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国
民
主
義
者

の
私
企
業

観

作

田

荘

1

国
民
蕗
潜
に
放
け
る

l
切
の
企
業
は
皆
t･b閥
家
統
制
の
下
に
立
ち
'
開
家
が
輿
-
知
ら
な
い
も
の
と
し
て
放
任

さ
れ
居
る
も
の
は

1
つ
も
な
い
.
私
企
業
に
対
し
自
然
放
任
を
希
望
す
る
も
の
は
あ
る
だ
ら
-
が
､
現
に
闘
豪
が

放
任
の
軍
艦
を
執
れ
る
閥
民
狸
酒
は
近
邪
に
そ
の
例
を
革

仏
い
O
支
那
で
は
今
印
は
囲
森
統
制
が
脚
韻
で
あ
る
が

吾
人
は
こ
の
例
外
に
封
し
て
は
'
支
那
の
図
民
経
済
が
未
だ
よ

-
近
代
化
し
て
厨
な
い
と
説
明
す
る
｡

組
で
の
企
業
は
閲
家
統
制
の
下
に
立
つ
が
､
企
業
の
超
賓
は
然
-
で
な
-
'
ロ
シ
ャ
を
除
い
て
は
'
諸
岡
皆
な

多
-
を
私
人
の
経
営
に
任
か
せ
て
居
-
'
固
豪
自
ら
席
借
に
雷
る
は
寧
ろ
例
外
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
｡
企
業
経
督
撃

が
私
企
業
磨
督
聾
と
し
て
発
展
せ
る
も
そ
の
故
で
あ
る
O
か
-
て
多
-
の
人
々
は
'
企
業
塵
管
は
私
人
が
行
ふ
-

の
で
あ
-
､
固
家
が
そ
の
上
に
立
ち
て
私
腰
背
に
規
律
を
加
ふ
る
こ
と
を
統
制
と
見
て
ゐ
る
｡
さ
れ
ど
図
案
統
制

は
私
企
業
座
骨
に
封
向
す
る
と
は
限
ら
ず
'
公
企
業
磨
笹
に
封
し
て
も
同
様
で
あ
る
O
例

へ
ば
同
種
の
或
は
閲
聯

せ
る
公
私
企
業
の
連
結
を
計
る
が
如
き
は
そ
の

7
例
で
あ
る
O
ま
た
各
種
の
国
民
産
業
の
配
置
編
成
を
計
る
に
常

っ
て
公
共
座
皆
と
私
人
経
営
と
を
選
種
決
定
す
る
が
如
き
は
経
済
統
制
の
重
要
な
る
仕
事
で
あ
る
｡
闘
民
経
済
は

細
民
主
義
者
の
私
企
業
戟

第
四
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五



国
民
主
義
者
の
私
企
兼
敏

第
四
十
二
審

二
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二
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ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

統
制
と
経
営
と
を
二
眼
目
と
tiIbL
t
経
皆
に
於
て
経
済
生
活
の
資
質
た
る
生
産
及
び
消
費
が
進
行
L
t

統
制
に
於

で
あ
ら
ゆ
る
企
業
座
骨
が
そ
れ
ぞ
れ
庭
を
得
る
や
う
に
統

一
せ
ら
れ
'
以
て
同
氏
経
済
の
日
的
賓
現
が
期
待
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

閲
民
経
済
の
統
制
は
図
家
の
み
が
行
ふ
所
で
あ
-
'私
的
統
制
と
云
ふ
が
如
き
は
私
的
裁
判
と
言
ふ
に
等
し
-
､
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言
ふ
は
'
事
業
の
発
企
及
び
収
具
の
局
に
雷
る
-
の
き

指
す
｡

l
定
の
目
的
を
箕
現
す
る
事
業
を

世
間
に
出
現

せ
し
め
る
費
企
と
事
業
よ
り
生
す
る
成
果
を
収
得
す
る
牧
果
と
が
短
骨
の
眼
目
で
め
-
'
饗
企
と
収
集
と
の
問
に

計
塞
･賓
行
及
び
審
杏
が
あ
-
'
宜
行
に
は
指
揮
･執
行
及
び
監
督
を
含
む

が
､
こ
れ
ら
は
背
教
企
か
ら
収
鼎
に
逮

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

す
る
過
程
で
あ
り
'
特
に
事
業
を
世
間
に
出
現
せ
し
め
る
凝
企
に
重
き
を
置
い
て
､
企
業
の
名
を
生
じ
た
の
で
あ

る
.
我
等
が
今
問
題
と
す
る
企
業
は
言
ふ
ま
で
も
な
-
経
済
事
業
た
る
企
業
で
あ
る
.
経
済
事
業
と
言
ふ
は
'
世

間
に
向
つ
て
需
要
を
充
に
さ
し
功
る
魚
に
'
財
貨
を
生
産
し
運
送
し
貯
虎
し
配
給
し
又
は
財
貨
を
消
費
せ
し
め
る

事
業
並
に
こ
れ
ら
に
資
本
を
供
給
す
る
事
業
等
を
指
す
O
世
間
の
人
々
の
需
要
を
充
た
き
し
め
る
負
に
行
は
れ
る

こ
と
が
事
業
の
本
領
で
あ
-
'
こ
の
鮎
に
於
で
絶
て
の
事
業
は
公
衆
性
又
は
公
共
性
を
祥
ぶ
る
も
の
で
あ
る
0
経

済
事
業
は
国
民
経
済
の
事
業
で
あ
る
｡
国
民
経
済
が
結
ん
で
世
界
経
済
を
乾
す
と
も
､
事
業
と
し
て
の
成
立
場
所

は
皆
な
国
民
経
済
に
在
る
｡
国
民
経
済
は
国
民
園
膿
の
経
済
生
活
で
あ
-
'
国
民
圏
憶
生
活
は
個
人
生
活
を
含
む



も
こ
れ
を
超
え
て
茸
在
す
る
0
国
民
超
碑
は
決
し
て
個
人
経
済
の
集
合
で
も
な
-
綻
合
で
も
な
-
'
国
民
が

l
腔

と
L･.
つ
て
財
貨
を
生
産
し
消
費
し
'
囲
民
の
富
を
調

へ
且
つ
用
ゆ
る
所
の
紙
膿
経
済
で
あ
る
0
殊
に
国
民
経
済
は

世
界
経
済
と
異
り
'
人
々
が
国
民
生
活
に
於
で
財
貨
の
生
産
及
び
滑
費
を
督
む

こ
と
を
意
識
し
'
更
に
国
家
が
人

々
の
意
識
を
統

1
し
て
生
産
及
び
消
費
に
封
し
て
配
慮
し
按
排
L
t
以
て
意
識
的

一
腔
性
の
経
済
生
活
を
貸
主
し

め
て
ゐ
る
｡
か
～
る
闘
民
趣
済
の
中
に
立
つ
朋
の
経
済
専
業
は
'
閣
家
が
盤
督
す
る
場
合
は
勿
論
､
個
人
が
鮭
沓

す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
､
封
世
提
供
た
る
こ
と
一望
凪
識
し
て
行
は
れ
る
瓢
に
於
で
'
事
業
自
鰭
は
私
的
の
も
の
で

Lip.
-
公
的
の
も
の
で
あ
る
.

逝
代
謝
民
願
掛
は

山
切
の
企
業
を
闘
家
統
制
の
W
に
軍

･-･･こ
と
を
税
別
と
す
る
｡
伯
し
轟
に
よ
っ
で
統
制
哲
寵

に
L
t
時
に
よ
っ
て
統
制
が
弛
み
'

一
見
し
て
統
制
の
茸
が
な
い
や
う
に
見
え
る
場
各
が
あ
つ
て
も
､
統
制
が
骨

て
消
失
し
た
る
こ
と
な
-
､
必
要
に
臆
じ
て
は
巌
重
な
る
統
制
が
再
起
せ
る
tLJ
と
は
'
最
近
の
情
勢
が
よ
-
こ
れ

空

不
現
し
て
ゐ
る
0
尤
も
市
民
法
に
よ
る
閥
家
S
兎

企
業
監
督
は
未
だ
闘
民
族
済
上
の
統
制
で
は
な
い
O
開
民
の

生
産
及
び
油
費
の
過
争
5
'計
る
偽
に
私
企
業
に
封
し
て
保
護
監
督
Nb･J.
加
ふ
る
こ
と
が

閥
民
経
済
上
の
統
制
で
あ

る
.
こ
の
統
制
が
行
は
れ
る
勤
ま
-
見
て
'
私
企
業
も
ま
た
公
企
業
と
同
模
な
る
公
共
性
を
有
す
る
も
の
と
見
ら

れ
る
.
然
ら
ば
如
何
な
る
意
味
に
於
て
私
企
業
に
公
共
性
を
認
め
得
る
か
O
こ
～
に
国
民
主
義
よ
り
見
た
る
私
企

業
の
意
義
が
存
す
る
｡〓

国
展
主
義
者
の
私
企
業
靭
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国
民
主
義
者
の
私
企
業
親
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古
代
の
経
済
事
業
は
殆
ど
生
産
事
業
で
あ
り
'
而
か
も
土
地
生
産
業
で
あ
っ
た
｡
原
始
時
代
の
生
産
は
共
同
生

活
圏
膿
に
於
け
る
自
足
約
..1･言

開
捜
業
務
で
Jの
-
'
そ
れ
が
後
に
膨
脹
し
分
解
さ
れ
て
小
国
随
の
自
足
的
す､サ
O
囲

憶
業
務
と
LIb
つ
て
も
'
生
産
の
主
た
る
手
段
た
る
土
地
は
囲
髄
の
所
有
で
あ
-
'
後
に
私
有
に
近
い
占
有
利
用
に

封
し
て
も
土
地
の
再
分
配
が
行
は
れ
た
｡
特
に
我
閲
に
於
で
は
舌
な
が
ら
の
生
活
横
式
が
馨
展
し
な
が
ら
も
俸
統

i

的
に
祁
蕗
m-.れ
LT--亦
た
が
p
･謀
た
る
定
業
.h
あ
ら

L
I.整
袈
乃
h

hl｡
ま
'
酸
に
l;-･{
つ
て
も
私
人

の廃
業
-tL:1.ド-7
-
閥
の

事
業
と
な
っ
て
ゐ
る
.
政
府
は
土
地
制
度
に
於
て
経
僚
助
長
策
に
放
て
産
物
の
配
給
に
於
で
常
に
多
大
の
関
心
を

持
ち
､
骨
て
農
業
を
私
人
の
手
に
放
任
し
た
こ
と
は
な
い
.
農
民
は
私
人
で
t･t-
､開
民
産
業
の
拾
常
者
で
あ
る
｡

農
民
が
為
政
者
階
級
か
ら
略
取
さ
れ
た
蕃
賓
は
あ
る
が
'
こ
れ
は
悪
財
政
に
件
ふ
略
取
で
あ
っ
て
.
私
人
た
る
農

民
が
燭
立
の
地
位
に
於
で
得
L
l
る
収
益
を
他
人
か
ら

略
取
さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡

工
業
に
於
で
も
我
閲
の
場
合

は
'
古
家
の
幼
稚
な
る
手
工
業
の
次
に
進
歩
せ
る
封
岸
の
大
陸
か
ら
技
術
を
移
入
し
て
政
府
の
保
護
助
長
の
下
に

発
展
せ
る
も
の
で
あ
っ
L
!
か
ら
'
工
業
も
ま
た
多
-
は
閥
の
事
業
と
し
て
起
っ
た
の
で
あ
る
O

明
治
維
新
以
後
は
'
閥
家
は
在
来
の
農
業
を
助
長
す
る
と
共
に
'

工
業
に
於
て
は
西
洋
の
技
術
及
び
制
度
を
移

入
し
て
'
閥
民
産
業
を

一
新
せ
し
め
た
.
こ
の
時
'
徳
川
期
を
通
じ
て
漸
進
し
っ
ゝ
あ
っ
た
問
家
及
び
国
民
経
済

の
近
代
化
が
'
時
代
を
劃
す
る
は
'とに
明
確
な
る
形
相
を
現
は
L
Ll
｡
閥
氏
経
済
に
封
す
る
鯛
家
の
統
制
は
各
面

約
･総
括
的
に
行
は
れ
､従
凍
の
経
済
事
業
の
外
に
新
L
'
に
加

へ
ら
れ
た
る
も
の
は
'
殆
ど
骨
閲
家
の
計
量
指
令
の

下
に
新
し
-
出
発
し
LI
O
先
づ
初
め
か
ら
政
府
が
創
設
し
た
通
信
･哉
道
･造
船

･
製
織
そ
の
他
数
々
の
事
業
が
公



共
振
借
と
し
て
有
力
な
る
圃
民
鮭
済
事
業
で
あ
っ
Ll
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
事
業
の
中
に
は
後
に
民
間

ヽ
ヽ

に
委
譲
さ
れ
た
も
の
も
少
-
な
い
が
'
こ
の
場
合
に
は
､
政
府
経
常
と
私
人
経
常
と
が
財
政
上
並
に
経
営
上
か
ら

見
て
乱
れ
が
可
な
る
か
を
判
断
し
て
経
営
普
尊
者
を
麺
更
し
た
る
ま
で
に
て
'
事
業
自
髄
が
公
共
性
を
持
つ
同
氏

経
済
事
業
で
t･+
-
な
っ
た
か
ら
放
棄
し
た
と
言
ふ
評
で
は
す-は
い
o
ま
た
鉄
道
事
業
の
如
き
は
最
も
公
共
性
の
顕
著

t･･b
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
は
始
め
政
府
が
そ
の

T
部
を
自
ら
座
骨
L
t
他
は
民
間
の
経
営
を
奨
働
L
t
後
に
こ
れ
を

閣
僚
に
移
し
た
難
を
見
て
も
知
ら
れ
る
.
次
に
経
済
事
業
の
中
に
は
､
海
運
業
の
如
-
始
め
か
ら
政
府
の
勧
誘
及

び
働
良
の
下
に
私
人
樫
菅
と
し
て
臼
は
れ
仁
も
S
も
売
る
-
･-J,か
ら
は
性
燭
上
､
閥
民
推
親
事
業
と
-
て
雪

か
♂
L

ノ
]
.川H一し-J
㌧ノ

必
要
が
認
め
ら
れ
L
lが
'
政
府
経
営
と
し
て
ほ
不
便
LIb
る
か
又
は
私
人
が
容
易
に
こ
れ
を
引
受
け
Ll
る
か
に
よ
っ

ヽ
ヽ

て
'
私
人
の
頗
背
に
垂
付
さ
れ
L
'も
の
で
あ
る
.
ま
た
次
に
特
殊
の
地
位
を
占
め
る
経
済
事
業
に
特
権
企
業
が
あ

る
O
日
本
銀
行
を
始
め
各
種
の
特
殊
銀
行
'
浦
洲
銭
道
株
式
骨
社
'
最
近
に
は
日
本
製
織
株
式
合
歓
の
如
き
'
特

別
の
法
令
を
以
て
設
立
さ
れ
た
食
紅
企
業
は
こ
れ
に
属
す
る
.
こ
の
種
の
企
業
は
特
別
の
法
令
に
壕
っ
て
ゐ
td
と

言
ふ
こ
と
が
､
巳
に
公
共
性
の
企
業
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
る
O
特
殊
樺
益
を
有
す
る
企
業
は
､
も
と
政
府
企

業
と
tIbL
で
妨
げ
な
い
が
'
経
晋
を

l
般
行
政
か
ら
燭
立
せ
し
め
る
を
便
宜
と
す
る
と
か
'
外
交
上
の
煩
巣
を
避

け
る
と
か
'
私
人
座
骨
の
長
所
を
採
用
す
る
と
か
'
種
々
の
理
由
か
ら
合
祉
企
業
と
し
て
超
脅
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
｡
か
～
る
企
業
は
業
務
な
行
ふ
灘
に
於
で
は
私
人
企
業
で
あ
る
が
'
性
質
は
寧
ろ

一
定
の
事
業
膿
を
設
定
し

ヽ
ヽ

て
こ
れ
に
公
共
事
業
を
委
託
せ
る
も
の
で
あ
る
)
こ
れ
ら
の
私
企
業
の
組
織
に
今

1
段
の
公
共
性
を
加
味
す
る
な

閲
見
主
義
者
の
私
金
光
親
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私
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容

三〇
〇

第

1
鍍

三

〇
〇

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
_

ら
ば
'
こ
れ
を
倉
敢
事
業
と
異
る
事
業
自
治
膿
と
な
す
こ
と
も
出
凍
る
.

史
に
ま
た
例

へ
は
米
穀
故
の
下
に
外
米

を

輸
入
し
又
は
政
府
持
米
を
輸
出
す
る
こ
と
は
'
米
穀
管
押
部
か
自
ら
こ
れ
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
p
便
宜
上

商

人
を
し
て
こ
れ
を
行
は
し
め
た
場
合
も
あ
る
｡
斯
の
如
き
は
事
業
自
性
の
委
託
で
は
L･t
-
'
翠
L･t
る
業
務
の
委

託
で
あ
る
｡

以
血
埋
げ
IrJ
る
が
如
･TYJ紹
酒
事
業
は
t
に
:･L
へ
私
人
挺
僻
で
.の
り
r
-

担
･1.W
tカ
式
ノ
を
し
て
凝
肇
せ
し
め
る

l

l
lJ,.-
,ゝ
ト
JP
J
･

ノ

と

言

ふ

L
i
止

止
A;
-

:
本

水

は
囲
民
Ld
事
業
了
｡
ET

tL.J
'.
国
家
が
こ
れ
を
鮮
常
す
る
hj
-Jを
不
可
と
付
す
.
城

谷

に

よ
っ

て

は

公

共
経
常
を

可
と
す

る

も
の

で

あ
る

rJ

こ
れ
ら
の
委
譲
･委
付
･委
託
の
事
業
は
'

三
日
で
赦

へ
ば
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

公
共
事
業
の
委
任
私
費
で

あ
る
こ

と
は
明
か

で
あ
る

｡

三

明
か
に
委
任
私
営
と
見
る
べ
き

経
済
事
業
は
決
し
て
私
人
に

放
任
さ
れ
た
る
も
の
で
担

ぢ
し

こ
～
に
先
づ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

放
任
と
委
任
と
の
差
別
を
確
め
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
然
る
に
幾
多
の
経
済
事
業
の
中
に
は
'
始
め
か
ら
閲
家

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
典
-
知
ら
な
い
所
の
敢
合
の
事
業
と
し
て
発
生
せ
る
も
の
が
あ
る
.
古
代
の
自
足
経
済
が
破
れ
て
交
換
経
済
が

始
ま
っ
た
時
に
､
交
換
の
喬
に
す
る
商
品
を
生
産
す
る
産
業
が
起
-
'
交
換
を
媒
介
す
る
商
業
が
起
-
'
或
は
資

本
を
貸
付
け
る
金
貨
業
が
起
っ
た
が
'
こ
れ
ら
は
赦
食
生
活
を
潜
む
個
人
が
自
己
目
的
を
遂
げ
る
為
に
費
企
せ
る

事
業
で
あ
る
.
こ
の
期
は
恰
も
貨
幣
の
寮
生
が
始
に
困
家
暦
に
生
じ
た
る
財
政
貨
幣
と
後
に
赦
骨
層
に
生
じ
た
る

交
換
貨
幣
と
の
二
つ
の
起
源
を
有
す
る
如
-
'
経
済
事
実
に
も
舌
代
及
び
近
代
の
国
家
暦
に
費
生
せ
る
も
の
J
J
近



代
の
祉
骨
層
に
凝
生
せ
る
も
の
と
が
あ
る
.
古
代
の
閥
家
督
に
凝
生
せ
る
も
の
は
､
耗
晋
が
国
家
の
手
に
て
行
は

れ
す
と
も
'
侍
は
国
家
が
民
生
の
魚
に
配
慮
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
社
食
暦
に
饗
生
す
る
も
の
は
､
自
足
的
な

る
自
己
利
用
の
財
貨
聖

父
換
せ
る
事
情
か
ら
稗
化
せ
る
も
の
に
て
'
そ
れ
は
明
か
に
自
己
の
馬
の
事
業
と
見
ら
れ

'
P
J
'
'
)I

る
.
市
民
社
食
に
費
生
せ
る
企
業
は
本
来
の
私
企
業
で
あ
る
.
然
る
に
再
び
貨
幣
に
放
て
見
る
に
'
近
代
国
民
経

済
に
入
る
に
常
つ
て
は
､
閥
家
は
交
換
貸
借
か
ら
馨
展
せ
る
流
通
貨
幣
を
空
け
容
れ
て
閥
定
貨
幣
と
な
し
'
こ
れ

に
財
政
貨
幣
を
合
流
せ
し
め
仁
が
'
恰
も
経
済
事
業
に
あ
っ
て
も
こ
れ
と
何
様
の
超
路
を
と
っ
て
ゐ
る
0
帥
ち
近

代
閥
家
は
閥
民
経
済
の
統

一
的
規
制
に
乗
-
出
し
､
在
康
の
配
合
暦
に
発
生
し
た
る
凝
済
事
業
に
封
し
て
株
制
を

I.一_tl

-
IL.J-■1j
･,

加

へ
･.u3
と
同
時
に
､
新
し
-
闘
家
の
企
虫
胤
の
下
卜
布
･〝
仏
経
痢
車
業
が
或
は
公
共
性
筈
と
し
て
丑
ま
を
･0
7弘
irL･･Tと

-･
ーし
.
ノ~
ノ
Lノq

し
て
絹
々
凝
企
Q,J
れ
て
'
こ
ゝ
に
舌
代
と
興
る
近
代
閥
民
紅
顔
の
面
目
を
凝
揮
す
る
に
到
っ
た
｡

近
代
問
民
経
済
は
聞
家
の
統
制
の
下
に
閲
民
の
富
を
調

へ
且
つ
用
ゐ
る
朋
の
絶
鱒
経
済
で
あ
る
0
閲
民
の
富
の

調
達
及
び
用
費
は
､
閑
寂
が
直
接
に
追
求
す
る
閉
家
超
津
の

場
面
に
行
ほ
れ
た
と
言
ふ
よ
-
も
､
寧
ろ
よ
り
多

-
個
人
が
自
己
M.JJl
的
な
追
求
す
る
融
合
経
済
の
場
面
に
街
は
れ
で
凍
た
O
こ
の
軟
骨
経
済
に
敢
け
る
財
貨
の
生
産

及
び
消
費
は
'

1
億
は
こ
れ
を
個
人
の
生
活
と
認
め
得
る
0
さ
れ
ど
こ
れ
を
究
竜
的
に
個
人
的
の
も
の
を
見
る
は

個
人
主
義
者
の
見
解
で
あ
る
.
国
民
主
義
者
よ
-
見
る
と
き
は
､
個
人
的
即
ち
社
食
的
な
る
生
産
及
び
消
費
は
､

大
腰
に
於
で
は
個
人
を
通
じ
て
行
は
れ
る
開
民
の
生
産
及
び
消
費
で
あ
る
と
見
る
.
個
人
が
存
在
し
融
合
が
存
立

す
る
限
り
は
'
個
人
的
廃
済
生
活
を
無
視
す
る
を
得
な
い
か
ら
'
局
限
さ
れ
た
範
囲
に
於
て
は
そ
の
存
在
は
勿
論

団
居
主
義
者
の
私
企
業
戟

第
四
十
二
食

三
〇
1

第

一哉

三
O
l



国
民
主
義
者
の
私
企
崇
敬

第
凹
十
二
番

三
〇
二

第

1
耽

三〇二

足
融
さ
れ
る
｡
さ
れ
ど
そ
の
個
人
の
事
業
と
云
へ
と
も
'
閲
民
分
業
生
産
及
び
分
碁
洞
費
の
組
織
の
中
に
立
つ
も

の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
は
闘
家
に
よ
っ
て
個
人
的
行
動
が
許
容
さ
れ
､
謂
は
ゞ
個
人
自
治
が
承
認
さ
れ
L
l
も
の
に

外
な
ら
な
い
.
然
ら
ば
起
源
を
個
人
の
自
己
目
的
の
追
求
に
馨
し
た
る
経
済
事
業
が
如
何
に
し
て
個
人
に
封
す
る

闘
家
の
許
容
又
は
承
認
と
化
し
た
の
で
あ
る
か
｡
こ
の
醇
化
は
近
代
に
於
け
る
同
氏
の
宮
の
奉
賛
的
成
立
と
閥
民

望
属
か
生
戊
及
び
韓
肴
を
讃
歌
的
に
計
蓋
し
茸
施
す
る
近
代
闘
濠
の
出
現
と
に
由
る
の
で
あ
る
｡

t..}‥
.
,=‥
′∵
-/
Inrt
fiT
･:1
-
･1
.
･

-
･
･可
･.,:
-,I,
し
｣-.･･<

･
.....

卜.‖
｢l
･､f=
),I.I
I･･)耶
･､朴
~
.
∴
-･:.JJ
･

て
計
蓋
し
賓
施
す
る
に
到
っ
た
か
｡
そ
れ
は
闘
家
は
典
同
的
蚤
鰹
の
生
活
鰹
系
た
る
本
都
の
地
位
に
於
で
'和
瓦
的

集
園
の
生
活
捜
系
た
る
社
食
を
統
制
し
､
以
て
国
民
生
活
に
統

1
を
輿
ふ
る
に
到
っ
た
か
ら
で
あ
る
O
舌
代
の
国

民
生
活
は
倖
統
的
に
統

一
困
鰹
生
活
で
あ
っ
た
が
'
後
に
耐
食
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
統

1
性
が
弛
緩
し
た
o
閲

家
の
統
制
な
け
れ
ば
'
政
令
は
融
合
と
･し
て
の
存
立
を
保
持
し
得
な
い
.
個
人
主
義
者
は
闘
家
の
統
制
を
敬
遠
し

又
は
忌
僻
す
る
が
'
そ
れ
は
こ
の
,Hi義
の
要
求
た
る
に
止
ま
り
､
現
賓
の
閥
民
生
活
は
そ
の
反
封
を
進
ん
で
凍
L
!｡

無
論
閲
家
に
は
階
級
闘
家
暦
が
混
入
し
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
は
本
家
の
問
家
で
は
な
い
O
我
が
明
治
維
新
の
時
に
於

け
る
閲
家
の
活
動
は
勿
論
そ
の
後
に
閥
家
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
る
産
業
資
本
家
か
ら
強
要
さ
れ
た
も
の
で
は
あ

り
得
Lit
い
.
維
新
の
原
動
力
が
そ
の
時
に
居
た
商
業
資
本
家
や
地
主
か
ら
出
た
と
も
言

へ
な
い
.
後
に
経
済
階
級

が
閲
家
を
動
か
し
L
'こ
と
は
疑
な
い
と
し
て
も
'
動
か
さ
れ
た
同
家
は
階
級
囲
鰭
で
は
な
い
.
近
代
階
級
は
寧
ろ

社
食
に
発
生
し
'
問
家
は
こ
れ
に
制
せ
ら
れ
る
が
'
又
こ
れ
を
制
し
得
る
.
閣
家
が
恥
骨
を
統
制
す
る
と
き
､
和

合

に
於
け
る
事
業
が
個
人
の
事
業
を
超
え
て
統

一
的
闘
民
の
事
業
に
化
す
る
｡
融
合
的
貨
幣
(交
換
貨
幣
)
が
閥
定
貨



幣
の
中
に
収
容
さ
れ
た
る
如
し

政
令
的
企
業
知
ら
個
人
が
任
意
に
費
企
し
た
る
企
業
が
､
言
は
ば
闘
定
企
業
の

中
に
収
容
さ
れ
､
企
業
の
任
務
に
於
て
は
政
府
企
業
の
そ
れ
と
同
様
に
閥
比
経
済
事
業
の
地
位
に
帥
-
の
で
あ
る
d

閥
借
銭
道
も
骨
朴
の
銭
道
も
'
京
都
市
域
を
折
牛
し
て
電
気
を
供
給
す
る
京
都
市
且
兄
都
電
燈
骨
朴
も
'
執
れ
も

同
様
の
経
済
事
業
を
経
常
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

四

謝
豪
が
針
骨
に
於
け
る
樫
済
事
業
を
ば
公
共
性
の
闘
民
事
業
と
見
て
'
こ
れ
を
統
制
下
に
置
-
津
由
は
'
次
の

二
方
耐
よ
-
堪
揚
さ
れ
鮮
る
.
第

l
に
私
人
の
経
済
事
業
を
成
立
せ
し
め
る
基
礎
及
び
候
件
は
､
私
人
が
固
有
せ

る
も
乃
で
い

ふ
く
F.
矧
T74
翻
蟹
も
古
F;
中

二
.tJ
鞄

/.ら
EJ
ウ〇
と
言

ふ

二
J
J
rL
ら
る
O
赦
づ
.圭
萎
こ
醇
㌻
5
富
原
こ
弧

.]こ,I
J
～.
'

ヽ
t-1
一辻
トl
汀
TLJ一>
J
]J

]L
,

_

)
l,.A
)

ヽ
ー
JP
J

A

t

ヽ

■.
JL1
.lLPA

で
二:ド
(
,相

,JUE
伐
に
国
表
力
頂

W
:ヰ

石
も
b
て
卓
-

弟
小
に
そ
b
lfRI月
を

罰
す
こ
と
カ
♂
ノ/ノ
て
も

虚
名
⊥
必

要
な
ら
は
'
何
時
に
て
も
こ
れ
を
闘
家
の
手
に
回
収
す
る
こ
と
が
出
凍
る
.
次
に
夢
働
力
は
閥
民
が
具
有
す
る
心

身
の
活
動
力
で
あ
-
'
近
代
に
あ
つ
て
は
或
程
度
ま
で
闘
家
の
衛
生
及
E
)教
育
の
施
設
に
よ
っ
て
能
力
を
養
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
.
私
人
企
業
が
閥
民
労
働
力
を
佐
用
す
る
は
'
国
民
事
業
を
鮭
脊
す
る
が
故
に
許
さ
れ
る
の
で

あ
る
O
殊
に
企
業
者
が
券
働
者
に
劃
し
生
活
賃
銀
を
準

hJざ
る
給
料
を
支
排
ふ
場
合
に
於
て
然
り

O
次
に
資
財
は

特
に
生
産
の
魚
に
調
達
さ
れ
た
る
財
貨
で
あ
り
'
そ
れ
は
闘
民
分
業
生
産
の
成
果
で
あ
-
'
企
菓
者
が
資
財

を
用

ゆ
る
は
国
民
生
産
を
或
階
段
か
ら

1
段
高
い
所
に
推
し
上
げ
る
働
き
を
な
す
も
の
で
あ
る
C
次
に
技
術

(生
産
技術
)

は
生
産
の
為
に
特
に
畢
習
鍛
錬
さ
れ
た
,心
身
の
活
動
能
力
で
あ
-
､
殊
に
近
代
の
技
術
の
進
歩
は
古
代
の
徒
弟
養

成
と
異
り
､
概
ね
開
豪
が
施
設
せ
る
研
究
所
及
び
草
枕
に
負
ふ
所
が
多
い
｡

国
民
+

.義
者
G
私
企
業
載

第
四
十
二
番

三
〇
三

第

1
就

三
〇
三



_司
民
主
義
解
の
私
企
悲
観

第
E
:
q
十
二
省

三

O
E
:

第

l
光

三O
E
:

斯
の
如
-
生
産
事
業
に
要
す
る
･LIE
.LS
･努
力
･資
財
及
び
技
術
は
､

皆
私
人
た
る
企
業
者
が
造
出
し
た
も
の
で
は

だt
-
p
彼
等
は
国
民
が
造
出
し
た
も
の
を
国
民
生
産
の
鳥
に
使
用
す
る
の
で
あ
る
.
生
産
以
外
の
経
済
事
業
に
要

す
る
各
種
の
手
段
も
略
ぼ
そ
れ
に
準
す
る
0
そ
の
上
に
各
種
の
経
済
事
業
は
岡
家
の
保
護
助
長
に
負
ふ
所
多
-
､

殊
に
我
閲
に
於
て
は
.
開
家
が
経
済
事
業
の
成
立
に
輿

へ
た
る
基
礎
及
び
修
件
の
焼
-
且
つ
厚
さ
こ
と
を
見
る
な

ら
.ま
､
箆
挺
昏
‥♪
払
<
で
あ
る
鮎
に
於
で
私
企
業
と
一1]tB
(
享

つ
が
'
事
業
の
成
立
は
私
人
の
力
で
..は
い
こ
と
が
能

l･Hl

L)1-
/｣
二/
一ノ
〓ノ

ロ
ー

IF
I
L

･

I
LJ
へ
ノ

).I
CI

第

二

に
､

私

人

経

常

と

云
ヘ
ビ
も
､
経
済
弟
業
の
目
的
と
す
る
所
は
､
財
貨
又
は
勤
鼻
を
世
間
に
供
給
す
る
に

あ
っ
て
'
自
己
の
用
に
供

へ
る
も
の
で
は
な
い
｡
令
牡
の
定
款
に
は
皆
悉
-
そ
の
意
味
の
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
あ

-
'
株
主
の
金
僻
の
鳥
と
は
記
さ
れ
て
な
い
o
株
主
の
大
多
数
は
金
億
の
馬
に
骨
杜
を
設
立
す
る
の
で
あ
ら
う
が

曾
牡
が
世
間
L1こ
存
在
を
許
さ
れ
､
国
家
の
保
護
を
受
け
る
所
以
は
ー
定
款
に
掲
げ
た
る
目
的
を
遂
行
す
る
瓢
に
存

す
る
0
私
企
業
の
目
的
も
鯛
民
圃
膿
の
目
的
と
同

1
で
あ
る
0
閥
民
圃
腔
が
綿
布
を
求
め
銑
鋼
を
求
め
'
財
貨
の

運
送
を
欲
し
貯
蔵
を
欲
し
配
給
を
欲
し
'
資
金
の
囲
滑
な
る
融
通
を
欲
す
る
〔'
国
民
圃
鰹
は
自
ら
需
要
し
自
ら
供

給
す
る
｡
企
業
は
圃
民
国
腰
内
部
に
於
で
需
要
者
に
封
向
す
る
供
給
者
と
し
て
立
ち
'
同
氏
が
自
ら
供
給
す
る
も

の
密
封
世
的
に
供
給
す
る
の
で
あ
る
O
要
す
る
に
企
業
の
目
的
は
即
ち
開
民
国
照
の
生
括
目
的
で
あ
る
O
私
人
が

金
債
の
為
に
敬
企
し
た
る
企
業
と
云
ヘ
ビ
も
'
そ
の
金
億
の
魚
に
閲
民
経
済
の
目
的
に
違
ふ
行
動
を
な
す
と
き
は

同
家
は
こ
れ
に
封
し
て
矯
正
手
段
を
執
る
｡
こ
の
場
合
に
私
益
を
目
的
と
し
な
い
で
何
の
私
企
業
ぞ
や
と
反
間
す

る
人
々
も
あ
る
で
あ
ら
う
｡
私
企
業
は
私
人
の
生
活
目
的
を
遊
ぐ
る
も
の
と
考

へ
る
企
業
者
は
'
特
に
我
々
は
牡



骨
奉
仕
を
行
ふ
と
頗
告
す
る
O
か
ゝ
る
志
向
は
市
民
社
命

の
成
長
期
に
費
生
し
た
る
交
換
財
貨
の
生
産
又
は
交
換

媒
介
の
事
業
が
今
日
ま
で
系
統
を
引
い
て
凍
た
-
の
で
あ
る
.
然
る
に
こ
の
流
派
は
近
代
国
民
経
済
に
於
け
る
国

家
の
統

一
的
規
制
に
よ
っ
て
己
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
0
恰
も
中
世
期
の
封
建
的
権
能
が
近
代
に
入
っ
て

経
を
告
げ
た
る
や
-
に
o

祉
骨
層
に
番
生
し
L
!
る
私
企
業
は
事
業
成
立
の
基
礎
及
び
僕
件
を
闘
民
国
鰭
に
取
り
'
又
そ
の
摩
管
の
目
的
を

問
民
圃
膿
の
目
的
と
同
じ
-
す
る
っ
か
-
て
私
企
業
に
壌
る
所
は
'
私
人
が
任
意
に
番
企
す
る
こ
と
ゝ
私
人
が
収

益
を
受
領
す
る
こ
と
～
の
二
番
に
止
ま
る
｡
こ
～
に
私
企
業
の
私
企
業
に
る
特
徴
が
存
す
る
.
然
る
に
そ
の
任
意

の
凝
企
と
云
ヘ
ビ
も
'
こ
れ
を
政
令
自
然
法
則
の
側
よ
-
見
る
な
ら
ば
､
決
し
て
個
人
の
固
有
の
療
意
で
は
な
-

散
開
の
現
勢
が
個
<
な
し
て
群
企
ゼ
し
め
た
も
刀
で
あ
C
/i
隅
々
愉
<
.乃
睡
和
T･L
敢
闘
F=.鶴
JE
こ
Eu
コ
ノ
二
･･n
D

.ノ

ノ

ノ
ー
/
-

ノ
･1
kL-
Jl
.TTT･t
-
.･∫1
5pTt
ノ｢
.-
1づ
･
｡
′L

で
あ
る
｡
史
に
こ
れ
を
閲
家
意
志
怯
別
の
側
よ
-
見
る
と
き
は
'
私
人
の
任
意
の
敬
金
も
国
家
統
制
の
範
囲
に
於

で
任
意
な
る
に
止
ま
-
'
且
ま
た
閲
家
が
直
接
間
接
に
闘
民
経
済
の
目
的
賓
現
に
適
合
す
る
企
業
を
要
望
し
居
る

卦
を
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
｡
こ
の
期
は
我
開
近
代
の
企
業
発
展
に
就
て
仰山
竃
し
得
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡
更
に
ま
た

私
企
業
の
特
徴
た
る
私
人
の
牧
典
に
就
て
見
る
に
'
こ
の
場
令
に
･Ap私
人
に
と
っ
て
最
も
主
要
な
る
'
或
は
殆
ど

唯

l
と
も
言
ふ
べ
き
収
集
は
利
潤
で
あ
る
が
､
こ
の
利
潤
が
国
家
に
よ
っ
て
敷
く
制
限
せ
ら
れ
'
ま
た
そ
の
制
限

が
常
然
と
考
ら
れ
て
ゐ
る
｡
か
-
て
利
潤
収
得
を
認
め
る
こ
と
は
'
必
L
も
私
企
業
が
本
質
的
に
個
人
本
位
の
事

業
な
る
こ
と
を
立
琵
す
る
も
の
で
は
な
い
o
執
達
吏
や
辞
護
士
は
自
己
名
義
に
て
収
入
を
祥
て
ゐ
る
が
､
そ
の
職

務
は
全
-
公
共
的
の
も
の
で
私
人
の
業
で
は
な
い
.
個
人
主
義
者
は
私
企
業
の
利
潤
牧
神
に
個
人
の
泡
立
的
地
位

団
居
主
義
者
の
濫
企
業
観

第
四
十
二
番

三
〇
五

第

1既

三
〇

五



固
民
主
義
者
の
私
企
業
戟

第
四
十
二
啓

三
〇
六

第

l
坊

三〇
六

を
訟
ゆ
る
が
'

国
民
主
義
者
は
私
企
業
を
し
て
利
潤
を
収
得
せ
し
ひ
る
こ
と
を
以
て
杜
骨
の
側
か
ら
閲
民
庭
済
事

業
の
創
設
を
誘
致
す
る
方
便
と
考

へ
る
｡
故
に
過
度
の
利
潤
牧
村
が
閲
民
経
済
に
と
っ
て
望
ま
し
-
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
こ
れ
を
制
限
す
る
O

闘
家
が
問
民
経
済
に
封
し
全
面
的
･絶
満
的
tIb
る
統
制
を
加
ふ
る
時
期
に
達
す
れ
ば
'初
め
社
食
暦
に
発
生
し
た

る
整
弊
非
業
-J
云
＼
ど
も
そ
の
存
立
の
埋
由
を
塵
樽
せ
し
め
､
つで
の
本
質
は
も
は
や
私
人
の
業
で
へは
-
鋼
宝
刀
架

で
あ
り
'
私
別
猟
立
の
も
の
で
な
-
公
共
依
立
の
も
の
に
輯
化
す
る
0
こ
の
時
､
融
合
,S
私
企
業
は
国
家
か
ら
国

ヽ
ヽ

民
経
済
事
業
た
る
こ
と
を
承
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
承
誼
は
直
ち
に
委
任
と
は
言

へ
な
い
o
し
か
し
廉
-
圃
民

超
湊
の
組
織
を
見
渡
す
な
ら
ば
'
融
合
の
私
企
業
は

1
且
圃
家
の
手
に
収
め
ら
れ
'
更
に
私
人
の
手
に
委
任
さ
れ

ヽ
ヽ
ヽ

た
も
の
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
O
こ
の
意
味
に
於
て
は
'
就
骨
層
に
教
生
L
Ll
る
私
企
業
も
国
家
の
間
接
委

任
に
よ
る
閥
民
経
済
事
業
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
凍
る
.
市
民
祉
骨
に
出
現
し
た
る
私
企
業
こ
そ
闘
家
か
ら
放

任
さ
れ
た
も
の
～
如
-
見
え
る
｡
然
-
そ
の
起
源
に
放
て
見
れ
ば
'
放
任
せ
ら
れ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
後

に
到
っ
て
閲
家
の
承
認
に
よ
っ
て
放
任
か
ら
委
任
に
特
化
し
た
の
で
あ
る
.
恰
も
社
食
自
然
に
発
生
し
た
る
慣
習

_
I
)_
)_

が
閑
寂
の
承
認
に
rL6
つ
て
慣
習
法
と
な
っ
た
や
う
に
｡
か
-
て
同
家
暦
に
現
は
れ
た
る
直
接
重
任
の
私
企
業
と
社

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

食
暦
に
現
は
れ
た
る
間
接
委
任
の
私
企
業
と
が
綜
合
さ
れ
て
'

1
股
に
私
企
業
が
国
民
経
済
に
於
て
占
め
る
所
の

地
位
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
認
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

五

闘
民
経
済
に
於
け
る
財
貨
の
生
産
､
そ
の
道
迭
及
び
貯
減
'
動
静
の
提
供
､
財
貨
及
び
勤
券
の
配
給
等
を
脊
む



事
業
'
並
に
共
等
の
諸
事
業
に
要
す
る
資
本
を
融
通
す
る
事
業
等
は
'

1
111日
以
て
蔽

へ
ば
'
悉
-
皆
な
国
民
の
事

業
で
あ
っ
て
個
人
又
は
私
人
の
事
業
で
は
な
い
｡
こ
の
事
は
国
家
の
創
意
に
よ
っ
て
私
人
に
委
譲
･委
付
･委
託
さ

れ
た
る
直
接
委
任
の
外
に
'
史
に
始
め
よ
り
私
人
の
創
意
に
か
ゝ
る
も
の
に
も
及
A
.
私
人
の
創
意
に
tIbれ
る
事

業
と
云

ヘ
ビ
も
'
近
代
図
民
産
清
の
構
造
よ
り
見
れ
ば
'
己
に
私
人
親
日
の
事
業
で
は
ぢ
-
､
国
家
が
間
接
に
委

任
し
た
も
の
で
あ
る
0
閥
家
が
創
設
を
許
可
し
認
可
す
る
私
企
業
は
勿
論
.届
出
を
要
す
る
私
企
業
と
云
ヘ
ビ
も
'

届
出
が
閲
家
の
認
知
で
あ
り
､
闘
家
の
認
知
を
宴
す
る
所
以
は
そ
れ
が
闘
民
の
事
業
な
る
が
故
で
あ
る
｡
国
家
統

制
の
周
到
な
る
閥
民
経
済
に
あ
つ
て
は
'
屈
出
を
も
要
し
十lIb
い
腐
済
事
業
は
殆
ど
無
-
.
た
と

へ
有
-
と
す
る
も
､

そ
れ
は
謝
民
陸
餅
の
事
業
と
見
る
.(.
き
ゃ
否
や
t,
諦
太
力
碓
カ
で
な
し
も
C,
も
列
な
ら
ぬ
｡

闘
民
耗
務
に
存
す
る
企
業
は
組
で
闘
民
の
事
業
で
あ
る
｡

一
人
の
経
営
で
も
個
人
の
事
業
で
な
い
｡
経
骨
盤
腔

が
公
共
圃
鰻
な
る
か
私
人
な
る
か
に
よ
っ
て
公
企
業
と
私
企
業
と
の
差
別
を
生
す
る
も
'
私
企
業
と
は
要
す
る
に

国
家
が
私
人
に
経
管
を
委
任
せ
る
企
業
で
あ
-
'
そ
の
本
質
は
公
共
性
を
有
す
る
事
業
で
あ
る
｡

骨
で
公
旗
の
私
法
牝
が
唱

へ
ら
れ
L
'が
~
今
は
私
法
の
公
法
化
が
唱
へ
ら
れ
て
凍
た
｡
骨
て
官
業
が
民
業
を
魔

迫
し
て
は
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
た
が
'
今
は
民
業
が
許
さ
れ
る
の
は
市
民
の
業
と
し
て
で
は
な
-
闘
民
の
業
と
し

て
認
め
ら
れ
る
や
-
に
な
っ
て
凍
た
｡
同
じ
物
事
も
見
る
立
場
に
よ
っ
て
異
-
'

1
万
が
直
立
す
る
と
見
る
も
の

も
他
方
か
ら
は
倒
立
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
.
個
人
主
義
者
は
私
企
業
を
目
し
て
私
人
が
固
有
す
る
事
業
'
私
人

の
鳥
の
事
業
'
私
人
の
カ
に
て
支
持
す
る
事
業
と
見
る
O
国
民
主
義
よ
-
見
る
と
き
は
'
私
企
業
と
云
ヘ
ビ
も
'

閲
氏
主
義
者
の
私
企
業
靭

第
四
十
二
怨

三
〇
七

第

1戟

三
〇
七



国
民
主
義
者
の
私
企
集
散

第
四
十
二
巷

三

〇

八
第

l
哉

三
〇
八

こ
れ
を
固
民
が
固
有
す
る
事
業
'
国
民
の
鳥
の
事
業
'
国
民
が
支
持
す
る
事
業
と
見
る
O

我
圃
1i
於
て
は
土
地
を

所
有
す
る
場
合
に
-
'
こ
れ
を
本
来
の
私
有
と
見
す
'
御
預
-
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
'
又
そ
れ
が
制
圧
化
さ
れ

て
ゐ
た
｡
そ
れ
も
明
治
以
後
西
洋
の
個
人
主
義
的
法
制
を
移
入
す
る
に
よ
っ
て
所
有
の
意
義
を
準
じ
仁
が
､
そ
の

所
甘
観
念
は
今
復
王

i:
の
道
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
る
権
道
と
な
っ
た
.

1
枚
に
私
有
財
産
に
就
て
は
､
個
人
生

活
が
存
す
る
限
-
'

一
概
に
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
水
tIb
い
o
さ
れ
ど
企
業
に
至
っ
て
は
'
私
人
経
営
は
唯

'iJ
私
人
の
謄
企
上
牧
基
と
が
閲
民
雁
癖
事
業
の
配
置
税
収
の
上
か
･J
何
塵
-T章

許
容
さ
れ
Ej
は
承
謎
-Y7-.れ
る
カ
に

照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
に
止
ま
-
'
私
企
業
鰹
皆
者
が
私
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
tt
Jの
存
立
理
由
を
主
張
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
.
固
民
主
義
者
と
云
ヘ
ビ
も
'
私
企
業
の
長
所
は
こ
れ
を
認
め
る
に
書
か
で
な
い
.
ま
た

一
切
の

私
企
業
を
排
斥
す
る
如
M
Jは
､
現
在
の
閥
家
の
経
沓
能
力
を
過
大
視
す
る

偏

見
で
あ
る
.
し
か
し
な
が
ら
私
企
業

と
云

ヘ
ビ
も
公
共
性
を
菊
す
る
以
上
は
､
そ
の
存
立
如
何
を
意
識
的
に
決
定
す
る
も
の
は
唯
だ
公
共
生
活
を
統
ぶ

る
国
家
の
意
志
の
み
で
あ
る
こ
と
は
､
こ
れ
を
疑
ふ
の
盆
地
は
な
い
O

国
民
主
義
よ
-
見
た
る
私
企
業
の
地
位
は
'
意
志
科
聾
と
し
て
の
閲
民
経
済
撃
が
組
足
せ
る
認
識
で
あ
る
.
こ

の
畝
識
の
具
備
は
論
理
及
び
歴
史
的
観
察
の
外
に
は
今
後
の
蕃
箕
が
こ
れ
を
賓
設
す
る
で
あ
ら
う
.
ま
た
こ
の
認

識
が
異
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
意
志
科
撃
的
認
識
で
あ
る
が
故
に
'
軍
に
認
識
に
止
ま
ら
ず
'
こ
の
認
識

に
裁
い
て
束
に
私
企
業
を
如
何
に
待
遇
す
べ
き
か
と
言
ふ
国
民
経
済
撃
上
の
判
奄ー
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
～
な
る
で

あ
ら
う
｡


