、
も
っ
て
労
働
を
賦
役

で
は
な
く
「
自
由
な
創
造
」
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
端
的
に
こ
う
い
う
。「
合
理
化
の
主
要
課
題
は
、

（
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経
営
実
物
世
界
に
対
す
る
労
働
す
る
人
間
の
優
位
の
保
証
で
あ
」
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
個
々
人
の
業
績
と
労
働
共
同
体
の
業
績
を
可

能
な
限
り
向
上
さ
せ
る
こ
と
」
だ
と
。

要
す
る
に
、「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
は
、
人
間
の
非
合
理
的
な
側
面
と
ド
イ
ツ
人
労
働
者
の
民
族
的
特
質
な
る
も
の
に
基
づ
き
、
労

働
の
目
的
の
内
在
化
＝
労
働
へ
の
意
味
付
与
に
よ
っ
て
労
働
者
の
精
神
的
内
面
的
動
員
を
可
能
に
し
、
業
績
共
同
体
と
し
て
の
経
営
共

同
体
・
国
民
共
同
体
を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
企
図
全
体
を
支
え
る
の
が
、「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
あ
り
、「
社
会
エ
ン
ジ
ニ
ア
」（
ワ
イ
マ
ル
期
労
働
科
学
の
な
か
で
現
れ
て
い
た
概
念
）
が
そ
の
正
否
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
技
術
者
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
、
三
三
年
以
来
ド
イ
ツ
道
路
制
度
総
監
と
し
て
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設

を
推
進
し
、
一
九
三
八
年
に
は
Ｖ
Ｄ
Ｉ
議
長
に
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
軍
需
大
臣
に
な
る
フ
リ
ッ
ツ
・
ト
ッ
ト
も
ま
た
、「
ド
イ
ツ
的
技

術
」
論
を
展
開
し
つ
つ
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
概
念
を
前
面
に
掲
げ
る
。
そ
の
際
ト
ッ
ト
は
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
指
針
を
重
要
な
出
発
点
と
位

置
づ
け
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
と
全
く
同
様
に
「
経
営
に
お
け
る
人
間
指
導
（
管
理
）
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
経
営
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
配
置
、

労
働
者
教
育
制
度
の
確
立
を
要
求
し
、
賃
金
体
系
を
「
健
全
な
業
績
給
」
へ
と
再
編
し
従
業
員
全
体
を
「
業
績
共
同
体
」
に
統
合
す
る

べ
き
こ
と
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
そ
の
抽
象
的
な
全
体
像
を
概
観
し
た
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
は
、
具
体
的
に
は
、
経
営
レ
ベ
ル
の
合
理
化
と
、
こ
れ
を
補
完

し
ま
た
密
接
な
相
互
関
係
を
な
す
、「
純
粋
に
文
化
的
な
課
題
」
と
銘
打
た
れ
る
経
営
内
外
の
領
域
で
の
社
会
政
策
、
と
い
う
二
つ
の
領

域
か
ら
な
り
、
あ
る
意
味
で
は
「
民
族
共
同
体
」
の
形
成
と
い
う
、
ナ
チ
ズ
ム
の
目
標
そ
の
も
の
と
い
い
う
る
よ
う
な
き
わ
め
て
広
範

囲
な
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、「
心
理
学
的
合
理
化
」
と
こ
れ
を
補
完
す
る
「
実
物
世
界
の
合
理
化
」
か
ら
な
り
、

後
者
（
文
化
的
課
題
と
し
て
の
合
理
化
）
は
、
余
暇
政
策
を
つ
う
じ
て
の
労
働
者
の
文
化
的
統
合
と
自
然
と
の
再
結
合
と
い
う
テ
ー
マ
に

分
け
ら
れ
る
。
前
者
か
ら
み
て
い
こ
う
。
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⑵
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
の
経
営
レ
ベ
ル

経
営
は
「
民
族
の
闘
争
単
位
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
れ
て
労
働
者
の
「
生
活
空
間
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
経
営
は
、

労
働
人
格
の
最
大
可
能
な
発
展
、「
業
績
へ
の
衝
動
、
名
誉
欲
」、「
上
昇
へ
の
衝
動
、
造
形
の
喜
び
」
と
い
っ
た
人
間
の
価
値
あ
る
諸
力

が
展
開
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
心
理
学
的
合
理
化
」
と
「
実
物
世
界
の
合
理
化
」
を
二
つ
の
柱
と

す
る
経
営
内
合
理
化
が
追
求
さ
れ
る
。

前
者
は
、
労
働
者
の
正
し
い
選
抜
と
配
置
、
お
よ
び
賃
金
の
公
正
さ
・
正
当
な
報
酬
と
い
う
「
経
営
正
義
」
の
実
現
と
、
ス
ト
ッ
プ

ウ
ォ
ッ
チ
で
は
な
く
時
間
研
究
と
労
働
研
究
に
基
づ
く
労
働
者
の
扱
い
な
ど
で
あ
り
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
、
そ
の
た
め
に
精
神
工
学
の

処
方
箋
や
、
労
働
心
理
学
、
社
会
心
理
学
の
経
営
管
理
へ
の
適
用
、「
心
理
学
的
、
教
育
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
全
人
的
教
育
」
を
重

視
し
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
経
営
正
義
」「
公
正
な
賃
金
」
な
る
も
の
の
提
唱
は
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
ド
イ
ツ
化
さ
れ
た
受
容
で
あ
る

Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
方
式
の
拡
大
と
対
応
し
て
い
る
。
ナ
チ
労
働
秩
序
法
は
業
績
給
を
明
記
し
て
業
績
原
理
の
貫
徹
に
法
的
基
礎
を
与
え
て
い
た

が
、
実
際
に
ナ
チ
期
に
は
、
平
等
な
時
間
給
と
い
う
要
求
に
対
抗
し
て
、
業
績
賃
金
が
民
族
的
業
績
を
基
準
と
す
る
「
公
正
な
賃
金
」

と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
さ
れ
、
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
方
式
が
そ
の
発
祥
の
金
属
工
業
を
殆
ど
完
全
に
掌
握
し
、
さ
ら
に
他
部
門
に
も
著
し

く
拡
大
し
て
い
く
。
同
時
に
Ｒ
ｅ
ｆ
ａ
活
動
の
重
点
は
、「
労
働
研
究
」
に
移
行
し
、
と
く
に
人
間
労
働
の
精
神
的
肉
体
的
前
提
が
重
視

さ
れ
て
、
労
働
科
学
諸
分
野
・
組
織
と
の
密
接
な
協
力
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
対
応
し
て
、
ア
ル
ン
ホ
ル

ト
は
、「
公
正
な
」
賃
金
形
態
だ
け
で
な
く
、「
経
営
指
導
者
」
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
科
学
的
経
営
管
理
」
論
の
中
で
二
〇
年
代

に
主
張
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
の
労
働
者
へ
の
接
し
方
を
推
奨
す
る
。
報
酬
は
つ
ね
に
物
質
的
報
酬
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
承
認
の
言

葉
や
肩
を
た
た
く
こ
と
、「
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
が
重
要
だ
」
と
。
こ
の
点
、
ト
ッ
ト
も
同
じ
で
あ
る
。
彼
の
「
ド
イ
ツ
的

合
理
化
」
論
の
ポ
イ
ン
ト
も
、「
労
働
の
意
味
と
目
的
」
を
知
ら
せ
理
解
さ
せ
、「
経
営
指
導
者
か
ら
使
い
走
り
の
若
者
に
い
た
る
ま
で
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全
員
何
が
問
題
な
の
か
を
知
っ
て
い
る
経
済
共
同
体
」
を
樹
立
す
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
物
質
的
要
素
だ
け
で
な
く
精
神
的

な
要
素
を
強
調
し
た
。
彼
ら
が
目
指
し
た
の
は
、
労
働
者
の
な
か
に
「
価
値
感
情
」（
自
分
は
価
値
あ
る
人
間
だ
と
い
う
）
を
養
う
こ
と
で

あ
る
。

経
営
内
合
理
化
の
第
二
の
柱
、「
実
物
世
界
の
合
理
化
」
は
、
右
の
よ
う
な
心
理
学
的
合
理
化
を
補
完
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
労
働
場
所
・
労
働
空
間
の
清
潔
・
秩
序
・
安
全
の
実
現
、
お
よ
び
、
道
具
や
機
械
の
適
切
な
配
置
、
適
切
な
大
き
さ
の

労
働
空
間
や
照
明
、
温
度
や
湿
度
、
埃
・
騒
音
の
撲
滅
な
ど
職
場
環
境
全
般
を
整
備
し
、「
実
際
に
美
し
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
労
働
空
間

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
言
葉
の
広
い
意
味
で
物
質
的
満
足
」
を
図
る
こ
と
と
意
義
づ
け
ら
れ
た
。
す
べ
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
が

か
ね
て
よ
り
追
求
し
て
い
た
が
、
今
で
は
シ
ュ
ペ
ー
ア
の
「
労
働
の
美
」
局
が
推
進
し
て
い
る
も
の
で
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
自
身
「
労
働

の
美
」
の
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
議
論
し
て
い
る
。

「
労
働
の
美
」
局
は
、
一
九
三
五
年
春
か
ら
三
八
年
春
に
か
け
相
次
い
で
、「
す
べ
て
の
創
造
す
る
者
に
太
陽
と
緑
を
」、「
騒
音
撲
滅
」、

「
よ
い
照
明
─
よ
い
労
働
」、「
清
潔
な
経
営
─
清
潔
な
人
間
」、「
労
働
空
間
の
健
康
な
空
気
」、「
経
営
で
の
暖
か
い
食
事
」
と
い
う
六
つ

の
大
々
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
活
動
報
告
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
ガ
ウ
に
信
任
建
築
家
や
造
園
家
等
を
配
置
し
、

一
九
三
九
年
ま
で
に
、
六
万
七
千
件
の
経
営
視
察
が
お
こ
な
わ
れ
、
以
下
の
改
善
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
労
働
空
間
二
万
六
千
件
、
工

場
の
庭
・
緑
地
一
万
七
千
件
、
手
洗
い
場
・
更
衣
室
二
万
四
千
件
、
食
事
・
休
憩
室
一
万
八
千
件
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
三
千
件
な
ど
。
ま

た
、
全
ガ
ウ
へ
の
照
明
助
言
者
、
空
調
助
言
者
の
配
置
、「
良
い
照
明
中
央
委
員
会
」
や
「
空
気
衛
生
・
換
気
の
た
め
の
全
国
役
場
」

の
設
置
な
ど
に
よ
り
、
根
本
的
な
改
善
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

一
連
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
始
に
当
た
っ
て
シ
ュ
ペ
ー
ア
は
、
工
場
の
が
ら
く
た
を
一
掃
し
、
光
と
外
気
を
取
り
込
み
、
至
る
所
に
緑

地
を
つ
く
り
、
木
々
、
生
け
垣
、
芝
生
な
ど
「
緑
の
施
設
」
で
ド
イ
ツ
の
職
場
を
「
世
界
で
最
も
美
し
く
最
も
品
位
あ
る
も
の
」
に
し
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よ
う
と
訴
え
た
。「
美
」
と
「
品
位
」（
尊
厳
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
職
場
環
境
美
化
運
動
の
眼
目
は
、「
労
働
の
喜
び
と
社
会
的
平
等
、

業
績
能
力
と
合
目
的
性
の
問
題
、
し
か
し
ま
た
と
り
わ
け
創
造
す
る
人
間
の
健
康
の
問
題
」
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
労

働
科
学
研
究
所
も
、
一
九
三
八
年
の
「
疲
労
、
労
働
編
成
、
業
績
上
昇
」
と
い
う
報
告
書
に
お
い
て
、
照
明
、
労
働
場
所
の
温
度
、
湿

度
、
換
気
、
騒
音
な
ど
を
疲
労
や
生
産
性
と
の
関
係
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
、
専
門
的
職
業
教
育
に
加
え
て
世
界
観
教
育
お
よ
び
各
種
労
働
科
学
の
投
入
と
「
経
営
正
義
」
に
よ
っ

て
、
他
方
で
は
、
職
場
環
境
を
精
神
的
物
質
的
に
満
足
で
き
る
も
の
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
全
面
的
に
教
育
・
訓
練
さ
れ
た
、

気
骨
あ
る
、
出
動
準
備
の
で
き
た
労
働
人
格
」
を
創
出
す
る
こ
と
、「
摩
擦
の
な
い
労
働
過
程
、
喜
び
を
も
っ
て
創
造
す
る
人
間
、
そ
こ

か
ら
生
じ
る
技
術
的
経
済
的
業
績
の
最
高
状
態
」、
こ
れ
が
経
営
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
の
目
標
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
〇
年
代
後
半
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
「
労
働
の
喜
び
」
問
題
へ
の
回
答
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
だ
け
で
な
く
Ｒ
・
ラ
イ
や
労
働
科
学
研
究
所
も
た
え
ず
「
ア
メ
リ
カ
的
合
理
化
」
と
一
線
を
画
そ
う
と

し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
追
求
す
る
経
営
内
合
理
化
は
、
ド
イ
ツ
人
の
民
族
的
特
性
論
な
ど
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
言
辞
や
世
界
観
教
育
の

次
元
お
よ
び
指
導
者
・
従
者
の
ナ
チ
的
経
営
秩
序
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
、
ア
メ
リ
カ
経
営
科
学
の
考
え
方
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
。
後
者
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
二
〇
年
代
か
ら
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
弊
害
を
克
服
す
る
た
め
に
新
し
い
段
階
（「
人
間
関
係
」
論
）
に

入
っ
て
い
た
。
人
間
の
非
合
理
的
要
素
へ
の
着
目
や
、
従
業
員
に
対
す
る
上
司
の
姿
勢
、
労
働
環
境
に
お
け
る
「
労
働
の
美
」
的
な
も

の
の
重
視
な
ど
、
す
べ
て
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
に
『
労
働
訓
練
』
誌
に
ブ
リ
ー
フ
ス
の
弟
子
ゲ
ッ

ク
が
連
載
し
た
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
人
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
・
分
析
も
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。

そ
の
中
で
ゲ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
営
人
事
管
理
の
諸
措
置
を
「
数
年
前
か
ら
ド
イ
ツ
で
社
会
的
経
営
政
策
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い

る
す
べ
て
の
も
の
」
と
捉
え
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ゲ
ッ
ク
が
、
ア
メ
リ
カ
の
先
進
的
な
企
業
家
・
経
営
管
理
者
が
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推
進
し
て
き
た
「
外
面
的
な
経
営
諸
関
係
、
即
物
的
な
労
働
環
境
」
の
改
善
を
、「
今
日
の
ド
イ
ツ
で
『
労
働
の
美
』
概
念
で
総
括
さ

れ
て
い
る
も
の
」
だ
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
『
労
働
の
美
』」
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
挙
げ
ら

れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
ま
さ
に
Ｄ
Ａ
Ｆ
「
労
働
の
美
」
局
が
推
進
し
た
内
容
と
ぴ
た
り
と
一
致
し
て
、
外
光
を
で
き
る
だ
け
取
り
入

れ
る
工
場
建
築
、
色
彩
、
照
明
、
空
調
、
清
潔
、
更
衣
室
や
洗
面
所
の
整
備
な
ど
心
地
よ
い
職
場
環
境
の
整
備
や
工
場
内
緑
地
の
設
置
、

さ
ら
に
は
田
園
的
環
境
の
中
の
戸
建
労
働
者
団
地
の
建
設
な
ど
で
あ
る
（
最
後
の
も
の
は
ド
イ
ツ
で
は
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
帝
国
戸
建
て
住
宅
局das

R
eichsheim

stättenam
t

が
担
当
し
、
副
総
統
ヘ
ス
の
下
の
入
植
局D

as
A
m
t
des

Siedlungsbeauftragten
in
Stab

von
H
ess

の
指
導
者
ル
ド

ヴ
ィ
キJ.

W
.
Ludow

ici
が
前
者
の
指
導
者
も
兼
務
し
両
組
織
を
結
合
）
。

こ
う
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
「
労
働
の
美
」
局
の
理
念
・
活
動
が
二
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
経
営
科
学
の
展
開
と
同
一
の
文
脈
に
あ

り
、
多
く
の
実
質
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
た
し
か
に
、「
戦
士
的
特
性
」「
名
誉
、
忠
誠
、
義
務
感
と
い
う
兵
士
的
概
念
」「
経

営
と
い
う
闘
争
共
同
体
」「
国
防
的
労
働
」
な
ど
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
用
い
る
語
彙
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
い
し
軍
国
主
義
的
だ
が
、
そ
し
て
開
戦
後
は

「
忠
誠
」「
献
身
」「
犠
牲
」
な
ど
の
共
同
体
的
な
徳
が
一
層
強
調
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
特
徴
は
む
し
ろ
副
次
的
な
も
の
と
み
な
し
う
る
）
。
と
は
い
え
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
推
進
し
た
「
社
会
的
合
理
化
」
の
ア
メ
リ
カ
と
の
共
通
性
は
事
柄
の
半
分
で
あ
り
、
科

学
的
管
理
や
労
働
諸
科
学
は
、
ア
メ
リ
カ
と
は
全
く
異
質
な
全
体
的
目
標
・
枠
組
み
（
略
奪
・
征
服
・
絶
滅
戦
争
）
の
中
で
投
入
さ
れ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
的
枠
組
み
の
中
で
追
求
さ
れ
た
合
理
化
の
実
質
は
、
こ
の
枠
組
み
が
崩
壊
し

た
後
、
戦
後
に
連
続
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
社
会
政
策
＝
経
済
政
策
的
レ
ベ
ル
で
は
一
九
四
五
年
（
一
九
三
三
年
も
）
は
ゼ
ロ

時
刻
で
は
な
い
。
二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
経
済
合
理
性
は
こ
の
よ
う
な
形
で
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
も
奉
仕
と

自
己
実
現
（
高
賃
金
と
新
し
い
豊
か
な
消
費
生
活
）
と
い
う
労
働
へ
の
意
味
付
与
を
行
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
個
人
主
義
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な

枠
組
み
に
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
の
固
有
の
特
質
は
、
右
の
犯
罪
的
な
枠
組
み
の
ほ
か
に
、「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
構
想
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の
第
二
の
領
域
に
お
い
て
鮮
明
に
見
ら
れ
る
。

⑶
文
化
的
課
題
と
し
て
の
合
理
化

─
労
働
者
の
「
脱
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」
と
民
族
の
文
化
と
の
結
合

─

経
営
レ
ベ
ル
の
合
理
化
の
不
可
欠
の
補
完
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
そ
の
第
二
の
領
域
は
、「
純
粋
に
文
化
的
な
課
題
」
と
特
徴
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
す
ぐ
れ
て
Ｋ
ｄ
Ｆ
（「
喜
び
を
通
じ
て
力
を
」
＝
歓
喜
力
行
団
）
諸
組
織
の
も
ろ
も
ろ
の
余
暇
事
業
の
こ
と
で
あ

る
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
そ
う
し
た
事
業
を
ま
ず
も
っ
て
、「
持
続
的
な
業
績
の
た
め
の
前
提
そ
の
も
の
」
た
る
「
肉
体
と
精
神
の
緊
張
緩

和
」
と
し
て
、
労
働
力
の
再
生
・
維
持
の
観
点
か
ら
意
義
づ
け
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
民
族
の
文
化
の
享
受

と
文
化
の
創
造
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
社
会
統
合
を
推
進
し
、
経
営
空
間
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
べ
き
「
新
し
い
力

を
覚
醒
さ
せ
る
」
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
言
う
。「
喜
び
を
通
じ
て
力
を
」
と
い
う
偉
大
な
思
想
は
ド
イ
ツ
の
労
働
者

の
文
化
業
績
の
承
認
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
業
は
、
単
に
楽
し
み
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
に
景
観
の
美
し
さ
、

ド
イ
ツ
の
詩
人
の
作
品
、
ド
イ
ツ
の
科
学
の
成
果
、
ド
イ
ツ
の
文
化
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
労
働
者
を
「
国
民
の
創

造
的
諸
力
へ
と
架
橋
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
切
り
離
さ
れ
て
い
た
文
化
創
造
の
世
界
と
結
合
し
、「
す
べ
て
の
労
働
、
す
べ

て
の
生
産
が
等
価
な
も
の
と
し
て
国
民
の
文
化
創
造
に
参
与
し
て
い
る
」
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
い
る
、
と
。「
ド
イ

ツ
的
合
理
化
」
の
課
題
は
第
一
に
教
育
だ
と
の
べ
た
彼
は
、
ま
さ
に
Ｋ
ｄ
Ｆ
と
い
う
組
織
を
「
巨
大
な
教
育
道
具
」
と
特
徴
づ
け
た
。

彼
が
一
九
三
六
年
の
講
演
で
語
っ
た
こ
の
よ
う
な
余
暇
と
Ｋ
ｄ
Ｆ
事
業
の
意
義
づ
け
（
労
働
力
再
生
、
文
化
と
景
観
の
享
受
、
労
働
者
の
社

会
的
文
化
的
統
合
）
は
、
三
八
年
に
労
働
科
学
研
究
所
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
す
る
余
暇
思
想
（
後
述
）
の
核
心
で
も
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ル
期
に
は
八
時
間
労
働
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
増
加
に
よ
り
新
し
い
余
暇
文
化
が
現
れ
た
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ

は
当
初
か
ら
工
場
共
同
体
・
仲
間
意
識
の
形
成
の
た
め
に
余
暇
活
動
を
重
視
し
て
い
た
が
、
ナ
チ
期
に
は
余
暇
は
改
め
て
大
き
な
意
義
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を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
最
近
田
野
大
輔
が
光
を
当
て
た
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
が
一
九
三
六
年
に
「
国
際
余
暇
会
議
」
を
主
催
し

た
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
。
ラ
イ
の
発
言
や
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
様
々
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
労
働
科
学
研
究
所
の
文
書
な
ど
を
総
合
す
る
と
、
Ｄ
Ａ

Ｆ
の
余
暇
思
想
は
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
余
暇
は
、
合
理
化
の
推
進
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
、
生
産
性
向
上
と
労
働
力
の
維
持
再
生
の
観
点

か
ら
重
視
さ
れ
た
。
ラ
イ
は
、
三
三
年
一
一
月
の
Ｋ
ｄ
Ｆ
創
設
に
際
し
て
の
演
説
で
、
も
は
や
押
し
戻
せ
な
い
八
時
間
労
働
日
、
そ
れ

ゆ
え
に
一
層
の
合
理
化
・
機
械
化
の
必
要
性
を
述
べ
つ
つ
、
ま
さ
に
最
高
の
労
働
業
績
の
た
め
に
こ
そ
最
高
の
余
暇

─
「
身
体
と
精

神
の
完
全
な
緊
張
緩
和
」、「
魂
、
精
神
、
身
体
の
休
養
」

─
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
し
た
。
彼
は
Ｋ
ｄ
Ｆ
会
議
や
党
大
会

で
繰
り
返
し
、「
正
し
く
、
理
性
的
に
適
用
さ
れ
た
合
理
化
方
法
」
と
の
関
連
で
人
間
の
過
重
負
担
の
回
避
と
健
康
維
持
は
義
務
だ
と
語

り
、
企
業
家
に
向
か
っ
て
、
人
間
は
過
重
負
担
を
負
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
美
し
い
職
場
、
有
給
休
暇
、
保
養
、
余
暇
形
成
、
こ
れ

ら
す
べ
て
は
最
終
的
に
企
業
家
の
利
益
に
も
な
る
と
訴
え
た
。
こ
こ
ま
で
は
経
営
利
益
の
観
点
か
ら
余
暇
を
重
視
し
た
フ
ォ
ー
ド
と
何

ら
変
わ
ら
な
い
が
、
ナ
チ
ス
は
余
暇
を
生
物
学
的
言
辞
に
よ
っ
て
も
論
じ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
一
九
三
四
年
に
「
国
民
健
康
中
央
局
」
を
創

設
し
、「
健
康
管
理
」、「
民
族
の
健
康
の
改
善
」
は
ナ
チ
「
業
績
社
会
」
の
一
つ
の
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
局
の
学
術

的
協
働
者
Ｈ
・
ホ
ス
ケ
（
医
師
）
は
、
個
々
人
の
健
康
と
業
績
能
力
は
国
家
全
体
の
生
物
学
的
力
の
基
礎
だ
と
い
う
観
点
か
ら
、
精
神
的

肉
体
的
健
康
管
理
の
義
務
と
し
て
の
余
暇
や
意
識
的
な
余
暇
形
成
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
経
営
衛
生
は
即
、
民
族
＝
人
種
衛
生
な
の

で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
は
余
暇
を
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
文
化
享
受
に
お
け
る
社
会
平
等
の
推
進
、
労
働
者
の
社
会
文

化
的
統
合
の
観
点
か
ら
意
義
づ
け
た
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
余
暇
思
想
を
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
労
働
科
学
研
究
所
の
「
余

暇
形
成
に
関
す
る
社
会
政
策
的
基
本
思
想
」
と
い
う
文
書
（
一
九
三
八
年
）
だ
が
、
こ
の
文
書
も
、
自
由
主
義
時
代
に
は
余
暇
と
労
働
が
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分
離
さ
れ
、
余
暇
利
用
＝
文
化
の
享
受
を
一
部
上
層
の
特
権
に
し
て
い
た
と
い
う
批
判
か
ら
出
発
し
、
労
働
と
余
暇
、
労
働
と
文
化
発

展
を
「
一
つ
の
統
一
体
に
融
合
」
さ
せ
、「
真
の
文
化
共
同
体
」
を
形
成
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
余
暇
を
論
じ
た
。
そ
の
際
、
余
暇
は

労
働
時
間
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
く
、「
個
々
人
の
生
活
に
お
い
て
は
る
か
に
重
要
」
で
あ
り
、「
労
働
は
余
暇
な
し
に
は
無
意
味
で
あ
る
」

と
さ
え
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
一
九
三
六
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
国
際
余
暇
会
議
に
お
い
て
Ｈ
・
ド
レ
ク
ス
ラ
ー
＝
ア
ン

ド
レ
ア
ス
（
Ｋ
ｄ
Ｆ
の
全
国
的
指
導
者
／
全
国
ラ
ジ
オ
放
送
会
議
所
長
）
は
、
労
働
と
余
暇
の
不
可
分
さ
か
ら
立
論
し
、
労
働
生
産
性
の
向
上
、

工
場
共
同
体
・
民
族
共
同
体
の
精
神
の
涵
養
、
お
よ
び
労
働
者
と
文
化
を
結
合
す
る
「
文
化
的
使
命
」
と
い
う
意
義
を
余
暇
に
与
え
、

「
労
働
生
活
と
文
化
生
活
の
原
則
的
な
相
互
関
係
」、「
余
暇
形
成
・
余
暇
活
動
の
文
化
的
使
命
」
を
強
調
し
た
。

第
三
に
、
右
の
文
化
的
平
等
化
の
目
標
は
経
済
的
観
点
か
ら
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
労
働
科
学
研
究
所
は
、
国
民
総
消
費
の
構
成
、

諸
階
層
の
余
暇
消
費
を
分
析
し
た
上
で
、
余
暇
利
用
を
通
じ
た
「
消
費
の
誘
導
・
形
成
」、
つ
ま
り
国
民
総
消
費
の
構
成
に
影
響
を
与
え
、

と
く
に
労
働
者
の
生
活
内
容
・
ス
タ
イ
ル
を
改
革
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
的
な
余
暇
利
用
や
文
化
享
受
、
ラ

ジ
オ
や
国
民
車
や
Ｋ
ｄ
Ｆ
蒸
気
船
な
ど
技
術
的
進
歩
の
成
果
の
享
受
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勤
労
者
大
衆
に
お
け
る
新
し
い
余

暇
＝
消
費
文
化
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
ナ
チ
ズ
ム
に
最
も
固
有
な
余
暇
の
意
義
づ
け
は
、「
生
命
法
則
」「
自
然
法
則
」
な
い
し
「
生
の
肯
定
」
と
い
う
観
点
か
ら

の
も
の
で
あ
る
。
Ｒ
・
ラ
イ
は
、
単
純
で
粗
野
な
「
生
の
哲
学
」
を
も
と
に
、
と
も
に
人
間
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
本
能
・
感
情
と

知
性
・
思
考
の
う
ち
前
者
が
第
一
だ
と
し
て
、
本
能
を
抑
圧
し
て
き
た
過
去
に
対
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
を
「
非
理
性
に
対
す
る
理
性
の
勝

利
」
だ
と
言
明
し
た
。
ラ
イ
は
い
う
。「
生
命
否
定
が
国
家
を
規
定
し
民
族
を
形
成
し
民
族
の
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、

無
制
限
の
生
の
肯
定
と
生
の
喜
び
こ
そ

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

が
そ
れ
ら
を
与
え
る
の
だ
！
」
と
。
彼
に
と
っ
て
、「
ド
イ
ツ
社
会
主
義
」
と
は
「
生
の
喜
び
」

「
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」「
生
の
肯
定
、
生
の
希
望
」「
喜
び
を
通
じ
て
力
を
」「
生
の
美
し
さ
」
と
い
っ
た
標
語
で
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
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り
、
そ
の
具
体
的
な
実
現
が
Ｋ
ｄ
Ｆ
諸
組
織
の
多
様
な
余
暇
事
業
な
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
局
も
、「
終
業
後
催
し
物
」
局

に
よ
る
文
化
・
芸
術
活
動
な
ど
の
催
し
を
「
新
し
い
生
の
喜
び
の
源
泉
」
だ
と
言
い
、
三
七
年
の
時
点
で
六
万
六
千
強
の
催
し
、
延
べ

八
七
〇
万
人
の
参
加
者
と
い
う
数
字
を
挙
げ
て
、「
人
々
が
再
び
生
に
参
加
し
」
始
め
た
と
意
味
づ
け
た
。
同
局
は
ま
た
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
組
織

「
ド
イ
ツ
成
人
教
育
事
業
」
に
よ
る
政
治
、
経
済
、
法
律
、
人
種
学
、
人
口
政
策
、
遺
伝
学
、
科
学
技
術
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
講
演
活

動
に
つ
い
て
も
、「
創
造
す
る
人
間
」
が
自
然
法
則
に
よ
り
よ
く
適
用
で
き
る
た
め
の
も
の
だ
と
し
た
。
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
成
人
教
育
と

は
、
人
種
、
淘
汰
、
闘
争
と
い
う
「
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
諸
法
則
」「
世
界
の
存
在
以
来
支
配
し
て
い
る
生
命
法
則
」
を
踏
ま

え
て
、「
生
を
こ
の
闘
争
に
あ
わ
せ
る
永
遠
の
努
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ナ
チ
ズ
ム
に
と
っ
て
余
暇
は
、「
闘
争
」
と
い
う
永
遠
の
自
然
法
則
・
生
命
法
則
に
適
応
し
て
い
く
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

源
泉
と
な
る
べ
き
も
の
、
此
岸
的
喜
び
の
存
分
の
享
受
、
生
命
そ
の
も
の
の
肯
定
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
人
間
を
自
然
の
一
部
、
自
然

の
単
純
な
所
産
に
還
元
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
に
何
の
意
味
づ
け
も
不
要
な
（
無
規
範
な
）
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
生
命

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

の
肯
定
、
生
命

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
礼
賛
は
ナ
チ
思
想
の
核
心
の
一
つ
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
、
超
越
的
な
神
と
そ
の
被
造
物
、
精
神
と
肉
体
と
い
う

二
元
論
に
立
っ
て
、
人
間
を
そ
れ
以
外
の
自
然
の
上
に
置
く
と
と
も
に
人
間
の
自
然
（
肉
体
）
を
低
く
評
価
し
、
救
済
を
彼
岸
に
求
め
る

キ
リ
ス
ト
教
は
、「
生
命
に
疎
遠
な
逆
さ
ま
の
世
界
観
」（
ヒ
ム
ラ
ー
）
、「
生
命
に
疎
遠
な
ド
グ
マ
」（
ボ
ル
マ
ン
）
で
あ
り
、
そ
の
「
弱
さ
」

と
「
不
自
然
さ
」
の
克
服
こ
そ
、
彼
ら
の
人
種
主
義
的
目
標
実
現
の
た
め
の
不
可
避
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ナ
チ
ズ
ム

は
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
と
正
面
か
ら
対
峙
す
る
生
物
生
命
一
元
論
、
人
間
を
そ
の
一
部
と
す
る
汎
神
論
的
自
然
一
元
論
、
此
岸
的
生

命
宗
教
と
も
言
え
よ
う
。「
生
命
肯
定
」
の
原
理
は
自
然
そ
の
も
の
の
原
理
で
あ
り
、
こ
う
し
た
ナ
チ
自
然
観
＝
生
命
観
は
、
人
間
を
単

な
る
生
物
的
生
命
体
に
還
元
す
る
「
す
べ
て
は
生
命
で
あ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
凝
縮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
物
的
な
職
場
環
境
整

備
を
任
務
と
す
る
「
労
働
の
美
」
局
で
さ
え
も
、
自
ら
を
「
生
の
肯
定
」
か
ら
意
義
づ
け
た
。
そ
の
長
シ
ュ
ペ
ー
ア
は
ラ
イ
同
様
に
「
非
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理
性
に
対
す
る
理
性
の
勝
利
」、「
自
然
で
本
来
的
な
生
命
意
志
の
勝
利
」
を
唱
え
、
シ
ュ
ペ
ー
ア
の
代
理
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ー
は
「『
労
働

の
美
』
は
Ｋ
ｄ
Ｆ
と
と
も
に
未
来
を
指
し
示
す
、
生
の
肯
定
を
意
味
す
る
概
念
だ
」
と
し
た
。

第
五
に
、
右
の
点
と
密
接
に
関
係
し
て
、
余
暇
は
「
物
質
主
義
時
代
」
が
も
た
ら
し
た
人
間
と
自
然
の
分
離
の
克
服
、
人
間
と
自
然

の
再
結
合
、
人
間
と
自
然
の
調
和
の
再
建
と
い
う
観
点
か
ら
意
義
づ
け
ら
れ
た
。
自
然
と
の
再
結
合
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ

は
、
そ
れ
に
よ
り
、
自
然
か
ら
の
分
離
に
起
因
す
る
生
と
精
神
の
逸
脱
や
濁
り
を
克
服
し
て
人
々
と
民
族
の
再
健
康
化
を
図
る
こ
と
で

あ
る
。
先
の
国
民
健
康
中
央
局
の
Ｈ
・
ホ
ス
ケ
も
、
文
明
に
よ
る
人
間
の
自
然
的
リ
ズ
ム
の
撹
乱
を
問
題
に
し
（
有
機
体
全
体
を
過
剰
刺

激
状
態
に
お
き
病
気
と
業
績
低
下
の
も
と
に
な
る
と
）
、
自
然
と
の
再
結
合
に
よ
る
再
健
康
化
を
目
指
し
た
。

そ
の
際
、
ナ
チ
ス
が
い
う

「
自
然
」
と
は
、
原
生
自
然
で
は
な
く
歴
史
の
中
で
人
々
の
営
み
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
き
た
文
化
景
観
（
＝
生
け
垣
で
仕
切
ら
れ
灌
木
が
散

在
す
る
畑
や
森
な
ど
で
構
成
さ
れ
た
変
化
に
富
む
美
し
い
景
観
）
の
こ
と
で
あ
る
。
余
暇
に
お
け
る
文
化
景
観
の
享
受
は
ま
た
、
都
会
人
・
都

市
の
労
働
者
が
ド
イ
ツ
各
地
の
民
族
的
文
化
と
歴
史
を
知
る
と
い
う
民
族
統
一
・
民
族
共
同
体
形
成
の
観
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
た
。
こ

れ
が
自
然
と
の
再
結
合
の
二
つ
め
の
意
味
で
あ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
局
は
、
最
近
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
文
化
を
訪
ね
る
鉄

道
・
バ
ス
旅
行
や
徒
歩
旅
行
を
、「
創
造
す
る
民
族
同
胞
」
に
よ
る
郷
土
の
体
験
、
ド
イ
ツ
の
国
土
の
多
様
性
と
自
然
の
豊
か
な
美
の
享

受
と
意
味
づ
け
た
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
直
属
の
特
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
も
、
こ
の
点
に
そ
の
重
要
な
意
義
の
一
つ

が
あ
っ
た
。
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
は
そ
も
そ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、「
庭
園
道
路
」「
余
暇
道
路
」
と
も

意
味
づ
け
ら
れ

─
実
際
に
も
余
暇
交
通
が
優
位

─
、
ト
ッ
ト
の
右
腕
と
し
て
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
景
観
形
成
を
担
当
し
た
Ａ
・
ザ
イ

フ
ェ
ル
ト
ら
造
園
家
・
景
観
工
学
士
の
集
団
（「
景
観
代
理
人
」）
は
、
道
路
建
設
を
近
代
化
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
文
化
景
観
と
森
の
修
復

再
建
の
出
発
点
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
高
速
走
行
で
は
な
く
文
化
景
観
や
森
の
体
験
、
民
族
の
歴
史
や
伝
統
と
の
一
体
化
が
重

視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
合
理
化
と
業
績
社
会
、
余
暇
事
業
、
景
観
保
護
・
景
観
形
成
は
ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
矛
盾
を
は

ら
み
な
が
ら
も

─
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
（
食
糧
自
給
）
政
策
と
軍
事
的
必
要
に
よ
る
自
然
・
景
観
破
壊

─
相
互
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
や
Ｄ
Ａ
Ｆ
諸
部
局
、
道
路
総
監
当
局
な
ど
は
み
な
、
こ
の
連
関
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
労

働
科
学
研
究
所
の
一
九
四
三
年
の
別
の
文
書
（『
労
働
戦
線
。
制
度
・
目
標
・
方
法
』）
は
、
Ｋ
ｄ
Ｆ
を
「
ナ
チ
ズ
ム
の
生
命
把
握
の
象
徴
」

だ
と
い
い
、
そ
の
目
標
は
労
働

機

機

、
文
化

機

機

、
景
観

機

機

、
人
間
の
調
和
的
共
鳴

機

機

機

機

機

機

機

機

だ
と
し
た
。
Ｄ
Ａ
Ｆ
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
、
彼
ら
が
労
働
・

余
暇
・
文
化
・
自
然
（
景
観
）
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
捉
え
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
様
々
な
形
で
自
然
と
の
再
結
合
を
追
求
し
た
世
紀
末
以

来
の
文
化
批
判
的
な
近
代
批
判
や
生
活
改
革
運
動
と

─
そ
れ
ら
と
一
定
の
思
想
的
共
通
性
を
持
つ

─
ナ
チ
ズ
ム
と
の
決
定
的
な
違

い
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
労
働
科
学
研
究
所
の
三
八
年
の
余
暇
形
成
思
想
文
書
は
い
う
。
こ
の
一
五
〇
年
間
の
自
然
支
配
に
よ
る
技
術

的
経
済
的
進
歩
は
物
質
的
レ
ベ
ル
で
の
み
生
じ
、
文
化
的
政
治
的
領
域
で
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
持
た
な
い
。
当
然
の
反
動
と
し

て
二
〇
世
紀
初
め
以
来
諸
々
の
結
社
や
多
様
な
生
活
改
革
運
動
の
形
で
「
生
の
革
命
化
」
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
は
健
全
な
理
念
を

も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
誤
解
さ
れ
た
意
味
で
自
然
へ
、
原
初
的
素
朴
さ
へ
回
帰
し
よ
う
と
」
し
て
技
術
と
技
術
進
歩
に
敵
対
し
、
加

え
て
分
散
的
で
極
端
か
つ
一
面
的
な
も
の
に
な
り
、「
新
し
い
生
活
形
態
」
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
世
紀
末
生
活
改
革
運
動
の
決
定
的
な

問
題
は
、「
人
間
の
生
活
の
労
働
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
部
分
と
無
関
係
」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
労
働
・
余

暇
・
文
化
の
全
体
的
な
関
係
の
改
革
＝
「
社
会
的
文
化
的
生
活
の
真
剣
な
再
編
」、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
伝
統
的
な
、
部
分
的
に

は
避
け
ら
れ
な
い
諸
対
立
を
超
え
て
真
の
文
化
共
同
体
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
意
志
」
が
、
Ｋ
ｄ
Ｆ
運
動
の
精
神
だ
と
主
張
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
同
文
書
は
、
余
暇
形
成
は
、
独
立
し
た
社
会
政
策
的
課
題
で
は
な
く
全
般
的
政
治
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
経
済
政
策
、
社

会
政
策
、
文
化
政
策
と
一
体
と
な
っ
て
、
労
働
・
労
働
者
へ
の
低
い
評
価
や
「
分
相
応
」
と
い
う
概
念
＝
身
分
原
理
を
業
績
原
理
に

よ
っ
て
消
滅
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
業
績
能
力
あ
る
経
済
が
余
暇
利
用
と
文
化
的
展
開
の
物
質
的
前
提
を
提
供
し
、
逆
に
経
済
も
そ
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こ
か
ら
活
力
を
受
け
と
り
発
展
す
る
よ
う
な
、
文
化
と
経
済
の
相
互
作
用
、
労
働
と
余
暇
の
一
体
性
を
樹
立
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
目

標
だ
と
し
た
。
余
暇
形
成
は
、「
文
化
発
展
」
の
促
進
と
「
社
会
問
題
」
の
解
決
に
結
び
つ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
身
分
原
理
か
ら
業
績
原
理
へ
、
そ
れ
と
と
も
に
固
定
的
な
階
級
的
仕
切
り
の
な
い
、
新
し
い
消
費
生
活
・
文
化
生
活
を
享
受

で
き
る
社
会
、
業
績
共
同
体
＝
文
化
共
同
体
の
建
設
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
と
呼
ば
れ

る
存
在
の
止
揚
・
民
族
の
亀
裂
の
克
服
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
民
族
共
同
体
」
は
「
文
化
共
同
体
」
と
し
て
追
求
さ
れ
た
。『
労
働
の

美
』
の
編
集
者
Ｗ
・
ロ
ッ
ツ
は
そ
れ
を
こ
う
表
現
し
た
。「
あ
る
の
は
一
つ
の
ド
イ
ツ
文
化
、
一
つ
の
ド
イ
ツ
生
活
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

は
ド
イ
ツ
人
の
文
化
・
生
活
形
態
で
あ
る
」
と
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
射
程
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
る
労
働
者
の
余
暇
形
成
＝
文
化
共
同
体
へ
の
統
合
は
、
ナ
チ
ス
の
戦
略
目
標
た

る
人
種
主
義
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配

─
こ
れ
こ
そ
が
一
九
四
〇
年
に
定
式
化
さ
れ
る
「
模
範
的
な
社
会
国
家
」
と
い
う
目
標
の
経
済
的

前
提
条
件
で
あ
る

─
の
観
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
過
ご
せ
な
い
。
支
配
民
族
の
内
部
に
、
支
配
・
被
支
配
民
族
の
間

の
亀
裂
よ
り
も
大
き
な
亀
裂
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
支
配
民
族
」
ド
イ
ツ
人
で
も
、
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
主
義
的
優

生
政
策
的
基
準
に
合
わ
な
い
者
は
、
右
の
よ
う
な
業
績
＝
文
化
共
同
体
に
含
ま
れ
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
、
言

う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
以
上
が
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
の
文
化
的
領
域
＝
Ｋ
ｄ
Ｆ
余
暇
事
業
と
そ
れ
を
支
え
る
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
ナ
チ
特
有
の

世
界
観
的
枠
組
み
と
論
理
で
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
実
、
事
柄
自
体
は
「
新
し
い
余
暇
」
が
出
現
し
た
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
の
連
続

性
、
合
理
化
と
余
暇
が
不
可
分
の
関
係
に
な
っ
た
同
時
代
の
欧
米
的
文
脈
に
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
、「
美
」
と
「
喜
び
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

と
す
る
独
特
の
此
岸
主
義
の
立
場
か
ら
そ
う
し
た
近
代
的
な
余
暇
文
化
を
意
識
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
狭
義
に
は

経
営
内
合
理
化
、
広
義
に
は
余
暇
形
成
ま
で
含
む
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
は
、
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
展
開
し
た
合
理
化
運
動
の
テ
ク
ノ
ク

（

）
１３１

（

）
１３２

（

）
１３３

（阪大法学）５９（３・４-46）508〔２００９．１１〕



ラ
ー
ト
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
次
元
、
そ
こ
か
ら
連
続
す
る
ナ
チ
民
族
共
同
体
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
次
元
、
ナ
チ
ズ
ム
特
有
の
自
然
主
義
的
＝

此
岸
主
義
的
生
命
把
握
が
重
な
り
合
っ
た
、
社
会
工
学
的
な
民
族
共
同
体
形
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い

て
決
定
的
な
位
置
を
占
め
る
の
が
技
術
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
り
、
技
術
は
ま
た
、
ナ
チ
文
化
政
策
的
思
考
と
実
践
の
統
合
的
な
部
分
な

の
で
あ
る
。

２

「
ド
イ
ツ
的
技
術
」

ナ
チ
体
制
が
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
始
め
と
す
る
各
種
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
協
力
な
し
に
存
立
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

い
。
筆
者
は
か
つ
て
ヒ
ト
ラ
ー
主
流
派
が
重
用
し
た
各
種
専
門
職
・
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
ナ
チ
ズ
ム
の
近
代
性
を
規
定
し
た
こ
と
を
論

じ
た
が
、
ナ
チ
ズ
ム
と
各
種
専
門
職
と
の
共
棲
は
、
近
年
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
い
る
。
Ｌ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、

エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
新
し
い
社
会
へ
の
期
待
を
議
会
排
除
に
よ
る
新
た
な
枠
組
み
に
か
け
、
他
方
、
社
会
政
策
領

域
で
正
規
の
法
的
権
限
の
な
い
ナ
チ
党
の
「
行
動
の
社
会
主
義
」
が
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
理
想
主
義
を
利
用
す
る
と
い
う
構
図
で
、
各
種

専
門
家
と
ナ
チ
ズ
ム
の
間
に
生
じ
た
「
相
互
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
化
」
を
指
摘
し
た
。

各
種
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
政
治
家
、
官
僚
の
積
極
的

な
ナ
チ
協
力
に
焦
点
を
当
て
た
ア
リ
ー
の
近
著
も
、
伝
統
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
硬
直
性
を
取
り
除
い
た
現
代
的
な
水
平
的
決
定
作
成
が

各
種
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
「
労
働
の
喜
び
」
を
も
た
ら
し
、
専
門
家
が
先
に
立
っ
て
共
に
考
え
る
こ
と
も
希
で
な
い
よ
う
な
、
下
か
ら
の

イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
典
型
的
な
形
で
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
に
も
妥
当
す
る
。

実
際
、
第
三
帝
国
は
技
術
と
の
密
接
な
関
係
を
誇
示
し
た
。
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
れ
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、

ト
ッ
ト
や
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
な
る
概
念
を
前
面
に
掲
げ
て
技
術
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
重
要
な
役
割
を
主
張
し
た
。
一

九
三
五
年
の
Ｖ
Ｄ
Ｉ
第
七
三
回
大
会
や
翌
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
で
の
講
演
に
お
い
て
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
は
こ
う
述
べ
た
。
技
術
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は
そ
の
自
然
科
学
的
基
礎
で
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
だ
が
、「
ド
イ
ツ
の
人
間
に
よ
っ
て
生
存
闘
争
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て

体
験
さ
れ
、
ド
イ
ツ
的
な
心
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
」
技
術
は
、「
民
族
生
活
の
一
部
、
民
族
性
の
一
部
、
そ
れ
と
と
も
に
民
族
自
身
の

生
命
表
現
」
だ
と
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
で
掲
げ
ら
れ
た
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
と
は
、
第
一
に
、
人
間
を
機
械
の
よ
う
に
扱
う
テ
イ
ラ
ー

主
義
や
神
経
は
み
て
も
人
間
は
見
な
い
近
代
医
学
に
対
置
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
身
の
人
間
の
非
合
理
的
領
域
に
も
対
応

し
、「
人
間
と
労
働
と
の
自
然
的
関
係
」
を
編
成
し
う
る
技
術
だ
と
さ
れ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
根
本
的
転
換
＝
労

働
概
念
そ
の
も
の
や
経
済
と
政
治
と
の
関
係
の
転
換
の
な
か
で
可
能
に
な
っ
た
、
民
族
全
体
に
奉
仕
す
る
技
術
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
第

三
に
、
そ
の
よ
う
な
技
術
は
す
ぐ
れ
て
文
化
的
課
題
に
奉
仕
す
る
と
主
張
さ
れ
た
。
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
で
の
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
の
講

演
は
、「
文
化
課
題
と
し
て
の
技
術
的
形
成
」
と
題
さ
れ
、
人
間
労
働
と
実
物
世
界
と
の
「
有
機
的
な
調
和
」
か
ら
Ｋ
ｄ
Ｆ
事
業
な
ど
に

よ
る
経
営
世
界
・
労
働
者
と
国
民
の
文
化
創
造
（
物
）
と
の
架
橋
ま
で
を
含
む
技
術
の
課
題
、
つ
ま
り
は
上
述
の
「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」

を
担
う
き
わ
め
て
広
範
囲
な
技
術
の
課
題
を
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
「
ド
イ
ツ
的
経
営
指
導
」
を
実
現
す
る
に
は
機
械
的
な

テ
イ
ラ
ー
主
義
で
は
な
く
、
研
究
、
計
算
、
構
成
、
経
営
科
学
、
組
織
、
技
術
的
物
理
学
、
技
術
的
化
学
、
建
築
・
交
通
科
学
と
い
っ

た
包
括
的
な
内
容
の
「
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
学
」
が
「
純
粋
に
合
理
的
な
も
の
を
超
え
て
成
長
し
、
民
族
と
国
民
の
力
の
維
持
と
い
う
全
体

目
標
に
奉
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
の
活
動
と
は
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
自
身
に
よ
れ
ば
、「
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
活
動
、
尤
も
人
間
に
関
わ
る
そ
れ
」
で
あ

り
、
こ
の
人
間
に
関
わ
る
技
術
（
組
織
や
制
御
の
術
）
と
は
、
今
日
で
い
う
「
経
営
工
学
」

─
テ
イ
ラ
ー
以
後
の
「
科
学
的
管
理
法
」
に

端
を
発
す
る

─
の
諸
分
野
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
広
範
囲
な
意
図
を
も
つ
社
会
政
策
領
域
を
含
み
、
そ
の
意
味
で
「
社
会
工
学
」
と

い
う
広
が
り
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
彼
は
、
ナ
チ
期
に
な
る
と
端
的
に
「
指
導
者
」
と
し
て
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
像
を
前
面
に
押
し
出

し
、
そ
の
「
創
造
的
な
課
題
」
を
強
調
し
た
。「
新
し
い
エ
ン
ジ
ニ
ア
は
指
導
者
に
成
長
し
た
」。
そ
の
任
務
は
「
ド
イ
ツ
経
済
の
経
営
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を
有
機
的
な
業
績
共
同
体
に
形
成
し
、
そ
れ
と
と
も
に
新
国
家
の
生
き
生
き
し
た
細
胞
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
彼
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
を

「
経
済
の
将
校
」

─
ト
ッ
ト
の
言
葉

─
と
位
置
づ
け
、
後
進
を
「
経
営
の
指
導
者
に
育
成
す
る
課
題
」
を
ま
す
ま
す
重
視
し
た
。
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
技
術
系
職
員
層
の
利
害
に
も
呼
応
し
て
お
り
、
Ｈ
・
ト
リ
ッ
シ
ュ
ラ
ー
は
技
術
系
職
員
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
道
は

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
が
唱
道
し
た
経
営
指
導
者
養
成
運
動
を
通
じ
て
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
土
木
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
ト
ッ
ト
は
物
理
的
な
技
術
の
方
を
重
点
に
、
社
会
問
題
解
決
に
決
定
的
に
協
働
す
る
技
術
と
エ
ン

ジ
ニ
ア
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
技
術
者
の
育
成
に
力
を
注
い
だ
。
彼
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
史
料
表
記
も
省
略
し
て
、
最
小
限
触
れ
て
お
こ
う
。
ト
ッ
ト
も
ま
た
、
技
術
は
こ
れ
ま
で
「
間
違
っ
た
道
」「
物
質
的
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
道
」
を
歩
ん
で
き
た
が
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
刷
新
た
る
ナ
チ
ズ
ム
の
も
と
で
、「
原
則
的
転
換
」
を
遂
げ
た
と
し
て
、
ナ
チ

ズ
ム
下
で
の
技
術
の
課
題
を
す
ぐ
れ
て
「
文
化
的
価
値
の
創
造
、
文
化
的
事
業
の
創
造
」
と
し
て
押
し
出
し
た
。
彼
は
道
路
総
監
と
し

て
と
く
に
、
技
術
的
建
造
物
の
美
的
な
形
成
や
景
観
の
な
か
へ
の
埋
め
込
み
と
い
っ
た
、
技
術
と
自
然
と
の
審
美
的
な
調
停
を
目
指
し
、

技
術
と
自
然
と
の
調
和
、
お
よ
び
文
化
・
芸
術
的
創
造
と
し
て
技
術
を
強
調
し
た
。
彼
も
ま
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
社
会
進
出
を
追
求
し
た

が
、「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
推
進
の
た
め
に
経
営
技
師
の
活
動
と
そ
の
育
成
を
重
視
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
行
政
職
へ
の

進
出
を
も
要
求
し
た
。
一
九
三
五
年
お
よ
び
三
六
年
Ｖ
Ｄ
Ｉ
年
次
大
会
に
続
い
て
、
三
六
年
九
月
の
党
大
会
期
間
中
の
技
術
局
会
議
で

は
、「
業
績
と
政
治
指
導
」
と
い
う
標
語
の
も
と
に
、
専
門
知
識
と
政
治
的
指
導
能
力
を
兼
ね
備
え
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
像
を
掲
げ
て
「
偉
大

な
政
治
的
最
終
目
標
」
へ
の
献
身
を
技
術
者
た
ち
に
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
三
月
に
Ｄ
Ａ
Ｆ
と
協
力
し
て
技
術
者
の
専
門

的
・
政
治
的
教
育
の
た
め
の
学
校
を
プ
ラ
ッ
セ
ン
ブ
ル
ク
に
開
設
し
た
。
一
九
三
七
年
党
大
会
の
技
術
局
特
別
会
議
で
も
、
こ
の
「
技

術
の
時
代
」
に
行
政
へ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
影
響
力
を
獲
得
す
る
こ
と
を
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
技
術
者
同
盟
の
第
一
の
目
標
に
掲
げ
、
そ
の
後

実
際
に
内
相
に
対
し
て
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
行
政
職
へ
の
登
用
を
働
き
か
け
る
。
や
が
て
軍
需
大
臣
と
し
て
ト
ッ
ト
は
軍
需
省
は
じ
め
、
国
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家
の
労
働
・
経
済
行
政
の
中
枢
に
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
登
用
し
て
い
く
。

ア
ル
ン
ホ
ル
ト
に
し
て
も
ト
ッ
ト
に
し
て
も
、
ナ
チ
下
の
「
根
本
的
転
換
」
な
い
し
「
刷
新
」
な
る
も
の
を
前
提
に
、「
奉
仕
」、「
文

化
」、「
芸
術
」、「
自
然
」（
人
間
の
自
然
、
ま
た
人
間
を
含
む
自
然
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
世
紀
末
以
来
の
文
化
批
判
の
中
で
、
技
術
蔑
視
・
技
術
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
応
答
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
ち
は
実
学
蔑
視
の
風
潮
の
中
で
、
技
術
と
技
術
者
の
社
会
的
地
位
・
威
信
の
確
立
の
た
め
に
戦
っ
て
き
た
が
、

彼
ら
自
身
、
一
面
で
は
文
化
批
判
や
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
思
潮
の
影
響
を
う
け
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
ナ
チ
ズ
ム

は
利
潤
原
理
に
対
す
る
全
体
へ
の
奉
仕
の
優
先
、
文
化
的
刷
新
と
見
え
、
公
共
福
祉
を
旨
と
す
る
技
術
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
こ
そ
が
今
や
決

定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ク
レ
ー
マ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
ナ

チ
ズ
ム
が
そ
う
見
え
た
の
は
、
ト
ッ
ト
の
も
と
で
実
際
に
「
ド
イ
ツ
技
術
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
が
進
ん
で
い
る

こ
と
が
大
き
く
奏
功
し
た
。
当
時
の
著
名
な
建
築
家
が
協
力
し
、「
景
観
代
理
人
」
の
制
度
を
も
っ
て
自
然
と
の
審
美
的
調
和
を
追
求
し

た
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
は
、
終
始
一
貫
「
ド
イ
ツ
技
術
の
模
範
」
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
さ
れ
、
技
術
者
た
ち
は
新
し
い
技
術
の
課
題
や
、

地
方
の
異
議
を
抑
え
て
の
計
画
貫
徹
な
ど
に
熱
狂
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
も
ト
ッ
ト
の
雑
誌
『
道
路
』
に
何
度
も
寄
稿
し
て

お
り
、
彼
も
ま
た
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
を
ま
さ
に
文
化
的
課
題
と
し
て
の
技
術
的
造
形
の
実
例
だ
と
み
な
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
技
術
批
判
へ
の
応
答
、
技
術
の
正
当
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
は
、
技
術
と
民
族
・
文
化
・
自
然

を
架
橋
す
る
効
果
的
な
概
念
構
成
と
し
て
、
技
術
者
た
ち
に
対
し
て
も
、
技
術
的
近
代
化
の
批
判
者
た
ち
に
対
し
て
も
大
い
に
統
合
効

果
を
発
揮
し
、
ナ
チ
ズ
ム
の
致
命
的
な
「
魅
力
」
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
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結

び

以
上
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
は
「
人
間
要
素
」
を
重
視
す
る
合
理
化
と
い
う
点
で

ワ
イ
マ
ル
か
ら
ナ
チ
期
へ
の
連
続
性
を
最
も
よ
く
体
現
し
、
唯
一
の
、
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ａ
Ｆ
の
社
会
的
合
理
化
運
動
の
重
要
な
源
泉

と
な
っ
た
。
ナ
チ
期
に
は
科
学
的
管
理
、
労
働
科
学
は
、「
民
族
共
同
体
」、「
業
績
＝
文
化
共
同
体
」
の
形
成
と
い
う
ナ
チ
世
界
観
の
枠

組
み
に
お
い
て
投
入
さ
れ
た
。
こ
の
連
関
の
な
か
で
精
力
的
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
っ
た
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
や
、
そ
の
他
の
労
働
戦
線
テ

ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
目
指
し
た
の
は
、「
業
績
原
理
の
内
面
化
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ジ
ー
ゲ
ル
ら
は
、
ま
さ
に
業
績
原
理
の
中
で
、
社
会
的

差
異
の
脱
政
治
化
（
＝
生
物
学
化
）
、
企
業
家
の
利
潤
利
害
、
官
僚
と
軍
部
と
の
社
会
工
学
的
観
念
、
レ
ジ
ー
ム
の
帝
国
主
義
的
膨
張
主

義
的
利
害
が
理
想
的
な
仕
方
で
出
会
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
業
績
原
理
の
貫
徹
は
、
同
時
に
、
固
定
的
な
階
級
的
仕
切
り
の
除
去
と

新
し
い
文
化
的
消
費
生
活
へ
の
労
働
者
の
統
合
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
科
学
的
管
理
や
労
働
諸
科
学
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や
ナ
チ
ズ
ム
も
、
一
九
世
紀
末
葉
以
来
の
、
一
方
に
お
け
る
長
足
の
科
学
技

術
の
発
展
と
他
方
に
お
け
る
急
激
な
都
市
化
・
工
業
化
に
よ
る
社
会
や
価
値
観
の
変
動
（
近
代
化
危
機
）
の
中
で
欧
米
に
お
い
て
確
立
し

た
新
種
の
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
文
化
」
と
い
う
共
通
の
背
景
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
最
近
エ
ッ
ツ
ェ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
例

に
則
し
て
印
象
的
に
描
い
た
よ
う
に

─
二
〇
年
代
末
以
来
社
会
民
主
党
政
権
は
優
生
学
、
人
口
論
、
共
同
体
的
な
「
新
し
い
人
間
」

像
を
基
礎
に
い
わ
ば
左
か
ら
の
民
族
共
同
体
（
理
性
的
で
自
立
し
た
諸
個
人
が
自
発
的
に
順
応
す
る
民
族
共
同
体
）
と
し
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

を
構
想

─
、
近
代
化
不
安
・
近
代
化
危
機
へ
の
「
科
学
的
」
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
（
＝
社
会
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
る
科
学
的
診
断
と
近
代
自
然
科
学

や
技
術
に
よ
る
危
機
の
制
御
）
の
中
で
成
立
し
、
第
一
次
大
戦
中
・
以
後
の
合
理
化
運
動
に
お
い
て
実
際
に
展
開
し
た
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ａ
や

Ｄ
Ａ
Ｆ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
活
動
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
欧
米
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
歴
史
的
意
味
を
把
握
で
き
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な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
大
き
な
国
際
的
文
脈
の
中
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
特
殊
性
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

フ
ォ
ー
ド
主
義
的
合
理
化
＝
大
量
生
産
の
前
提
条
件
と
し
て
、
人
種
主
義
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配
＝
ア
メ
リ
カ
に
匹
敵
す
る
大
経
済
圏

の
実
現
が
目
指
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
主
題
を
な
す
領
域
で
は
、
ア
メ
リ
カ
的
経
営
科
学
、
労
働
科
学
と
「
ナ
チ
生
命
把
握
」

（
＝
自
然
観
・
人
間
観
）
と
が
収
斂
し
た
と
こ
ろ
に
、
ナ
チ
期
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
や
Ｄ
Ａ
Ｆ
諸
部
局
の
活
動
が
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
提
起

さ
れ
て
い
た
人
間
労
働
力
の
非
合
理
的
部
分
の
重
視
と
、
ナ
チ
ス
的
自
然
観
・
生
命
観
、
ナ
チ
流
生
の
哲
学
に
基
づ
く
人
間
の
自
然
的

欲
望
・
快
楽
の
解
放
・
利
用
が
重
な
り
合
い
、
同
じ
事
柄
に
、
ナ
チ
独
特
の
意
味
づ
け
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
ナ
チ
生
命
把
握
と
は
結
局
、
強
者
の
自
己
主
張
・
生
き
残
り
と
弱
者
の
滅
亡
と
い
う
、
人
間
も
免
れ
得
な
い
永
遠
の
自
然
法
則

な
る
も
の
を
主
張
す
る
粗
野
な
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
生
存
を
か
け
た
闘
争
が
人
間
社
会
と
歴
史
の

決
定
的
要
素
だ
と
い
う
見
方
を
基
礎
に
、
こ
の
闘
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
の
無
規
範
的
な
生
命
と
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
肯
定
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
科
学
技
術
の
時
代
に
お
い
て
こ
の
闘
争
は
ま
さ
に
科
学
と
技
術
と
い
う
手
段
を
も
っ
て
闘
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
医
学
、
優
生

学
な
ど
生
物
諸
科
学
の
投
入
は
も
ち
ろ
ん
、
経
済
＝
生
産
闘
争
の
レ
ベ
ル
で
も
、
単
に
技
術
革
新
に
よ
る
合
理
化
の
み
な
ら
ず
、
心
理

学
的
精
神
工
学
的
合
理
化
や
人
間
の
健
康
と
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
化
の
た
め
の
広
範
囲
な
社
会
政
策
が
重
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
業

績
原
理
の
貫
徹
・
労
働
余
力
の
汲
み
尽
く
し
の
た
め
の
「
人
間
要
素
に
関
わ
る
合
理
化
」
は
、
ナ
チ
的
生
命
観
＝
自
然
観
か
ら
意
味
づ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
前
提
に
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
「
自
然
」
概
念
を
拠
り
所
と
す
る
近
代
批
判

─
経
済
・
技
術
進
歩
に
よ
る
自
然
か
ら
の
人
間

の
分
離
、
労
働
と
人
間
の
「
自
然
的
」
関
係
の
破
壊
、
人
間
的
自
然
の
抑
圧
と
い
っ
た
よ
う
に

─
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
略
、
近
代
の

機
械
的
自
然
観
へ
の
反
発
に
由
来
し
、
ナ
チ
ズ
ム
は
合
理
化
推
進
の
な
か
で
も
、
そ
の
不
可
分
の
補
完
領
域
た
る
Ｋ
ｄ
Ｆ
諸
事
業
に
お

（

）
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い
て
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
再
建
を
目
指
し
た
。
自
然
は
ナ
チ
ズ
ム
に
と
り
民
族
の
生
命
力
・
文
化
的
創
造
力
の
源
で
あ
る
。
こ
の

文
脈
で
、
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
通
俗
的
な
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
が
露
わ
に
な
る
。
目
指
さ
れ
た
人
間
と
自
然
と
の
再
結
合
の
眼
目
は
、

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
文
化
的
意
味
づ
け
で
あ
る
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
ナ
チ
・
エ
リ
ー
ト
や
教
養
層
出
身
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、

民
族
性
の
価
値
は
民
族
の
創
造
力
、
文
化
・
芸
術
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
図
式
に
基
づ
い
て
民
族
と
芸
術
と
の
関
係

の
再
建
に
こ
そ
ナ
チ
ズ
ム
の
真
価
が
あ
る
と
信
じ
、
数
的
経
済
的
に
そ
の
民
族
の
い
わ
ば
本
体
を
な
す
労
働
者
を
文
化
生
活
に
統
合
し

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
脱
プ
ロ
化
の
政
策
で
あ
る
と
同
時
に
民
族
の
文
化
創
造
力
の
活
性
化
の
政
策
で
も
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
労
働
科
学
研
究
所
が
「
目
標
は
労
働
、
文
化
、
景
観
、
人
間
の
調
和
的
共
鳴
」
だ
と
し
た
よ
う
に
、
景
観
保
護
、
郷

土
保
護
な
ど
ナ
チ
ズ
ム
と
「
緑
」
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。「
労
働
の
美
」
局
も
工
場
・
経
営
内
部
の
美
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
景
観
全

体
の
美
化
・
工
場
建
築
と
周
り
の
景
観
と
の
調
和
を
追
求
し
、
ま
た
、「
美
し
い
村
」
と
銘
打
っ
た
農
村
地
域
で
の
活
動
を
展
開
し
、
醜

い
広
告
の
撤
去
、
生
け
垣
や
花
壇
・
緑
地
の
設
置
、
池
の
浚
渫
な
ど
に
よ
る
農
村
美
化
を
目
指
し
た
（
一
九
三
八
年
ま
で
に
「
美
し
い
村
」

行
動
は
、
五
千
の
村
を
掌
握
し
た
と
さ
れ
る
）
。
こ
れ
は
世
紀
転
換
期
前
後
以
来
の
郷
土
保
護
運
動
と
通
底
し
て
い
る
。
ナ
チ
期
の
生
物
学

教
科
書
に
よ
れ
ば
、
生
命
法
則
に
は
「
郷
土
の
法
則
」
な
る
も
の
も
含
ま
れ
、
郷
土
は
「
ド
イ
ツ
民
族
の
生
命
基
盤
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
、
学
校
で
は
郷
土
愛
、
自
然
へ
の
愛
が
教
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
帝
国
自
然
保
護
法
（
一
九
三
五
年
）
は
そ
の
前
文
で
、
最
も
貧
し
い
民

族
同
胞
に
も
景
観
享
受
の
権
利
を
保
障
す
る
国
家
の
義
務
を
謳
い
、
天
然
記
念
物
な
ど
の
点
的
な
保
護
だ
け
で
な
く
面
と
し
て
の
景
観

全
体
の
保
護
を
明
文
化
し
た
。
こ
の
自
然
と
の
関
係
の
再
建
、
文
化
創
造
力
の
再
建
と
い
う
テ
ー
マ
を
介
し
て
、
郷
土
保
護
運
動
の
教

養
市
民
層
的
担
い
手
は
ナ
チ
ス
に
合
流
し
、
ま
た
、
ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
は
、
自
然
＝
景
観
享
受
が
合
理
化
運
動
と
の
連
関
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
と
「
ド
イ
ツ
的
技
術
」
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
や
Ｆ
・
ト
ッ
ト
が
こ
の

連
関
を
明
瞭
に
体
現
し
て
い
た
。

（

）
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と
こ
ろ
で
、
ロ
マ
ン
主
義
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
当
時
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
科
学
者
自
体
が
、
科
学
や
技
術
に
対
す
る
そ
の
姿
勢
に
お

い
て
、
あ
る
意
味
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
、
な
い
し
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
科
学
技
術
の
再
魔
術
化
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
を
帯
び
て
い

た
。
飛
躍
的
な
科
学
技
術
の
進
歩
か
ら
開
か
れ
た
前
代
未
聞
の
可
能
性
空
間
の
中
で
、
ポ
イ
カ
ー
ト
が
「
操
作
可
能
幻
想
」
と
呼
ん
だ
、

熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
な
、
現
実
と
の
冷
静
な
距
離
の
喪
失
で
あ
る
。
戦
後
、
シ
ュ
ペ
ー
ア
は
自
ら
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
「
技
術

に
よ
る
魅
了
」
を
語
り
、「
一
方
で
は
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
他
方
で
は
技
術
熱
狂
者
で
あ
る
」
と
い
う
技
術
に
対
す
る
自
ら
の
「
分

裂
病
的
態
度
」
を
告
白
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
方
は
対
立
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

に
従
っ
て
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
の
一
つ
の
本
質
的
特
徴
が
現
実
喪
失
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
現
実
批
判
の
基

準
・
立
脚
点
が
、
い
ま
、
こ
こ
、
で
は
な
く
、
遠
い
過
去
や
、
そ
う
信
じ
込
ま
れ
た
広
大
な
可
能
性
空
間
に
あ
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ア
ル
ン
ホ
ル
ト
や
ト
ッ
ト
を
は
じ
め
当
時
の
各
種
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ

う
。
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
議
会
や
政
党
の
排
除
＝
多
元
的
な
諸
利
害
の
調
整
・
妥
協
と
い
う
本
来
的
な
政
治
の
枠
組
み
の

排
除
ゆ
え
に
、
再
魔
術
化
さ
れ
た
科
学
技
術
の
展
開
余
地
が
そ
れ
だ
け
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

Ｒ
・
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー
、
根
岸
隆
夫
訳
『
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
ド
イ
ツ
国
民
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、H

-U
.
W
ehler,

D
er

N
ationalsozialism

us.
B
ew
egung,

F
ührerherrschaft,

V
erbrechen,

M
ünchen

2009;
G
.
A
ly,
H
itlers

V
olksstaat,

Frankfurt
2005;

木
村
靖
二
「
ナ
チ
ス
支
配
体
制
論
へ
の
試
論
的
考
察
」『
立
正
史
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
、
四
─
五
頁
。

（
２
）

U
.
H
erbert,

A
rbeiterschaft

im
“D
ritten

R
eich”,

in:
G
eschichte

und
G
esellschaft,

5.Jg.,
1989,

H
.3,
S.358f.

（
３
）

M
.
N
olan,

V
isions

of
M
odernity,

O
xford

U
niv.

Press
1994,

pp.232,
227;

T
h.v.Freyberg,

Industrielle
R
ationalisierung

in
der
W
eim
arer

R
epublik,

Frankfurt
1989,

S.370.

（
４
）

G
.P.
B
unk,

E
rziehung

und
Industriearbeit,

W
einheim

/B
asel

1972;
R.
Seubert,

B
erufserziehung

und
N
ationalsozialism

us,

W
eiheim

/B
asel1977;

T
h.W
orsing,

U
ntersuchungen

zur
B
erufsausbildung

im
D
rittenrreich,

D
üsseldorf

1977;
R
.
P.

（

）
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H
inrichs/L.

Peter,
Industrieller

F
riede?

A
rbeitsw

issenschaft,
R
ationalisierung

und
A
rbeitsbew

egung
in
der

W
eim
arer

R
epublik,

K
öln

1976;
P.
H
inrichs,

U
m
die
Seele

des
A
rbeiters.

A
rbeitspsychologie,

Industrie-
und

B
etriebssoziologie

in

D
eutschland

1871
-1945,

K
öln

1981;
H
.
T
rischler,

Führerideal
und

die
Form

ung
Faschistischer

B
ew
egungen,

in:

H
istorische

Zeitschrift,
B
d.
251
(1990);

M
.
Frese,

B
etriebspolitik

im
“D
ritten

R
eich”.

D
eutsche

A
rbeitsfront,

U
nternehm

er
und

Staatsbürokratie
in
der
w
estdeutschen

G
roßindustrie

1933
-1939,

Paderborn
1991;

R
.
H
achtm

ann,
Industriearbeiterschaft

und
R
ationalisierung

1900
bis
1945.

B
em
erkungen

zum
Forschungsstand,

in:
Jahrbuch

für
W
irtschaftsgeschichte,

1996,

H
eft1,

S.253ff.

（
５
）

原
輝
史
編
『
科
学
的
管
理
法
の
導
入
と
展
開
』
昭
和
堂
一
九
九
〇
年
、
第
二
、
第
三
章;

S.
Schm

iede/E
.
Schudlich,

D
ie

E
ntw
icklung

der
Leistungsentlohnung

in
D
eutschland,

4.
A
ufl.,

Frankfurt/N
ew
Y
ork
1981,

S.187.

（
６
）

J.R
.
Shearer,

T
he
R
eichskuratorium

für
W
irtschaftlichkeit:

Fordism
and

organized
capitalism

in
G
erm
any,

1918-

1945,
in:
J.C
.
W
ood/M

.C
.
W
ood

(ed.),
H
enry

F
ord.

C
ritical

E
valuation

in
B
usiness

and
M
anagem

ent,
V
ol.2,

London/N
ew
Y
ork
2002,

pp.95f.,
108ff.,

113f.

（
７
）

H
inrichs/Peter,

a.a.O
.,
S.59.
山
崎
敏
夫
「
ド
イ
ツ
機
械
製
造
業
に
お
け
る
合
理
化
と
企
業
経
営
」『
高
知
論
集
（
社
会
科
学
）』
第
四

七
号
、
一
九
九
三
年
、
一
一
九
─
一
二
三
頁

V
gl.
R
.
H
achtm

ann,
Industriearbeit

im
“D
ritten

R
eich”,

G
öttigen

1989,
S.167-169.

（
８
）

H
.
Ford,

M
ein
Leben

und
W
erk,

Leipzig1923;
ders.,

D
as
G
roße

H
eute.

D
as
G
rößere

M
orgen,

Leipzig
1926;

ders.,

Philosophie
der
A
rbeit,

3.
A
ufl.
D
resden

1929.

（
９
）

H
.
Ford,

M
ein
Leben,

S.1-6,
107,

110,
157-164,

178;
ders.,

Philosophie
der
A
rbeit,

S.17-19,
22-31,

52-54,
71-76,

85-

93,
103.

（

）

H
.
Ford,

M
ein
Leben,

S.4-6,
215f.,

224-227;
ders.,

Philosophie
der
A
rbeit,

S.78.

１０
（

）

P.
B
erg,

D
eutschland

und
A
m
erika

1918
-29,

Lübeck
1963,

S.136.

古
矢
旬
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム：

「
普
遍
国
家
」
の
ナ
シ
ョ
ナ

１１リ
ズ
ム
』
東
大
出
版
会
二
〇
〇
二
年
、
三
二
─
四
四
頁
、
三
〇
五
─
三
〇
七
頁
。

（

）

A
.
Lüdtke,

u.a.
(H
g.),
A
m
erikanisierung.

T
raum

und
A
lptraum

in
D
eutschland

des
20.
Jahrhunderts,

Stuttgart
1996;

１２Ph.
G
assert,

A
m
erika

im
D
ritten

R
eich.

Ideologie,
Propaganda

und
V
olksm

einung
1933

-1945,
Stuttgart

1996;
E
.
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K
lautke,

U
nbegrenzte

M
öglichkeiten.

„A
m
erikanisierung“

in
D
eutschland

und
F
rankreich

(1900
-1933),

W
iesbaden

2003.

（

）

P.
B
erg,

a.a.O
.,
S.98;

P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.98.

１３
（

）

E
bd.,

S.198f.

ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ド
主
義
の
そ
う
し
た
反
響
・
議
論
に
つ
い
て
、E

.
K
lautke,

a.a.O
.,
S.191-206.

他
方
さ
ま
ざ

１４ま
な
批
判
に
つ
い
てebd,

S.206-213.

（

）

F.v.
G
ottl=O

ttlilienfeld,
F
ordism

us.
Ü
ber
Industrie

und
T
echnische

V
ernunft,

3.
A
ufl.,

Jena
1926,

S.27,
32f.,

39-40.

１５
（

）

P.
R
iepel,

F
ord-B

etriebe
und

F
ord-M

ethoden,
M
ünchn/B

erlin
1925,

S.29,
50f.

１６
（

）

M
.
Frese,

a.a.O
,
S.216;

R
.
H
achtm

ann,
A
rbeitsverfassung,

in:
H
.G
.
H
ockerts

(H
g.),

D
rei

W
ege

deutscher

１７Sozialstaatlichkeit,
M
ünchen

1998,
S.29-31.

（

）

Freyberg,
a.a.O

.,
S.353,

375ff.;

相
馬
保
夫
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
産
業
合
理
化
と
労
働
者
文
化
」（
平
成
四
年
度
科
研
費

１８補
助
金
・
一
般
研
究
Ｃ
・
研
究
成
果
報
告
書
）
一
四
─
一
八
頁
、
山
崎
敏
夫
「
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
合
理
化
運
動
と
流
れ
生
産
方

式
の
導
入（
Ⅰ
）」、『
高
知
論
叢
（
社
会
科
学
）』
第
四
一
号
、
一
九
九
一
年
、
一
二
〇
─
一
二
三
頁
参
照
。

（

）

Frank
B
ecker,

A
utobahnen,

A
uto-M

obilität.
D
ie
U
SA
,
Italien

und
D
eutschland

im
V
ergleich,

in:
W
.
H
ardtw

ig

１９(H
g.),
Politische

K
ulturgeschichte

der
Zw
ischenkriegszeit

1918
-1939,

G
öttigen

2005,
S.36-38.

（

）

A
rnhold,

E
in
Leben,

S.11;
P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.273-281;

R
.
Seubert,

a.a.O
.,
S.62ff.

２０
（

）

V
gl.
S.
Schm

iede/E
.
Schudlich,

a.a.O
.,
S.178-180.

２１
（

）

J.
R
.Shearer,

a.a.O
.,
pp.101f.

２２
（

）

A
rnhold,

E
in
Leben

,
a.a.O

.,
S.7-12,

68-76;
T
rischler1990

（
注
４
）,S.73,

75,
78.

２３
（

）

A
rnhold,

A
rbeit

als
D
ienst

am
V
olk,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.3,
1932,

H
.4,
S.99;

ders.,
D
as
R
ingen

um
die

２４A
rbeitsidee.G

esam
m
elte
A
ufsätze,

1938,
S.71

（

）

ア
ー
ベ
ル
ス
ハ
ウ
ザ
ー
、
雨
宮
昭
彦
訳
『
経
済
文
化
の
闘
争
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
一
─
一
〇
三
頁
。

２５
（

）

A
rnhold,

E
in
Leben,

S.28.

２６
（

）

B
unk,

a.a.O
.

（
注
４
）,S.204,

206f.

２７
（

）

A
rnhold,

Führertum
in
der
Industrie,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.1,
1929/30,

H
.3,
S.5ff.;

ders.,
E
in
Leben,

S.29ff.

２８

（阪大法学）５９（３・４-56）518〔２００９．１１〕



（

）

P.
O
sthold,

D
er
K
am
pf
um
die
Seele

unseres
A
rbeiters,

hg.von
D
IN
T
A
am
D
üsseldorf

1926,
S.3,

9-12,
18.

２９
（

）

T
h.W
orsing,

a.a.O
.,
S.45f.;

G
.K
rell,

V
ergem

einschaftende
Personalpolitik.

N
orm
ative

Personallehren,
W
erkgem

einschaft,

３０N
S-B
etriebsgem

einschaft,
B
etriebliche

Partnerschaft,
Japan,

U
nternehm

enskultur,
M
ünchen

und
M
ering

1994,
S.97-100.

（

）
A
rnhold,

D
as
R
ingen,

S.157ff.
３１

（

）

B
unk,

a.a.O
.,
S.227f.

３２
（

）

A
rnhold,

E
in
Leben,

S.12.

３３
（

）

E
bd.,
S.3ff.;

ders.,
D
as
R
ingen,

S.156-159;
Frese,

a.a.O
.,
16ff;

Freyberg,
a.a.O

.,
S.330-333.

３４
（

）

B
renser,

Produktion
oder

M
ensch?,

in:
A
rbeitsschulung,

1931,
H
.3,
S.77f.;

A
rnhold,

W
em
dient

das
D
inta,

in:
ebd.,

３５Jg.4,
1933,

H
.3/4,

S.76f.

（

）

田
中
洋
子
『
ド
イ
ツ
企
業
社
会
の
形
成
と
変
容
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

３６
（

）

原
、
前
掲
編
著
、
一
九
四
頁
。

３７
（

）

佐
護
譽
『
ド
イ
ツ
経
営
社
会
政
策
論
』
泉
文
堂
、
昭
和
六
三
年
、
序
章
参
照
。

３８
（

）

P.
H
inrichs/L.

Peter,
a.a.O

.,
S.35-55.

ち
な
み
に
、
戦
間
期
の
精
神
工
学
適
用
の
具
体
的
事
例
を
分
析
し
た
次
の
論
文
を
参
照
。
石

３９井
香
江
「『
詐
病
』
へ
の
意
志
？
」
川
越
修
・
辻
英
史
編
『
社
会
国
家
を
生
き
る
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
所
収
。

（

）

パ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
、
宮
坂
純
一
訳
『
ア
メ
リ
カ
経
営
学
批
判
』、
昭
和
五
七
年
、
千
倉
書
房
、
第
二
章
第
三
節
参
照
。

４０
（

）

Ford,
M
ein
Leben,

S.131,
133f.

４１
（

）

W
itte,

Ford

─Fordism
us,
in:
F.
G
iese

(H
g.),

H
andw

örterbuch
der
A
rbeitsw

issenschaft.
U
nter

M
itw
irkung

von
280

４２F
achleuten

des
In-
und

A
uslandes,

1927,
S.1858-1859.

（

）

Ford,
Philosophie

der
A
rbeit,

S.40-43;
P.
H
inrichs,

U
m
die
Seele

des
A
rbeiters,

S.189-191.

４３
（

）

比
較
的
最
近
で
も
、
た
と
え
ばR

.
Sm
elser,

R
obert

Ley.
H
itlers

M
ann

an
der

“A
rbeitsfront”,

Paderborn1989,
S.190.

４４
（

）

P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.284.

４５
（

）

P.
O
sthold,

D
er
K
am
pf
um
die
Seele,

S.3,
9-12.

４６
（

）

P.
H
inrichs/L.

Peter,
a.a.O

.,
S.35-51,

66-70;
P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.249-251,

S.271f.;
Freyberg,

a.a.O
.,
S.339-341.

４７
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（

）

P.
C
.
B
äum
er,
D
as
D
eutsche

Institut
für
technische

A
rbeitsschulung

(D
inta),

M
ünchen

und
Leipzig1930,

S.122f.,
125.

４８
（

）

G
.
B
riefs

(H
g.),
Problem

e
der
sozialen

B
etriebspolitik.

V
orträge

von
C
arl
A
rnhold

u.a.,
B
erlin

1930,
S.1-10.

４９
（

）

E
bd.,
S.11-17.

５０
（

）
Freyberg,

a.a.O
.,
S.328.

５１
（

）

M
.J.
B
onn,

T
echnische

und
w
irtschaftliche

R
ationalisierung,

in:
D
ie
B
edeutung

der
R
ationalisierung

für
das

５２D
eutsche

W
irtschaft

(H
g.
von

Industrie
u.
H
andelskam

m
er
zu
B
erlin),

B
erlin

1928,
S.21-24,

30f.

（

）

Freyberg,
a.a.O

.,
S.238,

394;
C
.
Sachse,

Siem
ens,

der
N
ationalsozialism

us
und

die
m
oderne

F
am
ilie.

E
ine

５３U
ntersuchung

zur
sozialen

R
ationalisierung

in
D
eutschland

im
20.
Jahrhundert,

H
am
burg

1990,
S.27.

（

）

P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.285;

H
.
T
rischler,

Steiger
im
deutschen

B
ergbau,

M
ünchen1986,

S,
280-284;

R
.
Seuberg,

５４a.a.O
.,
S.75;

Frese,
a.a.O

.,
S.19,

20.

（

）

H
achtm

ann
1989,

S.81.

５５
（

）

A
rnhold,

D
ie
A
ufgaben

des
D
inta

in
neuen

R
eich,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.
5,
1934,

H
.1,
S.6.

５６
（

）

Frese,
a.a.O

.,
S.252;

T
rischler,

Steiger,
S.326.

５７
（

）

H
achtm

ann1989,
S.368.

５８
（

）

C
.
A
rnhold,

D
ie
E
rziehungsaufgabe

des
D
inta

in
der
D
eutschen

A
rbeitsfront,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.4,
1933,

H
3/4,

５９S.90;
ders.,

D
ie
A
ufgaben

des
D
inta

im
neuen

R
eich,

in:
ebd.,

Jg.5,
1934,

H
.1,
S.10f.;

D
inta-T

agung
1934.

T
ätigkeitsbericht

des
Institutsleiter

D
r.
A
rnhold,

in:
ebd.,

Jg.5,
1934,

H
.2/3,

S.48;
ders.,

Ingeniuerarbeit
als

Führungsarbeit,
in:
ebd.,

Jg.6,
1936,

H
.2,
S.37.

（

）

Frese,
a.a.O

.,
S.256-258.

６０
（

）

H
achtm

ann1989,
S.182.

６１
（

）

K
.
H
.
R
oth,

Intelligenz
und

Sozialpolitik
in

“D
ritten

R
eich”,

M
ünchen

u.a.1993,
S.118-121;

井
上
茂
子
「
戦
前
期
第
三
帝

６２国
の
ド
イ
ツ
労
働
戦
線
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
労
働
運
動
史
研
究
会
会
報
』
謂

、
同
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
民
衆
統
括
」『
歴
史
学
研
究
』、

１２

第
六
五
一
号
、
一
九
八
八
年
。
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（

）

A
.v.
H
übbnet,

D
ie
N
S-G
em
einschaft

“K
raft
durch

F
reude“.

A
ufbau

und
A
rbeit,

B
erlin

1939,
S.14-19,

32.

６３
（

）

M
.H
.
G
eyer,

Soziale
Sicherheit

und
w
irtschaftlicher

Fortschritt,
in:
G
eschichte

und
G
esellschaft,

Jg.15
(1989),

H
.3,

６４S.390.
（

）
P.
H
inrichs,

a.a.O
.,
S.17,

25.
６５

（

）

Frese,
a.a.O

.,
S.257;

Sm
elser,

R
obert

Ley,
S.190ff.

６６
（

）

D
ie
N
ürnberger

R
eichstagung

des
A
m
tes

der
“Schönheit

der
A
rbeit”

vom
5.
bis

7.
Sept.

1936,
S.8

(in:

６７V
eröffentlichung

des
A
m
tes
Schönheit

der
A
rbeit

1934
-1937).

（

）

A
rnhold,

D
ie
A
ufgaben

des
D
inta

(1934),
a.a.O

.,
S.8.

６８
（

）

K
.
A
rnhold,

W
as
fordert

der
B
etrieb

heute
von

der
A
rbeitsw

issenschaft?,
in:
A
rbeitsschulung,

Jg.5
(1934),

H
eft.4,

６９S.109.

（

）

D
inta-T

agung
1934.

T
ätigkeitsbericht,

a.a.O
.,
S.40.

７０
（

）

K
.
A
rnhold,

W
as
fordert,

a.a.O
.,
S.110-112.

７１
（

）

Frese,
a.a.O

.,
S.254f.,

335f.
同
時
に
、
三
四
年
四
月
のA

nordnung

に
よ
っ
て
「
労
働
の
美
」
局
の
任
務
が
確
定
さ
れ
た
。V

gl.
C
h.

７２Friem
ert,
Produktionsästhetik

im
F
aschism

us,
M
ünchen

1980,
S.90-92.

（

）

R
.
Seubert,

a.a.O
.,
S.94f.

７３
（

）

Freyberg,
a.a.O

.,
S.390-391,

269f.
278-287.

７４
（

）

技
術
革
新
と
流
れ
作
業
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
金
属
工
業
の
時
間
あ
た
り
労
働
生
産
性
は
一
九
二
九
年
か
ら
一
〇
年
で
三
二
・
二

７５％
上
昇
（
う
ち
、
三
八
、
三
九
年
だ
け
で
一
七
・
四
％)

、
繊
維
工
業
で
も
三
一
・
五
％
上
昇
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
鉄
・
鉄
鋼
業
で
は
労
働
生

産

性

は

停

滞

し

た
。H

achtm
ann1989,

S.76f.;
ders.,

„D
ie
B
egründer

der
am
erikanischen

T
echnik

sind
fast

lauter

schw
ebische-allem

anische
M
enschen“,

in:
Lüdtke

u.a.,
a.a.O

.
（
注

）,S.48.

１２

（

）

R
.
H
achtm

ann,
D
ie
K
rise

der
nationalsozialistischen

A
rbeitsverfassung,

in:
K
ritische

Justiz
17
(1984),

S.286.

７６
（

）

R
oth,

Intelligenz,
S.120ff.;

O
.
M
arrenbach,

F
undam

ente
des
Sieges.

D
ie
G
esam

tarbeit
der
D
eutschen

A
rbeitsfront

von

７７1933
bis
1940,

B
erlin

(1940),
S.105-108.

「科学的経営管理」運動とナチズム

（阪大法学）５９（３・４-59）521〔２００９．１１〕



（

）

O
.
M
arrenbach

,
F
undam

ente,
S.103.

７８
（

）

R
oth,

Intelligenz,
S.122.

７９
（

）

U
.
H
erbert,

A
rbeiterschaft

im
“D
ritten

R
eich”,

Zw
ischenbilanz

und
offene

Fragen,
in:
G
eschichte

und
G
esellschaft,

８０15.
Jg
(1989),

H
.3,
S.331,

332.

（

）

M
.H
.
G
eyer,

Soziale
Sicherheit

und
w
irtschaftlicher

Fortschritt,
in:
ebd.,

S.386-391,
393f.

８１
（

）

J.R
.
Shearer,

a.a.O
.

（
注
６
）,pp.111f.

８２
（

）

K
.H
.
R
oth,

N
azism

us
gleich

Fordism
us?
D
ie
deutsche

A
utoindustrie

in
der
dreißiger

Jahren,
in:
1999.

Zeitschrift

８３für
Sozialfrage,

5.
Jg.
(1990),

H
eft4,

S.88;
H
achtm

ann
1989,

S.71-77,
302.

（

）

G
assert,

a.a.O
.,
S.154-159.

８４
（

）

T
.
Siegel/T

.v.
Freiberg,

Industrielle
R
ationalisierung

unter
dem

N
ationalsozialism

us,
Frankfurt/N

ew
Y
ork

1991,

８５R
oth,

Intelligenz,
S.85f.,

121f.

（

）

C
.
A
rnhold,

B
etriebsrationalisierung

ausgehend
von

B
etriebsm

enschen,
in:
A
rbeitsschulung,

Jg.2
(1931),

H
.3,
S.67-

８６71.

（

）

D
ie
echte

R
ationalisierung,

in:
Jahrbuch

1936,
hg.
von

A
rbeitsw

issenschaftlichen
Institut

der
D
A
F,
M
ünchen

u.a.

８７1986,
S.195-206.

（

）

A
rnhold,

W
ehrhafte

A
rbeit,

S.25.

８８
（

）

D
ie
echte

R
ationalisierung,

S.207-211.

８９
（

）

C
.
A
rnhold,

D
er
deutsche

B
etrieb.

A
ufgaben

und
Ziele

nationalsozialistischer
B
etriebsführung,

Leipzig
1939,

S.50f.;

９０ders.,
D
ie
E
rziehungsaufgabe

des
D
inta

in
der
D
eutschen

A
rbeitsfront,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.4,
1933,

H
3/4,

S.84,
88f.;

ders.,
D
inta-A

rbeit
in
der

K
risenzeit,

in:
ebd.,

Jg.4
(1933),

H
.1,
S.27;

ders.,
V
on
der

R
ationalisierung

zur
organischen

B
etriebsgestaltung,

in:
ebd.,

Jg.9,
1938,

H
.11,

S.3;
ders.,

M
obilisierung

der
Leistungsreserven

unserer
B
etriebe.

V
ortrag

gehalten
im
B
erliner

Sportpalast,
o.O
.o.J
(1939),

S.3ff.
ders.,

V
om
B
etriebsführer,

in:
ders.,

D
as
R
ingen,

S.32ff.

（

）

C
.
A
rnhold,

M
ensch

und
A
rbeit,

B
erlin

1934,
S.15,

19;
ders.,

D
inta-A

rbeit
in
der
K
risenzeit,

a.a.O
.,
S.24;

ders.,
W
as

９１
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fordert,
a.a.O

.,
S.109.

（

）

A
rnhold,

M
ensch

und
A
rbeit,

S.24ff.;
ders.,

M
obilisierung

der
Leistungsreserven

unserer
B
etriebe,

S.4-6;
ders.,

D
er

９２deutsche
B
etrieb,

S.10-14;
ders.,

A
ufgaben

der
F
ührung

in
der
F
ront

der
D
eutschen

A
rbeit.

V
ortrag,

gehalten
vor
den

B
eam
ten
der
B
ergbaugruppe

H
am
born

am
15.
O
kt.
1935,

S.6;
ders.,

Ingenieurarbeit
als
Führeraufgabe

in:
T
echnik

ist

D
ienst

am
V
olk.
73.V
D
I-H
auptversam

m
lung

1935,
B
erlin

1935,
S.62f.

（

）

D
ers.,

Ingeniuerarbeit
als
Führeraufgaben,

S.63;
ders.,

A
ufgaben

der
Führung,

S.8,
9,
11.

９３
（

）

A
rnhold,

D
ie
w
ehrhafte

A
rbeit,

S.23ff.;
ders.,

D
as
R
ingen,

S.127,
129.

９４
（

）

F.
T
odt,

D
ie
deutsche

R
ationalisierung,

in:
D
er
D
eutsche

B
aum
eister,

Jg.1.,
H
.6,
Juni

1939,
S.10-15;

A
ussprache

９５D
r.
T
odt,

in:
B
undesarchiv,

N
S26,

N
r.
1188,

S.5.

（

）

A
rnhold,

D
as
R
ingen,

S.18ff.;
ders.,

D
inta-A

rbeit
in
der
K
risenzeit,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.4
(1933),

H
.1,
S.27.

９６
（

）

D
ers.,

D
as
R
ingen,

S.11f.
17f.

78;
ders.,

E
in
Leben,

S.25.

９７
（

）

C
.A
rnhold,

Psychische
K
räfte

im
D
ienste

der
B
erufserziehung

und
Leistungsteigerung,

B
erlin

(1940),
S.13-14;

ders.,

９８A
rbeitspsychologische

A
ufgaben

und
Problem

e
im
A
m
t
für
B
erufserziehung

und
B
etriebsführung

der
D
A
F
,
Sonderdruck

aus

der
“Zeitschrift

für
A
rbeitspsychologie

und
praktische

Psychologie
im
allgem

einen”
o.J.o.O

,
S.3-4,

5.

（

）

H
achtm

ann1989,
S.161-163,

176-180.

９９
（

）

E
bd.,
S.180.

１００
（

）

A
rnhold,

A
ufgaben

der
Führung,

S.15f.;
A
ussprache

D
r.
T
odt

（
注

）,S.5,
9;
G
eneralinspektor

f.
dt.
Straßenw

esen

１０１

９５

an
alle

O
berbauleitungen,

an
die

Sonderbeauftragten
der

O
bersten

R
eichsbehörden

beim
G
eneralinspektor

f.dt.

Sraßenw
esen,

an
all
M
itglieder

der
O
rganisation

T
odt
(E
ntw
urf),

4.
Sept.

1939,
in:
B
undesarchiv,

N
S26,

N
r.
190.

（

）

A
rnhold.,

D
as
R
ingen,

S.116f.

１０２
（

）

E
bd.,

S.20f.,
115;

A
rnhold,

M
obilisierung

der
Leistungsreserven,

S.24-28;
ders.,

T
echnische

G
estaltung

als

１０３K
ulturaufgabe.

V
ortrag

gehalten
am
16.

O
kt.
1936

im
großen

H
örsaal

des
Zeunerbaues

der
T
echnischen

H
ochschule,

V
eröffentlichungen

der
T
H
D
resden,

S.15.
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（

）

M
arrenbach,

F
undam

ent
des
Sieges,

S.323-325.

１０４
（

）

Schönheit
der
A
rbeit

durch
G
rünanlagen

im
B
etrieb,

hg.
von

A
m
t
“Schönheit

der
A
rbeit”

der
N
SG

“K
raft

durch

１０５Freude”,
B
erlin

1935.
（

）
Leistungen

der
D
eutschen

A
rbeitsfront.

A
m
tlicher

F
ührer

durch
die
Ständige

A
usstellung

der
D
A
F
,
hg.

von
der

１０６G
eschäftsführung

der
D
A
F,
B
erlin

1939,
S.122.

（

）

E
rm
üdung,

A
rbeitsgestaltung,

Leistungssteigerung,
in:
Jahrbuch

1938.
1.
B
and,

hg.
von

A
rbeitsw

issenschaftlichen

１０７Institut
der
D
A
F,
M
ünchen

u.a.
1986,

S.215-232.

（

）

A
rnhold,

das
R
ingen,

S.115,
129;

ders.,
W
ehrhafte

A
rbeit,

a.a.O
.,
S.27.

１０８
（

）

A
d.
G
eck,

Personale
B
etriebsführung

in
den

V
.
St.
von

A
m
erika,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.8,
1937,

H
.4,
S.100-117,

１０９bes.
S.104-108;

ders.,
A
us
der

Personalführungsbew
egung

in
der

V
ereinigten

Staaten
von

A
m
erika,

in:
ebd.,

Jg.8,

1937,
H
.1,
S.22-30.

（

）

田
野
慶
子
「
ド
イ
ツ
電
力
業
に
お
け
る
市
場
規
制
の
展
開
」
は
、
ナ
チ
期
に
推
進
さ
れ
た
電
力
産
業
の
集
中
化
・
効
率
化
に
即
し
て
そ
の

１１０こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
雨
宮
昭
彦
・
シ
ュ
ト
レ
ー
プ
編
『
管
理
さ
れ
た
市
場
経
済
の
生
成
』、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
所
収
。

（

）

A
rnhold,

M
obilisierung

der
Leistungsreservern,

S.33-34;
ders.,

D
ie
A
ufgabe

des
D
intas

,
S.10;

ders.,
D
as
R
ingen,

１１１S.18,
20,
22.

（

）

D
inta-T

agung
1934.

T
ätigkeitsbericht,

S.48.

１１２
（

）

田
野
大
輔
「
余
暇
の
枢
軸
」、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
参
照
。

１１３
（

）

R
.
Ley,

D
urchbruch

der
sozialen

E
hre.

R
eden

und
G
edanken

für
das
schaffende

D
eutschland,

B
erlin

1935,
S.25ff.,

31.

１１４
（

）

R
.
Ley,

N
ationalsozialistische

Sozialpolitik,
in:
W
ege
zur
neuen

Sozialpolitik.
A
rbeitstagung

des
Sozialism

us
der
D
A
F

１１５vom
16.
bis
21.
D
ez.
1935,

Stuttgart/B
erlin

1936,
S.19f.;

R
.Ley,

D
er
deutsche

M
ensch

und
seine

Lebenshaltung,
in:

ders.,
D
eutschland

ist
schöner

gew
orden,

hg.
von

H
.
D
auer/Q

.
K
iehl,

B
erlin1936,

S.48f.,
50f.

（

）

H
.
H
oske,

D
ie
biologischen

G
rundlagen

der
Leistungen,

in:
A
rbeitsschulung,

Jg.8,
1937,

H
.3,
S.92.

１１６
（

）Sozialpolitische
G
rundgedanken

zur
Freizeitgestaltung,

in:
Jahrbuch

1938,
T
eilband

I,
hg.
von

A
rbeitsw

issenschaftlichen

１１７
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Institut
der
D
A
F,
M
ünchen

u.a.1986,
S.
91f.,

94,
104.

（

）

H
orst

D
reßler-A

ndreß
,
D
ie
kulturelle

M
ission

der
F
reizeitgestaltung,

B
erlin

1936,
S.6-9.

１１８
（

）

Sozialpolitische
G
rundgedanken,

S.91f.,
96f.,

100.
１１９

（

）
Schönheit

der
A
rbeit

durch
G
rüneanlagen

im
B
etrieb,

hg.
vom

A
m
t
“Schönheit

der
A
rbeit”,

B
erlin

1935,
o.S.

１２０
（

）

R
.
Ley,

N
ationalsozialistische

Sozialpolitik,
in:
W
ege
zur
neuen

Sozialpolitik.
A
rbeitstagung

des
Sozialism

us
der
D
A
F

１２１vom
16.
bis
21.
D
ez.
1935,

Stuttgart/B
erlin

1936,
S.11-13,

24;
R
.
Ley,

U
nser

Sozialism
us

─der
H
aß
der
W
elt,
B
erlin

o.J,
S.16;

R
.
R
ey,
D
urchbruch

der
sozialen

E
hre.

R
eden

und
G
edanken

für
das
schaffende

D
eutschland,

B
erlin

1935,
S.34.

（

）

F
reizeit

frohe
Zeit,

hg.
von

Propagandaam
t
der
D
A
F,
B
erlin

1937,
S.5ff.

ナ
チ
生
物
学
者
た
ち
は
、「
遺
伝
、
多
産
、
自
然
選

１２２択
、
種
の
統
一
性
（
血
の
純
潔
性
）」
を
「
生
命
法
則
」
と
呼
び
、
結
論
と
し
て
人
種
育
成
、
人
種
政
策
、
多
産
奨
励
を
導
い
た
。Ä

.
B
äum
er-

Schleinkofer,
N
S-B
iologie

und
Schule,

Frankfurt
u.a.1992,

S.191f.,
197.

（

）

V
gl.
R
.A
.
Pois,

N
ationalsocialism

and
the
R
eligion

N
ature,

B
ristol

1986,
pp.43-55.

１２３
（

）

D
as
T
aschenbuch

Schönheit
der

A
rbeit,

hg.
von

A
m
t

“Schönheit
der

A
rbeit”,

B
erlin

o.J.,
S.8;

K
.
K
retschm

er,

１２４“Schönheit
der
A
rbeit”,

in:
W
ege
zur
neuen

Sozialpolitik.
A
rbeitstagung

des
Sozialism

us
der
D
A
F
vom

16.
bis
21.
D
ez.

1935,
Stuttgart/B

erlin1936,
S.180.

（

）

V
gl.
U
nter

den
Sonnenrad.

E
in
B
uch

von
K
raft

durch
F
reude,

hg.
von

der
R
eichsam

tsleitung
K
raft
durch

Freude,

１２５B
erlin1938,

S.93.

（

）

H
.
H
oske,

a.a.O
.,
S.
93f.

１２６
（

）

F
reizeit

frohe
Zeit.,

S.27f.;
U
nter

den
Sonnenrad,

S.94f.

１２７
（

）

拙
稿
「
第
三
帝
国
に
お
け
る
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
と
「
自
然
」」、『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』、
二
〇
〇
七
年
四
月
、
参
照
。

１２８
（

）

D
ie
D
eutsche

A
rbeitsfront.

W
esen-Ziel-W

ege,
verfaßt

im
A
rbeitsw

issenschaftlichen
Institut

der
D
A
F,
B
erlin

1943,
S.37.

１２９
（

）

Sozialpolitische
G
rundgedanken,

S.102-104.

１３０
（

）

E
bd.,

S.93-95ff.,
99.

１３１
（

）

W
.
Lotz,

Schönheit
der
A
rbeit

in
D
eutschland,

B
erlin

1940,
S.61.

１３２
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（

）

Sozialpolitische
G
rundgedanken,

S.93.

１３３
（

）

L.
R
aphael,

Sozialiexperten
in
D
eutschland

zw
ischen

konservativen
O
rdnungsdenken

und
rassistischer

U
topie

１３４(1918-1945),
in:
W
.
H
ardtw

ig
(H
g),
U
topie

und
politische

H
errschaft

in
E
uropa

der
Zw
ischenkriegszeit,

M
ünchen

2003,

S.329,
334f.

（

）

G
.
A
ly,
a.a.O

.,
S.22

（
注
１
）.

１３５
（

）

A
rnhold,

Ingenieurarbeit
als
Führeraufgabe,

in:
T
echnik

ist
D
ienst

am
V
olk.
73.
V
D
I-H
auptversam

m
lung

1935,
V
D
I-

１３６V
erlag

B
erlin,

S.63;
ders.,

T
echnische

G
estaltung

als
K
ulturaufgabe,

in:
ders.,

D
as
R
ingen,

S.15-22.

（

）

D
inta-T

agung
1934.

T
ätigkeitsbericht,

S.40;
A
rnhold,

E
in
Leben,

S.13.

１３７
（

）

D
ers.,

D
as
R
ingen,

S.64,
69,
76ff.,

81.

「
ド
イ
ツ
的
合
理
化
」
の
推
進
を
担
っ
た
フ
リ
ッ
ツ
・
ギ
ー
ゼ
編
の
『
労
働
科
学
中
型
辞
典
』

１３８（
一
九
二
七
年
）
の
「
フ
ォ
ー
ド
、
フ
ォ
ー
ド
主
義
」
の
項
目
は
、
フ
ォ
ー
ド
の
工
場
に
つ
い
て
、「
生
産
過
程
を
深
く
熟
知
し
て
い
る
エ
ン
ジ

ニ
ア
」
に
よ
る
機
械
体
系
・
道
具
の
管
理
の
重
要
性
は
も
ち
ろ
ん
、
技
術
者
的
精
神
に
よ
る
経
営
指
導
を
強
調
し
て
い
る
。「
す
べ
て
の
フ
ォ
ー

ド
企
業
で
は
も
っ
ぱ
ら
技
術
的
精
神
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
。
生
産
の
主
人
は
技
術
者
で
あ
る
」
と
。W

itte,
Ford

─Fordism
us

（
注

）,S.1863,
1859.

４２

（

）

H
.T
rischler

1990

（
注
４
）,S.80.

１３９
（

）

R
ohkräm

er,
D
ie
V
ision

einer
deutschen

T
echnik.

Ingenieur
und

das
“D
ritten

R
eich”,

in:
W
.
H
ardtw

ig
(H
g),
a.a.O

.

１４０（
注

）,S.297ff.

１９

（

）

A
rnhold,

D
as
R
ingen,

S.22.

１４１
（

）

R
ohkräm

er,
a.a.O

.,
S.301,

304ff.

１４２
（

）

T
.
Siegel/T

h.v.
Freiberg,

a.a.O
.

（
注

）,S.373;
T
.
Siegel,

Leistung
und

Lohn
in
der
nationalsozialistischen

“O
rdnung

１４３

８５

der
A
rbeit”,

O
pladen

1989,
S.123.

（

）

T
h.
E
tzenm

üller,
D
ie
R
om
antik

des
R
eisbetts.

Social
engineering

und
dem
okratische

V
olksgem

einschaft
in

１４４Schw
eden:

D
as
B
eispiel

A
lva
und

G
unnar

M
yrdal,

in:
G
eschichte

und
G
esellschaft,

Jg.32
(2006),

H
.4.

（

）

L.
H
erbst,

D
er
totale

K
rieg

und
die
O
rdnung

der
W
irtschaft,

Stuttgart
1982,

S.322ff.,
455;

G
assert,

a.a.O
.,
S.93f.;

１４５
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K
lautke,

a.a.O
.,
S.170.

（

）

Schönheit
der
A
rbeit

durch
G
rünanlagen

im
B
etrieb,

hg.
von

A
m
t
“Schoenheit

der
A
rbeit”

der
N
SG

“K
raft

durch

１４６Freude”,
B
erlin

1935;
D
as
T
aschenbuch,

S.30;
M
arrenbach,

F
undam

ent
des
Sieges,

S.367f.
（

）
B
äum
er-Schleinkofer,

a.a.O
.,
S.178,

201.
１４７

（

）

A
.
R
eif,
A
lbert

Speer.
K
ontroversen

um
ein
deutsches

Phänom
en,
M
ünchen

1978,
S.82.

１４８＊
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
甲
南
大
学
の
田
野
大
輔
準
教
授
よ
り
多
く
の
Ｄ
Ａ
Ｆ
関
係
の
史
料
を
お
借
り
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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