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　視　　点

　

〈「
経
営
改
革
」
い
ろ
い
ろ
経
済
学
〉

上
杉
鷹
山
に
学
ぶ　

改
革
へ
の
勇
気
と
気
概

　

一
九
六
一
年
、
第
三
五
代
米
国
大
統
領

に
就
任
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
、

日
本
人
記
者
団
か
ら
「
あ
な
た
が
、
日
本

で
最
も
尊
敬
す
る
政
治
家
は
誰
で
す
か
」

と
い
う
質
問
を
受
け
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
即

座
に
「
上
杉
鷹
山
で
す
」
と
答
え
た
と
い

う
。

　

お
そ
ら
く
、
日
本
人
記
者
団
の
中
で
も

上
杉
鷹
山
の
名
を
知
っ
て
い
る
者
は
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

上
杉
鷹
山
は
、
江
戸
中
期
、
上
杉
謙
信

を
祖
と
す
る
米
沢
藩
主
で
、
逼
迫
し
た

財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
名
君
で

あ
っ
た
。
財
政
危
機
に
瀕
す
る
現
代
日
本

に
と
っ
て
も
、
ま
た
経
営
改
革
が
急
務
で

あ
る
中
小
企
業
の
経
営
に
と
っ
て
も
、
そ

の
範
と
な
る
べ
き
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

上
杉
鷹
山
は
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
、

日
向
高
鍋
藩
主
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、

数
え
年
一
〇
歳
に
し
て
米
沢
藩
主
上
杉

重
定
の
養
子
と
な
っ
た
。

　

上
杉
家
は
関
ヶ
原
の
合
戦
で
豊
臣
方

に
味
方
し
た
た
め
、
会
津
一
二
〇
万
石
か

ら
一
五
万
石
に
減
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

収
入
は
八
分
の
一
に
な
っ
た
の
に
、

一
二
〇
万
石
当
時
の
格
式
を
踏
襲
し
た

上
、
家
臣
団
の
数
は
も
と
の
ま
ま
で
、
出

費
の
削
減
も
し
な
か
っ
た
た
め
、
藩
の
財

源
は
た
ち
ま
ち
傾
い
た
。
年
間
六
万
両
ほ

ど
の
出
費
に
対
し
、
実
際
の
収
入
は
そ
の

半
分
程
度
で
あ
り
、
不
足
分
は
借
金
で
ま

か
な
う
あ
り
さ
ま
で
、
深
刻
な
財
政
破
綻

に
陥
っ
て
い
た
。

　

鷹
山
が
第
九
代
米
沢
藩
主
に
つ
い
た

の
は
一
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
巨
大
な

借
金
を
背
負
わ
さ
れ
藩
主
と
な
っ
た
鷹

山
は
、
江
戸
屋
敷
に
お
い
て
家
臣
達
を
集

め
藩
財
政
再
建
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
、

そ
の
第
一
歩
と
し
て
大
倹
約
令
を
実
施

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
祝
祭
行
事
の
制
限

や
延
期
、
参
勤
交
代
行
列
の
減
少
、
食
事

は
一
汁
一
菜
と
し
、
衣
服
は
木
綿
を
普
段

着
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
の
生
活
費

を
七
分
の
一
に
減
ら
す
と
い
う
大
節
約

を
実
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
改
革
に
は
そ
れ
に
反
対
す
る

勢
力
と
の
対
立
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
先

代
任
命
の
家
老
ら
と
対
立
し
な
が
ら
も
、

涙
ぐ
ま
し
い
忍
耐
と
改
革
の
種
火
を
灯

し
続
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
退
け
た
の
で

あ
っ
た
。

　

当
時
の
産
業
と
い
え
ば
農
業
で
あ
り
、

鷹
山
は
中
国
の
例
に
な
ら
い
藩
主
が
自

ら
田
を
耕
す
「
籍
田
の
礼
」
を
執
り
行
い
、

農
業
の
尊
さ
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
。
以

後
、
家
臣
あ
げ
て
荒
地
開
発
や
堤
防
修
築

な
ど
次
々
と
進
め
た
。
そ
の
根
本
理
念

は
、
藩
の
再
興
の
た
め
に
は
、
武
士
と
い

え
ど
も
、
農
民
や
町
人
と
同
じ
く
汗
を
流

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
悟
ら
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
決
意
は
、

　

受
け
次
ぎ
て
国
の
司
の
身
と
な
れ
ば

　

忘
る
ま
じ
き
は
民
の
父
母

　

と
い
う
歌
と
誓
詞
に
込
め
ら
れ
て
い

る
。

　

そ
れ
以
外
に
も
鷹
山
は
米
作
に
次
ぐ

殖
産
興
業
を
積
極
的
に
進
め
た
。
寒
冷
地

に
適
し
た
漆う
る
し

や
楮こ
う
ぞ

、
桑
、
紅
花
な
ど
の

栽
培
を
奨
励
し
た
。
漆
の
実
か
ら
塗
料
を

と
り
、
漆
器
を
つ
く
る
。
楮
か
ら
は
紙
を

ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
最
も
尊
敬
し
た
日
本

上
杉
鷹
山
と
米
沢
藩
の
実
情

「
民
の
父
母
」
の
自
覚
と
藩
政
改
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　視　　点
す
き
出
す
。
紅
花
は
染
料
と
し
て
高
く
売

る
。
桑
で
蚕
を
飼
い
、
生
地
を
紡
い
で
絹

織
物
に
仕
上
げ
る
。

　

鷹
山
は
藩
士
達
に
も
、
自
宅
の
庭
で
こ

れ
ら
の
作
物
を
植
え
育
て
る
こ
と
を
命

じ
た
。
武
士
に
百
姓
の
真
似
を
さ
せ
る
の

か
と
強
い
反
発
も
あ
っ
た
が
、
鷹
山
自
ら

率
先
し
て
城
中
で
植
樹
を
行
っ
て
み
せ

た
。
や
が
て
、鷹
山
の
改
革
と
共
鳴
し
て
、

下
級
武
士
た
ち
の
中
か
ら
、
自
ら
荒
れ
地

を
開
墾
し
て
、
新
田
開
発
に
取
り
組
む

人
々
も
出
て
き
た
。
家
臣
の
妻
子
も
、
養

蚕
や
機
織
り
に
た
ず
さ
わ
り
、
働
く
こ
と

の
喜
び
を
覚
え
て
い
っ
た
。

　

鷹
山
は
、
道
義
が
廃
れ
、
怠
惰
の
気
風

が
み
な
ぎ
る
社
会
を
一
新
し
よ
う
と
、
明

る
く
希
望
あ
る
人
材
登
用
の
門
を
開
い

た
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
の
世
襲
的
考
え
方

を
変
え
て
、
有
能
な
人
物
に
は
、
乏
し
い

財
源
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
惜
し
み
な
く

適
切
な
俸
禄
を
与
え
、
大
事
な
役
目
に

つ
け
た
。「
奉
行
」
や
「
郷
村
教
導
出
役
」

等
を
定
め
、「
民
の
父
母
」
と
し
て
監
督

に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
農
民
に
は
、
五
人
組
、
十
人
組
、

一
村
の
単
位
で
組
織
を
つ
く
り
、
互
い
に

助
け
合
う
こ
と
を
命
じ
た
。
特
に
、孤
児
、

孤
老
、
障
害
者
は
、
五
人
組
、
十
人
組
の

中
で
、
養
う
よ
う
に
さ
せ
た
。

　

働
け
な
い
老
人
は
厄
介
者
と
し
て
肩

身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
た
が
、
米
沢
の

小
さ
な
川
や
池
を
利
用
し
て
鯉
の
養
殖

に
勤
め
た
。
や
が
て
美
し
い
錦
鯉
は
江
戸

で
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
始
め
、
老
人
達
に

も
、
自
ら
稼
ぎ
手
と
し
て
生
き
甲
斐
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

鷹
山
は
、
領
内
の
学
問
振
興
と
人
材
の

育
成
に
も
心
を
砕
い
た
。
藩
の
改
革
は
将

来
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
鷹
山
は
学
校
建
設
の

趣
旨
を
公
表
し
て
、
広
く
領
内
か
ら
募
金

を
募
っ
た
。
武
士
達
の
中
に
は
、
先
祖
伝

来
の
鎧
甲
を
質
に
入
れ
て
ま
で
、
募
金
に

応
ず
る
者
が
い
た
。
農
民
や
商
人
の
子

も
一
緒
に
学
ば
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

こ
れ
ら
の
層
か
ら
も
拠
出
金
が
多
く
集

ま
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
が
当
代
一
の
碩
学
、
細
井
平
州
を

学
長
に
い
た
だ
く
有
名
な
「
興
譲
館
」
の

復
興
で
あ
っ
た
。
ペ
リ
ー
が
来
航
す
る

五
〇
年
も
前
に
、
医
療
機
器
を
購
入
し

て
「
東
北
の
長
崎
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

西
洋
医
学
も
発
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

冷
害
に
よ
る
大
凶
作
に
な
っ
た
天
明

五
年
、
鷹
山
は
三
五
歳
の
若
さ
で
隠
退

し
、
養
父
重
定
の
実
子
で
あ
る
治
広
に
家

督
を
譲
っ
た
。
そ
の
時
、
治
広
に
贈
っ
た

の
が
「
伝
国
の
辞
」
と
呼
ば
れ
る
国
を
治

め
る
心
得
で
あ
る
。
そ
の
後
も
二
代
に
わ

た
り
七
二
歳
で
没
す
る
ま
で
、
上
杉
家
の

藩
政
の
建
て
直
し
と
、
改
革
に
一
命
を
か

け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
か
で
も
天
明
の
大
飢
饉
の
折
に
は
、

全
国
で
多
く
の
死
者
が
出
た
が
、
米
沢
藩

か
ら
は
、
一
人
の
餓
死
者
も
出
さ
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
貧
し
い
家
臣
や
農
民
に
対
す

る
貸
金
や
救
米
な
ど
、
鷹
山
の
行
っ
た
救

済
処
置
が
素
早
く
、
し
か
も
領
内
の
隅
々

ま
で
行
き
渡
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

小
泉
前
首
相
が
総
裁
選
出
馬
を
決
意

す
る
前
、
い
ま
何
が
欠
け
て
い
る
か
、
と

聞
か
れ
た
と
き
「
政
治
指
導
者
の
命
を
捨

て
る
覚
悟
」
と
答
え
た
と
い
う
。
改
革
が

出
来
る
の
は
異
端
者
。
気
骨
あ
る
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
上

杉
鷹
山
の
例
を
挙
げ
た
と
い
う
。

　

い
ま
中
小
企
業
経
営
の
革
新
を
考
え

る
と
き
、
会
社
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
社

長
の
決
断
や
決
定
が
す
べ
て
で
あ
り
、
そ

れ
に
は
、
何
の
た
め
に
改
革
を
行
う
べ

き
な
の
か
、「
正
し
い
姿
勢
」
を
持
つ
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
鷹
山
で
い

え
ば
、「
民
の
た
め
」
で
あ
り
、
経
営
者

の
場
合
は
、「
お
客
様
の
た
め
」
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
こ
そ
、
事
業
経
営
の
根
底
を
な

す
会
社
の
あ
り
方
で
あ
り
、
最
高
責
任
者

で
あ
る
社
長
の
基
本
姿
勢
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

改
革
に
は
、
リ
ス
ク
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
社
内
の
抵
抗
や
批
判
も
伴
う
。
し
か

し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
、
経
営
者

の
責
任
は
果
た
さ
れ
る
。
捨
て
身
の
全
力

疾
走
が
企
業
改
革
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

と
な
る
。

　
「
伝
国
の
辞
」
と
共
に
、
次
期
藩
主
に

伝
え
ら
れ
た
鷹
山
の
言
葉
が
思
い
浮
か

ぶ
。

　

為
せ
ば
成
る　

為
さ
ね
ば
成
ら
ぬ

　

何
事
も　

成
ら
ぬ
は
人
の

　

為
さ
ぬ
な
に
け
り

（
中
小
企
業
診
断
士　

大
塚
愼
二
）

人
づ
く
り
「
興
譲
館
」
の
復
興

引
退
後
も
藩
政
の
立
て
直
し
に
努
力

中
小
企
業
経
営
と
鷹
山
の
モ
ッ
ト
ー




