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二
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）

岡
　

部
　

幸
　

徳

一
　

は
じ
め
に

平
成
一
九
年
度
は
、「
企
業
経
営
を
支
え
る
価
値
観

の
要
諦
は
な
に
か
」
を
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
年
間

で
あ
っ
た
。
企
業
に
よ
る
食
品
を
中
心
と
し
た
様
々
な

偽
装
問
題
が
多
く
発
覚
し
た
為
で
あ
る
。
賞
味
・
消
費

期
限
改
竄
、
生
産
地
の
偽
装
、
毒
物
混
入
な
ど
食
品
に

関
連
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
よ
る
偽
り
や
杜
撰

な
管
理
が
暴
露
さ
れ
た
。
企
業
の
社
会
的
責
任
（
以

下
、
C 

S 

R
）
が
問
わ
れ
る
現
在
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
行
為
は
、
企
業
が
短
期
的
な
経
済
的
利
益
の
み
を

最
優
先
す
る
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
個
々
の
企
業
が
ど
の
よ
う
に
、

社
会
的
責
任
を
負
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
企
業
の
も

つ
価
値
観
で
あ
る
企
業
・
組
織
の
倫
理
観
に
依
拠
す
る
。

そ
れ
は
、
組
織
の
長
た
る
経
営
者
の
価
値
観
が
非
常
に

影
響
を
及
ぼ
す
。
C 

S 

R
の
考
え
自
体
は
、
社
会
に

広
く
周
知
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
定
着
と
浸
透
、
そ
し

て
実
現
が
ま
ま
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

承
知
の
よ
う
に
C 

S 

R
は
わ
が
国
に
お
い
て
、
い

ま
初
め
て
焦
点
を
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
戦
後

高
度
成
長
期
に
公
害
問
題
を
軸
と
し
て
、
企
業
行
動
の

あ
り
方
と
そ
の
責
任
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
た
歴
史
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
緯
を
無
視
し
て
、
現
在
の
C 

S 

R

を
議
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
企
業
の
経
済
活
動
や

人
々
の
生
活
が
現
在
の
地
球
温
暖
化
問
題
の
発
露
と
す

る
な
ら
ば
、
わ
が
国
が
通
っ
て
き
た
道
を
必
ず
再
検
討

し
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
谷
口
先
生
の
研
究
の
一
九

八
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
論
文
で
構
成
さ
れ
て

い
る
本
著
は
大
い
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
の
C 

S 

R
問
題
の
方
向
性
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
。

二
　

第
一
章
「
戦
後
復
興
期
に
お
け
る
「
企
業
経
営
の

民
主
化
」
問
題
」

第
一
章
の
「
戦
後
復
興
期
に
お
け
る
「
企
業
経
営

の
民
主
化
」
問
題
」
で
は
、
戦
後
の
復
興
期
で
あ
る

一
九
四
五
年
～
五
四
年
ま
で
の
経
済
団
体
お
よ
び
経
営

者
団
体
の
思
想
と
そ
の
行
動
を
考
察
し
て
い
る
。「
企

業
経
営
の
民
主
化
」
か
ら
転
じ
て
、
生
産
第
一
主
義
的

か
つ
、
労
使
協
力
主
義
的
な
「
企
業
経
営
の
合
理
化
」

へ
の
定
着
の
過
程
を
分
析
し
て
み
せ
る
。
本
章
の
「
緒

言
」
に
お
い
て
、「
経
営
思
想
の
転
換
」
点
と
し
て
「
経

済
復
興
会
議
」
解
散
以
前
と
、
同
会
議
解
散
直
前
に
結

成
さ
れ
た
日
本
経
営
者
連
盟
（
現
在
の
日
本
経
団
連
、

以
下
、
日
経
連
）
の
活
動
の
経
営
思
想
の
違
い
を
通
し

て
、
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

両
者
の
共
通
点
と
し
て
「「
民
主
化
」
を
基
礎
に
「
合

理
化
」
を
推
進
し
、「
経
済
再
建
」
を
計
ろ
う
と
す
る

マ
ク
ロ
の
過
程
に
つ
い
て
の
思
考
」
を
あ
げ
る
。
し
か

し
、
経
済
復
興
会
議
解
散
以
前
で
は
、「
先
験
的
な
「
合

理
化
を
前
提
に
せ
ず
、
む
し
ろ
「
民
主
化
」
に
よ
っ
て

「
合
理
化
」
を
意
義
付
け
よ
う
と
し
た
が
、
日
経
連
活

動
期
に
お
い
て
は
、「
先
験
的
な
「
合
理
化
」
を
前
提

と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
民
主
化
」
を
意
義
付
け
よ

う
と
し
た
」
と
整
理
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

三
　

第
二
章
「
一
九
七
〇
年
代
の
経
営
者
思
想
と
企
業

の
実
態
」

第
二
章
の
「
一
九
七
〇
年
代
の
経
営
者
思
想
と
企

業
の
実
態
」
に
お
い
て
は
、
経
営
の
根
本
的
問
題
と
し

て
、「
高
度
経
済
成
長
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ

た
一
九
七
〇
年
代
前
半
（
昭
和
四
五
～
四
八
年
頃
）
の

反
企
業
主
義
や
反
産
業
主
義
の
台
頭
お
よ
び
オ
イ
ル
・

シ
ョ
ッ
ク
の
発
生

）
1
（

」
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
「
労
働
者
を
も
含
め
た
「
種
々
の
利
害
関
係
者
」

と
の
関
係
で
よ
り
広
範
に
、
よ
り
根
源
的
」
に
、「
企

業
経
営
の
本
質
、
経
営
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
」
い
る

も
の
と
し
て
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
高
度
成
長
期
の
企
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業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
は
、「
国
際
競
争
力
の
強
化
、

完
全
雇
用
の
実
現
、
一
人
当
た
り
収
入
の
欧
米
な
み
へ

の
増
大

）
2
（

」
で
あ
り
、
そ
の
「
目
標
達
成
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
社
会
や
国
か
ら
期
待
さ

れ
」
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
に
よ
っ
て
企
業
活
動

中
心
の
環
境
条
件
が
整
備
さ
れ
、
社
会
か
ら
こ
れ
が
容

認
さ
れ
る
。
こ
れ
が
わ
が
国
で
の
企
業
中
心
主
義
の
定

着
理
由
で
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ス
面
の
結
果
こ
そ
「
高
度

経
済
成
長
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
高
度
経
済
成

長
は
「
貧
困
か
ら
の
開
放
、
肉
体
労
働
か
ら
の
開
放
、

時
間
か
ら
の
開
放
を
期
待
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
谷

口
は
一
方
で
、
高
度
経
済
成
長
の
マ
イ
ナ
ス
面
と
し

て
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
顕
在
化
と
し
な
が
ら
も
、「
公

害
や
単
調
労
働
な
ど
に
見
ら
れ
る
企
業
の
内
外
に
お
け

る
人
間
性
疎
外
の
現
象

）
3
（

」
を
あ
げ
て
い
る
。
一
九
七
〇

年
代
に
入
り
こ
れ
ら
に
対
す
る
自
覚
が
社
会
的
に
高
ま

り
、
反
企
業
・
反
産
業
主
義
が
浸
透

）
4
（

」
し
て
い
く
。
こ

の
原
因
と
し
て
企
業
中
心
主
義
は
、
経
済
的
、
物
質
的

な
豊
か
さ
の
実
現
に
寄
与
し
た
が
、「
そ
の
豊
か
さ
の

質
的
向
上
や
精
神
的
豊
か
さ
の
実
現
に
は
結
び
つ
か

ず
、
そ
れ
ら
の
基
盤
と
な
る
人
間
性
を
破
壊
す
る

）
5
（

」
点

を
そ
の
理
由
に
あ
げ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
民
的
コ

ン
セ
ン
サ
ス
」
が
崩
れ
、
企
業
の
視
点
か
ら
見
た
場
合

に
、「
不
安
定
で
敵
対
的
で
あ
る
経
営
環
境
へ
転
嫁
し

て
」
い
く
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
「
社
会
的
責
任
問
題

や
経
営
参
加
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
」
と
い
う
。

谷
口
の
分
析
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
、

社
会
的
責
任
問
題
が
「
問
題
」
と
し
て
現
実
性
を
持
つ

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
「
客
観
的
条
件
の
存
在
」
と
「
主

観
的
条
件
の
介
在
」
が
必
要
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
具

体
的
に
は
、「
企
業
目
標
と
社
会
的
要
請
の
乖
離
が
益
々

拡
大
し
て
い
き
」
…
…
拮
抗
勢
力
と
し
て
の
「
労
働
組

合
、
消
費
者
団
体
、
環
境
保
護
団
体
な
ど
が
組
織
化
さ

れ
、
企
業
は
そ
れ
ら
環
境
勢
力
か
ら
の
批
判
、
攻
撃
、

圧
力
に
直
面
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
い
う
な
れ
ば
「
環

境
の
主
体
化
」
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
環
境
の

主
体
化
」
を
「
客
観
的
条
件
」
と
し
、「
企
業
自
ら
「
対

応
す
べ
き
交
渉
相
手
」
と
し
て
作
り
出
し
た
現
象
」
で

あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
「
主
観
的
条
件
」
を
経
営
者
の

環
境
認
識
に
求
め
、「
い
か
な
る
内
容
の「
社
会
的
責
任
」

理
念
を
構
築
し
、
そ
れ
を
以
下
に
実
践
し
て
い
く
か
、

と
い
う
経
営
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
も
の
」
と
述

べ
る
。

四
　

第
三
章
「
戦
後
日
本
資
本
主
義
と
経
営
思
想
」

第
三
章
「
戦
後
日
本
資
本
主
義
と
経
営
思
想
」
は

一
九
九
〇
年
に
執
筆
さ
れ
た
論
文
と
し
て
非
常
に
興
味

深
い
内
容
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
バ
ブ
ル
景
気
」
の
終

焉
期
の
立
ち
位
置
か
ら
、
今
後
の
日
本
経
済
の
あ
り
方

を
視
野
に
捉
え
、
経
営
者
と
日
本
的
経
営
論
の
今
後
の

課
題
を
設
定
す
る
。

当
時
の
日
本
的
経
営
に
関
す
る
議
論
は
優
越
性
論
、

崩
壊
論
、
特
殊
性
論
の
三
す
く
み
状
態
で
、
高
度
情
報

化
・
国
際
化
の
進
展
に
合
わ
せ
ら
れ
る
新
た
な
経
営
の

あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。
近
視
眼
的

に
見
れ
ば
、
結
果
的
に
は
二
つ
目
の
崩
壊
論
が
も
っ
と

も
現
実
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
谷
口
は
こ

の
「
三
す
く
み
状
態
」
を
お
さ
え
な
が
ら
も
、
日
本
の

経
営
者
の
課
題
を
「
実
態
と
し
て
の
「
日
本
的
資
本
主

義
経
済
シ
ス
テ
ム
」
と
、
理
念
と
し
て
の
「
自
由
主
義

経
済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
埋
め
、「
新

し
い
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
」
を
構
想
し
、
そ
の
下

で
機
能
す
る
あ
る
い
は
そ
れ
を
現
実
化
さ
せ
る
「
新
日

本
的
経
営
」
の
提
唱
と
そ
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
位
置
づ
け
る
。
具
体
的
に
は
「
経
営
思
想
の
内

容
と
経
営
理
念
の
性
質
、
経
営
思
想
と
経
営
理
念
の
連

結
の
度
合
い
、
そ
し
て
経
営
実
践
の
倫
理
レ
ベ
ル
を
解

明
」
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
中
で
も
、
経
営
実
践
の

倫
理
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、「
直
接
的
な
経
営
環
境
で

あ
る
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
自
体
の
倫
理
レ
ベ
ル
の

反
映
」
で
あ
り
、
そ
の
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
の
倫

理
レ
ベ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
主
体
で
あ
る
政
府
、
企

業
、
家
計
の
倫
理
レ
ベ
ル
の
反
映
で
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン

ス
の
結
果
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。

つ
ま
り
、
バ
ブ
ル
景
気
の
終
焉
期
に
あ
っ
て
新
た

な
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
際
の
要
諦
に

は
、
政
府
、
企
業
、
家
計
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
倫
理
の
確
立
と
涵
養
が
不
可
欠
と
な
る
こ
と
を
こ

の
時
点
で
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
し

か
し
、
谷
口
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
の
「
深
化
」

を
め
ざ
す
べ
き
と
述
べ
る
。



社 会 と 倫 理

176

「
倫
理
の
確
立
」
か
ら
「
倫
理
の
深
化
」
へ
の
転
換

の
た
め
に
は
、
思
想
、
理
念
、
規
制
・
調
整
・
誘
因
シ

ス
テ
ム
の
形
成
に
お
け
る
理
想
主
義
と
現
実
主
義
の
役

割
に
目
を
む
け
な
お
し
、「
経
営
思
想
、
理
念
形
成
は

む
し
ろ
理
想
主
義
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
」
あ
っ
て
、

実
現
化
へ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
規
制
・
調
整
・
誘
因
シ

ス
テ
ム
の
形
成
・
運
営
は
現
実
主
義
的
に
、
理
念
の
実

現
に
向
け
て
漸
次
的
に
改
革
し
て
い
く
べ
き
」
と
論
ず

る
。
ま
た
、
経
営
者
が
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
「
た
だ

単
に
「
清
く
、正
し
く
」
行
動
す
る
こ
と
」
で
は
な
い
。

法
律
な
ど
「
規
制
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
の
み
で
な

く
、
そ
れ
を
「
誘
因
」
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
不
可
欠

で
あ
る
」
と
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
経
営
思
想
や
理
念
の

再
考
を
意
味
し
、
新
た
な
自
由
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
へ

の
動
因
を
与
え
る
こ
と
が
企
業
の
自
己
責
任
で
あ
る
と

し
て
、「
社
会
シ
ス
テ
ム
・
モ
ラ
ル
を
吟
味
し
た
上
で
、

自
己
の
な
か
に
取
り
入
れ
、
新
し
い
主
体
モ
ラ
ル
を
形

成
し
て
い
く
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
そ
の
モ
ラ
ル
に
対

し
て
責
任
的
で
あ
る
」
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

五
　

第
四
章
「
日
本
企
業
に
と
っ
て
の
新
し
い
地
平

：

海
外
で
取
り
組
む
「
地
域
社
会
関
係
」」

本
章
は
一
九
九
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀

か
ら
二
一
世
紀
へ
の
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
直
前
に

あ
っ
て
、
す
ぎ
ゆ
く
「
二
〇
世
紀
」
を
「
近
代
化
」
の

世
紀
と
位
置
づ
け
て
い
る
。「
近
代
化
」
に
は
、「
民
主

化
、
平
等
化
」
と
「
合
理
化
」
の
即
応
的
進
展
が
意
図

さ
れ
、
そ
の
思
考
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
「
合
理
化
の
目
的

化
」
と
「
民
主
化
、
平
等
化
の
手
段
化
」
へ
と
固
定
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
評
価
し
、こ
の
「
固
定
化
」
が
「
二
〇

世
紀
的
問
題
」
の
根
源
と
断
ず
る
。
で
は
、
こ
こ
で
い

う
「
二
〇
世
紀
的
問
題
」
と
は
具
体
的
に
な
ん
な
の
か
。

二
〇
世
紀
に
は
「
高
度
な
経
済
成
長
」、「
人
間
生
活
の

豊
か
さ
」
を
実
現
し
た
反
面
、「
人
間
に
よ
る
人
間
の

手
段
化
」、「
環
境
破
壊
」
が
進
ん
だ
。
こ
れ
ら
を
問
題

と
し
て
提
起
し
、
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
民
主

化
、
平
等
化
」
と
「
合
理
化
」
の
相
互
促
進
的
循
環
過

程
を
現
実
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
察
し
て
い
る
。

そ
の
現
実
化
の
た
め
に
、こ
れ
ま
で
の
「
企
業
経
営
」

か
ら
「
事
業
経
営
」
へ
の
転
換
の
必
要
性
を
唱
え
る
。

こ
こ
で
は
、
企
業
を
「
人
と
お
金
の
シ
ス
テ
ム
」、
事

業
を
「
人
と
物
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
捉

え
、
前
者
を
「
資
本
結
合
の
意
思
で
あ
る
利
潤
追
求
の

た
め
に
の
み
、
事
業
が
手
段
化
さ
れ
、
事
業
が
経
営
さ

れ
る
在
り
方
」
と
、後
者
は
「
事
業
に
力
点
が
置
か
れ
、

企
業
と
事
業
が
統
一
さ
れ
る
経
営
の
在
り
方
」
と
し
、

「
事
業
は
本
来
的
に
「
社
会
性
」
と
「
公
益
性
」
を
も
っ

て
」
お
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
事
業
は
社
会
な
い

し
環
境
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
。

こ
れ
を
立
脚
点
と
し
て
、「「
事
業
経
営
」
と
は
、
こ
の

事
業
の
「
社
会
性
」、「
公
益
性
」
を
思
考
の
基
盤
に
置

き
、
そ
の
実
現
を
課
題
と
し
て
追
求
す
る
経
営
の
あ
り

方
」
と
定
義
す
る
。
利
潤
追
求
の
た
め
に
の
み
事
業
が

手
段
化
さ
れ
る
「
企
業
経
営
」
か
ら
、「
社
会
性
」「
公

益
性
」
を
も
つ
「
事
業
経
営
」
に
「
民
主
化
、平
等
化
」

と
「
合
理
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
回
復
し
促
進
す
る
創
造

性
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
。

「
事
業
経
営
」
へ
と
転
換
し
た
と
き
に
、企
業
と
「
社

会
性
」
と
「
公
益
性
」
と
の
関
連
が
鮮
明
と
な
る
。
そ

こ
で
は
、
企
業
経
営
か
ら
事
業
経
営
へ
の
転
換
を
め
ざ

し
た
「
良
好
で
健
全
な
地
域
社
会
関
係
の
形
成
」
の
事

業
活
動
例
を
あ
げ
て
い
る
。「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
米
国
ホ
ン
ダ
（
以

下
、
H 

A 

M
）
を
取
り
上
げ
る
。
事
例
の
詳
細
を
説

明
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
し
な
い
が
、
H 

A 

M
は
「
積

極
的
か
つ
継
続
的
な
社
会
貢
献
活
動
と
真
摯
的
か
つ
漸

進
的
な
社
会
的
責
任
の
遂
行
努
力
の
合
成
」
と
な
る
よ

う
な
方
向
の
「
良
き
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
」を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。「
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
は
、「
社
会
的
責
任
」

と
「
社
会
的
貢
献
」
の
統
合
と
捉
え
、
社
会
の
発
展
に

寄
与
し
、
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
高
め
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
と
説
明
す
る
。
そ
れ
は
「
貢
献
で

あ
る
と
共
に
、
社
会
的
存
在
者
と
し
て
の
義
務
で
あ
り

そ
の
こ
と
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
の
存
在
は

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」」
と
定
義
す
る
。

そ
の
上
で
、「
良
き
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
」
に
は
、

・
社
会
的
責
任
の
「
継
続
性
」
と
「
真
摯
性
」
が
、

社
会
的
貢
献
の
「
継
続
性
」
と
「
積
極
性
」
の
「
保

障
」
と
な
り
、
そ
の
予
測
可
能
性
を
高
め
る
も
の
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と
し
て
機
能
す
る

・「
社
会
的
貢
献
」
の
充
実
が
「
社
会
的
責
任
」
の

高
度
な
遂
行
を
促
進
す
る
よ
う
な
関
係
と
し
て
、

「
地
域
社
会
関
係
」
を
再
構
築
す
る

こ
と
が
肝
要
と
述
べ
る
。

最
後
に
、
企
業
が
良
好
な
地
域
社
会
関
係
を
形
成
す

る
意
図
を
了
解
し
、「
事
業
経
営
」
へ
と
転
換
す
る
為

の
二
つ
の
条
件
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
ま
さ
に

現
在
の
わ
が
国
の
企
業
倫
理
・
C 
S 
R
の
現
状
と
課
題

に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

①
　

「
短
期
的
利
益
」
で
な
く
「
長
期
的
利
益
を
想
定

し
て
い
る
」
こ
と
。

②
　

地
域
社
会
と
の
相
互
関
係
を
基
礎
に
、
よ
り
高
次

の
「
事
業
経
営
」
へ
と
自
己
改
革
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
、「
長
期
的
利
益
」
を
想
定
し
て
い
る
こ

と

六
　

ま
と
め

こ
こ
ま
で
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
内
容
を
要
約

し
て
き
た
。
戦
後
わ
が
国
の
経
済
団
体
や
企
業
が
、
ど

の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
経
済
発
展
を
遂
げ
て
き
た

の
か
を
理
解
す
る
に
十
分
な
論
述
と
分
析
が
、
極
め

て
分
か
り
や
す
く
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
谷
口
先

生
ご
自
身
が
、
い
み
じ
く
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

「
C 

S 

R
が
浮
上
し
て
き
た
歴
史
社
会
的
文
脈
を
明
示

し
、
C 

S 

R
経
営
に
関
す
る
理
論
的
体
系
化
の
た
め

の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
用
意
す
る
こ
と
」
と
い
う
目
的

を
も
っ
て
本
書
は
、
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
浅
学
無
知
の

私
に
と
っ
て
は
、
C 

S 

R
を
一
か
ら
理
解
し
な
お
す

機
会
を
頂
戴
し
、
本
当
に
多
く
の
こ
と
を
学
び
な
お
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
本
書
に
は
、
第
五
章
「
日

本
に
お
け
る
企
業
倫
理
と
大
学
に
お
け
る
教
育
お
よ
び

研
究
課
題
」、
補
論
「「
和
の
精
神
」
の
歴
史
的
変
容
と

そ
の
課
題
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
谷
口

先
生
の
経
営
倫
理
教
育
へ
の
お
考
え
が
書
き
綴
ら
れ
て

い
る
。
本
書
を
紐
解
き
、
ぜ
ひ
先
生
の
お
教
え
を
お
読

み
い
た
だ
き
た
い
。
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