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武藤泰明の
経営者目線で読む

落
し
て
い
る
し
、
た
と
え
生
き
残
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
小
野
三
井
島
田
を
こ
こ
で
「
見
殺

し
」
に
す
れ
ば
自
分
た
ち
の
出
番
が
回
っ
て
く
る
と

考
え
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
政
府
は
三
井
が
外
銀
か
ら
お
金
を
借
り

る
の
を
黙
認
し
た
。
誰
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
政
府

の
中
に
三
井
を
助
け
よ
う
と
し
た
高
官
が
い
た
は
ず

で
あ
る
。
当
時
の
三
井
組
の
融
資
先
に
は
、
政
府
高

官
の
「
口
利
き
」
で
貸
し
て
も
ら
え
た
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
。
高
官
自
身
が
三
井
か
ら
借
り
て
い
る
・
・
お

そ
ら
く
何
か
の
利
権
と
引
き
換
え
に
踏
み
倒
す
つ
も

り
で
あ
る
・
・
例
も
あ
っ
た
。
み
ご
と
な
癒
着
で
あ

る
。外

銀
か
ら
の
借
入
の
抵
当
（
担
保
）
と
し
て
三
井

銀
行
の
株
式
（
借
り
入
れ
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
三

井
銀
行
は
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
、
実
に
荒
っ
ぽ
い

話
で
あ
る
）
を
差
し
入
れ
た
の
も
か
な
り
ま
ず
い
。

明
治
政
府
は
厳
格
な
外
資
規
制
を
し
て
い
た
の
で
、

東
洋
銀
行
は
株
式
を
受
け
取
っ
て
も
銀
行
を
経
営
で

き
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
る

な
ら
、
三
野
村
は
、
返
済
し
な
い
と
三
井
銀
行
が
外

銀
傘
下
に
な
る
と
言
っ
て
大
隈
を
脅
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

三
井
は
外
部
の
力
で
危
機
を
乗
り
切
る

三
井
は
外
部
の
力
で
危
機
を
乗
り
切
る

三
井
に
は
面
白
い
特
性
が
あ
る
。「
外
の
人
」
が
、

三
井
の
危
機
を
救
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
三
野
村
と
元
老
・
井

上
馨
。
井
上
は
政
争
で
一
時
下
野
（
１
８
７
３
）、

こ
の
時
益
田
孝
（
旗
本
の
跡
取
り
）
も
下
野
さ
せ
先

収
会
社
（
の
ち
の
三
井
物
産
）
設
立
。
そ
の
後
、
井

武
藤
泰
明
の

武
藤
泰
明
の

経
営
者
目
線
で
読
む

経
営
者
目
線
で
読
む

な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
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の
た
め
の
銀
行
）
と
し
て
、
大
蔵
省
以
外
の
役
所
と

地
方
の
公
金
を
集
め
、
預
か
る
。
ち
ゃ
ん
と
政
府
側

に
乗
り
換
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
社
で
莫
大

な
献
金
も
し
て
い
る
。
現
代
な
ら
贈
賄
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
当
時
は
そ
う
い
う
意
識
が
な
い
。

三
野
村
、
倒
産
を
ふ
た
た
び
回
避
す
る

三
野
村
、
倒
産
を
ふ
た
た
び
回
避
す
る

為
替
方
が
い
っ
た
ん
預
か
っ
た
お
金
は
、
政
府
が

使
う
ま
で
は
自
由
に
運
用
し
莫
大
な
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
。
し
か
し
西
南
戦
争（
１
８
７
７
）

の
準
備
で
お
金
が
な
く
な
っ
た
政
府
は
、
ル
ー
ル
を

変
更
し
て
預
け
金
を
実
質
的
に
全
額
回
収
す
る
こ
と

に
し
た
。
１
８
７
４
（
明
治
７
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

政
府
が
回
収
す
る
と
言
っ
て
も
、
為
替
方
３
社
は

運
用
し
て
い
る
。
手
元
に
お
金
は
な
い
。
貸
出
先
に

急
に
返
せ
と
言
っ
て
も
無
理
だ
し
、
延
滞
や
焦
げ
付

き
も
少
な
く
な
い
。
だ
か
ら
ど
こ
か
か
ら
調
達
し
な

い
と
国
に
お
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
詳

細
は
略
す
が
、
小
野
、
島
田
は
破
綻
し
、
三
井
だ
け

日
経
新
聞
社
か
ら
出
版
し
て
も
ら
う
次
の
著
作
の

準
備
の
た
め
に
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
会
社

の
こ
と
を
調
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
面
白
い
の
が
三

井
で
あ
る
。
幕
末
に
ほ
と
ん
ど
の
豪
商
は
没
落
し
た

が
三
井
は
残
っ
た
。
そ
の
理
由
を
み
て
み
よ
う
。

三
井
、
三
野
村
利
左
衛
門
を
ス
カ
ウ
ト
す
る

三
井
、
三
野
村
利
左
衛
門
を
ス
カ
ウ
ト
す
る

幕
末
の
江
戸
に
三
野
村
利
左
衛
門
（
１
８
２
１

－

１
８
７
７
）
と
い
う
人
が
い
た
。
生
ま
れ
は
山
形
県

の
武
家
だ
が
父
親
が
浪
人
に
な
っ
て
諸
国
を
放
浪
。

や
が
て
江
戸
に
出
、
商
家
で
の
奉
公
の
後
、
20
歳
の

こ
ろ
旗
本
・
小
栗
忠
高
の
中
間
（
ち
ゅ
う
げ
ん
。
武

士
身
分
で
は
な
い
、
今
ふ
う
に
言
え
ば
非
正
規
の
奉

公
人
）
に
な
る
。
24
歳
で
商
家
の
養
子
に
な
り
家
を

継
ぐ
。
34
歳
で
両
替
商
の
営
業
権
（
株
）
を
買
う
。

小
栗
忠
高
の
跡
取
り
が
忠
順
（
た
だ
ま
さ
。
１
８

２
７

－

１
８
６
８
）。比
較
文
学
の
碩
学
、芳
賀
徹（
私

に
と
っ
て
は
大
学
１
年
次
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
先
生
）

に
よ
れ
ば
、
幕
府
開
明
派
第
一
の
英
才
。
１
８
６
０

年
に
幕
府
が
は
じ
め
て
欧
米
に
派
遣
し
た
使
節
の
副

使
と
し
て
渡
米
（
こ
の
時
の
護
衛
艦
が
勝
海
舟
の
咸

臨
丸
。
慶
應
義
塾
を
つ
く
っ
た
福
沢
諭
吉
も
乗
っ
て

い
た
）。
外
国
奉
行
や
勘
定
奉
行
を
歴
任
し
た
が
、

外
国
か
ら
大
型
船
を
た
く
さ
ん
買
っ
た
り
、製
鉄
所
・

造
船
所
を
つ
く
っ
た
り
し
、
明
治
日
本
を
戦
争
に
勝

て
る
国
に
し
た
立
役
者
で
あ
る
。
１
８
６
８
年
勤
皇

派
に
よ
り
斬
首
。
41
年
の
生
涯
は
、
惜
し
い
。

忠
順
が
米
国
に
行
っ
た
１
８
６
０
年
、
幕
府
は
貨

幣
を
改
鋳
す
る
。
忠
順
は
そ
の
情
報
を
旧
知
の
利
左

衛
門
に
事
前
に
伝
え
（
現
在
な
ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で

あ
ろ
う
）、
利
左
衛
門
は
巨
万
の
富
を
築
く
。
そ
し

て
１
８
６
６
年
、
幕
府
御
用
金
50
万
両
供
出
の
命
を

受
け
た
越
後
屋
（
現
在
の
三
井
）
は
、
そ
の
減
額
交

渉
を
勘
定
奉
行
忠
順
と
つ
な
が
り
の
あ
る
利
左
衛
門

に
依
頼
し
成
功
、
利
左
衛
門
は
請
わ
れ
て
三
井
の
幹

部
に
な
る
。

そ
し
て
明
治
に
な
る
こ
ろ
、
三
井
組
は
豪
商
小
野

組
、
島
田
組
と
と
も
に
政
府
の
為
替
方
（
国
の
出
納

が
生
き
延
び
る
。

な
お
小
野
組
と
三
井
は
政
府
（
井
上
馨
と
渋
沢
栄

一
）
の
命
で
第
一
国
立
銀
行
を
設
立
し
（
出
資
は
小

野
三
井
が
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
万
円
、
他
が
44
万
円
）、

大
蔵
省
の
公
金
出
納
を
行
っ
て
い
た
。
為
替
方
３
社

が
大
蔵
省
資
金
を
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
銀

行
と
の
役
割
分
担
に
よ
る
。
し
か
し
小
野
組
が
破
綻

し
た
の
で
、
三
井
の
三
野
村
は
第
一
国
立
銀
行
の
オ

ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
取
ろ
う
と
し
た
が
渋
沢
が
頭
取
に

就
任
し
て
こ
れ
を
阻
ん
で
い
る
。
井
上
は
三
井
に
世

話
に
な
れ
ば
便
宜
を
図
る
。
こ
れ
に
対
し
て
渋
沢
は

ど
う
も
そ
う
い
う
風
情
（
ふ
ぜ
い
）
の
な
い
人
で
あ

る
。
新
紙
幣
に
も
な
る
せ
い
か
、
メ
デ
ィ
ア
は
無
批

判
に
礼
賛
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
冷
静
中
立

的
な
評
価
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
件
で
三
井
が
生
き
延
び
た
理
由
は
３
つ
あ

る
。第

一
は
、
政
府
の
方
針
変
更
に
つ
い
て
、
利
左
衛

門
が
事
前
に
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
。

第
二
は
、
英
国
東
洋
銀
行
か
ら
、
三
井
銀
行
の
株

式
を
抵
当
と
し
て
お
金
を
借
り
た
こ
と
。
当
時
こ
れ

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
三
井
は
や
っ
て
い

た
。そ

し
て
第
三
に
、
三
井
は
東
洋
銀
行
に
返
済
で
き

な
か
っ
た
の
で
三
野
村
が
大
隈
重
信
に
頼
み
込
み
、

何
と
政
府
が
か
わ
り
に
弁
済
し
た
。
１
８
７
６
年
で

あ
る
。

少
し
解
説
し
て
み
た
い
。ま
ず
３
社
に
対
し
て
は
、

国
内
に
は
お
金
を
貸
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ

た
。
ま
だ
明
治
７
年
で
ち
ゃ
ん
と
し
た
銀
行
が
存
在

し
な
い
。
江
戸
期
の
豪
商
・
両
替
商
は
ほ
と
ん
ど
没

上
は
政
府
に
復
帰
す
る
が
益
田
は
三
井
に
請
わ
れ
て

残
留
し
三
井
物
産
社
長
と
な
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
為

替
方
危
機
と
同
時
に
、
三
野
村
差
配
の
下
で
進
行
し

て
い
た
。

中
上
川
は
井
上
に
請
わ
れ
て
工
部
省
入
省
、
明
治

14
（
１
８
８
１
）
年
の
政
変
で
下
野
、
そ
の
後
山
陽

鉄
道
社
長
を
経
て
・
・
と
い
う
よ
り
辞
任
し
て
三
井

に
行
き
、
益
田
と
と
も
に
改
革
を
進
め
た
。

コ
ロ
ナ
の
今
、
必
要
な
こ
と

コ
ロ
ナ
の
今
、
必
要
な
こ
と

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
気
づ
い
て
ほ
し
い
の

は
「
三
井
さ
ん
」
が
一
度
も
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
17
世
紀
の
創
業
者
、
三
井
高
利
は
財
産
を
相
続

９
家
に
配
分
し
た
が
、
相
続
人
た
ち
は
こ
れ
を
跡
取

り
の
当
主
一
人
が
一
体
と
し
て
運
用
・
運
営
す
る
こ

と
に
し
た
。
時
お
り
、
自
分
で
経
営
し
た
い
と
い
う

「
子
孫
」
が
い
た
よ
う
だ
が
、
結
局
は
「
資
本
と
経

営
の
分
離
」
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
経
営
を

委
ね
ら
れ
た
外
部
人
材
は
、「
ご
一
族
」
に
は
ま
ね

の
で
き
な
い
よ
う
な
、
と
き
に
は
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ

や
り
方
で
危
機
を
乗
り
切
っ
て
い
く
。

三
野
村
は
、
い
う
な
れ
ば
「
成
り
上
が
っ
た
」
人

だ
が
、
明
治
に
な
っ
て
三
井
の
危
機
を
救
っ
た
の
は

「
元
老
の
井
上
」「
旧
旗
本
の
益
田
」「
福
沢
の
甥
の

中
上
川
」
つ
ま
り
い
ず
れ
も
三
井
家
よ
り
格
上
の

人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
と
三
井
を
つ

な
げ
た
の
も
お
そ
ら
く
結
局
は
三
野
村
で
あ
る
。
危

機
的
な
状
況
の
下
で
は
、
戦
略
や
計
画
よ
り
、
こ
の

「
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
」
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
に
な
る

の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
「
コ
ロ
ナ
禍
」
が
経
営
に
求
め

て
い
る
の
も
、
そ
う
い
う
対
応
な
の
で
は
な
い
か
。
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