
民営化がすすむ国有企業（広西）

第
四
章　

移
行
経
済
モ
デ
ル
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１　
移
行
経
済
と
は

計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
移
行
す
る
経
済
の
こ
と
を
移
行
経
済
と
呼
ぶ
。
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
半
ば

に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
世
界
中
の
社
会
主
義
計
画
経
済
国
は
﹆
約
半
世
紀
の
国
家
的
実
験
を
経
て
﹆
二
〇

世
紀
末
に
は
市
場
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
を
決
め
た
。
労
働
者
と
資
本
家
の
公
平
な
分
配
を
目
指
し
た

計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
は
様
々
な
問
題
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。

計
画
経
済
の
特
徴
は
﹆
社
会
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
配
分
を
政
府
が
決
定
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

価
格
は
政
府
よ
っ
て
決
め
ら
れ
﹆
企
業
は
国
有
化
さ
れ
﹆
何
を
ど
れ
だ
け
生
産
す
る
か
は
政
府
が
決
定
す

る
。
生
産
さ
れ
た
財
や
サ
ー
ビ
ス
は
配
給
制
度
を
通
じ
て
家
計
に
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

市
場
経
済
の
特
徴
は
﹆
社
会
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
や
購
入
を
企
業
や
家
計
が
意
思
決
定
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
財
・
サ
ー
ビ
ス
が
不
足
す
れ
ば
価
格
が
上
昇
し
﹆
余
れ
ば
価
格
は
下
落
す
る
。
価
格

を
見
て
企
業
や
家
計
が
経
済
活
動
を
決
定
す
る
の
が
市
場
経
済
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

計
画
経
済
は
﹆
平
等
を
実
現
す
る
が
無
駄
が
多
く
効
率
的
で
は
な
い
。
市
場
経
済
は
効
率
的
で
あ
る

が
﹆
持
つ
も
の
持
た
ざ
る
も
の
と
い
う
不
平
等
を
生
む
。

計
画
経
済
に
は
競
争
が
な
く
﹆
技
術
革
新
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
わ
か
ず
﹆
資
源
が
効
率
的
に
使
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わ
れ
な
い
﹆
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
中
国
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う

に
克
服
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
簡
単
に
答
え
る
と
﹆
中
国
の
政
府
が
経
済
か
ら
退
出

し
て
い
っ
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
や
資
源
の
効
率
使
用
を
も
た
ら
し

た
﹆
と
言
え
る
。
政
府
は
公
有
制
以
外
の
企
業
を
認
め
﹆
企
業
へ
の

関
与
を
減
ら
し
﹆
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
取
引
の
意
思
決
定
を
企
業
に
任

せ
る
よ
う
に
し
た
。
市
場
の
形
成
に
向
け
て
﹆
計
画
価
格
の
製
品
は

減
ら
し
て
い
く
と
と
も
に
﹆
市
場
で
価
格
が
決
ま
る
製
品
が
増
加
し

て
い
っ
た
。
ま
た
政
府
が
管
理
す
る
国
有
企
業
の
経
済
に
お
け
る
存

在
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

表
１
は
公
有
制
で
あ
る
国
有
企
業
と
集
団
所
有
企
業
の
シ
ェ
ア
が

減
少
し
て
き
た
こ
と
﹆
表
２
は
計
画
価
格
か
ら
市
場
価
格
へ
変
化
し

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
章
で
は
﹆
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
移
行
過
程
﹆
と
く
に

政
府
が
深
く
関
与
す
る
公
有
経
済
か
ら
政
府
が
退
出
す
る
過
程
を
確

表1　鉱工業部門総生産額における所有形態別構成

1980 1985 1991 1995 1999 2004 2010

国有企業
集団所有
外資系
その他

80.8
18.5

0.0
0.7

73.1
25.5

0.4
1.0

52.9
35.7

2.5
8.9

34.0
36.6
11.7
17.8

28.2
35.4
15.9
20.5

15.3
4.4

19.2
61.1

12.2
1.5

24.5
61.8

（注） 2000年代の「その他」には株式制や有限責任制などの企
業を含む。

（出所） 今井・渡邉（2006）、p.26の表1-5および中国統計年鑑
より作成。
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認
し
て
い
こ
う
。

最
初
に
﹆
郷ご
う

鎮ち
ん

企
業
の
出
現
か
ら
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
。
次

に
﹆
請
負
制
度
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
問
題
を
見
て
﹆
最
後
に
企
業
経

営
が
効
率
化
す
る
所
有
制
の
改
革
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

２　
所
有
制
の
多
様
化

移
行
経
済
の
ポ
イ
ン
ト
は
﹆
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
企
業
と

価
格
を
自
由
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

中
国
は
急
進
的
に
自
由
化
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
﹆
ゆ
っ
く
り
市
場
経

済
化
を
行
っ
た
。
こ
の
漸
進
主
義
的
改
革
は
移
行
経
済
に
つ
い
て
様
々
な

論
点
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
①
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
れ
ば
企
業

を
民
営
化
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
﹆
②
企
業
に
自
主
権
を
与
え

れ
ば
企
業
は
自
分
で
意
思
決
定
す
る
の
で
は
な
い
か
﹆
③
所
有
制
改
革
は

ど
こ
ま
で
や
る
の
か
﹆
な
ど
で
あ
る
。

表 2　計画価格と市場価格の構成

1978 1985 1990 1993

農産物の調達
計画価格
市場価格

94.4
5.6

60
40

31
42

17.3
82.7

小売取引
計画価格
市場価格

97
3

66
34

55
45

16.4
84.6

（注）1990年の農産物調達のみ合計が100％にならない。
（出所）コーヘン（2012）、p.294の表8.4より。
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漸
進
主
義
的
改
革
は
二
つ
の
移
行
過
程
を
含
ん
で
い
た
。
計
画
を
支
え
て
い
た
国
有
企
業
に
対
し
﹆
非

国
有
企
業
︵
郷
鎮
企
業
﹆
個
人
企
業
﹆
外
資
企
業
な
ど
︶
が
勃ぼ
っ

興こ
う

し
て
﹆
所
有
制
が
多
様
化
し
て
い
く
過

程
と
﹆
国
有
企
業
や
集
団
所
有
制
企
業
が
非
公
有
化
︵
民
営
化
︶
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
所
有
制
の

多
様
化
に
よ
り
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
る
と
と
も
に
非
公
有
化
︵
民
営
化
︶
に
よ
っ
て
﹆
中
国
経
済

は
効
率
化
を
実
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
ま
ず
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
と
い
う
観
点
か
ら
移
行
経
済
を
見
て
み
よ
う
。
競
争
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
導
入
に
は
﹆
そ
れ
ま
で
の
公
有
制
以
外
の
企
業
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
七
八
年
の

改
革
以
降
﹆
農
村
を
中
心
に
発
展
し
﹆
現
在
の
中
小
企
業
お
よ
び
民
営
企
業
の
元
と
な
っ
た
郷
鎮
企
業
の

出
現
を
見
て
﹆
政
府
の
関
与
で
は
な
く
﹆
市
場
で
の
競
争
が
企
業
の
効
率
化
を
生
み
出
す
過
程
を
見
て
み

よ
う
。

郷
鎮
企
業
の
勃
興

郷
鎮
企
業
と
は
﹆
人
民
公
社
や
生
産
大
隊
が
所
有
・
経
営
し
て
い
た
社
隊
企
業
が
﹆
人
民
公
社
制
度
の

崩
壊
後
﹆
郷
営
と
村
営
の
集
団
所
有
制
企
業
︵
農
村
の
み
ん
な
で
所
有
す
る
企
業
︶
に
再
編
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
一
九
八
四
年
頃
よ
り
社
隊
企
業
﹆
農
民
の
共
同
経
営
企
業
﹆
個
人
企
業
を
加
え
て
﹆
農
村
企
業



94

を
郷
鎮
企
業
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
計
画
経
済
時
代
に
は
﹆
農
村
で
日
常
に
使
う
日
用
品
や
農
機
具
な
ど
は
計
画
経
済
の
不
完
全

性
に
よ
り
計
画
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
文
化
大
革
命
の
混
乱
期
に
は
物
資
が
不
足
す
る
な
ど
﹆
都

市
工
業
に
は
な
い
柔
軟
性
を
持
つ
農
村
工
業
に
は
活
躍
の
余
地
が
あ
っ
た
。

日
用
品
に
対
す
る
需
要
と
﹆
一
九
七
八
年
の
農
村
改
革
に
よ
り
顕
在
化
し
た
余
剰
労
働
力
と
が
結
び
つ

き
﹆
一
九
七
九
年
の
﹁
社
隊
企
業
を
発
展
さ
せ
よ
﹂
と
い
う
政
府
の
通
達
も
あ
っ
て
﹆
農
村
工
業
が
発
展

し
た
。
初
期
は
﹆
食
品
加
工
や
繊
維
﹆
修
理
﹆
旅
館
﹆
飲
食
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
発
展
し
た
。
当

時
﹆
綿
花
や
砂
糖
原
料
な
ど
は
計
画
内
農
産
物
で
あ
っ
た
た
め
に
﹆
郷
鎮
企
業
に
よ
る
加
工
は
許
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

農
村
で
の
雇
用
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
﹆
一
九
八
四
年
に
は
農
村
工
業
の
奨
励
化

の
方
針
が
政
府
よ
り
打
ち
出
さ
れ
た
。
し
か
し
﹆
郷
鎮
企
業
が
基
本
的
に
国
家
計
画
の
枠
外
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
﹆
原
材
料
調
達
﹆
販
売
﹆
資
金
調
達
な
ど
経
営
面
で
﹆
郷
鎮
企
業
は
早
く
か

ら
市
場
へ
の
適
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

都
市
部
に
お
い
て
も
﹆
文
革
の
収
束
に
よ
る
下
放
青
年
の
就
職
問
題
解
決
か
ら
﹆
個
人
企
業
の
容
認
の

方
針
が
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
一
九
八
一
年
︶。
一
九
八
七
年
の
第
一
三
回
党
大
会
に
お
い
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て
﹆
民
営
企
業
の
発
展
が
公
式
に
容
認
さ
れ
﹆
一
九
九
三
年
の
社
会
主
義
市
場
経
済
路
線
の
確
立
と
会
社

法
の
制
定
に
よ
っ
て
﹆
個
人
や
民
営
企
業
の
政
治
的
・
法
的
地
位
は
大
き
く
改
善
さ
れ
た
。

郷
鎮
企
業
の
役
割

郷
鎮
企
業
は
農
村
工
業
化
の
主
役
で
あ
っ
た
。
農
民
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
﹆
農
業
以
外
の
所
得
が
得
ら

れ
る
の
で
﹆
農
民
所
得
が
向
上
し
た
し
﹆
農
村
の
雇
用
機
会
が
提
供
さ
れ
る
の
で
﹆
余
剰
労
働
力
が
吸
収

で
き
た
。
そ
し
て
農
村
の
工
業
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
﹆
農
村
の
財
政
収
入
に
も
大
き
な
貢

献
を
果
た
し
た
。

ま
た
郷
鎮
企
業
は
﹆
都
市
の
集
団
所
有
制
企
業
の
下
請
け
の
役
割
を
負
っ
て
い
た
。
無
錫
県
で
は
﹆
全

体
の
四
分
の
一
が
都
市
企
業
と
連
携
し
て
お
り
﹆
上
海
の
都
市
企
業
の
三
分
の
一
は
郷
鎮
企
業
と
取
引
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︵
今
井
・
渡
邉
二
〇
〇
六
﹆
九
八
︱
九
九
︶。

郷
鎮
企
業
に
共
通
し
て
い
る
の
は
﹆
計
画
外
で
行
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
市
場
競

争
の
な
か
で
生
存
し
て
お
り
﹆
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
企
業
と
し
て
成
長
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
﹆
九
〇
年
代
に
は
競
争
の
激
化
か
ら
利
潤
率
が
減
少
し
﹆
経
営
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
く

な
っ
た
。
図
10
は
就
業
者
数
か
ら
み
た
郷
鎮
企
業
の
発
展
を
示
し
て
い
る
。
郷
鎮
企
業
は
八
〇
年
代
に
成
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長
し
﹆
九
〇
年
代
﹆
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
伸
び
は
鈍
化
し
﹆

安
定
し
き
て
い
る
。

ま
た
﹆
郷
鎮
企
業
は
日
本
で
い
う
中
小
企
業
で
あ
る
。
資

本
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
﹆
ど
う
し
て
も
労

働
集
約
型
産
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
安
い
労
賃
を
活
か
す
と

い
う
意
味
で
比
較
優
位
を
発
揮
し
﹆
輸
出
企
業
と
し
て
活
躍

す
る
郷
鎮
企
業
も
出
て
き
た
。
広
東
省
﹁
科
龍
集
団
﹂
は
香

港
に
上
場
し
﹆
国
内
有
数
の
家
電
メ
ー
カ
ー
に
育
っ
た
も
の

も
あ
る
。

評
価—

競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム

そ
も
そ
も
郷
鎮
企
業
は
現
在
で
こ
そ
﹆
株
式
化
な
ど
の
民

営
化
が
進
め
ら
れ
た
が
﹆
八
〇
年
代
に
は
成
長
の
柱
で
あ
っ

た
。
集
団
所
有
︵
郷
村
政
府
の
所
有
︶
と
全
人
民
所
有
︵
国

有
︶
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
﹆
と
も
に
公
有
で
あ
っ
た
。
そ

万人

年

18000
16000
14000
12000
1000
8000
6000
4000
2000
0

国有企業
郷鎮企業

図10．郷鎮企業、国有企業の就業者数

19
85

19
96

19
94

19
92

19
90

19
78

20
00

19
98

20
02

20
10

20
06
20
08

20
04

（出所）中国統計年鑑各年版より筆者作成。
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れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
時
の
国
有
企
業
よ
り
も
郷
鎮
企
業
の
成
長
は
速
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
﹆
多
く

の
研
究
者
が
着
目
し
た
。
な
ぜ
な
ら
明
確
な
所
有
制
の
存
在
が
企
業
経
営
の
効
率
性
を
保
障
す
る
と
い
う

コ
ー
ス
の
定
理
か
ら
は
ず
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
論
者
は
﹆
郷
鎮
所
有
と
い
っ
て
も
実
際
の
経
営
は
﹆
経
営
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
﹆
事
実
上

の
民
営
化
が
進
ん
で
い
た
と
す
る
。
あ
る
論
者
は
﹆
郷
鎮
内
部
で
経
営
者
と
労
働
者
が
郷
鎮
企
業
に
対

し
﹆
忠
誠
心
が
高
く
﹆
自
分
の
企
業
と
い
う
意
識
が
高
い
と
す
る
。
あ
る
論
者
は
﹆﹁
ソ
フ
ト
な
予
算
制

約
﹂︵
政
府
の
温
情
主
義
に
よ
っ
て
赤
字
に
陥
っ
た
国
有
企
業
を
救
済
す
る
︶
を
特
徴
と
す
る
国
有
企
業

と
は
異
な
り
﹆
郷
鎮
政
府
の
﹁
予
算
制
約
が
ハ
ー
ド
﹂︵
銀
行
か
ら
借
り
ら
れ
な
い
た
め
﹆
郷
鎮
政
府
は

非
効
率
な
企
業
を
温
存
で
き
な
い
︶
で
あ
る
こ
と
も
﹆
郷
鎮
企
業
の
成
功
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
い

る
。ま

た
﹆
郷
鎮
政
府
と
郷
鎮
企
業
は
一
体
で
あ
り
﹆
と
も
に
競
争
相
手
が
存
在
し
て
お
り
﹆
企
業
と
地
方

政
府
が
協
力
し
﹆
市
場
競
争
に
向
か
う
こ
と
で
﹆
経
営
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
改
善
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
意

見
も
あ
る
︵
加
藤
二
〇
〇
四
﹆
七
七
︶。

い
ず
れ
に
せ
よ
﹆
郷
鎮
企
業
や
都
市
の
個
人
企
業
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
い
ま
ま
で
の
単
一
な
所

有
制
に
風
穴
が
あ
い
た
。
社
会
主
義
の
公
有
制
と
い
う
建
前
は
さ
て
お
き
﹆
個
人
企
業
や
外
資
企
業
が
存
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在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇

一
年
の
憲
法
改
正
と
民
営
企
業
主

の
共
産
党
入
党
是
認
は
﹆
民
営
企

業
に
対
す
る
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
制
約
が
ほ
ぼ
解
消
し
た
こ

と
を
示
す
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ

る
︵
今
井
・
渡
邉
二
〇
〇
六
﹆
一

一
〇
︱
一
一
︶。

郷
鎮
企
業
は
競
争
と
い
う
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
活
用
し
つ
つ
一
九
八
〇

年
代
に
確
か
に
発
展
し
た
。
し
か

し
﹆
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
成
長
は

頭
打
ち
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
市
場

競
争
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
﹆
も
と

も
と
低
資
本
﹆
低
技
術
の
郷
鎮
企

農村（農業）
都市

（国有企業）

農村（農業）

郷鎮企業
（集団所有制
企業）

個人企業
外資企業
民営企業

都市
（国有企業）

投入
・産
出

労働力

食糧→
←近代的投入財

食糧→
←近代的投入財

計画経済期

多様な所有制構造

化
営
民

化
営
民

図11．郷鎮企業の位置づけ

（出所）中兼（1992，p.122）図３-13 を修正して作成。
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業
が
市
場
か
ら
退
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３　
請
負
制
度
の
導
入

国
有
企
業
と
は
誰
の
も
の
か
。﹁
国
の
も
の
﹂
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
﹁
国

有
﹂
と
い
う
概
念
ほ
ど
曖
昧
な
所
有
権
は
な
い
。
市
立
小
学
校
は
市
の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
市
長
の
判
断

で
廃
校
に
し
た
り
処
分
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
市
民
の
も
の
﹆
公
有
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
公
有
制
と
い
う
所
有
は
誰
の
モ
ノ
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

こ
の
所
有
の
不
明
瞭
さ
は
﹆
経
営
者
に
と
っ
て
以
下
の
問
題
を
生
む
。
国
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
経
営

す
れ
ば
い
い
の
で
自
分
で
意
思
決
定
を
し
な
い
。
赤
字
に
な
れ
ば
国
か
ら
お
金
を
補
填
し
て
も
ら
え
ば
い

い
し
︵
ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
︶﹆
黒
字
な
ら
国
に
全
部
上
納
す
る
。

ま
た
国
の
指
示
が
な
け
れ
ば
﹆
新
し
い
製
品
を
開
発
す
る
意
欲
も
コ
ス
ト
を
下
げ
る
経
営
の
工
夫
も
行

わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
企
業
は
技
術
革
新
を
行
わ
な
い
の
で
経
営
も
効
率
的
で
は
な
く
な
る
。

効
率
的
な
企
業
経
営
を
行
う
に
は
ど
う
し
た
よ
い
か
。
一
般
に
は
﹆
誰
が
所
有
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
公
有
制
を
採
用
す
る
よ
り
も
私
有
に
す
る
方
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
経
営
が
効
率
化
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す
る
と
い
わ
れ
る
︵
コ
ー
ス
の
定
理
︶。

と
こ
ろ
が
﹆
国
有
企
業
に
課
さ
れ
て
い
る
雇
用
確
保
﹆
産
業
政
策
の
実
施
と
い
う
観
点
か
ら
﹆
所
有
制

と
は
関
係
な
く
効
率
的
な
企
業
統
治
が
可
能
だ
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
一
方
﹆
や
は
り
公
有
制
自
体
が
非

効
率
の
源
泉
で
あ
る
の
で
﹆
私
有
化
が
必
要
と
い
う
見
方
が
あ
る
。

前
者
は
﹆
市
場
競
争
と
予
算
制
約
の
ハ
ー
ド
化
︵
国
有
企
業
へ
の
融
資
や
国
か
ら
の
補
助
が
厳
格
化
す

る
こ
と
︶
が
な
さ
れ
れ
ば
﹆
企
業
統
治
は
よ
く
な
る
と
し
て
い
る
し
﹆
後
者
は
コ
ー
ス
の
定
理
ど
お
り
﹆

所
有
者
が
経
営
者
を
監
督
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
統
治
が
よ
く
な
る
の
で
﹆
所
有
者
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
︵
今
井
二
〇
〇
〇
﹆
一
九
〇
︶。

公
有
制
は
そ
の
ま
ま
で
﹆
郷
鎮
企
業
や
私
営
企
業
な
ど
の
市
場
参
入
を
許
し
﹆
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導

入
し
た
八
〇
年
代
郷
鎮
企
業
は
成
長
し
た
。
国
有
企
業
は
そ
の
こ
ろ
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

請
負
制
度
の
導
入

国
有
企
業
は
計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
で
あ
り
﹆
社
会
主
義
が
標
榜
す
る
公
有
制
の
基
本
単
位
と
な

る
。
政
府
の
主
管
部
門
が
﹆
所
属
の
企
業
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
﹆
計
画
を
実
行
す
る
﹁
工
場
﹂

で
あ
り
﹆
私
た
ち
の
い
う
企
業
で
は
な
か
っ
た
。
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主
管
部
門
︵
例
え
ば
軽
工
業
部
︶
→

国
有
企
業
︵
国
有
の
紡
績
企
業
︶

国
有
企
業
改
革
に
焦
点
を
あ
て
て
﹆
企
業
改
革
の
歴
史
を
み
て
み
よ
う
︵
中
兼
一
九
九
九
﹆
二
四
二
︱

二
四
三
︶。

第
一
期
は
一
九
七
九
～
八
六
年
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
企
業
の
利
潤
留
保
制
度
の
開
始
と
企

業
に
よ
る
留
保
利
潤
使
用
権
の
拡
大
が
お
も
な
改
革
で
あ
っ
た
︵
放
権
譲
利
：
自
主
権
拡
大
と
利
潤
の
留

保
使
用
︶。
企
業
が
あ
げ
た
利
潤
は
す
べ
て
国
家
に
上
納
さ
れ
て
い
た
。
改
革
に
よ
り
利
潤
の
一
部
を
税

と
し
て
国
家
に
納
め
た
あ
と
の
利
潤
は
企
業
内
で
留
保
で
き
る
よ
う
に
な
り
﹆
そ
れ
を
企
業
で
働
く
人
の

た
め
に
ボ
ー
ナ
ス
と
し
て
分
配
さ
れ
た
。

第
二
期
は
一
九
八
七
～
九
三
年
の
時
期
で
﹆
所
有
権
に
は
手
を
つ
け
ず
請
負
制
を
導
入
し
て
﹆
企
業
統

治
を
改
善
す
る
と
い
う
改
革
で
あ
る
。
請
負
制
は
国
有
企
業
の
監
督
官
庁
と
経
営
者
と
が
通
常
三
～
五
年

程
度
の
期
間
の
経
営
請
負
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
形
式
を
と
る
。
経
営
者
は
利
潤
の
一
部
上
納
を
義
務
づ
け

ら
れ
る
が
﹆
生
産
量
や
生
産
方
法
﹆
製
品
の
価
格
﹆
従
業
員
の
雇
用
・
解
雇
な
ど
に
お
い
て
自
主
権
が
与

え
ら
れ
た
。

第
三
期
は
一
九
九
四
年
以
降
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
の
﹁
全
人
民
所
有
制
工
業
企
業
経
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営
シ
ス
テ
ム
転
換
条
例
﹂
を
契
機
と
し
て
﹆

私
た
ち
の
い
う
普
通
の
企
業
制
度
を
確
立
す

る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
会
社
法
が

施
行
さ
れ
﹆
企
業
が
法
人
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
一
九
九
六
年
か
ら
は
大
型
企
業
は

残
し
﹆
小
型
企
業
は
民
営
化
﹆
私
有
化
を
含

む
様
々
な
所
有
形
態
に
転
換
す
る
こ
と
と
し

た
︵﹁
抓
大
放
小
﹂︵
大
を
つ
か
み
﹆
小
を
放

つ
︶
と
言
わ
れ
た
︶。

請
負
制
度
の
問
題
点

請
負
制
と
い
う
企
業
自
主
権
︵
つ
ま
り
経

営
権
の
自
由
化
︶
の
拡
大
は
﹆
ど
の
よ
う
に

進
ん
だ
か
。
表
３
に
よ
れ
ば
﹆
一
九
九
三
年

ま
で
に
﹆
生
産
面
で
の
自
主
権
は
九
五
％
以

表 3　経営自主権の獲得状況（1996年 OECF=CASSサンプル調査）

（単位：％）

自主権を獲得した時期
未獲得

85年以前 86-90年 91-93年 94年以降

生産量・品目等経営
管理上の決定権
製品価格決定権
従業員募集・採用権
従業員解雇権
製品輸出権
原材料輸入権
回収期間2年以内の
投資プロジェクト決
定権
回収期間2年以上の
投資プロジェクト決
定権
資産購入権
資産処分権

31.5

18.9
9.2
5.9
2.3
1.5
3.5

3.4

6.5
3.1

35.4

34.4
27.5
21.7
11.4
8.7

10.5

9.2

11.5
8.3

18.6

23.6
22.8
19.4
9.8
9.7

11.3

10.7

11.8
10.3

1

1.5
3.1
4.7
2.1
1.8
1.4

0.6

1.9
2.6

13.5

21.7
37.4
48.4
74.3
78.1
73.3

76.1

68.3
75.6

（出所）今井（2000）p.193の表２より。
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上
の
企
業
が
獲
得
し
﹆
価
格
が
八
割
弱
﹆
従
業
員
に
つ
い
て
雇
用
は
六
〇
％
﹆
解
雇
が
四
五
％
程
度
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
﹆
投
資
や
資
産
に
関
す
る
自
主
権
は
二
割
程
度
の
企
業
し
か
手
に
入
れ
て
い
な

い
。何

を
生
産
し
﹆
ど
の
よ
う
な
価
格
で
販
売
す
る
か
と
い
う
日
常
の
経
営
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
権
は
多

く
の
企
業
が
獲
得
し
た
。
し
か
し
﹆
経
営
上
の
重
要
な
人
材
獲
得
と
再
配
置
︵
解
雇
︶
に
つ
い
て
は
上
級

機
関
︵
国
家
政
府
︶
の
意
向
が
強
く
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

経
営
請
負
制
と
い
う
方
法
は
﹆
経
営
権
の
内
容
を
徹
底
的
に
経
営
者
に
任
せ
る
と
い
う
も
の
と
は
い
え

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
請
負
制
で
企
業
は
市
場
に
沿
っ
た
経
営
判
断
が
で
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
経
営
は
効
率
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
有
企
業
の
経
営
の
効
率
性
を
論
じ
た
研
究
に
よ
れ
ば
﹆
確
実
に
改
善
し
た
と
さ
れ
る
し
︵
今
井
二
〇

〇
〇
﹆
一
九
三
︶﹆
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
＝
ロ
ウ
ス
キ
ー
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
﹆
集
団
所
有
制
企
業
に
比
べ

て
﹆
全
要
素
生
産
性
の
増
加
率
は
低
い
が
そ
れ
で
も
増
加
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
中
兼
一
九
九
九
﹆

二
六
二
︶。
つ
ま
り
何
も
し
な
い
よ
り
は
経
営
は
効
率
化
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
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評
価—

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

請
負
制
は
﹆
企
業
経
営
者
に
よ
る
効
率
的
な
経
営
を
行
お
う
と
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
ら
し

た
。し

か
し
請
負
制
度
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
請
負
契
約
の
強
制
力
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
。
契

約
上
の
利
潤
の
一
部
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
﹆
上
納
義
務
が
減
免
さ
れ
た
。
状
況
に

よ
っ
て
は
国
有
銀
行
を
通
じ
て
﹆
追
加
的
な
融
資
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
﹁
ソ
フ
ト
な
予
算

制
約
﹂
は
﹆
労
働
者
へ
の
過
剰
分
配
﹆
過
剰
投
資
を
招
い
た
。
経
営
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
の
に
﹆
労

働
者
へ
の
賃
金
・
ボ
ー
ナ
ス
が
払
わ
れ
﹆
短
期
的
な
過
剰
投
資
は
不
良
債
権
化
し
て
い
っ
た
。
結
局
﹆
国

有
企
業
は
赤
字
を
抱
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
﹆
請
負
制
契
約
の
交
渉
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。
請
負
制
で
は
企
業
ご
と
に
状
況
に
応
じ

て
﹆
上
納
利
潤
を
決
定
し
て
い
く
。
従
っ
て
企
業
ご
と
に
負
担
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
﹆
市
場
で
の
競
争
条

件
が
企
業
ご
と
に
不
公
平
と
な
っ
た
。
ま
た
国
有
企
業
自
体
が
か
か
え
る
社
会
的
責
任
か
ら
地
元
雇
用
の

拡
大
が
優
先
さ
れ
﹆
そ
の
た
め
に
も
国
有
銀
行
か
ら
の
融
資
で
企
業
経
営
を
続
け
さ
せ
る
と
い
っ
た
不
良

企
業
の
存
続
が
問
題
と
な
っ
た
。

最
終
的
に
主
管
官
庁
︵
所
有
者
︶
は
﹆
企
業
︵
経
営
者
︶
を
う
ま
く
統
治
︵
ガ
バ
ナ
ン
ス
︶
で
き
な
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か
っ
た
と
い
え
る
。
と
く
に
契
約
が
短
期
的
で
あ
る
た
め
﹆
利
潤
は
経
営
者
と
労
働
者
に
分
配
さ
れ
﹆
国

有
企
業
が
自
分
自
身
を
内
部
か
ら
食
べ
尽
く
す
︵
国
有
資
産
の
私
物
化
︶
現
象
が
出
現
し
た
の
で
あ
る

︵
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
も
い
う
︶。

八
〇
年
代
﹆
郷
鎮
企
業
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
国
有
企
業
は
企
業
経
営
の
自
由
度
と
い
う
点
で
は
他

の
所
有
制
企
業
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
従
業
員
の
雇
用
や
解
雇
は
地
方
政
府
に
と
っ
て

も
非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
で
あ
り
﹆
企
業
の
自
由
に
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

逆
に
経
営
者
に
自
由
に
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
﹆
経
営
者
は
一
体
何
の
権
利
が
あ
っ
て
公
有
の
企
業
を

自
由
に
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
も
発
生
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
中
国
の
国
有
企
業
は
早
晩
﹆
所
有
制
と

い
う
問
題
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

郷
鎮
企
業
と
の
競
争
に
晒さ
ら

さ
れ
﹆
外
資
系
企
業
と
も
競
争
を
迫
ら
れ
た
国
有
企
業
は
﹆
と
く
に
労
働
集

約
型
産
業
で
あ
っ
た
紡
績
産
業
で
累
積
赤
字
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
一
九
九
三
年
以
来
国
有
紡
績
企

業
は
五
年
連
続
赤
字
を
出
し
﹆
一
九
九
六
年
の
時
点
で
国
有
紡
績
企
業
の
赤
字
は
国
有
企
業
全
体
の
四
割

ま
で
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
関
連
労
働
者
は
一
八
〇
万
人
と
も
い
わ
れ
て
お
り
﹆
国
有
紡
績
業
は
困
難

に
直
面
し
た
の
で
あ
る
︵
た
だ
し
九
七
年
に
は
苦
境
を
脱
し
た
︵
岡
本
一
九
九
九
︶︶。
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４　
所
有
制
の
改
革

長
い
間
国
有
企
業
の
存
続
に
か
か
わ
っ
て
い
た
政
府
も
﹆
す
べ
て
の
国
有
企
業
を
維
持
す
る
こ
と
の
難

し
さ
を
認
識
し
た
。
一
九
九
六
年
の
﹁
抓
大
放
小
﹂
と
国
有
企
業
の
戦
略
的
改
編
は
﹆
競
争
的
産
業
か
ら

の
国
有
企
業
の
撤
退
を
決
定
し
﹆
民
営
化
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
。
宇
宙
﹆
資
源
﹆
イ
ン
フ
ラ
﹆
通

信
な
ど
の
重
要
な
産
業
か
つ
大
型
企
業
は
国
に
残
す
と
し
な
が
ら
も
大
部
分
の
国
有
企
業
が
民
営
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
七
年
に
は
当
時
の
朱
鎔
基
首
相
が
国
有
企
業
の
経
営
不
振
の
問
題
解
決
に
真
剣

に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
改
革
を
阻
害
し
て
い
た
行
政
の
改
革
﹆
銀
行
の
改
革
が
セ
ッ
ト
で
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

本
節
は
﹆
民
営
化
を
中
心
と
す
る
国
有
企
業
改
革
を
考
察
す
る
。
は
じ
め
に
国
有
企
業
改
革
の
四
つ
の

方
向
を
確
認
し
﹆
そ
の
問
題
点
を
検
討
し
て
﹆
今
後
企
業
形
態
が
ひ
と
つ
に
方
向
に
収
斂
し
つ
つ
あ
る
こ

と
を
述
べ
る
。

国
有
企
業
改
革
の
方
向

一
九
九
七
年
の
第
一
五
回
党
大
会
を
境
に
国
有
企
業
改
革
は
本
格
的
な
公
有
制
か
ら
私
有
制
に
向
け
た
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民
営
化
が
主
流
と
な
る
。﹁
国
有
経
済
の
戦
略
的
調
整
﹂﹆
す
な
わ
ち
国
有
企
業
を
戦
略
的
な
部
門
に
集
中

し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
﹆﹁
非
公
有
経
済
﹂
す
な
わ
ち
民
間
企
業
が
﹁
社
会
主
義
市
場
経
済
の

重
要
な
構
成
要
素
﹂
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
郷
鎮
企
業
﹆
外
資
系
企
業
な
ど
の
民
間
企
業
は
﹁
公
有

経
済
の
補
充
﹂
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
の
が
﹆
扱
い
が
格
上
げ
に
な
っ
た
︵
大
橋
・
丸
川
二
〇
〇
九
﹆　

六
八
︶。
こ
れ
に
よ
り
民
営
化
は
タ
ブ
ー
で
も
な
く
﹆
試
験
的
な
も
の
で
も
な
く
﹆
本
格
的
に
実
行
す
る

改
革
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

国
有
企
業
改
革
は
﹆
基
本
的
に
所
有
と
経
営
の
分
離
を
中
心
と
し
て
﹆
四
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
︵
中
兼
一
九
九
九
﹆
二
四
六
︱
二
四
八
︶。

ひ
と
つ
目
の
方
向
は
国
有
資
産
管
理
機
構
︵
委
員
会
︶
を
政
府
の
な
か
に
設
置
し
﹆
そ
れ
が
国
家
持
株

会
社
を
通
じ
て
配
下
企
業
の
資
産
を
所
有
し
﹆
管
理
す
る
体
制
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
﹆
誰
が
所
有
者
か

と
い
う
問
題
が
解
決
し
た
。
こ
の
改
革
は
行
政
改
革
と
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
﹆
各
工
業
部
︵
主
管
官
庁
︶
が

廃
止
さ
れ
﹆
持
株
会
社
と
な
っ
て
い
っ
た
。

国
有
資
産
管
理
委
員
会
︵
新
設
︶
→
持
株
会
社
︵
例
え
ば
軽
工
業
部
な
ら
紡
績
持
株
集
団
公
司
︶

→

配
下
の
国
有
企
業
︵
紡
績
︶
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二
つ
目
は
大
型
の
企
業
集
団
な
ど
に
国
有
資
産
を
授
権
経
営
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
企
業
集
団

の
中
核
企
業
が
国
有
資
産
管
理
委
員
会
か
ら
国
有
資
産
の
経
営
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
る
。
こ
の
改
革
は

一
九
九
一
年
か
ら
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
東
風
自
動
車
を
は
じ
め
﹆
合
計
八
つ
の
企
業
集
団
が
授
権
経
営

の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
認
定
さ
れ
﹆
経
営
管
理
の
実
験
を
行
っ
た
。

国
有
資
産
管
理
委
員
会
︵
新
設
︶
→
経
営
の
委
託
→
大
型
企
業
集
団
→
配
下
の
企
業

企
業
規
模
が
大
き
く
﹆
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
企
業
は
国
家
か
ら
委
託
さ
れ
た
形
で
企
業
経
営

を
行
っ
て
き
た
。

三
つ
目
は
株
式
化
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
深
圳
と
上
海
に
株
式
市
場
が
設
け
ら
れ
﹆
一
部
国

有
企
業
も
上
場
し
て
資
金
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
る
と
一
九
九
二
年
に
は
人
々
の
間
で
株
式
ブ
ー
ム
が
発

生
し
た
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
﹆
①
出
資
主
体
を
多
元
化
し
て
企
業
統
治
の
効
率
化
を
は
か
る
こ
と
﹆
②

直
接
金
融
の
途
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
過
剰
債
務
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。

企
業
価
値
を
株
式
に
す
る
→
上
場
→
国
有
資
本
以
外
の
出
資
主
体
を
導
入

四
つ
目
は
﹆
非
国
有
部
門
へ
の
売
却
を
通
じ
た
私
営
化
あ
る
い
は
リ
ー
ス
で
あ
る
。
と
く
に
一
九
九
六
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年
頃
か
ら
開
始
さ
れ
た
国
有
企
業
の
﹁
戦
略
的
再
編
﹂
で
は
﹆
競
争
的
産
業
お
よ
び
お
よ
び
中
小
の
国
有

企
業
は
個
人
企
業
や
私
営
企
業
な
ど
に
売
却
や
リ
ー
ス
と
い
う
形
で
私
営
部
門
に
移
さ
れ
た
。

中
小
国
有
企
業
→
売
却
﹆
リ
ー
ス

改
革
の
状
況

ひ
と
つ
目
の
国
有
持
株
会
社
に
よ
る
経
営
へ
の
関
与
は
﹆
企
業
が
利
潤
が
出
し
て
い
る
間
は
﹆
経
営
者

は
国
の
関
与
を
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
市
場
で
の
競
争
は
激
化
し
﹆
モ
ノ

不
足
経
済
か
ら
モ
ノ
余
り
経
済
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
の
企
業
経
営
は
﹆
経
営
者

が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
な
か
で
﹆
国
有
持
株
会
社
が
経
営
に
口
を
出
す
こ
と
は
﹆
市
場
競
争
で

敗
退
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
政
府
は
利
潤
よ
り
も
地
元
の
雇
用
や
地
元
経
済
の
振
興
を
目

的
と
し
て
い
る
た
め
﹆
経
営
者
の
利
潤
拡
大
と
い
う
目
的
と
相
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
は
﹆
持
株
会
社
の
傘
下
に
残
る
の
は
﹆
小
規
模
あ
る
い
は
比
較
的
実
力
の
弱
い
企
業
が
中
心
と

な
る
。
国
有
持
株
会
社
の
主
要
な
役
割
は
こ
う
し
た
企
業
の
整
理
・
売
却
が
中
心
と
な
り
﹆
国
有
企
業
改

革
の
過
渡
的
制
度
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
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整
理
﹆
売
却
の
数
値
を
見
て
み
よ
う
。
国
有
企
業
の
就
業
者
数
の
ピ
ー
ク
は
一
九
九
五
年
で
七
五
四
四

万
人
で
あ
っ
た
が
﹆
二
〇
〇
八
年
に
は
二
五
〇
一
万
人
ま
で
に
減
少
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
合

計
四
九
八
〇
社
の
国
有
企
業
が
破
産
し
﹆
九
六
七
万
人
が
職
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
︵
黄
二
〇
一
一
︶。

二
つ
目
の
授
権
経
営
と
い
う
方
法
で
は
﹆
授
権
す
る
内
容
が
経
営
効
率
に
依
存
す
る
。
と
く
に
中
央
直

轄
の
機
関
産
業
部
門
に
属
す
る
企
業
で
は
﹆
国
家
の
産
業
政
策
を
優
先
す
る
よ
う
な
経
営
が
期
待
さ
れ
る

︵
産
業
政
策
型
授
権
企
業
︶。
宝
山
鋼
鉄
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
り
﹆
そ
の
意
味
で
経
営
者
の
自
由
度
は
少
な

い
。
一
方
﹆
経
営
者
が
非
常
に
有
能
で
実
質
的
に
企
業
を
支
配
し
て
い
る
国
有
授
権
企
業
も
存
在
す
る

︵
経
営
者
支
配
型
授
権
企
業
︶。
こ
の
よ
う
な
企
業
は
比
較
的
規
模
が
小
さ
く
﹆
競
争
条
件
が
厳
し
い
産
業

で
あ
る
。
こ
の
場
合
﹆
経
営
者
の
在
任
期
間
が
長
く
︵
例
え
ば
二
〇
年
︶﹆
も
し
経
営
者
が
う
ま
く
企
業

を
経
営
し
て
利
益
が
出
る
場
合
﹆
政
府
が
口
出
し
す
る
余
地
は
小
さ
い
︵
今
井
・
渡
邉
二
〇
〇
六
﹆
第
二

章
︶。三

つ
目
の
株
式
化
で
は
﹆
国
有
企
業
が
中
心
と
な
っ
た
。
国
有
株
主
が
筆
頭
株
主
で
あ
る
企
業
は
約
八

割
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
地
域
や
業
種
に
よ
っ
て
政
府
が
割
り
当
て
を
行
っ
て
﹆
国
有
企
業
を
上
場
さ

せ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︵
二
〇
〇
〇
年
廃
止
︶。
ま
た
こ
の
国
有
株
主
︵
一
般
的
に
は
二
つ
目
の
よ
う

な
上
場
企
業
の
母
体
企
業
あ
る
い
は
中
核
企
業
︶
が
持
つ
株
は
原
則
と
し
て
売
買
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
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た
め
﹆
非
流
通
株
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
株
式
全
体
に
占
め
る
割
合
は
発
行
済
み
株
式
の
三
分
の
二
を
占
め

て
い
る
と
い
う
２
。
他
に
も
株
主
資
本
に
対
す
る
純
利
益
の
割
合
で
﹆
企
業
収
益
を
示
す
株
主
の
資
本
収

益
率
︵R

eturn on Equity: 

Ｒ
Ｏ
Ｅ
︶
は
﹆
先
進
国
が
一
四
・
六
～
二
三
・
八
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
﹆
中
国
で
は
全
上
場
企
業
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
六
・
二
し
か
な
い
︵
今
井
・
渡
邉
二
〇
〇
六
﹆
七
四
表
２
︶。

国
家
株
主
の
存
在
は
経
営
効
率
の
改
善
に
貢
献
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

最
後
の
私
有
化
は
﹆
株
式
を
経
営
者
や
経
営
者
と
平
等
に
労
働
者
に
も
分
け
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
﹆
郷
鎮
企
業
や
中
小
企
業
で
は
﹆
公
有
制
の
実
体
的
な
形
態
と
し

て
﹆
企
業
の
資
産
を
経
営
者
と
労
働
者
に
平
等
に
割
り
当
て
ら
れ
た
︵M

anagem
ent-Em

ployees 
B

uyout: 

Ｍ
Ｅ
Ｂ
Ｏ
︶。
こ
れ
に
よ
り
﹆
従
業
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
維
持
し
つ
つ
﹆
経
営
者
も
自
分
の

企
業
と
し
て
経
営
効
率
の
改
善
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
の
方
法
に
お
い
て
も
﹆
政
府
の
所
有
者
と
し
て
の
行
動
目
的
と
企
業
経
営
者
の
行
動
目
的
が
違
う
た

め
﹆
こ
の
所
有
と
経
営
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
経
営
効
率
が
改
善
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
試
行
錯

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

２　

非
流
通
株
の
放
出
に
あ
た
っ
て
は
既
存
株
主
の
損
失
を
補
填
す
る
と
い
う
条
件
付
き
で
﹆
二
〇
〇
四
年
に
非
流
通
株
の

放
出
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
流
通
株
・
非
流
通
株
が
統
一
さ
れ
﹆
二
〇
〇
六
年
よ
り
非
流
通
株
の
放
出

が
始
ま
っ
て
い
る
︵
関 

二
〇
〇
九
︶。
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誤
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

評
価—

所
有
と
経
営
の
分
離

二
〇
〇
四
年
の
第
一
〇
期
全
人
代
に
お
い
て
﹆
憲
法
が
改
正
さ
れ
﹆
私
有
財
産
の
保
護
が
う
た
わ
れ

た
。
私
有
化
に
つ
い
て
﹆
社
会
主
義
と
相
反
し
な
い
と
い
う
政
府
の
立
場
が
鮮
明
に
な
っ
た
。
民
営
化
は

私
有
化
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
ど
の
所
有
制
の
形
態
の
企
業
も
徐
々
に
所
有
権
を
経
営
者
に
集
中
さ
せ

る
形
態
︵
Ｍ
Ｂ
Ｏ
︶
が
中
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
経
営
者
の
実
質
的
な
企
業
支
配
が
経
営
の
効

率
を
生
む
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。
国
有
企
業
で
あ
れ
﹆
そ
の
他
の
企
業
で
あ
れ
﹆
企
業
形
態
は

収
斂
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

計
画
経
済
に
お
い
て
国
有
企
業
は
国
家
の
命
令
と
計
画
に
従
う
﹁
体
の
一
部
分
﹂
で
あ
り
﹆
勝
手
な
こ

と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ト
ッ
プ
に
立
つ
の
は
市
場
の
荒
波
に
向
か
っ
て
企
業
を
舵
取
る
経
営
者
で
は
な

く
﹁
工
場
長
﹂
で
あ
っ
た
。

工
場
長
を
経
営
者
に
育
て
上
げ
て
﹆
企
業
の
経
営
を
立
て
直
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
切
り
札
が
国
有
企
業
の
民
営
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
十
万
も
あ
っ
た
国
有
企
業
は
地
方
の

小
さ
な
企
業
を
中
心
に
民
営
化
が
す
す
み
﹆
二
〇
一
二
年
七
月
現
在
で
中
央
が
管
理
し
て
い
る
の
は
一
一
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七
の
国
有
企
業
の
み
で
あ
る
。

民
営
化
の
特
徴
は
﹆
株
主
が
所
有
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
株
主
が
取
締
役
会
を
通
じ
て
﹆
経
営
陣
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
経
営
陣
と
取
締
役
会
︵
株
主
の
代
表
︶
が
重
な
る
と
独
裁
的
に
経
営
が
可
能
と
な

る
。
こ
れ
が
Ｍ
Ｂ
Ｏ
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
残
さ
れ
た
大
型
国
有
企
業
は
依
然
国
有
で
あ
り
﹆
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
か
﹆

中
国
経
済
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。

渡
邉
︵
二
〇
一
一
︶
に
よ
れ
ば
﹆
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
国
有
企
業
の
傘
下
の
企
業
が
民
営
企
業
を

買
収
す
る
ケ
ー
ス
が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
。
現
在
は
﹆
政
府
の
支
配
下
に
あ
る
国
有
企
業
と
そ
う
し
た

背
景
を
持
た
な
い
私
有
企
業
が
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
中
国
の
特
徴
は
﹆
国
有
企
業
が
多
く
の
業
界
で

規
模
の
う
え
で
主
導
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
い
う
世
界
に
も
稀
な
形
態
で
あ
る
。

５　
政
府
の
退
出
と
再
参
入

中
国
経
済
の
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
国
有
企
業
に
対
し
﹆
競
争
を
挑
ん
だ
郷
鎮
企
業
は
計
画
外

で
あ
っ
た
こ
と
﹆
そ
し
て
競
争
が
激
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
急
速
な
成
長
を
と
げ
﹆
中
国
の
発
展
を
け
ん
引



114

し
た
。
郷
鎮
企
業
は
中
国
民
営
企
業
の
さ
き
が
け
で
あ
っ
た
。
郷
鎮
と
い
う
集
団
所
有
の
公
営
企
業
で
は

あ
っ
た
が
厳
し
い
競
争
環
境
が
経
済
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
多
く
の
国
有
企
業
は
戦
略

的
改
組
の
も
と
で
競
争
市
場
的
産
業
か
ら
は
退
出
し
﹆
民
営
化
さ
れ
る
と
と
も
に
﹆
不
採
算
な
国
有
企
業

は
倒
産
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
﹆
中
国
が
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
る
と
と
も
に
﹆
中
国
企
業
は
世
界
で
も
存
在
感
を

示
し
て
い
る
。
米
雑
誌
﹃
フ
ォ
ー
ブ
ス
﹄︵
二
〇
一
二
年
四
月
号
︶
は
世
界
企
業
上
位
二
〇
〇
〇
社
ラ
ン

キ
ン
グ
を
発
表
し
た
︵w
w

w
.forbes.com

/global2000

︶。
中
国
企
業
は
一
三
六
社
が
ラ
ン
ク
入
り
し
﹆

中
国
工
商
銀
行
の
第
四
位
を
は
じ
め
﹆
四
大
国
有
銀
行
﹆
二
大
石
油
企
業
な
ど
が
上
位
に
は
い
っ
た
。
近

年
﹆
ラ
ン
ク
イ
ン
す
る
中
国
企
業
は
顕
著
に
増
加
し
﹆
ラ
ン
キ
ン
グ
も
急
上
昇
し
て
い
る
。

し
か
し
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
の
は
﹆
数
と
し
て
も
雇
用
数
と
し
て
も
減
少
し
て
き
て
い
る
国
有
企
業

が
主
体
で
あ
る
。
中
国
石
油
加
工
︵Sinopec

︶
を
は
じ
め
と
す
る
石
油
﹆
電
力
﹆
金
融
﹆
原
料
﹆
交
通

運
輸
﹆
通
信
﹆
自
動
車
な
ど
の
大
型
国
有
企
業
が
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
準
民
間
企
業
で
は
﹆
レ
ノ
ボ

︵
聯
想
集
団
︶
な
ど
数
で
は
少
な
い
。

二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
以
降
﹆
政
府
が
四
兆
元
の
財
政
政
策
を
行
う
と
と
も
に
﹆
そ
の
実
行
部
隊
と

し
て
国
有
企
業
の
存
在
が
ま
た
注
目
さ
れ
て
い
る
。﹁
国
進
民
退
﹂
と
呼
ば
れ
る
現
象
で
﹆
国
有
企
業
が
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独
占
的
な
産
業
に
お
い
て
﹆
賃
金
水
準
や
売
上
な
ど
で
民
間
企
業
を
押
し
の
け
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

国
有
企
業
が
優
位
な
の
は
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
平
均
費
用
が
逓
減
す
る
産
業
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
は
国

有
企
業
が
独
占
的
企
業
と
な
る
た
め
利
潤
率
が
高
く
な
る
。
ま
た
国
家
を
背
景
に
し
て
い
る
た
め
に
国
家

政
策
の
情
報
な
ど
を
踏
ま
え
て
市
場
競
争
を
有
利
に
展
開
で
き
た
り
す
る
。

郷
鎮
企
業
と
い
う
非
国
有
経
済
と
の
競
争
か
ら
始
ま
っ
た
国
有
企
業
改
革
は
﹆
経
営
者
へ
の
請
負
制

度
﹆
所
有
権
改
革
を
経
て
﹆
世
界
企
業
へ
と
成
長
し
つ
つ
あ
る
。
民
営
化
さ
れ
て
い
な
い
国
有
企
業
は
﹆

市
場
経
済
に
お
け
る
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
存
在
感
を
増
し
て
い
る
。
政
府
が
企
業
活
動
に

ど
こ
ま
で
関
与
し
つ
づ
け
る
の
か
﹆
そ
し
て
ど
こ
ま
で
退
出
し
て
い
く
の
か
﹆
今
後
の
中
国
企
業
の
成
長

と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
動
向
と
な
ろ
う
。




