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本
書
は
共
同
生
活
体
の
概
念
を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
経
営
の
理
論
の
創
造
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
構
想
を
人
事
労
務
管
理
の

領
域
に
展
開
し
た
書
き
下
ろ
し
の
著
作
で
あ
る
。

『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
（
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
二
年
）
に
お
い
て
経
済
効
率
性
と
共
同
生
活
体
と
い
う
二
重
の
原
理
の
か
ら
み
合
い
に

よ
っ
て
日
本
的
経
営
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
ち
に
私
は
『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
（
同
文
舘
、
昭
和
五
六
年
）
　
に
お
い

て
、
こ
の
二
重
の
原
理
は
日
本
的
経
営
の
特
質
と
い
う
よ
り
も
現
代
経
営
の
普
遍
原
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
日
本
的
経
営

の
特
質
と
は
、
実
は
こ
の
現
代
経
営
の
普
遍
原
理
の
日
本
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
　
『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
　
に
お
い
て
は
、
現
代
経
営
の
本
質
を
共
同
生
活
体
の
存
続
・
充
実
の
た
め
に
経
済
性
を
発
揮
す

る
こ
と
に
あ
る
と
定
義
し
た
。
そ
し
て
、
共
同
生
活
体
の
存
続
・
充
実
の
た
め
の
経
済
性
の
発
揮
と
い
う
現
代
経
営
の
こ
の
本
質
を
解
く

キ
イ
概
念
が
「
協
働
」
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
市
場
経
済
に
お
け
る
経
済
性
の
要
素
と
現
代
社
会
に
お
け
る
共
同
生
活

体
の
要
素
と
を
経
営
の
内
部
で
統
合
す
る
概
念
と
し
て
「
協
働
」
　
の
概
念
を
投
出
し
た
の
で
あ
る
。

ニ

本
書
は
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
お
よ
び
『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
　
に
つ
づ
い
て
現
代
経
営
の
性
質
を
解
明
す
る
と
同
時
に
、
日

本
的
経
営
の
性
質
を
理
解
す
る
た
め
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
も
つ
、
私
の
第
三
の
書
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
、
『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
　
に
お
い
て
握
出
し
た
「
協
働
」
の
概
念
を
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
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し
て
い
る
。
こ
の
分
析
の
結
果
と
し
て
、
本
書
で
は
現
代
経
営
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
中
心
概
念
と
し
て
「
協
働
集
団
」
の
概
念
を
提
出
す

る
。
本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
部
に
お
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
新
し
い
発
展
を
示
し
始
め
た
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
論
を
取
り
上
げ
て
「
協
働
」
の

問
題
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
人
事
労
務
管
理
が
当
面
し
た
課
題
は
次
の
三
つ

で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
市
民
権
運
動
を
出
発
点
と
し
た
少
数
人
種
お
よ
び
女
性
勤
労
者
へ
の
公
正
な
人
事
管
理
の
課
題
は
、
後

天
的
獲
得
主
義
、
競
争
主
義
を
伝
統
的
な
原
則
と
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
の
方
向
に
質
的
な
修
正
を
要
求
し
た
。
二
つ
は
、
「
な

ぜ
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
「
ワ
ー
キ
ン
グ
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
物
的
生
活
の
充
足
の
土
台
に
立
ち
、
社
会
保
障
制
度
が
公
的

制
度
お
よ
び
団
体
協
約
に
よ
っ
て
発
達
し
、
働
か
な
く
て
も
生
活
で
き
る
と
い
う
状
態
が
発
生
し
た
さ
い
に
、
「
人
は
な
ぜ
働
か
ね
ば
な

ら
な
い
か
」
と
い
う
問
題
の
解
決
の
課
題
に
人
事
管
理
は
当
面
し
た
。
三
つ
は
、
前
述
の
一
お
よ
び
二
を
ふ
く
ん
だ
諸
問
題
に
対
し
て
、

人
事
管
理
は
、
計
画
的
な
体
系
的
展
開
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
解
決
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
ど
の
よ
う
な
体
系
的
計
画

の
設
計
が
最
適
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
は
当
面
し
た
。

こ
の
三
つ
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
、
第
一
部
「
人
事
管
理
論
の
現
代
的
展
開
」
で
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
粒
々
と
登
場
し
始
め

た
ア
メ
リ
カ
の
人
事
労
務
管
理
論
を
取
り
上
げ
る
。
第
一
章
「
人
事
管
理
の
シ
ス
テ
ム
論
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
事
労
務
管
理
論
を
紹
介

し
な
が
ら
、
前
述
の
三
つ
の
問
題
の
所
在
を
分
析
す
る
。
第
二
章
「
人
事
計
画
論
の
展
開
」
で
は
、
前
述
の
三
つ
の
問
題
を
意
識
し
な
が

ら
、
人
事
管
踵
の
中
で
と
く
に
人
事
計
画
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
し
ぼ
っ
て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
た
。

第
三
章
「
人
事
管
理
論
に
お
け
る
集
団
」
に
お
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
論
が
こ
の
時
期
以
前
の
人
事

管
理
論
と
明
ら
か
に
こ
と
な
っ
て
い
る
点
が
集
団
へ
の
重
視
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
論
に
お
け
る
集
団
の
取

り
上
げ
か
た
に
検
討
を
す
す
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
検
討
の
結
果
と
し
て
で
て
く
る
の
は
、
意
外
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
論
に
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お
い
て
は
集
団
は
正
統
性
の
あ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
三
章
で
は
四
つ
の
節
に
よ
っ
て
こ
の

重
大
な
事
実
を
検
討
し
た
上
で
、
こ
の
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
人
事
管
理
論
に
お
け
る
最
大
の
欠
陥
で
は
な
い
か
と
小
う
問
題
を
提
出
し
て

い
る
。第

四
章
「
『
協
働
集
団
』
の
理
論
」
に
お
い
て
は
、
第
三
章
の
結
論
を
基
礎
と
し
て
、
現
代
経
営
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
中
心
が
協
働
す
る

集
団
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
第
五
章
「
協
働
集
団
経
営
の
価
値
規
範
」
に
お
い
て
け
、
現

代
儀
常
を
協
働
集
団
経
営
と
定
義
し
、
こ
の
協
働
集
団
経
営
の
価
値
規
範
が
全
体
主
義
と
個
人
主
義
と
の
中
間
に
あ
る
多
様
な
価
値
規
範

を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

三

第
二
部
「
日
本
的
経
営
の
人
事
管
理
の
課
題
」
は
二
つ
の
冒
的
の
た
め
に
書
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
第
一
部
で
展
開
し
た
協

働
集
団
経
営
の
概
念
を
日
本
の
企
業
経
営
シ
ス
テ
ム
に
適
用
し
、
日
本
の
企
業
経
営
に
お
け
る
協
働
集
団
経
営
の
最
適
化
を
こ
こ
ろ
み
る

目
的
を
も
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
さ
い
に
現
在
の
日
本
の
企
業
経
営
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
課
題
は
高
齢
化
問
題
で
あ
る
と

考
え
‥
そ
の
最
適
化
の
焦
点
曇
高
齢
化
問
題
に
し
ぼ
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
第
二
部
は
七
つ
の
章
で
問
題
を
追
求
し
た
。

第
六
茸
「
『
団
塊
の
世
代
』
の
人
事
管
理
」
で
は
高
齢
化
の
進
展
の
問
題
が
職
位
昇
進
の
不
可
能
と
い
う
現
象
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
団

塊
の
世
代
」
　
の
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
。
第
七
章
「
高
齢
化
問
題
と
定
年
延
長
制
度
」
で
は
よ
う
や
く
六
〇
歳
定
年
と
い
う
形
で
企
業
経
営

の
人
事
施
策
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
定
年
延
長
に
つ
い
て
実
態
分
析
と
問
題
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
第
八
章
「
中
高
年
層
教
育
の
問
題
の
焦

点
」
で
は
現
在
の
企
業
経
営
が
い
わ
ゆ
逐
能
力
開
発
の
主
対
象
と
も
て
い
る
中
高
年
層
教
育
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第

九
章
「
高
年
者
会
社
の
現
状
と
展
望
」
で
は
企
業
の
高
齢
化
対
策
と
し
て
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
高
年
者
の
受
け
皿

と
し
て
の
高
年
者
会
社
の
現
状
と
そ
の
発
展
方
向
を
追
求
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。
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第
十
章
「
専
門
職
制
度
の
本
質
」
は
第
二
部
の
中
で
は
も
っ
と
も
長
い
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
の
企
業
経
営
の
人
事
制
度
の
重
心
が
今

後
は
専
門
職
制
度
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
七
つ
の
節
に
よ
っ
て
専
門
職
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
専
門
職
制
度
に
つ
い
て
私
は
『
高
齢
二
高
学
歴
下
の
日
本
的
経
営
』
　
（
日
本
経
営
者
団
体
連

盟
弘
報
部
、
昭
和
五
二
年
）
で
　
「
複
合
専
門
職
制
度
」
の
導
入
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
章
で
は
企
業
経
営
の
そ
の
後
の

「
専
門
職
」
制
度
の
導
入
の
実
態
を
基
礎
と
し
て
私
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

第
十
二
軍
「
日
本
的
経
営
の
退
潮
」
と
第
十
二
章
「
日
本
的
経
営
の
た
め
の
提
案
」
の
二
つ
の
章
は
本
書
第
二
部
の
結
論
で
あ
る
と
同

時
に
、
本
書
の
結
論
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
章
で
は
現
在
の
企
業
経
営
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
人
事
施
策
の
中
に
日
本
的
経
営

の
維
持
に
役
立
っ
て
い
る
施
策
と
日
本
的
経
営
の
解
体
を
推
進
し
て
い
る
施
策
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
上
で
日
本
的
経
営
を
維
持

す
る
た
め
の
長
期
的
な
提
案
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
に
は
反
対
意
見
が
多
い
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
提
案
の
意
味

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ト
ヨ
タ
財
団
か
ら
委
託
研
究
費
の
援
助
を
え
て
、
そ
の
成
果
と
し
て
　
『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
を
刊
行
し
た
直
後
で
あ
る
た
め

に
、
本
書
の
構
想
は
も
う
少
し
内
省
を
加
え
て
か
ら
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
税
務
経
理
協
会
の
定
岡
久
隆
書
籍
編
集
課
長
の
熱
心

な
推
進
に
よ
っ
て
こ
こ
に
出
版
の
生
命
を
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
書
は
第
七
葦
お
よ
び
第
八
葦
を
除
い
て
す
べ
て
書
き
下
ろ
し
で
あ

る
。
定
岡
氏
の
御
配
慮
に
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
五
六
年
九
月

署

者
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集
団
経
営
の
価
値
規
範

第
一
節
　
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
の
価
値
規
範

1
　
「
集
団
主
義
」
に
つ
い
て

2
　
『
組
織
の
ア
メ
リ
カ
』
の
論
理

第
二
節
　
全
体
主
義
と
個
人
主
義
の
間

1
　
全
体
主
義
と
個
人
主
義

次

2
　
全
体
主
義
と
し
て
の
協
働
集
団
組
織

第
三
節
　
共
同
生
活
体
の
価
値
規
範

l
　
ル
ー
ク
ス
の
個
人
主
義
論

3　日

2
　
個
人
主
義
価
値
規
範
の
問
題

3
　
共
同
生
活
体
の
規
範

11411210910g lC8105105　99　g亀　98　98



4
　
第
二
部
　
日
本
的
経
営
の
人
事
管
理
の
課
題

次

第
六
章
　
「
団
塊
の
世
代
」
の
人
事
管
理

目

第
一
節
　
「
団
塊
の
世
代
」
層
の
比
重

第
二
節
　
「
団
塊
の
世
代
」
と
経
済
環
境

第
三
節
　
「
団
塊
の
世
代
」
　
の
蓄
積

第
四
節
　
職
位
昇
進
制
度
の
崩
壊

第
七
章
　
高
齢
化
問
題
と
定
年
延
長
制
度

第
一
節
　
定
年
延
長
問
題
へ
の
視
点

1
　
八
〇
歳
ま
で
生
き
る

2
　
二
つ
の
選
択

第
二
節
　
六
〇
歳
定
年
制
の
現
状

1
　
代
表
事
例
を
吟
味
す
る

2
　
六
五
歳
定
年
を
見
通
し
た
制
度

第
三
節
　
賃
金
・
退
職
金
の
調
整

1
　
現
行
賃
金
体
系
の
修
正

2
　
再
一
雇
用
賃
金
の
問
題

3
　
退
職
金
の
調
整
の
問
題

148147145145143140　140138137137137

第
八
章
　
中
高
年
層
教
育
の
問
題
の
焦
点

第
一
節
　
教
育
訓
練
の
ね
ら
い

第
二
節
　
企
業
内
教
育
訓
練
の
基
本

第
三
節
　
教
育
訓
練
の
方
向

第
九
章
　
高
年
者
会
社
の
現
状
と
展
望

第
一
節
　
高
年
者
会
社
の
展
開

第
二
節
　
高
年
者
会
社
の
展
望

第
十
章
　
専
門
職
制
度
の
本
質

第
一
節
　
専
門
職
制
度
の
導
入
と
普
及

第
二
節
　
専
門
職
制
度
の
実
態

第
三
節
　
管
理
職
ポ
ス
ト
不
足
対
策
の
問
題

第
四
節
　
専
門
職
制
度
で
人
材
育
成
は
可
能
か

次

第
五
節
　
専
門
職
制
度
活
用
の
可
能
性

第
六
節
　
役
職
定
年
制
と
専
門
職
の
活
用

5　日

第
七
節
　
「
専
門
職
」
の
単
独
「
活
用
」
を
や
め
よ

216　211199194188176173173　　　169162162　　　157155153153



次　6

第
十
一
章
　
日
本
的
経
営
の
退
潮

第
一
節
　
退
潮
期
に
入
っ
た
日
本
的
寝
営

第
二
節
　
日
本
的
経
営
の
維
持
施
策
の
展
開

第
一
二
節
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
革
命
の
開
始

235　226　220　220

第
十
二
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

日
本
的
経
営
の
た
め
の
提
案

従
業
員
高
齢
化
の
現
状
と
将
来

高
齢
化
問
題
の
焦
点

一
つ
の
提
案

250　245　241　241

あ
　
と
　
が

索

263



l
き

寸
一・

カ
とあh

J
（
○

り
ー

あ

　

と

　

が

　

き

日
本
的
経
営
の
性
質
を
解
こ
う
と
い
う
途
方
も
な
く
大
き
な
課
題
を
一
つ
の
著
作
だ
け
で
完
成
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
一
年
）
は
私
に
と
っ
て
は
日
本
的
経
営
論
に
取
り
組
む
と
い
う
宣
言
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
し
、
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
（
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
二
年
）
は
本
格
的
取
組
み
の
第
一
楽
章
で
あ
っ
た
。
『
高
齢
二
高
学
歴
下

の
日
本
的
経
営
』
（
日
経
連
、
昭
和
五
二
年
）
、
『
日
本
的
経
営
の
台
座
』
（
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
五
年
）
は
こ
の
第
一
楽
章
を
主
題
と
す
る
室

内
楽
で
あ
り
、
『
人
事
労
務
管
理
の
思
想
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
五
二
年
）
は
ピ
ア
ノ
曲
だ
っ
た
と
い
え
る
。

『
現
代
経
営
と
共
同
生
活
体
』
　
（
同
文
舘
、
昭
和
五
六
年
）
は
私
の
日
本
的
経
営
論
の
第
二
楽
章
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
第
一
楽
章
を

受
け
て
「
協
働
」
と
い
う
新
し
い
主
題
が
う
ち
出
さ
れ
た
。
『
労
使
関
係
』
（
日
経
文
庫
、
昭
和
五
五
年
）
は
第
二
楽
章
を
主
題
と
す
る
小
品

で
あ
る
。

本
書
は
日
本
的
経
営
論
の
第
三
楽
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
協
働
」
は
「
協
働
集
団
」
と
し
て
明
瞭
な
姿
を
あ
ら
わ
す
。
し
た
が
っ
て
本

書
は
人
事
管
理
と
題
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
の
日
本
的
経
営
論
と
し
て
は
三
番
目
の
位
置
に
あ
る
。
交
響
曲
全
体
の
構
想
は
『
日
本
的

経
営
の
論
理
』
　
の
執
筆
の
時
期
に
す
で
に
つ
く
ら
れ
て
は
あ
る
の
だ
が
、
書
く
こ
と
に
専
念
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
忙
し
す
ぎ
る
し
、
ま

た
構
想
を
あ
た
た
め
て
お
く
こ
と
も
楽
し
み
で
あ
る
し
、
と
い
う
こ
と
で
こ
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
論
理
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
お
も

う
。
『
日
本
的
経
営
の
擁
護
』
の
刊
行
以
来
、
実
に
多
数
の
方
々
か
ら
私
の
考
え
か
た
に
つ
い
て
御
批
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
御
批
評
に
つ
い
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
お
こ
た
え
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
い
つ
つ
、
今
は
私
自
身
の
構
想
の
す
べ
て
を
完
結
さ
せ
る

方
を
優
先
さ
せ
た
い
の
で
、
当
面
は
御
礼
を
申
し
あ
げ
る
の
み
に
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
御
批
評
い
た
だ
い
た
諸
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点
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
次
の
著
作
の
文
脈
の
中
に
生
か
す
よ
う
に
努
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

′
以
上
の
せ
お
り
、
′
日
本
的
経
営
論
は
私
に
と
っ
て
は
息
の
長
い
研
究
で
あ
っ
て
、
二
百
ご
と
に
前
書
で
生
ま
れ
た
新
し
い
主
題
を
掘
り

下
げ
、
．
さ
ら
に
新
し
い
主
題
を
開
示
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
前
書
で
示
し
た
新
し
い
主
題
貯
つ
い
て
も
若
干
の
期
間
を
お
い

て
提
出
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
ノ
私
自
身
に
と
っ
て
も
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
個
人
的
事
情
が
あ
っ
た
。
次
の
第
四
楽
章
の
完
成
に
は
、
こ

れ
か
ら
は
や
や
時
間
を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
′

一
現
代
資
本
主
義
市
場
経
済
と
勤
労
者
市
民
社
会
と
い
う
現
代
社
会
の
枠
組
の
中
に
お
か
れ
る
現
代
経
営
の
性
質
を
経
済
性
と
共
同
生
活

体
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
説
明
す
鳥
と
い
う
と
と
が
私
の
理
論
の
基
本
構
成
で
あ
れ
、
一
民
本
の
企
業
経
営
の
特
質
を
こ
の
基
本
構
成
の
中

で
考
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
と
予
想
さ
れ
る
誤
解
を
あ
ら
か
じ
め
取
り
除
い
て
お
き
た
い
と
お
も
う
。
と

い
う
の
は
∵
現
代
経
営
が
勤
労
者
市
民
の
共
同
生
活
圏
を
吸
収
し
て
共
同
生
活
体
を
つ
く
り
あ
げ
る
、
′
と
い
ケ
こ
と
か
ら
ヾ
こ
0
万
向
を

固
定
的
∴
硬
直
的
に
考
え
る
と
い
う
誤
解
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

∴
す
な
わ
ち
、
－
現
代
経
営
の
基
本
的
な
特
性
は
経
営
を
共
同
生
活
体
と
し
て
形
成
し
、
共
同
生
活
体
の
鮭
持
・
充
実
の
た
め
に
経
済
性
を

実
現
す
右
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
特
性
は
、
現
代
資
本
主
義
市
場
経
済
と
勤
労
者
市
民
社
会
と
い
う

枠
組
の
中
で
形
成
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
と
個
人
の
自
律
的
、
自
由
意
志
的
行
動
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
が
左
右
さ
れ
る
。
た
し
か
に
魂

代
窪
宮
は
現
代
社
会
の
活
動
の
中
心
要
素
で
は
あ
り
、
．
そ
の
意
味
で
独
立
性
を
も
つ
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
代
経
営
の
独
立
性
が

環
境
諸
要
素
の
作
用
を
受
け
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
「
さ
ら
に
ま
た
、
義
代
経
営
が
前
述
の
特
性
を
認
識
し
、
そ
の
固
執
の
上
で
選
好

す
る
行
動
が
常
に
そ
の
特
性
の
強
化
に
役
立
つ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
選
択
す
る
行
動
が
逆
に
そ
の
特
性
の
維
持
を
弱
め
る
方
向

に
み
ち
び
く
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
特
性
の
維
持
を
弱
め
る
行
動
を
と
る
よ
う
な
状
況
は
、
多
く
の
場
合
、
環
境

諸
要
素
の
作
用
を
過
大
に
認
知
す
る
こ
と
で
生
ず
る
。

現
代
経
営
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
基
本
特
性
の
維
持
・
拡
大
の
強
化
の
方
向
を
も
、
謁
化
の
方
向
を
も
選
択
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
硬

直
的
な
二
蓑
的
方
向
の
み
を
た
ど
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
現
代
経
営
の
基
本
的
な
特
性
は
、
特
性
と
し
て
認
識
さ

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
さ
い
に
は
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
あ
ら
わ
れ
て
い
る
面
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う

る
。
そ
の
破
壊
は
、
二
万
で
は
現
代
経
営
の
経
営
当
事
者
の
選
択
す
る
行
動
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
、
他
方
で
は
、
現
代
社
会
の
集
慧
よ

び
個
人
が
選
択
す
る
行
動
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
代
経
営
の
基
本
特
性
の
具
体
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
素
の
作
用
の
中

で
緊
張
の
諸
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
今
の
研
究
の
姿
勢
が
現
代
経
営
の
基
本
特
性
の
抽
出
と
い
う

面
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
減
量
経
営
」
と
い
う
よ
う
な
突
発
的
寛
象
が
私
の
論
理
に
適
合
し
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
批
評
が
生

じ
う
る
の
だ
が
、
そ
の
批
評
は
上
述
の
諸
点
に
つ
い
て
の
誤
解
に
属
す
る
と
私
に
は
お
も
え
る
し
、
や
が
て
そ
の
誤
解
を
と
く
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
と
お
も
っ
て
い
る
。

本
書
を
岳
父
竹
内
昇
に
献
ず
る
こ
と
を
お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
。
岳
父
は
、
と
も
す
れ
ば
モ
ノ
マ
ニ
ア
で
終
始
し
ょ
う
と
す
る
学
者

と
し
て
の
私
の
人
生
に
対
し
て
、
他
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
人
格
の
形
成
を
お
こ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
私
に
た
た
き

こ
ん
で
く
れ
た
恩
人
で
も
あ
る
。
本
書
に
連
な
る
一
連
の
私
の
発
想
に
、
岳
父
の
教
育
が
あ
た
え
た
影
響
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
。

2〃　あ　と　が　き
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