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員
の
直
属
の
上
司
は
、
そ
の
前
兆
を
見
逃
す
こ
と

な
く
事
件
等
が
発
生
す
る
前
に
本
人
を
呼
び
、
何

か
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
か
、
何
か
心
配
事
が
あ

る
の
か
を
聞
き
質た

だ

す
こ
と
は
必
要
で
す
。
併
せ
て
、

本
人
が
公
金
に
関
与
し
て
い
る
業
務
の
場
合
は
、

組
織
体
制
を
見
直
し
、
公
金
の
出
し
入
れ
、
通
帳

や
印
か
ん
の
保
管
状
況
、
チ
ェ
ッ
ク
が
機
能
し
て

い
る
か
等
を
早
急
に
確
認
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ら
を
漫
然
と
放
置
す
れ
ば
、
公
金
の
着

服
等
の
深
刻
な
事
態
を
招
く
蓋が

い
ぜ
ん然

性
が
高
く
な
る

も
の
で
す
。
危
機
の
可
能
性
の
察
知
が
早
け
れ
ば

早
い
ほ
ど
問
題
が
拡
大
し
な
い
う
ち
に
解
決
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

危
機
を
察
知
す
る
判
断
基
準
と
し
て
「
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
の
法
則
」
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
の
重
大
な
事

故
や
事
件
が
発
生
す
る
前
に
29
の
中
程
度
の
事
故

や
事
件
が
発
生
し
、
そ
の
前
に
損
害
等
が
発
生
し

な
い
が
ひ
や
り
と
す
る
ミ
ス
等
が
３
０
０
発
生
し

て
い
る
こ
と
を
統
計
学
的
に
証
明
し
た
法
則
で
あ

り
、
大
き
な
事
故
や
事
件
が
起
き
る
前
に
前
兆
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
特
に
管
理

者
は
強
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

公
金
着
服
の
防
止
策

　

公
金
の
着
服
は
立
派
な
犯
罪
で
す
。
従
っ
て
犯

罪
の
原
因
を
本
人
の
自
覚
の
欠
如
や
公
務
員
と
し

て
の
あ
る
ま
じ
き
行
為
に
の
み
に
収し

ゅ
う
れ
ん斂

さ
せ
て
い

て
は
、
同
様
の
問
題
が
ま
た
発
生
し
ま
す
。

　

公
務
員
は
公
僕
と
し
て
犯
罪
行
為
な
ど
は
決
し

て
行
わ
な
い
と
い
う
性
善
説
に
終
始
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
公
務
員
の
意
識
改
革
、
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
の
自
覚
を
再
度
研
修
等
で
確
認
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
公
金
の
着
服
が
出

来
な
い
組
織
や
体
制
作
り
も
併
せ
て
実
施
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
銀
行
の
地
下
金
庫
に
大

量
の
金
が
あ
っ
て
も
テ
レ
ビ
や
映
画
と
違
っ
て
実

際
に
盗
も
う
と
す
る
者
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
あ

の
場
所
は
チ
ェ
ッ
ク
が
厳
し
い
か
ら
無
理
だ
と
思

う
か
ら
で
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
治
体
に
お
い

て
も
公
金
の
着
服
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
諸
条
件

を
つ
ぶ
し
て
い
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。
自
治
体
に

お
い
て
は
ハ
イ
テ
ク
機
能
を
充
実
さ
せ
て
犯
罪
の

防
止
と
い
う
わ
け
に
は
、
財
政
上
等
の
問
題
か
ら

い
か
な
い
と
な
れ
ば
、
基
本
に
そ
っ
た
人
的
対
応

と
し
て
の
公
金
の
処
理
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
公
金
の
出
し
入
れ
を
複
数
人
で
対
応
し
て
い
る

か
、
②
通
帳
や
印
か
ん
の
保
管
状
況
（
鍵
の
か
か
る

ロ
ッ
カ
ー
等
に
保
管
し
、
上
司
の
机
の
上
に
常
時

置
か
れ
て
い
な
い
か
）、
③
出
納
処
理
を
長
期
間
放

置
し
て
い
な
い
か
、
④
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
や
ク
ロ

ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
る
か
、
⑤
同
一
人
に

長
期
間
、
公
金
の
処
理
を
任
せ
て
い
な
い
か
、
な

ど
の
当
然
の
基
本
的
な
作
業
を
再
度
見
直
し
す
る

こ
と
で
す
。

　

事
件
等
が
起
き
た
直
後
は
上
記
の
作
業
を
実
施

す
る
の
で
す
が
、
年
数
が
経
過
し
、
異
動
等
に
よ

り
、
こ
れ
ら
が
実
施
さ
れ
な
く
な
る
の
が
多
く
の

自
治
体
の
状
況
で
す
。
特
に
所
管
の
管
理
者
は
、

上
記
の
手
順
に
そ
っ
た
適
正
な
公
金
管
理
が
実
施

さ
れ
て
い
る
か
を
常
時
見
守
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
公
金
の
着
服
が
発
生
し
て
か
ら
、

後
悔
し
て
も
後
の
祭
で
す
。
住
民
の
自
治
体
に
対

す
る
信
頼
・
信
任
を
大
き
く
失
う
原
因
が
職
員
に

よ
る
公
金
の
着
服
問
題
で
あ
る
こ
と
を
首
長
は
特

に
肝
に
銘
ず
る
こ
と
で
す
。

懲
り
な
い
公
金
の
着
服
問
題

　

市
民
か
ら
の
税
金
等
の
公
金
で
運
営
す
る
自
治

体
に
お
い
て
、
住
民
か
ら
の
信
頼
を
欠
く
職
員
の

不
祥
事
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

そ
の
う
ち
で
市
民
が
最
も
嫌
悪
を
感
じ
る
も
の
が
、

公
金
の
着
服
や
横
領
で
す
。
し
か
し
、
国
を
は
じ

め
全
国
の
自
治
体（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
公
社
等
）

で
公
金
の
着
服
等
の
問
題
が
過
去
に
一
度
も
発
生

し
た
こ
と
が
な
い
団
体
は
残
念
な
が
ら
希け

う有
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
公
金
の

着
服
」
と
入
力
す
れ
ば
、
全
国
の
自
治
体
の
不
祥
事

を
は
じ
め
公
金
の
着
服
が
数
限
り
な
く
画
面
に
現

わ
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
の
自
治
体
の
実
態

で
す
。
な
ぜ
公
金
の
着
服
が
数
多
く
発
生
し
、
な

ぜ
そ
れ
を
防
止
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

自
治
体
に
お
い
て
公
金
を
扱
う
職
場
は
数
多
く

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
取
り
扱
う
公
金
を
そ
の
場
で

着
服
す
る
職
員
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
。
公
金
の
着
服

が
発
覚
す
れ
ば
金
銭
の
多
寡
に
限
ら
ず
懲
戒
免
職

が
一
般
的
で
す
。
人
事
院
か
ら
出
さ
れ
て
い
る｢

懲

戒
処
分
の
指
針
に
つ
い
て（
通
知
）｣

は
、
公
金
官
物

取
り
扱
い
関
係
の
規
定
の
中
で｢

公
金
又
は
官
物
を

横
領
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。」「
公
金
又
は
官

物
を
窃
取
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク

を
負
う
行
為
を
行
う
こ
と
は
一
般
的
に
は
し
ま
せ

ん
。
そ
の
リ
ス
ク
を
犯
し
て
も
公
金
に
手
を
出
す

と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
金
銭
に
お
わ

れ
る
状
態
等
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
の
事
情
は
、
過
剰
な
投
資
、
賭
事（
競
馬
、

競
輪
、
パ
チ
ン
コ
、
麻
雀
等
）
や
ホ
ス
テ
ス
や
ホ
ス

ト
に
入
れ
揚
げ
て
大
金
を
消
費
し
た
り
、
高
級
ブ

ラ
ン
ド
商
品
を
ロ
ー
ン
で
多
量
に
購
入
す
る
な
ど

さ
ま
ざ
ま
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
職
員
の
給
料

の
範
囲
内
で
賄
っ
て
い
る
限
り
は
別
に
問
題
も
発

生
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
数
多
く

の
サ
ラ
金
等
に
手
を
出
し
て
く
る
と
事
態
は
悪
化

の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

人
為
的
危
機
に
は
前
兆
が
あ
る

　

公
金
着
服
の
特
徴
は
、
一
回
の
行
為
で
高
額
の

公
金
を
着
服
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

多
く
は
職
務
行
為
の
中
で
数
カ
月
、
数
年
の
中
で

行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
人
為
的
危
機
の

場
合
は
、
目
の
前
の
現
象
や
出
来
事
の
中
に
危
機

の
兆
し
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

公
金
の
着
服
を
行
う
者
に
は
、
特
に
前
兆
が
あ

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
サ
ラ
金
に
多
額
の
借

金
を
か
か
え
る
職
員
の
場
合
に
は
、
返
済
が
滞
っ

て
く
れ
ば
職
場
に
支
払
の
督
促
の
電
話
や
サ
ラ
金

業
者
が
出
向
く
こ
と
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
状
況
は
周
囲
に
い
る
多
く
の
職
員
が
見
て
い

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
支
払
に
お
わ
れ
た
り
し
て

い
る
と
仕
事
に
専
念
で
き
ず
、
勤
務
体
勢
が
乱
れ
、

遅
刻
、
早
退
、
無
断
欠
勤
な
ど
が
生
じ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ら
が
前
兆
な
の
で
す
。
少
な
く
と
も
当
該
職

公
金
の
着
服
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