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本
書
は
共
同
生
活
体
の
概
念
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
経
営
の
理
論
の
創
造
を
め
ざ
し
、
合
せ
て
　
「
日
本
的
経
営
」
　
の
理
論

的
解
明
に
役
立
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
。

『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
（
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
二
年
）
は
望
外
の
多
数
の
読
者
を
え
た
。
ま
た
多
数
の
書
評
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
と
こ
ろ
で
　
「
日
本
的
経
営
」
に
関
心
を
も
つ
方
々
に
は
大
別
す
る
と
二
つ
の
態
度
が
あ
る
と
お
も
う
。

第
山
に
は
、
日
本
的
経
営
の
「
日
本
的
」
な
面
に
興
味
を
も
つ
態
度
で
あ
る
。
こ
の
面
を
さ
ら
に
深
く
進
ん
で
い
く
と
、
日
本
的
な
社
会

風
土
論
に
な
り
、
日
本
文
化
論
に
な
り
、
日
本
人
論
に
な
る
。
日
本
人
論
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
歴
史
を
ど
ん
ど
ん
さ
か
の
ぼ
っ
て
い

く
。
私
は
い
ま
の
日
本
の
人
々
の
中
に
日
本
史
に
興
味
を
も
た
ず
、
日
本
史
を
知
ら
な
く
て
当
然
だ
と
い
う
風
潮
が
あ
る
こ
と
を
非
常
に

残
念
に
恩
っ
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
日
本
的
経
営
を
め
ぐ
る
論
議
の
中
で
日
本
的
風
土
論
や
日
本
人
論
が
さ
か
ん
に
お
こ

な
わ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
私
も
こ
の
面
に
は
大
い
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

第
二
に
は
、
日
本
的
経
営
の
「
経
営
」
　
の
面
に
興
味
を
も
つ
態
度
で
あ
る
。
こ
の
面
を
さ
ら
に
深
く
進
ん
で
い
く
と
、
日
本
の
経
営
の

あ
り
か
た
が
日
本
的
で
あ
る
こ
と
は
分
っ
た
が
、
だ
が
経
営
と
は
一
体
な
ん
で
あ
る
の
か
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
々
に
経
営
あ
り
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
　
「
○
○
的
」
　
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
経
営
に
か
く
も
世
界
的
な
交
流
が
あ
り
う
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
突
き
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
経
営
に
お
け
る
日
本
的
な
部
分
と
世
界
的
な
部
分
と
を
分
け
て
考
え
ざ
る



を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
最
も
明
瞭
に
意
識
さ
れ
た
の
は
山
城
葦
教
授
の
日
本
的
経
営
論
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
山
城
教
授
の
日

本
的
経
営
論
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
」
を
世
界
的
に
普
遍
妥
当
性
を
も
つ
理
論
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
日
本

の
企
業
経
営
の
性
質
に
通
用
し
、
こ
の
理
論
が
通
用
で
き
な
い
領
域
を
日
本
的
な
部
分
と
し
て
、
そ
の
理
論
化
を
考
え
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
学
問
的
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

2

『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
を
公
刊
し
て
以
来
、
私
は
や
や
沈
潜
し
て
日
本
的
経
営
に
つ
い
て
考
え
る
時
間
を
え
た
の
で
あ
る
が
、
私
が

関
心
を
も
つ
態
度
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
第
二
の
面
、
す
な
わ
ち
「
経
営
」
に
関
心
を
も
つ
態
度
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
昭
和
五
三

年
度
の
日
本
経
営
学
会
の
共
通
論
題
に
お
い
て
報
告
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
的
経
営
に
学
問
と
し
て
関
心
を
も
つ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
経
営
の
諸
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
般
的
な
概
念
に
到

達
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
日
本
的
経
営
論
は
、
い
つ
ま
で
も
好
事
家
の
玩
具
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
に
過
ぎ
ず
、
科
学
た
り
え
な
い
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
終
身
雇
用
慣
行
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
、
「
日
本
的
」
と
称
し
て
社
会
風
土
や
日
本
人
論
か
ら
説
明
す
る

だ
け
で
は
、
科
学
の
胆
か
ら
す
れ
ば
独
り
よ
が
り
に
終
っ
て
し
ま
う
と
お
も
う
。
終
身
雇
用
慣
行
は
一
方
で
は
日
本
の
歴
史
の
中
で
動
態

を
示
し
て
き
た
し
、
ま
た
他
方
で
は
世
界
に
お
け
る
雇
用
慣
行
の
変
遷
の
中
で
雇
用
と
い
う
普
遍
的
な
動
態
概
念
の
中
で
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
の
企
業
経
営
は
日
本
社
会
の
中
で
形
成
さ
れ
た
人
工
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、
日
本
的
経
営
に
関
心
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
日

本
社
会
の
全
体
の
性
格
の
中
で
日
本
的
経
営
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
組
に
常
に
関
心
を
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
的
経
営
を
論
ず
る
た
め
に
は
歴
史
学
、
心
理
学
の
み
な
ら
ず
経
済
学
、
経
営
学
、
社
会
学
、
法
学
、
政
治

学
等
々
、
お
よ
そ
社
会
科
学
、
人
文
科
学
の
諸
成
果
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
日
本
的
経
営
論
は
実

に
学
際
的
領
域
の
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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3

本
書
で
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
上
記
の
課
題
を
意
識
し
た
日
本
的
経
営
の
理
論
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
本
書
で
は
現
代
社
会
を
勤

労
者
市
民
社
会
と
現
代
的
資
本
主
義
超
群
と
い
う
、
合
理
性
を
原
理
と
す
る
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
社
会
と
考
え
、
こ
の
社
会
の
中

に
位
置
す
る
経
営
体
の
性
質
を
「
現
代
経
営
」
と
定
義
す
る
。
潟
代
経
営
は
社
会
が
こ
の
二
つ
の
要
素
で
成
り
立
つ
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う

な
国
に
も
普
遍
妥
当
性
を
も
つ
概
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
現
代
経
営
」
の
望
粥
は
科
学
で
あ
る
。

日
本
的
経
営
と
は
、
こ
の
「
現
代
経
営
」
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
か
た
に
お
け
る
「
日
本
的
」
な
特
色
の
総
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

で
は
お
そ
ら
く
ど
の
国
に
も
「
○
○
的
」
経
営
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
「
○
○
的
」
特
色
は
、
あ
く
ま
で
も
、
普
遍
妥
当
性
を
も

っ
「
現
代
経
営
」
の
あ
ら
わ
れ
か
た
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
現
代
経
常
」
の
下
位
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
こ
の
下
位
体
系
で
あ
る
D
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
下
位
体
系
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
人
々
は

現
代
経
営
の
原
理
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
「
下
位
体
系
を
通
じ
て
み
る
」
と
い
う
こ
と
を
と
く
に
力
説
し
て

ぉ
き
た
い
と
お
も
う
。
と
い
う
の
は
、
日
本
の
社
会
科
学
は
明
治
以
来
二
貫
し
て
輸
入
の
学
問
で
あ
り
、
と
く
に
欧
米
の
社
会
科
学
の
成

果
を
も
ち
こ
ん
で
日
本
の
社
会
現
象
に
通
用
し
て
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
は
日
本
社
会
が
後
進
的
だ
か
ら
だ
と
い
う
論
理
が
好
評
を
博
す

と
い
う
歴
史
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
社
会
科
学
の
中
で
衰
弱
し
た
学
問
奇
域
ほ
ど
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
欧
米
の
学
者
の
理
論
で
あ
り
実
験
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
で
学
者
の
優
劣
が
評
価
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
は
日
本
の
企
業
内
労
使
関
係
を
評
し
て
協
調
的
労
使
関
係
で
あ
り
、
企
業
別
労
働
組
合
を
「
御
用
組
合
」
と
呼
ぶ
け
れ
ど
も
、
日

本
の
企
業
内
労
使
関
係
は
空
中
に
浮
か
ん
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
企
業
内
組
合
は
労
働
諸
条
件
を
経
営
者
の
専
決
に
ゆ
だ
ね
な

い
と
い
う
点
で
は
歴
史
と
共
に
非
常
に
深
く
入
り
こ
ん
で
お
り
、
そ
の
実
態
は
「
下
位
体
系
を
通
じ
て
み
る
」
努
力
を
相
当
程
度
に
お
こ

な
わ
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
経
営
陣
が
企
業
内
労
賃
係
を
「
協
調
的
」
に
保
持
す
る
た
淫
払
う
考
慮
と
努
力
も

きがえま一
山



ま
た
、
そ
の
実
態
は
想
像
以
上
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
「
下
位
体
系
を
通
じ
て
み
る
」
努
力
を
し
な
け
れ
ば
二
、
二
回
の
面
接
聴
取
．
Ⅳ

り
調
査
ぐ
ら
い
で
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
「
下
位
体
系
を
通
じ
て
み
る
」
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
努
力
の
こ
と
を
き

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
努
力
を
し
な
が
ら
、
欧
米
の
学
者
の
論
文
も
読
む
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
私
は
日
本
ら
し
い
社
会
科
学
が

生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
そ
の
意
味
で
日
本
的
経
営
論
は
最
良
の
学
問
頚
城
の
一
つ
だ
と
考
え
る
。

4

本
書
で
は
『
年
功
的
労
使
関
係
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
八
年
）
、
『
日
本
の
労
務
管
理
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
元
七
〇
年
）
以
来
、

私
の
中
に
あ
っ
た
共
同
生
活
体
の
考
え
方
を
深
め
て
、
こ
れ
を
現
代
経
営
の
普
遍
的
要
素
と
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
の
場
合
に
、

共
同
生
活
体
の
歴
史
的
由
釆
は
共
同
嵩
懐
に
あ
る
の
で
、
市
民
社
会
と
資
本
主
義
経
済
の
枠
組
の
中
に
お
け
る
共
同
生
活
圏
の
意
義
を

問
う
こ
と
か
ら
始
め
た
。
共
同
生
活
圏
と
い
う
術
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
理
論
的
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
は
、
い
わ
ゆ
る

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
最
も
良
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
姿
が
典
型
的
な
姿
で
見
ら
れ
る
資
料
を
探
索
し
た
。

日
本
は
こ
の
意
味
で
の
都
市
や
町
の
研
究
が
少
な
い
の
で
残
念
な
が
ら
対
象
か
ら
は
ず
し
た
の
だ
が
、
欧
米
の
国
々
を
見
わ
た
し
て
も
、

文
献
・
資
料
で
豊
寓
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
研
究
が
さ
か
ん
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
歴
史
が
浅
い
こ
と
、
村
落
形
態
が
特
殊
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
万
が
便
利
で
あ
る
の
で
、
ア
メ

リ
カ
の
研
究
は
そ
の
つ
ど
必
要
な
か
ぎ
り
で
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
を
共
同
生
活
圏
の
研
究
の
対
象
と
す
る
以
上
、
ど
こ
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
諸
現
象
で
記
述
を
つ
ら
ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
が
本
書
で
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
は
お
も
う
の
だ
が
、
後
段
に
至
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
や
ノ

ル
ウ
ェ
ー
の
文
献
・
資
料
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
の
事
例
は
私
も
同
種
の
調
査
を
ア
メ
リ
カ
で
お
こ
な
っ
て
い
た
経
験

が
あ
る
の
で
、
紹
介
に
自
信
が
も
て
る
し
、
ま
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
事
例
は
、
も
と
も
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
所
か
ら
理
論
が
移
さ
れ
て
い

る
事
例
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
事
例
に
出
て
く
る
事
業
所
は
私
が
訪
問
し
た
事
業
所
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
紹
介
に
自
信
が
も

て
る
。
そ
こ
で
全
体
を
補
完
す
る
た
め
に
挿
入
し
た
の
で
あ
る
。

I
は
「
生
活
圏
の
現
代
化
」
と
超
し
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
要
素
類
型
で
み
な
が
ら
、
そ
の
要
素
に
勤
労
者
の
増
大
と
い
う
要
素

が
入
っ
た
場
合
に
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
解
体
し
て
い
く
姿
を
論
じ
て
い
る
。
「
現
代
化
」
と
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
解
体
と
は
ば
同

義
で
あ
る
。
第
二
革
「
血
縁
と
隣
人
と
仕
事
仲
間
と
」
で
は
市
民
社
会
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
共
同
生
活
の
関
係
要
素
を
発
見

す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
封
建
的
」
村
落
共
同
体
が
解
体
す
れ
ば
、
そ
こ
で
成
立
す
る
市
民
は
孤
立
す
る
原

子
的
個
人
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
人
々
は
共
同
生
活
の
き
ず
な
を
求
め
、
結
び
つ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
が
力
説
さ
れ
て

い
る
。
第
二
章
「
き
ず
な
を
断
た
れ
る
人
々
」
、
第
三
章
「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
生
活
圏
」
は
こ
の
き
ず
な
が
断
た
れ
て
い
く
こ
と
を

実
託
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

勤
労
者
（
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
・
カ
ラ
ー
の
労
働
者
の
総
称
）
の
生
活
は
労
働
生
活
と
労
働
外
生
活
と
に
分
れ
る
。
労
働
外
生
活
が

主
と
し
て
地
域
コ
、
、
、
ユ
ニ
テ
ィ
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
Ⅱ
の
「
現
代
企
業
の
労
働
生
活
」
　
で
は
一
転
し
て
今
度
は
企
業
内
に
お
け
る

労
働
生
活
を
え
が
き
出
し
、
労
働
生
活
と
の
関
連
で
労
励
外
生
活
を
観
察
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
九
六
〇
年
代

に
お
こ
な
わ
れ
た
ゴ
ー
ル
ド
ソ
ー
プ
教
授
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
「
ル
ー
ト
ン
研
究
」
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
日
本
で
は

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
イ
ギ
リ
ス
の
管
理
者
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ
の
「
現
代
経
営
の
共
同
生
活
体
化
」
は
本
書
の
中
で
は
野
心
的
な
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
以
外
の
国
々
の
企
業
で
も
経
営

の
共
同
生
活
体
化
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
大
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
例
は
い
ず
れ
も
多
国
籍

大
企
業
が
え
ら
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
第
七
葦
「
管
理
者
の
生
活
圏
の
吸
収
」
で
は
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連

大
企
業
の
上
級
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
集
団
に
つ
い
て
の
事
例
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
第
八
車
「
労
働
者
の
労
働
生
活
圏
」
で
は

ア
メ
リ
カ
の
産
業
機
楓
製
造
大
企
業
、
イ
ギ
リ
ス
の
化
学
大
企
業
の
事
例
が
え
ら
ば
れ
、
さ
ら
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
労
使
の
大
実
験

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
お
こ
な
わ
れ
た
実
験
は
実
は
欧
米
の
工
場
に
お
い
て
は
破
天
荒
と
い
っ
て
も

ま　えがきⅤ
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け
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り
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n

l

高

よ
い
横
断
的
な
技
能
形
成
の
こ
こ
ろ
み
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
読
ん
で
ほ
し
い
。
こ
の
第
八
草
は
第
Ⅳ
部
の
た
め
に

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
を
注
意
し
て
ほ
し
い
。
第
九
草
で
は
「
企
業
内
労
使
関
係
の
意
義
」
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
イ
ギ

リ
ス
の
事
例
に
固
執
し
て
お
り
、
ま
た
第
Ⅲ
部
と
の
関
係
で
企
業
内
労
使
関
係
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
だ
け
の
事
例
を
別
に

と
り
あ
げ
た
の
で
は
論
理
か
ら
み
て
飛
躍
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
第
九
軍
は
全
体
の
文
脈
と
し
て
は
参
考
と
考
え
て
ほ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
な
り
の
意
義
は
も
っ
て
い
る
。

Ⅳ
の
「
共
同
生
活
圏
と
共
同
生
活
体
」
は
以
上
の
I
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
記
述
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
現
代
経
営
の
理
論
の
提
出
の
部
分
で
あ
る
。

第
一
〇
軍
「
現
代
社
会
の
合
理
的
枠
組
」
、
第
一
二
革
「
共
同
生
活
圏
の
論
理
」
、
第
一
二
章
「
共
同
生
活
体
の
論
理
」
と
三
つ
の
葦
で
共

同
生
活
体
の
要
素
を
現
代
窟
営
に
取
り
入
れ
た
現
代
経
営
の
理
論
の
骨
格
が
こ
こ
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

日
本
的
経
営
の
理
論
は
こ
の
現
代
経
営
の
理
論
の
骨
格
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
そ
の
こ
と
は
末
尾
の
第

一
三
軍
で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
の
第
四
章
第
二
節
の
3
で
述
べ
た
六
つ
の
組
織
原

則
と
一
三
の
管
理
原
則
を
こ
の
遊
旨
に
沿
っ
て
日
本
的
経
営
の
具
体
的
な
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
に
な
る
。
『
日
本
的
経
営

の
論
理
』
で
述
べ
た
論
理
自
体
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
と
お
も
う
の
だ
が
、
紙
数
の
制
約
も
あ
っ
て
、
『
日
本
的
経
営
の

論
理
』
の
そ
の
部
分
は
最
も
出
来
が
わ
る
か
っ
た
の
で
『
日
本
的
経
営
の
台
座
』
（
中
央
経
済
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
っ
て
補
完
を
こ
こ
ろ

み
た
。
早
急
に
こ
の
課
題
を
果
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
同
文
舘
、
吉
川
時
男
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
。

著
　
　
者

Ⅵ

目

　

　

次

I
　
生
活
圏
の
現
代
化

ま
え
が
さ

量
　
血
縁
と
隣
人
と
仕
事
仲
間
と

且
　
農
村
の
村

ラ
ン
フ
イ
ハ
ン
ゲ
ル
ラ
／
刈
毛
の
季
管
／
農
家
と
集
落
7
／
ゴ
ス
フ
オ
ー
ス
8
／
階

層
分
化
9
／
村
の
ク
ラ
ブ
H

．

：

‥

・

・

‥

‥

‥

：

：

：

：

：

：

．

：

．

4

爪
点
　
労
働
者
の
町
…
…
…
・

ァ
シ
ユ
ト
ン
㌣
／
炭
坑
夫
た
ち
ク
炭
坑
夫
の
家
庭
㌣
／
仕
事
仲
間
の
ク
ラ
ブ
㌣
／
労

働
者
の
町
㌣
7
べ
ス
ナ
ル
・
グ
リ
ー
ン
誓
7
ベ
ス
ナ
ル
・
グ
リ
↓
の
血
雷
係
2
3

2
　
き
ず
な
を
断
た
れ
る
人
々
－
～
－
～

Ⅲ
、
分
裂
す
る
小
都
市

27

バ
ン
バ
リ
ー
ワ
／
血
線
関
係
の
後
退
り
／
ク
ラ
ブ
の
分
裂
3
0

Ⅶ



2
　
公
営
団
地
の
労
働
者
家
族

34

Ⅷ

グ
リ
ー
ン
レ
イ
封
／
血
縁
関
係
の
切
断
封
／
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
と
リ
バ
プ
ー
ル
3
8

3
　
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
生
活
圏

43

Ⅲ
　
、
、
「
ド
ル
・
ク
ラ
ス
と
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー

ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
鳴
／
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
位
置
弔

2
　
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
生
活
圏

50

ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
生
活
様
式
㌍
／
ル
ー
ト
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
5
2

石
　
移
動
・
上
昇
す
る
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー

57

イ
ギ
リ
ス
の
若
い
管
理
者
た
ち
労
／
移
動
・
上
昇
す
る
人
々
の
交
際
範
囲
6
I

Ⅱ
　
現
代
企
業
の
労
働
生
活

4
　
労
働
者
の
中
流
化

』
　
イ
ギ
リ
ス
の
　
「
豊
か
な
労
働
者
」
た
ち

「
豊
か
な
労
働
者
」
　
の
調
査
6
9
／
居
住
地
へ
の
評
価
7
3
／
仕
事
の
意
義
7
4

2
　
仕
事
仲
間
と
の
関
係

仕
事
仲
間
た
ち
7
7
／
従
業
員
ク
ラ
ブ
へ
の
態
度
8
。

5
　
「
豊
か
な
労
働
者
」
像
の
検
討

Ⅲ
　
労
働
外
の
生
活

り
－

労
働
外
の
生
活
の
目
的
8
3
／
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
生
活
と
の
比
較
8
6

「
豊
か
な
労
働
者
」
の
検
討

「
豊
か
な
労
働
者
」
の
位
置
舛
／
「
豊
か
な
労
働
者
」
論
の
検
討
ボ
／
労
働
者
階
級
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
理
論
呵

6
　
管
理
者
の
労
働
生
活

且
　
競
争
の
中
の
管
理
者
た
ち

管
理
者
の
位
置
m
／
凍
争
す
る
人
々
呵

2
　
地
域
生
活
圏
を
も
た
な
い
人
々

友
人
の
な
い
生
活
…
フ
地
域
生
活
圏
の
喪
失
d

Ⅲ
　
現
代
経
営
の
共
同
生
活
体
化

7
　
管
理
者
の
生
活
圏
の
吸
収
［

Ⅲ
　
上
級
従
業
員
層
の
労
働
生
活

ィ
ン
ダ
ス
。
社
プ
生
活
圏
の
吸
収
ア
共
同
生
活
体
の
構
築
尋

2
　
友
人
・
家
族
の
吸
収

ィ
ギ
リ
ス
の
管
理
者
た
ち
ア
イ
ン
ダ
ス
コ
社
の
上
級
従
業
員
層
叫
／
地
域
生
活
圏
の

庚
収
頑
／
共
同
生
活
体
の
形
成
叩

8
　
労
働
者
の
労
働
生
活
圏

Ⅲ
　
共
同
価
値
と
労
働
者
の
自
主
性



．

．

－

－

1

　

－

－

－

－

　

－

1

1

一

1

1

　

　

－

1

－

！

1

－

1

－

H

l

l

’

－

　

1

．

－

．

1

「
働
き
に
く
る
こ
と
」
と
「
働
く
こ
と
」
ア
機
械
運
転
作
業
の
構
成
要
素
I
6
。
／
「
で

か
す
」
た
め
の
ル
ー
ル
プ
「
で
か
す
」
と
い
う
共
同
価
値
タ
労
働
生
活
圏
の
形
成
1
7
。

2

共
同
価
値
の
性
質

■
0

ケ
ム
コ
社
リ
バ
ー
サ
イ
ド
事
業
所
一
フ
生
産
性
協
定
明
／
共
同
価
値
の
形
成
の
こ
こ
ろ

み
明
／
共
同
価
値
形
成
の
展
望
萌

自
主
作
業
集
団
の
理
論
と
実
験

労
使
関
係
の
大
計
画
勒
／
皇
作
業
集
団
の
実
験
叫
／
自
主
作
業
集
団
実
験
の
理
論
明

／
実
験
の
問
題
点
ザ

0
　
企
業
内
労
使
関
係
の
意
義

l
　
制
限
慣
行
の
問
題

事
業
所
内
労
使
関
係
の
問
題
フ
制
限
慣
行
2
。
8

2
　
企
業
内
労
使
関
係
の
意
義

イ
ギ
リ
ス
の
「
豊
か
な
労
働
者
」
た
ち
フ
「
手
段
的
集
合
主
義
」
誼
／
「
自
主
作
業
集

団
」
と
労
働
組
合
2
2
。

Ⅳ
　
共
同
生
活
圏
と
共
同
生
活
体

現
代
社
会
の
合
理
的
枠
組
－

皿
　
市
民
社
会

爪
点
　
市
場
経
済

市
民
と
市
民
社
会
2
2
9
／
市
民
社
会
の
歴
史
性
甲

資
本
主
義
市
場
経
済
切
／
企
業
経
営
2
3
6

苗
　
現
代
市
民
社
会
の
発
達

現
代
資
本
主
義
市
場
経
済
の
成
立
2
3
8
／
勤
労
者
市
民
社
会
の
成
立
叩
／
若
干
の
統
計
的

傍
証
叩

共
同
生
活
圏
の
論
理

且
　
共
同
生
活
圏
の
形
成

人
間
の
生
活
様
式
2
～
3
／
共
同
生
活
圏
の
意
義
坤

9
　
共
同
生
活
圏
の
理
論

テ
ン
1
丁
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
叫
／
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ア
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
痺
／
共

同
生
活
圏
の
論
理
叩
／
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
∽

共
同
生
活
体
の
論
理

1
　
経
営
体
の
合
理
性
と
経
済
性

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ア
ー
の
「
類
似
関
心
」
と
「
協
働
」
萌
／
協
働
と
機
械
体
系
2
8
9
／
株
式
会

社
制
度
と
経
営
組
織
2
9
3
／
経
営
紐
識
の
合
理
性
と
経
済
性
2
9
9

2
　
共
同
生
活
体
の
理
論

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
「
プ
ラ
ン
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
3
0
3
／
共
同
生
活
体
の
理
論
3
I
。
／
共
同

生
活
体
と
し
て
の
現
代
経
営
”
／
社
会
風
土
と
共
同
生
活
体
論
拘



日
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論
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生
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現
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営
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概
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…
…
・

経
営
の
中
枢
概
念
一
ア
現
代
経
営
の
一
般
モ
デ
ル
3
．
3
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2

中
枢
概
念
と
し
て
の
「
協
働
」

石あ
と
が
き

索
引

「
分
業
に
よ
る
協
働
」
の
伝
統
制
神
／
「
協
働
に
よ
る
分
業
」
へ
の
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甜
／
新
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い
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論
の
登
場
3
4
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日
本
的
経
営
の
特
性
と
展
望
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あ
と
が
　
き

本
書
は
日
本
的
経
営
に
つ
い
て
の
私
の
著
作
で
は
六
番
目
に
あ
た
る
。
最
初
の
著
作
は
『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
（
昭
和
五
一
年
）
　
で
あ

っ
て
、
こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
「
擁
護
す
る
と
は
け
し
か
ら
ぬ
」
と
い
う
、
中
身
を
読
ま
な
い
外
国
人
の
書
評
ま
で
出
て
き
た
思
い
出

が
あ
る
。
二
番
目
は
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
（
昭
和
五
二
年
）
で
あ
り
、
三
番
目
は
『
人
事
労
務
管
理
の
思
慮
』
（
有
斐
閣
）
で
あ
る
が
、

後
者
は
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
を
書
く
時
の
人
事
労
務
管
理
論
の
学
習
の
結
果
を
印
刷
に
付
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
見
す
る
と
様
々

な
学
説
の
解
介
に
見
え
る
が
、
実
は
一
つ
の
基
詞
で
論
旨
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
協
励
」
と
い
う
こ
と
を
様
々
な
学
説
が
ど

う
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
基
調
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
書
の
最
後
の
葦
で
は
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
で
打
ち

出
し
た
「
人
間
構
造
」
の
問
題
を
少
し
押
し
出
し
て
日
本
的
経
営
の
性
質
を
解
こ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

四
番
目
は
『
労
使
関
係
』
（
昭
和
五
五
年
）
　
で
あ
っ
て
日
本
の
労
使
関
係
を
日
本
的
経
営
の
論
理
か
ら
解
こ
う
と
し
た
。
小
冊
子
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
は
労
使
関
係
の
単
な
る
解
説
書
で
は
な
い
。
五
番
目
は
『
日
本
的
経
営
の
台
座
』
（
昭
和
五
五
年
）
　
で
あ
っ
て
、

こ
の
著
作
の
意
味
は
そ
の
「
あ
と
が
き
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
病
気
と
調
査
と
い
う
あ
わ
た
だ
し
い
生
活
の
中
で
『
日
本

的
経
営
の
論
理
』
の
延
長
線
上
に
生
ま
れ
た
著
作
で
あ
る
と
考
え
て
ほ
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
以
後
に
私
が
ど

う
生
き
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
存
在
証
明
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
書
は
六
番
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
を
公
刊
し
て
以
来
、
私
の
頭
に
ひ
っ
か
か
っ
て

離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
に
よ
っ
て
押
し
出
し
た
「
人
間
構
造
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
「
人
間
構
造
」

あ　と　がき



し
か
私
ど
も
に
は
見
え
重
い
の
で
あ
り
、
こ
の
解
明
が
「
○
○
的
経
営
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
と
ど
ま
っ
て
よ
い
の
か
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
自
分
で
主
張
し
て
お
い
て
自
分
で
悩
む
と
い
う
の
が
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
以
後
の
三
年
間
の
生
活
で
あ
っ
た
。

本
書
は
こ
の
「
人
間
構
造
」
を
現
代
経
営
の
下
部
体
系
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
課
題
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
こ
こ
ろ
み
で
あ

る
。
こ
、
こ
で
示
し
た
現
代
経
営
の
論
理
が
抽
象
的
で
あ
き
た
ら
な
い
読
者
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
現
代
経
営

の
骨
格
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
き
た
ら
な
い
読
者
は
、
き
し
あ
た
っ
て
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
お
よ
び
『
日
本
的
経

営
の
台
座
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
代
経
営
の
骨
格
と
く
ら
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
が
考
え
て
い
る
日
本
的
経
営
の
理
論
も
理
解
さ
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
本
書
で
は
「
共
同
生
活
体
」
と
い
う
論
理
で
前
著
作
ま
で
は
「
雇
用
従
業
員
」
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
論
理
の
範
囲
を
「
雇
用

従
業
員
家
庭
」
に
ま
で
ひ
ろ
げ
て
考
察
し
た
点
で
前
著
作
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

多
数
の
読
者
に
熱
心
な
関
心
を
い
た
だ
い
て
、
こ
の
三
年
間
は
学
者
冥
利
に
尽
き
る
生
活
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
数
年
間
は
経
営
実

務
の
面
で
も
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
経
験
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
と
し
て
は
自
身
の
人
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
と

お
も
う
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
私
ど
も
夫
婦
は
本
年
で
結
婚
二
〇
周
年
を
む
か
え
た
。
私
の
度
々
の
死
に
至
る
病
の
時
に
、

常
に
私
と
と
も
に
あ
っ
た
妻
、
あ
け
み
に
本
書
を
捧
げ
る
こ
と
を
お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
。
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