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前
著
『
会
社
は
だ
れ
の
も
の
か
』

で
著
者
は
、
資
本
主
義
は
本
来
自
己

利
益
を
追
求
す
る
が
、
そ
の
中
心
に

あ
る
会
社
で
は
、
経
営
者
に
信
任
と

い
う
形
で
倫
理
性
が
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
。
こ

の
関
係
を
さ
ら
に
一
般
化
し
、
市
民

社
会
論
に
展
開
で
き
な
い
か
、
と
い

う
の
が
本
著
の
論
で
あ
る
。

「
資
本
主
義
と
国
家
と
い
う
仕
組
み

が
厳
然
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
実
は

そ
れ
ぞ
れ
が
矛
盾
や
不
安
定
性
を
抱

え
て
い
て
、
自
己
崩
壊
し
か
ね
な
い

も
の
で
す
。

資
本
主
義
の
根
底
に
あ
る
貨
幣
は
、

物
理
的
に
は
た
だ
の
紙
切
れ
で
す
。

道
端
に
紙
切
れ
が
落
ち
て
い
て
も
誰

も
気
に
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
紙
に
福

沢
諭
吉
の
顔
が
書
い
て
あ
れ
ば
人
は

足
を
止
め
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に

貨
幣
が
社
会
的
実
体
性
を
持
つ
の
は

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
み
な
が
貨
幣
は

貨
幣
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
自
己
循
環
論
法
に
よ
っ
て
貨
幣

は
貨
幣
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
」

国
家
の
基
礎
で
あ
る
法
律
も
同
様

に
、
み
な
が
法
だ
と
思
っ
て
い
る
か

ら
法
と
し
て
の
効
力
を
発
揮
す
る
。

簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
ほ
ど
低
い

柵
で
も
、
入
っ
た
ら
罰
せ
ら
れ
る
と

思
う
か
ら
人
の
動
き
を
封
じ
こ
め
ら

れ
る
の
だ
。
こ
の
自
己
循
環
論
法
に

よ
っ
て
貨
幣
と
法
が
成
り
立
つ
以
上
、

ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
ナ
チ
ス
を
生
み

出
す
よ
う
な
不
安
定
さ
を
抱
え
ざ
る

を
え
な
い
と
著
者
は
言
う
。
し
か
し

一
方
で
貨
幣
と
法
は
、
人
間
に
と
っ

て
必
要
不
可
欠
な
の
も
事
実
だ
。

「
物
々
交
換
で
は
な
く
、
貨
幣
が
あ

る
か
ら
必
要
な
と
き
に
誰
と
で
も
交

換
で
き
る
、
あ
る
い
は
使
わ
な
い
と

い
う
自
由
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た

法
が
あ
る
か
ら
、
や
ら
れ
た
ら
や
り

返
す
と
い
う
弱
肉
強
食
の
関
係
で
は

な
く
、
損
害
賠
償
の
権
利
と
義
務
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
貨
幣

と
法
が
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い

る
と
言
え
る
の
で
す
」

法
と
貨
幣
に
加
え
、
も
う
一
つ
人

間
を
人
間
に
す
る
も
の
と
し
て
著
者

が
注
目
す
る
の
が
言
語
だ
。
人
間
は

言
語
を
通
し
て
知
ら
な
い
人
と
も
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
以
上
を
踏
ま
え
、
著
者

は
、
貨
幣
が
資
本
主
義
の
基
礎
を
な

し
た
よ
う
に
、
言
語
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
市
民
社
会
を
置
き
、
貨

幣
＝
資
本
主
義
、
法
＝
国
家
、
言

語
＝
市
民
社
会
と
い
う
二
重
の
三
角

形
を
描
い
て
市
民
社
会
論
を
論
じ
る
。

「
市
民
社
会
と
は
言
語
を
基
礎
に
も

ち
、
法
が
支
配
す
る
国
家
と
、
貨
幣

が
支
配
す
る
資
本
主
義
を
補
完
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。
市
民
社
会
の
例
に

N
P
O
や
N
G
O
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
同
性
愛
者
同
士
の
結
婚
の
権
利

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
N
P
O
が
活

動
し
、
そ
の
権
利
が
確
立
さ
れ
る
と
、

や
が
て
そ
れ
は
法
と
し
て
国
家
に
吸

収
さ
れ
ま
す
。
市
民
社
会
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
間
が
他
人
を
思
い
や
っ
た

り
自
由
を
求
め
た
り
、
さ
ら
に
広
く
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い
え
ば
、
倫
理
性
を
も
っ
た
活
動
を

す
る
部
分
な
の
で
す
」

こ
う
し
た
倫
理
面
が
、
21
世
紀
に

入
っ
た
現
在
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る

と
著
者
は
指
摘
す
る
。

「
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
時
代
に
、

プ
ロ
化
・
専
門
化
が
進
み
契
約
志
向

が
進
ん
で
い
ま
す
。
契
約
は
自
己
利

益
追
求
が
基
本
原
則
で
す
が
、
契
約

志
向
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
契
約
に

は
還
元
で
き
な
い
要
素
と
し
て
信
任

関
係
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
」

例
に
挙
げ
る
の
が
、
医
者
と
患
者

の
関
係
だ
。
も
し
医
者
が
自
己
利
益

の
追
求
を
し
始
め
た
ら
、
患
者
は
実

験
台
に
さ
れ
か
ね
な
い
。
医
者
は
患

者
に
、
患
者
の
利
益
の
み
を
考
え
て

手
術
す
る
と
い
う
信
任
義
務
を
負
っ

て
い
る
の
だ
。

「
資
本
主
義
は
、
本
来
契
約
社
会
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
契
約
関
係
を

拡
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
必
然
的
に

倫
理
性
を
要
求
す
る
信
任
関
係
も
広

が
っ
て
く
る
の
で
す
。
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス

的
な
資
本
主
義
論
で
は
不
安
定
性
は

な
く
な
り
ま
せ
ん
し
、
法
で
す
べ
て

を
縛
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
不
可
能

で
す
。
資
本
主
義
と
法
の
基
礎
に
、

倫
理
的
な
関
係
で
あ
る
市
民
社
会
を

置
く
。
こ
う
い
う
モ
デ
ル
を
構
想
し

な
け
れ
ば
現
代
は
う
ま
く
い
か
な
い

と
思
い
ま
す
」

市
民
社
会
論
は
ま
だ
仮
説
と
著
者

は
言
う
が
、「
真
理
に
な
っ
て
い
な
い

思
想
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

著 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

国
家
と
資
本
主
義
を
支
え
る

市
民
主
義

契
約
志
向
の
時
代
に

倫
理
性
が
よ
り
要
求
さ
れ
る
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年
功
序
列
・
終
身
雇
用
の
崩
壊
や

成
果
主
義
の
導
入
な
ど
、
企
業
で
働

く
人
を
取
り
巻
く
環
境
は
激
変
し
、

こ
れ
か
ら
社
会
に
出
よ
う
と
す
る
者

は
自
分
で
リ
ス
ク
を
判
断
し
会
社
を

選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し

た
。
ま
た
そ
も
そ
も
働
く
こ
と
に
求

め
る
も
の
は
人
に
よ
っ
て
違
う
の
で

す
か
ら
、
仕
事
の
内
容
や
会
社
の
様

子
を
知
っ
て
自
分
に
あ
う
企
業
を
選

び
た
い
と
思
う
も
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
求
人
雑
誌
や
募
集
広
告
を

見
て
も
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
企

業
側
の
視
点
に
立
っ
た
情
報
ば
か
り

で
、
都
合
の
悪
い
情
報
は
公
開
さ
れ

ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
企
業
を
選
ぼ
う

に
も
判
断
し
よ
う
が
な
く
、
自
己
責

任
で
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
選
べ
と
言

わ
れ
て
も
戸
惑
う
し
か
な
い
で
し
ょ

う
。そ

こ
で
働
く
側
の
視
点
に
立
っ
て

必
要
な
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
出
版

し
た
の
が
本
書
で
す
。
企
業
の
広
報

は
通
さ
ず
、
各
会
社
の
社
員
数
人
に

直
接
会
い
、
そ
の
企
業
の
人
な
ら
誰

も
が
知
っ
て
い
る
事
実
、
例
え
ば
仕

事
の
内
容
、
評
価
の
仕
方
、
標
準
的

な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
や
企
業
風
土
に
つ

い
て
聞
い
た
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
現
在
の
20
代
、
30
代
に

と
っ
て
ど
の
程
度
望
ま
し
い
環
境
に

あ
る
か
を
評
価
し
ま
し
た
。
基
準
は

「
仕
事
」「
生
活
」「
対
価
」
の
3
つ
あ

り
、
や
り
が
い
、
キ
ャ
リ
ア
、
負
荷
、

人
間
関
係
、
報
酬
水
準
な
ど
9
つ
の

小
項
目
ご
と
に
5
点
満
点
で
採
点
し
、

総
合
点
を
出
し
て
い
ま
す
。
元
々
は

W
e
b
上
で
始
め
た
企
画
で
、
本
書
で

は
I
T
・
サ
ー
ビ
ス
業
編
と
し
て
23
社

の
情
報
と
評
価
点
を
掲
載
し
ま
し
た
。

評
価
が
高
い
企
業
が
全
て
の
人
に

と
っ
て
働
き
た
い
企
業
に
な
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
で
分
か
る

の
は
、
あ
る
一
つ
の
基
準
で
見
た
と

き
の
各
企
業
の
違
い
で
す
。
読
者
に

は
自
分
の
価
値
観
と
照
ら
し
て
企
業

を
選
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

企
業
に
は
、
も
っ
と
情
報
公
開
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
は
や
一
人

の
社
員
の
定
年
ま
で
責
任
を
持
つ
余

裕
が
な
い
の
は
明
ら
か
で
す
。
情
報

が
な
く
選
択
で
き
な
い
状
況
で
入
社

し
て
、
後
か
ら
「
こ
ん
な
は
ず
で
は

な
か
っ
た
」
で
は
働
く
側
に
と
っ
て

だ
け
で
な
く
、
企
業
に
と
っ
て
も
不
幸

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。

（
渡
邉
談
）

『江戸に学ぶ企業倫理』
編著者／日本取締役協会（生産性出版　2600円税別）

企
業
の
不
祥
事
が
続
発
し
、
経
営

者
の
倫
理
観
の
欠
如
が
嘆
か
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
も
そ
も
日
本
人
や

日
本
企
業
の
倫
理
観
と
は
何
で
し
ょ

う
か
、
ま
た
ど
う
や
っ
て
培
わ
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
こ

の
根
源
的
な
問
い
へ
の
回
答
を
探
し

て
歴
史
を
遡
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
見

つ
け
た
の
が
江
戸
時
代
で
す
。

例
え
ば
、
有
名
な
近
江
商
人
の

「
三
方
よ
し
」
は
、
売
り
手
と
買
い
手

に
加
え
て
、
世
間
（
商
品
を
売
買
す

る
地
域
）
の
利
益
も
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
ま
す
。
職
人
の
も

の
づ
く
り
の
精
神
に
は
、
使
い
勝
手

や
形
の
美
し
さ
、
丈
夫
さ
を
追
求
す

る
こ
と
で
、
使
い
手
に
対
す
る
責
任

を
果
た
し
誠
実
さ
を
示
そ
う
と
す
る

心
構
え
が
あ
り
ま
し
た
。
松
代
藩
の

財
政
再
建
を
成
し
遂
げ
た
恩
田

杢

は
、
農
民
と
も
肌
を
合
わ
せ
る
仲
間

と
し
て
接
し
、
嘘
も
言
わ
ず
、
何
事

も
相
談
し
て
決
め
る
こ
と
で
信
頼
関

係
を
築
く
な
ど
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
を
重
視
し
た
現
在
に
通
ず
る
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
石
田
梅
岩
は
、
実
直
な
商

売
を
す
る
こ
と
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
基
本

で
あ
り
、
同
時
に
物
事
の
本
質
を
知

る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
商
い
を
通

じ
た
人
間
修
養
と
し
て
の
商
人
道
を

生
み
出
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
こ
の

商
人
道
に
日
本
人
の
倫
理
と
社
会
的

責
任
の
源
流
を
見
出
し
ま
し
た
。

本
書
で
取
り
上
げ
た
江
戸
の
人
々

の
姿
は
、
企
業
倫
理
の
原
点
と
は
社

会
か
ら
信
頼
さ
れ
る
企
業
の
構
築
だ

と
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。
経

営
の
効
率
性
や
株
価
と
い
っ
た
市
場

経
済
の
一
面
だ
け
を
強
調
し
た
経
営

を
す
れ
ば
、
企
業
は
社
会
か
ら
信
頼

を
失
い
か
ね
な
い
こ
と
は
現
実
の
世

界
が
既
に
証
明
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
C
S
R
（
企
業
の
社
会
的

責
任
）
の
重
要
性
が
盛
ん
に
叫
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
環
境
問
題
へ
の
配
慮

や
社
会
活
動
へ
の
貢
献
だ
け
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江

戸
の
商
人
が
実
践
し
て
い
た
よ
う
に
、

実
直
に
商
売
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
一

人
ひ
と
り
が
商
売
を
通
じ
て
よ
り
良

く
生
き
よ
う
と
し
、
社
会
に
役
立
つ
こ

と
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
、
倫
理

的
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

（
小
林
氏
談
、
監
修
者
）

働
く
側
の
視
点
か
ら

企
業
を
採
点
す
る

実
直
に
商
売
を
す
る
こ
と
が

社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
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