
い
て
、

は

し

が

き

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程

ド
イ
ツ
規
範
的
経
営
学
の
総
帥
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
は
、
一
九
―
二
年
の

,
,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 kaufm~nnische 

B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 als 
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
(
u
n
d
 d
e
r
 I
n
d
u
s
t
r
i
e
)
"
 

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
か
れ
は
、
か
れ
よ
り
も
以
前
ま
た
は
よ
り
以
後
に
お
い
て
経
営
学
の
論
理
的
存
在
可
能
性
の
問
題
に
取
り

①
 

組
ん
だ
す
べ
て
の
論
者
と
同
様
に
、
国
民
経
済
学
か
ら
経
営
学
を
い
か
に
境
界
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
か
れ
は
同
書
に
お

一
方
に
お
い
て
は
国
民
経
済
学
と
私
経
済
学
と
の
密
接
な
関
係
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
私
経
済
学
の
国
民

経
済
学
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
か
れ
は
、
国
民
経
済
学
に
依
拠
し
て
私
経
済
学
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
の

国
民
経
済
学
は
、
新
歴
史
学
派
の
倫
理
的
経
済
学
に
反
対
し
て
精
密
科
学
と
し
て
主
張
さ
れ
た
限
界
効
用
学
派
の
経
済
学
で
あ
り
、
そ

う
し
た
方
法
論
的
立
場
か
ら
か
れ
は
、
私
経
済
学
を
没
価
値
的
な
理
論
科
学
と
し
て
樹
立
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
か
れ
に
よ

①
 

れ
ば
私
経
済
学
は
、
「
個
別
経
済
も
し
く
は
企
業
の
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経
済
学
か
ら
分
岐
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
企

業
概
念
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
当
時
の
か
れ
の
企
業
概
念
は
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
私
的
大
経
営
的
商
事
企
業

(die

R
 

private, 
gro/3betriebliche k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
)
と
規
定
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

大

橋

昭
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注

R ① 

そ
れ
で
あ
っ
て
、

の
み
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
単
な
る
大
規
模
企
業
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
出
資
と
経
営
の
分
離
を
前
提
と
し
た
継
続
企
業
と
し
て
の

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
す
で
に
当
時
、
単
な
る
企
業
者
の
立
場
で
は
な
く
て
、
企
業
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る

創
出
機
構
を
、
ま
だ
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

が
、
そ
の
際
か
れ
は
、
資
産
を
唯
一
の
価
値
創
造
的
要
素
と
し
て
、
経
営
の
主
体
、
少
な
く
と
も
人
間
に
は
関
心
を
よ
せ
ず
、
企
業
を

④
 

純
即
物
的
に
客
体
的
に
把
握
し
て
、
財
務
論
と
し
の
み
経
営
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
当
時
の
か
れ
の
主
張
は
、
要
す
る
に
、
商
業
資
本
を
基
盤
と
し
て
私
的
大
経
営
的
商
事
企
業
を
中
心
と
し
て
そ
の
利
潤

そ
し
て
そ
れ
は
、
独
占

段
階
へ
の
移
行
と
と
も
世
界
市
場
進
出
と
い
う
帝
国
主
義
政
策
を
と
り
、
そ
の
た
め
生
産
費
の
低
減
を
は
か
り
利
潤
獲
得
を
第
一
の
階

級
的
目
的
と
し
た
、
当
時
の
、

い
わ
ゆ
る
帝
国
主
義
繁
栄
期
の
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
、
と
く
に
大
商
業
資
本
の
階
級
的
利
害
に
完
全
に

照
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
し
か
も
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
敗
北
で
も
っ
て
終
る

や
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
は
、
国
外
に
お
い
て
は
領
土
の
喪
失
や
賠
償
の
支
払
等
に
よ
り
、
国
内
に
お
い
て
は
労
働
陣
営
の
革
命
的
攻
勢

に
よ
り
崩
壊
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
こ
の
結
果
資
本
は
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
根
本
的
条
件
を
維
持
し
う
る
限
り
で
の
最

大
限
の
譲
歩
を
な
す
よ
う
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
変
容
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
影
響
を
与
え
ず

に
は
お
か
な
か
っ
た
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
べ
き
自
己
の
所
説
を
修
正
す
る
。

的
私
経
済
学
か
ら
規
範
的
経
営
経
済
学
へ
の
転
換
、
経
営
共
同
体
思
想
の
登
場
が
、
要
す
る
に
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
で
は
、
こ
の
よ
う

な
転
換
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
は
ど
の
よ
う
な
思
想
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
修
正
の
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

一
九
―
二
年
の
利
潤
論
的
即
物

F. Scheinpflug, 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 2
.
 
Aufl・, 
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 H
.
 Seischab, S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1
9
5
4
`
s
.
 
1
5
7
.
 

H•Nicklisch, 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 k
a
u
f
m
i
i
n
n
i
s
c
h
e
 
Be＂triebslehre als 
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
 
(
u
n
d
 d
e
r
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一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

Industrie), 
Bd. I., 
Leipzig 1
9
1
2
,
 
S. 
2・ 

Schonpflug, a. 
a. 
0., 
S. 
167. 

一
九
―
二
年
の
著
に
お
け
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
企
業
概
念
に
つ
い

て
の
一
考
察
」
関
西
大
学
商
学
輪
集
第
一

0
巻
一
号
、
お
よ
び
同
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一

考
察
」
同
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
九
―
二
年
の
利
潤
論
的
私
経
済
学
か
ら
戦
後
の
規
範
的
経
営
経
済
学
へ
の
転
換
の
直
接
の
端
緒
と
な
っ
た
も
の
は
、
周
知
の
よ
う

①
 

に
、
一
九
一
五
年
の
『
利
己
主
義
と
義
務
観
念
』
な
る
講
演
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
的
に
は
戦
時
下
の
情
勢
に
適
合
さ
せ
る
べ
き
修

正
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
経
営
学
史
的
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
私
経
済
学
否
定
論
に
た
い
す
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
解
答
を
な

す
も
の
で
も
あ
る
。

か
れ
は
ま
ず
、
戦
争
の
貫
徹
の
た
め
に
大
学
も
協
力
す
べ
き
で
あ
り
、

“-

こ
の
戦
争
を
貫
徹
さ
せ
る
も
の
は
一
般
的
に
い
っ
て
義
務
の

観
念
で
あ
る
と
し
て
、
利
己
主
義
と
義
務
観
念
に
つ
い
て
一
般
的
な
規
定
を
与
え
る
。

二
つ
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
。
人
間
の
肉
体
的
存
在

(
d
a
s
l
e
i
b
l
i
c
h
e
 
D
a
s
e
i
n
)
す
な
わ
ち
感
性
的
自
我

(
s
i
n
n
l
i
c
h
e
s
I
c
h
)

と
義
務

R
 

意
識

(
P
f
l
i
c
h
t
b
e
w
u
!
:
¥
t
s
e
i
n
)

と
か
ら
で
あ
る
」
。
前
者
が
利
己
主
義
で
あ
る
が
、
利
己
主
義
の
終
局
目
標
は
「
感
性
的
欲
望
の
充

足
に
お
け
る
調
和

(
H
a
r
m
o
n
i
e
)
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
利
己
主
義
の
目
標
は
、
個
人
の
利
己
主
義
的
努
力
が
相
互
に
抑
制
さ
れ
な
い
限

R
 

り
、
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、

す
る
が
、
利
己
主
義
が
不
可
と
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
、
最
高
度
に
展
開
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
自
我
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
た
め
に
、
自
我
を
肢
体
と
す
る
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
全
体
が
自
我
の
手
段
と
さ
れ
、
犠
牲
的
精
神
と
か
献
身
と
か
が
生

④ ⑧ 

諸

力

共

同

体

論

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
利
己
主
義
を
完
全
な
悪
と
は
必
ず
し
も
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
「
人
間
の
行
為
は
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④
 

ま
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
義
務
の
最
奥
の
本
質
は
、
義
務
が
「
個
人
と
全
体
と
の
最
も
純
粋

な
関
係
を
包
含
し
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
」
、
「
個
人
は
そ
の
生
活
を
全
体
か
ら
う
け
か
つ
全
体
に
負
っ
て
い
る
。
個
人
は
全
体

R
 

の
肢
体
で
あ
る
。
個
人
は
そ
の
行
為
の
一
切
を
個
人
と
全
体
と
の
関
係
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な

⑥
 

る
ほ
ど
こ
の
際
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
義
務
観
念
を
、
義
務
な
く
し
て
意
志
の

R
 

自
由
は
あ
り
え
な
い
と
、
カ
ン
ト
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
た
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
引
き
合
い
に
出
し
た
り
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が

⑥
 

ら
そ
れ
は
、
中
村
常
次
郎
教
授
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
あ
く
ま
で
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
権
威
を
利
用
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
利
己
主
義
と
義
務
観
念
と
を
個
人
と
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
義
務

R
 

観
念
に
も
と
ず
い
た
行
動
が
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
こ
で
は
国
家
を
―
つ
の
全
体
と
し
て
ニ

こ
の
よ
う
な
国
家
を
全
体
と
す
る
義
務
論
は
、
確
か
に
一
九
―
二
年
の
所
説
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
そ
れ

が
、
戦
争
と
い
う
特
別
事
態
に
即
応
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
旧
来
の
所
説
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
と

こ
ろ
で
こ
こ
で
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
全
体
と
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
国
家
も
し
く
は
全
体
経
済
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
以
上
の
ご
と
き
利
己
主
義
と
義
務
論
の
上
に
た
っ
て
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
ら
に
よ
る
私
経
済
学
否
定
論
に

反
駁
す
る
が
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
一
九
―
二
年
に
、
私
経
済
学
は
非
科
学
的
な
も
の
故
否
定
す
べ
き
と
主
張
す
る
論
拠
と
し
て
あ
げ
た

⑲
 

も
の
は
、
基
本
的
に
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
私
経
済
学
と
い
わ
れ
る
も
の
は
在
来
の
国
民
経
済
学
ま
た
は
経

済
政
策
学
に
お
い
て
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
単
に
名
称
が
か
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

両
者
を
区
別
す
る
の
は
根
拠
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
論
拠
と
と
も
に
、
私
経
済
学
が
特
殊
的
利
害
す
な
わ
ち
企
業
者
の
特
殊
的
利
害

を
一
方
的
に
代
弁
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
を
代
表
す
べ
き
科
学
と
し
て
の
国
民
経
済
学
の
堕
落
が
生
ず
る
と

ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
考
え
て
い
る
。

178 



ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、

こ
の
よ
う
な
プ
レ
ン
ク
ー
ノ
の
攻
撃
は
正
当
で
な
い
と
、

い
う
積
極
的
な
論
拠
と
で
あ
る
。

⑪
 

次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
理
論
や
研
究
の
中
心
と
す
る
も
の
は
企
業
者
で
は
な
く
て
企
業
で
あ
る
。
企
業
の

考
察
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
収
益
性
が
特
別
な
役
割
を
演
じ
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
(
G
e
w
i
n
n
)
の
概
念
が
重
要
と
な
っ

て
く
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
利
潤
と
儲
け
(
P
r
o
f
i
t
)
と
が
同
一
で
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
利
潤
は
経
済
法
則
と
本
質

一
企
業
内
で
働
く
諸
力
の
真
の
給
付
に
た
い
す
る
等
価
で
あ
る
が
、
儲

け
は
暴
利
や
詐
術
に
よ
っ
て
直
接
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
が
第
一
に
問
題
に
す
る
の
は
、
企
業
者
資
本
の
収
益
性

で
は
な
く
全
企
業
の
収
益
性
で
あ
っ
て
、
資
本
に
つ
い
て
は
総
資
本
の
収
益
性
で
あ
り
、
労
働
に
つ
い
て
は
単
に
企
業
者
の
み
な
ら
ず

経
営
で
働
く
全
労
働
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
と
企
業
者
と
の
区
別
は
安
全
性
に
つ
い
て
も
妥
当
し
、
直
接
問
題
に
す
る
の

は
、
企
業
者
資
本
や
企
業
者
利
潤
の
安
全
性
で
は
な
く
て
、
企
業
全
体
、
各
種
の
利
害
を
も
つ
多
数
の
人
々
を
統
一
し
て
い
る
そ
の
全

体
の
安
全
性
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
企
業
は
、
企
業
者
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
、
労
働
者
や
職
員
を
搾
取
す
る
手
段
で

は
な
い
。
そ
れ
は
諸
力
の
共
同
体
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
v
o
n
 K
r
H
f
t
e
n
)
で
あ
り
、
組
織
を
通
じ
て
生
気
あ
る
統
一
体
に
総
括
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
企
業
者
は
私
経
済
学
に
お
い
て
は
企
業
の
一
器
官
(
O
r
g
a
n
)
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
点
で
は
他
の
労
働
者
や
職
員
と
か
わ

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
従
っ
て
、
企
業
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
は
企
業
者
と
労
働
者
や
職
員
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り

私
経
済
学
は
、
ま
ず
人
間
を
考
察
し
、
次
に
各
個
人
や
各
集
団
の
全
体
に
た
い
す
る
関
係
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
と

ず
い
て
、
私
経
済
学
に
お
い
て
も
義
務
と
人
道
の
概
念
が
、
他
の
領
域
と
同
様
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
実
践

的
な
生
活
領
域
に
お
い
て
も
物
質
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
な
い
行
動
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
義
務
的
行
為
が
、
他
の
領
域
と
同
一
の
意
義
を

も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
考
察
に
よ
っ
て
私
経
済
学
も
ま
た
義
務
を
説
く
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な

プ
レ
ン
ク
ー
ノ
の
非
難
は
私
経
済
学
に
も
商
科
大
学
に
も
妥
当
し
な
い
、
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
い
う
の
で
あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

的
関
係
に
た
つ
が
、
儲
け
は
そ
う
で
な
い
。
つ
ま
り
利
潤
は
、

1万



以
上
の
ご
と
く
こ
こ
で
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
要
す
る
に
、
私
経
済
学
が
企
業
者
の
立
場
で
は
な
く
て
、
企
業
者
と
労
働
者
を
含

め
た
全
体
的
な
企
業
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
も
っ
て
、
私
経
済
学
が
全
体
の
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
企
業
が
す
な
わ
ち
全
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
全
体
と
い
う
場
合
は
、
か
れ
の
思
想
的
立
場
か

ら
い
っ
て
も
、

い
う
ま
で
も
な
く
全
体
経
済
、
国
民
経
済
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
単
に
企
業
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
た

と
え
国
民
経
済
学
に
た
い
す
る
私
経
済
学
の
独
自
性
が
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
主
張

は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
た
い
す
る
反
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
ど
の
よ
う
な
独
自
性
も
私
経
済
学

に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

は
個
体
主
義
的
な
限
界
効
用
学
派
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
お
い
て
も
す
で
に
企
業
者
で
は
な
く
て
企
業
の
立
場

⑫
 

一
九
一
四
年
に
も
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
立
論
の
基
礎
を
企
業
に
お
い
て
い
る
こ
と
自
体

主
張
が
の
べ
ら
れ
て
お
り
、

は
、
旧
来
と
な
ん
ら
か
わ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
企
業
を
、
企
業
で
働
く
一
切
の
力
の
共
同
体
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
点

は
、
一
九
―
二
年
の
場
合
と
明
ら
か
に
異
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
九
―
二
年
の
書
に
お
い
て
も
、
企
業
者
を
企
業
の
一
器
官
と
す
る

R
 

そ
れ
が
後
年
の
経
営
共
同
体
思
想
の
萌
芽
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
企
業

者
は
、
当
時
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
出
資
者
と
等
し
い
も
の
と
さ
れ
、
企
業
は
何
よ
り
も
資
産
の
組
織
と
し
て
把
握
さ
れ
、
労
働
者
や

職
員
に
つ
い
て
は
、
労
働
と
い
う
面
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
い
っ
て
、

れ
た
こ
と
、

そ
し
て
と
り
わ
け
、

こ
の
講
演
を
特
色
づ
け
る
も
の
は
、
私
経
済
学
に
お
い
て
全
体
を
な
す
も
の
は
企
業
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ

そ
の
企
業
が
す
ぐ
れ
て
人
の
組
織
と
し
て
把
握
さ
れ
、
い
わ
ば
物
経
済
論
か
ら
人
経
済
論
へ
の
移
行

の
準
備
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
企
業
は
あ
く
ま
で
諸
力
の
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
力
の
主
体

た
る
人
間
の
共
同
体
で
は
な
い
。

に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
人
間
は
あ
く
ま
で
力
と
し
て
の
人
間
、
企
業
の
運
営
の
対
象
と
し
て
の
人
間
で
あ
っ
て
、

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、

一
九
―
二
年
に
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注

こ
れ
は
マ
ン
ハ
イ
ム
大
学
学
長
講
演
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
H
•
N
i
c
k
l
i
s
c
h
,

R
e
d
e
 iiber 
E
g
o
i
s
m
u
s
 

u
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S. 
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⑥
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S. 
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⑦

N
i
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k
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c
h
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 a. 
0., 
S. 
102. 

⑧
中
村
常
次
郎
「
『
経
営
経
済
学
』
の
成
立
」
商
学
論
集
（
福
島
大
学
）
第
二
0
巻
第
二
号
一

0
ペ
ー
ジ
。

⑨
N
i
c
k
l
i
s
c
h
,
 a. 
a. 
0., 
S
S
.
 
102ー

103.

⑩

L. B
r
e
n
t
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n
o
,
 P
r
i
v
a
t
w
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r
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s
c
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f
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e
h
r
e
 u
n
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 V
o
l
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r
e
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B
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A
r
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k
t
.
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Nicklisch, 
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0., 
S
S
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103-104. 

(

H•Nicklisch, 

N
a
c
h
w
o
r
t
 z
u
 d
e
n
 A
u
s
f
i
i
h
r
u
n
g
e
n
 U
b
e
r
 die 
Rentabilitat 
d
e
r
 
U
n
t
e
r
n
e
h
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g
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n
 v
o
n
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r
.
 
P
a
p
e
`
 

N
H
w
H
p
.
,
 7
.
 
Jg., 
SS. 
1131114. 

中
村
常
次
郎
「
私
経
済
学
時
代
の
独
逸
経
営
学
」
馬
場
敬
治
編
集
「
経
営
学
全
集
」
第
六
巻
「
独
逸
経
営
学
」
（
上
）
一
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
九
二

0
年
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
経
営
学
の
土
台
を
究
明
す
る
意
図
を
も
っ
た
、
か
れ
の
学
説
の
根
本
的
な
考
え
方
を
表
明
し
た

①
 

『
組
織
論
』
を
発
表
し
た
が
、
同
書
に
お
い
て
か
れ
は
組
織
の
問
題
を
、
一
九
一
五
年
講
演
の
最
後
で
表
明
し
た
と
こ
ろ
の
、
「
第
一
に

人
間
を
、
次
に
各
個
人
や
各
集
団
の
全
体
に
た
い
す
る
関
係
を
考
察
す
る
」
と
い
う
態
度
で
、
つ
ま
り
超
歴
史
的
、
超
階
級
的
な
銀
点

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

⑱
 

①
 

有
機
体
と
し
て
の
共
同
体
論

情
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

企
業
に
た
い
す
る
主
体
的
関
係
に
た
つ
人
間
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
の
、
た
と
え
ば
一
九
ニ
―
年
の
『
経
済

的
経
営
学
』
に
た
い
し
て
こ
の
講
演
を
特
色
づ
け
る
大
き
な
特
色
の
一
っ
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
戦
争
の
貫
徹
と
い
う
当
時
の
特
殊
な
事
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人
間
が
確
か
に
力
で
は
あ
る
が
単
な
る
カ
一
般
で
な
い

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、

こ
の
「
精
神
の
自
発
的
に
自

に
た
っ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
か
れ
は
冒
頭
に
お
い
て
「
本
書
の
表
題
が
、
草
案
で
は
、
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
自
由
、
こ
れ
が
組
織
で

R
 

あ
る
、
と
な
っ
て
い
た
」

(
S
,
1
)

と
断
わ
っ
て
お
り
、
『
組
織
論
』
を
貫
い
て
流
れ
る
根
本
思
想
は
、
ま
さ
に
「
自
由
を
意
味
す
る
拘

束
的
存
在
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
自
由
と
、
自
由
が
生
ま
れ
る
た
め
の
拘
束
と
が
、
組
織
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
総
体

R
 

を
意
味
す
る
」

(
S
.
1
)

と
い
う
組
織
に
た
い
す
る
根
本
的
規
定
で
あ
る
か
ら
、

的
に
は
全
体
と
個
人
と
の
関
係
を
論
じ
た
一
九
一
五
年
講
演
の
そ
れ
と
は
、

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
へ
の
事
情
の
変
化
が
読
み
と
ら
れ
う
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
組
織
は
、
人
間
の
意
識
の
内
容
と
こ
れ
に
対
立
す
る
世
界
と
の
二
つ
の
も
の
を
前
提
す
る
。
物

質
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
内
容
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
的
関
連
と
し
て
の
広
が
り

(
A
u
s
d
e
h
n
u
n
g
)
と
空
間
的
関

連
と
し
て
の
継
続

(
D
a
u
e
r
)
と
を
有
し
、
必
然
的
に
統
一
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
物
質
に
こ
の
よ
う
な
統
一
を
可
能
に
す
る
も
の

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
力

(
K
r
a
f
t
)
で
あ
る

(
S
.
2
)

。
物
質
が
力
で
あ
る
と
と
も
に
人
間
も
力
で
あ
る
。
人
間
を
力
と
し

て
規
定
す
る
考
え
方
は
一
九
一
五
年
講
演
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
九
一
五
年
講
演
で
は
、
人
間
の
人
力
と
い
う

面
に
お
い
て
人
間
を
力
と
し
、
企
業
を
諸
力
の
共
同
体
と
す
る
考
え
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
『
組
織
論
』
で
は
物
質
と
異
な
る
人
間

の
独
自
性
が
ま
ず
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
は
有
機
的
に
作
用
す
る
力
で
あ
り
、
自
発
的
に
自
己
自
身
を
意
識
し
て
い
る
力
で

あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
れ
故
「
人
間
は
精
神
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
る
(
S
.
1
7
)

。

己
自
身
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
」
を
良
心

(
G
e
w
i
s
s
e
n
)
と
名
づ
け
る
が
、

こ
と
は
、
要
す
る
に
、
人
間
が
良
心
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
、
今
少
し
く
わ
し
く
こ
の
良
心
に
つ
い
て

究
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
人
間
に
お
い
て
も
運
動
を
生
ぜ
し
め
る
起
動
力
は
、
物
質
同
様
欲
望
(Bediirfnis)
で
あ
る
。
欲
望
は

人
間
の
場
合
意
識
に
お
い
て
発
生
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
感
情
(Fiihlen)
、
認
識
(
E
r
k
e
n
n
e
n
)
、
意
欲
(W・ollen)
、
行
為
(
H
a
n
d
e
l
n
)
と

ま‘
,

9

 

さ
て
、

一
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
や
や
異
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず

一
九
二

0
年
の
『
組
織
論
」
の
問
題
設
定
は
、
直
接
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発
展
し
、

つ
ま
り
肉
体
と

こ
の
行
為
に
よ
っ
て
目
的
結
果
が
得
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
望
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
S
.
2
3
f
f
.
)
。
良
心
は
形
式
的

に
は
こ
の
意
識
の
―
つ
で
あ
る
・
(
S
.
1
8
)

。
た
だ
し
、
良
心
は
精
神
が
自
ら
を
直
接
的
に
意
識
す
る
直
接
的
自
己
意
識

(
d
a
s
u
n
m
i
-

ttel b
a
r
e
 S
e
l
 b
s
t
 b
e
w
u
i
3
t
s
e
i
n
)

で
あ
り
、
人
間
に
は
良
心
以
外
に
、
精
神
が
肉
体
と
の
関
連
に
お
い
て
も
つ
間
接
的
自
己
意
識

(
d
a
s
 m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
 SelbstbewuBtsein)...v
、
I

八
餌
唸
以
外
の
舟
猛
芥
に
か
か
わ
る
間
接
的
意
識
(
d
a
s
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
 B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
)
と

が
あ
る
。
次
に
、
良
心
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
も
の
の
内
容
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
人
間
的
存
在
が
全
体
で
あ
る
と
同
時
に
部

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
S
.
1
8
)

。
従
っ
て
人
間
は
良
心
を
有
す
る
が
た
め
に
、
意
識
に
お
い
て
直
接
的
に
、

か
事
物
と
か
い
っ
た
媒
介
物
を
な
ん
ら
通
ず
る
こ
と
な
し
に
、
人
間
が
「
人
類
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
…
…
全
体
で
あ
り
同

時
に
肢
体
で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
人
類
全
体
で
あ
る
と
同
時
に
人
類
の
一
肢
体
で
あ
る
こ
と
」
(
S
.
1
7
)

を
意
識
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
良
心
は
意
識
の
―
つ
で
は
あ
る
が
、
他
の
意
識
に
た
い
し
て
優
越
的
地
位
を
有
す
る
。
そ
れ
は
良
心
が
単
に
直
接
的

に
自
己
自
身
を
意
識
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
お
い
て
存
在
す
る
三
つ
の
意
識
は
、
分
離
し
て
あ
る
の
で
は
な

く
て
統
一
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
全
意
識
の
統
一
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
良
心
で
あ
っ
て
、
良
心
は
「
精
神
が
全
意
識
の
統
一

を
な
さ
し
め
る
基
礎
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
」
(
S
.
1
8
)

。
こ
の
よ
う
に
良
心
は
、
単
に
人
間
を
物
質
や
動
物
か
ら
区
別
せ
し
め
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
人
間
は
良
心
に
お
い
て
全
体
即
部
分
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
か
つ
全
意
識
を
良
心
に
お
い
て
統
一
す
る
か
ら
、
人
間
が

欲
望
充
足
の
た
め
に
組
織
を
形
成
し
、
し
か
も
組
織
に
お
い
て
組
織
の
一
肢
体
で
あ
り
な
が
ら
も
全
体
の
た
め
の
手
段
と
化
す
こ
と
な

く
、
自
己
自
身
を
も
―
つ
の
全
体
と
し
て
目
的
的
存
在
た
り
う
る
の
は
、
す
な
わ
ち
拘
束
さ
れ
な
が
ら
自
由
で
あ
る
の
は
、
一
に
か
か

っ
て
こ
の
良
心
の
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
欲
望
が
物
質
を
含
め
て
の
一
切
の
運
動
の
起
動
力
で
あ
り
、
組
織
に

お
い
て
も
す
べ
て
が
欲
望
で
も
っ
て
は
じ
ま
り
欲
望
充
足
を
も
っ
て
終
る
と
し
、
欲
望
す
る
人
間
、
経
済
科
学
上
で
は
消
費
者
が
、
「
一

実
は
、
人

切
の
組
織
活
動
お
よ
び
一
切
の
組
織
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
」
(
S
0
5
0
)

と
有
名
な
言
葉
を
の
ぺ
て
い
る
が
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

1& 



き
こ
と
は
、

間
の
関
与
す
る
一
切
の
問
題
は
良
心
と
と
も
に
は
じ
ま
り
良
心
を
も
っ
て
す
べ
て
説
明
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
良
心
こ
そ
が
ア
ル
フ

ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
一
五
年
講
演
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
利
己
主
義
の
問
題
も
今
や
良
心
の
観
点
か
ら
、
良
心

な
き
行
為
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
し

(g・1
9
,
2
0
)

、
自
由
も
良
心
に
従
っ
て
意
欲
し
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
良
心
に
よ
っ
て
人
間

は
自
由
に
な
る
と
説
か
れ
る
(
S
.
4
4
)
。
良
心
か
ら
問
題
の
一
切
が
導
き
出
さ
れ
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
論
理
は
、
人
間
論
に
つ
づ

く
組
織
法
則
論
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
組
織
論
』
で
は
人
間
の
把
握
が
一
九
一
五
年
講
演
と
は
異
な
っ

て
お
り
、
人
間
は
目
的
的
存
在
で
あ
っ
て
組
織
に
お
い
て
も
手
段
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
人
間
が
手
段
的
存

在
と
化
さ
な
い
保
証
は
、
人
間
論
に
お
い
て
は
、
要
す
る
に
人
間
に
お
け
る
良
心
の
存
在
、
お
よ
び
良
心
の
他
の
意
識
に
た
い
す
る
論

理
的
先
天
性
に
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
良
心
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
切
の
経
験
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る

⑥
 

洗
天
的
な
も
の
と
し
て
、
論
証
の
余
地
な
き
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
組
織
と
は
、

は
有
機
的
に
(
o
r
g
a
n
i
s
c
h
)
活
動
す
る
こ
と
で
あ
る
(
S
.
5
0
)

。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
活
動
す
な
わ
ち
欲
望
充
足
が
組
織
に
お
い
て
、R

 

組
織
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
組
織
は
、
厳
密
に
は
、
複
数
の
人
間
の
有
機
的
活
動
態
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
複
数
の
人
間
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
活
動
態

(
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
s
T
a
t
i
g
s
e
i
n
)
で
あ
り
(
s
.
1
)

、
組
織
す
る
と

(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
な
る
概
念
を
も
ち
だ
し
、
組
織
を
共
同
体
と
し
て
も
規
定
す
る
。
共
同
体
と
は
、

「
個
別
的
人
間

(
E
i
n
z
e
l
p
e
r
s
o
n
)
を
究
極
的
肢
体
と
す
る
有
機
的
全
体
で
あ
り
」
、
「
一
切
の
共
同
体
は
有
機
体
(
O
r
g
a
n
i
s
mus)
で

あ
る
」
(
S
.
6
0
)

。
こ
の
こ
と
は
組
織
を
形
成
す
る
各
個
人
が
組
織
に
お
い
て
有
機
的
関
係
に
た
つ
こ
と
を
意
味
し
、
共
同
体
も
有
機
体

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
で
は
と
く
に
共
同
体
な
る
概
念
を
も
ち
だ
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
有
機
体
を
き
わ
め
て
広
く
考
え
、
個
人
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
を
も
社
会
的
な
意
味
に
お
い
て
も

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、

こ
こ
に
お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
共
同
体
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一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

1

個
の
有
機
体
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
有
機
体
は
共
同
体
に
比
し
て
は
る
か
に
広
い
概
念
で
あ
り
、
共
同
体
が
有
機
体
で

あ
る
と
い
っ
て
も
、
共
同
体
は
有
機
体
の
一
種
で
あ
り
、
特
別
の
場
合
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
共
同
体
は
、
そ
れ
を
構
成
す

る
肢
体
が
、
共
同
体
と
は
関
係
な
し
に
―
つ
の
全
体
と
し
て
一
個
の
社
会
的
有
機
体
を
な
し
う
る
人
間
個
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
有
機
体

）
た
る
も
の
で
あ
る

(S.111)。
従
っ
て
ニ
ッ
ク

で
あ
り
、
従
っ
て
あ
く
ま
で
「
共
同
体
有
機
体
」

(
G
e
m
e
m
s
c
h
a
f
t
s
o
r
g
a
n
1
s
m
u
s

リ
ッ
シ
ュ
が
こ
こ
で
共
同
体
な
る
概
念
を
も
ち
だ
し
組
織
を
共
同
体
と
し
て
規
定
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
組
織
の
有
機
体
性
を
強
調
す

R
 

る
た
め
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
組
織
の
集
団
性
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ

は
「
同
じ
土
地
で
同
じ
空
気
を
吸
っ
て
い
る
の
み
で
そ
れ
以
外
に
は
相
互
に
な
ん
ら
の
関
係
も
有
し
な
い
人
間
の
偶
然
的
な
共
存
は
、

共
同
体
で
は
な
い
」
(
S
.
6
0
)

と
の
べ
、
た
と
え
ば
運
命
共
同
体

(
S
c
h
i
c
k
s
a
l
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
か
危
険
共
同
体

(
G
e
f
a
h
r
e
n
g
e
-

m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
か
い
う
場
合
で
も
、
単
に
―
つ
の
運
命
や
危
険
に
複
数
の
人
間
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
真
の
共
同
体

で
は
な
く
、
人
々
が
「
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
共
同
で
行
動
す
る
時
、
危
険
回
避
の
た
め
の
共
同
の
活
動
態
が
形
成
さ
れ
る

時
、
共
同
体
は
成
立
す
る
」
(
g
.
6
0
ふ
1
)

と
し
て
、
組
織
が
単
な
る
個
人
の
集
合
体
で
も
単
な
る
共
働
の
場
で
も
な
い
こ
と
を
強
調
す

る
の
で
あ
っ
て
、
強
調
し
て
い
る
の
は
確
か
に
組
織
に
お
け
る
有
機
体
性
で
は
あ
る
が
、
共
同
体
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
「
多
く
の

人
間
が
、
活
動
す
る
者
と
し
て
―
つ
の
基
礎
領
域
に
あ
る
場
合
に
は
、
も
は
や
各
個
人
と
し
て
の
有
機
体
の
拡
大
、
強
化
で
は
な
く

て
、
ー
つ
の
共
同
体
の
拡
大
、
強
化
が
問
題
で
あ
る
」
(
S
.
5
8
)

と
し
、
さ
ら
に
共
同
体
に
は
共
同
体
意
志
、
共
同
体
意
欲
が
あ
り
、

そ
れ
は
構
成
肢
体
の
意
志
や
主
観
と
は
、
無
関
係
で
は
な
い
が
し
か
し
そ
の
総
計
で
は
な
い
と

(ss.
5
8
-
5
9
)

、
共
同
体
の
各
個
人
か
ら

の
相
対
的
独
立
性
を
指
摘
し
、
組
織
が
有
機
体
一
般
と
し
て
は
完
全
に
は
説
明
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
共
同
体
は
あ
く
ま
で
複
数
人
間
よ
り
構
成
さ
れ
る
共
同
体
有
機
体
で
あ
り
、
組
織
と
は
そ
の
よ
う
な
共
同
体
で
あ
り
有
機

体
で
あ
る
。
だ
か
ら
共
同
体
に
お
い
て
は
、
有
機
体
一
般
に
は
な
い
特
殊
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
共
同
体
が
い
か
に
し
て
共
同
体

1晒



全
体
の
統
一
を
は
か
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
共
同
体
に
は
、
構
成
肢
体
の
意
志
か
ら
相
対
的

に
独
立
し
た
共
同
体
意
志
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
共
同
体
意
欲
が
生
ま
れ
、
こ
の
意
欲
に
よ
っ
て
共
同
体
行
為
が
な
さ
れ
る

が
、
そ
の
際
共
同
体
の
各
肢
体
は
主
要
職
位

(
H
a
u
p
s
t
s
t
e
l
l
e
)
と
肢
体
職
位

(Gliedstelle)
と
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
両
職
位
の

間
は
、
権
限
を
多
数
の
肢
体
に
委
ね
る
同
僚
的

(kollegial)
関
係
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
あ
る
一
人
が
権
限
を
行
使
す
る
指
揮
的

(direktorial)
関
係
と
し
て
か
形
成
さ
れ
う
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
主
要
職
位
の
意
欲
が
真
に
共
同
体
意
欲
と
な
り

共
同
体
行
為
を
起
さ
せ
う
る
た
め
に
は
、
明
確
な
も
の
に
せ
よ
暗
黙
裡
の
も
の
に
せ
よ
、
肢
体
の
共
同
決
定

(
M
i
t
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)

を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
(
S
.
5
9
)

。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、

る
た
め
に
は
、
主
要
職
位
は
常
に
敏
感
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
構
成
肢
体
は
そ
の
共
同
体
感
情
を
慎
重
に
育
成
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
有
機
体
一
般
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
は
、
良
心
の
論
理
的
先
天
性
の
た
め
に
人
間
は
手
段
と
な

る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
人
間
の
集
団
た
る
共
同
体
に
お
い
て
は
、
主
要
職
位
と
肢
体
職
位
と
の
分
化
が
生
ず
る
た
め
に
、
良
心
の
存

在
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
人
間
と
く
に
肢
体
職
位
の
目
的
的
存
在
性
は
確
保
さ
れ
ず
、
肢
体
職
位
の
共
同
決
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
に

一
九
一
五
年
の
諸
力
共
同
体
論
に
お
け
る
が
ご
と
く
単
な
る
人
間
の
人
力
の
共
同

体
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
体
的
人
間
の
共
同
体
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

形
成
の
法
則

(
G
e
s
e
t
z
d
e
r
 G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
)
と
維
持
の
法
則

(
G
g
e
t
z
d
e
r
 E
r
h
a
l
t
u
n
g
)
と
の
三
者
が
あ
り
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の

法
則
は
、
「
良
心
に
お
い
て
人
間
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
良
心
に
よ
っ
て
直
接
的
に
最
初
か
ら
、
た
と
え
お
ぼ
ろ
げ
に
し
ろ
意
識
さ
れ
て

そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
は
、

い
る
」
(
S
.
5
0
)

も
の
で
あ
る
が
、
良
心
と
組
織
法
則
と
の
関
係
は
さ
ら
に
も
っ
と
密
接
で
あ
る
。

ッ
シ
ュ
の
組
織
法
則
は
、
結
局
は
、
良
心
の
法
則
そ
の
も
の
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
根
本
法
則
た
る
自
由
の
法
則

組
織
の
法
則
に
は
、

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
根
本
法
則
た
る
自
由
の
法
則

ニ
ッ
ク
リ

(
G
e
s
e
t
z
 d
e
r
 
Freiheit)
と
派
生
法
則
た
る

な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
で
は
共
同
体
は
、

こ
の
共
同
決
定
が
有
害
で
な
い
形
式
で
行
な
わ
れ
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展
に
即
応
し
て
進
む
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
け
だ
し
、

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、

て
意
欲
し
行
動
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
形
成
と
維
持
の
法
則
は
こ
の
自
由
の
法
則
が
外
界
に
投
射

(Projektion)
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
「
精
神
の
法
則
の
う
ち
に
、
精
神
の
う
ち
に
、
自
由
の
う
ち
に
直
接
与
え
ら
れ
て
お
り
、
人
間
の
意
識
か
ら

自
由
の
法
則
が
意
識
の
外
界
に
投
射
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
S
S
.
7
7
`
9
6
)

か
ら
で
あ
る
。
自
由
の
法
則
は
共
同
体
と
し
て
の
組
織
の
目
的

設
定
に
関
す
る
い
わ
ば
抽
象
的
法
則
で
あ
り
、
組
織
の
具
体
的
な
活
動
の
場
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
直
接
そ
の
ま
ま
の
形
で
現
わ
れ
る

も
の
で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
場
に
お
い
て
は
、
組
織
の
形
式
に
関
し
て
は
形
成
の
法
則
と
し
て
、
内
容
に
関
し
て
は
維
持
の
法
則
と

し
て
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
両
派
生
法
則
の
検
討
を
通
じ
て
、
組
織
法
則
論
で
考
え
ら
れ
て
い
る
共
同
体

の
性
格
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

形
成
と
は
形
態
を
生
み
出
す
こ
と

(
G
e
s
t
a
l
t
w
i
r
k
e
n
)
で
あ
っ
て
、
形
態
の
契
機
に
は
分
化

(
G
l
i
e
d
e
r
u
n
g
)
と
合
一

(
E
i
n
u
n
g
)

と
が
あ
り
、

そ
れ
は
多
数
人
間
の
有
機
的
活
動
態
た
る
組
織
に
お
い
て
は
具
体
的
に
は
分
業
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
で
分
業
と
は
二

ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
分
労

(Arbeitsteilung)
と
合
労

(
A
r
b
e
i
t
s
z
u
s
_
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
)
と
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
か
れ

に
よ
る
と
共
同
体
で
は
、
「
多
数
の
人
間
が
―
つ
の
目
的
を
共
通
な
も
の
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
を
共
同
体
的
に
実
現
し
よ
う
」
(
s
.
8
7
)

R
 

と
す
る
か
ら
、
必
然
的
に
分
業
が
発
生
し
、
欲
望
充
足
の
効
果
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
と
分
業
と
は
不
可
分
の
関
係

に
あ
り
、
共
同
体
は
分
業
の
形
式
を
も
っ
て
の
み
存
在
す
る
(
s
s
.
8
7
,
9
0
)

。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
分
業
が
常
に
共
同
体
の
発

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
利
己
主
義
的
な
人
間
の
存
在
が
や
は
り

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
は
正
当
な
分
配
額
以
上
の
分
配
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
、
経
済
的
な
結
果
の
た
め
に
の
み
分
業
を
促

進
し
、
そ
の
結
果
「
分
業
が
人
口
の
増
加
や
自
然
法
則
的
関
連
に
た
い
す
る
認
識
の
進
歩
に
よ
っ
て
進
展
し
て
い
る
の
に
、
共
同
体
の

発
展
は
停
滞
し
た
ま
ま
で
あ
る
」
(
S
,
9
0
)

事
態
が
起
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

は
別
名
精
神
の
法
則
、
良
心
の
法
則
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
自
由
で
あ
る
と
は
「
良
心
に
従
っ

187 



働
い
て
い
る
人
間
を
技
術
的
装
置
の
要
素
と
し
て
の
み
み
て
、
精
神
的
存
在
と
し
て
み
ず
、
自
然
因
果
関
連
の
中
の
も
の
と
し
て
の
み

み
る
た
め
に
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
手
段
は
、
「
部
分
労
働
を
遂
行
す
る
人
が
結
果
の
全
体
、
す
な
わ
ち
最
終
結
果

お
よ
び
そ
の
生
成
過
程
と
た
え
ず
内
面
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
自
己
の
労
働
が
そ
の
全
体
の
ど
の
部
分
を
な
す
か
を
知
ら
さ
れ
、
そ
し

て
全
体
が
そ
の
労
働
な
く
し
て
は
完
成
し
な
い
こ
と
を
確
実
に
知
る
こ
と
で
あ
る
」

(g.9
1
-
9
2
)

と
し
て
、
た
と
え
ば
経
営
協
議
会
の

設
置
を
望
ま
し
い
方
法
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
形
成
の
法
則
に
お
い
て
人
間
が
扱
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
人
間
は
あ
く
ま
で
共
同

体
に
お
い
て
労
働
を
行
使
す
る
人
間
と
し
て
、
客
体
的
な
意
味
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
人
間
が
手
段
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
経
営
参
加
と
い
う
人
間
を
主
体
的
に
と
ら
え
る
処
置
の
必
要
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
＿
＿

ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
分
業
の
根
拠
が
良
心
に
あ
る
と
し
、
「
良
心
な
く
し
て
は
何
が
有
機
的
統
一
か
が
認
識
さ
れ
な
い
」
(
S
.
7
8
)

と
の
ベ

て
い
る
が
、
組
織
が
単
な
る
有
機
体
一
般
で
は
な
く
て
共
同
体
で
あ
る
た
め
に
、
良
心
以
外
に
経
営
参
加
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
第
二
の
派
生
法
則
た
る
維
持
の
法
則
は
組
織
の
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
人
間
も
物
質
も
す
べ
て
力
と
し
て

す
な
わ
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
維
持
さ
れ
る
時
最
大
の
節
約
が
な
さ
れ
る
と
、

ュ
は
主
張
す
る
。
こ
の
考
え
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
一
五
年
の
諸
力
共
同
体
論
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
人
間
は
手
段
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ

以
上
要
す
る
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
共
同
体
と
し
て
の
組
織
は
、
実
体
的
に
は
物
質
と
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
み
た
さ
れ
て
お

り
、
存
在
形
式
と
し
て
は
分
業
の
形
を
と
る
た
め
主
要
職
位
と
肢
体
職
位
と
の
分
化
が
生
じ
、
そ
の
結
果
人
間
の
目
的
的
存
在
性
を
確

保
す
る
た
め
に
経
営
参
加
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
は
共
同
体
の
外
部
、
他
の
共
同
体
と
は
い

か
な
る
関
係
に
た
ち
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
「
有
機
体
の
限
界

(
G
r
e
n
z
e
)
」
の
問
題
で
あ
る
。
有
機
体
の

限
界
は
、
外
面
的
に
は
そ
の
有
機
体
に
属
す
る
事
物
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
技
術
的
装
置
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
基
礎
の
連
続
(Reihe)
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と
継
続
(
F
o
l
g
e
)
が
中
断
す
る
線
で
あ
り
(
S
.
1
0
2
)

、
内
面
的
に
は
人
間
の
良
心
に
あ
る
。
こ
の
限
界
に
お
い
て
結
果
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定

の
条
件
の
も
と
に
―
つ
の
有
機
体
か
ら
他
の
有
機
体
に
移
動
す
る
が
、
こ
の
移
動
に
つ
い
て
の
決
定
は
人
間
の
意
識
に
お
い
て
行
な
わ

れ
、
そ
の
際
、
一
方
の
者
の
意
識
に
お
い
て
は
、
他
人
の
産
出
し
た
結
果
を
自
己
の
領
域
に
お
い
て
利
用
し
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
評

価
が
行
な
わ
れ
、
他
方
の
者
の
意
識
に
お
い
て
は
、
前
者
の
与
え
る
条
件
、
経
済
活
動
に
つ
い
て
い
え
ば
支
払
手
段
に
つ
い
て
の
評
価

が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
前
者
は
、
支
払
手
段
の
供
与
で
も
っ
て
失
う
可
能
性
と
他
人
の
結
果
獲
得
を
も
っ
て
入
手
す
る
可
能
性
と
が
等

し
い
時
、
交
換
を
行
な
う
し
、
後
者
は
、
流
出
す
る
結
果
が
自
己
に
た
い
し
て
も
つ
可
能
性
と
与
え
ら
れ
る
支
払
手
段
の
も
た
ら
す
可
能

性
と
が
等
し
い
と
思
わ
れ
る
時
、
交
換
を
行
な
う
。
そ
し
て
そ
の
際
評
価
の
原
理
と
な
る
も
の
は
、
限
界
に
お
い
て
は
平
均
原
理
で
は

な
く
て
限
界
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
有
機
体
の
限
界
理
論
が
、
国
民
経
済
学
で
い
う
限
界
理
論
に
通
ず
る
も
の

そ
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
自
身
が
一
九
―
二
年
の
著
に
お
い
て
展
開
し
た
価
値
理
論
に
お
け
る
根
本
原
理
と
、
基
本
的
に
は

な
ん
ら
相
異
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
か
れ
自
身
認
め
て
い
る
通
り
で
あ
っ
て
(
S
,
1
0
6
)

、
こ
の
点
に
お
い
て

一
九
―
二
年
の
著

や
限
界
効
用
理
論
と
『
組
織
論
』
と
の
違
い
を
な
す
も
の
は
、
有
機
体
の
範
囲
の
と
ら
え
方
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
組
織
論
』
で

は
、
共
働
者
i
(
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
)
が
確
定
し
た
賃
銀
を
成
果
確
定
前
に
受
け
取
る
た
め
、

s
c
h
f
o
r
m
i
g
)
が
、
共
働
者
は
共
同
体
の
内
部
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

理
論
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
(
S
.
1
0
8
)
。
ま
た
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
限
界
に
お
け
る
有
機
体
相
互
の
関
係
は
権
利
と
義
務
の

関
係
で
あ
る
と
し
、
交
換
を
権
利
・
義
務
の
関
係
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
(s.110)
、
共
同
体
の
限
界
に
お
い
て
は
限
界
原
理
が
貫

徹
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
な
ん
ら
変
ら
な
い
の
で
あ
り
、
組
織
の
諸
法
則
が
妥
当
す
る
の
は
、
厳
密
に
は
、
共
同
体
の
限
界
内
に
限

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
有
機
体
と
し
て
の
共
同
体
論
は
共
同
体
一
般
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
家
族
、
国
家
、
教
会
組
織
等
に
も
妥

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

そ
れ
は
限
界
現
象
で
は
な
く
、
従
っ
て
交
換
で
は
な
く
、
限
界

形
と
し
て
は
交
換
の
よ
う
に
み
え
る

(tau,．
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注
当
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
企
業
に
適
用
さ
れ
た
場
合
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

書
を
、
直
接
的
に
は
こ
の
『
組
織
論
』
に
、
一
般
的
に
は
戦
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
特
殊
な
事
情
に
あ
わ
せ
て
修
正
し
、
そ

れ
を
一
九
ニ
―
年
書
名
も

,
,
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
"
と
し
て
発
表
し
、
そ
こ
に
お
い
て
共
同
体
と
し
て
の
企
業
の
理
論

を
体
系
的
に
展
開
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

E•Nicklisch•Der 

W
e
g
 a
u
f
w
a
r
t
s
 ! 
Organisation, Stuttgart 1
9
2
0
.
 

I
@
'
.
•

に
4
tげ
る
か
れ
白
n

牙
の
宰
り
す
〈
に
よ
る
と
、
同
書
の

生
成
は
一
九
ー
ニ
年
ま
で
さ
か
の
ぽ
り
、
そ
れ
よ
り
一
九
一
五
年
に
い
た
る
期
間
に
執
筆
さ
れ
た
未
発
表
論
文
や
覚
え
書
を
も
と
と
し
て
上

梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
執
筆
の
時
期
だ
け
か
ら
い
え
ば
一
九
一
五
年
講
演
と
区
別
さ
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
『
組
織

論
』
は
一
九
一
五
年
講
演
を
単
に
敷
術
し
拡
大
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
全
体
的
に
み
れ
ば
両
者
は
全
く
区
別
さ
れ
る
要
の
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
部
分
的
に
は
根
本
的
原
理
に
差
異
が
存
し
、
そ
こ
に
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
ニ

ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
姿
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
『
組
織
論
』
は
、
た
と
え
草
稿
執
筆
の
時
期
が
何
日
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
戦

後
の
ド
イ
ツ
の
情
勢
に
て
ら
し
て
検
討
さ
れ
た
上
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
一
九
二

0
年
と
い
う
時
点
に
お

け
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
所
説
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

®
こ
の
本
文
中
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
、
本
節
に
お
い
て
は

N
i
c
k
l
i
s
c
h
•
D
e
r

W
e
g
 a
u
f
w
a
r
t
s
 ! 
Organisation, 2
.
 
Aufl., Stuttgart 

1
9
2
2
.

の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。

⑧
高
田
馨
「
経
営
共
同
体
の
原
理
」
四
ペ
ー
ジ
。

④
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
過
程
に
つ
い
て
詳
細
な
る
心
理
学
的
叙
述
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
北
川
宗
蔵
博
士
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
の
個

人
的
、
常
識
的
な
分
析
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
北
川
宗
蔵
「
経
営
学
方
法
論
研
究
」
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

(

H•Nicklisch•Die 

Betriebswirtschaft, Stuttgart 1
9
3
2
,
 
S. 1
6
.
 

Schtinpflug, 
a. 
a. 
O
 .. 
S. 
1
9
6
.
 

⑥
高
田
馨
前
掲
書
四
五
ペ
ー
ジ
。

R
こ
の
点
を
重
視
さ
れ
る
も
の
に
、
た
と
え
ば
高
田
馨
博
士
が
あ
る
。
高
田
馨
前
掲
書
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

⑧
高
田
馨
前
掲
書
八
八
ー
九
0
ペ
ー
ジ
。

⑨
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
共
同
体
の
肢
体
を
な
す
人
間
は
単
に
―
つ
の
共
同
体
ば
か
り
で
は
な
く
多
く
の
共
同
体
に
属
す
る
が
、

①
 

そ
の

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
一
九
―
二
年
の

1如



場
合
個
々
の
共
同
体
の
限
界
は
、
た
と
え
ば
自
己
自
身
に
た
い
す
る
義
務
と
国
家
に
た
い
す
る
義
務
と
の
衝
突

(Konflikt)
と
し
て
現
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
精
神
的
存
在
た
ら
ん
と
す
る
人
間
に
、
肉
体
的
生
活
の
犠
牲
を
強
要
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る

た
め
に
、
各
個
人
に
お
い
て
は
精
神
的
生
活
と
肉
体
的
生
活
と
の
衝
突
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
さ
し
あ
た
り
個
人
と
共
同
体
有

機
体
と
の
間
に
お
い
て
発
生
す
る
」
義
務
の
衝
突
は
、
良
心
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
「
人
間
が
種
々
な
る
共
同
体
に
属
す
こ
と
を
示
す
限
界

は
、
個
人
の
意
識
の
中
に
存
し
、
良
心
を
通
っ
て
い
る
」
(s.
112)

こ
と
に
な
る
。

企
業
共
同
体
と
し
て
の
共
同
体
論

冒
頭
に
お
い
て
か
れ
は
次
の
有
名
な
一
文
を
か
か
げ
て
い
る
。
「
今
日
で
は
、
経
営
経
済
学
は
国
民
経
済
学
と
共
存
す
る
。
経
営
経
済

①
 

学
の
中
心
に
は
企
業
す
な
わ
ち
経
営
が
た
つ
」
(
s
.
1
)

。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
第

I
期
す
な
わ
ち
一
九
ニ
―

l

二
年
の
『
経
済
的
経
営
学
』
の
時
代
を
集
中
的
に
特
徴
ず
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
経
済
学
と
の
境
界
づ
け
の
問
題
を
規
定
す
る
第
一
の
テ

ー
ゼ
は
、
し
か
し
そ
の
根
拠
が
「
行
間
に
、

R
 

の
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
、

―
つ
の
論
理
的
な
形
で
提
示
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
暗
に
内
容
か
ら
推
論
さ
れ
う
る
も

一
九
―
二
年
の
書
に
お
け
る
と
同
様
、
十
分
論
証
さ
れ
て
い
ず
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と

R
 

一
九
ニ
ー
年
五
月
二
五
日
の
講
演
に
お
い
て
か
れ
は
、
経
済
生
活
の
孤
立
的
考
察
は
無

意
味
で
あ
る
と
い
う
浪
漫
主
義
的
全
体
観
の
上
に
た
っ
て
、
国
民
経
済
学
と
の
密
接
な
関
係
を
一
九
―
二
年
の
場
合
と
同
様
強
調
し
て

い
る
こ
と
は
●
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ュ
経
営
学
の
実
質
的
内
容
と
い
う
点
で
は
、
第
二
の
テ
ー
ゼ
は
は

る
か
に
よ
り
重
要
で
あ
る
。
一
九
―
二
年
に
お
い
て
は
企
業
が
商
事
経
営
学
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
際
経
営
は
技
術
的
範
疇
と
し
て
考

①
 

え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
な
ん
ら
か
の
他
の
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
全
く
不
明
確
で
あ
っ
て
、
企
業
は
「
活
動
の
た
め
に
経

R
 

営
を
必
要
と
す
る
営
利
経
済
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
『
経
済
的
経
営
学
』
に
お
い
て
は
経
営
が
重
要
な
意
義
を
も
ち
、
ニ
ッ
ク

リ
ッ
シ
ュ
自
身
「
こ
の
科
学
の
一
切
の
項
目
は
経
営
に
た
い
す
る
関
係
か
ら
意
義
を
得
る
」
(
S
.
3
6
)

と
の
べ
る
。
そ
の
際
経
営
と
は
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

か
の
ご
と
く
処
理
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
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「
欲
望
充
足
の
た
め
に
設
定
し
た
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
道
具
と
材
料
を
も
っ
て
労
働
場
所
で
活
動
し
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
活

動
を
共
同
的
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
機
械
と
道
具
と
材
料
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
る
一
工
場
内
に
お
け
る
多
数
の
人
間
で
あ
り
、
か
か

る
工
場
共
同
体
の
集
団
も
、
そ
の
目
的
が
同
一
で
あ
り
そ
れ
を
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
共
同
体
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
時

⑥
 

は
、
経
営
で
あ
る
」
(
S
.
3
6
)

。
従
っ
て
経
営
と
は
要
す
る
人
間
で
あ
り
、
有
機
体
で
あ
が
、
し
か
し
常
に
必
ず
し
も
共
同
体
で
あ
る
と

は
限
ら
ず
、
「
経
営
に
お
い
て
唯
一
人
の
人
間
が
活
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
限
り
に
お
い
て
、
経
営
は
…
…
共
同
体
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
(
S
S
.
3
6
,
3
7
)

。
他
方
企
業
は
「
欲
望
充
足
に
適
し
た
財
を
準
備
す
る
任
務
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
り
(
S
.
5
2
)

、
企
業
と
い
う
言
葉
の

中
に
は
「
常
に
消
費
者
と
し
て
の
人
間
と
生
産
者
と
し
て
の
人
間
の
分
離
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
分
離
を
克
服
す
る
こ
と
が
企
業

な
る
言
葉
の
最
も
深
い
意
味
で
あ
る
」
と
い
い
(
S
.
3
7
)

、
企
業
と
経
営
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
人
間
が
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に

行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
生
活
す
な
わ
ち
価
値
生
産
の
生
活
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ
た
恒
常
的
な
設
備
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る

限
り
、
経
営
で
あ
り
」
、
そ
の
限
り
で
は
未
だ
「
企
業
の
名
に
値
す
る
販
売
危
険
と
も
冒
険

(
a
g
n
i
s
)
と
も
、
な
か
ん
ず
く
、
欲
望
の

充
足
が
実
際
に
達
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
主
た
る
冒
険
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
企
業
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
(
S
.
4
1
)

。

業
は
、
「
充
足
価
値
を
生
産
す
る
個
別
経
済
の
一
っ
で
あ
る
」
が
(
S
.
3
9
)

、
経
営
が
そ
の
内
的
な
過
程
、

あ
る
の
に
た
い
し
て
、
そ
の
外
的
形
式
と
し
て
、
市
場
と
の
関
係
に
お
い
て
個
別
経
済
を
一
単
位
と
み
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

R
 

で
き
る
。
そ
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
企
業
す
な
わ
ち
経
営
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク

は
、
公
式
的
に
は
確
か
に
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
企
業
が
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
中
心
で
あ
る
が
、
し
か
し
企
業
そ
れ
の
み
が
中
心

で
は
な
く
て
、
企
業
と
な
ら
ん
で
経
営
が
存
在
し
、
体
系
概
念
と
し
て
の
企
業
概
念
の
絶
対
性
は
破
ら
れ
、
そ
れ
を
経
営
概
念
に
よ
っ

R
 

て
駆
逐
す
る
こ
と
が
進
行
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
経
営
概
念
の
駆
逐
の
開
始
は
、
企
業
の
内
的
過
程
へ
の
重
点
の
移
行
の
開
始
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
企
業
が
、
公
式
的
に
し
ろ
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の

い
わ
ば
内
容
を
さ
す
も
の
で

従
っ
て
企

1匁



中
心
で
あ
り
、
企
業
が
立
論
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
無
視
さ
れ
え
な
い
重
大
な
意
味
を
有
し
て

内
的
過
程
へ
の
重
点
の
移
行
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
は
、
さ
き
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
づ
く
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
経
済
的
経
営

学
は
な
か
ん
ず
く
、
経
営
で
給
付
さ
れ
る
精
神
的
お
よ
び
肉
体
的
労
働
の
経
済
性

(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t
)
と
、
こ
の
労
働
結
果
を
、

単
に
資
本
の
み
を
も
っ
て
す
る
か
あ
る
い
は
直
接
的
に
自
己
自
身
の
給
付
を
も
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
そ
れ
に
関
与
し
た
す
べ
て
の
人

に
分
配
す
る
こ
と
を
、
論
じ
る
も
の
で
あ
る
」
(
S
.
1
)

。
こ
の
一
文
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
Il期
を
特
徴
づ
け
る
第
二
の
実
質
的
特
色

た
る
人
間
の
重
視
、
す
な
わ
ち
物
経
済
論
か
ら
人
経
済
論
へ
の
転
換
と
経
済
性
論
の
登
場
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
照
応
し
て

⑨
 

「
労
働
の
組
織
」
な
る
一
章
が
全
く
新
し
く
設
け
ら
れ
、
成
果

(
E
r
t
r
a
g
)
概
念
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
ま
ず
労
働
で
あ
る

が
、
労
働
は
企
業
の
任
務
遂
行
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
企
業
の
任
務
は
、
企
業
が
肢
体
化
さ
れ
な
い
限
り
遂
行
さ
れ
な
い
か

分
業
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
(
S
S
.
5
2
,
5
3
)

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
分
業
的
組
織

は
、
『
組
織
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
形
成
の
法
則
の
直
接
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
(
S
.
5
3
)

、
各
肢
体
は

有
機
的
に
結
ば
れ
、
そ
の
構
造
は
「
能
力
と
教
育
と
を
異
に
す
る
人
間
の
労
働
共
同
体

(
A
r
b
e
i
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
し
て
の
企
業

の
本
質
に
照
応
し
て
」
(
S
.
5
4
)

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
個
々
の
肢
体
は
組
織
上
中
間
肢
体

(
Z
w
i
s
c
h
e
n
g
l
i
e
d
e
r
)
を

通
じ
て
の
み
主
要
職
位
と
結
ば
れ
る
た
め
に
、
企
業
と
の
関
係
が
間
接
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る

と
、
「
共
同
体
の
構
造
に
亀
裂

(
R
i
s
s
e
)
が
生
ず
る
」
こ
と
を
防
ぎ
、
企
業
が
真
の
共
同
体
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
労
使
の
共
同
決

定
を
必
要
と
す
る
。
こ
こ
で
共
同
決
定
と
は
、
た
と
え
ば
一
九
二

0
年
の
経
営
協
議
会
法
な
ど
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
も
の
を
さ
し
て

一
般
に
経
営
参
加
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
結
局
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
形
成
の
法
則
に
よ
る
分
業
に
よ
っ
て
は
労
働
共
同
体
し
か
生
れ
ず
、
真
の
共
同
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
に
な
お
経

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

い
る
か
ら
(
S
S
.
5
5
-
5
6
`
8
8
)

、

ら
、
労
働
は
、
企
業
の
労
働
過
程
と
し
て
、

い
る
の
で
あ
る
。
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流
入
し
た
貨
幣
の
総
額
と
の
差
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
各
生
産
要
索
に
対
す
る
支
出
の
総
量
と
し
て

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
前
者
は
、

産
出
価
値
の
産
出
に
要
し
た
諸

と
は
、

営
参
加
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、

さ
れ
る
一
方
、

い
ず
れ
に
し
ろ
今
や
「
資
本
の
精
神
で
は
な
く
て
労
働
の
精
神
が
企
業
の
魂
で
あ
る
」
(
S
.
5
6
)

と

⑲
 

一
九
―
二
年
の
著
の
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
資
産
に
自
己
増
殖
す
る
営
利
力
が
あ
る
」
と
い
う
規
定
は
削

除
さ
れ
て
、
資
産
は
「
一
企
業
の
経
営
に
よ
っ
て
単
位
体
に
総
括
さ
れ
て
い
る
経
済
財
で
あ
る
」
(
S
.
6
0
)

と
の
み
規
定
さ
れ
、

は
、
端
的
に
は
労
働
の
組
織
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
企
業
者
概
念
に
つ
い
て
も
妥
当
し
、
企
業
者
即
出
資
者
と
し

て
企
業
と
企
業
者
と
の
分
離
が
一
方
的
に
強
調
さ
れ
た
一
九
―
二
年
と
は
異
な
っ
て
、
企
業
者
も
労
働
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
、
企
業
者
は
出
資
者
兼
経
営
担
当
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

⑪
 

と
、
他
方
で
は
企
業
者
の
受
け
取
る
報
酬
の
正
当
性
が
主
張
さ
れ
る
(
S
S
.
3
8
,
3
9
)

。

企
業
観
の
修
正
は
、
企
業
に
お
け
る
運
動
を
価
値
の
流
れ

(
d
e
r
Fluf3 
d
e
r
 W
e
r
t
e
)
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
な
さ
れ
る
。

一
九
―
二
年
に
は
文
字
通
り
資
産
の
回
転
と
し
て
と
ら
れ
て
い
た

U
m
s
a
t
z
や
、
ま
た
販
売

(
A
b
s
a
t
z
)
、
従
っ
て

利
潤
の
概
念
が
価
値
の
流
れ
に
お
い
て
統
一
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
経
済
性
の
問
題
も
こ
れ
と
関
連
し
て
い
る
。
価
値
の
流
れ

一
方
に
お
い
て
価
値
生
産
に
た
い
す
る
適
性
価
値

(
E
i
g
n
u
n
g
s
w
e
r
t
e
)
が
経
営
に
入
っ
て
き
て
、
生
産
過
程
に
お
い
て
そ
れ

が
産
出
価
値

(
E
r
-
z
e
u
g
u
n
g
s
w
e
r
t
e
)
と
な
っ
て
外
部
に
販
売
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
と
丁
度
反
対
の
方
向
に
お
い
て
貨
幣
形

態
に
お
け
る
価
値
が
出
入
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
利
潤
は
、
企
業
か
ら
流
出
し
た
産
出
価
値
の
総
額
と
、

生
産
要
素
の
費
消
価
値

(
A
u
f
w
a
n
d
s
w
e
r
t
e
)

の
総
量
で
あ
り
、

計
算
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
潤
は
収
入
(
E
i
n
n
a
h
m
e
)
と
費
消
と
の
差
、
す
な
わ
ち
収
入
と
支
出

(
A
u
s
g
a
b
e
)
と
の
差
で

⑲
 

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
s
s
.3
2
,
 7
9
,
 1
7
5
)

。
他
方
収
入
は
、
当
該
生
産
物
の
市
場
価
値
す
な
わ
ち
生
産
価
値

(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
)

こ
の
市
場
価
値
に
よ
っ
て
き
ま
る
か
ら
、
生
産
物
に
移
転
し
た

に
よ
っ
て
き
ま
る
が
、
生
産
者
に
た
い
す
る
生
産
物
の
真
の
価
値
は
、

そ
れ
に
た
い
し
て

一
方
で
は
企
業
に
お
け
る
経
営
主
体
と
し
て
の
企
業
者
の
不
可
欠
性

企
業
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理
論
的
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
、

各
生
産
要
素
の
給
付
の
真
の
価
値
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
収
入
は
給
付
の
真
の
価
値
を
表
示
す
る
。
従
っ
て
収
入

と
支
出
と
の
差
た
る
利
潤
は
、
給
付
の
真
の
価
値
と
給
付
は
た
い
す
る
実
際
の
支
払
と
の
差
、
約
言
す
れ
ば
給
付
と
対
価
と
の
差
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
目
的
結
果
が
す
べ
て
の
給
付
者
に
給
付
通
り
正
し
く
分
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
帯
字
1
1
迭
甫
で
あ
る

な
ら
ば
、
利
潤
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
経
済
性
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
「
経
営
経
済
的
生
産
過
程
に
お
い
て
形
成
と

維
持
の
法
則
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
が
、
こ
の
両
法
則
は
要
す
る
に
給
付
と
反
対
給
付
と
が
照
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

⑮
 

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
性
は
、
具
体
的
に
は
、
給
付
と
対
価
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
帯
字
1
1
溢
宙
の
時

経
済
性
は
一
0
0
~
と
な
り
、
そ
の
時
に
は
利
潤
も
生
じ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
は
反
対

⑭
 

に
、
経
済
性
が
利
潤
の
尺
度
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
利
潤
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
ご
く
一
般
的
な
抽
象
的
な

段
階
で
の
議
論
で
あ
っ
て
、
独
立
し
た
個
別
経
済
た
る
企
業
の
段
階
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
経
営
学
独
自
の
利
潤
論
た
り
う
る
た

め
に
は
、

こ
の
利
潤
概
念
は
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
す
ぐ
れ
て
個
別
経
済
的
な
概
念
た

る
原
価
(
K
o
s
t
e
n
)
を
登
場
さ
せ
、
さ
ら
に
、
収
入
か
ら
原
価
を
差
し
引
い
た
も
の
を
成
果
(
E
r
t
r
a
g
)

で
あ
る
と
し
、
利
潤
を
ば
、
成

⑮
 

果
の
一
部
分
で
あ
り
、
残
留
部
分
(
E
r
t
r
a
g
s
r
e
s
t
)
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
原
価
、
従
っ
て
成
果
の
概
念
は
、
一
九
三

0
年
代
の
第
皿

期
に
お
い
て
完
全
に
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第

Il期
に
お
い
て
は
、
登
場
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
定
は
全
く
不
十
分
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
原
価
は
、
「
最
も
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
全
経
営
支
出
か
ら
、
支
払
賃
銀
・
給
与
お
よ
び
そ
の
他
の
成
果
持
分
の
総
計

を
差
し
引
い
た
も
の
」
と
規
定
さ
れ
(
S
.
1
8
5
-
6
)

、
他
方
成
果
は
「
経
営
収
入
か
ら
原
価
を
差
し
引
い
た
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
い
て

⑯
 

(
S
.
2
2
1
)

、
循
環
論
に
陥
っ
て
い
る
が
、
原
価
、
成
果
、
従
っ
て
利
潤
は
、
ハ
ッ
ク
ス
の
整
理
に
よ
る
と
次
図
の
ご
と
き
関
係
に
た
っ

こ
の
よ
う
に
成
果
概
念
は
、
労
働
者
も
企
業
の
限
界
内
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
企
業
は
労
働
者
を
も
含
め
た
共
同
体
で
あ
る
こ
と
を

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
共
同
体
理
論
の
核
心
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）
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こ
れ
に
応
じ
て
成
果
が
、
共
同
体
と
し
て
の
企
業
の
追
求
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
成
果
の
前
払
部
分
た
る
賃
銀
・
給
与
と
成
果
と
の

関
係
で
あ
る
給
付
収
益
性

(
R
e
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
d
e
r
 L
e
i
s
t
u
n
g
)

が
、
企
業
の
指
導
規
準
と
し
て
登
場
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
成

果
の
う
ち
③
ー
田
は
成
果
確
定
前
に
前
払
い
さ
れ
る
、
支
出
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
成
果
追
求
は
、
企
業
に
お
い
て
は
、
結
局
、
少
な

最狭義の利潤
(9,口）～（10)

＇＾ヽ

支出対価価値、費消価値補填
(1)~(9,イ）

II 
ー

原

価①
原
料
、
補
助
材
料

②
設
備
の
減
価
償
却

成
果
（
市
場
利
潤
⑱
ー
⑩
）

＠
確
定
、
前
払
部
分

⑱
他
経
営
の
給
付
に
た
い
す
る
支
払

囮
賃
銀
お
よ
び
給
与

的
他
人
資
本
利
子

⑭
成
果
の
事
後
分
配
部
分

⑥
自
己
資
本
利
子

m
自
己
資
本
保
全
の
た
め
の
額

⑧
企
業
者
賃
銀

⑨
企
業
保
全
の
た
め
の
額

り
最
低
の
不
可
欠
な
額

⑲
り
を
越
え
る
額

⑩
共
働
者
に
た
い
す
る
利
潤
分
配

り
労
働
者
、
職
員
に
た
い
す
る
分

＠
企
業
者
に
た
い
す
る
分
1
1
企
業
者
利
潤

製
品
売
上
高
（
経
営
収
入
）

` - ~‘  

業務利潤(6)~0.0) 経営支出(1)~(5)
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一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
も
抹

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
段
階
に
お
い

く
と
も
業
務
利
潤
の
追
求
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
業
務
利
潤
こ
そ
は
、
通
常
利
潤
と
い
わ
れ
る
も
の
に
大
体
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
成
果
追
求
は
、
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
利
潤
追
求
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

は
、
一
方
に
お
け
る
売
上
の
増
大
と
他
方
に
お
け
る
原
価
な
ら
び
に
賃
銀
の
低
下
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
資
本

収
益
性
に
か
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
す
る
給
付
収
益
性
に
し
て
も
、
賃
銀
の
低
下
に
よ
っ
て
も
高
ま
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

た
と
え
賃
銀
が
給
付
の
価
値
以
下
で
あ
っ
た
場
合
に
も
そ
の
不
足
分
は
⑩
の
利
潤
分
配
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
か
ら
、
企
業
が
賃
銀
の

引
き
下
げ
に
よ
っ
て
利
潤
の
増
大
を
は
か
っ
て
も
、
理
論
的
に
は
、
共
同
体
と
し
て
の
企
業
の
理
念
に
な
ん
ら
反
し
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
『
経
済
的
経
営
学
』
に
お
い
て
は
利
潤
は
、
一
九
―
二
年
の
場
合
に
お
け
る
が
ご
と
き
絶
対
的
重
要
性
を
よ

し
失
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
決
し
て
体
系
構
成
上
の
必
要
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
安
全
性
と
と
も
に
体
系
理

念
の
一
っ
と
し
て
か
か
げ
る
収
益
性
に
お
い
て
も
、
給
付
収
益
性
は
新
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
と
利
潤
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
資

本
収
益
性
が
実
際
に
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
給
付
収
益
性
や
経
済
性
と
は
無
関
連
に
こ
の
収
益
性
に
つ
い
て
、
一
九
―
二
年
の
書

と
全
く
同
様
の
叙
述
を
行
な
っ
て
い
る
(
S
.
2
2
4
ff.)
。
帯
字
1
1
溢
甫
、
す
な
わ
ち
経
済
性
一

0
0
*の
時
利
潤
は
存
在
し
な
い
と
い
う

利
潤
否
定
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
企
業
や
企
業
者
を
も
含
め
て
利
潤
の
受
取
人
を
事
前
に
し
ろ
事
後
に
し
ろ
確
定

⑰
 

し
、
そ
れ
に
分
配
し
て
し
ま
え
ば
何
も
残
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、

て
は
利
潤
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
利
潤
追
求
す
ら
も
厳
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
経
済
性
論
や
成
果
概
念
、
従
っ
て
共
同
体
の
理
論

は
、
こ
の
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
全
く
利
潤
を
隠
蔽
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
利
潤
追
求
の
存
在
は
、
企
業
が
全
体
で
あ
る
と
し
て
企
業
を
立
論
の
基
礎
と
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

企
業
は
一
方
で
は
、
人
間
の
良
心
に
根
源
を
お
く
有
機
体
の
一
っ
と
し
て
、
共
同
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

を
も
っ
て
し
て
も
、
企
業
が
一
個
の
個
別
資
本
と
し
て
利
潤
追
求
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）
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注

⑧ ⑦ ⑥ ⑥ ④ 

こ
の
た
め
で
あ
り
、
他
の
問
題
に
お
い
て
も
、
労
働
の
問
題
を
除
け
ば
一
九
―
二
年
に
す
で
に
論
究
さ
れ
て
い
た
も
の
を
新
し
く
体
系

づ
け
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
『
経
済
的
経
営
学
』
は
あ
く
ま
で
一
九
―
二
年
の
書
の
第
五
版
、
第
六
版
で

あ
り
、
改
訂
版
に
す
ぎ
な
く
、
過
渡
的
な
折
衷
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
の
中
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の

変
容
が
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
与
え
た
影
響
を
十
分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
企
業
を
共
同
体
と
す
る
こ
と
と
、
個
別
資

本
と
し
て
の
企
業
そ
の
も
の
を
棄
て
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
く
る
矛
盾
は
、
な
し
う
る
限
り
で
の
最
大
の
譲
歩
を
な
し
つ
つ
も
資
本
主
義

た
る
こ
と
だ
け
は
維
持
し
よ
う
と
し
た
、
当
時
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
惧
悩
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
本
節
に
お
け
る
こ
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
、
H
•
N
i
c
k
l
i
s
c
h
,

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 Betriebslehre, 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
1922.

の
ペ
ー
ジ
数
で

あ
る
。

S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
162. 

H•Nicklisch, 

B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
N
H
w
H
p
.
,
 
14. 
Jg., 
S. 
9
7
 
ff.

こ
の
嘩
西
滓
o
c
ニ
ッ
ク
＂
ノ
ッ
シ
ュ

ii
、津
g
褒
士
士
裁
的
2t"-

場
か
ら
す
る
経
営
学
方
法
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
か
れ
は
、
斯
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
悟
性
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
体
験
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
個
別
的
現
象
を
対
象
と
し
た
旧
来
の
商
業
学
と
は
異
な
っ
て
、
生
活
の
全
体
、
そ
の
諸
関
連
が
究
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

他
の
隣
切
科
学
、
と
く
に
国
民
経
済
学
や
経
済
法
学
と
は
、
区
別
を
重
視
す
る
こ
と
よ
り
も
、
共
通
性
を
見
失
わ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

と
、
強
調
し
た
。

S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
172. 

H•Nicklisch, 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 Betriebslehre, 
S. 4
4
.
 

H•Nicklisch, 

G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 fiir 
die 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,
 S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
1928, 
S.5.
＊
付
茎
訳
「
奴
定
呂
奴
U

迄
四
原
理
」
―
―
―
ペ
ー
ジ
。

S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
`
a
.
 a. 
0・
、
s.
171. 

S
c
h
6
n
p
f
l
u
g
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
173. 

⑧ R ①
 

お
い
て
も
、

殺
え
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
限
界
現
象
に
関
し
て
は
、
従
っ
て
価
値
論
な
ど
は
、
一
九
ニ
―
年
の
『
経
済
的
経
営
学
』
に

一
九
―
二
年
の
叙
述
が
、
表
現
や
誤
謬
を
訂
正
し
、
敷
行
、
拡
大
を
な
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
は
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一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）

⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫
 

⑪ ⑩ ⑨
 
ち
な
み
に
『
経
済
的
経
営
学
』
に
お
い
て
全
く
新
し
く
登
場
し
た
も
の
は
こ
の
章
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
問
題
は
少
な
く
と
も
題
材
と
し
て

は
一
九
―
二
年
の
書
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
価
値
の
流
れ
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

Nicklisch, A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 Betriebslehre, S. 5
9
.
 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
企
業
者
を
企
業
の
本
質
的
要
件
で
あ
る
と
は
し
て
い
る
が
、
経
営
学
の
対
象
で
あ
る
企
業
は
、
企
業
の
利
害
と
企
業
者

の
そ
れ
と
が
分
離
し
た
企
業
で
あ
る
と
し
、
ま
た
現
在
で
は
企
業
者
の
排
除
傾
向
が
存
す
る
こ
と
も
認
め
（
s.
3
9
の
注
）
、
さ
ら
に
企
業
者
が

単
な
る
出
資
者
に
化
す
と
企
業
に
重
大
な

U
b
e
l
s
t
a
n
d
が
生
ず
る
と
、
一
九
―
二
年
に
お
け
る
と
同
様
の
企
業
者
随
落
論
を
展
開
し
て
い

る

(s.
4
1
)

。

価
値
論
は
、
一
九
―
二
年
の
第
一
版
の
主
張
が
、
表
現
や
誤
謬
を
訂
正
し
、
敷
術
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

産
出
価
値
は
第
一
版
で
は
製
造
価
値

(
H
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
s
w
e
r
t
)
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
産
出
価
値
と
生
産
価
値
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

H•Keinhorst, 

D
i
e
 n
o
r
m
a
t
i
v
e
 B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
w
e
i
s
e
 i
n
 d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, B
e
r
l
i
n
 1
9
5
6
,
 
S. 8
4
.
 

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
相
違
は
、
何
よ
り
も
、
両
者
の
経
済
性
概
念
の
差
異
か
ら
く
る
の
で
あ
っ
て
、
利
潤
の
範
囲
そ
の
も
の
は
両
者
に
お

い
て
大
き
な
違
い
は
な
い
o

K
•
H月
•
D
e
rGe
w
i
n
n
ぽ
griff
i
n
 d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, 
L
e
i
p
z
i
g
 1
9
2
6
,
 
S
S
.
 
8
2
ー史．

H•Nicklisch, 

D
i
e
 betriebswirtschaftliche B
e
d
e
u
t
u
n
g
 d
e
s
 G
e
w
i
n
n
s
,
N
H
w
H
p
.

｀1
5
.
 
Jg., 
s. 
1
9
7
.
 

E
g
`
a
.
 a. 

0., 
S. 7
6
.

な
お
周
知
の
よ
う
に
、
後
年
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
成
果
概
念
に
お
い
て
は
、
⑱
の
外
部
用
役
費
や
的
の
他
人
資

本
利
子
は
成
果
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
も
当
時
の
か
れ
の
こ
れ
ら
の
概
念
に
た
い
す
る
規
定
の
不
十
分
さ
が
現
わ
れ
て
い
る
。

Vgl•Nicklisch, 

Betriebswirtschaft, S. 5
2
4
 
ff. 
derselbe, 
G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 f
u
r
 die B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
`
s
s
.
 
3
3
1
3
5
,
 

木
村
訳
前
掲
書
六
ニ
ー
六
五
ペ
ー
ジ
。

し
た
が
っ
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
利
潤
論
は
、
収
益
と
費
用
と
は
計
算
的
に
も
概
念
的
に
も
一
致
す
る
と
し
て
利
潤
を
否
定
し
た
デ
ィ
ー
ト

⑲

⑲

 

リ
ッ
ヒ
の
考
え
と
、
全
く
構
想
を
同
じ
く
す
る
。

R•Dietrich 

B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
`
M
i
i
n
c
h
e
n
 u
n
d
 L
e
i
p
z
i
g
 1
9
1
4
,
 

SS. 3
9
6
,
 
4
1
4
.
 

F. J
•
D
u器
m
u
n
d
,D
e
r
 betriebswirtschaftliche G
e
w
i
n
n
b
e
g
r
i
f
f
 i
n
 seiner 
historischen 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 
Stuttgart 

1
9
2
9
,
 

s. 1
2
4
.
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ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
戦
前
の
第

I
期
お
よ
び
戦
時
、
戦
後
の
第

I
期
を
通
じ
て
企
業
を
立
論
の
基
礎
と
し
、
企
業
者
で
は
な
く
て
企

業
の
立
場
に
た
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
第

I
期
は
、
第

I
期
に
比
し
て
、
ま
ず
第
一
に
対
象
と
す
る
企
業
が
商
事
企
業
か
ら
企
業

全
般
に
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
重
点
が
企
業
外
部
の
流
通
過
程
か
ら
内
部
の
生
活
過
程
へ
移
動
し
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
体
系
概
念
と
し
て
企
業
概
念
と
と
も
に
経
営
概
念
が
登
場
し
た
こ
と
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
さ

ら
に
第

I
期
に
お
い
て
は
、
第

I
期
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
企
業
者
す
ら
も
企
業
の
外
部
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
企
業

が
、
一
九
一
五
年
に
は
諸
力
共
同
体
と
し
て
規
定
さ
れ
、
一
九
ニ
ー
年
に
は
労
働
者
も
企
業
の
内
部
と
す
る
労
使
対
等
の
共
同
体
と
し

て
把
握
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
思
想
が
一
九
二

0
年
の
経
営
協
議
会
法
を
頂
点
と
す
る
労
働
者
の
経
営
参
加
を
現
実

的
基
盤
と
す
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
―
二
年
に
は
原
子
論
的
な
経
済

観
の
上
に
た
っ
て
企
業
を
国
民
経
済
の
一
部
分
、
一
点
と
し
て
と
ら
え
る
接
近
の
仕
方
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

①
 

に
は
一
九
―
二
年
の
書
に
つ
い
て
も
企
業
が
―
つ
の
全
体
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、

の
こ
と
は
、

む

す

び

一
九
一
四
年

一
九
一
五
年
に
い
た
っ
て
企
業
全
体
観
が
強
力

に
打
ち
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
や
企
業
の
立
場
に
た
つ
こ
と
は
企
業
が
全
体
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
企
業
の
立
場

①
 

は
、
企
業
そ
の
も
の
の
立
場
と
い
う
よ
り
は
、
企
業
が
―
つ
の
全
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

い
う
ま
で
も
な
く
、
方
法
論
的
立
場
の
重
大
な
転
向
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
第

I
期
に
お
い
て
は
、
限
界
現
象
な
ど

に
お
い
て
個
体
主
義
的
な
限
界
理
論
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
没
価
値
判
断
の
主
張
は
棄
て
去
ら
れ
、
浪
漫
主
義
的
な

有
機
体
と
し
て
の
共
同
体
論
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
体
主
義
的
立
場
に
た
ち
没
価
値
判
断
的
態
度
を
と
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の

旧
来
の
方
法
論
的
立
場
は
、
基
本
的
に
は
、
有
機
的
全
体
を
重
視
す
る
浪
漫
主
義
的
な
全
体
主
義

(
U
n
i
y
e
r
s
a
l
i
s
m
u
s
)
に
移
行
す
る
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周
知
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
ク
の
哲
学
に
は
じ
ま
る
近
代
の
浪
漫
主
義
は
、
き
わ
め
て
ド
イ
ツ
的
な
思
想
運
動
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
多
義
、
多
彩
、
こ
れ
を
簡
単
か
つ
一
義
的
な
概
念
で
表
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
‘
―
つ
の
原
理
、

原
則
と
い
う
よ
り
は
―
つ
の
世
界
観
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
浪
漫
主
義
思
想
に
一
般
的
な
特
徴
は
、
生
命
が
永
久
の
も
の
た
る

「
精
神
」
と
さ
れ
、
人
間
の
う
ち
に
宇
宙
は
存
し
、
従
っ
て
歴
史
の
推
進
力
た
る
も
の
は
自
然
法
則
的
な
関
連
の
も
と
に
あ
る
自
然
で

は
な
く
て
人
間
の
精
神
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
生
活
が
重
視
さ
れ
、
認
識
す
る
こ
と
よ
り
も
体
験
す
る
こ
と

(
E
r
l
e
b
e
n
)
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
浪
漫
主
義
は
人
間
中
心
観
で
あ
る
が
、
そ
の
際
人
間
は
孤
立
的
存
在
と
し
て
で

は
な
く
て
有
機
的
存
在
と
し
て
、
有
機
的
全
体
の
肢
体
と
し
て
全
体
即
部
分
な
る
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
有
機
体
の

理
念
と
全
体
主
義
の
理
念
が
そ
の
特
徴
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
た
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
な
も
の
た
る
新
歴
史
学

派
と
深
い
関
連
に
た
ち
、
歴
史
学
派
の
考
え
方
と
多
く
の
点
に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
し
か
し
単
な
る
歴
史
主
義
で
も
全
体
主
義
で
も

な
い
。
浪
漫
主
義
的
経
済
理
論
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
の
は
じ
め
に
古
典
学
派
経
済
学
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
ア
ダ

ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
敗
戦
と
そ
れ
に
つ
づ
く
社
会
経
済
の

危
機
の
深
化
に
よ
っ
て
資
本
が
最
大
限
の
譲
歩
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
と
と
も
に
、
帝
国
主
義
繁
栄
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
限
界
効
用
学
派
の
個
体
主
義
的
、
自
然
法
的
、
合
理
主
義
的
見
解
は
歴
史
的
妥
当
性
を
失
い
、
国
民
主
義
的
、

全
体
主
義
的
思
想
の
復
位
が
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
際
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
後
退
そ
し
て
再
建
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
登
場
し
た
も
の

は
、
単
な
る
全
体
で
は
な
く
て
有
機
的
全
体
を
主
張
す
る
、
シ
ュ
。
ハ
ン
を
代
表
と
す
る
新
浪
漫
主
義
の
経
済
学
で
あ
り
、

シ
ュ
の
経
営
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

③
 

の
で
あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
、
矛
盾
や
飛
躍
に
み
ち
論
証
不
十
分
な
体
系
や
理
論
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
に
お
い
て
も
経
営
学
に
お
け

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
生
成
過
程
（
大
橋
）
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付
記

⑥
 

④
 

⑧
 

注

R ① 

〔
一
九
六
五
・
八•
1
0
〕

④
 

る
第
一
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
指
導
的
地
位
を
確
保
し
え
た
の
は
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
変
容
に
即
応
し
て
自
己
の
立
場
を
修
正

R
 

し
、
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
要
請
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
え
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

Nicklisch, 
N
a
c
h
w
o
r
t
 z
u
 d
e
n
 A
u
s
f
l
i
h
r
u
n
g
e
n
 iiber 
die 
Rentabilitat d
e
r
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
 v
o
n
 D
r
.
 P
a
p
e
.
 

一
九
ニ
―
年
五
月
二
五
日
の
前
記
の
講
演
に
お
い
て
も
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
経
営
経
済
学
が
と
に
か
く
全
体
の
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

N
i
c
k
l
i
s
c
h
`
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
a. 
a. 
0., 
S
.
 9
8
.
 

周
知
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
世
界
観
の
三
つ
の
根
源
と
し
て
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
、
自
然
科
学
的
唯
物
論
｀

浪
漫
主
義
的
世
界
観
を
あ
げ
て
い
る
が
、
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
は
全
体
主
義
者
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
を
規
定
し
て
い
る
°

K
e
i
n
h
o
r
s
t
,
 a. 
a
 

o., 
s. 
9
4
.
 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
一
九
二
八
年
三
、
四
月
に
ベ
ル
リ
ン
放
送
に
お
い
て
経
営
経
済
学
の
諸
原
理
に
つ
い
て
講
演
し
た
が
、
そ
れ
が

••Grundfragen 

fiir 
die 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
^
L^
)
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
浪
漫
主
義
的
な
考
え
方
の
萌
芽
は
、
実
は
、
す
で
に
戦
前
に
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
九
―
―
―
一
年
の
論
文

,,Die

W
i
s
習
n
s
c
h
a
f
t
v
o
m
 H
a
n
d
e
l
"
N
H
w
H
p
.
,
 6
.
 
Jg・, 
s. 2
 
ff.
に
お
い
て
、
一
方
で
は
私
経
済
学
の
純
粋
科
学
性
を
主
張
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
理
論
が
生
活
に
密
着
し
生
あ
る
表
象
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

本
稿
は
昭
和
三
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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