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現
代
社
会
に
お
い
て
、
企
業
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
労
働
人
口
の
半
数
以
上
が
企
業
で
働

い
て
お
り
、
そ
う
し
た
企
業
は
お
お
む
ね
営
利
企
業
で
あ
る
。
営
利
企
業
は
、
利
益
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
存
続
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
利
益
を
生
み
出
す
と
言
っ
て
も
、
相
手
か
ら
盗
ん
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま0

っ
と
う
な

0

0

0

0

利
益
で
は
な
い
。
不
法

0

0

利
得
、
不
当

0

0

利
得
で
あ
る
。

　

私
の
友
人
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
教
え
て
い
る
教
授
が
い
る
。
彼
女
の
息
子
は
小
さ
い
時
か
ら
知
っ
て
い
る
の

だ
が
、
成
長
し
て
も
会
社
に
勤
め
ず
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
非
営
利
組
織
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
。
彼
は
、
利
益

（profit

）
と
い
う
言
葉
自
体
が
嫌
い
だ
そ
う
で
あ
る
。
彼
の
父
親
と
話
し
て
い
た
時
、
利
益
そ
の
も
の
が
嫌
い
だ
、

不
道
徳
な
匂
い
が
す
る
、
と
息
子
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、「
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
利
益
」
だ
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な

い
か
、
と
私
が
言
う
と
、
父
親
も
「
そ
う
な
ん
だ
が
ね
」
と
苦
笑
い
し
て
い
た
。

　

本
書
で
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
必
須
の
給
料
、
そ
れ
を
生
み
出
す
企
業
自
体
、
そ
う
し
た
企
業
や
そ
こ
で

働
い
て
い
る
人
々
を
支
え
て
い
る
考
え
方
、
さ
ら
に
は
人
と
企
業
を
取
り
巻
く
社
会
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

人
々
や
企
業
、
社
会
に
通
底
す
る
「
思
考
・
言
説
・
行
動
の
パ
タ
ー
ン
」、
す
な
わ
ち
文
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
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か
、
給
与
・
報
酬
・
配
当
な
ど
を
も
た
ら
す
営
利
活
動
や
営
利
組
織
の
特
徴
は
何
か
、
両
者
の
持
ち
つ
持
た
れ
つ

（live and let live

）
の
発
展
（
共
進
化
）
は
あ
り
う
る
の
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
最
終
の
目
標

と
し
て
い
る
。

　

非
営
利
企
業
は
、nonprofit organization

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
営
利
企
業for profit organiza-

tion

（
Ｆ
Ｐ
Ｏ
）
と
い
う
言
葉
も
英
語
に
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
う
省
略
形
は
和
製
英
語
で
あ
り
、
そ

れ
に
倣
っ
て
表
現
し
た
Ｆ
Ｐ
Ｏ
は
私
の
造
語
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｆ
Ｐ
Ｏ
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
付
加
価
値
（
給
与
と

利
益
）
を
生
み
出
す
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
付
加
価
値
を
生
み
出
す
と
い
う
視
点
が
、
ほ
ん

ら
い
社
会
的
に
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
取
引
先
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
長
期
的
な
取
引
を
継
続

し
、
企
業
が
存
続
・
成
長
し
て
い
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
。「
や
ら
ず
ぶ
っ
た
く
り
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ウ
ィ
ン

ウ
ィ
ン
の
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
際
の
経
済
活
動
と
し
て
は
、
付
加
価
値
の
最
大
化
を
直
接
目

指
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
利
益
が
経
済
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
利
益
は
、
努
力
を
傾
注
す
る
経
済
活
動

の
指
標
と
し
て
分
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
っ
と
う
な
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
指
標
と
し
て
の
利
益
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
は
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
、
Ｆ
Ｐ

Ｏ
に
対
す
る
補
助
的
、
二
次
的
位
置
づ
け
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

経
済
の
状
況
に
不
満
・
不
安
を
も
ち
、「
資
本
主
義
の
終
わ
り
」
な
ど
が
話
題
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
資
本
主
義

に
代
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
経
済
体
制
が
あ
り
う
る
の
か
と
問
え
ば
、
ま
さ
か
計
画
経
済
と
か
、
封
建
制
を
持
っ
て
く
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る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は
修
正
資
本
主
義
と
い
う
言
葉
が
よ

く
使
わ
れ
て
い
た
。
現
在
は
、
社
会
的
市
場
経
済
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
資

本
主
義
の
枠
内
で
の
選
択
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
資
本
主
義
が
良
い
の
か
を
選
ぶ
の
が
文
化
な
の
で
あ
る
（
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
章
〔
第
Ⅱ
部
第
12
章
〕
で
解
説
し
て
い
る
ボ
ッ
シ
ュ
社
の
事
例
が
参
考
に
な
る
）。

　

本
書
は
、
営
利
と
文
化
の
共
進
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
最
終
の
目
標
だ
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
様
々
な
概

念
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
と
は
、
文
化
と
は
、
制
度
と
は
、
組
織
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
人
生
の

究
極
の
目
標
で
あ
る
真
・
善
・
美
の
追
求
、
感
情
・
理
念
・
利
害
の
相
関
、
合
理
性
、
家
族
企
業
と
「
経
営
者
企

業
」
等
々
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
宗
教
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
宗
教
は
大
部
分
の
人
に
と
っ
て
縁
遠
い
存
在
だ
が
、
海
外
で
は
宗
教

は
も
っ
と
生
活
に
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
東
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
は
も
と
よ
り
、
欧
米
で
も
、

東
南
ア
ジ
ア
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
は
人
々
の
生
活
や
心
に
入
り
込
ん
で
い
る
。
世
界

を
見
渡
し
て
も
、
お
そ
ら
く
日
本
だ
け
が
か
な
り
の
宗
教
音
痴
で
あ
る
。
日
本
企
業
が
今
後
、
海
外
で
活
躍
し
て
い

く
た
め
に
は
、
宗
教
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
宗
教
が
文
化
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
橋
爪
大

三
郎
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
ら
、
宗
教
を
学
び
な
さ
い
」（『
世
界
は
宗
教
で
動
い
て
い
る
』）
と
い
う
警
句
は
的
を
射
て

い
る
。
数
年
前
、
南
イ
ン
ド
の
バ
ン
ガ
ル
ー
ル
近
く
の
都
市
マ
イ
ス
ー
ル
に
あ
る
日
系
工
場
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
あ
れ
こ
れ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
と
き
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
由
来
す
る
カ
ー
ス
ト
制
度
は
ど
う
な
っ
て
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い
ま
す
か
、
と
い
う
私
の
質
問
に
、
や
や
暗
い
面
持
ち
で
、
従
業
員
の
間
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、

私
ら
に
は
よ
く
は
分
か
ら
な
い
、
あ
え
て
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
の
答
え
だ
っ
た
。
そ
れ
が
賢
明
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
何
か
の
拍
子
で
事
件
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
を
は
じ
め
、
経
営
者
企
業
、
価
値
観
、
合
理
性
な
ど
の
概
念
を
手
が
か
り
に
、
本
書
で
は
経
営

文
化
の
国
際
比
較
を
行
う
。
取
り
上
げ
る
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
日
本
で

あ
る
。
本
書
が
道み

ち

標し
る
べと
し
て
い
る
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
（
か
つ
て
彼
は
ネ
オ
コ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
に
よ
る

『「
信
」
無
く
ば
立
た
ず
』
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
本
格
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
韓
国
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ

い
て
は
か
な
り
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
、
韓
国
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
理
由
は
、
筆
者
の
力
量
不
足

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
あ
え
て
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
中
間
形
態
、
韓
国
は
中
国
と
日
本
の

中
間
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
単
純
に
中
間
形
態
で
あ
る
と
言
っ
て

済
ま
さ
れ
な
い
問
題
も
多
々
あ
る
が
、
当
面
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

各
章
の
中
で
は
、
日
本
と
中
国
の
比
較
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
比
較
、
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
、
イ
タ
リ
ア
と

中
国
の
比
較
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
日
本
の
章
を
読
む
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
り
、
ぜ
ひ
と
も
六
カ
国
の
章
を
全
部
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
第
Ⅱ
部
は
比
較
的
読
み
や
す
い
と
思
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
Ⅰ
部
は
「
理
屈
っ
ぽ
い
」
の
で
、
先
に
第
Ⅱ
部
か
ら
読
む
こ
と
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

筆
者
は
、
経
営
文
化
論
を
大
学
で
一
〇
年
以
上
講
義
し
て
き
た
。
そ
の
資
料
を
基
に
、
大
幅
に
拡
充
し
て
本
書
を
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書
い
た
の
だ
が
、
テ
ー
マ
か
ら
い
っ
て
厖
大
な
参
考
文
献
が
必
要
で
あ
っ
た
。
参
考
文
献
に
取
り
上
げ
た
著
者
た
ち

に
感
謝
し
た
い
。

　

授
業
で
の
講
義
を
基
に
執
筆
し
て
き
た
関
係
か
ら
、
読
者
と
し
て
、
ま
ず
は
文
化
と
営
利
に
つ
い
て
深
く
知
り
た

い
と
思
う
学
生
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
だ
が
、
営
利
企
業
で
働
く
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ス
ン
、
非
営
利
組
織
で
働
く

人
々
に
も
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
文
化
と
営
利
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
共
進
化
し
て
い
く
の
か
、
こ
の

こ
と
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仕
事
の
上
で
も
、
間
接
的
に
で

は
あ
れ
、
役
立
つ
と
思
う
。

　

な
お
記
述
に
は
、
本
書
を
身
近
な
も
の
と
す
る
た
め
に
「
皮
膚
感
覚
」
を
取
り
入
れ
、
ゼ
ミ
の
学
生
の
話
、
友
人
、

知
人
の
話
な
ど
を
織
り
込
ん
で
い
る
。
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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1　　　は じ め に

は
じ
め
に
│
│
な
ぜ
経
営
文
化
を
問
題
に
す
る
か

　

現
代
社
会
で
最
も
重
要
な
組
織
の
一
つ
は
、
企
業
で
あ
る
。
そ
の
企
業
は
人
間
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
営
利
を
重
視
す
る
企
業
と
、
そ
れ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
人
間
、
す
な
わ
ち
感
情
を
持
ち
、
理
念
（
理
想
）
を

持
ち
、
同
時
に
利
害
損
得
を
秤
量
す
る
多
重
な
人
間
性
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
活
動
が
交
錯
し
、
融
合
す
る
の
が
経
営

文
化
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
営
利
す
な
わ
ち
合
理
性
と
、
非
合
理
性
す
な
わ
ち
文
化
と
が
ど
の
よ
う
に
融
合
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
経
営
文
化
の
主
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
営
利
は
合
理
性
と
し
て
、
顕
示
的
な
存

在
で
あ
り
、
他
方
、
文
化
は
何
で
も
包
み
込
む
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
融
通
無
碍
な
概
念
で
あ
り
、
か
つ
「
ブ
ラ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。
営
利
（
合
理
性
）
は
、
た
ん
な
る
金
儲
け
と
見
な
さ
れ
、
蔑
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
概
念

で
あ
る
（
西
原
理
恵
子
『
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
「
カ
ネ
」
の
話
』）。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
化
と
い
う
言
葉
は
、
何

か
し
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
響
き
を
持
ち
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
を
魅
了
す
る
魔
力
を
秘
め
て
い
る
。
人
々
を
惹
き
つ

け
る
磁
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
非
合
理
な
意
味
合
い
を
も
つ
文
化
と
相
反
す
る
概
念
と
も
言

え
る
営
利
と
を
融
合
さ
せ
、
合
体
さ
せ
て
い
る
の
が
経
営
文
化
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
経
営
文
化
は
、
そ
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、
企
業
文
化
（
社
風
）、
組
織
文
化
、
業
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界
文
化
、
職
業
文
化
、
地
域
の
経
営
文
化
（
例
え
ば
関
東
圏
と
関
西
圏
）、
国
の
経
営
文
化
、
国
を
超
え
た
経
営
文
化

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
南
ア
ジ
ア
）、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
圏
の
経
営
文
化
な
ど
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
側
面
が
あ
る
。
対

象
は
企
業
か
ら
、
業
界
、
職
業
、
地
域
、
国
、
国
を
超
え
た
圏
（
Ｅ
Ｕ
、
ア
セ
ア
ン
）、
あ
る
い
は
広
く
宗
教
文
化
圏

に
ま
で
及
ぶ
。
ま
た
異
文
化
経
営
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
化
間
の
交
流
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
本

書
で
は
、
企
業
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、
経
営
と
文
化
、
そ
の
融
合
を
宗
教
な
ど
の

土
台
か
ら
考
察
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
経
営
（
＝
営
利
）、
文
化
（
＝
思
考
・
言
説
・
行
動
の
長
期
的
安
定
的
パ
タ
ー

ン
、
別
言
す
れ
ば
理
念
、
善
悪
、
嗜
好
と
い
う
価
値
判
断
）、
お
よ
び
両
者
の
融
合
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
生
成
過
程
（
＝

歴
史
）
と
い
う
視
角
か
ら
、
経
営
文
化
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

経
営
と
は
通
常
、
第
一
義
的
に
は
営
利
の
追
求
で
あ
り
、
営
利
と
は
合
理
性
に
基
づ
い
た
行
動
で
あ
る
。
企
業
目

的
（purpose

）
や
企
業
目
標
（goal
）
と
し
て
は
、
種
々
の
目
的
や
目
標
が
あ
る
だ
ろ
う
が1
＊

、
必
要
条
件
と
し
て
営

利
の
追
求
が
あ
り
、「
企
業
の
社
会
的
責
任
」（corporate social responsibility

）
な
ど
は
十
分
条
件
、
あ
る
い
は
副

次
的
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。
成
長
や
存
続
も
企
業
目
的
・
目
標
で
あ
る
が
、
こ
の
企
業
目
的
・
目
標
に
つ
い
て
、
ま
た

営
利
が
内
包
す
る
合
理
性
の
意
味
や
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
後
に
説
明
す
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
本
書
の
基
本
視
角
で
あ
る
企
業
と
社
会
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
「
信
頼
」
の
概
念
に
つ
い
て
説

明
し
て
お
こ
う
。
社
会
学
や
歴
史
学
で
、
多
数
の
著
作
が
「
信
頼
」
と
い
う
言
葉
を
含
ん
だ
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
信
頼
は
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
に
お
け
る
信
頼
の
程
度
が
「
社
会
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関
係
資
本
」（social capital

）
の
良
否
に
直
結
し
、
社
会
関
係
資
本
が
効
率
や
理
念
、
善
悪
、
嗜
好
か
ら
な
る
社
会

の
性
質
・
性
格
を
決
め
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
信
頼
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
善
意
（goodw

ill

）
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。
あ
の
人
は
、
善

意
の
持
ち
主
で
、
人
を
だ
ま
し
た
り
、
裏
切
っ
た
り
、
狡
賢
く
立
ち
回
る
人
で
は
な
い
と
い
う
、
意
思
へ
の
信
頼
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
あ
る
課
題
を
成
し
遂
げ
る
能
力
（com

petence

）
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
医
者

は
熱
心
で
、
患
者
さ
ん
想
い
で
、
と
て
も
良
い
の
だ
が
、
腕
が
よ
く
な
い
。
別
の
医
者
は
、
態
度
が
横
柄
で
、
上
か

ら
目
線
で
、
と
て
も
感
じ
が
悪
い
の
だ
が
、
腕
は
良
い
。
手
術
を
受
け
る
と
き
に
、
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
医
者
を
選

ぶ
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
う
重
要
で
な
い
病
気
で
日
常
通
う
よ
う
な
場
合
に
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
起
き
る

よ
う
に
、「
信
頼
」
が
相
反
す
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
親
切
で
腕
が
良
い
医
者
が
ベ
ス
ト
な
の
だ
が
、
世
の

中
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
は
、
こ
の
二
種
類
の
「
信
頼
」
の
ど
ち
ら
も
含
む
信
頼
を
取
り

扱
う
。
両
者
を
勘
案
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
、
人
は
常
に
直
面
し
て

い
る
の
で
、
信
頼
は
両
者
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
な
視
点
か
ら
、
信
頼
は
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
家
族
へ
の
信
頼
は
、
血
縁

者
で
あ
る
限
り
、
誰
し
も
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、『「
信
」
無
く
ば
立
た

ず
』（
英
語
の
タ
イ
ト
ル
はT

rust

な
の
で
、
直
訳
し
て
以
下
、『
信
頼
』
と
略
記
）
を
著
わ
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ

に
よ
れ
ば
、
信
頼
こ
そ
、
社
会
の
性
格
を
決
め
る
最
重
要
の
要
素
で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
頼
の
対
象
は
家
族
で
は
な
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く
、
公
的
な
組
織
で
も
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
ソ
サ
エ
テ
ィ
な
ど
の
中
間
組
織

0

0

0

0

で
あ
る
こ

と
が
肝
心
で
あ
る
。
中
間
と
は
、
個
人
、
家
族
を
一
方
の
極
と
し
、
国
な
ど
の
公
的
な
も
の
（
人
々
の
自
由
を
強
制
的

に
制
限
し
う
る
権
力
を
有
し
て
い
る
も
の
）
を
他
方
の
極
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
間
の
中
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
私

的
な
領
域
、
公
的
な
領
域
の
中
間
に
あ
る
も
の
へ
の
信
頼
こ
そ
、
社
会
の
性
質
、
す
な
わ
ち
社
会
関
係
資
本
を
決
定

づ
け
る
最
重
要
の
要
因
な
の
で
あ
る
。

　

フ
ク
ヤ
マ
は
、
こ
の
視
点
か
ら
、
主
要
な
国
を
分
析
し
、
社
会
に
お
け
る
信
頼
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
中
国
や
イ
タ
リ
ア
は
家
族
を
最
も
大
事
に
し
（
強
固
な
家
族
主
義
）、
ま
た
国
有
企
業
も
隆
盛
で
あ
る
が
、

逆
に
近
隣
共
同
体
、
家
族
企
業
を
除
く
大
企
業
、
各
種
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
な
ど
の
中
間
組
織
に
対
す
る
信
頼
は

低
い
と
す
る
（
低
信
頼
国
）。
簡
単
に
言
え
ば
、
他
者
（
非
血
縁
者
）
に
対
す
る
信
頼
が
低
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
は
血
縁
者
よ
り
も
中
間
組
織
（
＝
他
者
）
に
対
す
る
信
頼
が
相
対
的
に
強
い
社
会
で
あ
る

（
高
信
頼
国
）。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
は
信
頼
の
程
度
に
お
い
て
そ
の
間
に
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
フ
ク
ヤ
マ
が
扱
っ
て
い
な
い
イ
ギ
リ
ス
も
取
り
上
げ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
寄
り
だ
が
、
中

間
組
織
に
対
す
る
信
頼
は
や
や
弱
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
一
九
七
〇
年
代
・
一
九
八
〇

年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
く
変
化
し
、
か
つ
て
の
「
高
信
頼
」
の
国
か
ら
、「
低
信
頼
」
の
国
へ

と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
お
ま
け
に
、
家
族
へ
の
信
頼
も
下
が
っ
て
い
る
。
日
本
も
や
や
同
じ
方
向
に
変
化
し
て
き

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
、
イ
タ
リ
ア
は
「
低
信
頼
」
の
国
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
が
、
家
族
へ
の
信
頼
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は
相
変
わ
ら
ず
強
固
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
頼
の
対
象
で
「
高
信
頼
」「
低
信
頼
」
と
い
う
用
語
を
フ
ク
ヤ
マ

に
倣
っ
て
使
用
す
る
が
、
家
族
へ
の
信
頼
は
相
反
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
中
国
や
イ
タ
リ

ア
は
「
低
信
頼
」
の
国
だ
が
、
家
族
へ
の
信
頼
で
は
「
高
信
頼
」
国
な
の
で
あ
る
。
フ
ク
ヤ
マ
の
こ
の
視
点
に
関
し

て
は
、
後
に
再
論
す
る
。
な
お
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
の
「
高
コ
ン
テ
ク
ス
ト
社
会
」「
低
コ
ン
テ
ク
ス
ト
社
会
」

と
い
う
概
念
は
類
似
し
て
い
る
が
、
日
本
が
高
コ
ン
テ
ク
ス
ト
社
会
、
ア
メ
リ
カ
が
低
コ
ン
テ
ク
ス
ト
社
会
と
い
う

よ
う
に
、
定
義
と
分
析
結
果
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
第
Ⅰ
部
で
、
経
営
文
化
の
理
論
的
解
明
を
行
い
、
第
Ⅱ
部
で
経
営
文
化
の
国
際
比
較
を
行
う
（
イ
ギ

リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
日
本
）。
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あ
と
が
き

　
『
文
化
と
営
利
│
│
比
較
経
営
文
化
論
』
は
、
大
学
で
十
数
年
に
わ
た
っ
て
講
義
し
て
き
た
内
容
を
拡
充
し
、
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
企
業
の
活
動
が
文
化
的
影
響
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
、
国
際
比
較

の
中
で
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
た
六
カ
国
の
中
に
は
、
日
本
を
別
に
し
て
、
一
年
以
上
住
ん

だ
国
（
英
米
）
も
あ
り
、
十
数
回
訪
れ
た
国
（
中
国
）
も
あ
れ
ば
、
数
回
訪
れ
た
だ
け
の
国
（
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
）
も

あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
国
も
直
接
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。「
文
化

と
営
利
」
と
い
う
途
方
も
な
い
ト
ピ
ッ
ク
を
、
し
か
も
六
カ
国
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
無
謀
な
試
み
が
ど

の
程
度
成
功
し
て
い
る
か
は
、
も
と
よ
り
著
者
の
知
り
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ
が
、
さ
さ
や
か
な
本
書
の
完
成

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
骨
組
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る

が
、
思
い
つ
く
限
り
で
挙
げ
れ
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
チ

ャ
ン
ド
ラ
ー
、
丸
山
眞
男
、
森
嶋
通
夫
、
佐
藤
優
、
源
了
圓
、
川
北
稔
、
中
川
敬
一
郎
、
米
川
伸
一
、
森
川
英
正
、

由
井
常
彦
な
ど
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
が
大
学
生
の
頃
、
次
の
三
人
が
三
大
研
究
者
と
言
わ
れ
て
い
た
。「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
最
高
峰
」
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と
言
わ
れ
た
宇
野
理
論
を
作
り
上
げ
た
宇
野
弘
蔵
、
比
較
経
済
史
と
呼
ば
れ
た
大
塚
史
学
を
構
築
し
た
大
塚
久
雄
、

政
治
学
の
丸
山
眞
男
の
三
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
数
十
年
を
経
て
、
学
問
の
世
界
も
変
わ
っ
た
。
宇
野
理
論
（
と
い
う
よ
り
マ
ル
ク
ス
経
済
学
そ
の
も
の
）
は

「
近
代
経
済
学
に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
て
」
解
体
し
（
大
学
院
時
代
に
教
わ
っ
た
高
須
賀
義
博
氏
の
言
葉
）、
大
塚
史
学
は

川
北
稔
氏
な
ど
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
に
押
さ
れ
て
昔
日
の
面
影
は
な
い
（
た
だ
し
、「
諸
国
民
国
家
体
制
論
」
と
し

て
復
活
す
る
可
能
性
は
あ
る
）。
唯
一
、「
体
系
性
」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
丸
山
政
治
学
が
生
き
残
っ
て
い
る
か
に
見

え
る
。
橋
爪
大
三
郎
の
『
丸
谷
眞
男
の
憂
鬱
』
な
ど
の
批
判
も
あ
る
が
、
本
質
的
な
批
判
で
は
な
い
し
、
一
九
七
〇

年
代
の
全
共
闘
な
ど
の
政
治
的
批
判
も
も
と
よ
り
丸
山
政
治
学
を
揺
る
が
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
書
で

は
、
丸
山
眞
男
の
著
作
か
ら
幾
度
か
引
用
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
今
で
も
傾
聴
に
値
す
る
言
説
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
凋
落
し
た
。
だ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
は
、
毀
誉
褒
貶
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
な
お

緊
張
感
を
持
っ
て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
。
ト
ッ
ド
の
家
族
形
態
と
相
続
の
理
論
は
か
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。
チ
ャ

ン
ド
ラ
ー
の
経
営
者
企
業
論
は
、
家
族
と
経
営
を
考
え
る
う
え
で
大
い
に
参
考
に
な
る
。
そ
れ
以
外
に
列
挙
し
た
研

究
者
も
、
日
本
の
経
営
文
化
と
海
外
と
の
比
較
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
役
立
っ
た
。
先
学
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
各
国
の
事
情
に
つ
い
て
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
ア
ナ
ン
、
ゲ
イ
ル
・
サ
ト
ウ
、
加
来
祥
男
、
辻
昌
宏
、
川
竹
英

克
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
メ
ン
ク
ハ
ウ
ス
、
福
満
正
博
、
薩
摩
秀
登
、
瀧
井
美
保
子
、
竹
内
拓
史
の
諸
氏
に
お
世
話
に

な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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長
年
、
社
会
科
学
の
研
究
を
し
て
き
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
自
由
、
平
等
、
友
愛
」
が
、
社
会
や
文
化
、
そ
し

て
経
済
の
在
り
方
、
企
業
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
第
一
義
的
に
重
要
な
「
自

由
」
は
、
機
会
の
平
等
な
ど
様
々
な
自
由
と
し
て
存
在
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
格
差
が
発
生
し
、
結
果
の
平
等
が
損

な
わ
れ
、
結
局
、
機
会
の
平
等
（
自
由
）
が
失
わ
れ
る
と
い
う
資
本
主
義
特
有
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
。
そ
れ
を

緩
和
す
る
も
の
が
友
愛
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

表
紙
で
使
用
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
作
品
は
、
芸
術
家
で
あ
り
な
が
ら
、
企
業
家
で
あ
り
、
か
つ
社
会
主

義
者
で
も
あ
っ
た
モ
リ
ス
が
、
本
書
の
「
文
化
と
営
利
」
の
テ
ー
マ
に
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
使
わ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
数
十
年
前
に
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
モ
リ
ス
美
術
館
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に

思
い
出
さ
れ
る
。

　

実
際
の
本
作
り
に
お
い
て
は
、『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
ア
メ
リ
カ
経
営
史
』
で
お
世
話
に
な
っ
た
藤
田
裕
子
さ
ん
に
、

今
回
も
一
方
な
ら
ぬ
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
藤
田
さ
ん
の
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
に
は
、
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
感
心

さ
せ
ら
れ
る
。
本
書
の
ミ
ス
が
少
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
粗
忽
者
の
私
の
誤
り
を
指
摘
し
、
極
小
化
し
て
く
れ
た
藤

田
さ
ん
の
お
蔭
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
今
は
有
斐
閣
を
退
社
さ
れ
て
い
る
が
、
私
の
最
初
の
研
究
書
『
大
英
帝
国
の
産
業
覇
権
』
を
担
当
し
て

い
た
だ
い
た
伊
東
晋
さ
ん
の
お
力
を
、
今
回
の
出
版
で
も
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
望
外
の
幸
運
で
あ
っ
た
。
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も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
す
べ
て
の
誤
謬
は
著
者
で
あ
る
私
に
帰
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
願
わ
く
ば
、
本
書
が

広
範
な
人
々
に
読
ま
れ
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

　
　
　

二
〇
一
九
年
睦
月

 

安 

部
悦 

生　
　



471　　第1章　G D P

ISBN 978─4─641─16539─7
★定価はカバーに表示してあります。

印刷　株式会社理想社／製本　牧製本印刷株式会社
Ⓒ2019，ABE, Etsuo. Printed in Japan
落丁・乱丁本はお取替えいたします。

発 行 者 江 草 貞 治
発 行 所 有 斐 閣株式

会社
郵便番号 101─0051

東京都千代田区神田神保町 2─17
電話　（03）3264─1315〔編集〕

（03）3265─6811〔営業〕
http : //www.yuhikaku.co.jp/

著　　者 安 部 悦 生

文化と営利　比較経営文化論
Culture and Profit: Comparative Business Culture

2019 年 2 月 20 日　初版第 1刷発行

♣著者紹介

安部 悦生（あべ・えつお）
1949 年　 東京生まれ。東京都立大学経済学部，東京大学経済学部，

一橋大学大学院修士課程・博士課程を経て，
1978 年　 明治大学経営学部助手
1989 年　 明治大学経営学部教授（現在に至る）
1981 年～  1983 年　フルブライト研究員としてボストン大学経営学部

客員研究員
1992 年～  1993 年　ケンブリッジ大学歴史学部客員研究員
1997 年　 ロンドン大学ロイアルホロウェイ校客員教授
2017 年　 IPAGビジネススクール（パリ）客員講師

主な著作

The Development of Corporate Governance in Japan and Britain（coedi-
tor, Ashgate, 2004）

Japanese Success? British Failure? （coeditor, Oxford University Press, 
1997）

“The Development of Modern Business in Japan”, Business History Re-
view, vol. 71（Summer, 1997）

“The Technological Strategy of a Leading Iron and Steel Firm, Bolck-
ow Vaughan & Co. Ltd.”, Business History, vol. 38（1996）

『経営史』日経文庫（2002 年），第 2版（2010 年）
『ケンブリッジのカレッジライフ』中公新書（1997 年）
『大英帝国の産業覇権』有斐閣（1993 年）


	m16539_文化と営利_第1版_1刷_1-16
	m16539_文化と営利_第1版_1刷_1-5
	m16539_文化と営利_第1版_1刷_367-370
	m16539_文化と営利_第1版_1刷_奥付



