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は

し

が

き

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
経
営
文
化
論
、
組
織
文
化
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
空

気
」
と
い
う
文
化
要
素
は
な
い
。
そ
の
方
法
は
論
理
的
か
つ
分
析
的
で
あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る

が
、
こ
の
方
法
を
借
用
し
て
日
本
の
経
営
文
化
を
解
い
て
も
、
肝
心
な
と
こ
ろ
に
は
届
か
な
い
。
日
本
の
経
営
文

化
は
論
理
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
研
究
で
は
、
パ
リ
高
等
商
科
大
学
ド
ミ
ニ
ク
・

チ
ユ
ル
ク
教
授
の
去
暖
味
の
構
造
』
が
、
社
会
学
の
手
法
を
と
っ
て
、
日
本
の
経
営
文
化
の
解
明
に
か
な
り
接
近

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
研
究
に
も
「
空
気
」
　
の
要
素
へ
の
注
目
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
研
究
文
献
を
概
観
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
日
本
の
組
織
内
の
「
空
気
」
の
存
在
は
日
本
独
特
で
あ
っ

て
、
西
の
世
界
の
人
々
に
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
か
な
く
て
は
、
日
本
の
経
営
活
動
の
性
質

を
世
界
に
了
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

日
本
の
経
営
文
化
の
核
心
が
「
空
気
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
が
こ
れ
か
ら
解
い
て
い
く
わ
け
だ
が
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
お
こ
う
。
日
本
の
経
営
文
化
と
し
て
の
「
空
気
」
　
の
特
色
は
、
無
色
で

は
な
く
一
色
を
理
想
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
空
気
」
が
七
色
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
組
織
お
よ
び
経

営
活
動
を
吹
き
抜
け
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
金
太
郎
飴
社
員
」
が
一
色
の
「
空
気
」
を
呼
吸
す
る
と
い

う
こ
と
が
集
団
主
義
の
「
和
」
の
理
想
状
態
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
色
の
空
気
が
蓄
積
さ
れ
て
い

J



る
状
態
が
「
社
風
」
で
あ
る
。
社
風
と
い
う
言
葉
も
日
本
以
外
に
は
な
い
。

日
本
の
企
業
の
経
営
活
動
は
棄
議
制
度
、
集
団
主
義
、
全
社
運
動
な
ど
種
々
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
そ

れ
で
適
切
だ
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
制
度
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
社
員
に
共
通
し
て
い
る
空
気
で
あ
る
。

制
度
が
人
間
抜
き
で
動
く
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
日
本
の
「
経
営
文
化
」
　
の
核
心
が
「
空
気
」
な
の

か
、
ど
こ
か
ら
「
空
気
」
が
生
ず
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
「
空
気
」
が
組
織
内
の
人
々
を
支
配
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
ひ
と
た
び
確
か
め
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
が
実
に
容
易
で
は
な
い
の
だ
。
当
然
の
こ
と
だ
と
し
て
誰
も
気

に
し
て
い
な
い
し
、
は
っ
き
り
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
こ
で
本
書
は
、
わ
け
が
分
か
ら
な
い
「
空
気
」
の
正
体
を
解
く
た
め
に
、
五
編
一
三
章
と
い
う
多
数
の
構
成

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
あ
ま
り
難
し
く
し
な
い
た
め
に
、
大
き
な
本
に
す
る
こ
と
を
避
け
、
事
例
も
多

く
採
取
し
た
。
全
体
の
筋
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

組
織
内
の
「
空
気
」
そ
の
も
の
の
説
明
は
第
Ⅳ
編
の
第
9
～
1
1
章
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
第
Ⅳ
編
は
本
書
で
最
大

の
絹
で
は
あ
る
が
、
と
は
い
え
全
部
の
絹
が
「
空
気
」
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
が
本
書

の
特
色
で
あ
る
。

第
I
～
第
Ⅲ
編
は
、
そ
の
第
Ⅳ
編
に
入
る
た
め
の
滑
走
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
組
織
の
「
空
気
」
を
説

明
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
人
の
社
会
生
活
様
式
そ
の
も
の
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

第
Ⅱ
、
第
Ⅲ
編
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
空
港
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
く
と
、
第
－
編
は
、
第
Ⅲ
、
第
Ⅲ

編
で
あ
る
本
来
の
滑
走
路
に
入
る
た
め
の
助
走
路
で
あ
る
。

欧
米
人
だ
ろ
う
と
日
本
人
だ
ろ
う
と
、
文
明
生
活
を
し
て
い
る
以
上
、
み
な
同
じ
で
日
本
人
が
違
っ
て
い
る
わ

きがしま

け
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
文
化
の
方
が
優
越
し
て
い
る
と
す
る
意
見
の
方
々
が
日
本
に
は
多
い
。
こ
の

意
見
は
、
日
本
が
「
経
済
大
国
」
　
に
な
る
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん
増
加
し
て
い
る
。
意
見
を
も
つ
こ
と
は
自
由
だ
し
、

日
本
人
同
質
論
あ
る
い
は
日
本
人
優
性
論
の
方
が
日
本
人
に
は
快
い
だ
ろ
う
。

外
国
で
住
む
時
に
私
は
、
偶
然
で
は
あ
ろ
う
が
、
日
本
人
が
多
数
住
ん
で
い
る
地
域
で
は
な
く
、
そ
の
町
の

人
々
で
成
り
立
つ
地
域
で
定
住
の
イ
ロ
バ
か
ら
始
め
る
体
験
ば
か
り
を
し
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
国
で
の
そ
う
い

う
体
験
を
基
礎
に
す
る
と
、
外
国
書
の
読
み
方
、
絵
画
彫
刻
の
見
方
、
音
楽
の
聴
き
方
、
対
話
の
し
か
た
ま
で
日

本
人
同
質
論
と
は
違
っ
て
く
る
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。

私
に
は
、
日
本
人
の
文
化
が
西
の
世
界
の
人
々
と
同
じ
だ
と
は
思
え
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
そ
の
証
明
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
極
端
な
場
合
を
考
え
た
。
す
な
わ
ち
人
間
自
身
が
死
に
直
面
す
る
よ
う
な
危
機
に
お
か
れ
た

時
に
、
人
の
心
の
原
点
で
あ
る
は
ず
の
良
心
が
ど
う
働
く
か
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
こ
の
異
同
の
決
め

手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
こ
で
第
－
編
「
経
営
文
化
の
基
礎
を
考
え
る
」
で
は
、

簡
単
な
導
入
部
分
を
述
べ
た
後
に
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
人
々
の
、
組
織
内
で
の
行
動
の
特
色
を

「
原
組
織
」
と
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
人
々
と
日
本
人
と
を
比
較
し
た
。
日
本
の
組
織
だ
け
に
「
空

気
」
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
国
際
比
較
の
方
法
が
欠
か
せ
な
い
の
で
、
以
下
の
各
稀

で
も
こ
う
い
う
比
較
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

第
¶
］
編
か
ら
、
本
論
に
な
る
。
ま
ず
本
書
の
理
論
的
方
法
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
第
Ⅲ
編
は

「
日
本
人
の
文
化
形
成
を
考
え
る
」
と
題
し
、
「
文
化
形
成
の
核
心
」
　
（
第
3
章
）
と
し
て
、
ま
ず
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
経
済
社
会
学
の
方
法
を
取
る
こ
と
を
述
べ
た
。
経
済
社
会
学
を
マ
ク
ロ
と
す
れ
ば
、
私
は
、
そ
の



はしがき

ミ
ク
ロ
と
し
て
の
経
営
社
会
学
を
自
分
の
方
法
論
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
日
本
人
の
伝
統
文
化
と
し
て
は
、
縄
文

人
の
土
着
文
化
こ
そ
が
伝
統
文
化
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
教
科
書
的
通
説
と
は
異
な
る
か

も
し
れ
な
い
。

つ
づ
く
「
高
度
先
進
中
国
か
ら
の
文
化
輸
入
」
　
（
第
4
章
）
、
「
日
本
的
仏
教
の
形
成
」
　
（
第
5
章
）
は
、
日
本
人

の
文
化
形
成
・
維
持
の
根
幹
に
あ
た
る
部
分
で
、
連
続
す
る
二
章
で
あ
る
。
こ
こ
も
ま
た
、
通
説
と
は
か
な
り
異

な
る
と
思
う
。
一
つ
は
、
古
代
大
和
王
朝
以
来
、
日
本
人
は
は
る
か
に
高
度
な
中
国
文
化
の
輸
入
に
追
い
ま
く
ら

れ
て
一
〇
〇
〇
年
以
上
を
過
ご
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
人
の
生
活
価
値
観
の
形
成
に
は
、
こ
の
高
度
先
進

文
化
へ
の
対
応
、
こ
れ
ら
の
高
度
輸
入
文
化
と
伝
統
文
化
と
の
調
整
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、
そ
の
高
度
先
進
中
国
文
化
が
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
照
応
す
る
基
礎
部
分
と
、
高
度

先
進
部
分
と
の
双
方
に
作
用
し
た
た
め
に
、
伝
統
文
化
も
ま
た
そ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
足

利
時
代
以
降
に
な
る
と
、
一
方
で
は
、
「
底
部
文
化
」
と
し
て
伝
統
文
化
が
が
っ
ち
り
と
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て

他
方
で
は
、
先
進
文
化
輸
入
に
対
し
て
「
都
合
が
よ
い
と
こ
ろ
だ
け
を
採
択
す
る
」
と
い
う
「
断
章
取
義
」
の
方

法
が
確
立
さ
れ
て
、
日
本
人
の
「
上
部
文
化
」
　
（
舶
来
）
　
の
核
心
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
日
本
人
の
「
二
重
文
化
」

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
の
日
本
企
業
の
技
術
貿
易
赤
字
額
は
二
七
〇
〇
億
円
だ
っ
た
が
、
一
〇
年
後
の
一
九
九
二
年
に
は

五
二
〇
〇
億
円
に
倍
増
し
て
い
る
。
こ
の
「
経
済
大
国
」
で
は
、
「
『
基
礎
技
術
』
は
ア
メ
リ
カ
、
モ
ノ
づ
く
り
の

『
応
用
技
術
』
は
日
本
、
と
い
う
住
み
分
け
が
で
き
て
い
る
か
ら
心
配
な
い
、
心
配
な
い
」
と
い
う
意
見
が
多
い
。

「
基
礎
技
術
抜
き
の
経
済
大
国
」
は
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
前
の
高
度
先
進
文
化
輸
入
の
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
た
日

本
の
「
上
部
文
化
」
　
の
一
つ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
の
文
化
が
、
こ
の
よ
う
な
「
二
重
文
化
」
で
あ
る
こ
と
を
見
た
上
で
、
第
Ⅲ
編
は
「
経
営
文
化
の
骨
格

を
考
え
る
」
と
題
し
て
、
い
よ
い
よ
経
常
文
化
の
考
察
を
始
め
る
。
「
西
の
世
界
の
組
織
思
想
」
（
第
6
章
）
は
、

「
文
化
形
成
の
核
心
」
　
（
第
3
章
）
を
受
け
て
、
西
の
世
界
の
組
級
思
想
の
形
成
の
基
礎
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ

の
章
の
内
容
は
、
日
本
の
経
営
学
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
日
本
人
の
組
織
思

想
」
　
（
第
7
章
）
　
で
は
、
日
本
の
明
治
以
降
の
近
代
企
業
制
度
の
輸
入
は
「
上
部
文
化
」
の
「
断
章
取
義
」
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
の
は
近
代
企
業
経
営
で
は
な
く
、
ウ
エ
ー
バ
ー
が
い
う
東
の
世
界
の
「
家

産
共
同
態
」
と
し
て
の
日
本
的
な
企
業
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
次
大
戦
敗
戦
後
の
占
領
軍
政
で
、
ア
メ
リ

カ
が
、
こ
の
「
家
産
共
同
態
」
企
業
を
西
の
世
界
の
近
代
「
経
営
」
に
転
換
さ
せ
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
こ
と
、
ま
た
日
本
の
財
閥
の
基
幹
産
業
の
資
本
が
壊
滅
し
た
後
、
占
領
軍
政
が
経
済
復
興
支
持
へ
と
政
策

を
転
換
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
企
業
の
資
本
蓄
積
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
時
代
が
「
日
本

的
経
営
」
が
形
成
さ
れ
る
時
代
だ
っ
た
。

東
西
冷
戦
状
態
を
利
用
し
て
高
度
工
業
化
、
高
度
経
済
成
長
が
つ
づ
き
、
日
本
の
大
企
業
は
資
本
蓄
積
に
全
力

を
投
入
し
た
。
こ
れ
が
一
九
四
五
～
八
五
年
の
戦
後
四
〇
年
間
の
企
業
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日

本
の
大
企
業
は
、
巨
額
の
資
本
蓄
積
を
達
成
し
て
　
「
法
人
」
と
し
て
独
立
し
た
「
人
」
と
な
り
、
そ
の
組
織
が

「
共
同
体
」
と
な
り
、
西
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
「
法
人
共
同
体
」
と
い
う
組
織
を
つ
く
っ
た
。
大
企
業
の
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
経
営
者
が
、
自
分
の
財
産
で
も
な
い
の
に
、
「
含
み
資
産
」
「
内
部
留
保
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
私
企
業

の
資
産
蓄
積
に
献
身
す
る
理
由
の
根
本
思
想
は
∵
」
の
「
共
同
体
」
「
家
産
」
思
想
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か



きがしま

と
思
う
。
そ
の
根
本
思
想
を
日
本
人
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
全
体
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
「
法

人
共
同
体
」
活
動
が
、
一
九
八
五
年
以
降
の
日
本
の
企
業
活
動
の
性
質
に
な
る
。

「
「
法
人
共
同
体
」
の
思
想
」
（
第
8
章
）
で
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
が
い
う
西
の
世
界
の
「
近
代
経
営
」
で
は
な
く
、

東
の
世
界
の
「
家
産
共
同
態
」
と
し
て
の
「
法
人
共
同
体
」
の
性
質
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
法
人
共
同

体
」
の
成
立
・
維
持
の
た
め
に
は
、
そ
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
根
拠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
根
拠

を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
の
準
備
を
し
た
上
で
、
第
Ⅳ
編
で
「
空
気
」
そ
れ
自
体
の
探
究
に
入
る
。
第
Ⅳ
編
は
三
幸
構
成
で

あ
っ
て
、
空
気
の
性
質
、
空
気
の
形
成
、
空
気
の
支
配
、
空
気
へ
の
陶
酔
、
空
気
の
消
滅
の
構
造
を
解
明
し
て
い

る
。
こ
の
編
に
関
し
て
最
大
の
刺
激
を
受
け
た
の
は
、
山
本
七
平
氏
の
　
『
「
空
気
」
　
の
研
究
』
　
（
文
垂
春
秋
、
一
九

七
七
年
）
だ
っ
た
。
今
か
ら
一
五
年
前
の
著
作
だ
が
、
こ
の
山
本
氏
の
視
点
に
学
ん
で
日
本
の
企
業
の
文
化
を
解

き
た
い
と
そ
の
時
に
思
っ
た
。
山
本
氏
は
、
そ
の
後
ず
っ
と
健
筆
を
振
る
わ
れ
、
企
業
活
動
に
つ
い
て
も
筆
が
及

ん
で
お
ら
れ
た
の
で
、
「
空
気
」
　
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
続
編
を
書
か
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
待
っ
て

い
た
。
山
本
氏
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
一
九
九
一
年
一
二
月
に
早
世
さ
れ
、
そ
の
後
に
ど
な
た
か
ら
も
「
空

気
」
　
の
研
究
の
発
表
が
な
い
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
本
書
の
公
刊
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

第
Ⅳ
楠
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
の
　
『
「
空
気
」
　
の
研
究
』
　
の
内
容
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
努
め
た
上
で
、
私
の
考

え
を
つ
け
加
え
る
構
成
に
し
た
。

第
Ⅴ
編
で
は
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
「
法
人
共
同
体
」
は
空
気
支
配
を
維
持
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問

題
を
、
二
つ
の
章
で
提
出
し
て
い
る
。
「
二
十
一
世
紀
の
日
本
人
」
　
（
第
1
2
章
）
で
は
『
人
工
化
社
会
と
電
脳
文
化
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
で
初
め
て
提
出
し
た
「
電
脳
世
代
」
に
つ
い
て
の
、
そ
の
後
の
計
測
結
勢
を
掲
載
し
て

い
る
。
ま
た
、
「
論
理
化
経
営
」
の
提
案
で
は
、
サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
副
社
長
荒
井
伸
也
氏
実
践
の
「
言
語
化
経
営
」

に
共
感
し
て
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
「
論
理
化
経
営
」
　
へ
の
変
身
を
提
案
し
た
（
第
1
3
章
）
。

二
十
一
世
紀
は
、
東
の
世
界
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
西
の
世
界
と
の
接
触
が
国
勢
を
左
右
す
る
ほ
ど
密
接
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
日
本
人
に
今
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
世
代
が
登
場
し
て
く
る
。
余
計
な
摩
擦
の

激
化
を
避
け
る
た
め
に
は
、
世
界
に
も
国
内
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
経
営
活
動
に
変
換
す
る
の
が
賢
明
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ
の
最
小
限
の
努
力
と
し
て
、
経
営
活
動
は
、
「
空
気
」
経
営
か
ら
変
身
す
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

分
厚
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
注
記
は
す
べ
て
省
略
し
た
。
ま
た
引
用
文
献
は
文
中
に
明
記
し
、
参
考
文
献
は
末

尾
に
ま
と
め
て
掲
出
し
た
。
著
者
、
編
者
の
方
々
に
は
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
り
が
た

く
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

以
上
が
本
書
の
構
成
の
概
略
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
な
内
容
の
著
作
の
刊
行
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
の
杉
田
啓
三
氏
お
よ
び
不
出
来
な
文
章
を
丹
念
に
編
集
し
て
い
た
だ
い
た
小
田
博
子
氏
に
、
特
に
記
し

て
謝
意
を
表
し
た
い
。

一
九
九
四
年
一
月

著
　
　
者

7
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あ

と

が

き

「
こ
う
い
う
空
気
で
す
か
ら
、
今
回
は
こ
う
言
わ
な
い
と
通
り
ま
せ
ん
よ
」
と
か
「
あ
の
時
は
こ
う
い
う
空
気

だ
っ
た
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
の
な
か
で
、
毎
日
の
よ
う

に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
、
話
す
人
も
聞
く
人
も
、
そ
れ
だ
け
で
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
欧
米
人
に

は
理
解
で
き
な
い
。
日
本
の
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
欧
米
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
か
な
り
の
数
に
な
り
、
日
本
の
企
業

に
働
い
た
上
で
の
分
析
レ
ポ
ー
ト
も
一
つ
や
二
つ
で
は
な
い
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、

「
空
気
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
全
く
な
い
。
欧
米
企
業
に
は
、
日
本
企
業
に
あ
る
よ
う
な
「
空
気
」
が
存
在
し
な

い
か
ら
だ
ろ
う
。

「
組
織
風
土
」
「
組
織
文
化
」
と
い
う
領
域
は
、
人
間
組
織
の
集
団
理
論
の
分
野
に
あ
る
。
自
然
環
境
の
存
在
様

式
を
「
自
然
風
土
」
あ
る
い
は
「
風
土
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
の
環
境
下
で
生
き
て
い
る
人
間
の
集
ま
り
で
の

生
活
行
動
様
式
を
「
社
会
風
土
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
社
会
風
土
」
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
、
社
会

学
、
地
理
学
、
人
類
学
な
ど
に
よ
っ
て
昔
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
企
業
や
官
庁
な
ど
社
会
の
個
々
の
活

動
組
織
を
単
位
と
し
て
、
そ
の
小
単
位
に
参
加
す
る
人
々
に
共
通
す
る
思
想
・
行
動
様
式
に
つ
い
て
「
風
土
」
式

の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
経
営
組
織
内
の
社
会
風

土
を
「
経
営
風
土
」
「
経
営
文
化
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
本
格
的
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
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あとがき

者
た
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
発
端
は
本
書
で
も
紹
介
し
た
が
、
お
そ
ら
く
ア
イ
オ
ワ
大
学
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
心
理
学
者
、
ク
ル
ト
・
レ
ビ
ン
教
授
（
一
八
九
〇
～
一
九
四
七
年
）
　
で
あ
ろ
う
。
レ
ビ
ン
教
授
は
実
験
集
団
心
理

学
の
創
始
者
で
、
後
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
業
大
学
（
M
I
T
）
　
に
移
り
、
そ
の
門
下
に
、
い
わ
ゆ
る
行
動
心

理
学
の
英
才
を
輩
出
し
た
。
レ
ビ
ン
の
樹
立
し
た
「
集
団
力
学
」
は
や
が
て
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
移
管
さ
れ
て
、
レ

ビ
ン
を
抜
き
ん
で
る
業
績
が
続
々
と
生
み
出
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

企
業
の
経
営
組
織
を
通
し
て
、
社
員
共
通
の
社
会
生
活
様
式
を
解
明
す
る
こ
と
が
「
経
営
風
土
」
「
経
営
文
化
」

の
研
究
で
あ
り
、
二
つ
の
言
葉
は
同
義
に
用
い
ら
れ
る
。
「
経
営
風
土
」
と
題
す
る
著
作
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た

の
は
、
レ
ビ
ン
門
下
の
G
・
H
・
リ
ト
ビ
ン
、
R
・
A
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ー
の
　
『
経
営
風
土
』
　
（
一
九
六
八
年
）
だ
っ

た
。
こ
の
「
経
営
風
土
」
論
か
ら
、
経
営
風
土
革
新
手
法
と
し
て
「
組
織
開
発
」
　
（
O
D
）
が
提
案
さ
れ
て
一
九

七
〇
年
代
に
日
本
の
企
業
で
大
流
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、
ソ
ビ
エ
ト
と
の
軍
備
拡
張
大
東
争
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
経
済
の
民
間
部
門
が
衰
退
し

た
。
日
本
企
業
の
輸
出
攻
勢
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
に
始
ま
り
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
企
業
と
競
争
す
る
分
野
で
の
ア

メ
リ
カ
本
土
の
工
場
設
置
も
す
す
ん
だ
。
日
本
経
済
の
強
さ
、
そ
の
下
で
の
日
本
大
企
業
の
不
可
解
な
組
織
・
経

営
行
動
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
経
営
学
か
ら
の
「
組
織
文

化
」
　
の
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
こ
の
「
組
織
文
化
」
　
の
研
究
に
は
特
徴
が
あ
る
。
経
営
活
動
の
分
析
を
文
化

領
域
ま
で
拡
張
し
て
日
本
企
業
に
負
け
な
い
ア
メ
リ
カ
企
業
の
経
営
活
動
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
組
織
文
化
論
は
個
人
主
義
を
基
盤
と
す
る
経
営
戦
略
論
な
の
で
あ
る
。

自
然
科
学
の
代
表
で
あ
る
物
理
学
は
十
九
世
紀
に
古
典
物
理
学
が
成
立
し
た
の
だ
が
、
量
子
力
学
が
二
十
世
紀
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初
頭
に
登
場
し
て
、
二
十
一
世
紀
の
自
然
科
学
へ
の
道
を
開
い
た
。
社
会
を
分
析
す
る
社
会
科
学
は
、
自
然
科
学

の
手
法
を
取
り
入
れ
た
。
だ
が
、
企
業
活
動
を
対
象
と
す
る
経
営
学
で
は
出
発
が
遅
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
な
ど
が
よ
う
や
く
二
十
世
紀
初
頭
の
組
織
・
管
理
の
理
論
の
古
典
理
論
を
つ
く
っ
た
。
物
質
で
は
な
く
人
間

活
動
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
経
営
学
で
は
、
科
学
成
立
の
基
礎
で
あ
る
「
概
念
」
そ
の
も
の
の
客
観
的
定
義
が

困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
古
典
理
論
に
対
し
て
、
科
学
と
し
て
の
合
理
主
義
理
論
を
守
り
な
が
ら
、
新
し
い
理
詰
が
二
十
世
紀
後
半

か
ら
登
場
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
A
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
を
発
端
と
す
る
「
ホ
ロ
ン
経
営
」
　
の
提
案
だ
っ
た
。
こ
れ

は
人
間
が
組
織
を
つ
く
り
、
動
か
す
と
い
う
面
を
押
し
出
し
た
生
理
学
モ
デ
ル
だ
っ
た
。
だ
が
人
間
は
単
な
る
生

理
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
末
に
ー
・
C
・
マ
ー
チ
が
認
識
論
を
基
礎
と
す
る
心
理
学
モ
デ
ル
を
提

出
し
た
。
こ
の
心
理
モ
デ
ル
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
だ
が
、
生
理
モ
デ
ル
と
心
理
モ
デ
ル
を
組
み
合
わ
せ
た
二
十
一

世
紀
の
組
織
論
が
、
古
典
理
論
に
代
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理
論
で
は
、
本
書
で
述
べ
た
よ
う
な

「
理
念
型
」
　
の
論
理
が
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

だ
が
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
の
話
で
あ
る
。
日
本
企
業
は
西
の
世
界
で
い
う
近
代
経
営
と
は
違
う
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
ア
メ
リ
カ
の
組
織
理
論
の
発
展
は
別
に
し
て
、
ま
ず
日
本
の
企
業
活
動
が
も
つ
性
質
そ
の
も
の
に
眼
を
据
え

る
必
要
が
あ
る
。
著
者
と
し
て
の
問
題
意
識
の
出
発
点
と
し
て
の
「
総
論
」
は
　
『
人
工
化
社
会
と
電
脳
文
化
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
　
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
の
二
十
一
世
紀
は
、
一
九
八
五
年
の
、
第
二
次
大
戦
後
第
二

期
（
～
二
〇
二
五
年
）
　
と
し
て
始
ま
る
と
考
え
て
、
現
在
の
ま
ま
で
推
移
す
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
見

取
図
を
描
い
た
。
そ
の
こ
と
は
本
書
の
第
Ⅴ
編
で
も
述
べ
て
い
る
。
本
書
は
経
営
文
化
を
対
象
に
し
て
い
る
か
ら
、
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内
容
は
独
立
し
て
い
る
。
本
書
で
は
日
本
の
経
営
文
化
の
「
理
念
型
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
全
力
を
投
入
し
た
。

「
理
念
型
」
だ
か
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
読
者
は
「
ウ
チ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
な
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
「
理
念

型
」
は
概
念
の
構
成
と
現
実
の
抽
象
と
で
純
粋
に
つ
く
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
実
態
を
あ
げ
て
差
異
感
を
も

つ
こ
と
は
当
然
だ
と
思
う
。
本
書
に
つ
づ
い
て
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
日
本
の
経
営
文
化
論
が
出
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
。ハ

ー
バ
ー
ド
大
学
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
教
授
　
（
政
治
学
）
　
の
　
「
文
明
の
衝
突
」
　
（
フ
ォ
ー
リ

ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』
一
九
九
三
年
夏
号
）
が
世
界
で
大
反
響
を
起
こ
し
た
。
冷
戦
後
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て

の
世
界
は
、
代
表
八
文
明
の
衝
突
が
渦
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
八
文
明
の
な
か
で
あ
る

中
国
の
儒
教
文
明
と
日
本
文
明
と
を
全
く
別
個
の
文
明
と
し
て
層
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
教
授
は
、
極
東
ア
ジ
ア
で
中
国
が
覇
権
を
握
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
。
教
授
は
保
守
派
で
、
冷
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
主
要
関
心
対
象
を
中
国
・
イ
ス
ラ
ム
文
明
と
す
る
こ
と
で
注

目
さ
れ
る
。
日
本
文
明
は
他
の
ど
の
文
明
と
も
違
う
独
特
の
文
明
で
あ
っ
て
、
西
の
世
界
と
は
す
べ
て
が
異
な
る

と
明
示
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
見
方
を
嫌
う
人
が
日
本
に
は
多
い
だ
ろ
う
が
、
世
界
で
「
経
済
大
国
日
本
」
に
つ

い
て
知
る
人
々
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
日
本
異
質
論
が
高
ま
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
間
題

に
つ
い
て
も
本
書
を
通
じ
て
読
者
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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