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ほ

　

し

　

が

　

き

日
本
の
企
業
経
営
は
い
ま
大
き
な
転
機
に
入
っ
て
い
る
。
転
機
で
あ
る
こ
と
を
示
す
要
因
は
企
業
内
外

と
も
に
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
で
あ
っ
て
、
心
あ
る
人
な
ら
ば
、
問
題
の
深
さ
、
複
雑

さ
に
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
老
荘
思
想
が
次
第
に
企
業
経
営
や
官
庁
の
中
枢
を
占

め
る
人
々
の
周
に
浸
透
し
っ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

第
一
に
、
企
業
経
営
内
の
要
因
を
考
え
て
み
よ
う
。
戦
前
に
形
成
さ
れ
た
、
伝
統
的
な
年
功
型
労
務
管

理
は
、
社
会
変
化
や
大
き
な
経
済
変
動
を
予
定
せ
ず
、
急
速
な
技
術
革
新
を
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
労

働
力
の
供
給
は
豊
富
で
選
択
雇
用
が
可
能
で
あ
っ
た
。
と
く
に
戦
前
の
企
業
経
営
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

中
で
顔
争
し
て
生
き
抜
い
て
い
く
行
動
よ
り
は
、
む
し
ろ
政
府
に
密
着
し
て
国
益
主
義
で
保
護
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
新
種
商
品
の
開
発
、
市
場
化
や
流
通
の
改
善
な
ど
に
大
き
な
力
を
注
が
な
い
で
す
ん
で
き
た
。

年
功
型
労
務
管
理
と
い
っ
て
も
戦
前
に
は
三
五
歳
以
上
の
中
高
年
層
は
少
数
で
あ
り
、
多
数
0
従
業
員
は



三
五
歳
を
こ
え
れ
ば
、
下
請
の
親
方
経
営
者
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
か
ら
、
実
際
に
は
、
定

年
ま
で
勤
め
あ
げ
る
人
員
数
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
〇
年
代
末
か
ら
三

〇
年
代
初
め
に
か
け
て
再
建
さ
れ
た
戦
後
型
の
再
建
年
功
型
労
務
管
理
で
は
、
定
年
ま
で
長
く
勤
め
続
け

る
従
業
員
を
予
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
戦
後
に
な
っ
て
日
本
で
初
め
て

都
市
企
業
定
着
型
の
従
業
員
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
そ
の
こ
ろ
に
は
気
づ
か

れ
な
か
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
代
か
ら
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
り
、
新
旧
設
備
の
代
替
を
中
核
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
技

術
革
新
」
を
伴
っ
た
。
初
め
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
資
本
主
義
的
競
争
に
投
じ
ら
れ
た
日
本
の
企
業

は
生
産
第
一
主
義
の
方
針
を
選
び
、
輸
入
設
備
に
す
ぐ
に
適
応
で
き
る
と
考
え
た
若
年
層
を
大
量
に
採
用

し
、
基
幹
作
業
に
配
置
し
、
い
わ
ゆ
る
若
年
層
尊
重
・
中
高
年
層
無
用
の
人
事
方
針
を
と
っ
た
。
そ
の
方

針
は
、
伝
統
的
年
功
型
労
務
管
理
の
基
礎
理
念
で
あ
る
中
高
年
層
尊
重
の
流
れ
に
真
っ
向
か
ら
背
反
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
人
事
労
務
管
理
は
企
業
経
営
自
ら
の
手
で
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
〇
年
代
半
ば
以
降
に
、
日
本
の
労
働
力
人
口
は
先
進
産
業
諸
国
に
先
が
け
て
、
き

わ
だ
っ
た
高
齢
層
中
心
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
予
想
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
の
年
功
型
労

務
管
理
理
念
の
否
定
の
流
れ
は
、
実
は
日
本
の
企
業
経
営
が
「
企
業
は
人
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
根
本
理
念
を
忘
却
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
「
人
は
ど
う
に
で
も
な
る
も
の
だ
」
　
と
い

茸

う
き
わ
め
て
安
易
な
経
営
理
念
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
根

本
的
な
反
省
な
く
し
て
は
経
営
の
転
換
は
無
理
で
あ
る
。

第
二
に
、
生
産
第
一
主
義
は
様
々
な
マ
イ
ナ
ス
面
を
日
本
社
会
に
生
み
出
し
た
。
日
本
は
世
界
最
高
の

公
害
国
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
工
業
化
が
必
ず
公
害
を
生
み
出
す
と
性
急
に
結
諭
し
て
は
な
ら
な

い
ほ
ど
原
始
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
戦
後
日
本
の
工
業
化
の
未
熱
さ
を
あ
ら
わ
す

も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
お
そ
る
べ
き
都
市
の
過
密
化
、
通
勤
地
款
、
土
地
・
住
宅
の
獲
得
の
困
難
等

々
も
日
本
の
企
業
経
営
が
社
会
的
な
長
期
展
望
を
欠
い
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
も

と
日
本
の
企
業
経
営
が
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
な
ど
し
た
経
験
が
な
い
こ
と
に
由
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
国
内
で
の
企
業
経
営
の
生
産
第
一
主
義
は
国
外
に
対
し
て
は
輸
出
第
一
主
義
と
し
て
あ
ら
わ

れ
た
。
「
イ
エ
ロ
ー
・
ヤ
ン
キ
ー
」
、
「
エ
コ
ノ
、
、
、
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」
な
ど
様
々
な
批
判
が
次
第
に
高
く

な
っ
た
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
企
業
経
営
が
「
猛
烈
社
員
」
を
通
ず
る
「
経
済
侵

略
」
作
戦
を
展
開
し
た
こ
と
に
理
由
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
外
国
の
一
つ
一
つ
に

つ
い
て
の
情
報
は
日
本
の
中
で
余
り
に
も
不
足
し
て
い
た
し
、
今
で
も
お
そ
る
べ
き
不
十
分
さ
で
あ
る
。

ま
た
外
国
に
対
す
る
日
本
か
ら
送
り
込
む
情
報
も
実
は
皆
無
に
近
い
ほ
ど
効
果
を
あ
げ
て
お
ら
ず
、
外
国

は
日
本
に
対
し
て
正
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
ド
イ
ツ
の
労
働
組
合
総
同

iii



盟
（
D
G
B
）
の
機
関
で
あ
る
エ
ー
ベ
ル
ト
研
究
所
が
ア
フ
リ
カ
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

で
行
な
っ
て
い
る
援
助
計
画
を
比
べ
て
み
る
だ
け
で
も
、
日
本
が
全
体
と
し
て
情
報
活
動
に
つ
い
て
無
力

で
あ
る
事
実
を
骨
の
髄
ま
で
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二こ
う
考
え
て
く
る
と
、
一
体
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
、
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、

世
紀
末
思
想
が
に
じ
み
出
て
く
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
㌻
」
と
に
思
え
る
。
本
書
は
、
こ
の
困
難
な
課
題
を
企

業
経
営
の
内
部
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
問
題
解
関
の
曙
光
を
発
見
し
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
着
眼
点
は
伝
統
的
な
組
織
・
管
理
の
中
か
ら
、
な
に
が
残
る

．
が
、
あ
る
い
は
残
る
ベ
l
ぎ
加
を
l
探
し
東
嵐
1
－
1
し
れ
を
集
団
主
義
で
あ
る
と
考
え
、
今
ま
で
あ
い
ま
い
に
規

定
さ
れ
て
き
た
集
団
主
義
と
い
う
考
え
方
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
新
し
い
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
集
団
主
義
の
具

体
化
を
構
想
し
た
こ
と
に
あ
る
。

全
体
は
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
I
で
は
日
本
の
企
業
経
営
の
行
動
が
国
際
社
会
で
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
読
者
に
考
え
て
も
ら
う
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
事
実
を
あ
げ
た
。
Ⅱ

で
は
伝
統
的
な
人
事
理
念
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
大
半
が
今
や
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
説
明

し
た
。
本
書
は
集
団
主
義
経
営
と
題
し
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
経
営
は
人
を
中
心
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

iv

あ
る
と
い
う
流
れ
で
貫
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
経
営
の
理
念
は
人
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
と
い

う
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

Ⅲ
で
は
日
本
の
企
業
経
営
が
人
の
画
で
近
い
将
来
に
む
か
え
る
は
ず
の
環
境
を
読
者
に
提
示
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
Ⅳ
、
Ⅴ
ほ
本
書
の
中
心
部
分
で
あ
っ
て
、
Ⅳ
で
は
筆
者
が
考
え
る
集
団
主
義
経
営

の
理
念
を
述
べ
て
お
り
、
ま
た
Ⅴ
で
は
集
団
主
義
経
営
の
展
開
軸
と
す
べ
き
い
く
つ
か
の
要
因
を
中
心
と

し
て
筆
者
の
構
想
を
展
開
し
た
。

本
書
は
「
管
理
・
制
度
の
検
討
と
そ
の
未
来
的
思
考
」
と
題
し
て
産
業
労
働
調
査
所
『
賃
金
実
務
』
に

昭
和
四
六
年
中
に
連
載
し
た
論
稿
を
中
心
と
し
、
こ
れ
に
ほ
ぼ
同
量
の
新
し
い
論
稿
を
付
け
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
本
書
は
関
連
す
る
三
部
作
の
理
論
編
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
内
容
の
実
際
事
例

集
と
し
て
の
　
『
集
団
主
義
経
営
の
実
践
』
、
労
使
関
係
を
対
象
と
し
た
『
日
本
的
労
使
関
係
の
課
題
』
の

続
刊
を
予
定
し
て
い
る
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
菅
原
昇
、
武
内
崇
夫
の
両
氏
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

昭
和
四
八
年
一
月

Ⅴ
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あ

　

と

　

が

　

き

『
能
力
主
義
管
理
の
開
発
』
（
労
働
法
学
出
版
、
昭
和
四
六
年
）
を
書
き
終
わ
っ
て
み
て
、
私
は
人
事
労

務
管
理
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
自
分
な
膏
の
体
系
を
も
つ
J
ぅ
に
な
っ
た
と
い
う
て
と
を
感
じ
始
め
た
。

た
だ
、
そ
う
主
張
す
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
も
っ
と
深
く
、
か
つ
広
く
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
事
労
務
管
理
と
い
う
問
題
領
域
は
、
ま
さ
に
人
間
の

問
題
で
あ
っ
て
、
唯
一
最
善
の
人
事
労
務
管
理
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
少

し
で
も
よ
り
明
ら
か
に
、
よ
り
よ
く
問
題
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
お
よ
そ
人
間
に
関
す
る
一
切
の
領
域

に
つ
い
て
自
分
の
研
究
を
広
げ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
理
学
、
心
理
学
、
社
会
学
は
い
う
に
及

ば
ず
、
人
間
の
歴
史
そ
の
も
の
を
も
問
題
意
識
を
も
っ
て
自
分
で
見
直
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
全

く
容
易
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
現
在
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

『
能
力
主
義
管
理
の
開
発
』
を
刊
行
し
て
以
後
に
、
産
業
労
働
調
査
所
の
菅
原
昇
氏
か
ら
、
六
カ
月
連

載
で
「
管
理
・
制
度
の
検
討
と
そ
の
未
来
的
思
考
」
と
い
う
題
で
『
賃
金
実
務
』
に
書
く
こ
と
を
俵
属
さ

れ

た

。

本

書

の

I

の

2

、

3

、

4

、

Ⅱ

の

3

、

4

、

Ⅲ

の

1

、

2

、

Ⅳ

の

2

、

5

、

Ⅴ

の

2

、

5

、

6

、

369



り

lE

ほ
右
の
連
載
か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
そ
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
既
発
表
の
論
稿
を
つ
け
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
I
の
1
は
『
一
橋

論
叢
』
（
昭
和
四
七
年
五
月
号
）
、
Ⅱ
の
1
、
2
は
「
伝
統
的
組
織
論
と
日
本
的
労
務
管
理
」
（
『
日
本
労
働

協
会
雑
誌
』
昭
和
四
六
年
三
月
号
）
、
Ⅴ
の
1
ほ
　
「
新
お
み
こ
し
経
営
を
提
唱
す
る
」
（
『
中
央
公
論
経
営

問
題
』
昭
和
四
七
年
夏
季
号
）
、
Ⅴ
め
9
は
『
人
事
院
月
報
』
（
昭
和
四
七
年
五
月
号
）
と
東
京
都
労
働
局

『
労
働
教
育
』
（
昭
和
四
七
年
七
月
号
）
、
Ⅴ
の
1
0
は
『
賃
金
実
務
』
（
昭
和
四
七
年
八
月
一
五
日
号
）
に
収

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
そ
れ
以
外
の
部
分
は
す
べ
て
新
し
く
書
き
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
能

力
主
義
管
理
の
開
発
』
と
比
べ
て
、
考
え
方
が
少
し
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
だ
が
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
次
第
な
の
で
、
本
書
は
原
点
か
ら
出
発
し
て
論
理
を
展
開
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

は
い
な
い
。
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
て
も
よ
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
I
、
Ⅱ
、
Ⅲ
と
い
う
よ
う

な
大
き
な
章
ご
と
に
読
め
ば
、
内
容
が
関
連
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書
が
研
究
や
実
務
の
参
考
と
な

れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
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