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序
 

企
業
経
営
に
独
創
的
思
考
を
お
す
ゝ
め
す
る
わ
け 

 
昭
和
終
盤
か
ら
平
成
初
頭
に
か
け
て
の
⼀
時
期
︑
世
界
の
嫉
妬
と
羨
望
を
集
め
た
﹁
⽇
本
株
式
会
社
﹂
の
隆
盛
は
︑
令

和
初
頭
の
今
で
は
⾒
る
影
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
⽇
本
企
業
は
概
し
て
︑
競
争
⼒
を
⼤
き
く
損
な
ỵ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒ 

 
平
成
⼀
桁
後
半
頃
か
ら
令
和
初
頭
の
現
在
に
⾄
る
ま
で
︑
多
く
の
会
社
や
政
府
で
は
﹁
改
⾰
﹂
が
叫
ば
れ
続
け
て
い
ま

す
︒
⽈
く
︑
世
の
中
の
変
化
に
対
応
し
て
時
代
の
波
を
乗
り
越
え
る
︑
と
︒
で
は
︑
今
後
の
⽇
本
企
業
や
政
府
は
﹁
改

⾰
﹂
に
成
功
し
て
︑
ま
た
以
前
の
よ
う
な
輝
き
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
Ỹ
う
か
︒ 

 
企
業
の
﹁
改
⾰
﹂
で
は
︑
昭
和
の
頃
の
不
合
理
な
経
営
を
︑
よ
り
合
理
的
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
ỵ
て
い
ま
す
︒
だ
と

す
る
と
︑
不
合
理
な
経
営
を
し
て
い
た
昭
和
後
半
の
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
は
⾼
く
︑
合
理
的
に
な
ỵ
た
平
成
の
経
営
は
競

争
⼒
を
失
ỵ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
不
合
理
が
成
功
し
︑
合
理
は
失
敗
続
き
と
は
︑
い
ỵ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

で
し
Ỹ
う
か
︒ 

 
平
成
の
﹁
改
⾰
﹂
が
な
か
な
か
上
⼿
く
⾏
か
な
い
の
は
︑
世
の
中
の
変
化
が
激
し
く
な
ỵ
た
か
ら
だ
と
⾔
う
⼈
が
た
く

さ
ん
い
ま
す
︒
で
も
︑
事
業
環
境
の
変
化
へ
の
対
応
も
経
営
の
⼀
部
で
す
︒
問
題
が
難
し
く
な
ỵ
た
か
ら
解
け
ま
せ
ん
で

し
た
︑
こ
れ
で
は
テ
ス
ト
で
零
点
を
取
ỵ
た
⼦
供
の
⾔
い
訳
で
す
︒
そ
れ
に
︑
本
当
に
平
成
に
⼊
ỵ
て
か
ら
変
化
は
急
激

に
な
り
︑
問
題
が
難
し
く
な
ỵ
た
の
で
し
Ỹ
う
か
︒ 

 
平
成
⼀
桁
後
半
以
降
の
四
半
世
紀
の
間
︑
⽇
本
企
業
は
弱
体
化
を
続
け
て
お
り
︑
こ
の
ま
ま
だ
と
今
後
は
も
ỵ
と
事
態

は
悪
化
し
て
し
ま
い
そ
う
な
勢
い
で
す
︒
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︑
な
ん
と
か
時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
︑
そ
ん
な
思
い
に
駆
ら
れ
て
﹁
改
⾰
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
︒
⽇
本
の
経
済
界
全
体
の
問
題
で
あ
り
︑
政

治
課
題
で
あ
り
︑
私
達
み
ん
な
が
明
⽇
へ
の
希
望
を
失
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
⼤
問
題
で
す
︒ 

 
私
は
こ
れ
は
︑
﹁
戦
後
と
い
う
時
代
﹂*

が
暗
黙
裡
に
設
定
し
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂*

が
間
違
ỵ
て
い
る
た
め
に
︑
多

く
の
⽇
本
⼈
が
迷
い
込
ん
で
し
ま
ỵ
た
隘
路
だ
と
観
て
い
ま
す
︒
世
の
中
全
体
が
上
⼿
く
⾏
ỵ
て
い
な
い
と
き
︑
み
ん
な
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が
﹁
良
い
こ
と
︑
正
し
い
こ
と
﹂
と
⾔
ỵ
て
い
る
こ
と
を
鵜
呑
み
に
ば
か
り
し
て
い
な
い
で
︑
⾃
分
で
も
の
を
考
へ
る
こ

と
が
⼤
事
に
な
ỵ
て
く
る
︑
と
上
巻
で
⾔
い
ま
し
た
︒
⽇
本
企
業
が
総
じ
て
弱
体
化
し
て
い
る
今
が
︑
ま
さ
に
そ
の
と
き

で
す
︵
上
巻
で
使
ỵ
た
枠
組
み
や
⾔
葉
を
巻
末
付
録
に
ま
と
め
て
い
ま
す
の
で
適
宜
ご
参
照
く
だ
さ
い
︒
中
巻
で
初
出
時

に
﹁*
﹂
を
付
け
ま
す
︶
︒ 

 
中
巻
で
は
︑
こ
の
世
を
⾃
分
の
⽬
で
観
て
︑
⾃
分
で
﹁
前
提
条
件
﹂
を
設
定
し
直
す
こ
と
で
︑
違
ỵ
た
対
応
が
考
へ
ら

れ
る
こ
と
を
︑
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
を
例
に
挙
げ
て
⽰
し
ま
す
︒
こ
こ
で
⽰
す
の
は
私
の
観
⽅
・
考
へ
⽅
で
す
が
︑
も
ち

ろ
ん
そ
れ
も
⼀
例
で
す
︒
各
⾃
が
そ
れ
ぞ
れ
⾃
分
の
観
⽅
・
考
へ
⽅
を
す
れ
ば
い
い
で
す
し
︑
そ
う
す
る
こ
と
を
私
は
お

す
ゝ
め
し
て
い
ま
す
︒
⾃
分
の
観
⽅
・
考
へ
⽅
を
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
︑
つ
ま
り
︑
も
の
を
観
て
考
へ
る
と

は
何
を
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
︑
に
つ
い
て
は
下
巻
で
お
話
し
ま
す
︒ 

 
で
は
︑
ま
ず
最
初
に
︑
﹁
成
⻑
期
と
横
這
い
期
﹂
の
⼤
き
な
枠
組
み*

で
捉
え
て
み
ま
す
︒
⽇
本
が
異
常
な
成
⻑
期*

に

⼊
る
⽻
⽬
に
な
ỵ
た
の
は
幕
末
で
す
︒
以
来
︑
私
達
の
先
輩
⽇
本
⼈
は
悪
戦
苦
闘
の
末
に
⾼
度
成
⻑
を
成
し
遂
げ
︑
昭
和

四
五
年
の
⼤
阪
万
博
の
頃
に
は
︑
今
回
の
成
⻑
期
の
ピ
ổ
ク
を
迎
え
ま
し
た
︒ 

 
直
後
の
昭
和
四
七
年
の
オ
イ
ル
シ
ἂ
ỿ
ク
を
契
機
に
︑
成
⻑
信
仰
は
打
ち
砕
か
れ
ま
し
た
︒
み
ん
な
の
無
意
識
層*

で

は
︑
﹁
経
済
も
⼈
⼝
も
成
⻑
す
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
﹂
と
い
う
﹁
前
提
条
件
﹂
が
外
れ
ま
し
た
︒
⾼
度
成
⻑
は
終
わ

り
︑
合
計
特
殊
出
⽣
率
は
⼆
を
切
り
ま
し
た
︒
世
の
中
は
成
⻑
期
か
ら
反
転
し
︑
横
這
い
期
へ
と
向
か
い
始
め
ま
し
た

︵
上
巻
第
⼆
章
︶
︒
こ
の
転
換
は
︑
今
回
の
成
⻑
期
で
最
⼤
の
﹁
世
の
中
の
変
化
﹂
だ
ỵ
た
︑
と
私
は
観
て
い
ま
す
︒ 

 
こ
の
﹁
最
⼤
の
変
化
﹂
に
対
し
て
⽇
本
経
済
は
︑
規
模
の
拡
⼤
を
志
向
す
る
い
わ
ゆ
る
重
厚
⻑
⼤
型
の
産
業
構
造
か

ら
︑
規
模
よ
り
質
を
重
視
す
る
軽
薄
短
⼩
型
へ
と
切
り
替
え
る
こ
と
で
対
応
し
ま
し
た
︒
旧
財
閥
系
を
中
⼼
と
す
る
重
厚

な
産
業
ば
か
り
で
な
く
︑
⾃
家
⽤
⾞
や
家
電
な
ど
⺠
⽣
品
を
扱
う
産
業
も
頭
⾓
を
現
し
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
の
マ
ス
・
マ

ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ
を
マ
ổ
ケ
ỿ
ト
・
セ
グ
メ
ン
テ
ổ
シ
ἂ
ン
に
転
換
し
︑
⼤
量
⽣
産
は
多
品
種
少
量
⽣
産
へ
と
切
り
替
え
る

こ
と
で
︑
効
率
と
変
化
へ
の
対
応
と
の
両
⽴
に
成
功
し
ま
し
た
︒
昭
和
五
四
年
に
は
⼆
度
⽬
の
オ
イ
ル
・
シ
ἂ
ỿ
ク
が
あ
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り
ま
し
た
が
︑
今
度
は
⽐
較
的
ス
ム
ổ
ズ
に
乗
り
切
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
国
際
化
も
⼤
き
く
進
展
し
︑
急
激
な
円
⾼
︵
昭

和
六
〇
Ộ
六
⼆
年
の
三
年
間
で
⼆
倍
︶
や
⽇
⽶
貿
易
摩
擦
︵
昭
和
六
〇
年
前
後
︶
と
い
ỵ
た
難
題
が
持
ち
上
が
り
ま
し

た
︒
⼤
企
業
ば
か
り
か
中
⼩
ま
で
国
際
競
争
の
荒
波
に
晒
さ
れ
る
よ
う
に
な
ỵ
た
の
で
す
が
︑
こ
れ
も
な
ん
と
か
乗
り
越

え
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
︒ 

 
⽇
本
企
業
の
凋
落
が
始
ま
ỵ
た
の
は
こ
の
あ
と
平
成
に
⼊
ỵ
て
か
ら
で
す
︒
以
降
の
世
の
中
の
変
化
に
は
︑
昭
和
の
頃

に
は
な
か
ỵ
た
新
た
な
要
素
が
出
て
来
て
は
い
ま
す
︒
で
も
︑
そ
の
基
調
は
成
⻑
期
か
ら
横
這
い
期
へ
の
移
⾏
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
︒
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
元
号
を
ま
た
い
で
バ
ブ
ル
景
気
と
崩
壊
が
あ
り
ま
し
た
︒
⼼
理
的
に
は

⼤
き
な
衝
撃
で
し
た
が
︑
⼤
き
め
の
景
気
循
環
と
い
う
⼀
過
性
の
現
象
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
バ
ブ
ル
崩
壊
は
︑
そ
の

後
四
半
世
紀
続
く
⽇
本
企
業
の
弱
体
化
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
︑
令
和
初
頭
の
今
で
は
明
ら
か
で
す
︒
少
⼦
⾼
齢
化

は
た
し
か
に
新
た
に
持
ち
上
が
ỵ
た
⼤
き
な
問
題
で
す
︒
で
も
︑
雇
⽤
者
数
も
国
内
消
費
も
︑
バ
ブ
ル
の
ピ
ổ
ク
時
よ
り

も
⼀
五
％
増
え
ま
し
た
︒
こ
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
の
は
令
和
以
降
で
す
︒
平
成
の
失
敗
の
⾔
い
訳
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒ 

 
つ
ま
り
︑
問
題
が
難
し
く
な
ỵ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
昭
和
終
盤
よ
り
は
難
易
度
は
下
が
ỵ
た
︑
少
な
く
と
も
上

が
ỵ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
零
点
を
取
ỵ
た
の
は
︑
や
ỵ
ぱ
り
学
⼒
が
下
が
ỵ
た
か
ら
で
す
︒
少
な
く
と
も

私
は
そ
う
観
て
い
ま
す
︒
例
え
ば
昭
和
終
盤
の
国
際
化
は
平
成
に
⼊
る
と
グ
ロ
ổ
バ
ル
化
に
な
り
ま
し
た
が
︑
両
者
の
違

い
を
説
明
せ
よ
と
い
う
問
い
に
答
案
が
書
け
る
⼈
は
あ
ま
り
ま
せ
ん
︵
私
の
答
案
は
上
巻
第
三
章
と
巻
末
付
録
︶
︒ 

 
世
の
中
が
転
換
す
る
移
⾏
期*

へ
の
対
応
が
上
⼿
く
⾏
か
な
く
な
り
始
め
た
の
は
︑
平
成
⼀
桁
後
半
頃
で
す
︒
終
戦
か
ら

半
世
紀
が
経
ỵ
た
と
き
︑
つ
ま
り
︑
戦
後
⽣
ま
れ
の
戦
後
世
代*
が
五
〇
代
に
な
り
︑
⼤
企
業
経
営
者
な
ど
世
の
中
の
指
導

者
の
職
に
就
い
た
と
き
か
ら
で
す
︒
ふ
た
つ
め
の
﹁
世
代
交
替
﹂
の
枠
組
み*

を
使
う
番
が
来
ま
し
た
︒
こ
の
頃
か
ら
⽇
本

企
業
が
低
迷
す
る
よ
う
に
な
ỵ
た
原
因
は
︑
戦
後
世
代
が
無
⾃
覚
な
ま
ま
置
い
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂
が
間
違
ỵ
て
い
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
戦
後
世
代
は
誤
ỵ
た
﹁
前
提
条
件
﹂
を
外
し
て
︑
移
⾏
期
に
あ
る
今
の
世
に
合
ỵ
た
も
の
に
設
定
し

直
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
思
考
⼒
を
失
ỵ
た
か
ら
で
す
︒
戦
後
世
代
は
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﹁
思
考
⼒
が
失
わ
れ
た
世
代
﹂*

で
あ
り
︑
そ
の
世
代
が
世
の
中
の
指
導
者
層
の
中
⼼
と
な
ỵ
た
こ
と
が
︑
⽇
本
企
業
弱
体

化
の
原
因
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
私
の
観
⽅
で
す
︒ 

 
戦
後
世
代
の
思
考
⼒
と
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
を
喪
失
さ
せ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
世
代
が
⽣
き
た
幼
少
期
か
ら
現
在
に
⾄

る
﹁
戦
後
と
い
う
時
代
﹂
で
す
︒
上
巻
で
⾔
い
ま
し
た
よ
う
に
﹁
時
代
﹂
が
設
定
し
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂
で
す
︒
誤
ỵ

た
﹁
前
提
条
件
﹂
が
暗
黙
裡
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
⾃
覚
し
︑
⾃
分
で
設
定
し
直
す
﹁
独
創
的
思
考
﹂
を
お
す
ゝ
め

し
ま
す
︒ 

 
⽇
本
企
業
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
る
﹁
前
提
条
件
﹂
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
︒
根
本
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
﹁
⼈

と
組
織
は
相
反
す
る
﹂
で
す
︒
お
国
の
た
め
︑
会
社
の
た
め
︑
な
ど
と
い
ỵ
た
集
団
へ
の
帰
属
意
識
を
否
定
し
︑
み
ん
な

が
命
運
を
共
に
す
る
共
同
体
組
織
を
否
定
す
る
﹁
前
提
条
件
﹂
で
す
︒
⼈
は
⾝
分*

で
は
な
く
個
⼈
と
し
て
存
⽴
す
る
と
い

う
思
い
込
み
で
す
︒
こ
の
﹁
前
提
条
件
﹂
が
︑
終
⾝
雇
⽤
を
否
定
す
る
リ
ス
ト
ラ
︵
退
職
勧
告
︑
事
実
上
の
解
雇
︶
や
︑

⽇
本
の
も
の
づ
く
り
を
否
定
す
る
⼯
場
の
海
外
移
転
な
ど
︑
会
社
の
共
同
体
組
織
を
破
壊
す
る
⾏
為
を
正
当
化
さ
せ
て
い

ま
す
︒
ブ
ラ
ỿ
ク
企
業
︑
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
︑
ワ
ổ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
や
働
き
⽅
改
⾰
な
ど
の
﹁
平
成
の
正

義
﹂*

を
⽣
み
出
し
︑
組
織
集
団
へ
の
帰
属
意
識
を
否
定
し
て
⽇
本
企
業
の
結
束
⼒
を
弱
め
て
い
ま
す
︒ 

 
戦
後
世
代
か
ら
思
考
⼒
を
奪
ỵ
た
の
は
︑
﹁
こ
の
世
に
は
正
解
が
あ
り
︑
⼈
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
い
う

﹁
前
提
条
件
﹂
で
す
︒
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
神
の
否
定
で
す
︒
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
︑
神
は
完
全
無
⽋
で

無
限
︑
⼈
は
不
完
全
で
有
限
で
す
︒
こ
の
世
に
﹁
正
解
﹂
が
あ
る
の
か
ど
う
か
⼈
間
に
は
わ
か
ら
な
い
し
︑
あ
ỵ
た
と
し

て
も
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
神
と
は
⼈
智
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
︑
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
︒
神
の
存

在
を
信
じ
る
こ
と
で
⼈
間
の
不
完
全
さ
無
⼒
さ
を
思
い
知
り
︑
神
意
を
確
か
め
よ
う
と
学
問
を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒
⻄
洋
で
も
ア
ラ
ブ
で
も
︑
神
学
に
基
づ
か
な
い
学
問
は
学
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
戦
後
の
⽇
本
で
は
︑
﹁
こ
の
世
の

正
解
﹂
は
教
科
書
に
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
神
抜
き
の
⻄
洋
学
と
い
う
偽
学
問
︵
に
せ
が
く
も
ん
︶
だ
か
ら
で
す
︒
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
﹁
与
件
︵
根
拠
と
前
提
条
件
︶
﹂*

と
し
︑
そ
こ
か
ら
論
理
展
開
す
れ
ば
新
た
な
﹁
正
解
﹂
を
導
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き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
の
教
科
書
は
︑
も
ち
ろ
ん
﹁
⼈
と
組
織
は
相
反
す
る
﹂
こ
と
を
﹁
前
提
条
件
﹂
に
し
て
書

か
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
論
理
展
開
の
こ
と
を
﹁
論
理
的
思
考
﹂
な
ど
と
呼
び
︑
も
の
を
考
へ
る
こ
と
だ
と
勘
違
い
し
て

し
ま
い
ま
し
た
︒
論
理
展
開
で
導
出
さ
れ
る
結
論
は
︑
教
科
書
が
﹁
与
件
﹂
を
設
定
し
た
時
点
で
既
に
決
定
済
み
な
の
で

す
が
︑
戦
後
世
代
は
⾃
分
が
考
へ
出
し
た
と
思
い
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
た
く
さ
ん
の
﹁
与
件
﹂
を
暗
記
し
て
﹁
論

理
的
思
考
﹂
が
た
い
へ
ん
良
く
で
き
る
⽣
徒
は
︑
学
業
成
績
優
秀
な
エ
リ
ổ
ト
と
し
て
︑
⼤
企
業
経
営
者
な
ど
世
の
中
の

指
導
者
層
の
中
⼼
に
な
り
ま
す
︒
理
屈
を
振
り
回
し
て
⾃
分
で
考
へ
⾃
分
が
﹁
正
解
﹂
を
導
き
出
し
た
と
⾃
信
満
々
に
︑

会
社
共
同
体
組
織
を
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒ 

 
﹁
へ
ぼ
将
棋
 

王
よ
り
⾶
⾞
を
 

か
わ
い
が
る
﹂
と
は
将
棋
の
格
⾔
で
す
︒
戦
後
世
代
の
⼤
企
業
経
営
者
の
多
く
は
︑

へ
ぼ
将
棋
を
指
し
て
い
ま
す
︒
エ
リ
ổ
ト
は
利
益
の
計
算
が
得
意
で
す
︒
会
社
は
利
益
を
追
求
す
る
も
の
だ
と
教
科
書
に

書
い
て
あ
る
か
ら
で
す
︒
で
も
︑
会
社
の
競
争
⼒
は
ど
こ
で
産
ま
れ
る
か
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒

は
社
員
み
ん
な
の
結
束
⼒
に
あ
る
の
で
す
が
︑
こ
れ
も
教
科
書
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
駒
の
損
得
ば
か
り
に
夢
中
に

な
ỵ
て
︑
肝
腎
の
競
争
⼒
と
い
う
王
様
が
敵
駒
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
せ
ん
︒
損
得
勘
定
を
優
先
し

て
社
員
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
要
ら
な
い
と
リ
ス
ト
ラ
し
︑
⽇
本
⼈
社
員
が
働
く
国
内
⼯
場
は
コ
ス
ト
が
⾼
い
と
閉
鎖
し

て
海
外
へ
移
転
し
ま
す
︒
平
気
で
会
社
共
同
体
組
織
を
壊
し
続
け
て
い
ま
す
︒ 

 
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
の
源
が
社
員
み
ん
な
の
結
束
⼒
に
あ
る
こ
と
は
︑
理
屈
ば
か
り
に
囚
わ
れ
て
い
な
い
で
︑
⽬
の
前

に
あ
る
現
実
を
観
れ
ば
⼀
⽬
瞭
然
で
す
︒
⽇
本
の
も
の
づ
く
り
は
世
界
⼀
と
⾔
わ
れ
ま
す
が
︑
そ
れ
は
製
品
の
品
質
や
耐

久
性
が
特
に
優
れ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
昭
和
終
盤
に
世
界
を
席
巻
し
た
⽇
本
製
の
⾃
動
⾞
や
家
電
製
品
の
競
争
⼒
は
そ
こ

に
あ
り
ま
し
た
︒
製
造
現
場
に
い
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
社
員
が
努
⼒
を
積
み
重
ね
た
結
果
で
す
︒
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の

は
︑
結
束
⼒
を
重
視
し
た
平
成
初
頭
ま
で
の
⽇
本
式
経
営
で
す
︒
世
界
に
冠
た
る
ト
ヨ
タ
の
カ
イ
ゼ
ン
も
︑
現
場
社
員
に

よ
る
⼩
集
団
活
動
と
︑
そ
れ
を
信
頼
し
て
⾒
守
る
経
営
者
と
で
成
り
⽴
ỵ
て
い
ま
す
︒
企
業
以
外
で
も
︑
例
え
ば
エ
リ
ổ

ト
の
集
ま
る
⽇
本
の
⼤
学
や
警
察
本
部
に
は
国
際
競
争
⼒
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
⼩
学
校
や
交
番
の
仕
組
み
は
東
南
ア
ジ
ア
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な
ど
へ
の
イ
ン
フ
ラ
輸
出
と
し
て
⾼
い
競
争
⼒
が
あ
り
ま
す
︒
⽇
本
⼈
が
作
る
組
織
の
競
争
⼒
は
上
層
部
だ
け
で
な
く
︑

現
場
で
働
く
み
ん
な
の
優
秀
さ
に
⽀
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒
⼀
部
の
優
れ
た
⼈
が
設
計
す
る
製
品
の
独
創
性
や
斬
新
さ

で
勝
負
す
る
欧
⽶
企
業
と
は
対
照
的
で
す
︒
で
も
︑
そ
ん
な
こ
と
は
教
科
書
に
書
い
て
な
い
の
で
︑
戦
後
世
代
の
エ
リ
ổ

ト
経
営
者
に
は
視
れ
ど
も
⾒
え
ず
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ま
せ
ん
︒
⼼
競
争
⼒
に
存
ら
ず
︑
駒
の
損
得
こ
そ
⼀
⼤
事
と
︑
へ
ぼ

将
棋
を
指
し
続
け
て
い
ま
す
︒ 

 
⽇
本
⼈
が
作
る
組
織
を
⽀
え
︑
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
の
源
に
な
ỵ
て
い
る
の
は
︑
社
員
み
ん
な
の
結
束
⼒
で
あ
る
こ
と

を
﹁
理
﹂
の
根
本
に
据
え
た
な
ら
︑
冒
頭
の
問
い
の
合
理
と
不
合
理
は
正
反
対
に
な
り
ま
す
︒
ま
た
︑
今
の
⽇
本
経
済
の

仕
組
み
と
⼤
半
の
会
社
の
仕
組
み
は
︑
会
社
は
共
同
体
組
織
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
出
来
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
幕
末

か
ら
⼀
世
紀
以
上
か
け
て
作
ら
れ
︑
昭
和
後
半
に
は
⼤
成
功
し
た
仕
組
み
で
す
︒
明
⽂
化
さ
れ
た
制
度
や
意
識
下
で
理
解

し
て
い
る
仕
組
み
だ
け
で
な
く
︑
暗
黙
の
内
に
み
ん
な
が
従
ỵ
て
い
る
常
識
や
習
慣
な
ど
も
同
様
で
す
︒
こ
れ
に
⽭
盾
す

る
﹁
改
⾰
﹂
を
し
た
り
︑
全
体
観
の
な
い
ま
ま
部
分
的
に
⼿
直
し
し
た
り
す
れ
ば
︑
組
織
の
あ
ち
こ
ち
に
綻
び
が
⽣
じ
る

の
は
当
た
り
前
で
す
︒
﹁
改
⾰
﹂
の
対
象
と
は
関
係
な
い
別
の
と
こ
ろ
か
ら
組
織
が
崩
れ
て
し
ま
ỵ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
平
成
以
降
の
﹁
改
⾰
﹂
は
︑
⽇
本
経
済
や
⽇
本
の
会
社
の
仕
組
み
と
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
も
︑
不

合
理
な
も
の
ば
か
り
で
す
︒ 

 
今
で
も
学
業
成
績
優
秀
な
エ
リ
ổ
ト
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
は
︑
ひ
と
り
ひ
と
り
の
⼒
を
信
じ
て
結
束
す
る
こ
と
が
︑

当
た
り
前
の
よ
う
に
⾏
わ
れ
て
い
ま
す
︒
サ
ム
ラ
イ
・
ジ
ἀ
パ
ン
も
⾼
校
野
球
も
フ
Ỿ
ア
・
ザ
・
チ
ổ
ム
で
す
︒
サ
ム
ラ

イ
・
ブ
ル
ổ
の
強
み
は
組
織
サ
ỿ
カ
ổ
に
あ
り
ま
す
︒
オ
リ
ン
ピ
ỿ
ク
の
ス
ピ
ổ
ド
・
ス
ケ
ổ
ト
⼥
⼦
団
体
パ
シ
ἁ
ổ
ト

の
⾦
メ
ダ
ル
も
︑
男
⼦
四
〇
〇
⽶
リ
レ
ổ
の
銀
メ
ダ
ル
も
︑
⼥
⼦
カ
ổ
リ
ン
グ
﹁
そ
だ
ね
ổ
ジ
ἀ
パ
ン
﹂
の
銅
メ
ダ
ル

も
︑
結
束
⼒
の
賜
で
す
︒ 

 
集
団
活
動
以
外
で
も
︑
⽇
本
⼈
ひ
と
り
ひ
と
り
の
優
秀
さ
は
︑
常
に
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
︒
世
界

に
冠
た
る
⽇
本
の
新
幹
線
は
︑
タ
ổ
ミ
ナ
ル
駅
で
は
最
短
⼀
五
分
程
度
で
折
り
返
し
運
転
を
し
ま
す
︒
こ
れ
を
可
能
に
し
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て
い
る
の
は
︑
⾞
内
の
ゴ
ミ
を
⾃
分
で
ホ
ổ
ム
の
ゴ
ミ
箱
に
棄
て
る
⽇
本
⼈
の
乗
客
で
す
︒
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
は

⽇
本
⼈
く
ら
い
で
す
︒
ほ
か
に
は
戦
前
の
半
世
紀
間
︑
⽇
本
の
戦
前
教
育
を
受
け
た
台
湾
⼈
だ
け
で
す
︒
欧
⽶
⼈
に
は
絶

対
に
真
似
で
き
ま
せ
ん
︒
サ
ỿ
カ
ổ
な
ど
の
国
際
試
合
の
観
客
席
で
も
同
じ
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

 
な
ぜ
⽇
本
⼈
に
は
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
そ
れ
は
⽇
本
⼈
の
⼼
の
根
底
に
は
︑
今
も
⼋
百
万
の
神
々
が
⽣
き
続

け
て
い
る
か
ら
で
す
︒
ひ
と
り
ひ
と
り
の
社
員
に
は
神
が
宿
ỵ
て
い
る
の
で
す
か
ら
⼤
切
に
す
る
の
は
当
然
で
す
︒
⼤
切

に
さ
れ
た
⼈
が
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
努
⼒
す
る
の
も
当
た
り
前
で
す
︒
⼈
だ
け
で
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
敬
意
を
持
ち

⼤
切
に
し
ま
す
︒
作
ỵ
た
も
の
に
は
神
が
宿
る
し
︑
道
具
に
も
神
が
宿
ỵ
て
い
る
の
で
⼤
切
に
し
ま
す
︒
優
秀
な
⽇
本
⼈

ひ
と
り
ひ
と
り
を
信
じ
て
⼤
切
に
し
︑
結
束
し
て
事
に
当
た
ỵ
て
い
た
平
成
初
頭
ま
で
の
⽇
本
企
業
が
︑
世
界
で
勝
ち
続

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
︒ 

 
戦
後
世
代
の
エ
リ
ổ
ト
経
営
者
の
無
意
識
層
に
も
︑
⼋
百
万
の
神
々
は
坐
︵
い
ま
︶
し
ま
す
︒
で
も
︑
意
識
下
で
理
屈

を
こ
ね
て
﹁
正
解
﹂
を
導
き
出
す
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
ỵ
て
︑
神
々
の
声
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
︒
神
を
否
定
す
る
戦
後

教
育
に
エ
リ
ổ
ト
の
⾝
分
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
︑
⽿
を
塞
い
で
し
ま
う
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
Ỹ
う
︒ 

 
⽇
本
⼈
の
共
同
体
組
織
の
結
束
⼒
を
弱
め
た
﹁
⼈
と
組
織
は
相
反
す
る
﹂
︑
神
を
否
定
す
る
﹁
こ
の
世
に
は
正
解
が
あ

り
︑
こ
れ
を
⼈
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
︑
こ
の
ふ
た
つ
の
﹁
前
提
条
件
﹂
を
戦
後
世
代
に
植
え
付
け
た
の
は
戦
後
教
育

で
す
︒
今
の
世
で
は
︑
戦
後
教
育
を
疑
う
こ
と
は
難
し
い
状
況
で
す
︒
戦
後
教
育
よ
り
も
戦
前
教
育
の
⽅
が
よ
か
ỵ
た
な

ど
と
⾔
え
ば
︑
過
激
な
右
翼
と
間
違
わ
れ
る
か
︑
精
神
科
に
診
て
も
ら
え
と
⾔
わ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
す
︒
で
も
︑
戦

前
教
育
は
⽇
本
⼈
が
⽇
本
⼈
の
た
め
に
作
ỵ
た
も
の
で
す
︒
対
し
て
︑
戦
後
教
育
は
当
時
の
敵
国
が
⾃
国
の
利
益
の
た
め

に
作
ỵ
た
も
の
で
す
︵
税
⾦
で
賄
わ
れ
る
軍
隊
の
占
領
政
策
は
当
然
戦
勝
国
の
国
益
に
沿
ỵ
て
⾏
わ
れ
る
︶
︒
そ
れ
を
戦

前
教
育
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
戦
後
世
代
が
︑
戦
前
教
育
は
間
違
い
で
戦
後
教
育
は
正
し
い
と
決
め
付
け
る
の
は
ど
う

い
う
わ
け
で
し
Ỹ
う
か
︒
そ
の
理
由
は
︑
戦
前
教
育
は
間
違
い
だ
と
︑
戦
後
の
教
科
書
も
戦
後
の
学
校
の
先
⽣
も
⾔
ỵ
て
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い
る
か
ら
で
す
︒
戦
前
教
育
を
否
定
し
て
戦
後
教
育
を
肯
定
す
る
根
拠
は
戦
後
教
育
に
あ
る
の
で
す
か
ら
︑
思
考
⼒
は
全

く
働
い
て
い
な
い
と
観
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

 
戦
後
教
育
は
︑
⽇
本
を
⼆
度
と
戦
勝
国
に
刃
向
か
わ
な
い
国
に
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
し
た
占
領
政
策
の
⼀
環
で
す
︒
占

領
軍
は
︑
⽇
本
国
と
⽇
本
軍
の
強
さ
の
源
は
︑
国
家
共
同
体
を
始
め
と
す
る
共
同
体
組
織
の
結
束
⼒
に
あ
る
と
⾒
た
よ
う

で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
精
神
的
な
⽀
柱
と
な
ỵ
て
い
る
の
が
神
道
で
す
︒
神
道
指
令
や
政
教
分
離
政
策
で
神
抜
き
の
偽
学

問
を
教
え
込
み
︑
共
同
体
組
織
へ
の
帰
属
意
識
を
否
定
す
る
戦
後
教
育
を
作
ỵ
て
押
し
付
け
た
こ
と
は
︑
占
領
政
策
と
し

て
と
て
も
理
に
適
ỵ
て
い
ま
す
︒ 

 
こ
ん
な
戦
後
教
育
を
︑
当
時
の
⽇
本
⼈
は
ど
う
し
て
受
け
⼊
れ
て
し
ま
ỵ
た
の
で
し
Ỹ
う
か
︒
そ
の
根
本
原
因
は
︑
終

戦
詔
書
︵
い
わ
ゆ
る
⽟
⾳
放
送
︶
の
解
釈
を
誤
ỵ
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
観
て
い
ま
す
︒
戦
争
終
結
の
理
由
を
﹁
時
運
ノ

趨
ク
所
︵
じ
う
ん
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
︶
﹂
と
し
て
い
る
部
分
を
︑
﹁
時
流
に
任
せ
て
﹂
と
解
釈
し
て
し
ま
ỵ
た
こ
と
で

す
︵
原
案
通
り
﹁
義
命
ノ
存
ス
ル
所
﹂
で
あ
ỵ
た
な
ら
誤
ら
な
か
ỵ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︶
︒
時
流
に
任
せ
て
占
領
軍
の

⾔
い
な
り
に
な
り
︑
戦
勝
国
が
作
ỵ
て
く
れ
た
戦
後
教
育
を
あ
り
が
た
が
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
戦
後
七
〇
年
以
上
経
ち

令
和
に
な
ỵ
て
も
︑
未
だ
に
あ
り
が
た
く
押
し
頂
い
て
い
ま
す
︒
こ
ん
な
あ
り
が
い
も
の
を
疑
う
奴
が
い
た
ら
頭
の
お
か

し
な
⼈
に
違
い
な
い
︑
精
神
科
へ
連
れ
て
⾏
け
︑
と
い
う
わ
け
で
す
︒
憲
法
も
同
様
に
︑
時
流
に
任
せ
て
押
し
頂
き
ま
し

た
︒
今
は
ま
だ
時
流
が
変
わ
ỵ
て
い
な
い
と
思
う
⼈
は
改
正
に
反
対
し
︑
時
流
が
変
わ
ỵ
た
と
思
う
⼈
が
改
正
す
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
ま
す
︒
破
棄
せ
よ
と
⾔
う
の
は
﹁
頭
の
お
か
し
な
﹂
⽯
原
慎
太
郎
元
東
京
都
知
事
く
ら
い
の
も
の
で
す
︒ 

 
詔
書
の
解
釈
を
誤
ỵ
て
戦
後
教
育
を
戦
後
世
代
に
押
し
付
け
た
の
は
戦
前
世
代
じ
Ỷ
な
い
か
︑
と
⾔
う
⼈
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
︒
で
も
︑
戦
後
世
代
も
も
う
四
〇
代
以
上
の
⼤
の
⼤
⼈
で
す
︒
誤
り
だ
と
気
づ
い
た
な
ら
︑
⾃
分
で
改
め
れ

ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
す
︒
改
む
る
に
憚
る
こ
と
勿
れ
と
︑
﹁
戦
後
と
い
う
時
代
﹂
に
設
定
さ
れ
て
し
ま
ỵ
て
い
る
﹁
前

提
条
件
﹂
を
疑
い
︑
⾃
分
で
設
定
し
直
し
て
︑
⽇
本
企
業
の
競
争
⼒
を
取
り
戻
せ
ば
い
い
だ
け
で
す
︒ 

 
時
流
に
任
せ
て
ば
か
り
い
る
の
は
も
う
⽌
め
に
し
て
︑
⾃
分
で
も
の
を
考
へ
る
独
創
的
思
考*

を
お
す
ゝ
め
し
ま
す
︒
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お
こ
と
わ
り 

 

 
本
書
は
⾃
費
出
版
の
た
め
専
⾨
の
校
閲
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
︒
誤
字
脱
字
等
が
残
ỵ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒
ご

了
承
願
い
ま
す
︒ 

 
本
書
に
登
場
す
る
個
別
企
業
に
関
す
る
記
述
は
︑
公
開
情
報
及
び
筆
者
の
消
費
者
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
く
解
釈
で

す
︒
コ
ン
サ
ル
テ
ỻ
ン
グ
業
務
の
上
で
知
り
得
た
機
密
情
報
は
⼀
切
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
︒ 



 

 

中
巻
⽬
次 

序
 

企
業
経
営
に
独
創
的
思
考
を
お
す
ゝ
め
す
る
わ
け 

三 
序
章
 

要
約
と
構
成 

⼀
五 

︵
⼀
︶
戦
後
教
育
の
正
体
︵
序
の
補
⾜
説
明
︶ 

⼀
七 

︵
⼆
︶
中
巻
の
要
約 

⼆
六 

︵
三
︶
話
の
進
め
⽅
︑
前
提
条
件
︑
各
章
の
構
成 

四
⼆ 

第
⼀
章
 

検
討
の
枠
組
み 

四
七 

︵
⼀
︶
得
意
な
こ
と
と
は 

四
九 

︵
⼆
︶
成
⻑
期
の
⽇
本
の
試
練 

五
九 

︵
三
︶
市
場
経
済
の
枠
組
み 

六
四 

第
⼆
章
 

⻄
洋
式
の
仕
組
み
と
経
営 

七
三 

︵
⼀
︶
⾃
由
市
場
経
済
の
仕
組
み 

七
五 

︵
⼆
︶
消
費
市
場
・
ビ
ジ
ネ
ス
市
場
と
マ
ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ 

九
⼀ 

︵
三
︶
労
働
市
場
と
⼈
材
マ
ネ
ổ
ジ
メ
ン
ト 

⼀
〇
〇 

︵
四
︶
資
本
市
場
と
フ
Ỻ
イ
ナ
ン
ス 

⼀
⼆
三 

︵
五
︶
地
域
と
パ
ブ
リ
ỿ
ク
・
リ
レ
ổ
シ
ἂ
ン
ズ 

⼀
三
六 

︵
六
︶
資
本
主
義
と
ア
カ
ウ
ン
テ
ỻ
ン
グ 

⼀
三
九 

第
三
章
 

⽇
本
式
の
仕
組
み
と
経
営 

⼀
五
五 

︵
⼀
︶
⽇
本
式
経
営
確
⽴
の
時
代
背
景 

⼀
五
七 



 

 

︵
⼆
︶
⽇
本
式
の
市
場
経
済
の
仕
組
み 

⼀
六
⼆ 

︵
三
︶
⽇
本
式
の
消
費
市
場
・
ビ
ジ
ネ
ス
市
場
と
マ
ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ 

⼀
六
⼋ 

︵
四
︶
⽇
本
式
の
労
働
市
場
と
⼈
材
マ
ネ
ổ
ジ
メ
ン
ト 

⼀
⼋
⼀ 

︵
五
︶
⽇
本
式
の
資
本
市
場
と
フ
Ỻ
イ
ナ
ン
ス 

⼀
九
〇 

︵
六
︶
⽇
本
式
の
地
域
と
パ
ブ
リ
ỿ
ク
・
リ
レ
ổ
シ
ἂ
ン
ズ 

⼀
九
五 

︵
七
︶
⽇
本
式
の
資
本
主
義
と
ア
カ
ウ
ン
テ
ỻ
ン
グ 

⼆
〇
〇 

第
四
章
 

得
意
な
こ
と
を
磨
く 

⼆
〇
七 

︵
⼀
︶
私
の
処
⽅
箋 

⼆
〇
九 

︵
⼆
︶
得
意
を
磨
く
経
営
戦
略
の
具
体
例 

⼆
⼀
⼆ 

︵
三
︶
得
意
を
磨
く
経
営
戦
略
の
理
屈 

⼆
⼆
⼋ 

︵
四
︶
得
意
な
こ
と
を
⾒
つ
け
る
⽅
法 

⼆
五
〇 

第
五
章
 

お
客
さ
ん
を
創
造
す
る 

⼆
六
⼀ 

︵
⼀
︶
移
⾏
期
の
マ
ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ 

⼆
六
三 

︵
⼆
︶
カ
ワ
イ
イ
世
代
を
捉
え
る 

⼆
七
⼆ 

︵
三
︶
お
客
さ
ん
を
創
造
す
る
マ
ổ
ケ
テ
ỻ
ン
グ
の
や
り
⽅ 

⼆
⼋
⼀ 

第
六
章
 

今
の
世
で
事
業
が
⽬
指
す
も
の 

⼆
九
三 

︵
⼀
︶
何
を
信
じ
何
を
⽬
指
す
の
か 

⼆
九
五 

︵
⼆
︶
脱
近
代 

三
〇
⼆ 

巻
末
付
録
 

上
巻
で
使
ỵ
た
枠
組
み
と
⾔
葉 

三
⼀
⼆ 
 


