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企
業
に
.お
け
る
専
門
職
業
者

中
間
層
の
問
題

-
-

•

,
青

沼

吉

松

一
産
業
の
専
門
職
業
化
と
中
間
層
の
登
場

マ
ル
ク
ス
主
義
の
頂
点
は
、
階
級
問
題
に
求
め
ら
れ
.る
。
資
本
主
義
の
.発
展
に
と
も
な
っ
て
、
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
い
う
両

極

的

分
 

化
は
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
し
て
き
て
、
階
級
対
立
の
激
化
を
ま
っ
•て
、
無
階
級
的
社
会
が
出
現
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
古
典
的
見
解
で
の
結 

論
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
'中
間
階
級
は
次
第
に
分
解
し
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、：
資
本
主
義
の
発
展
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
古
い
中
間
階
級
た
る
小
規
模
な
自
営
業
者
が
根
強
く
残
.っ
.て
い
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
そ
れ
が
成
長
し
て
き
て
い
る
。
と
く
に
、
.新 

中
間
階
級
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
階
級
論
は
古
典
的
形
態
に
と
ど
ま
る
の
は
む
ず
か
し
く
な
る
。

産
業
の
高
度
化
に
つ
れ
て
、
企
業
規
模
が
拡
大
し
、
生
産
の
機
械
化
が
進
行
す
る
。
か
く
て
、
大
組
織
を
形
成
•
管
理
し
、
機

械

装

置

を

駆

使

 

す
る
た
め
に
、
特
別
な
知
識
•
訓
練
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
ょ
う
に
し
て
、
産
業
が
専
門
職
業
化(professionalization)

さ
れ
る
。
産
業
の
高
度 

化
に
ょ
っ
て
、
現
場
労
働
者
の
熟
練
は
組
織
と
機
械
の
な
.か
に
吸
収
さ
れ
て
、
陳
腐
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
す 

る
の
が
、
専
門
職
業
者
た
る
^
傭
の
経
営
者
•
技
師
で
あ
る
。
.現
代
の
企
業
活
動
の
主
導
権
は
か
れ
ら
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
。
生
産
手
段
か
ら 

企
業
に
お
け
る
専
門
職
業
者 

.
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六
七
四)

切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
か
れ
ら
は
無
産
階
級
で
あ
る
が
、
.現
場
労
働
者
と
は
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。
.
強
い
て 

階
級
的
位
置
づ
け
^
し
よ
う
と
す
る
と
''
中
間
.と
い
.う
言
葉
が
出
て
く
る
。
 

S 

元
来
、
専
門
職
槳
化
は
社
会
組
織
の
成
長
お
よ
び
科
学
の
発
展
に
起
因
す
る
。.
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
法
律
家
や
医
師
が
あ
げ
ら
れ 

る
。
当
初
、
：
こ
れ
ら
は
自
営
者
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
か
ら
、
.専
門
職
業
者
は
自
由
業
的
な
も
の
と
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
.専
門
職
業
者
の
増
加 

は
産
業r

政

治

•
.軍
事
な
ど
に
お
げ
る
大
組
織
の
発
展
に
比
例
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
な
か
で
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
比
重
が
大
き
く
な 

っ
て
く
る
。
サ
ラ
リ
ー
.マ
ン
的
専
門
職
業
者
の
先
駆
は
官
吏
•
教

員

•，陸
海
軍
将
校
な
ど
で
あ
り
、
産
業
の
専
門
職
業
化
は
こ
れ
ら
に
お
く
れ
て 

い
た
。
企
業
規
模
が
拡
大
し
て
く
る
と
、
複
雑
な
組
織
を
統
轄
し
、
精
巧
な
機
械
を
駆
使
す
る
の
に
、
伝
統
的
な
徒
弟
制
度
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ 

る
よ
う
な
熟
練
で
は
不
十
分
に
な
り
、
正
式
.の
教
育
機
関
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
知
識
が
不
胃
欠
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
専
門
職
業
化
に
よ

っ 

て
、
産
業
界
は
教
育
あ
る
人
び
と
の
労
働
市
場
に
な
る
。

大
企
業
の
発
展
は
中
小
企
業
の
活
動
分
野
を
相
対
的
に
狭
め
る
。
か
っ
て
、
産
業
界
で
の
昇
進
の
道
は
、
企
業
家
と
し
て
の
成
功
に
あ
っ
た 

が
、
今
日
で
は
、
大
企
業
内
で
の
地
位
が
問
題
に
な
る
。
■
昇
進
の
手
掛
り
と
し
て
.も
の
を
い
う
の
は
、
前
者
で
は
財
産
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
教 

育
で
あ
る
。
新
中
間
階
級
に
と
っ
て
は
、
財
産
に
代
わ
っ
て
、
教
育
が
社
会
的
地
位
を
約
束
す
る
も
の
に
な
る
。
大
企
業
を
支
配
し
う
る
ほ
ど
の 

大
富
豪
に
な
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
が
、
専
門
職
業
者
と
し
て
、
そ
の
な
か
で
主
導
的
.な
地
位
を
占
め
る
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
し
か 

し
、
そ
の
た
め
に
は
、
高
等
学
歴
が
必
須
条
件
に
な
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
学
校
は
社
会
的
移
動
の
た
め
の
最
も
有
力
なH

レ
べ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
が
円
滑
に
機
能
す
る
こ
と
は
、
民
主
主 

義
に
と
っ
て
菡
本
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
•た
が
っ
て
、
教
育
の
機
会
均
等
が
強
調
さ
れ
る
0.
現
状
は
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
財
産
所 

有
の
差
別
に
比
べ
る
と
、
教
育
機
会
の
そ
れ
が
小
さ
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
産
は
非
人
格
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
所
有
者
と
外 

的
に
結
び
っ
い
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
に
、
教
育
は
そ
の
所
有
者
に
人
格
的
に
付
着
し
て
い
る
。
専
門
職
業
化
は
能
力
主
義
を
促
進
し
、
社
会
移

J
:
:

i;
議

m

*

'~

I
 

 ̂

'

動
を
活
発
に
す
る
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
階
級
に
ま
っ
わ
る
世
襲
的
樹
鎖
性
を
打
破
す
る
作
用
を
、
そ
れ
は
果
す
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
専 

門
職
業
者
は
ひ
と
っ
の
階
級
で
は
な
く
、
ひ
と
っ
の
階
層
を
形
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
.え
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
を
呼
ぶ
に
は
，
中 

間
階
級
を
も
っ
て
す
る
よ
り
も
、
中
間
層
を
も
っ
て
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

階
級
と
い
う
用
語
を
厳
密
に
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
専
門
職
業
化
か
ら
生
ず
る
の
は
階
級
的
な
差
別
.で
は
な
く
、
階
層
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
能
力 

に
よ
っ
て
働
き
、
欲
望
に
応
じ
て
消
費
す
る
と
い
う
共
産
主
義
的
理
想
を
実
現
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
.社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
、
階
層
的 

差
別
は
，存
在
す
る
。

っ
ま
り
、
職
業
的
地
■位
に
よ
る
収
入
の
差
別
と
.い
っ
た
も
.の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
業
化
は
能
力
主
義
を
打
ち 

出
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
.産
業
を
高
度
化
さ
せ
る
の
に
合
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
対
照
的
な
二
っ
の
体
制
に
共
通
し
て
い
る
要
因 

で
あ
る
。
そ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
は
産
業
化
の
た
め
の
多
元
的
コ
ー
ス
.の
ひ
と
っ
と
し
て
、
社
会
主
義
と
競
合
し
う
る
活 

力
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
古
典
的
形
態
を
脱
皮
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
. 

.

，

こ
の
よ
う
な
定
義
に
お
け
る
中
間
層
は
ホ
ワ
イ
ト
：
カ
ラ
ー
と
は
区
別
さ
れ
る
。
生
産
の
機
械
化
に
っ
れ
て
、
第
三
次
産
業
の
.比
重
が
相
対
的 

に
大
き
く
な
る
の
.み
で
な
く
、
第
二
次
産
業
に
お
い
て
も
、
ホ
ワ
イ
ト
，
カ
ラー

的
職
種
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
肥
大
し
た
ホ
ワ 

イ

ト•

カ
ラ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
底
辺
が
.広
が
っ
て
き
た
。
下
層
.の
そ
れ
は
単
純
な
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
■ブ
ル—

*
カ
ラ
ー
に
た
い 

じ
て
階
層
的
優
越
感
を
も
つ
根
拠
は
見
出
さ
れ
な
い
メ
か
っ
て
と
は
違
っ
て
、
現
代
の
ホ
ワ
イ
ト
•
カ
ラ
ー
は
雑
多
な
.も
の
を
内
容
と
し
て
い
る 

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
.の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
つ
つ
む
こ
と
は
で
き
な
..い
。：

中
間
層
は
階
層
的
に
分
化
し
て
い
る
ホ
ワ
イ
ト
•
カ
ラ
ー
の
上 

層
の
み
を
内
容
と
ず
る
も
の
で
.あ
り
、
.そ
の
特
質
は
プ
ロ
フH

ッ
シ
ョ
ナ
：ル
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。：
最
近
、
中
間
階
級
的
ム
ー
ド
が
濃
.く 

な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
で
の
主
題
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
。

.
中
間
層
た
る
専
門
職
業
的
経
営
者
の
主
導
性
を
誇
張
す
る
と
：
'ハ
ー
ナ
ム
流
の「

経
営
者
革
命」

論
が
出
て
く
る
。
こ
れ
と
類
似
し
て
い
る 

が
、
や
や
穏
徤
な
も
の
と
し
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

に
未
来
を
託
せ
な
I
'と
し
て
も
、

「

歴
史
の
不
可
避 

企
業
に
お
け
る
瑢
門
職
業
漭 

三

(

六
七
五)



四

(

六
七
六)

的
展
開
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
勝
利
で
は
な
く
、
セ
ク
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
そ
れ
に
向
っ
て
：い
る」

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
議
に
お
い
て 

は
、

「

所
有
と
支
配
の
分
離」

が
.前
提
と
な
っ
て
い
る
。
.
非
所
有
者
た
る
専
門
職
業
的
経
営
者
が
大
企
業
の
多
く
，を
動
か
し
て
い
る
こ
と
は
事
実 

で
あ
る
が
、
か
れ
ら
が
所
有
権
.に
よ
る
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
疑
義
が
出
て
く
る
。

「

大
企
業
は
財
産
階
級
の
組
織
化
さ
れ
た
権
力
の
中
心
で
あ
り」

、
専
門
職
業
的
経
営
者
は
こ
の
階
級
.の
組
織
者
で
あ
る
。
か
れ
は
個
別
的
な
財 

産
利
害
に
は
左
右
さ
れ
な
い
自
律
的
存
在
で
あ
る
が
、
階
級
的
規
模
の
そ
れ
か
ら
は
解
放
さ
'れ
て
い
な
い
。
か
れ
の
権
力
は
、
結
局
、
財
産
の
そ 

れ
で
あ
る

。

し
た
が
っ
て
、
.専
P1
職
業
的
経
営
者
は
私
有
財
隹
制
度
と
運
命
を
と
も
に
す
る
公
算
が
大
き
い
。
こ
れ
が
、

c 

ミ
ル
ズ
の
意 

見
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
バー

ナ
.ム
や
ド
ラ
ッ
カ
！
と
対
照
的
な
も
の
が
出
て
い
る
。

非
所
有
の
専
門
職
業
1
営
者
が
財
産
階
級
€ 
メ
ン
バ
ー
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
.い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
.は
こ
の
階
級
■の
オ 

丨

ガ

ナ
イ
ザ

I
に
な
る
。
相
対
立
す
る

陣
営
で
.の
事
態
と
対
比
す
る
と
、
こ
れ
は
奇
妙
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
レ

ー

ニ

ン
は
労
働
者
階
級
の
一
員 

で
な
い
の
に
、
そ
の
オ

ー

ガ

ナ
イ
ザ

ー

と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
。
職
業
革
ム
np
家
と
し
て
の
か
れ
は
プ
ロ
フ
エ
ッ
ツ
ョ
ナ
ル
と
し
て
特
徴
づ
け
ら 

れ
る
。
両

階
級
の
い
ず
れ
も
が
賢
明
な
オ

ー

ガ

ナ
イ
ザ

ー

に

よ
っ
.て
指
導
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
変
革
は
不
可
避
で
あ
る
と
し
て
も
、■
ド

ラ

ス

テ 

ィ
ッ
ク
な
も
の
で
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
専
門
職
業
化
に
よ
っ
て
、
個
別
資
本
の
恣
意
は
お
さ
え
ら
れ
、
総
資
本
の
立
場
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
し 

て
、
そ

こ

か

ら

、

社
会
化
へ
の
展
望
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
会
化
へ
の
道
を
た
ど
ら
な
く
て
は
、
企
業
体
制
そ
の
も
の
が
危 

機
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
政
治
的
状
況
が
育
ち
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
反
映
し
て
、
労
働
者
階
級
の
指
導
も
た
ん
に
イ 

デ

オ

ロ
ギ
ー
的
な
も
の
か
ら
、
事
実
に
即
し
た
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

産
業
革
命
の
き
ざ
し
が
み
え
は
じ
め
た
当
時
に
お
い
て
は
、
，
中
世
的
制
度
の
打
破
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
産
業
化
の
最
初
の
担
い
手
た
る
資
本 

主
義
の
前
途
は
ば
ら
色
に
画
か
れ
た
。

一
九
世
紀
後
半
以
降
、.
資
本
主
義
の
問
題
性
が
露
呈
し
て
く
る
と
、
そ
れ
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
の
社 

会
主
義
が
理
想
像
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
社
会
主
義
が
地
上
に
実
現
す
る
と
、
そ
の
な
か
に
も
、
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
反
面
、
資
本
主
義
が
専
門
職
業
化
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。
か
，く
て
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
段
階
的
に
交
代
さ
れ 

る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
同
一
時
点
に
お
い
て
、
両
者
は
競
合
す
る
こ
.と
に
な
る
。
ニ
つ
.の
体
制
は
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
敗
は
ィ
デ
オ 

ロ
ギ
ー
的
に
で
は
な
く
、
業
績
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
。
専
門
職
業
化
の
成
果
を
い
ず
れ
が
よ
り
十
分
に
吸
収
す
る
か
.に
よ
っ
て
、
P
敗
は
き
め 

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
資
本
主
義
の
暗
い
面
を
強
調
す
る
見
解
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
専
門
職
業
化
は
そ
の
明
る
い
面
で
あ
る
と
い
免
る
。
こ 

の
問
題
を
中
間
層
の
そ
れ
と
し
て
解
明
す
る
の
が
、
本
論
の
課
題
で
あ
る
。
問
題
に
実
証
的
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
と
、
資
料
の
制
約
を
う
け
る 

か
ら
、
解
明
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

利
用
さ
れ
る

の

は

実
業
之
日
本
社
に
よ

っ

て

行
わ
れ
た
七

五
項
目
に
及
ぶ
質
問
を
.の
せ
た
ア

ン

ヶ

ー

ト

調
査
で
あ

る

。

そ
の
分
析
の
一
部
は
す 

で
に
筆
者
に
よ

っ

て

行
わ
れ
て
い

る

。

(

青
沼
吉
松
.

「

中
間
階
級
の
実
態
は
こ

う

だ」

実
業
の
日
本
一
九
六
七
年
六
月一

日
号)

そ
こ
で
中
間
層
と
さ
れ
て 

い

る

の

は

、

取
締
役
を
除
く
、
年
収
百
ニ
〇
万
円
か
ら
二
百
四
〇
万
円
ま
で
の
も
の
で
あ

り

、

調
査
対
象
と
な
っ
た
の

は

、

主
要
市
場
に
株
式
が 

上
場
さ
れ
て

い

る

千

五
百
社
が
ら
各
三
名
ず
つ
、

合
計
四
千
五
百
名
で
あ

る

。

ア

ン

ヶ

ー

ト

の

回
収
率
は
ニ
〇
％
強
で
あ

る

が

、

そ
の
う
ち
か
ら 

無
作
為
に
抽
出
し
た
五
百
名
に
つ
い
て
の

数
字
が
、
以
下
の
数
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

年
収
百
ニ
〇
万
円
以
上
と
い
う
限
定
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
回
答
者
の
ほ
と
ん
ど
が
役
職
者
、
と
く
に
、
課
長
以
上
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
た 

.が
っ
て
、
中
間
層
の
な
か
に
は
、
経
営
者
の
み
な
ら
ず
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

も
含
ま
れ
る
が
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
中
堅
経
営
層
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
に
な
る
。
現
在
の
平
社
員
は
将
来
の
部
課
長
候
補
者
で
あ
り
、
重
役
の
大
部
分
は
部
課
長
か
ら
選
抜
さ
れ
る
か
ら
、
■会
社
の
な
か
の
中
間
層 

は
平
社
員
か
ら
重
役
ま
で
の
幅
広
い
階
層
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
中
間
層
.は
非
所
有
の
専
門
職
業
的
従
業
員
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
 

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
部
課
長
だ
け
で
あ
り
、
そ
め
候
補
者
お
よ
び
重
役
は
除
か
れ
て
い
る
。

企
業
に
お
け
る
専
門
職
業
者 

五
.(

六
七
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の
は
、
中
小
規
模
で
と
く
に
強
調
さ
れ
な
く
.て
は
な
ら
な
い
。

学
歴
構
成
を
み
る
と
、
旧
高
専
以
上
の
卒
業
者
が
八
ニ
％
、
旧
中
の
そ
れ
は
一
五
％
で
あ
り
、
.初
等
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
の
は
わ
ず
か 

三
％
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
で
こ
そ
、
当
該
年
齢
男
子
の
七
〇
％
以
上
が
高
校
べ
、
ニ
〇
％
近
く
が
大
学
へ
進
ん
で
い
る
が
、
' 現
在
の
'部
課
長
が
最 

終
学
校
を
.出
た
時
代
に
は
、
進
学
率
は
は
る
か
に
低
か
っ
た
。.
大
企
業
が
低
学
歴
者
に
機
会
を
与
え
石
こ
と
の
少
な
か
っ
た
事
情
を
知
る
こ
と
が 

で
き
る
。
大
企
業
が
高
学
歴
者
を
優
遇
し
て
い
る
.の
は
、
そ
の
実
質
を
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
.の
専
門
職
業
化
を
指
摘 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
•
そ
う
で
は
な
く
、
.高
く
買
わ
れ
て
い
る
の
は
レ
ッ
テ
ル
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
歴
無
用
論
が
出
て
く
る
の
は
や
む
を
え
な 

、

.

'

企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
っ
れ
て
、
学
歴
水
準
が
高
く
な
る
。
千
人
未
満
規
模
で
は
、
ほ
ぼ
四
分
の」

.'が
中
等
以
下
の
学
歴
者
に
よ
づ
て
占 

め
ら
れ
て
い
る
が
、
五
千
人
以
上
に
な
る
と
、
こ
の
数
字
は
一
〇
％
に
ま
で
縮
ま
る
。
両
者
の
中
間
規
模
に
お
い
て
は
、

こ
れ
は
ニ
七
％

で
あ 

る
。
さ
ら
に
、
役
職
階
層
を
^
:■る
と
ど
も
に
、
こ
の
低
学
歴
者
の
比
率
は
規
則
的
に
小
さ
く
な
る
。
，部
長
で
は
ニ
五
％
を
占
め
て
い
た
の
が
、
次 

長
で
は
ニ
〇
％
に
な
り
、
課
長
以
下
で
は
ー
〇
％
を
少
し
こ
え
る
程
度
に
減
少
す
る
。
こ
.の
傾
向
は
牛
規
模
以
下
の
企
業
で
よ
り
は
っ
き
り
と
現 

わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
低
学
歴
者
の
重
み
に
お
い
て
、
課
長
は
部
長
'の
.三
分
の
.一
ほ
ど
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
し
て
、
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
役
職
者
を
高
学
歴
者
.に
限
定
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
大
規
模
企
業
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
存 

在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
中
規
模
以
下
で
は
、
.か
っ
て
は
、
学
歴
ば
役
職
に
っ
く
た
め
の
重
要
な
要
因
で
は
あ
っ
て
も
、：
決
宠
的
な
も 

の
で
.は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
、
そ
こ
で
も
、.
学
麼
は
決
定
的
な
要
因
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
規
模
に
よ
る
格
差
は 

な
く
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
 

•

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
能
力
主
義
は
学
歴
無
用
論
が
内
容
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
低
学
歴
者
に
昇
進
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
形
態
で
は 

な
く
、
高
学
歴
者
の
な
が
で
の
選
別
、

つ
ま
り
、

レ
ッ
テ
ル
だ
け
の
学
歴
を
排
除
す
る
と
い
う
そ
れ
.で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
学
の
新
制 

企
業
に
お
け
る
専
門
職
業
渚 

.
七

(

六
七
九)

第 1 表 規 模 . 職位別年齢•学歴構成

位

大 学 旧 尚 専 旧中•新高 そ の 他

、、〜 き 齢  

従業員数\
134
歲

35
139

40
1
44

45
49

50
1 134

35
139

40
144

45
149

50
1 134

35i39
40
144

45
149

50 35
139

40
144

45
\49

501 計

部
〜 499 2 2 10 2 2 6 2 2 6 2 2 38

500 〜 999 4 12 6 6 10 12 8 4 /2 64
長

1,000〜4, 999 4 4 14 18 30 2 12 6 16 2 12 12 2 2 4 140
5,000〜 8 4 4 4 6 2 4 '2 34

次
. ' . 〜 499 2 8 2 6 4 2 6 2 6 2 - 40

500 〜 999 8 12 8 4 6 2 8 4 2 2 56
長

1,000-4, 999 2 4 24 18 12 4 2 6 8 2 2 2 4 2 2 94
5,000 〜 2 8 6 4 2 2 24

課
~  499 10 6 2 4 4 6 2 2 2 4 2 44

500 〜 999 6 16 16 4 2 10 8 4 8 2 76
長

1,000 〜4, 999 4 46 32 16 6 12 30 10 10 4 2 8 6 4 2 192
5,000 〜 2 14 20 12 4 6 4 6 2 2 2 2 76

課代 〜 499 2 2 2 2 8
理 500〜 999 6 4 4 ,2 2 2 4 2 26
以 1,000 〜4,999 12 12 6 6 4 4 4 2 50

提下 5,000 〜 10 16 2 6
2

2
38

計 56 136 158 104 94 2 42 丨 86 68 74 14 16 34 50 38 2 12 8 6 1,000|

.
重
役
以
外
で
、
.百
ニ
〇
万
円
以
上
の
年
収
を
え
て
い
る
も
. 

の
の
：ほ
と
ん
ど
が
、
役
職
者
、.
.と
く
に
、
課
長
以
上
の
も
の
：
 

で
あ
る
。

(

第
1
表)

平
社
員
は
三
％
に
す
ぎ
ず
、
課
長
代
理
'. 

以
下
の
役
職
者
も
九
％
に
と
ど
ま
る
。
部
長
が
二
八
％
、
課 

長
が
三
九
％
で
あ
り
、
両
者
の
中
間
に
あ
た
る
次
長
が
ニ 

一
％
に
な
っ
て
い
る
。
課
長
代
理
‘
次
長
と
い
っ
た
中
間
職 

位
が
多
い
の
は
、
役
職
の
濫
造
を
夂
㈣
し
て
い
る
。
専
門
職 

業
的
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
も
何
ら
か
の
役
職
に
つ
く
の
が
普
通 

で
あ
り
、
非
役
職
の
そ
れ
は
非
常
に
少
な
い
。
役
職
に
つ
か
' 

な
く
て
は
、
年
収
百
ニ
〇
万
円
以
上
を
確
保
し
え
な
い
と
い 

ぅ
の
.が
、
わ
が
国
企
業
で
の
現
状
で
あ
る
と
い
え
る
。
課
長 

代
理
以
下
の
比
重
は
、
従
業
|1
五
千
人
以
上
規
模
で
は
ニ
- 

ニ 
％
に
な
る
が
、
 

五
百
人
未
満
の
小
規
模
で
は
数
％
に
し
か 

な
ら
な
い
。
五
百
人
以
上
五
千
人
未
満
の
中
規
模
.に
お
い
て 

は
、
こ
の
数
字
は
一
〇
％
を
少
し
こ
え
る
程
度
'で
あ
る
。
課 

長
以
上
に
な
ら
な
い
と
、
こ
の
年
収
額
に
達
し
な
い
と
い
う

一
学
歴
格
差
を
基
盤
と
す
る
年
齢
的
序
列

六
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八
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六
八
〇)

度
移
行
と
と
も
に
、
大
笔
生
数
が
多
く
な
り
、，
そ
.の
こ
ろ
、か
ら
加
速
化
さ
れ
て
き
.た
経
済
成
長
を
背
景
と
し
て
、
企
業
の
な
か
で
の
高
学
歴
者
が 

多
く
な
っ
.て
き
た
。
現
在
、.
新
制
大
学
の
卒
業
#
が
役
職
に
つ
く
年
齢
に
達
し
て
ぎ
て
い
.る
。
.
.旧
制
の
高
学
歴
者
ば
当
該
年
齢
に
達
す
る
と
、
そ 

の
大
部
分
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
役
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
新
制
で
は
、
そ
う
は
い
か
ず
、
何
ら
か
の
基
準
に
も
と
づ
く
選
別
が
避
け
え
な 

ぐ
な
0
て
い
る
。
選
別
が
適
当
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
産
業
の
専
門
職
業
化
は
さ
ら
に
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

■

/
ヰ
齢
構
成
に
目
を
転
ず
る
と
"
三
0
歳
後
半
か
ら
定
年
ま
で
の
約
ニ
〇
歳
め
幅
の
と
こ
ろ
に
、
九
〇
^
以
上
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う 

る

ニ

〇
歳
代
は
例
，外
で
あ
り
、
三
〇
歳
代
.の
前
半
も
七
％
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
後
半
に
比
べ
る
と
.、
半
数
に
%■
足
り
な
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
大 

企
業
の
最
高
経
営
層
の
老
齡
化
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
，

(

拙
著「

日
本
の
経
営
層」

日
経
新
書)

で
述
べ
た
。
明
治
年
間
に
は
、
四
〇
歳
代
に
重
み
が 

お
か
れ
た
の
が
次
第
に
高
齢
化
し
て
き
た
が
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
.
と
も
か
く
、
五
〇
歳
代
が
中
心
で
あ
っ
た
。
戦
争
直
後
、

一
時
、
/若
返
え
り 

が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
は
、
老
齢
化
が
直
線
的
に
進
行
し
、
六
〇
歳
以
上
が
常
識
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
早
く
引
退
し
て
、
好
き
な
生
活 

を
し
た
い
.と
い
う
の
は
少
な
く
、
最
高
経
営
層
の
大
部
分
は
健
康
の
許
す
か
ぎ
り
働
き
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
こ
.の
庄
力
を
受
け
て
、
部
課
長 

の
年
齢
も
高
く
な
っ
て
く
る
。
四
〇
歳
前
後
に
な
ら
な
く
て
は
、
課
長
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
大
企
業
で
の
実
状
で
あ
る
。
職
務
が
明
確 

で
な
く
、
仕
^
が
集
団
主
義
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
役
職
に
つ
か
な
く
て
は
、
仕
事
に
興
味
を
も
つ
の
は
む
ず
か
し
い
。
こ
れ
が
若 

い
社
員
を
レ
ジ
ャ
ー
や
マ
ィ
ホ
！
ム
主
義
に
追
い
や
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

:

彐
〇
歳
前
半
以
下
の
比
重
は
、
課
長
代
理
以
下
で
は
三
分
の
一
.に
な
っ
て
い
る
が
、
課
長
で
は
一
〇
％
足
ら
ず
で
あ
り
、
次
長
以
上
に
な
る 

と
、
こ
れ
は
無
視
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
集
中
し
て
い
る
年
齢
層
は
、
課
長
代
理
以
下
で
は
三
〇
歳
代
、
課
長
で
は
三
〇
歳
後 

半
か
ら
四
〇
歳
前
半
、
次
長
で
は
四
〇
歳
代
、
部
長
に
な
る
と
、
四
〇
歳
後
半
以
上
で
あ
る
。
.役
職
の
序
列
は
年
齢
の
そ
れ
と
見
事
に
平
行
し
て 

い
る
。
三
〇
歳
代
の
課
長
代
理
、
四
〇
歳
前
後
の
課
長
、
四
〇
歳
代
の
次
長
、
五
〇
歳
前
後
の
部
長
と
い
っ
た
姿
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
れ 

に
'続
く
の
は
定
年
以
後
の
重
役
で
あ
る
。
 

：

比
較
的
に
規
模
の
大
き
い
企
業
に
お
い
て
、
役
職
と
年
齢
の
整
合
度
が
大
き
く
.な
っ
て
い
る
。
課
長
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
三
五〜

四
四
歳 

へ
の
集
中
度
は
、
五
百
人
未
満
で
は
四
〇
％
に
も
欠
け
る
の
に
、
そ
れ
以
上
の
規
模
に
お
い
て
は
、
例
外
な
く
、
過
半
の
課
長
が
こ
の
年
齢
層
に 

集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
こ
の
年
齢
層
の
前
後
べ
の
分
布
が
、
前
者
で
多
く
、
後
者
で
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
規
模 

の
小
さ
い
と
こ
ろ
で
は
、
五
〇
歳
代
の
課
長
が
多
い
の
み
で
な
く
、
三
〇
歳
代
の
部
長
も
珍
し
く
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
大
規
模
企
業
に
お 

い
て
は
、
昇
進
の
年
齢
的
序
列
は
整
然
と
し
て
い
る
。
.

前
述
し
た
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
、
大
規
模
企
業
で
の
様
相
は
、
学
歴
格
差
を
基
盤
と
す
る
年
齢
的
序
列
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ 

て
、
直
-ち
に
、
能
力
主
義
に
反
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
育
機
会
が
均
等
で
あ
り
、
実
質
的
な
成
果
が
学
校
で
習
得
さ
れ
て
い
る 

な
ら
ば
、
学
歴
は
能
力
を
か
な
り
よ
く
反
映
す
る
は
ず
で
あ
る
。
•無
為
に
時
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
年
齡
は
仕
事
に
た
い
す
る
熟
練 

を
意
味
す
る
も
の
•と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
現
実
は
な
か
な
か
そ
う
は
い
っ
て
い
な
.い
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
。
大
企
業
で
は
、
昇
進
が
学
歴
• 

年
齢
と
あ
ま
り
に
も
整
然
と
符
合
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
学
麼
偏
重
の
年
功
主
義
と
い
う
非
難
を
生
む
余
地
が
出
て
く
る
。
小
規
模
企
業
で 

は
、.
こ
れ
と
や
や
対
照
的
な
様
相
が
見
出
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
昇
進
と
学
歴
，
年
齢
の
相
関
が
弱
い
。
皮
相
な
考
察
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
 

学
歴
偏
重
の
年
功
主
義
を
打
破
す
る
能
力
主
義
が
現
わ
れ
て
い
る
と
結
論
し
う
る
よ
う
で
あ
る
。
果
し
て
、
.そ
う
だ
ろ
う
か
0

課
長
の
大
部
分
ば
三
五
歳
を
、
部

長

•
次
長
の
そ
れ
は
四
〇
歳
を
こ
え
て
い
る
か
ら
、
昇
進
の
早
い
も
の
と
し
て
三
四
歳
ま
で
の
課
長
、
四
〇 

歳
未
満
の
部
長
•
次
長
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
出
で
あ
り
、
、後
者
の
八
〇
％
以
上
が
旧
高
専
以
上
の
卒
業
者
で
あ
る
。
こ
れ 

に
反
し
て
、
遅
い
昇
進
者
の
な
か
に
は
、
低
学
歴
者
が
目
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
.五
〇
歳
を
こ
え
た
課
長
を
あ
げ
る
と
、
大
学
出
の
課
長
の
な 

か
で
の
そ
の
比
率
は
一
〇
％
に
み
た
な
い
の
に
、
中
等
学
歴
者
の
そ
れ
で
は
、
こ
の
数
字
は
ー
ー
〇
％
に
近
い
？
両
者
の
間
に
は
、
約
ニ
倍
の
開
き 

が
あ
る
。
.
高
学
麼
者
は
役
職
に
つ
く
機
会
を
圧
倒
的
に
多
く
も
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
早
い
昇
進
の
故
に
、
よ
り
以
上
の
そ
れ
を
期
待
す
る 

こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
い
。
低
学
歴
者
に
つ
.い
て
は
、
こ
れ
と
正
反
対
な
こ
と
を
い
太
'な
く
て
は
な
ら
な
い
。

企
業
に
お
け
る
尊
門
職
業
者 
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1
0 (

六
八
ニ)

大
企
業
で
ぽ
、
昇
進
速
度
が
標
準
化
し
て
い
る
か
ら
、
：
昇
進
の
顕
著
な
遅
速
の
多
ぐ
は
、
小
規
模
の
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
年
功 

に
よ
ら
な
い
.抜
撤
が
.多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
•は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
学
歴
^ ,
裁
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
学
歴
者
が
導
入
さ
れ 

る
当
初
に
お
い
て
は
、
学
歴
を
茈
盤
と
し
て
、
年
功
制
度
の
打
破
が
行
わ
れ
る
。
.
し
か
し
、
，
こ
め
過
程
が
飽
和
状
態
に
達
す
る
と
、
同
じ
堪；

盤
の 

う
え
に
、
年
功
制
度
が
洱
生
し
が
ち
で
あ
る
。
小
規
模
企
業
で
の
現
状
は
、
昇
進
を
大
企
業
と
は
違
っ
た
原
則
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
よ 

り
も
、
そ
れ
と
同
じ
原
則
に
移
行
し
つ
つ
.あ
る
と
み
た
ほ
う
が
適
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

大
学
の
現
状
は
批
半
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
V
.ガ

そ

う

だ

.か
ら
と
い
づ
.て
、.
大
学
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ 

•る
。
産
業
化
の
進
行
と
と
も
に
、
企
業
で
の
重
要
な
業
務
は
専
門
職
業
化
さ
れ
て
い
：か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
が
適
切
に
運
営
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
 

大
学
と
L
っ
た
制
度
が
能
率
的
に
与
え
う
る
よ
う
な
知
識
•
訓
練
を
、
産
業
界
は
ま
す
ま
す
必
要
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

レ
ッ
テ
ル
！.
''
こ
け
の 

学
歴
が
淘
汰
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
'
実
質
的
な
そ
れ
.へ
の
需
要
は
減
退
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
選
別
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
期
に
、
 

な
お
、

レ
ッ
テ
ル
だ
け
の
学
歴
に
固
執
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
の
は
皮
肉
で
あ
る
。
高
学
歴
者
が
稀
少
な
時
代
に
は
、

レ
ッ
テ
ル
は
そ
れ
な
り

の
価
値
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

- 

• 

• 

' 

•

三

能

力

主

義

の

問

題

産
業
の
専
門
職
業
化
が
企
業
に
お
け
る
中
間
層
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
育
成
す
る
母
体
と
な
っ
て
い
る
。
専
門
職
業
化
の
中
核
を
な
し
て
(-
'
る 

の
は
、
能
力
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
能
率
的
に
習
得
し
な
く
て
は
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
度
な
知
識
•
訓
練
を
必
要
と
す
る
仕
事
の
出
現
が
、
専 

門
職
業
化
を
支
え
て
い
る
。
専
門
職
業
者
た
る
中
間
層
は
、
能
力
を
も
っ
て
、
.そ
の
存
在
理
由
を
実
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
.レ
ッ
テ
ル
と
し 

て
の
学
歴
だ
け
で
异
進
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
^-
う
と
ず
る
の
は
、
こ
れ
と
は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

中
問
層
の
出
身
階
層
を
尋
ね
る
こ
七
に
よ
っ
て
、
社
会
移
1/
の
幅
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
幅
が
大
き
け
れ
ば
、
能
力
主
義
が
有
効 

に
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
間
層
の
な
か
に
も
、
差
別
が
あ
る
か
ら
、
ま
ず
、
本
人
の
階
層
を
、
次
に
、
出
身
階
層
を
質
問
し
て
、

■ 

両
者
の
間
き
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
'こ
の
場
合
、

(

自
分
の
階
.層
は
低
く
、
出
身
家
庭
の
そ
れ
は
高
く
見
積
^
り
が
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
階
層
的 

位
置
づ
け
を
本
人
の
主
観
的
評
価
に
委
ね
る
の
は
、
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
法
に
よ
る
社
会
移
動
の
測
定 

を
断
念
し
て
、
間
接
的
に
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

わ
が
国
で
は
、
階
層
を
規
定
.す
る
0
に
、
.学
歴
水
準
が
特
別
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
学
歴
社
会
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る 

こ
と
も
あ
る
ほ
ど
，で
あ
る
。
出
身
家
庭
に
つ
い
て
の
本
人
の
格
づ
け
ば
、
父
の
学
歴
水
準
と
か
な
り
の
程
度
に
相
関
し
て
い
る
。
父
が
大
学
出
で 

あ
る
場
合
に
は
、

中
の
下
層
以
下
と
す
る
も
の
は
一
〇
％
台
に
す
ぎ
ず
、

上
層
が
三
分
の
一
.あ
ま
り
に
も
な
り
、

ほ
ぼ
半
数
が
中
の
上
層
に
な 

る
。
父
が
旧
高
専
出
身
者
で
あ
る
と
、
中
の
下
層
は
わ
ず
か
ば
か
り
増
加
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、：
上
層
の
比
率
は
大
学
出
の
半
分
に
低
下
す
る
。
 

こ
の
結
果
、
中
の
上
層
は
増
加
し
、
七
〇
％
に
近
づ
く
。
旧
中
卒
で
は
、
中
の
下
層
以
下
は
激
増
し
、
約
三
〇
％
に
な
り
、
上
層
は
旧
高
専
卒
よ 

り
も
数
％
少
な
く
な
る
。
父
が
初
等
教
育
程
度
し
か
受
け
て
い
な
い
と
、
下
層
と
す
る
も
の
が
目
立
ち
、
中
の
下
層
も
ふ
え
る
の
で
、
両
者
の
合 

t

計
は
半
数
に
近
く
な
る
。
そ
し
て
、
上
層
と
す
る
も
め
は
一
〇
％
を
割
る
。

つ
ま
り
、
父
の
学
歴
水
準
が
低
く
な
る
に
つ
れ
て
、
出
身
家
庭
の
階 

層
は
次
第
に
低
く
な
る
と
い
う
相
関
が
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
。

本
人
の
学
歴
水
#
に
比
べ
る
と
、
父
の
そ
れ
は
は
る
か
に
低
い
。：
前
者
で
は
.、
一
旧
高
専
以
上
が
八
〇
％
を
こ
え
て
い
る
が
、，
後
者
に
お
い
て 

は
、
こ
の
数
字
は
四
分
の
一
を
少
し
こ
え
る
程
度
で』

り
、
初
等
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
の
が
半
数
に
近
い
。(

第
2
表)

学
歴
を
大
学
•
旧
高 

堪

•
旧

中

(

新
高)

•
旧

小

(

新
中)

の
四
つ
に
区
分
し
て
、

本
人
と
父
を
比
較
す
る
と
、

著
し
い
移
動
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
歴
水
準
が 

同
じ
で
あ
る
の
は
一
九
％
、
上
昇
が
七
六
％
、
下
降
が
五
％
.に
な
る
。
下
降
の
大
部
分
は
一
段
階
の
も
の
、.
例
え
ば
、
父
が
旧
高
専
卒
で
、
本
人 

企
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た
。
こ
の
平
均
値
に
比
べ
る
と
、
父
の
学
歴
は
、
旧
高
専
以
上
で
は
数
倍
、
中
等
学
校
で
は
約
二
倍
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
初
等
教
育
し 

か
受
け
て
い
な
い
も
の
に
お
い
て
は
、
二
分
の一

ほ
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
父
が
旧
小
卒
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
階
層
が
必
ず
し
も
低 

か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
自
営
業
の
た
め
に
は
、
学
歴
は
必
要
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
多
い
か 

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
歴
水
準
の
向
上
は1

般
的
動
向
で
あ
る
か
ら
.、
父
子
の
学
歴
比
較
か
ら
推
測
さ
れ
る
社
会
移
動
は
か
な
り
割
引
き
さ
れ 

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
加
わ
る
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
中
間
層
の
多
く
は
中
層
の
出
身
で
あ
り
、
下
層
か
ら
の
も
の
は
：そ
う
多
く
見
積
も
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の 

中
間
層
の
大
部
分
は
部
課
長
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
は
中
層
の
上
に
位
置
づ
け
て
よ
か
ろ
う
。
出
身
が
中
層
の
下
で
あ
る
の
が
多
い
と
推
測
さ
れ 

る
の
で
、
社
会
移
動
の
最
も
活
発
で
あ
っ
た
の
は
、
中
層
に
お
け
る
下
と
上
の
間
で
あ
ろ
う
。
.と
も
か
く
、
十
分
の
資
料
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い 

の
で
、
憶
測
以
上
に
出
る
の
は
む
ず
か
し
い
.0
し
か
し
な
が
ら
、
専
門
職
業
化
に
と
も
な
っ
て
、
社
会
的
地
位
を
決
定
す
る
要
因
が
財
産
か
ら
教 

育
に
移
行
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
世
襲
的
封
鎖
性
に
打
撃
を
与
え
、
社
会
移
動
を
促
進
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

社
会
移
動
が
次
第
に
活
発
化
し
て
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
幾
分
の
疑
点
が
生
ず
る
。
五
〇
歳
以
上
の
年
齢
層
お
よ
び
部
長
に
お
い 

て
は
、
旧
中
以
下
が
約
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
四
〇
歳
未
満
で
は 

一
ニ 
％
、
課
長
で
は
一
四
%
で
あ
る
。
父
の
学
歴
は
本
人 

の
そ
れ
と
あ
る
程
度
相
関
し
て
い
る
。
前
者
が
旧
高
専
以
上
で
あ
る
と
、
前
者
で
の
旧
中
*
新
高
以
下
の
比
率
.は
一
〇
％
に
大
分
不
足
す
る
が
、
 

旧
中
以
下
の
場
合
に
は
、
こ
の
数
字
は
ニ
〇
％
を
こ
え
る
。
し
た
.が
っ
て
、
社
会
移
動
が
鈍
化
.し
て
い
る
の
で
は
な
'.い
か
と
い
う
危
惧
は
、
.根
拠 

の
な
.い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
，、
戦
後
の
生
活
水
準
の
向
上
が
'と
く
に
下
層
に
プ
ラ
ス
し
、
上
級
学
校
へ
の
進
学
が
普
及
し
て
い
る
の
を
み
る 

と
、
明
る
さ
が
な
く
な
づ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
0

• 

. 

. 

•

. 

-

 

.
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第 2 表 父 子 の 学 歴 格 差

一
ニ 

(

六
八
四)

が
新
高
卒
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ニ
段 

階
に
及
ぶ
の
は
例
外
的
と
い
っ
て
よ
い
。
 

と
こ
ろ
が
、
上
昇
で
は
'
父
が
旧
小
卒
で 

あ
る
の
に
、
本
人
が
大
学
出
で
あ
る
と
い 

う
三
段
階
に
わ
た
る
の
が
ニ
〇
％
を
こ
え 

る
。
ニ
段
階
の
上
界
は
.一
段
階
の
そ
れ
と 

同
じ
大
き
さ
で
あ
り
、
各
ニ
七
％
と
い
う 

数
字
が
出
て
く
る
。
学
歴
水
準
か
ら
す
る 

.
と
、
社
会
移
動
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い 

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

本
人
と
父
の
間
に
、
目
立
っ
た
学
歴
格 

差
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
父 

の
時
代
に
お
け
る
中
等
学
校
以
上
へ
の
進 

学
率
を
考
慮
す
る
と
、
父
の
学
歴
水
準
は 

平
均
値
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を 

知
り
う
る
。
当
時
、
旧
高
専
以
上
へ
の
進 

学
率
は
数
％
程
度
で
あ
り
、
中
等
学
校
へ 

の
そ
れ
も
一
〇
％
前
後
に
と
ど
ま
つ
て
ハ



し
か
し
、
無
条
件
的
賛
成
は
ニ
三
％
に
す
ぎ
ず
、
選
別
の
う
え
で
の
賛
成
が
約
七
〇
％
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
選
別
が
実
力
を
基
準
と
し
て
き
め 

ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
年
功
主
義
に
加
担
し
て
い
る
も
の
で
は
、'.選
別
延
長
を
選
択
し
て
い
る
の
は
半
数
に
し
か
な
ら 

な
い
が
、
実
力
主
義
を
主
張
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
こ
の
数
字
は
約
七
〇
％
に
な
る
。
実
力
主
義
に
加
担
し
、
か
つ
、
選
別
延
長
を
唱
え
て
い 

る
も
の
、

つ
ま
り
、
間
違
い
な
く
実
力
主
義
を
主
張
し
て
い
る
も
の
が
三
分
の
ニ
に
達
し
て
い
る
。

年
功
序
列
に
傾
斜
し
て
•い
る
の
は
、
三
〇
歳
代
で
四
％
、
そ
れ
以
上
に
な
る
と
、
•
七
％
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
が
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
の
は
、
 

む
し
ろ
、
実
力
主
義
に
加
担
し
て
い
る
も
の
め
な
か
で
の
実
力
重
視
と
実
力
プ
ラ
ス
年
功
の
分
布
に
お
い
て
で
あ
る
。
実
力
重
視
は
、
前
者
で
は 

四
〇
％
で
あ
る
の
に
、
後
者
で
は
ニ
六
％
に
し
か
な
ら
な
い
。
実
力
主
義
が
比
較
的
老
い
世
代
の
間
に
寖
透
し
て
い
る
の
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

一
 

般
的
に
い
っ
て
、
役
職
階
層
の
高
低
が
年
齢
の
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
か
ら
、
年
齢
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
差
異
が
、
役
職
に
お
.い
て
も
み
ら
れ
る
だ 

ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
役
職
に
お
い
て
は
、
年
齢
で
見
出
さ
れ
た
よ
う
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ば
一
体
何
を
. 

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。.

昇
進
の
早
い
も
の
は
実
力
を
重
視
し
、
遅
い
も
の
は
年
功
序
列
を
固
執
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
.
両
者
の
開
き
は
そ
れ
ほ
ど
.著
し
い
と
は

い
え
な
い
が
、
無
視
し
え
な
い
ほ
ど
に
は
出
て
い
る
。
大
部
分
が
課
長
以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

昇

進

が

「

遅

い」

と
し
て
い
る
の
は
一
四
％
に
す
ぎ
な
い
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。「

早
い」

が
一
七
％
、
.「

や
や
早
い」

：が
ニ
八
％
.で
あ
り
、
.「

普
通」

.
は
四

1

%
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「

早
い」

と

「

遅
い」

を
取
り
上
げ
る
と
、

実
力
プ
ラ
ス
年
功
の
比
重
は
い
ず
れ
も
三
分
の
ニ
に
あ
た

り
、
.差
は
な
、，
と
い
っ
て
よ
い
，
両
者
の
相
違
は
実
力
重
視
と
年
功
プ
ラ
ス
実
力
の
分
布
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
昇
進
の
早
い
も
の
で
は
、
.前
者」

が
三
〇
％
、
後
者
が
五
％
で
あ
る
の
に
、
遅
い
も
の
で
は
、
ニ1

%
と
ニ
ー
％
と
い
う
分
布
<
な
っ
て
い
る
。「

サ
ラ
'リ
ー
マ
ン
は
気
楽
な
稼
業 

的
な
風
潮
が
欠
く
は
な
い
が
、
中
間
層
、
と
く
に
、
自
分
の
実
カ
で
¥.
く
昇
進
し
た
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
_間
に
は
、
実
カ
重
视
の
傾
向
が
打
ち 

出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

,

企
槳
に
お
け
る
谆
門
職
業
者 

‘ 

一
五(

六
八
七)

.

第 3 表 実 力 と 年 功

四

(

六
八
六)

2

実
力
重
視
の
傾
向

実
力
主
義
か
年
功
序
列
か
を
問
ぅ
と
、
実
力 

主
義
を
選
択
す
る
も
の
が
m
^J
的

に

多

い

。
 

(

第
3
表)

調
莶
対
象
が
主
に
部
課
長
で
あ
る
こ 

±

を
考
慮
し
て
も
.こ
の
数
字
は
大
き
い
と
い 

え
る
。
実
力
重
視
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て 

t
る
の
は
一
一
八
％
に
と
ど
ま
る
ガ
、
年
功
を
考 

慮
す
る
と
し
て
も
、
実
力
が
優
先
す
ベ
き
だ
と 

し
て
い
る
の
は
六
六
％
に
及
ぶ
。，
両
者
の
合
計
_ 

は
九
〇
％
を
か
な
り
こ
え
る
。‘
年
功
に
加
担
し 

て
い
る
の
は
六
％
に
す
ぎ
な
い
。’
そ
の
な
か 

で
年
功
だ
け
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
の
は 

例
外
的
，で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
実
力
を
加
味
し 

て
の
年
功
主
義
を
唱
え
て
い
る
。
，実
力
主
義
は 

時
代
の
声
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
中
間
層
は
そ 

れ
を
よ
く
代
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

定
年
延
長
に
反
対
し
て
い
る
の
は
一
〇
％
に 

も
欠
け
、
大
部
分
が
そ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
。



第4 表 仕事に対する満足と転職についての意向

企
業
に
お
け
る
庳
門
職
業
志

.
六
倍
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
際
、
注
意
し
な 

.

く

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
仕
事
に
満
足
し
な
が 

ら
、
し
か
も
、
転
職
の
チ
ャ
ン
ス
を
ね
ら
っ
.て 

い
る
も
の
の
大
部
分
が
、
増
収
や
将
来
の
保
障 

で
は
な
く
て
、
自
分
の
能
力
を
生
か
す
こ
と
を 

そ
の
動
機
に
し
て
い
る
と
い
う
と
.と
で
あ
る 

仕
事
に
不
満
で
転
職
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の 

.

に
、お
い
て
も
、
後
者
.の
ほ
う
が
前
者
よ
り
幾
分 

多
く
な
っ
て
い
る
。
転
職
の
動
機
は
ニ
対
一
の 

割
合
で
、
能
力
を
生
か
す
た
め
と
い
う
の
が
増 

収
.
.保
障
'の
た
.め
と
い
う

も

.

の
よ
り

多
く
な
.っ 

て
い
る
の
で
あ
る
。

■
，
仕
事
.に
た
い
す
る
不
満
が
三
〇
歳
前
半
以
下 

で
目
立
っ
て
多
い
。
そ
れ
を
反
映
し
て
、
転
職 

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
多
い
の
も
こ
の
年
齢 

，
層
で
あ
る
。
.そ
こ
で
は
、.「

移
る
.

」

が

「

動
か 

ぬ」

，
と
ほ
ぼ
同
数
に
な
っ
て
い
る
。

こ

の
場 

合
、
転
職
の
動
機
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
九 

一

七(

六
八
九)

1

六

(

六
八
八)

3

転
職
の
動
機

わ
が
国
に
お
け
る
雇
用
制
度
の
特
質
と
し
て
、
年
功
序
列
制
と
並
ん
.で
、
終
身
雇
用
制
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
前
者
に
つ
い
て
丈
す
で 

に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
後
者
が
問
題
に
な
る
.0
自
由
な
労
働
市
場
の
欠
除
を
背
景
と
し
て
、
終
身
雇
用
制
は
転
職
を
こ
種
の
タ
ブ
ー
に
し
て 

し
ま
う
。
最
近
、
、事
態
は
変
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
状
は
ど
う
な
の
で
^.
ろ
う
か
0,「

転
職
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
ら
、

あ
な
た 

は
会
社
を
変
わ
り
ま
す
力」
と
い
う
質
問
に
た
い
す
る
回
答
か
ら
し
て
、
：
こ
，.の
.問
題
を
究
明
し
よ
う
。
.

.「

動
く
気
は
な
い」

と
答
え
て
い
る
の
が
五
三
％
、

「

わ
か
ら
な
い」

の
は
一
五
％
.
で
あ
り
、「

移
る」

と
明
言
し
て
.い
る
.の
は
三
ニ 
％
に
な
る
。
 

(

&

4
表)

転
職
の
チ
ャ
ン
ス
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
が
三
分
の
一
ほ
ど
も
あ
る
.こ
と
か
.ら
す
る
と
，、.：
伝
統
的
な
终
、身
雇
用
制
3:
も
^
^
安
定
ノ
た
も 

の
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
.対
象
と
な
っ
.て
い
る
企
業
が
主
要
株
式
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り

、

回
答
者 

の
大
部
^
が
部
課
長
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
企
業
規
模
が
小
さ
く
な
り
、
若
い
非
役
職
者
で
あ
る
と
、
こ
の
数
字
は
も
っ
と
大
き 

く
な
る
だ
ろ
う
。

「

わ
か
ら
な
い」

と
答
え
て
い
る
の
は
、
各
規
模
を
通
じ
て
ほ
ぽ
同
数
で
あ
る
か
ら
、「

移
る」

も
の
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
、
規
模
別
の
比
較 

が
で
き
る
。
こ
の
比
率
は
従
業
員
数
千
人
未
満
に
多
く
、
そ
れ
以
上
の
と
こ
ろ
で
は
.少
な
く
な
っ
て
い
る
。
四 

一
％
と
ニ
六
^

と
い
う
対
照
が
み 

ら
れ
る
。
規
模
を
五
百
人
未
満
•
五
百
人
以
上
千
人
未
満
•
.千
人
议
上
五
千
人
未
満
.
五
千
人
以
上
に
区
分
す
る
と
、
四
三
％ 

•四
〇
％
• 

ニ 

七
％ 

ニ
ニ 

％
と
い
う
数
字
が
出
て
く
る
。
大
企
業
で
は
、
転
職
経
験
者
も
少
な
い
か
e>
-
、
そ
こ
に
お
.い
て
は
、
終
身
雇
用
制
が
濃
厚
に
存
在
し 

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、：
将
来
に
向
っ
て
も
、
そ
れ
は
比
較
的
に
安
定
し
て
い
る
と
.い
え
る
。
.し
か
し
：
千
人
未
満
と
い
っ
た
規
模
の
も
の
に
つ 

し
て
は
こ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
0

転
職
の
意
図
は
現
在
の
仕
事
に
た
い
す
る
不
満
と
表
裏
し
て
い
る
。■「

動
く
気
が
な
い」
の

「
移
る」

に
た
い
す
る
倍
率
は
、

仕

事

に

「

非
常 

に
満
足」

で
は
三
，
五
倍
、「

ほ
ぼ
満
足」

.で
は
ニ
'
二
倍
、「

こ
ん
な
と
.こ
ろ
だ
ろ
う」

で
は 

一
•、一
一
倍
で
あ
る
が
、「

不
満」

.に
，I

と
、
0
»



一
八(

六
九
〇)

〇
％
以
上
が
能
力
を
生
か
す
と
V

C

と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
比
較
的
に
若
べ
て
ジ
年
収
百
ー
ち
万
円
に
達
す
る
ほ
ど
の
高
給
を
も
ら
っ
て
い
る 

人
び
と
で
あ
る
し
た
が
っ
て
金
銭
的
給
与
に
た
い
す
る
不
満
が
少
な
い
の
は
理
解
し
う
る

0
有
能
で
あ
る
が
.故
に
、
か
れ
ら
は
年
齡
に
比
較 

し
て
.大
き
な
給
与
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
有
能
者
を
遇
す
る
に
は
、
金
銭
的
報
酬
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
.能
力
に
見
合
う
よ 

う
な
仕
事
を
'
か
れ
ら
は
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

:「

動
か
ぬ」

の
比
率
は
ノ
三
〇
歳
前
半
以
下
で
際
立
っ
て
小
さ
い
が
、
そ
れ
以
上
の
年
齢
層
、
と
く
に
、
五
〇
歳
を
こ
え
る
と
大
き
く
な
る0

 

.こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
次
長
以
上
で
の
.「

移
る」

の
比
率
は
、
諌
長
以
下
の
そ
れ
に
比
べ
て
'
少
し
ば
か
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
問 

題
に
な
る
の
は
こ
の
比
率
の
大
き
さ
で
は
.な
く
、「

移
る
.

」

動
機
の
分
布
で
あ
る
。
•
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
ら
、
ほ
か
の
企
業
べ「

移
る」

も
の
の 

な
か
で
、
能
力
を
生
か
す
こ
と
.を
動
機
と
：し
て
い
る
も
の
の
重
み
は
.，
前
者
で
は
七
ニ
％
、
後
者
で
は
六
四
％
で
あ
る
。
役
職
が
高
け
れV

、

能 

力
を
生
か
す
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
.能
力
を
生
か
す
こ
と
を
転
職
の
動
機
と
す
る
の
は
少
な
く
な
る
と
想
像
さ
れ
る
。
と 

こ
ろ
が
、
事
実
は
こ
れ
に
反
し
て
い
る
。
仕
事
は
あ
く
ま
で
も
能
力
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
。
能
力
が
そ
う
す
ぐ
れ
て
い
な(

人
び
と
に
と
っ
て 

は
下
の
職
位
で
も
、
能
力
を
生
か
し
て
い

.る
と
い
う
満
足
感
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
有
能
者
に
と
っ
て
は
、
上
の
職
位
で
も
、
能
り 

が
生
か
せ
き
-^
な
い
と
い
う
不
満
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
。
増
収
や
保
障
の
た
め
に
転
職
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
失
っ
て
も
、
企
業
の
損
失
太
そ
し 

な
に
大
き
く
は
な
.か
ろ
う
し
か
し
能
力
を
生
か
す
こ
と
を
動
機
と
し
て
転
職
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
は
、
企
業
の
発
展
に
貢
献
し
う
る
素
質 

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
に
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
、
企
業
発
展
の
鍵
の
ひ
と
つ
に
な
る
。

*

四

仕

事

中

心

の

生

活
‘

界
進
の
メ
リ
ッ
ト
を「

仕
事
が
面
白
く
な
る
こ
と」

に
求
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
の
回
答
は
四
〇
％
に
達
す
る
。

「

仕
事
の
う
え
で
権
段 

が
拡
大
す
る
こ
と」

と
答
え
て
い
る
も
の
も
、
こ
れ
と
ほ
.ぽ
同
じ
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
両
者
を
合
算
す
る
と
、
五
四
^
と

い
う
数
字
が
出
て
く
る
。
仕
事
へ
の
興
味
が
昇
進
の
メ
リ
ッ
ト
の
最
大
な
も
の
'に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
回
答
に
お
い
て
は
、
社
会
的
地
位
の 

向
上
よ
り
も
、
增
収
が
多
い
。
前
者
は
一
三
％
、
後
者
は
一
八
％
で
あ
る
。
よ
り
以
上
の
昇
進
の
道
が
開
か
れ
る
と
と
を
重
視
し
て
い
る
の
が
、

一
一
.
％
で
あ
る
。
無
回
答
が
四
％
で
あ
る
。

.

権
限
拡
大
を
メ
リ
ッ
ト
と
す
る
の
は
課
長
以
下
に
多
く
、
そ
の
比
率
は
一
七
％
に
な
る
が
、
部

長

•
次
長
で
は
、
そ
れ
は
一
〇
％
ほ
ど
に
と
ど 

ま
る
。
こ
れ
は
、
課
長
以
下
に
お
い
て
は
、
仕
事
に
相
応
す
る
ほ
ど
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
，事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
解
釈
し
う 

る
。「

仕
辦
が
面
白
く
な
る」

と
答
え
て
い
る
の
は
、
課
長
以
上
の
各
役
職
に
お
い
て
は
、
大
差
が
な
く
、
四
〇
％
前
後
と
い
う
数
字
で
あ
る
が
、
 

課
長
代
理
以
下
で
は
、
.五
〇
％
近
く
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仕
事
の
面
白
味
が
実
質
的
役
職
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
課
長
か
ら
大
き
く
な
る
こ 

と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仕
事
の
面
白
味
と
権
限
拡
大
を
合
わ
せ
て
の
仕
事
の
興
^

に̂
メ
リ
ッ
ト
を
求
め
て
い
る
0
は
、
課
長 

代
理
以
下
で
最
大
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
三
分
の
ニ
近
く
の
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
課
長
以
上
の
各
役
職
で
の
数
字
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
平
均
値 

に
合
致
し
て
い
る
。
こ
.れ
に
対
応
し
て
、
年
齢
別
で
も
、
三
四
歳
以
下
で
、
.
こ
の
数
字
は
最
大
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
え
る
各
年
齢
層
に
お 

い
て
は
、
大
差
が
見
出
さ
れ
な
.い
。

昇
進
が
早
く
、
し
か
も
、
.重
役
に
な
れ
る
と
い
う
自
信
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
よ
り
以
上
の
昇
進
の
.道
が
開
か
れ
る
こ
と
を
メ
リ
ッ
ト
と 

し
て
い
る
も
の
が
因
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
三
〇
％
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
昇
進
が
遅
れ
て
、
重
役
に
な
れ
そ
う
も
な
い
も
の
で 

は
、
こ
れ
ば
数
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
反
面
、
増
収
を
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
い
る
の
は
後
者
に
多
く
、
ニ
〇
％
を
こ
え
て
い
る
の
に
、
前
者
で
は
、
 

そ
れ
は
.一
〇
％
程
度
で
あ
る
。
昇
進
が
遅
れ
、
重
役
へ
•の
道
を
断
念
す
る
と
、
収
入
へ
の
執
着
が
大
き
く
な
る
が
、
早
い
昇
進
者
に
お
い
て
は
、
 

仕
來
中
心
の
生
活
が
打
ち
出
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

生
き
甲
斐
を
何
処
に
求
め
る
か
を
、
社

会•

仕

事

'
ま

庭

•
信

仰

•
余
暇
の
五
つ
の
回
答
の
選
択
と
い
う
形
で
尋
ね
る
と
、
信

仰

•
余
暇
は
き 

わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
り
ノ
無
四
答
を
含
め
て
も
、
.比
率
は
八
％
に
し
か
な
ら
な
い
。(

第
5
表)

‘
仕
事
を
選
択
し
て
い
る
の
が
最
も
多
く
、
五
四
％ 

企
業
に
お
け
.る
瑋
in
J
職
業
者 

一
九
i

ハ
九
一)



多
少
の
犠
牲
を
与
え
て
も
や
む
を
え
な
い」

と
い
う
の
は
六
四
％
に
も
及
ん
で
い
，る
。
仕
事
を
優
先
さ
せ
る
の
は
、
職
位
を
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
大 

き
く
な
る
。
こ
の
重
み
は
、
課
長
代
理
以
下
で
は
三
分
の
ニ
で
あ
る
が
、
部

長

•
次
長
に
な
る
と
、
四
分
の
三
を
占
め
る
。
そ
し
てV

課
長
の
そ 

れ
は
両
者
の
ほ
ぽ
中
間
に
な
っ
て
い
る
。
年
齢
別
で
は
、
高
齢
に
な
る
ほ
ど
、：

家
庭
を
優
先
さ
せ
る
も
の
が
増
加
し
て
く
る
。

.一.般
に
、
役
職
階 

層
と
年
齢
層
は
平
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一

見
す
る
と
、
二
つ
の
数
字
の
あ
り
か
た
は
矛
盾
し
て
い
る
■よ
う
で
あ
る
。
し
：か
し
、
仕
市
本 

位
の
態
度
は
早
い
昇
進
者
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
事
態
の
推
測
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
こ
と
は
、
前
述
し
.た
早 

い
昇
進
者
が
仕
^
中
心
の
生
活
を
す
る
と
.い
う
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
に
な
る
。
.

家
庭
を
犠
牲
に
す
る
の
も
や
む
を
え
な
い
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
彖
庭
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
家
庭
を
犠
牲
に
す
る
と 

い
っ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
間
に
、
家
庭
に
た
い
す
る
満
足
度
の
相
違
を
：ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
家

庭

に「

非 

常
に
満
足」

し
て
い
る
も
の
の
比
率
で
は
、「

家
庭
を
犠
牲
に
す
る」

も
の
が
最
高
に
な
っ
て
い
る
。「

家
庭
を
犠
牲
に
す
る」

と
い
う
の
は
、
仕 

窜
に
た
い
す
る
気
迫
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。：

最
近
の
日
曜
日
を
ど
う
す
ご
し
た
か
と
い
う
質
問
に
た
い
す
る
回
答
の
な
.か
'で
、
.最
も
多
い
の
は
休
養
で
あ
る
。
平
日
の
激
務
を
察
す
れ
ば
、
 

同
情
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
い
で
い
る
の
は
、
家
庭
.サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
半
分
以
上
は
外
出
し
て
の
.そ
れ
で
あ
る
。「

家 

庭
を
犠
牲
に
す
る」

と
い
い
な
が
ら
、
家
庭
に
満
足
感
を
覚
え
て
い
ら
れ
る
秘
密
は
、
こ
こ
い
ら
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仕
事
と 

家
庭
が
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
案
外
、
両
者
は
調
和
し
う
る
も
の
.で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

回
答
は
無
記
名
の
郵
送
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
な
か
に
は
、
本
音
が
出
て
き
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る 

が
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
、
建
前
が
姿
を
現
わ
し
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
音
を
引
き
出
す
よ
う
な
工
夫
が
こ
と
さ
ら
必
要
に
な
る
.。
例 

え
ば
、
生
き
甲
斐
を
社
会
の
進
歩
•
繁
栄
に
求
め
て
.い
る
の
が
ー
.六
％
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
事
実
そ
う
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
 

理
想
と
し
て
、
そ
う
考
え
て
い
る
の
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
疑
問
に
備
え
る
た
め
の
措
置
を
ァ
y
ヶ
ー
ト
の
な
か
で
講
ず
る
の 

企
業
に
お
け
る
奪
門
職
業
渚 

ニ

ー

(

六
九
三)

第5表 仕 _  fc• た い す る 関 心

ニ
〇

(

六
九
ニ) 

に
も
な
る
。

こ
れ
に
次
ぐ
の
が
家
庭
で
あ 

り

ニ

ニ

％
と
い
う
数
字
が
出
て
く
る
。
社 

会
の
進
歩•

繁
栄
に
生
き
甲
斐
を
求
め
て
い 

る
の
は
、

一
六
％
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
か
ら 

し
て
、
企
業
に
お
け
る
中
間
層
は
あ
ま
り
に 

も
仕
事
を
偏
重
し
す
ぎ
る
の
で
、
社
会
的
視 

野
が
狭
く
な
っ
て
い
る

と

い
う

批
判
が
出
て 

く
る
余
地
が
あ
る
。

選
択
が
と
く
.に
集
ま
.っ
て
い
る
仕
^

と
家 

庭
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が 

.必
要
で
あ
る
。
.ゥ
工■

—

^
は
明
ら
か
に
家
庭 

ょ
り
仕
事
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
を
優 

先
さ
せ
る
と
し
て
い
る
の
は
三
％
に
す
ぎ
な 

い
。「

家
庭
も
仕
事
も
同
じ
ょ
う
に
大
切
に 

す
る」

の
%'
ニ
五
％
に
と
ど
ま
る
。
さ
す
が 

に
、

「

仕
事
の
た
め
な
ら
、

家
庭
を
犠
牲
に 

す
^」

と
い
い
き
つ
て
い
る
の
は
八
％
に
し 

か
な
ら
な
い

が

、

「

{±
_

の
た
め

に

、
.
家
庭
に



. 

ニ
ー
 
フ(

六
九
四)

が
の
：ぞ

ま

し

い

。

.

. 

. 

.

.

.

.

.

.

.

.
 

. 

.

' 

.

.

「

何
の
た
め
に
仕
事
を
.し
て
い
.ま
す
か」

と
間
わ
れ
た
場
合
、
生
き
甲
斐
.を
社
会
に
求
め
て
い
る
'も
の
の
.ニ
〇
％
足
ら
ず
が
、
：「

社
会
の
た
め」

と
答
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
企
業
で
の
仕
事
が
必
ず
し
%-
社
会
の
要
求
に
合
致
し
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
数
字
は
あ
な
が
ち
不 

可
奴
で
は
な
.
V。
生
き
甲
斐
を
社
会
以
外
に
求
め
て
い
る
も
の
の
な
か
：に
も
、

仕
事
の
目
的
を
社
会
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、

「

社
会
の 

.た
め」

と
し
て
.い
る
の
は
全
回
答
の
一
〇
％
に
.あ

た

る

。

生
.き

甲

斐

を

社

会

に

求

め

て

い

る

.の
は
、

こ
れ
よ
り
数
％
多
い
。

推
測
し
う
る
こ
と 

は
.
-社
会
を
あ
け
て
^
>る
も
の
の
.ヵ
な
り
.の
^
分
が
理
想
と
し
て
.そ
う
す
べ
き
だ
と
い
う
に
と
ど
；ま
.
.つ.
.
.
て
い
る
'と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

社

会
!)
利 

益
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
も
の
は
.少
な
い
と
い
わ
な
べ
て
は
な
ら
な
い
。
 

，

生
き
甲
斐
に
家
庭
を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
過
半
は
、
仕
事
の
目
的
と
し
て
も
家
庭
を
選
祝
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
仕
事
に
生
.き
甲
斐
を
求
め 

て
い
る
も
の
の
な
か
で
は
、

「

会
社
の
た
め」

に
そ
う
し
.て
い
る
と
し
て
い
る
の
は
四
分
の
一
.を
下
回
わ
る
。
仕
事
は
会
社
0 -

-

そ
れ
0
あ
る
か 

ら
、
仕

4|
1
*の
目
的
に
会
社
を
あ
げ
る
の
が
多
い
の
が
予
想
さ
れ
る
が
、
事
実
は
こ
れ
に
反
し
て
い
る
。

「

会
社
の
た
め」

よ

り

「

自
分
の
，，こ
め
- 

が
ず
っ
と
多
く
な 

っ
て
お
り
、
 

こ
の
比
率
は
四
〇
％
に
.近
く
な
っ
て
い
る
。
仕
事
の
目
的
と
し
て
最
も
多
い
の
は

「

自

分

の

た

め

」

で
あ
り
、
こ 

-れ

が

全

回

答

の

三
 

一
％
に
な
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が「

家
庭
の
た
め」

の
ニ
四
％

で
あ
り
、
.こ
の
あ
と
に
く
る
の
が「

会
社
の
た
め」

の
ニ
0

%
 

で
あ
る
。
仕
4?
中

心

の

生

活

が

会

社

中

心

の

そ

れ

：で
は
な
い

.こ
と
.を
知
ら
な
く
.て
は
な
ら
な
い
。

仕
_

の
目
的
を
社
会
•
会
社
に
求
め
て
い
る
の
は
、
部

長

•
次
長
に
多
く
、
家

庭

•
自
分
を
あ
げ
て
い
る
の
は
課
長
以
下
に
多
い
。
比
率
の
対 

照
は
、
社
会
で
は 

一
一
％
と
八
％
、
.会
社
で
は
ニ
四
％
と
一
五
％
に
な
る
。
彖
庭
及
び
自
分
で
は
、
逆
の
対
照
が
現
わ
れ
て
お
り
、
ニ 
ニ
％
と
ニ 

六
％
及
び
ニ
六
％
と
三
七
％
に
な
る

0

顕
著
な
の
は
含
と
自
分
に
お
け
る
対
照
で
あ
る
。
年
齢
別
に
み
て
も
、
同
じ
よ
う
な
対
照
が
見
出
さ
れ 

る
。
区
分
が
引
か
れ
る
の
は
四O

歳
の
半
ば
で
あ
る
。
'

「

会
社
の
.た
め」

'と
い
う
の
は
、

四
〇
歳
前
半
以
下
で
は
一
六
％
で
あ
る
の
に
、

そ
の
後 

半
以
上
で
は
ニ
®

%
で
あ
る
。「

自
分
の
た
め」

を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
前
者
で
ば
三
八
％
に
な
る
が
、

後
者
は
ニ
三
％
に
と
ど
ま
る
。

役
餓
階

層
が
低
く
な
り
、
年
齢
が
若
く
な
る
に
つ
れ
て
、
仕
事
の
目
的
を
会
社
か
ら
自
分
へ
移
す
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

中
間
層
が
自
分
の
能
力
の
発
揮
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
転
職
動
機
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
 

根
本
的
に
は
、
専
門
職
業
化
は
能
力
主
義
を
中
核
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
仕
事
に
興
味
が
向
け
ら
れ
シ
の
は
、
そ
れ
に 

よ
っ
て
、
自
分
の
能
力
を
発
揮
し
、
自
己
を
表
現
し
う
る
か
ら
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
、
会
社
は
目
的
で
は
な
く
、
自
己
表 

現
の
た
め
の
手
段
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
能
力
を
生
か
す
た
め
に
は
、
転
職
を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
専
門
職
業
的
従
業
員
の
本
音
で
あ 

る
。
か
れ
ら
は
大
企
業
と
い
う
巨
大
組
織
に
す
べ
て
を
委
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
、
組
織
に
と
ら
わ
れ
た
人
間(William 

H. 

W
h
y
t
e
,

 

Jr., 

T
h
e

 

Organization M
a
n
.

 

1
9
5
6
;

邦
訳「

組
織
の
な
か
の
人
間」

)

で
は
な
い
。
組
織
の
伝
統
に
抗
し
て
'
 

創
造
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
能
力
を
生
か
す
道 

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
性
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
個
性
と
い
う
の
は
孤
立
で
は
な
く
、
組
織
の
な
か
で
生
か
さ
れ
る
創
造 

的
素
質
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
枠
内
に
お
さ
ま

っ

て

し

ま
っ
，

て
、.
会
社
へ
の
.忠
誠
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
は
専
門
職 

業
者
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
し
て
、
仕
事
の
目
的
が
会
社
：か
ら
自
分
に
移
る
に
つ
れ
て
、
.産

業

に

お

け

る

専

門

職

業

化

、は
次
第 

に
発
展
し
て
く
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

，

——

わ
が
国
で
は
、
家
族
主
義
的
雰
囲
気
か
ら
し
て
、
能
力
よ
り
も
人
柄
が
、
個
性
よ
り
も
同
調
が
重
視
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
、
 

情
勢
は
変
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
企
業
発
展
の
た
め
に
、：
A
#
、
と
く
に
、：
経
営
人
材
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
く
る
と
、
重
み
は
能
力 

に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
有
能
で
あ
り
、
：'し
か
も
、
企
業
に
忠
誠
を
誓
う
も
の
が
最
も
の
ぞ
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
個
性
を
圧
殺
し
て 

し
ま
う
と
、
能
カ
は
杻
て
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
>専

門

職

業

化.に
と
.も
な
う
こ
の
.よ
.う
な
傾
向
は
、：

わ
が
国
に
独
自
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ 

力
に
お
け
る
昇
進
途
上
に
あ
る
若
い
経
営
者
の
調
査
研
究(

W
alt

er G
i
a
r
d
i
,

 

Jr., .The 

.

.
Y
o
u

-y
g Executive, 

1
9
6
4
.

邦
訳「

若
い
経
営H

リ
丨
ト
た 

ち」y

に
お
い
て
も
、
：■類
似
な
事
柄
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

.

•
 

' 

.

;

c
.

 W
.

ミ

ル

：.ズ

.は

で

• 

X

I

ソ

ゾ

ズ

の

見

解

を

引

合

い

に

出

し

て

、

専

門

職

業

者

が

公

共

的

利

益

に

奉

仕

す

る

と

i

う

主

張

に

反

対

し

て

い
 

企

業

に

お

け

る

尊

門

職

業

渚 

二1.1
1

(

六

九

五)



ニ
a

、六九
.：j、

)

.る
。「
実
業
家
は
利
己
的
.I

分
の
利
I

;

追
求
す
る
が
、
專
m
職

馨

(

l

l

a

l

.

m
a
n
)
.

は
利
他
的
：に

他

人

の

利

益

.に

奉

仕

す

る

と

ハ
う
よ 

P
奢

兄

ら

れ

て

る

：
こ
の
よ
う
な
民
划
が
普
及
し
.て
、
る
が
、
T 

•
。ハ
-
ソ
シ
ズ
が
正
確
に
見
抜
い
た
よ
う
に
、
両
者
の
相
違
は
利
己
主
義 

と

利

他

主

義

の

間

に

あ

る

の

で

は

な

い

。

そ

れ

は

特

殊

な

麗

'を

必

要

と

す

る

職

業

に

つ

I

め
の
'
要
件…

…

に
お
け
る
も
の
で
あ
る」

。

8
. 

w
i

t

 

I

 

i

.

.
 

C
o
l
l
a
r
,

 

1
9
5
1
,

 

p. 

.
1
3
8
)

産
業
：に
お
け
る
専
門
職
業
的
経
営
者
が
仕
事
.の
目
的
を
社
会
に
.お
い
て
い
な
い
と
い
う
事
青
t
、
 

前
掲
の
実
証
的
資
料
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
.
注
目
し
な
く
て
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
を
会
社
に
も
お
か
ず
、
自
分
に
求
め
て
い
る
と
、
 

う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
.で
な
V

」
と
か
ら
しK

、
'

直
ち
に
、
利
己
的
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
は
早
急
に
す
ぎ
る
。

F

自
分
の
た
め」

と
い
う
の 

は
利
己
的
で
あ
る
よ
t

、
.む
し
ろ
、'
 

能
力
発
揮
を
通
し
て
の
自
己
表
現
の
欲
求
で
あ
る
と
'み
る
•べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

■
現
在
の
企
業
体
制
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
専
門
職
業
化
が
健
全
な
成
長
を
遂
げ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な

、
。
.し

か

d

り
、
 

こ
の
方
向
I

し
進
め
な
く
て
は
解
決
し
え
な
い
諸
麗
が
山
積
し
て
い
る
。
I

に
お
け
る
専
門
職
業
f

自

己

の

着

的

I

I

議

し

、
 

イ
テ
才
口
ギ

I
を
掲
け
る
と
U
つ
た
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
は
未
来
の
社
会
.を
準
備
す
る
た
め
の
歩
を
進
め
て
い
る
の
で
は
な
か 

ろ
う
か
。

日
本
資
本
主
碧
の
再
生
産
構
造
分
析
試
論

n

——

昭
和
三
〇
年
以
降
の
拡
大
再
生
産
過
程
⑷——

井
村
喜
代
子

 

北原

 

勇

序

論

本

論第
一
.章

三

〇
年
以
降
の
拡
大
再
生
産
過
程
に
お
け
る「

消
費
手
段」

の
推
移(

以
上
㈠
本
誌
一
九
六
六
年
六
月
号

)

第

二

章

三

〇
年
以
降
の
拡
大
再
生
産
過
程
に
お
け
る「

固
定
設
備」

の
推
移(

以
上
㈡
本
誌
一
九
六
六
年
一
〇
月
号)

第
三
章
.，「

一
般
政
府」

用
流
動
的
資
材(

軍
需
品
ふ
く
む)

の
推
移 

第
四
章
サ
ー
ビ
ス
部
門
用
流
動
的
資
材
の
推
移(

以
上
㈢
本
誌
一
九
六
七
年
五
月
号)

第

五

章

三

〇
年
以
降
の
拡
大
洱
生
産
過
程
に
お
け
る
各
種
原
材
料
の
誘
発
諸
関
係 

序
節
分
析
の
主
題
と
方
法
：

第
一
節
諸
生
産
服
門
に
お
け
る
原
材
料
投
入
構
成
比
の
変
化
.

第
二
節
産
業
連
関
分
析
的
方
法
に
ょ
る
原
材
料
誘
発
関
係
の
考
察(

以
上
本
稿)

第
三
節
西
生
産
上
の
機
能
別
に
み
た
各
種
原
材
料
の
推
移(

本
誌
八
月
号)

H

本
資
本
主
義
の
西
生
産
構
造
分
析
試
論

n 

.ニ

五

(

六
九
七)


