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最
初
に
、
一
つ
の
寓
話
を
紹
介
し
よ
う
。
「
二
人
の
石
切
り
職
人
」
と
い
う
寓
話
で
あ
る
。 

 

日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
思
想 

ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
。 

す
る
と
、
そ
の
石
切
り
職
人
は
、 

こ
の
い
ま
い
ま
し
い
石
を
切
る
た
め
に
、
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
の
さ
。 

え
え
、
い
ま
、
私
は
、 

旅
人
が
、
あ
る
町
を
通
り
か
か
り
ま
し
た
。 

あ
な
た
は
、
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。 

目
を
輝
か
せ
、
生
き
生
き
と
し
た
声
で
、
こ
う
答
え
た
の
で
す
。 

素
晴
ら
し
い
教
会
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
。 

多
く
の
人
々
の
心
の
安
ら
ぎ
の
場
と
な
る 

そ
れ
が
、
我
々
の
「
働
き
甲
斐
」
を
定
め
る
の
で
す
。 

そ
の
仕
事
の
彼
方
に
、
何
を
見
つ
め
て
い
る
か
。 

そ
れ
が
、
我
々
の
「
働
き
甲
斐
」
を
定
め
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
、
旅
人
は
、
も
う
一
人
の
石
切
り
職
人
に
、
同
じ
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。 

不
愉
快
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
答
え
ま
し
た
。 

そ
の
問
い
に
対
し
て
、
石
切
り
職
人
は
、 

そ
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
た
旅
人
は
、
一
人
の
石
切
り
職
人
に
聞
き
ま
し
た
。 

そ
の
町
で
は
、
新
し
い
教
会
が
建
設
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、 

建
設
現
場
で
は
、
二
人
の
石
切
り
職
人
が
働
い
て
い
ま
し
た
。 
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そ
し
て
、
我
々
が
、
そ
の
原
点
を
見
つ
め
な
が
ら
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
活
動
を
進
め
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
生
ま
れ

て
く
る
も
の
は
、
紛
れ
も
な
く
「
日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
と
呼
ぶ
べ
き
、
日
本
独
自
の
新
た
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
思
想
と
活
動
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
欧
米
の
企
業
に
と
っ
て
も
、
学
ぶ
こ
と
の
多
い
、
深
み
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。 

第
一
の
心
得 
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し
か
し
、
す
で
に
多
く
の
日
本
の
経
営
者
が
気
が
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
企
業
の
「
社
会
的
責
任
」

や
「
社
会
貢
献
」
の
思
想
は
、
古
く
か
ら
、
日
本
企
業
の
経
営
に
お
い
て
は
、
明
確
な
思
想
と
し
て
存
在
し
た
。 

例
え
ば
、
渋
沢
栄
一
の
「
右
手
に
算
盤
、
左
手
に
論
語
」
と
い
う
思
想
。
住
友
家
訓
の
「
浮
利
を
追
わ
ず
」
と
の

思
想
。
近
江
商
人
の
心
得
、
「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、
世
間
よ
し
、
三
方
よ
し
」
の
思
想
。
そ
う
し
た
思
想

は
、
挙
げ
れ
ば
い
く
ら
で
も
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
も
そ
も
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
働
く
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
傍
」

（
は
た
）
を
「
楽
」
（
ら
く
）
に
す
る
意
と
解
し
て
き
た
文
化
が
あ
る
。
我
々
が
一
生
懸
命
に
働
く
の
は
、
職
場
の
仲

間
を
幸
せ
に
す
る
た
め
、
顧
客
を
幸
せ
に
す
る
た
め
。
企
業
が
一
生
懸
命
に
活
動
す
る
の
は
、
世
の
中
を
幸
せ
に
す

る
た
め
、
良
い
世
の
中
を
創
る
た
め
。
そ
う
し
た
「
社
会
貢
献
」
を
前
提
と
し
た
「
労
働
観
」
と
「
企
業
観
」
が
、

我
が
国
に
は
、
永
い
伝
統
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
優
れ
た
労
働
観
と
企
業
観
が
ゆ
え
に
、
こ
の
国
で
は
、

多
く
の
人
々
が
「
働
き
甲
斐
」
を
感
じ
な
が
ら
、
日
々
の
仕
事
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。 

な
ぜ
、
こ
の
第
一
の
心
得
が
大
切
な
の
か
。
そ
れ
は
、
い
ま
、
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
に
取
り
組
も
う
と
す
る
企
業
の
多
く

が
、
「
社
会
的
責
任
」
と
は
、
企
業
倫
理
を
大
切
に
し
、
法
律
を
守
る
こ
と
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
多
く
の
企
業
が
、
社
内
に
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
」
を
設
置
し
、
厳
し
い
社
内
規
定
を
制
定
し
、
社

員
へ
の
規
律
遵
守
の
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
自
身
は
、
必
ず
行
う
べ
き
活
動
で
あ
る
が
、

「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
を
企
業
倫
理
と
法
令
遵
守
の
問
題
と
し
て
矮
小
化
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
正
し
く
な
い
。 

そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
、
「
欧
米
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
導
入
に
伴
っ
て
世
の
中
に
生
ま
れ
て
い

る
、
い
く
つ
か
の
「
誤
解
」
を
解
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
型
経
営
に
お
け
る
社
会
貢
献
の

思
想
の
「
原
点
」
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

い
ま
、
欧
米
の
企
業
の
最
新
の
動
向
に
学
ぶ
と
い
う
形
で
、
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ: Corporate 

Social Responsibility

）
や
「
企
業
の
社
会
貢
献
」
の
思
想
が
、
我
が
国
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。 

そ
れ
は
、
欧
米
の
企
業
さ
え
見
習
う
べ
き
深
み
を
持
っ
て
語
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
思
想
で
も
あ
る
。 

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
、
我
が
国
の
企
業
が
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
に
取
り
組
む
と
き
、
そ
の
活
動
の
根
本

に
あ
る
べ
き
は
、
た
だ
海
外
を
仰
ぎ
見
て
「
欧
米
企
業
の
先
例
に
学
ぶ
」
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
い
。
大
切
な
の
は
、

過
去
を
顧
み
て
「
日
本
企
業
の
原
点
に
帰
る
」
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
「
日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
思
想
と
は
、
何
か
。 

こ
れ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
「
日
本
企
業
の
社
会
貢
献 

七
つ
の
心
得
」
と
し
て
、
語
ろ
う
。 

「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
と
は
、 

社
会
に
対
し
て
良
き
こ
と
を
為
す
。
そ
れ
が
、
企
業
の
本
来
の
責
任
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

社
会
に
対
し
て
悪
し
き
こ
と
を
し
な
い
こ
と
で
は
な
い
。 
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も
う
一
つ
、
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
に
つ
い
て
の
誤
解
が
あ
る
。
な
ぜ
、
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
を
重
視
す
る
の
か
に
つ
い

て
の
誤
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
聞
や
雑
誌
で
は
、
し
ば
し
ば
、
次
の
よ
う
な
言
葉
に
出
会
う
。 

そ
も
そ
も
、
企
業
に
社
会
的
な
責
任
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
社
会
に
対
し
て
「
悪
し
き
こ
と
を
し
な

い
」
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
に
対
し
て
「
良
き
こ
と
を
為
す
」
。
そ
れ
が
、
「
公
器
」
と
し
て
の
企
業
の
本
来
の
責
任

で
あ
ろ
う
。
日
本
型
経
営
の
真
髄
は
、
そ
の
「
公
器
」
と
し
て
の
自
覚
で
あ
り
、
「
世
の
た
め
、
人
の
た
め
」
と
い

う
使
命
感
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
使
命
感
が
、
こ
の
国
の
職
場
に
、
無
数
の
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
を
生

み
出
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
世
の
中
に
良
き
こ
と
を
為
そ
う
と
懸
命
に
働
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
企
業
の

社
会
的
責
任
を
全
う
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
企
業
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
社
会
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
社
会
的
使
命
」
と
い
う
言
葉
と
同
義
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
日
本
型
経
営
の
そ
の
原
点
を
見
失
う
べ
き
で
は
な
い
。 

企
業
が
、
社
会
的
責
任
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
社
会
的
責
任

を
全
う
す
る
こ
と
が
、
そ
の
企
業
の
理
念
で
あ
り
、
そ
の
企
業
で
働
く
人
々
の
喜
び
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

一
人
ひ
と
り
の
社
員
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
社
員
が
一
生
懸
命
に
働
く
の
は
、
働
か
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い

か
ら
で
は
な
い
。
一
生
懸
命
に
働
く
こ
と
が
、
「
素
晴
ら
し
い
何
か
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
う
信
じ
ら
れ
る
か

ら
、
社
員
は
、
我
々
は
、
と
き
に
寝
食
を
忘
れ
て
働
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
国
の
繁
栄
は
、
そ
う
し
た

「
志
」
や
「
使
命
感
」
を
持
っ
て
働
い
て
き
た
人
々
が
、
築
い
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

こ
の
時
代
、
矜
持
を
失
え
ば
、
経
営
者
や
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
社
員
を
一
生
懸
命
に
働
か
そ

う
と
し
て
し
ま
う
。
「
頑
張
ら
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
」
「
成
果
を
挙
げ
な
け
れ
ば
サ
バ
イ
バ
ル
で
き
な
い
」
。
し

か
し
、
そ
の
言
葉
が
、
企
業
に
、
職
場
に
、
「
一
人
目
の
石
切
り
職
人
」
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
の
落
と
し
穴
を
、

我
々
は
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

た
し
か
に
、
世
界
的
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
潮
流
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
エ
ン
ロ
ン
や
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
な
ど
の
企
業
の
不

祥
事
が
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
多
く
の
企
業
の
不
祥
事
が
相
次
い
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
貶
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
目
線
を
下
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。 

社
会
に
対
し
て
「
良
き
こ
と
を
為
す
」
。
そ
れ
が
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
経
営
者
や
マ

ネ
ジ
ャ
ー
が
明
確
に
自
覚
し
、
語
る
と
き
、
そ
こ
に
、
社
員
に
と
っ
て
の
「
働
き
甲
斐
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

社
員
が
一
生
懸
命
に
働
く
の
は
、
「
生
き
残
り
」
の
た
め
で
も
、
「
勝
ち
残
り
」
の
た
め
で
も
な
い
。
社
員
は
、

「
素
晴
ら
し
い
何
か
」
の
た
め
に
、
一
生
懸
命
に
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
信
じ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
社
員

の
「
働
く
喜
び
」
や
「
働
き
甲
斐
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
「
素
晴
ら
し
い
何
か
」
と
は
、
日
本
企
業

に
お
い
て
は
、
「
理
念
」
や
「
理
想
」
、
「
夢
」
や
「
志
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

い
ま
、
巷
に
溢
れ
て
い
る
寂
し
い
言
葉
。 

我
々
は
、
こ
う
し
た
言
葉
の
寂
し
さ
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

経
営
者
や
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
い
ま
、
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
生
き
残
り
」
「
勝
ち
残
り
」
「
サ
バ
イ
バ
ル
」
。 

「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
大
切
に
し
な
い
と
投
資
家
か
ら
見
放
さ
れ
る
」 

「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
重
視
し
な
い
企
業
は
生
き
残
れ
な
い
」 
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第
二
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

こ
う
述
べ
て
く
る
な
ら
ば
、
「
企
業
の
社
会
的
責
任
」
と
は
、
本
来
、
「
企
業
の
社
会
貢
献
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
動
き
の
中
で
、
こ
の
「
企
業
の
社
会
貢
献
」
と
い
う
言
葉
に

も
、
誤
解
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
誤
解
は
、
し
ば
し
ば
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。 

も
と
よ
り
、
株
式
会
社
で
あ
る
か
ぎ
り
、
株
主
に
利
益
で
報
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
型
経

営
に
お
い
て
は
、
会
社
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
社
員
が
「
働
き
甲
斐
」
を
求
め
て
働
き
、
日
々
「
人
間
成

長
」
を
遂
げ
て
い
く
場
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
場
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に

も
、
利
益
を
挙
げ
、
株
主
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
順
序
は
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
利
益
を
挙
げ
、
株

主
に
報
い
る
た
め
に
、
社
員
の
「
働
き
甲
斐
」
を
大
切
に
し
、
社
員
の
「
人
間
成
長
」
を
支
援
す
る
の
で
は
な
い
。 

そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
近
年
の
「
株
主
資
本
主
義
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
傾
向
で
あ
ろ
う
。
「
企
業
活
動
の
目
的
は
、

事
業
を
通
じ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
利
益
を
挙
げ
、
そ
の
利
益
を
株
主
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
思
想
が
、

い
つ
の
間
に
か
、
我
が
国
の
企
業
社
会
を
覆
っ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
利
益
の
一
部
を
福
祉
団
体
に
寄
付
す
る
。
環
境
保
護
の
た
め
の
植
林
に
使
う
。
も
と
よ
り
、
そ
う
し
た

活
動
そ
の
も
の
は
、
た
し
か
に
社
会
へ
の
貢
献
で
あ
り
、
価
値
あ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
う
し
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
背
後
に
は
、
欧
米
の
企
業
観
か
ら
影
響
を
受
け
た
「
二
項
対
立
の
思
想
」
が
潜
ん
で
い
る
。 

し
か
し
、
日
本
型
経
営
の
思
想
に
お
い
て
は
、
本
来
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
が

国
の
企
業
に
お
い
て
は
、
「
本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
」
と
い
う
思
想
が
、
深
く
根
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
い
ま
、
世
の
中
に
は
、
「
営
利
企
業
」
と
「
非
営
利
組
織
」
を
対
立
的
に
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
い
わ

く
、
「
営
利
企
業
の
目
的
は
、
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
「
非
営
利
組
織
の
目
的
は
、
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
で

あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
の
思
想
が
、
「
当
社
は
、
た
だ
利
益
を
挙
げ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
部
を

社
会
貢
献
に
も
還
元
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
密
や
か
な
「
免
罪
符
」
の
発
想
へ
と
結
び
つ
い
て
く
る
。 

す
な
わ
ち
、
日
本
型
経
営
に
お
い
て
は
、
「
企
業
活
動
」
の
目
的
は
、
た
だ
「
利
益
」
を
挙
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
社
会
貢
献
」
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
日
本
の
企
業
に

お
い
て
は
、
社
員
が
日
々
の
仕
事
を
通
じ
て
「
働
く
喜
び
」
や
「
働
き
甲
斐
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

「
企
業
の
社
会
貢
献
」
と
は
、 

利
益
の
一
部
を
社
会
貢
献
事
業
に
使
う
こ
と
で
は
な
い
。 

本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
。
そ
れ
こ
そ
が
企
業
の
社
会
的
使
命
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
本
型
経
営
に
お
い
て
は
、
企
業
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
「
本
業
」
を
通
じ
て
社
会
貢
献
を
め
ざ
す
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
員
の
「
働
き
甲
斐
」
を
実
現
す
る
。
社
員
の
「
人
間
成
長
」
を
支
援
す
る
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
、
我
々
は
、
原
点
に
帰
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
当
社
は
、
利
益
の
一
部
を
使
っ
て
、
社
会
貢
献
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」
。 

そ
の
日
本
型
経
営
の
思
想
が
失
わ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。 

そ
れ
は
、
「
企
業
活
動
」
と
「
社
会
貢
献
」
を
、
本
来
、
相
反
す
る
も
の
と
考
え
る
思
想
で
あ
る
。 
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こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
「
本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
」
の
思
想
に
も
と
づ
き
、
も
し
、
そ
の
事
業
が
本
当
に
社
会

に
貢
献
し
て
い
る
な
ら
ば
、
必
ず
「
利
益
」
が
与
え
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
の
思
想
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
述

べ
る
「
利
益
」
と
は
、
公
正
な
競
争
ル
ー
ル
、
適
切
な
事
業
モ
デ
ル
、
適
正
な
価
格
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。 

第
四
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

第
三
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

お
そ
ら
く
、
こ
の
日
本
型
経
営
を
象
徴
す
る
思
想
は
、
二
一
世
紀
、
世
界
の
資
本
主
義
の
基
本
思
想
を
も
深
化
さ

せ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
企
業
が
本
業
と
し
て
営
む
事
業
を
通
じ
て
、
何
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
い
か
な
る
形
で
、
社

会
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
語
る
べ
き
で
あ
る
。 

こ
の
言
葉
は
、
日
本
型
経
営
が
世
界
に
誇
る
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
社
会
に
貢
献
す
れ
ば
、
利
益
が

得
ら
れ
る
」
と
い
う
密
や
か
な
「
利
益
至
上
主
義
」
が
忍
び
込
む
こ
と
へ
の
厳
し
い
警
句
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

言
葉
は
、
企
業
活
動
に
お
け
る
「
利
益
」
と
「
社
会
貢
献
」
の
循
環
的
関
係
に
お
い
て
、
い
ず
れ
が
企
業
活
動
の
究

極
の
目
的
で
あ
る
か
を
、
明
確
に
語
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。 

そ
れ
が
、
日
本
型
経
営
の
素
晴
ら
し
い
王
道
。
そ
の
堂
々
た
る
王
道
へ
と
戻
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
利
益
」
と
は
、
社
会
に
貢
献
し
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
多
く
の
利
益
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、 

そ
の
利
益
を
用
い
て
さ
ら
に
社
会
貢
献
を
せ
よ
と
の
、
世
の
声
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

で
は
、
日
本
型
経
営
に
と
っ
て
、
「
利
益
」
と
は
何
か
。 

そ
の
問
い
に
も
、
昔
か
ら
、
日
本
企
業
の
経
営
者
は
、
深
み
あ
る
思
想
を
語
っ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
松
下
幸
之
助
は
、
次
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。 

「
利
益
と
は
、
社
会
に
貢
献
し
た
こ
と
の
証
で
あ
る
」 

そ
し
て
、
松
下
幸
之
助
は
、
日
本
型
経
営
の
思
想
を
さ
ら
に
深
み
へ
と
導
く
、
次
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。 

「
多
く
の
利
益
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、 

そ
の
利
益
を
用
い
て
さ
ら
に
社
会
貢
献
を
せ
よ
と
の
、
世
の
声
で
あ
る
」 

「
本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
」
を
為
す
た
め
に
、
経
営
者
は
、 

そ
の
事
業
を
通
じ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
貢
献
を
、 

明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

し
か
し
、
そ
れ
は
、
社
内
に
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
委
員
会
を
設
置
し
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
社

外
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
委
託
し
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
立
案
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
経
営
者
の
語
る
ビ
ジ

で
は
、
「
本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
」
を
為
す
た
め
に
、
経
営
者
は
、
何
を
す
る
べ
き
か
。 

ま
ず
何
よ
り
も
、
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
語
る
べ
き
で
あ
る
。 
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本
田
宗
一
郎
や
、
井
深
大
、
盛
田
昭
夫
な
ど
の
経
営
者
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
日
本
企
業
の
歴
史
に
お
い

て
、
優
れ
た
経
営
者
の
多
く
は
、
実
は
、
そ
の
経
営
者
自
身
が
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
で
あ
っ
た
。 

第
五
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

そ
し
て
、
も
し
、
経
営
者
が
、
情
熱
を
込
め
、
思
い
を
込
め
て
「
本
業
を
通
じ
て
の
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
を

社
員
に
語
る
な
ら
ば
、
そ
の
企
業
の
現
場
に
は
、
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
共
鳴
し
、
「
志
と
使
命
感
」
を
持
っ
て
仕
事
に

取
り
組
む
社
員
が
、
自
然
に
育
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
企
業
に
お
い
て
、
社
員
の
姿
と
は
、
経
営
者
の
姿

を
映
し
出
す
「
曇
り
な
き
鏡
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

社
員
は
、
そ
の
社
会
貢
献
の
事
業
を
見
事
に
成
し
遂
げ
て
い
く
た
め
の
高
度
な
職
業
的
能
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
高
度
な
知
識
や
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
を
持
た
な
け
れ
ば
、
い
か
に

素
晴
ら
し
い
夢
や
志
を
語
っ
て
も
、
そ
の
社
員
は
、
単
な
る
「
夢
想
家
」
に
す
ぎ
な
い
。
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」

が
、
ま
と
も
に
石
を
切
る
技
術
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
志
は
虚
し
い
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
経
営
者
は
、

社
員
が
、
単
な
る
「
労
働
者
」
で
は
な
く
、
一
人
の
「
職
業
人
」
と
し
て
腕
を
磨
け
る
場
を
創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
こ
と
を
、
日
本
企
業
の
経
営
者
は
、
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
臆
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
社

会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
、
夢
を
、
志
を
、
深
い
使
命
感
を
持
っ
て
、
社
員
に
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

以
前
、
あ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
社
長
が
、
社
長
就
任
時
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
「
走
れ
ば
走
る
ほ
ど
、

環
境
が
良
く
な
っ
て
い
く
車
を
作
り
た
い
で
す
ね
」
と
語
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
の
技
術
で
実
現
可
能
か
ど
う
か
は
問

題
で
は
な
い
。
そ
の
社
長
は
、
本
気
で
、
そ
う
し
た
車
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
。 

ョ
ン
に
「
言
霊
」
が
宿
ら
な
い
。
言
葉
に
魂
が
こ
も
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
借
り
物
」
の
言
葉
は
、
社
員

の
胸
を
打
た
な
い
、
心
に
残
ら
な
い
、
腹
に
響
か
な
い
。 

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。 

「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。 

経
営
者
自
身
が
、
目
を
輝
か
せ
、
生
き
生
き
と
し
て
「
仕
事
の
彼
方
」
を
語
る
石
切
り
職
人
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。 

冒
頭
の
寓
話
は
、
決
し
て
、
社
員
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
誰
よ
り
も
、
そ

の
企
業
の
中
心
に
立
つ
、
経
営
ト
ッ
プ
自
ら
が
示
す
べ
き
姿
で
あ
ろ
う
。 

経
営
ト
ッ
プ
が
深
い
思
い
を
込
め
て
語
る
、
ビ
ジ
ョ
ン
や
夢
が
、
志
や
使
命
感
が
、
ど
れ
ほ
ど
社
員
を
励
ま
す
か
。

そ
れ
は
、
実
は
、
社
員
に
と
っ
て
「
目
に
見
え
な
い
最
高
の
報
酬
」
に
他
な
ら
な
い
。 

日
本
企
業
の
経
営
者
は
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
経
営
者
は
、 

そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
胸
に
、
志
と
使
命
感
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む 

社
員
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

し
か
し
、
多
く
の
社
員
が
「
志
と
使
命
感
」
を
抱
い
た
だ
け
で
は
、
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
実
現
で
き
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
必
要
か
。 

「
職
業
的
能
力
」
で
あ
る
。 
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も
し
、
経
営
者
が
そ
の
深
い
思
い
を
抱
く
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
経
営
者
自
身
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
成
長
し
続

け
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
企
業
に
は
必
ず
、
社
員
が
仕
事
を
通
じ
て
「
人
間
力
」
を
磨
い
て
い
く
、
素
晴
ら
し
い

「
成
長
の
場
」
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。 

第
六
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

し
か
し
、
こ
の
「
職
業
的
能
力
」
だ
け
で
は
、
ま
だ
足
り
な
い
。
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

社
員
が
高
度
な
職
業
的
能
力
を
身
に
つ
け
た
だ
け
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
決
し
て
「
良
き
仕
事
」

を
残
せ
な
い
。
で
は
、
さ
ら
に
何
が
必
要
か
。 

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。
経
営
者
は
、
い
か
に
す
れ
ば
、
社
員
が
「
人
間
力
」
を
身
に
つ
け
る
場
を
生
み

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

い
。
社
員
が
互
い
に
腕
を
競
い
合
い
、
技
を
教
え
あ
い
、
知
を
学
び
あ
う
、
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
企
業
文

化
を
創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

社
員
が
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
事
業
を
成
し
遂
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
社
内
や
社
外
の
多
く
の
人
々
と
の
共
感
を

生
み
出
し
、
協
働
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
古
く
か
ら
日
本
企
業
で
「
人
間
力
」
と

呼
ば
れ
て
き
た
、
豊
か
な
人
間
的
力
量
が
求
め
ら
れ
る
。 

顧
み
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
の
日
本
企
業
に
は
、
上
司
や
先
輩
が
、
部
下
や
後
輩
に
対
し
て
、
惜
し
み
な
く
仕
事
を

教
え
る
と
い
う
文
化
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
育
の
役
割
そ
の
も
の
が
、
上
司
や
先
輩
に
と
っ
て
は
「
働
き
甲

斐
」
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
、
多
く
の
企
業
で
は
、
「
成
果
主
義
」
の
導
入
に
伴
っ
て
、
自
己
中
心
主
義
が

蔓
延

は

び

こ

り
、
そ
の
文
化
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
経
営
者
は
、
強
い
危
機
感
を
抱
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
人
間
的
力
量
」
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
大
切
な
心
得
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
経
営
者
は
、
一
つ
の
深
い
思
い
を

抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
企
業
と
は
、
人
間
成
長
の
場
で
あ
る
」
。
そ
の
深
い
思
い
で
あ
る
。 

企
業
と
は
、
縁
あ
っ
て
集
っ
た
人
々
が
、
仕
事
を
通
じ
て
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
、
職
業
人
と
し
て
の
腕
を
磨
き
、

人
間
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く
場
で
あ
る
。
経
営
者
は
、
そ
の
思
い
を
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

社
会
に
貢
献
す
る
社
員
を
育
て
る
た
め
に
、
経
営
者
は
、 

「
目
に
見
え
る
二
つ
の
報
酬
」
だ
け
で
な
く
、 

「
目
に
見
え
な
い
三
つ
の
報
酬
」
を
大
切
に
す
る
企
業
文
化
を
創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

こ
の
よ
う
に
、
「
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
経
営
者
は
、
「
志
と
使
命
感
」
「
職
業
的
能

力
」
「
人
間
的
力
量
」
と
い
う
三
つ
の
資
質
を
身
に
つ
け
た
社
員
を
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
た
め
に
為
す
べ
き
こ
と
は
数
多
く
あ
る
が
、
「
成
果
主
義
」
花
盛
り
の
現
在
の
日
本
企
業
の
状
況
に
鑑
み
、

敢
え
て
、
最
も
大
切
な
も
の
を
挙
げ
よ
う
。 

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
社
員
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

「
報
酬
観
の
変
革
」
で
あ
る
。 
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第
一
は
、
「
働
き
甲
斐
あ
る
仕
事
」
。
昔
か
ら
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
世
界
で
は
、
「
仕
事
の
報
酬
は
仕
事
だ
」

と
の
言
葉
が
あ
る
が
、
仕
事
に
「
働
き
甲
斐
」
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
報
酬
に
他
な
ら
な
い
。 

い
ま
、
「
成
果
主
義
」
を
導
入
し
た
企
業
に
お
い
て
、
社
員
に
対
し
て
、
「
仕
事
の
報
酬
と
は
何
か
」
と
聞
く
な
ら

ば
、
い
か
な
る
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
大
半
の
社
員
が
、
「
給
料
や
年
収
」
や
「
役
職
や
地
位
」

と
答
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
経
済
的
報
酬
や
地
位
的
報
酬
は
「
仕
事
の
報
酬
」
で
は
あ
る
が
、
実
は
、

そ
れ
だ
け
が
報
酬
で
は
な
い
。
そ
の
二
つ
は
、
「
目
に
見
え
る
報
酬
」
に
す
ぎ
な
い
。 

第
二
は
、
「
職
業
人
と
し
て
の
能
力
」
。
仕
事
を
通
じ
て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
能
力
を
磨
け
る
こ
と

は
、
や
は
り
素
晴
ら
し
い
報
酬
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
中
に
眠
っ
て
い
た
可
能
性
が
、
大
き
く
開
か
れ
て
い
く

こ
と
の
喜
び
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
仕
事
の
能
力
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
傍
」
が
「
楽
」
に
な
る
こ

と
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
働
き
甲
斐
」
と
い
う
報
酬
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
。 

仕
事
に
は
、
こ
う
し
た
「
目
に
見
え
る
二
つ
の
報
酬
」
だ
け
で
な
く
、
「
目
に
見
え
な
い
三
つ
の
報
酬
」
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
企
業
が
大
切
に
し
て
き
た
の
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
「
目
に
見
え
な
い
報
酬
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
報
酬
を
大
切
に
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
企
業
に
お
い
て
は
、
多
く
の
社
員
が
「
働
き
甲
斐
」
を
感
じ
、
多

く
の
職
場
に
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

第
三
は
「
人
間
と
し
て
の
成
長
」
。
仕
事
に
一
生
懸
命
に
取
り
組
み
、
職
場
の
仲
間
や
社
外
の
人
々
と
様
々
な
協

働
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
と
き
に
互
い
に
共
感
し
、
と
き
に
気
持
ち
が
離
れ
、
そ
れ
で
も
良
き
仕
事
を
成
し
遂

げ
よ
う
と
、
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
歩
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
気
が
つ
け
ば
、
そ
の
切
磋
琢
磨
を
通
じ
て
、
互
い
が
一

人
の
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
る
。
そ
の
「
人
間
と
し
て
の
成
長
」
は
、
職
業
人
と
し
て
の
現
役
を
終
え
て
も
、
決

し
て
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
報
酬
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
仕
事
の
「
最
高
の
報
酬
」
と
さ
え
言
え
る
。 

「
職
業
人
と
し
て
の
能
力
」
と
「
人
間
と
し
て
の
成
長
」
と
い
う
報
酬
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
働
き
甲
斐
あ
る

仕
事
」
が
増
え
て
く
る
。
ま
た
、
「
働
き
甲
斐
あ
る
仕
事
」
と
い
う
報
酬
を
見
つ
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
、

仕
事
で
悪
戦
苦
闘
し
、
腕
を
磨
き
、
人
間
を
磨
く
こ
と
の
苦
労
を
超
え
て
い
け
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
「
目
に
見
え
な
い
三
つ
の
報
酬
」
は
、
自
ら
求
め
て
得
る
べ
き
報
酬
。
「
目
に
見
え
る
二
つ
の
報

酬
」
は
、
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
報
酬
。
前
者
を
求
め
て
歩
む
と
き
、
後
者
は
、
結
果
と
し
て
自
然
に
与
え
ら
れ

る
。
そ
の
不
思
議
な
連
鎖
も
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
世
界
の
理
に
他
な
ら
な
い
。 

社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
社
員
を
育
て
る
た
め
に
、
経
営
者
は
、
ま
ず
、
こ
の
「
報
酬
観
の
変
革
」
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
企
業
の
文
化
は
、
静
か
に
、
深
く
、
変
わ
り
始
め
る
。
そ
し
て
、
企

業
の
職
場
に
は
、
多
く
の
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
が
育
ち
始
め
る
。 

し
か
も
、
こ
の
三
つ
の
報
酬
は
、
「
プ
ラ
ス
・
サ
ム
」
の
報
酬
。
給
料
や
年
収
、
役
職
や
地
位
と
い
う
二
つ
の
報

酬
が
、
誰
か
の
報
酬
が
増
え
れ
ば
、
誰
か
の
報
酬
が
減
る
「
ゼ
ロ
・
サ
ム
」
の
報
酬
で
あ
る
の
と
違
い
、
「
働
き
甲

斐
」
「
職
業
的
能
力
」
「
人
間
的
成
長
」
は
、
む
し
ろ
、
誰
か
が
そ
れ
を
得
る
な
ら
ば
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
そ
れ
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
「
プ
ラ
ス
・
サ
ム
」
の
報
酬
で
あ
る
。 

で
は
、
そ
の
「
三
つ
の
報
酬
」
と
は
、
何
か
。 

そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
報
酬
は
、
不
思
議
な
報
酬
。
一
つ
の
報
酬
が
、
他
の
報
酬
を
増
や
し
て
い
く
。 
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自
社
で
育
っ
た
人
材
が
、
他
の
企
業
、
他
の
業
界
の
新
し
い
職
場
に
お
い
て
も
、
志
と
使
命
感
を
持
っ
て
仕
事
に

取
り
組
み
、
そ
の
職
場
で
の
仕
事
を
通
じ
て
、
素
晴
ら
し
い
社
会
貢
献
を
成
し
遂
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
人

材
を
育
て
た
会
社
が
誇
る
べ
き
物
語
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
物
語
が
、
数
多
く
生
ま
れ

て
く
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
そ
の
新
た
な
「
社
会
貢
献
の
思
想
」
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
、
経
営
者
は
、
社
内
の
人
材
を
育
て
る

と
き
、
深
く
、
一
つ
の
覚
悟
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
の
心
得 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
「
終
身
雇
用
制
」
が
終
わ
り
、
「
人
材
流
動
性
」
が
高
ま
っ
て
い
く
時
代
。
自
社
で
育

っ
た
人
材
が
、
何
年
か
の
後
に
は
、
他
の
企
業
、
他
の
業
界
に
移
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
が
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
起

こ
る
時
代
と
な
っ
て
い
く
か
ら
だ
。 

こ
う
し
て
「
目
に
見
え
な
い
三
つ
の
報
酬
」
を
大
切
に
す
る
企
業
文
化
を
創
り
出
す
と
き
、
そ
の
企
業
に
は
、
自

然
に
、
「
志
と
使
命
感
」
「
職
業
的
能
力
」
「
人
間
的
力
量
」
、
そ
の
三
つ
の
資
質
を
身
に
つ
け
た
社
員
が
育
っ
て
い
く

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
企
業
の
「
社
会
貢
献
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
実
現
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
、

そ
の
企
業
の
現
場
に
、
数
多
く
の
「
二
人
目
の
石
切
り
職
人
」
を
育
て
る
こ
と
。
実
は
、
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
企
業

に
と
っ
て
の
「
究
極
の
社
会
貢
献
」
と
な
っ
て
い
く
。 

そ
う
し
た
時
代
に
、
企
業
を
「
卒
業
」
し
た
人
材
が
、
他
の
企
業
、
他
の
業
界
、
他
の
社
会
的
階
層
で
活
躍
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
企
業
に
と
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
貴
重
な
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
資
産
」
と
な
る
か
。 

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
、
経
営
者
は
、
「
せ
っ
か
く
育
て
た
人
材
が
流
出
し
た
」
と
嘆
く
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
む
し
ろ
、
新
し
い
時
代
の
、
新
し
い
形
の
社
会
貢
献
。 

志
と
使
命
感
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
社
員
を
育
て
、 

有
為
の
人
材
を
社
会
に
送
り
出
し
て
い
く
こ
と
。 

そ
れ
は
、
二
一
世
紀
の
企
業
に
と
っ
て
「
究
極
の
社
会
貢
献
」
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

様
々
な
異
業
種
企
業
が
、
業
種
の
垣
根
を
超
え
て
集
ま
り
、
さ
ら
に
は
、
官
庁
、
自
治
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ア
カ
デ
ミ

ア
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
、
様
々
な
社
会
的
階
層
が
集
ま
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
時
代
。 

そ
し
て
、
そ
う
し
た
物
語
が
、
こ
の
国
の
隅
々
で
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
、
新
た
な
「
社
会
貢

献
の
思
想
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

「
企
業
は
、
志
あ
る
有
為
の
人
材
を
育
て
、
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
貢
献
す
る
」
と
の
思
想
。

そ
の
新
た
な
思
想
が
、
「
日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
思
想
の
、
大
き
な
核
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。 

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
「
異
業
種
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
代
」
。 

し
か
し
、
そ
の
覚
悟
は
、
そ
の
経
営
者
に
、
た
だ
「
利
他
の
精
神
」
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。 

「
当
社
で
社
会
貢
献
す
る
も
、
良
し
。
他
社
で
社
会
貢
献
す
る
も
、
良
し
」 

「
人
材
と
は
、
社
内
の
資
源
で
は
な
い
。
社
会
の
資
産
で
あ
る
」 

「
人
材
育
成
こ
そ
、
企
業
の
究
極
の
社
会
貢
献
」
。
そ
の
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。 
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い
ま
、
我
が
国
に
お
け
る
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
動
き
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
螺
旋
的
発
展
」
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
国
際
化
の
流
れ
と
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
日
本
企
業
は
、
欧
米
企
業
に
謙
虚
に
学
び
、
古
い
制
度

や
文
化
を
脱
し
、
ひ
た
す
ら
に
合
理
化
と
近
代
化
を
追
い
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
の
資
本
主
義
の
流
れ

は
、
そ
の
合
理
化
と
近
代
化
の
極
点
で
、
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
に
向
か
い
始
め
た
。
そ
し
て
、
ふ
と
気
が
つ
け
ば
、
そ
の
Ｃ

Ｓ
Ｒ
が
向
か
い
つ
つ
あ
る
思
想
は
、
日
本
企
業
が
、
か
つ
て
大
切
に
し
て
い
た
思
想
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。 

い
ま
、
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
資
本
主
義
の
未
来
進
化
と
原
点
回
帰
。
世
界
の
資
本
主
義
が
、
「
社
会
的
責
任
」

や
「
社
会
貢
献
」
と
い
う
言
葉
を
触
媒
と
し
て
、
大
き
な
進
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
未
来
進

化
は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
、
懐
か
し
い
価
値
観
へ
の
原
点
回
帰
で
も
あ
る
。 

最
先
端
の
情
報
革
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
。
そ
の
社
会
に
お
い
て
復
活
し
て
く
る
ボ
ラ

ン
タ
リ
ー
経
済
。
こ
の
経
済
の
原
理
は
、
「give and take

」
で
は
な
く
、
「give and given

」
。 

物
事
は
、
あ
た
か
も
「
螺
旋
階
段
」
を
登
る
よ
う
に
、
進
歩
、
発
展
し
て
い
く
。
横
か
ら
見
て
い
る
と
、
上
に
登

っ
て
い
き
、
進
歩
、
発
展
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
上
か
ら
見
て
い
る
と
、
ぐ
る
り
と
回
っ
て
、
元
の
場
所
に

戻
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
必
ず
、
一
段
高
い
位
置
に
登
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
進
化
と
原
点
回

帰
が
、
同
時
に
起
こ
る
。
そ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
語
る
、
こ
の
世
の
理
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

日
本
型
経
営
の
未
来 

か
つ
て
、
ド
イ
ツ
の
観
念
論
哲
学
者
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
そ
の
壮
大
な
「
弁
証
法
」
の
哲
学
の
中
で
、

「
事
物
の
螺
旋
的
発
展
の
法
則
」
と
い
う
思
想
を
述
べ
て
い
る
。 

い
ま
、
我
々
は
、
そ
の
不
思
議
な
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
思
想
は
、
日
本
型
経
営
の
未
来
に
、
そ
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。 

経
営
者
は
、
そ
の
「
見
返
り
」
の
大
き
さ
に
、
深
い
感
慨
を
抱
く
時
代
が
来
る
だ
ろ
う
。 

さ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
我
々
は
、
何
を
め
ざ
す
か
。 

し
か
し
、
正
確
に
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
た
だ
単
な
る
懐
か
し
い
も
の
へ
の
「
復
古
」
で
は
な
い
。 

「
日
本
型
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
の
思
想
と
は
、
何
か
。 

「
与
え
よ
、
さ
ら
ば
、
与
え
ら
れ
ん
」
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
実
は
、
古
く
懐
か
し
い
価
値
観
の
復
活
。 

「
掴
ん
で
い
る
も
の
を
、
放
す
。
そ
の
と
き
、
不
思
議
な
配
剤
が
、
与
え
ら
れ
る
」 

そ
れ
は
、
経
営
思
想
の
「
螺
旋
的
発
展
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
、
古
く
か
ら
あ
る
「
日
本
型
経
営
」
の
思
想
へ
の
回
帰
で
あ
る
。 

そ
の
こ
と
を
、
本
論
に
お
い
て
は
、
「
日
本
企
業
の
社
会
貢
献 

七
つ
の
心
得
」
と
し
て
述
べ
た
。 

そ
の
古
い
理
が
、
な
ぜ
か
、
こ
れ
か
ら
の
新
た
な
時
代
、
新
た
な
社
会
に
お
い
て
、
甦
っ
て
く
る
。 

そ
れ
は
、
日
本
型
経
営
の
根
本
に
宿
る
、
深
み
あ
る
東
洋
思
想
の
理
。 
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