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企
業
倫
理

『
孫
子
兵
法
』
の
見
直
し

王
守
常

（
翻
訳
＝
石
井
剛
）

　『
孫
子
兵
法

）
1
（

』
を
企
業
管
理
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
応
用
し
て
収
穫
が
あ
っ
た
と
称
し
た
の
は
日
本
人
だ
っ
た
が
、
そ
の
後

米
軍
も
ま
た
イ
ラ
ク
の
戦
場
で
『
孫
子
兵
法
』
を
用
い
て
い
る
。
彼
ら
の
と
っ
た
「
首
切
り
行
動
（decapitation strike

）
」
の
戦

略
思
想
は
『
孫
子
兵
法
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
だ
ろ
う
か
、
近
年
来
、

我
が
国
で
も
と
り
わ
け
企
業
人
た
ち
が
『
孫
子
兵
法
』
に
強
く
興
味
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
今
日
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
企
業
文
化
研
修
講
座
で
、「
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
は
戦
場
だ
」
と
か
、「『
孫
子
兵
法
』
は
ビ
ジ
ネ
ス
で
勝
利
を
獲
得
す
る
た
め
の

バ
イ
ブ
ル
に
な
る
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
宣
揚
さ
れ
て
い
る
の
を
あ
ち
こ
ち
で
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遠
い
先
祖
の
「
兵

法
」
は
二
千
年
後
の
今
で
も
本
当
に
「
す
ば
ら
し
い
効
果
」
が
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

（
1
）『
孫
子
兵
法
』
は
、『
孫
子
』
の
中
国
で
の
一
般
的
な
呼
称
。『
孫
子
』
十
三
篇
は
春
秋
時
代
の
紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
の
人
、
孫
武
の
作
だ
と
な
が
く
伝

え
ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
孫
武
の
こ
と
ば
の
断
片
や
そ
の
他
の
伝
承
が
後
世
に
伝
わ
り
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

最
も
古
い
注
釈
に
魏
の
武
帝
、
す
な
わ
ち
曹
操
（
一
五
五
―
二
二
〇
）
に
よ
る
『
魏
武
注
孫
子
』
が
あ
り
、
今
日
『
孫
子
』
十
三
篇
と
い
う
場
合
に
は
、

こ
の
曹
操
注
が
よ
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
言
う
。
し
か
し
、『
魏
武
注
孫
子
』
そ
の
も
の
は
本
よ
り
伝
わ
ら
ず
、
現
存
す
る
最
も
古
い
も
の
は
宋
代
の
テ
ク
ス
ト

に
基
づ
く
。
な
お
、
註
お
よ
び
文
中
〔
　
〕
で
示
し
た
箇
所
は
す
べ
て
訳
者
に
よ
る
附
記
。
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わ
た
し
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
波
に
も
ま
れ
た
こ
と
こ
そ
な
い
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
腹
を
割
っ
て
語
り
合
っ
た
こ
と

は
少
な
く
な
い
。
だ
が
、「
オ
オ
カ
ミ
社
長
〔
と
揶
揄
さ
れ
る
狡
猾
で
非
道
な
経
営
者
〕
」
に
は
未
だ
出
会
っ
た
こ
と
は
な
く
、
彼
ら

は
皆
、
穏
や
か
な
語
り
口
で
話
し
、
謙
虚
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
、
だ
ま
し
あ
い
や
謀
略
を
も
て
あ
そ
ん

で
い
る
よ
う
で
は
、
大
企
業
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。「
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
は
戦
場
だ
」
と
い

う
よ
う
な
言
い
方
に
は
、
す
ぐ
れ
た
点
な
ど
な
い
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。
経
済
法
規
が
次
第
に
整
備
さ
れ
、
市
場
的
秩
序

が
成
熟
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、「
ウ
イ
ン
・
ウ
イ
ン
」
こ
そ
が
理
性
的
な
行
為
と
な
り
、
最
良
の
結
果
と
な
る
だ
ろ
う
。
ビ
ジ
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企
業
倫
理
に
対
す
る
呼
び
声
は
数
年
前
か
ら
鳴
り
響
い
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
な
ん
ら
効
果
は
上
が
っ
て
い
な
い
。
今
で

は
、
企
業
文
化
研
修
と
い
え
ば
、『
孫
子
兵
法
』
の
「
謀
略
」
と
か
、
曹
操
が
注
釈
で
述
べ
た
「
詐
道
」
な
ど
を
持
ち
出
し
て
、

現
下
の
経
済
活
動
の
中
で
あ
く
せ
く
し
て
い
る
人
々
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
『
孫
子
兵
法
』
が
昔

か
ら
「
兵
典
」、「
武
経
」、「
百
代
兵
家
の
師
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
理
由
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
十
三
篇

六
千
字
あ
ま
り
の
文
章
は
、
た
だ
「
謀
略
」
と
か
「
詭
計
」
を
述
べ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
戦
争
の
本
質
に
対
す
る

深
い
省
察
な
の
で
あ
り
、
中
国
兵
学
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
凝
縮
し
た
も
の
な
の
だ
。
視
点
を
変
え
て
『
孫
子
兵
法
』
を
読
ん

で
み
れ
ば
、
そ
の
真
髄
が
見
え
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

道
徳
を
「
体
」
と
な
し
、
謀
略
を
「
用
」
と
な
す

　
春
秋
戦
国
時
代
、
や
む
こ
と
の
な
い
略
奪
併
呑
戦
争
の
せ
い
で
人
々
は
塗
炭
の
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
た
。
孟
子
は
そ
こ
で
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「
春
秋
に
義
戦
無
し
」
〔『
孟
子
』
尽
心
下
〕
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
。「
義
戦
無
し
」
と
い
う
の
は
、
諸
侯
国
が
周
の
天
子
の
権
威
を

顧
み
る
こ
と
な
く
、
尊
卑
の
秩
序
を
破
壊
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
こ
と
ば
だ
。
孟
子
が
政
治
秩
序
や
道
義
の
角
度
か
ら
諸
侯
国

間
の
征
伐
戦
争
を
譴
責
し
た
の
だ
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
ほ
か
の
先
秦
諸
子
は
、
戦
争
の
惨
状
に
つ
い
て
、
深
い
批
判
を
行
っ

た
の
だ
っ
た
。
老
子
は
「
大
軍
の
後
、
必
ず
や
凶
年
有
り
」
〔『
老
子
』
第
三
〇
章
〕
、「
夫
れ
人
を
殺
す
を
楽
し
む
者
は
、
以
て
天

下
に
志
を
得
べ
か
ら
ず
」
〔
同
三
一
章
〕
と
言
っ
た
。
老
子
は
「
道
を
以
て
人
主
を
佐
け
、
兵
を
以
て
天
下
に
強
く
せ
ず
」
〔
同
第

三
〇
章
〕
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
墨
子
も
ま
た
、
戦
争
が
人
々
に
こ
の
上
な
く
深
刻
な
災
難
を
も
た
ら
す

―
財
や
富
を
奪

い
取
り
、
無
辜
の
民
を
い
た
め
つ
け
、
農
期
を
誤
ら
せ
る

―
こ
と
を
強
く
非
難
し
た
。
だ
か
ら
、
徳
と
義
に
よ
っ
て
天
下
を

服
せ
し
め
、
兼
愛
に
よ
っ
て
混
乱
を
鎮
め
る
よ
う
墨
子
は
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
戦
争
観
に
は
、

人
文
的
な
関
心
や
強
い
道
徳
的
批
判
が
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
。

　
同
じ
よ
う
に
、『
孫
子
兵
法
』
一
三
篇
も
、
そ
の
各
篇
で
謀
略
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
や
道
徳

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
ば
に
は
深
い
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
計
篇
」
で
は
、「
兵
は
国
の
大
事
な
り
、
死
生
の

地
、
存
亡
の
道
に
し
て
、
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
戦
争
は
一
大
事
で
あ
っ
て
国
や
人
民
の
生
死
存

亡
に
関
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
之
を
経
す
に
五
事
を
以
て
す
」
と
い
う
。「
経
」
と
は
推
し
測
り
、
分
析
検
討
す
る
こ
と
で
あ

り
、「
五
事
」
と
は
、「
一
に
曰
く
道
、
二
に
曰
く
天
、
三
に
曰
く
地
、
四
に
曰
く
将
、
五
に
曰
く
法
」
だ
と
い
う
。「
道
」
と

は
、「
民
を
し
て
同
意
を
与
え
せ
し
む
」
こ
と
だ
〔
以
上
、
い
ず
れ
も
計
篇
か
ら
の
引
用
〕
。
戦
争
の
問
題
は
民
衆
の
同
意
と
支
持
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
荀
子
の
「
兵
の
要
は
善
く
民
を
附
す
る
に
在
る
の
み
〔
兵
法
の
根
本
は
民
衆
を
う
ま
く
味
方

に
つ
け
る
こ
と
以
外
に
な
い
〕
」
〔『
荀
子
』
議
兵
篇
〕
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。「
天
」
は
気
候
、「
地
」
は
地
形
、「
将
」
は
軍
の
指

揮
、「
法
」
は
法
度
編
制
を
指
す
。
孫
子
に
と
っ
て
は
、「
善
く
兵
を
用
う
る
者
は
、
道
を
修
め
て
法
を
保
つ
。
故
に
能
く
勝
敗

の
政
を
為
す
」
〔
形
篇
〕
で
あ
っ
た
。「
道
を
修
め
る
」
と
は
、
清
明
な
政
治
を
修
め
る
こ
と
、「
法
を
保
つ
」
と
は
、
法
制
の
実

行
を
確
保
す
る
こ
と
だ
。
戦
争
の
決
定
権
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
そ
掌
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
戦
争
は
問
題
を
解
決
で
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き
る
が
、
戦
争
が
も
た
ら
す
危
害
は
き
わ
め
て
大
き
い
。「
危
害
」
を
知
ら
ず
し
て
、「
利
有
る
」
を
知
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
、「
利
に
非
ざ
れ
ば
動
か
ず
、
得
る
に
非
ざ
れ
ば
用
い
ず
、
危
う
き
に
非
ざ
れ
ば
戦
わ
ず
」〔
火
攻
篇
〕
と
も
い
う
。
慎
重
に

戦
争
と
向
き
合
う
こ
と
が
『
孫
子
兵
法
』
に
お
け
る
最
も
核
心
的
な
問
題
な
の
だ
。
戦
争
は
「
亡
国
は
以
て
復
た
存
す
べ
か
ら

ず
、
死
者
は
以
て
復
た
生
ず
べ
か
ら
ず
」
〔
同
〕
と
い
う
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
の
だ
か
ら
、「
明
君
は
之
を
慎
み
、
良
将
は
之

を
警

い
ま
し

む
。
此
れ
国
を
安
ん
じ
軍
を
全
う
す
る
の
道
な
り
」
〔
同
〕
と
孫
子
は
戒
め
て
い
る
。

　
戦
争
に
よ
っ
て
町
や
土
地
を
攻
め
奪
い
取
る
と
い
う
の
は
、
孫
子
に
と
っ
て
戦
争
の
最
終
的
な
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
孫
子

は
、「
百
戦
百
勝
は
、
善
の
善
な
る
者
に
非
ず
。
戦
わ
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
善
の
善
な
る
者
な
り
。」〔
謀
攻
篇
〕
と
述
べ

る
。
百
戦
百
勝
が
最
良
な
の
で
は
な
い
。
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
な
く
敵
を
屈
服
さ
せ
る
人
こ
そ
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
だ
。
し

た
が
っ
て
、「
善
く
兵
を
用
う
る
者
は
、
人
の
兵
を
屈
し
而し

か

も
戦
う
に
非
ず
、
人
の
城
を
抜
き
而
も
攻
む
る
に
非
ず
、
人
の
国
を

毀や
ぶ

り
而
も
久
し
き
に
非
ず
。
必
ず
や
全
き
を
以
て
天
下
に
争
う
」〔
同
〕
と
い
う
。
孫
子
は
、
戦
争
と
い
う
手
段
に
訴
え
て
存
亡

に
関
わ
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
な
る
べ
く
避
け
る
よ
う
主
張
す
る
。
そ
の
思
想
は
、
中
国
文
化
に
お
け
る
「
人
本
」
と
い

う
考
え
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。
数
年
に
わ
た
る
戦
争
の
無
惨
な
被
害
の
も
と
で
、
人
々
は
戦
い
を
や
め
さ
せ
る

方
法
を
考
え
た
。
そ
れ
は
道
徳
に
よ
っ
て
戦
争
に
制
約
を
か
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、『
孫
子
兵
法
』
十
三
篇
の
論
理

に
入
り
込
み
、「
人
の
兵
を
屈
し
而
も
戦
う
に
非
ず
」
の
た
め
に
は
、「
謀
略
の
法
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
。
謀
略
の
本
質
と

は
、「
詭
」
で
あ
り
、「
詐
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
曹
操
が
注
釈
し
て
い
っ
た
「
兵
に
常
な
る
形
無
く
、
詭
詐
を
以
て
道
と
為
す
」

の
こ
と
だ
。
謀
略
が
非
常
に
重
要
な
の
は
、
う
ま
く
謀
略
を
用
い
れ
ば
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、

「
上
兵
は
謀
を
伐う

つ
、
其
の
次
は
交
を
伐
つ
、
其
の
次
は
兵
を
伐
つ
、
其
の
下
は
城
を
攻
む
〔
戦
争
の
上
策
は
敵
の
謀
略
を
打
ち
破
る
こ

と
で
あ
り
、
其
の
次
は
敵
の
外
交
関
係
を
打
ち
破
る
こ
と
で
あ
り
、
其
の
次
は
敵
軍
を
打
ち
破
る
こ
と
で
あ
り
、
下
策
は
敵
城
を
攻
め
る
こ
と
で
あ
る
〕
」

〔
謀
攻
篇
〕
と
孫
子
は
強
調
す
る
。
し
か
し
、
孫
子
は
謀
略
の
重
要
性
を
う
た
っ
て
も
、
同
時
に
謀
略
を
用
い
る
前
提
は
や
は
り

道
徳
を
「
体
」
と
し
、
謀
略
は
「
用
」
に
過
ぎ
な
い
と
人
を
戒
め
て
い
る
。『
孫
子
兵
法
』
第
十
三
「
用
間
篇
」
を
注
意
深
く
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読
め
ば
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
用
間
篇
」
は
五
種
類
の
間
諜
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
情
報
を
盗

み
取
る
か
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、「
間
を
用
い
る
」
前
提
と
し
て
、
孫
子
は
「
聖
智
に
非
ざ
れ
ば
間
を
用
う
る

こ
と
能
わ
ず
、
仁
義
に
非
ざ
れ
ば
間
を
使
う
こ
と
能
わ
ず
」
〔
用
間
篇
〕
と
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
「
明
君
賢
将
の
み
、
能
く
上

智
を
以
て
間
者
と
為
し
、
必
ず
や
大
功
を
成
す
。
此
れ
兵
の
要
に
し
て
、
三
軍
の
恃
み
て
動
く
所
な
り
」〔
同
〕
で
あ
る
と
い
う
。

『
孫
子
兵
法
』
は
兵
法
書
と
し
て
、
道
徳
や
倫
理
の
重
要
性
を
た
い
へ
ん
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
唐
代
の

有
名
な
詩
人
杜
牧
が
こ
れ
に
注
釈
し
て
、「
古
の
兵
柄
、
本
儒
術
よ
り
出
ず
」
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

企
業
文
化
は
「
道
」
で
あ
り
、
経
営
モ
デ
ル
は
「
術
」
で
あ
る

　
孫
子
が
述
べ
る
用
兵
の
法
に
は
、
例
え
ば
、「
彼
を
知
り
己
を
知
る
」、「
先
に
勝
ち
て
後
に
戦
う
」、「
正
を
以
て
合
い
、
奇

を
以
て
勝
つ
〔
正
攻
法
で
相
戦
い
、
奇
抜
な
戦
術
で
勝
つ
〕
」、「
我
専
に
し
て
敵
分
か
る
〔
我
が
軍
は
ま
と
ま
り
敵
軍
は
分
散
す
る
〕
」、「
実

を
避
け
て
虚
を
撃
つ
」、「
無
法
の
賞
を
施
し
、
無
政
の
令
を
懸
く
る
〔
賞
罰
の
法
に
な
い
賞
を
え
、
軍
政
を
無
視
し
た
命
令
を
掲
げ
る
〕
」

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
戦
略
や
戦
術
は
確
か
に
だ
い
じ
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
「
術
」
で
あ
っ
て
「
道
」
で
は
な

い
と
わ
た
し
は
思
う
。

　「
術
」
と
は
何
か
。
清
代
の
学
者
章
学
誠
は
「
術
と
は
発
見
し
た
真
理
を
と
り
だ
し
て
応
用
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
解
釈
し

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
術
」
と
は
理
性
的
な
認
識
を
具
体
的
に
応
用
す
る
方
法
の
こ
と
だ
。「
道
」
は
中
国
哲
学
に
お
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
あ
る
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
自
然
や
社
会
や
人
に
関
す
る
固
有
の
因
果
性
や
法
則
性
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的
本
体
や
、
人
々
の
超
越
的
な
悟
り
の
境
地
へ
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
文

化
に
お
い
て
は
、「
道
」
は
「
本
」
で
あ
り
、「
術
」
は
「
末
」
で
あ
る
、「
道
」
は
「
体
」
で
あ
り
、「
術
」
は
「
用
」
で
あ
る

と
ず
っ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
術
」
は
「
道
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
く
、
純
粋
で
独
立
し
た
「
術
」
は
存
在
し
な
い
。
他
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の
言
い
方
で
言
う
な
ら
、
中
国
の
企
業
は
今
日
、
西
洋
か
ら
企
業
管
理
の
経
験
や
制
度
を
大
量
に
参
照
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、

西
洋
の
企
業
文
化
の
核
心
的
な
価
値
に
つ
い
て
は
往
々
に
し
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
の

管
理
制
度
を
学
ぶ
だ
け
で
、「H

P w
ay

（
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
の
「
道
」）
」
が
示
す
内
在
的
な
価
値
に
対
す
る
理
解
を
欠
く

な
ら
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
。「H

P w
ay

」
と
は
、（
1
）
個
人
を
信
じ
、
尊
重
す
る
、（
2
）
卓
越
の
追
求
、（
3
）
信
頼
、（
4
）

会
社
の
成
功
は
皆
の
貢
献
、（
5
）
開
拓
と
創
造
、
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
核
心
的
な
価
値
の
支
え
が
な
け
れ
ば
、

ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
の
管
理
制
度
を
完
全
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
企
業
文
化
の
価
値
観
が
「
道
」
で

あ
り
、
企
業
の
経
営
モ
デ
ル
や
行
為
ス
タ
イ
ル
が
「
術
」
で
あ
る
。「
道
」
は
「
術
」
中
に
あ
る
。
企
業
文
化
の
核
心
的
な
価

値
観
が
管
理
制
度
の
中
で
そ
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
限
り
、
制
度
的
な
管
理
を
し
よ
う
に
も
最
善
に
は
到
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
名
ば
か
り
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、『
孫
子
兵
法
』
を
参
照
し
、
学
ぶ
場
合
に
も
、
た
だ
「
謀
略
」
と
か
「
詐
道
」
に
注
目
す
る
だ
け
で
、
孫
子
が
兵

法
の
中
で
強
調
し
て
い
た
道
徳
的
関
心
や
人
本
精
神
を
ま
っ
た
く
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、『
孫
子
兵
法
』
の
庸
俗
化
な

の
だ
。
一
九
七
〇
年
代
、
欧
米
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
の
管
理
課
程
で
は
、
企
業
倫
理
課
程
の
研
究
と
教
育
が
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
は
企
業
管
理
と
経
営
行
為
は
人
間
の
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
の
角
度
か
ら
企
業
行
為
を
評
価
す
る
こ
と

が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。
今
日
、
わ
た
し
た
ち
が
中
国
の
企
業
文
化
を
考
え
、
構
築
す
る
際
に
も
、
た
だ
「
利
潤

の
最
大
化
」
を
唯
一
の
目
標
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
「
公
正
」、「
責
任
」、「
誠
実
」
と
い
っ
た
倫
理
観
念
を
核

心
的
な
価
値
に
据
え
、
そ
れ
ら
を
経
済
活
動
の
中
に
応
用
し
て
い
く
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


