
ω
。
皀
巴

詈
。・
肓
口
巨
Φ
三

と

し

て

の

日

本

企

業

「公
共
性
」
の
国
際
比
較
の
た
め
の
概
念
整
理

(1
)

猪

木

武

徳
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環

境

問

題

、

イ

ン

サ

イ
ダ

ー

取

引

、

不

正

会

計

、

あ

る

い
は

企

業

の
社

会

的

責

任

(O
o
壱

o
蠧

けΦ

o。
○
α
巴

寄

ω
冒
。
昌
甑
窪

屠

1
0
ω
幻
)

論

な

ど

と

関

連

し

て

、

企

業

の

「
公

共

性

」

が
議

論

さ

れ

る

こ

と

が

多

い
。

こ

の
問

い

に

は
、

そ

れ

に

先

行

し

て

、

「
公

共

(它

げ
一一〇
)
」

と

は

何

か

、

そ

れ

は

「
共

同

(8

巳
ヨ
。
昌
)
」

と

ど

う

異

な

る

の

か
、

な

ど

の
問

題

が

存

在

す

る

が

、

ま
ず

こ

こ

で

は

や

や

発

見

的

(
】P
Φ
二
同
一ω
け
一〇

)
に

、

「
公

共

」

の
概

念

そ

の

も

の

が

企

業

と

い
う

社

会

的

存

在

と

ど

う

関

わ

る

の

か

を

い
く

つ
か

の
視

点

か

ら

吟

味

し

、

概

念

の
整

理

を

　　
　

試
み
る
。
そ
の
場
合
、
公
共
性
の
二
つ
の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
区
別
し
て
お
き

た
い
。
ひ
と

つ
は
企
業
と
い
う
社
会

の
中

の
組
織
体
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
公

共
性
、
も
う

ひ
と

つ
は
企
業

と

い
う
社

会
的

存
在

が
共

同
善

(8
ヨ
B
8

αq。
。
α
)
の
た
め
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
能
動
的
な
公
共
性

で
あ
る
。
前
者
は
、

企
業
と
い
う
組
織
体
自
体
が
本
来
的

に
持

つ

(あ
る
い
は
持
つ
べ
き
と
考
え
ら
れ

る
)
公
共
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は

「
企
業
と

い
う
存
在
も
法
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
典
型
的

に
現
れ
る
。
こ
の
場
合

の

「法
」
が
、

具
体
的
に
は
ま
ず
商
法
や
会
社
法
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
後
者

の

能
動
的
な
公
共
性
は
、
国
家
の
中

に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
国
境
を
越
え
た
経

済
活
動
を
行
う
る
場
合
で
も
、
企
業
が
共
同
善

の
形
成
に
参
与
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
は
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

本
稿
は
、
企
業
の

「公
共
性
」
を
論
ず
る
た
め
の

一
つ
の
試
論
と
し
て
、
日

本
企
業
を
例

に
取
り
、
こ
う
し
た

「公
共
性
」
の
問
題
を
国
際
比
較
の
視
点
か

ら
考
察
す
る
手
が
か
り
を
探
し
た
い
。
伝
統
的
な
経
済
学
は
、
大
企
業
や
労
働

組
合
の
よ
う
な
、
国
家
と
個
人
の
間

に
存
在
す
る

「中
間
的
な
組
織
」
の
機
能

や
役
割

に
十
分
な
注
意
を
向
け
ず
、
高
度

に
発
達
し
た
産
業
社
会
を
、
「独
立

し
た
合
理
的
な
個
人
」
の
市
場
競
争
と

「国
家
」
に
よ
る
統
制
と
介
入
と
い
う

二
元
的
な
対
立
図
式
で
特
徴
づ
け
て
き
た
。
し
か
し
大
企
業
、
労
働
組
合
、
各

種
職
能
団
体
、
消
費
者
団
体
な
ど
の
中
間
組
織
が
、
市
場
経
済
に
お
い
て
そ
れ
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そ
れ
の
メ
ン
バ
ー
の

「私
的
利
益
を
公
共
性
に
な
じ
む
も
の
へ
と
転
化
し
て
い

く
機
能
」
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
中
間
組
織
が
、
民
主
制

と
市
場
経
済
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
今
後
き
わ
め
て
重
要

に
な
る
と
考
え
ら

(3
)

れ
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
巨
大
化
し
複
雑
化
し
た
現
代

の
経
済

社
会

は
、
そ
の
全
領
域
を
私

(震
一く
鉾
①
)
と
公

(它
げ
膏
)
と

い
う

二
つ
の
局

面
で
区
切
る
だ
け
で
は
、
経
済
社
会
が
抱

え
る
問
題
に
十
分

に
対
処
で
き
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た
点
に
あ
る
。

い
ま
や
人
間
の
社
会
生
活
に
は
、
個
人
で
も
国

家
で
も
な

い
、
あ
る
い
は

只
才
鉾
①
に
も

b
二
σ
浮

に
も
属
さ
な

い
分
野
が
広

が

っ
て
お
り
、
そ
れ
を

oo
B
目
8

(共
同
)
と
い
う
中
間
領
域

に
位
置
づ
け

つ

つ
公
共
の
利
益
に
結
び

つ
け
る
努
力
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
以

上
が
、
本
稿

の
問
題
意
識

で
あ
る
。

1

企
業
は

「
単

一
の
意
思
を
持

っ
た
自
己
完
結
的

か
つ
合
理
的
な
存
在
」
で
は
な

い

企
業
内

の
技
能
形
成
や
人
材
育
成

に
関

心
を
抱
く
者

に
と

っ
て
、
「企
業
」

と
は
、
何
よ
り
も
そ
の
従
業
員
を
教
育

・
訓
練
し
な
が
ら
選
抜
し
て
い
く
装
置

と
映
る
。

つ
ま
り
企
業
は
、
そ
の
と
き
そ

の
と
き
に
与
え
ら
れ
た
人
的
資
源
を

組
み
合
わ
せ
て
、
で
き
る
限
り
高

い
生
産
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
中

・
長
期
的
に
も
、
ど
の
よ
う
に
人
材
を
育
て
れ
ば
最
適

の
人
的
資
源

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

(資
産
構
成
)
が
出
来
上
が
る
の
か
を
、
企
業
内

の
競
争

と
選
抜

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
用

い
て
実
現
し
て
い
く
組
織
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
す
で
に
、
人
的
資
源
の
開
発
と
い
う
社
会
的
な
機
能
が
存
在
す
る
。
こ

の
場
合
、
人
的
資
源
と
は
、
狭

い
意
味
で
の
経
済
的
な
資
産

の
み
を
指
す
の
で

は
な
く
、
職
業
・職
場
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
社
会
的
な
技
能
や
倫
理
的
な
感

覚
を
も
含
む
幅
広

い

「資
源
」
を
意
味
す
る
。

し
か
し
企
業
は
、
そ
の
内
部
構
造
が
何

で
あ
れ
、
経
済
学

で
は
、
こ
う

し
た

「社
会
性
」
は
追
求
さ
れ
ず
、
た
だ
明
確
な
単

一
意
思
を
持

っ
た
合
理
的
行
動

主
体
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
与
え
ら
れ
た
技
術

(8
0ぎ
o
δ
σq綴
)
制
約

の
下

で

費
用
を
最
小
化
す
る
企
業
の
行
動
が

「供
給
」
を
規
定
し
、
こ
れ
ら
全
て
の
企

業
の

「
供
給
」
の
総
量
計
画
表
が
市
場
に
現
れ
る
。
他
方

の

「消
費
者
」

の
場

合
も
同
様

で
あ
る
。
個
人
は
自
ら

の
選
好

(蹼
似
臼
Φづ
8
)
と
制
約
条
件

(予

算
制
約
)
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を
持
ち
、
自
分
の
満
足
度

の

一
番
高

い
選
択

を
行
い

(最
適
化
問
題
を
解
き
)、
そ
れ
が

「需
要
」
と
い
う
か
た
ち
で
市
場

に

現
れ
る
。
こ
れ
ら
集
計
さ
れ
た
需
要
と
供
給
が
市
場
で
出
会

い
、
そ
の
超
過
と

不
足
が
価
格

に
よ

っ
て
調
整
さ
れ
、
均
衡
の
価
格
と
数
量
が
決
ま
る
、
と
い
う

(
4
)

論
理
…構
造

に
な

っ
て
い
た
。

近
年
、
こ
の
よ
う
な

「企
業
」
や

「消
費
者
」
の
捉
え
方

に
つ
い
て
、
「理

論

と
し
て
の
完
成
度
は
高

い
が
、
現
実

の
経
済
問
題
を
考
え
る
際
の
必
ず
し
も

適
切
な
ガ
イ
ド
と
は
な
り
え
な

い
」
と
い
う
批
判
が
強
く
な

っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
上
述

の

「消
費
者
が
自
ら
の
選
好
と
制
約
条
件
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を

持

つ
」
と
い
う
点
を
見
て
み
よ
う
。
今
日
の
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
と
、
明
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日
の
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
違
う
の
が
人
間
の
常

で
あ
る
。
個
人
の
選
好

は
「
時
を
超
え

て
」
安
定
的
で
あ
り
え
な

い
。
こ
う
し
た
「
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
・

イ

ン
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー
」
が
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
学
で
は

「
企
業
」
も

「消
費
者
」
も

い
つ
で
も
同

じ
生
産
関
数
や
効

用
関
数

を
持

つ

(
5
)

も

の

と
想

定

さ

れ

て

き

た

。

こ

れ

ら

の
関

数

に
よ

っ
て
特

定

化

さ

れ

る

技

術

や

選

好

は

、

す

べ

て

企

業

や

消

費

者

の

行

動

の

結

果

と

し

て

「
内

生

的

(①
亭

α
。
ひq
Φ
ぎ

磊

)
」

に
形

成

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、

「
外

生

的

(Φ
×
O
ひq
Φ
昌
〇
二
ω
)
」

に
与

　　

　

え
ら
れ
て
い
る
と
前
提
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

自
己

の
状
態
や
外
的
環
境
の
変
化
に
よ

っ
て
、
人
間

の
行
動
は
変
わ
る
。
こ

の

「ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

・
イ
ン
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー
」
の
研
究

は
、
今
日
の
自
分

と
明
日
の
自
分
が
違
う
場
合
、
そ
の
矛
盾

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
人
間
は

ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
制
度
を
編

み
出
す
の
か
、
と
い

う
問

い
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
時

と
と
も
に
個
人
や
企
業
の
考
え
と
行

動
の
条
件
が
変
化
す
る
、
あ
る
い
は
外
的
環
境

に
よ

っ
て
主
体
の
選
好
や
制
約

条
件
が
変
化
す
る
中
で
、
首
尾

一
貫
性
や
合
理
的
行
動
を
確
保
す
る
た
め
の
装

置
と
し
て
の
社
会
制
度

に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
制
度
は
、
経
済

主
体
に
と

っ
て
の
合
理
性
を
阻
害
す
る
要
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
必
ず
し
も

「合
理
的

で
は
な
い
」
行
動
主
体

に
合
理
性
を
保
証
す
る
た
め
の
条
件
と
捉
え

る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
正
月
に
年
賀
状
を
交
換
し
た
り
、
新
年
の
決
意
を
表
明
し
た
り
す

る
場
合
を
考
え
よ
う
。
こ
う
し
た
慣
習
に
は
、
な
ん
ら
の

「合
理
性
」
が
存
在

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
慣
習
に
は
、
人
間
に
あ

る
種

の

「ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

・
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー
」
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
力

が
働

い
て
い
る
。
「正
月
」
と

い
う
暦

の
上
で
の
取
り
決
め
を
、
年
頭

に
改
め

て
自
己
確
認
を
し
、
将
来
の
計
画
を
考
え
直
す
た
め
の
制
度
と
見
る
。
そ
の
制

度
自
体

に
合
理
性
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
制
度
が
人
間
を
制
約
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
人
間
行
動
の
合
理
性
と
首
尾

一
貫
性
を
保
証
す
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
心
は
、
伝
統
的
な
経
済
学
で
考
え
ら
れ
て
き
た

「合
理
性
」
と

い

う
概
念
が
狭
す
ぎ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
し
て

「合
理
性

を
確
保
す
る
た
め
」
の
制
度
や

「公
共
性
」
と
い
う
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま

っ

て
き
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
所
有
権

の
保
障
、

契
約

の
履
行
な
ど
が
、

(経
済
的
な
)
秩
序
形
成
に
と

っ
て
不
可
欠
の
条
件

で

あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
基

本
的
条
件
の
持

つ
公
共
性

へ
の
論
理
的
な
含
意
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と

(
7
)

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

伝
統
的
な
経
済
学

に
お
い
て
企
業
や
個
人
を
考
え
る
場
合
、
「合
理
性
」
と

い
う
概
念
が
狭
か

っ
た
だ
け
で
な
く
、
合
理
的
な
選
択
を
す
る

「単

一
の
主

体
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
想
定

に
も
問
題
が
あ

っ
た
。

こ
の
想
定
に
よ

っ
て
、

経
済
学

の
中
の

「
企
業
」
は
そ
の

「社
会
性
」
の

一
部
を
失

っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
見
事
な
ま
で
の
論
理
的
整
合
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
経
済
学

に
は
、

一
企
業

の
行
動
が
、
他
企
業
や
他
の
社
会

の
成
員

に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

「外
部
性
」
と
い
う
概
念
は
あ
る
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も
の
の
、
外
部
性

の
あ
る
ケ
ー
ス
の
分
析

は
む
し
ろ
例
外
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
は
、
外
部
性
の
存
在
が
常
態
な

の
で
あ

っ
て
、
外
部
性
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
例
外
的
な

状
態
と
言

っ
て
も
よ
い
。
社
会
的
環
境
を
抜
き
に
し
て
は
企
業
は
存
在
し
得
な

い
。
企
業
は
本
質
的
に

「社
会
的
な
存
在

」
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
企
業
自
体
が
そ
の
内
部
で
、
ひ
と

つ
の
社
会
を
形
成
し
、
経
済
的
な

競
争
、
そ
れ
も
熾
烈
な
競
争
が
行
わ
れ
て

い
る
と

い
う
点
も
無
視
で
き
な
い
。

そ
の
意
思
決
定
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
自
体
も
複
雑
で
あ
る
。
企
業

の
C
E
O

(最
高

経
営
責
任
者
)
が
利
潤
を
最
大
化
す
る
と
決
定
す
れ
ば
、
現
場
の
全
て
の
従
業

員
に
そ
の
利
潤
動
機
が
浸
透
し
、
C
E
O

の
選
択
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
現
実

に
は
そ
う
な

っ
て
は
い
な
い
。
C
E
O
に
と

っ
て
利
潤
は
決

定
的

に
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
現
場
の
従
業
員
に
と

っ
て
は
、
ヒ

エ
ラ
ル
キ

ー
の
階
層
が
下
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
利

潤
動
機
は
弱
ま
る
場
合
が
多
い
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「企
業
が
単

一
の
意

思
決
定

の
主
体
で
あ
る
」
と
い
う

単
純
化
は
、
第

一
近
似
と
し
て
は
有
効

で
あ
る
が
、
「企
業
と
は
何
か
」
と

い

う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
経
済
学
者
は
実
感
し
始
め
た

の
だ
。
実
際

に
は

C
E
O
は
船
長

(o巷

琶
口
○粘
ヨ
巳
ω叶蔓
)
の
よ

う

に
は

行
動

で
き
な
い
。
ト
ッ
プ
の
決
断
が
現
場

に
あ
る
程
度
浸
透
す
る
こ
と
が
あ

っ

て
も
、
ト
ッ
プ
が
現
場
の
問
題

の
解
決
に
全
て
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。次

節
で
は
企
業

の

「社
会
的
存
在
」

の
い
く

つ
か
の
側
面
を
取
り
上
げ
よ
う
。

2

社
会
的
存
在
と
し
て
の
企
業

議
論
を
少
し
具
体
的
に
す
る
た
め
に
、
利
潤
最
大
化
行
動
か
ら
は
説
明
で
き

な
い
よ
う
な
役
割
を
企
業
が
果
た
し
て
い
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
そ
の
例
と
し

て
、
日
本
企
業
に
よ
る
源
泉
徴
収
業
務
や
福
利
厚
生
費
用
の

一
部
負
担
が
あ
る
。

企
業
が
政
府
機
関

の
代
理
者
と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
例
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
な
ぜ
企
業
が
行
う

の
か

(行
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
)

と
い
う
問
い

へ
の
明
確
な
答
え
は
な
い
。

2
-
1

企
業
の
租
税
徴
収
機
能

・
源
泉
徴
収
と
い
う
租
税
の
徴
収
方
法
は
、
納
税
義
務
者
以
外
の
第
三
者

(多

く
の
場
合

「企
業
」)
に
租
税
を
徴
収
さ
せ
、
こ
れ
を
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体

に
納
付
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。
通
常
、
第
三
者
が
給
与
等
の
支
払

い
の
際
に
そ

の

一
定
割
合
を
所
得
税
と
し
て
天
引
き
し
、

一
定
期
間
内
に
国
庫
に
納
付
す
る

と
い
う
形
を
取
る
。
こ
の
制
度

の
下
で
は
、
給
与
等

の
支
払
者
が
法
律
上
こ
の

源
泉
徴
収
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

所
得
税
の
源
泉
徴
収
は
、
多
く
の
国
々
で
採
用
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
が
、
日

本

の

「年
末
調
整
」
の
よ
う
に
最
終
的
な
税
額
の
計
算
ま
で
給
与
支
払
者
が
行

う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ッ
な
ど
少
数
の
例
は
あ
る
も
の
の
、
世
界
的
に
見

る
と
決
し
て

一
般
的
な
慣
行

で
は
な
い
。
源
泉
徴
収
と
い
う
点
で
は
、
日
本

の
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企
業

は
、
ω
Oo
壁
=
⇒
ω嘗
⊆
目
①
暮
と
し
て
重
要
な
役
割
を
委
譲
さ
れ
て
い
る
と

見
て
よ
い
。
ア
メ
リ
カ
は
源
泉
徴
収
は
あ

る
が
、
年
末
調
整
は
な
く
、
源
泉
徴

収
を
受
け
る
納
税
義
務
者
も
確
定
申
告
を
行
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン

(8

)

ス
に
は
そ
も
そ
も
源
泉
徴
収
と

い
う
制
度
が
な
い
。

源
泉
徴
収
は
、
徴
税
が
確
実
で
費
用
を
節
約
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
確
定
申

告
の
手
続
き
を
省
略
で
き
、
納
税
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
納
税
が
楽

に
な

る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

い
く

つ
か
の
欠
点

(例
え
ば
総
合
課
税

が
で
き
な
い
な
ど
)
が
あ
る
も
の
の
、
「企
業
」
と
い
う
給
与
等
の
支
払
者
に
徴

税
と

い
う
仕
事
を
委
譲
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「私
」
企
業
が
完
全

に
「公
」

的
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

日
本
で
所
得
税
が
創
設
さ
れ
た

の
は
、
明
治
二
〇

(
一
八
八
七
)
年

で
あ

っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
国
税
収
入
の
太
宗
は
地
租
と
酒
税
で
あ

っ
た
が
、
財
政
需
要

の
拡
大
に
よ

っ
て
新
た
な
財
源
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
所
得
税
法
は
、
そ
の
後
幾
度
か
税
制
改
革
に
よ

っ
て
改
正
さ
れ
た
が
、
昭
和

一
五

(
一
九
四
〇
)
年

の
改
正
で
は
、
源
泉
徴
収
制
が
拡
大
さ
れ
た
。
配
当
利

子
所
得
の
他
に
、
新
た
に
勤
労
所
得
に
対
し
て
も
源
泉
課
税
の
方
法
が
採
用
さ

　
　
　

れ
、
税
の
簡
易
化
が
進
め
ら
れ
た
。
戦
時

体
制
に
向
け
た
増
税

の
必
要
か
ら
、

勤
労
所
得
の
免
税
点
は

一
二
〇
〇
円
か
ら
七
二
〇
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
低
所

得
層

に
も
所
得
税
負
担
が
広
が
り
、
確
実

な
徴
税
の
必
要
か
ら
源
泉
徴
収
制
度

が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
を
簡
単

に
振
り
返
る
と
、
日
本

の
場
合
、
企

業
が
徴
税
機
能
の

一
部
を
担
う
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
主
と
し
て

「戦
時
体
制

の
下
に
お
け
る
確
実
な
税
の
捕
捉
」
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

(10
)

2
1
2

企
業
の
従
業
員
の
福
利
厚
生

福
利
厚
生

の

一
部
負
担
も
、
企
業

の
重
要
な
社
会
的
役
割

で
あ
る
。
現
金
給

与
支
払

い
以
外
に
企
業
が
労
働
費
用
と
し
て
支
出
す
る
福
利
厚
生
費

(歐
口
σqΦ

び
魯
Φ津
ω
)
は
、
企
業
規
模
や
業
種

に
よ

っ
て
そ
の
額
や
割
合
、
増
加
率

に
か

な
り
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
も
諸
外
国
で
も
、
歴
史
的
に
見
る

と

一
貫
し
て
顕
著
な
増
加
傾
向
を
示
し
て
き
た
。
O
E
C
D
六
力
国
の
全
労
働

費
用
に
占

め
る
非
賃
金
労
働
費

用

(Z
。『

鬢
蝉
σq①
い
菩
。霞

O
。ω叶ω
一
N
W
L

C
)
の
割
合
を
約
二
〇
年
に
わ
た

っ
て
比
較
す
る
と
、
デ
ー
タ
が
ど
れ
ほ
ど
国

際
比
較
に
耐
え
う
る
か
は
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も

非
賃
金
労
働
費
用
の
割
合
が
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン

ス

・
ド
イ
ツ

・
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
大
陸

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
す
で
に
四
割
を
超

え
て
い
る
。
日
本
は

「
企
業
の
福
祉
丸
抱
え
」
の
国
と
い
わ
れ
る
が
、
平
均
で

二
割
程
度
で
あ
り
、
必
ず
し
も
企
業
内
福
利
厚
生

の
先
進
国
で
は
な
い
。

国
に
よ

っ
て
何
が
福
利
厚
生
費
に
含
ま
れ
る
か
、
何
が
労
働
費
用
と
み
な
さ

れ
る
か
は
多
少
異
な
る
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
企
業
内
福
祉
制
度
を
持

つ
か
は
、

そ
の
国
の
社
会
保
障
制
度
の
内
容
、
あ
る
い
は
歴
史
的

・
社
会
的
条
件
に
よ

っ

て
異
な
る
た
め
、
労
働
費
用
や
福
利
厚
生
費
を
直
接
数
量
的
に
国
際
比
較
す
る

こ
と
は
難
し

い
。
そ
れ
で
も
大
ま
か
な
と
こ
ろ
を
比

べ
る
と
、
日
本
よ
り
欧
州
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の
方
が
、

一
人
当
た
り
労
働
費
用

の
中

で
N
W
L
C

(法
定
福
利
費
、
法
定
外

福
利
費
、
退
職
金
な
ど
)
の
コ
ス
ト
が
占
め
る
割
合
は
は
る
か
に
高

い
。

ち
な
み
に
外
国
と
比
較
し
な
が
ら
日
本

の
特
徴
を
見
る
と
、

い
く

つ
か
の
興

(
11
)

味
深
い
点
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

一
つ
は
、
日
本
で
は
法
定
外
福
利
厚
生

費

の
企
業
規
模
間
格
差
が
大
き
い
こ
と
。

そ
し
て
住
宅
に
関
す
る
費
用
が
福
利

厚
生
費
の
中
の
大
き
な
割
合
を
占
め
、
そ
れ
が
規
模
間
格
差
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
住
宅
費
用
に
は
、

社
宅
や
独
身
寮
の
維
持

・
管
理
な
ど

の
た
め
の
経
常
的
支
出
の
み
が
計
上
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
土
地
な
ど

の
ス
ト

ッ
ク
の
サ
ー
ビ
ス
価
格
を
も
福
利

厚
生
費
の
中
に
算
入
す
れ
ば
、
日
本

の
規
模
間
格
差
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
福
利
厚
生
費
の
存
在
理
由
に
は
い
く

つ
か
の
説
明
が
あ
り
う
る
。
企
業

が
同
額
の
報
酬
を
労
働
者
に
支
払
う
と
し

て
も
、
現
金
で
は
な
く
福
利
厚
生

の

形
を
と
る
と
、
課
税
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

る
と
い
う

「節
税
効
果
」
を
ま
ず
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
企
業
が
労
働
費
用
を
支
払
う
場
合
、
現
金
で
は

な
く
福
利
厚
生
の
形
で
支
払

っ
た
方
が
、
労
働
者

に
と

っ
て
価
値
が
大
き
い
と

い
う

「規
模

の
効
果
」
が
生
ま
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
従
業
員
用
の
キ
ャ
フ

ェ
テ

リ
ア
や
海

の
家
は
大
企
業
し
か
持

っ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
大
規
模
企
業
ほ
ど

労
働
者

一
人
当
た
り
低

い
コ
ス
ト
で
、
労
働
者

に
と

っ
て
大
き
な
価
値
の
福
利

厚
生
を
供
与
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
源
泉
徴
収
業
務
だ
け
で
な
く
福
利
厚
生

の
場
合
も
、
企
業
が

本
来
的
な
業
務
以
外
に
行
う
部
分
が
か
な

り
の
勢
い
で
増
加
し
て
き
て
い
る
。

福
利
厚
生
は
企
業
の
責
任
か
ら
個
人
の
責
任
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る

　ロ
　

考
え
方
も
あ
る
が
、
全
般
的
な
ト
レ
ン
ド
と
し
て
は
、
企
業
の
福
利
厚
生
事
業

は
、
従
業
員
の
健
康
か
ら
食
生
活
、
引
退
後

の
生
活
、
あ
る
い
は
子
弟
の
教
育

に
い
た
る
ま
で
、
生
活
の
か
な
り
の
側
面
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
が
世
界
的
現

象
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
企
業
が
雇
用
保
険
な
ど
社
会
保
険
の
保
険
料
の

一

部
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

2
1
3

企
業
の
従
業
員
が
連
合
し
て

(組
合
組
織
に
よ
っ
て
)

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
を
張
る

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
を
国
が

(法
律
に
よ
っ
て
)
張
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
分
野

・
対
象
は
確

か
に
存
在
す
る
。
例
え
ば
倒
産
企
業

の
未
払

い
賃
金

(定
期
給
与

・
退
職
金
)
確
保
の
問
題
に
対
し
て
は
、
「
賃
金
支
払

い
確
保
法
」

(労
災
福
祉
事
業
)、
「破
産
法
」
が
問
題
と
な
ろ
う
。
前
者

に
関
し
て
は
、
立
替

払
い
限
度
額

の
引
き
上
げ
、
後
者
に
関
し
て
は
租
税
債
権
を
労
働
債
権
よ
り
優

先
さ
せ
て
い
る
旧
法
を
、
逆
に
労
働
債
権
の
方
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

　お

　

い
う
方
向

に
改
正
さ
れ
た
。

ま
た
、
失
業
者
に

一
定
の
手
当
て
を
支
給
す
る
ほ
か
、
雇
用
安
定

・
能
力
開

発

・
雇
用
福
祉
の
三
事
業
を
行
う
た
め
の
公
的
保
険
で
あ
る

コ
雇
用
保
険
」
が
、

伝
統
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
種
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
は
九
〇
年
代
か
ら
の
不
況
期
に
お
い
て
さ

ら
に
広
く
深
く
張
り
巡
ら
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

二
〇
〇

一
年

一
二
月
に
成
立
し
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た
緊
急
雇
用
対
策
法
に
よ

っ
て
、
訓
練
延
長
給
付
を
拡
充
し
て
再
就
職
の
た
め

の
二
回
目
の
訓
練
期
間
中
も
失
業
手
当
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、

そ
の
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
失
業
対
策
を
は
じ
め
と
す

る
社
会
保
障
制
度
が
、
国
民
の
生
存

権
、
す
な
わ
ち
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
存
在

す
る
と
い
う
基
本
的
思
想
が
あ
る
た
め
、
失
業
時
の
生
活
費

の
給
付
は
国
家
に

よ
る
社
会
保
障
制
度
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
が
支
給
す

べ
き
も
の
だ
と
い
う
考

え
が
強

い
。
も
ち
ろ
ん
現
行
の
雇
用
保
険
制
度
自
体
に
は
保
険
機
能
が
組

み
込

ま
れ
て
い
る
か
ら
、
本
人
に
よ
る
保
険
料

の

一
部
支
払

い
が
あ
り
、
給
付
の
す

べ
て
が
国
家

に
よ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、

そ
れ
で
も
国
家
が
そ
の
保
険
制
度
の

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
企
業
の
負
担
分
が

ど
の
程
度
労
働
者
側
に

「転
嫁
」
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
経
済
学
的
な
問
題

も
存
在
す
る
。

し
か
し
す
べ
て
を
国
家

に
任
せ
る
こ
と

で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
私
的
保
険
に
よ

っ
て
リ
ス
ク
を
回
避

・
解
決
す
る
こ
と
だ
け
で
は

,

問
題
は
解
決
し
な
い
。
要
は
、
同
種

・
同
程
度
の
リ
ス
ク
を
も

つ
人
々
を
会
員

と
す
る
団
体
が
中
間
的
な
組
織
運
営

に
よ

っ
て
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
問

題

に

(そ
の
性
質
に
応
じ
て
)
適
切
に
対
応

で
き
る
よ
う
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、

一
昔
前
に
比

べ
て
銀
行
が
融

資
先
を
変
え
始
め
た
だ
け
で
な
く
、
現
代

の
社
会
経
済
的
な
問
題
自
体
の
性
格

が
徐
々
に
変
わ

っ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
労
働
金
庫
が
そ
の
社
会
的
機
能

(14
)

と
事
業
内
容
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
企
業
別
の
労
働

組
合
が
、
毎
月
の
経
営
状
況
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
を
法
的
に
整
え
る
と
い

う
こ
と
も
、
重
要
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

3

企
業
の
社
会
的

「
責
任
」
と
は

次

に
共
同
善

(8
ヨ
ヨ
8

ひq
oo
α
)

へ
向

け
た
企
業

の
能

動
的
な
貢
献

と
い

う
面

へ
目
を
向
け
よ
う
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
近
年
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る

「企
業

の
社
会
的
責

任

(O
o
壱
o『簿
Φ
ω
o
o巨

幻
①ωb
o磊
一巨
芽

l
O
ω
菊
)」
で

あ
る
。
日
本

の
大
企
業

の
多
く
は
、
近
年
C
S
R
の
レ
ポ
ー
ト
を
公
刊
し
て
い

る
。
ど

の
よ
う
な
内
容

の
も
の
な

の
か
、
関
西
電
力

(二
〇
〇
六
)
の
例

を
見

(15

)

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
か

つ
安
定
的
な
供
給
、
環
境
問

題

へ
の
先
進
的
な
取
り
組
み
、
地
域
社
会
の
発
展
に
向
け
た
積
極
的
な
貢
献
、

人
権
の
尊
重
と
良
好
な
職
場
環
境

の
構
築
、
透
明
性
の
高

い
開

か
れ
た
事
業
活

動
、
そ
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

レ
ポ
ー

ト
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
全
て
を
含
め
た
倫
理
的
な
責
任
が

「社
会
的
責
任
」
と

い
う
概
念

の
中
核
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
概
念

の
曖
昧
さ
は
否

定
で
き
な

い
。

「企
業
の
社
会
的
責
任
」
は
、
企
業

の
行
動

・
選
択
が
、
社
会
的

に
望
ま
し

く
な
い
結
果
を
生
み
出
し
た
時
に
問
わ
れ
る

「責
任
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
概
念

の
内
実
は
い
ま
だ
十
分
熟
し
て
い
な
い
き
ら

い
が
あ
る
。
そ
の
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点

に
つ
い
て
次

に
見
て
み
よ
う
。

「責
任
」
と
い
う
言
葉
は
、
時
と
し
て
二

つ
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

「責
任
」
の
反
対
語
と
し
て
二
つ
の
言
葉
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ひ
と

つ
は
、
①
責
任
が
あ
る
の
に

果
た
し
て
い
な
い
と
い
う

「無
責
任

(冒

Φωo
。コ
ω彎
Φ)」
と
い
う
言
葉
、

い
ま

ひ
と

つ
は
、
②

そ
も
そ
も
責
任

の
所
在

が
な

い
と

い
う

「責

任
性

の
欠
如

(信づ
同①ω口
O
昌ω一く
Φ)」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
現
代

の
産
業
社
会

で
は
、
後
者

の

場
合

の
よ
う

に
、
責
任

の
所
在
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
「約
束
事
と
し
て
」
責
任

を
割
り
振
る
こ
と
に
よ

っ
て
(倫
理
的
問
題

で
は
な
く
)
「政
策
的
問
題
」
と
し

て
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
の

「無
責
任
」
と

「責
任
性

の
欠
如
」
と
い
う
区
別
は
、
米
国
の
社
会
科

(16

)

学
者
ト
ー

マ
ス

・
シ

ェ
リ
ン
グ
教
授

に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
①
内
在
的

な

(そ
の
存
在
自
体
と
分
離
で
き
な
い
形
の
)
責
任
と
、
②
誰

の
責
任

に
す
べ
き

か
明
白

で
は
な

い
が
、
そ
の
責
任
を
誰
か
に
帰
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
責
任

と
を
区
別
し
た
。
後
者

の
場
合
、
そ
れ
を
誰

の
責
任
と
し
て
割
り
振
る
か
を
決

め
、
そ
れ
を
果
た
し
た
場
合

に

一
定
の
評
価
を
与
え
る
と

い
う
よ
う
に
、
「擬

制
的

に
責
任
を
割
り
振

っ
て
」
問
題
を
処

理
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ

と
が
、
前
者
と
の
違

い
で
あ
る
と
述

べ
て

い
る
。
簡
単

に
言
え
ば
、
前
者

ワ

お
ωづ
o
昌
繊
亘
Φ
は
倫
理
的
問
題
、
後
者

二
霞
①
ωづ
○
霧
守
Φ
は
政
策
問
題
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

一
例
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
航
空
機

の
ハ
イ
ジ

ャ
ッ
ク
防
止
対
策
を
挙
げ

(17
)

て
い
る
。
テ
ロ
行
為
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
手
荷
物
検
査
は
非
常

に
厳
し
く
な

っ
た
が
、
こ
れ
を
航
空
会
社
と

い
う

「企
業
」
の
仕
事
と
す
る
の
か
、
出
入
国

管
理
局
と
い
う

「国
家
」
の
仕
事
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
(国
家
が
取
り
締
ま
る
べ
き
)
犯
罪
と

(航
空
会
社
が
取
り
組
む
べ
き
)
安
全

性
の
問
題
が
表
裏

一
体
と
な

っ
て
い
て
、
最
終
的
に
誰
が
責
任
を
と
る
の
か
と

い
う
問
題
が
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
の
責
任
の
構
造
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
が
発
生
し
た
場
合
、
防
止
体
制
が
完
全
で
な
か
っ
た
こ
と
の

責
任
を
誰
が
と
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
航
空
会
社
と
し
て
は
自
社
の

安
全
性
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
利
益
を
得
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
検
査
を

法
律
で
義
務
化
し
て
、
そ
れ
を
航
空
会
社
以
外

の
責
任
で
行
う
こ
と
を
望
む
だ

ろ
う
。
現
実
に
、

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
発
生
の
最
終
責
任
を
航
空
会
社
の
C
E
O
だ

け
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
難
し

い
。
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
中
に
は
、
こ
の
種

の
問
題

で
は
経
営
者
が
謝
罪
し
て
辞
任
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
と
い
う
図
式
が
あ
る
が
、

実
際
に
は
そ
の
責
任

の
所
在
は
決
し
て
自
明
で
は
な

い
。

「社
会
的
責
任
」

の
問
題
は
、
企
業
の
中
の
個
人
の
責
任
が
本
来
的
に
問
わ
れ

て
し
か
る
べ
き
問
題
と
、
責
任

の
所
在
を

「約
束
に
よ

っ
て
」
割
り
振

っ
て
お

く
性
質
の
問
題
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
技
術
や
社
会
が
複
雑
に

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
誰
の
責
任

か
を
明
確

に
確
定
で
き
な
い
問
題
が
増
加
す
る
。

全
て
の
政
策
問
題

に
必
ず
し
も
正
解
が
無

い
よ
う
に
、
責
任
性
の
存
在
し
な

い

(あ
る
い
は
は
っ
き
り
し
な
い
)
事
柄
も
あ
る
。
擬
制
的
な
責
任
の
割
り
振
り
を

便
宜
的
に
用
意
し
て
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
十
分
あ
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SocialInstrumentと して の 日本 企 業

り
う
る
。
言
い
換
え
れ
ぼ
、
倫
理
的
な
問
題
と
政
策
的
な
問
題
を
区
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

4

企
業
と
倫
理
は
無
縁
か
?

企
業
活
動
に
は

つ
ね
に

「利
害
」
が
関
係
す
る
、
し
た
が

っ
て
企
業
は
、
カ

ン
ト
的
な
意
味
で
の
倫
理
と
は
無
縁
で
あ

る
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
カ
ン

ト
に
よ
る
と
、
行
為
の
道
徳
的
価
値

の
特
徴
は

「利
害
」
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ

(18
)

に
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
の
考
え
方
に
従
う

と
す
れ
ぼ
、
「利
害
」
か
ら
な
さ
れ

る
行
為
が

一
切
の
道
徳
的
価
値
を
失
う
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
企
業
活
動

の
中
心
は

「利
害
」

で
あ
る
か
ら
、
「企
業
倫
理
と
道
徳

は
無
縁
」
と

い
う
こ

と
に
な
る
。
経
済
は
反
道
徳
的
な
の
で
は
な
く
、
非
道
徳
的
な
の
で
あ
る
。

マ

ル
ク
ス
の
誤
り
は
、
経
済
を
、
疎
外
や
搾

取
と
い
っ
た
言
葉
で
道
徳
化
し
た
こ

と
に
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
他
方
、

資
本
主
義
を
道
徳
に
し
よ
う
と
望
む

も
の
は
、
「市
場
」
を
宗
教

に
し
、
企
業
を
偶
像
と
し
て
し
ま
う
。

企
業
活
動
が
社
会
的
に
批
判
さ
れ
る
場
合
、
「利
潤
動
…機
や
資
本
主
義
経
済

に
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
出
て
く
る
こ
と
が
多

い
が
、
こ
こ
に
も
基
本

的
な
混
同
が
あ
る
。
例
え
ば
利
潤
動
機
に
基
づ
か
な

い
社
会
主
義
経
済
圏
の
公

害
は
、
自
由
主
義
経
済
圏
よ
り
も
ひ
ど
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
む

し
ろ
経
済
が
成
長
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
環
境
保
全
活
動
が
進
む
の
で
あ
り
、
環

境
の
悪
化
は
体
制

の
問
題

で
は
な

い
(こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
0
8
ωωヨ
鋤§

鋤P
α
丙
歪
Φαq
臼
(H㊤
㊤切)
響
匡
爰
び
躄
鵬
厂

い
Φ<
ぎ
ω○
げ
コ
き
α
芝
=
ω8

(NO
OO
)
の
研

究
が
参
考
に
な
る
)。
「環
境
を
破
壊
し
た
の
は
産
業
化
で
あ
り
、
自
由
主
義
経

済
体
制
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
に
は
、
問
題

の
深
刻
な
混
同
が
あ
る
。

環
境
破
壊
は
体
制

の
問
題
で
は
な
く
、
重
要
な
こ
と
は
、
社
会
的

に

(共
同

善
か
ら
見
て
)
「行
き
過
ぎ
」
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
行
き
過
ぎ
を
是

正
し
、
環
境
を
改
善
さ
せ
る
た
め
の
法
的
措
置
や
政
策
を
ど
う
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で

「中
」
に
戻
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ

れ
は
経
営
者

の
倫
理
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
公
共

の
利
益
に
か
か
わ
る
問
題
で

も
あ
る
。
利
潤
動
機
そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
利
潤
動
機
自
体
は
、
誇

る
べ
き
動
機
で
あ
り
、
人
類
が
富
を
創
出
し
た
の
は
こ
の
利
潤
動
…機
で
あ

っ
た

こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
利
潤
動
機
に

「行
き
過
ぎ
」
が

あ

っ
た
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
体
制

に
お
い
て
も
、
政
治
的
ネ

ポ
テ
ィ
ズ
ム
を
含
め
、
政
治
的
な
権
力
闘
争
の
恐
ろ
し
い

「行
き
過
ぎ
」
が
起

こ

っ
た
。
倫
理
の
問
題
と
は
、
基
本
的
に

「
他
者
と
の
関
係

に
お

い
て
」
(社

会
的
に
)
「行
き
過
ぎ
」
を
如
何

に
是
正
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
倫
理
的
な

「善
」
は
、
二

つ
の
悪
徳

(「行
き

(
19
)

過
ぎ
」
と

「不
足
」)
の
問
に
立

つ

「中
」
の
峰
な
の
で
あ
る
。
倫
理
感

の
低
下

の
問
題
は
、
自
由
企
業
制
度

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
人
間
も
、
そ
し
て
ど

の
人
間
集
団
も
が
持

っ
て
い
る
社
会
的
な
観
点
か
ら
の

「行
き
過
ぎ
」
や

「極

端
な
不
足
」
に
対
す
る
感
情
が
も
た
ら
す
結
果
な
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の

「行
き
過
ぎ
」
を
ど
う
是
正
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
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社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
企
業

の

「倫
理
的
」
選
択
問
題
が
現
れ
る
。
そ
れ
は

「行
き
過
ぎ
」
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
、
自
発
的

(<
。
ぼ
算
巴

ωヨ
)
で
も
な

く
強
制
的

(OO
Φ『O一〇]P
)
で
も
な

い
よ
う
な
形
で
、
相
互
に
自
己
規
制

し
あ
う

よ
う
な
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
経
済
団
体
の
よ

う
な
中
間
組
織
が
環
境
問
題

に
対
す
る
注
意
を
喚
起
し
て
相
互
に
環
境
破
壊
に

通
じ
か
ね
な

い
よ
う
な
経
済
活
動
を
規
制

し
た
り
、
「
ビ
ジ
ネ

ス

・
エ
シ
ッ
ク

ス
」
に
つ
な
が
る
啓
蒙
活
動
な
ど
は
、
過

去
に
も
現
在

に
も
そ
の
例
が
あ
る
。

互
い
に
自
己
規
制
し
合

い
な
が
ら
競
争
す
る
枠
組
み
を

つ
く
り
、
そ
れ
に
従
わ

な
い
者
が

「社
会
的
制
裁
」
を
受
け
る
よ
う
な
自
己
規
制
の
仕
組

み
が
必
要
な

の
で
は
な

い
か
。

本
稿
の
冒
頭

で
、
公
共
性

の
二
つ
の
意
味
を
区
別
す
る
と
述

べ
た
。

一
つ
は

企
業
と
い
う
社
会
の
中

の
組
織
体
そ
の
も

の
に
内
在
す
る
公
共
性
、
も
う
ひ
と

つ
は
企
業
と

い
う
社
会
的
存
在
が
公
共
善

(8
目
ヨ
o
旨
ひq
o
o住
)
の
た
め
に
働

き
か
け
よ
う
と
す
る
能
動
的
な
公
共
性
で
あ
る
。
前
者
は
、
企
業
と

い
う
組
織

体
自
体
が
持

つ
本
来
的
な
公
共
性
を
意
味

し
、
「企
業
と
い
う
存
在
も
法
を
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
典
型
的
に
現
れ
る
。
後
者
の
能
動
的

な
公
共
性
は
、
国
家

の
中

に
お
い
て
も
、
国
境
を
越
え
た
経
済
活
動
を
す
る
企

業
で
も
、
企
業
が
公
共
善
の
形
成

に
参
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ど
の
よ

う
な
場
合
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
企
業
の

「
社
会
的
責
任
」
は
こ

の
後
者

の
範
疇
に
属
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
環
境
問
題

へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
見
る
と
、
社
会
全
体

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
の
効
率
化
は
、
社
会
全
体

の
福
祉
に
貢
献
す
る
。
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
対
策
も
同
様

で
あ
る
。

企
業
が
海
外
事
業
展
開
を
す
る
場
合
の
地
球
温
暖
化
防
止
の
取
り
組

み
も
地
球

社
会
全
体
に
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。

こ
の
種
の
取
り
組
み
が
、
企
業
の
能
動
的
な
公
共
性

に
如
何
に
貢
献
す
る
の

か
、
そ
し
て
日
本
の
企
業
が
外
国
の
諸
企
業
に
比

べ
て
、
こ
の
点

で
い
か
な
る

特
徴
が
あ
る
の
か
を
抽
出
す
る
こ
と
が
、
企
業
の
国
際
比
較
の
際
の
ひ
と
つ
の

重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

参

考

文
献

・
猪
木

武
徳

『経

済

思
想
』

岩
波

書
店

一
九

八
七
年

・
猪
木

武
徳

「
企
業
内

福
利

厚

生

の
国
際

比
較

に
向

け

て
」
猪
木

武
徳

・
樋

口
美

雄
編

『
日
本

の
雇

用

シ

ス
テ
ム

と
労

働
市

場
』

所
収

日
本
経

済

新
聞

社

一

九

九
五
年

・
猪

木
武

徳

「
セ

ー

フ
テ

ィ

ネ

ッ
ト

は

誰

が

張

る

の

か
ー

労
働

金

庫

を

例

と

し

て
」

『
日
本
労

働
研

究
雑

誌
』

蜜
ひ
逡

特
別

号
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〇

〇

四
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・
ぎ
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U
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O
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井
克

人
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会
社

は

こ
れ

か
ら

ど
う

な

る
の

か
』

平

凡
社

二
〇

〇

三
年

・
岩

井
克

人

『
会
社

は
だ

れ

の
も

の

か
』

平

凡
社

二
〇

〇

五
年

・
橘

木
俊

詔

『
企
業

福
祉

の
終

焉

-
格
差

の
時

代

に
ど

う
対
応

す

べ
き

か
』
中

公

新

書

二
〇

〇

五
年

・
大

蔵
省

財
政

金
融

研
究

所
財

政
史

室
編

『大

蔵

省
史
-

明

治

・大

正

・
昭
和
1

』

第

二
巻
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九
九

八
年

・
大

蔵
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財
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史
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和
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史
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終
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講
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ま
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八
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九
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『国

税
業

務

の
概
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岩
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注(
1
)

本

稿

は
、

二
〇
〇

六
年

一
〇
月

二

八
、

二
九
日
学

習
院

大
学

で
開

か
れ

た

第

七

一
回

公
共
哲

学
京

都

フ

ォ
ー

ラ
ム

「
国
家

と
公

共
世

界
」

に

お

い
て
報
告

し

た
論

文

に
、
桂

木

隆

夫

(学

習

院

大

学

)
、
稲

垣

久

和

(東

京

基

督

教

大

学

)
、
紙

谷

雅

子

(学
習

院

大
学

)
、

曽
根

泰

教

(慶

應
義

塾

大

学

)
、
橋

本

努

(北
海
道

大

学
)
、

森
村

進

(
一
橋

大
学

)
、

山
脇

直
司

(東

京
大

学
)
、
金
泰

昌

(公
共

哲

学
共

働

研
究

所

)
矢

崎

勝
彦

(京

都

フ

ォ
ー

ラ

ム
)

か
ら

い
た
だ

い

た

コ
メ

ン
ト
を
参

考

に
し

な
が

ら
改

訂
し

た
も

の

で
あ

る
。

フ

ォ
ー

ラ

ム
参

加

者

に
改

め

て
感
謝

し

た

い
。

(
2
)

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、

ぎ
o
江

(卜。
O
O
ω
)
で
あ
ら

ま
し

を
論

じ

た
。

(
3
)

国
2

昌
Φ
ω

(
H
り
b。
①
)

(
4
)

ゲ

ー

ム
論

で
は

な
く

一
般
均

衡
論

の
枠

組

み
を

と
る
標

準
的

な

ミ

ク

ロ
経

済

学

の
教
科

書

は
、

す

べ
て

こ
う
し

た
理
論

構

造

で
解

説

さ
れ

て

い
る
。

そ

の

厳

密

さ
、
論

理
的

な
整

合
性

は
社

会
科

学

の
中

で
最

も
美

し

い
理
論

の

一
つ
だ

と
言

わ
れ

る
。

(
5
)

こ

の
点

に
関

す

る
問
題

を
、

最

も
早

い
時

期

に
理
論
的

に
展

開

し
た
経

済

学

者

の

一
人

は
日
・
ω
9

巴

ヨ
ひq
で
あ

ろ
う

。
彼

の
関

心

は
社

会

制

度

論

に
あ

っ
た

と
も
考

え

ら
れ

る
。
彼

の
論

点

が
最

も
包
括

的

に
取

り
扱

わ
れ

て

い
る

の

は
、
ω
9

Φ
∈
旨
ひq

(一
㊤
Q。
癖
)

で
あ

る
。

(
6
)

効

用
関

数

が
外
生

的

に
与

え
ら

れ

る
も

の
で

は
な
く
、

社
会

的

に
、
内

生

的

に
形

成

さ

れ

る

と

い

う

点

を

強

調

し

た

の

は

F

・
ナ

イ

ト

で

あ

る
。

内
巳
ひQ
霹

(一
Φ
Q。
切
)
。

(
7
)

こ

の
点

に

つ
い
て
は

、
猪
木

(
一
九

八
七

)
第

一
章

に
解
説

が

あ

る
。

ヒ

ュ
ー
ム

『
人
性
論

』

の
第

三
篇
第

二
部
を
参

照

。

(
8
)

国
税

庁

(
二
〇

〇

六
)

(
9
)

大
蔵

省
財

政
金

融
研

究
所

財
政

史
室

(
一
九
九

八
)

二
〇

五

1

二
〇

七
頁

。

金
子
宏

(
一
九

九

二
)

四
六

1
五

四
頁
。

(
10
)

以
下

の
解

説

は
、
猪

木

(
一
九

九

五
)

に
よ

る
分
析

を
要

約

し
た

も

の
で

あ

る
。

(
11
)

特

に
、
猪

木

(
一
九

九

五
)
第

三
節

を
参

照
。

(
12
)

橘

木

(
二
〇
〇

五
)

(
13
)

新

し

い

「
破
産

法
」

で

は
、
労

働
債
権

の
う

ち
、
未

払
給

料
債

権

に

つ
い

て

は
、

破

産
手

続
開

始
前

三

ヶ
月
間

に
生

じ
た

も

の
を
、

退
職

手
当

の
請

求
権

に

つ
い
て
は
、

原
則

と

し
て
退

職
前

三

ヶ
月
間

の
給

料

の
総
額

に
相

当
す

る
額

を
、

そ
れ

ぞ

れ
財
団

債
権

と

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

(
14
)

猪
木

(
二
〇
〇

四
)

が
、

労
働

金
庫

の
保

険
機
能

の
た

め

の
中

間
組

織

と

し

て

の
可
能

性

を
論

じ

て

い
る
。

(
15
)

関

西

電
力

(
二
〇
〇

六
)

は
、

同
社

の
C

S

R

へ
の
取
り

組

み
を
報

告

す

る
も

の
で
あ

る
。

(
16
)

ω
9

①
=
ヨ
ひq
(一
㊤
。。
ら
)

(
17
)

ω
魯

Φ
≡
お

(H
O
。。
ら
)

(
18
)

○
○
ヨ
け
?
oり
O
O
づ
く
皀
①

(
b。
O
O
ら
)
が

こ

の
立

場

か
ら

の
理
論

を

展
開

し

て

い

る
。

(
19
)

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス

『
ニ
コ
マ

コ
ス
倫

理
学

』
第

二
巻

第

二
章
、

第
六

章

-

第

九
章

。
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