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経
済
の
性
質
や
動
き
▼
に
関
心
を
も
わ
人
は
経
営
の
領
域
に
は
な
か
な
か
ひ
き
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
だ
し
、
経
営
の
研

究
者
や
実
務
家
の
間
で
は
経
済
の
動
き
を
与
件
と
し
て
受
け
と
め
る
傾
向
が
強
い
。
両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と

は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
方
の
知
識
を
バ
ラ
ソ
ス
よ
く
保
持
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
に
近
い
と
お
も
う
。
本
書
は
経
営
の
領
域
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
だ
が
、
経
済
に
関
心
が
あ
る
人
に
も
わ
か
っ
て
も
ら

う
よ
う
に
編
集
し
た
つ
も
り
で
い
る
。
本
書
が
日
本
の
経
済
と
経
営
の
研
究
の
橋
渡
し
に
な
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

本
書
は
『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
中
で
展
開
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
的
経

営
」
の
特
質
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
由
来
を
明
治
末
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
基
盤
は
、
遠
く
、

わ
が
国
の
社
会
制
度
が
最
初
に
形
を
と
と
の
え
た
、
八
世
紀
初
頭
の
大
和
国
家
の
組
織
と
管
理
の
制
度
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
半
の
実
証
は
　
『
集
団
主
義
経
営
の
構
想
』
（
産
業
労
働
調
査
所
、
昭
和
四
八
年
）
　
で
示
し

た
。



日
本
の
企
業
経
営
の
研
究
者
や
実
務
家
は
欧
米
の
学
説
や
経
営
の
実
態
に
強
い
関
心
を
示
す
が
、
日
本
の
歴
史
に
あ

ま
り
興
味
を
も
た
な
い
の
は
淋
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
に
お
い
て
一
千
年
以
上
の
歴
史
を
か
け
て
先
人
が

ど
の
よ
う
な
組
織
と
管
理
の
行
動
を
積
み
重
ね
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
探
求
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
探
求
に
ふ
み
入
る
な
ら
ば
、
日
本
的
経
営
の
特
質
が
、
一
片
の
提
言
や
主
張
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
が
容
易
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
で
は
、
日
本
的
経
営
の
歴
史
を
古
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
跡
づ
け
る
こ
と
を
具
体
的
に
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
姿

勢
と
し
て
は
先
人
の
足
跡
を
ふ
ま
え
た
つ
も
り
で
い
る
。
本
書
を
『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
と
名
づ
け
た
の
は
、
最

近
、
と
も
す
れ
ば
日
本
の
経
営
慣
行
を
軽
視
し
た
り
、
一
掃
し
ょ
う
と
す
る
風
潮
が
実
務
の
局
面
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
よ
う
な
浮
足
だ
っ
た
態
度
を
鋲
静
し
た
い
と
い
う
思
い
を
こ
め
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
第
一
章
「
日
本
的
経
営
の
特
質
」
は
二
つ
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
節
「
集
団
の
日
本
的
特
性
は
な
に

か
」
で
は
、
集
団
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
の
経
営
体
の
特
質
を
ま
ず
と
り
あ
げ
、
集
団
と
は
な
に
か
、
集
団
主
義

と
は
な
に
か
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
的
経
営
の
特
質
を
生
活
共
同
体
と
し
て
と
ら
え
な
お

す
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
第
二
節
「
日
本
的
経
営
の
特
質
」
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
的
経
営
を
生
活
共
同
体

の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
こ
ろ
み
を
し
た
。
こ
の
論
理
は
、
体
系
的
に
は
初
め
て
の
問
題
提
起
で
は
な
い
か
と
お
も

う
。
と
く
に
日
本
の
経
営
の
特
質
を
「
経
営
家
族
主
義
」
だ
と
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
る
人
に
は
よ
く
読
ん
で
ほ
し
い
と

お
も
う
。
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第
二
車
「
終
身
雇
用
制
と
能
力
開
発
主
義
」
で
は
、
日
本
的
経
営
の
特
質
に
か
か
わ
る
二
つ
の
重
要
な
柱
を
と
り
あ

げ
た
。
第
一
節
「
レ
イ
・
オ
フ
と
終
身
雇
用
制
」
で
は
、
ま
ず
、
し
ば
し
ば
熱
心
に
導
入
の
必
要
が
さ
け
ば
れ
て
い
る

ア
メ
リ
カ
の
レ
イ
・
オ
フ
制
が
日
本
に
俗
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
ど
ん
な
に
ち
が
う
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
し
、

次
に
、
終
身
雇
用
の
慣
行
の
蓄
積
の
あ
や
ふ
や
さ
を
跡
づ
け
、
終
身
雇
用
制
の
定
着
を
主
張
し
た
。
終
身
雇
用
の
慣
行

が
廃
棄
さ
れ
れ
ば
、
日
本
的
経
営
は
一
掃
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
を
こ
の
節
で
く

わ
し
く
と
り
あ
げ
た
の
．
で
あ
る
。
嘩
示
「
能
力
主
義
管
理
の
め
ざ
す
も
の
」
で
は
、
日
本
的
経
営
が
学
歴
・
年
功
の

柱
か
ら
能
力
開
発
の
柱
に
管
理
の
座
標
を
移
す
場
合
に
、
日
本
的
経
営
と
し
て
留
意
す
べ
き
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
賃

金
、
労
働
時
間
な
ど
管
理
の
構
成
要
素
は
、
こ
の
大
き
な
移
動
に
合
わ
せ
て
、
日
本
的
経
営
に
斉
合
す
る
よ
う
に
調
整

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
調
整
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
的
経
営
で
は
、
解
決
す
べ
き
そ
の
他
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、
中
高
年
層
問
題
や
福
利
厚
生
制
度
の
問

題
な
ど
が
あ
る
。
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
収
録
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
が
、
種
々
の
場
所
で
必
要
な
場
合
に
は
言

及
が
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
章
「
職
場
の
再
建
と
ラ
イ
ソ
管
理
」
以
降
は
、
日
本
的
経
営
の
管
理
の
主
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
第

一
節
「
職
場
の
再
建
の
設
計
」
で
は
欧
米
的
手
法
に
よ
る
合
理
化
の
進
展
に
よ
っ
て
諸
処
で
職
場
の
崩
壊
が
み
ら
れ
る

事
実
を
指
摘
し
、
新
し
い
技
術
体
系
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
職
場
共
同
体
の
再
建
の
必
要
を
主
張
し
た
。
第
二
節
「
職
場

監
督
者
の
役
割
」
で
は
、
職
場
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
監
督
者
が
と
り
く
む
べ
き
課
題
、
果
た
す
べ
き
役
割
を
論
じ



は　し　が　き
i∀

た
。
第
三
節
「
ラ
イ
ソ
管
理
者
の
管
理
行
動
」
は
実
態
調
査
の
報
告
で
あ
っ
て
、
日
本
的
経
営
の
管
理
者
の
管
理
行
動

パ
タ
ー
ソ
の
特
性
を
え
が
き
出
す
こ
と
に
努
め
た
。

第
四
章
「
管
理
の
正
当
性
と
管
理
者
の
生
き
か
た
」
で
は
、
第
三
章
の
事
実
を
基
礎
と
し
、
ま
た
第
一
、
第
二
章
の

日
本
的
経
営
の
特
質
の
解
明
を
前
提
と
し
た
上
で
、
第
一
節
「
管
理
の
正
当
性
と
は
な
に
か
」
に
お
い
て
管
理
お
よ
び

管
理
職
の
正
当
な
位
置
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
し
て
第
二
節
「
日
本
的
経
営
の
管
理
者
の
役
割
」
に
お
い
て
、
現
在

の
管
理
職
の
重
い
負
荷
と
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

第
五
章
「
産
業
民
主
主
義
の
展
開
」
で
は
一
転
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
節

「
仕
事
の
自
由
化
の
文
化
的
意
味
」
で
は
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

み
ら
れ
る
労
働
の
自
由
化
・
人
間
化
や
労
使
関
係
の
新
し
い
動
き
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
た
。
こ
の

節
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
一
年
と
一
九
七
三
年
と
の
二
度
に
わ
た
る
調
査
の
結
果
が
材
料
に
な
っ
て
い
る
。
第

二
節
「
労
働
者
重
役
制
と
日
本
へ
の
提
案
」
は
、
第
一
節
の
記
述
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
に

わ
か
に
活
発
と
な
っ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
労
働
者
の
社
会
参
加
お
よ
び
経
営
参
加
の
動
き
を
と
ら
え
、
と

ノ
＼
に
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
の
労
働
者
重
役
制
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
。
こ
の
二
つ
の
節
で
は
、
と
く
に
日
本
的
経
営

の
視
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
経
営
お
よ
び
労
使
関
係
の
動
向
が
日
本
と
は
い
ち
じ
る
し
く
ち
が
う
こ
と

を
注
意
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
産
業
民
主
主
義
の
漸
進
の
必
要
性
を
強
調
し
て
、

日
本
に
お
け
る
労
働
者
の
社
会
参
加
・
経
営
参
加
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。

第
六
章
は
昭
和
五
〇
年
八
月
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
～
五
章
ま
で
に
展
開
し
た
論
旨
を
ふ
ま
え

て
、
日
本
的
経
営
の
性
質
を
生
活
共
同
体
の
原
理
か
ら
着
極
的
に
規
定
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
。
こ
の
意
味
で
第
六
草

は
本
書
の
結
び
に
あ
た
る
と
考
え
て
ほ
し
い
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
東
洋
経
済
新
報
社
出
版
局
の
藤
井
真
人
氏
の
御
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意

を
あ
ら
わ
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
五
〇
年
一
一
月

著

者
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