
事
業
で
損
切
り
で
き
な
い
心

理
を
説
明
す
る
話
で
す
。

儲
か
る
と
上
昇
を
信
じ
て
投
資

を
し
て
投
資
後
に
下
落
す
る
と

い
う
矛
盾
に
直
面
し
た
と
き
、

生
ず
る
不
安
を
解
消
す
る
た
め

ど
ち
ら
か
の
事
実
を
否
定
し
て
、

矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
ま
す
。

多
く
は
下
落
を
否
定
し
ま
た
戻

す
と
、
失
う
時
間
も
考
え
ず
に

損
切
り
で
き
な
く
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
認
知
的
不
協
和

は
東
ア
ジ
ア
人
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
。

「
北
米
と
東
ア
ジ
ア
の
被
験
者

を
用
い
た
同
じ
よ
う
な
異
文
化

間
の
心
理
学
研
究
に
よ
り
、
多

く
の
思
考
ス
タ
イ
ル
の
違
い
が

明
か
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
認

知
的
不
協
和
〔
矛
盾
す
る
考
え

を
同
時
に
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
不
安
〕
と
い
っ

た
、
か
つ
て
は
人
類
共
通
と
考

え
ら
れ
て
い
た
心
理
現
象
が
、

非
欧
米
人
〔
と
く
に
東
ア
ジ
ア

人
〕
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

か
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
他
の

研
究
か
ら
、
注
意
、
記
憶
、
知

覚
と
い
っ
た
基
本
的
な
プ
ロ
セ

ス
の
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
人
は
事
物

の
位
置
関
係
の
記
憶
に
優
れ
て

い
る
が
、
欧
米
人
は
単
体
の
特

徴
の
記
憶
に
優
れ
て
い
る
。
心

理
学
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ス

ベ
ッ
ト
ら
は
、
こ
う
し
た
東
洋

と
西
洋
の
違
い
は
あ
る
特
徴
に

よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
主
張
し

た
。
東
ア
ジ
ア
人
の
思
考
ス
タ

イ
ル
は
「
全
体
論
的
」
で
、
欧

米
人
の
思
考
ス
タ
イ
ル
は
「
分

析
的
」
だ
と
い
う
の
だ
。
」

社
会
が
異
な
れ
ば
人
間
の
心
理

作
用
も
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

損
切
り
で
き
な
い
日
本
人
の
心

理
は
、
災
害
に
対
す
る
あ
き
ら

め
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
人
は
自
然
の
あ
ち
こ
ち
に

神
を
宿
す
の
が
特
徴
で
、
地
震

や
台
風
、
火
山
の
噴
火
な
ど
の

自
然
災
害
も
神
様
の
や
る
こ
と

だ
か
ら
…
と
い
う
よ
う
に
、
ど

こ
か
で
あ
き
ら
め
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
降
、
神
・
自

然
・
人
と
切
り
分
け
て
考
え
西

洋
人
は
、
将
来
に
対
す
る
リ
ス

ク
を
積
極
的
に
制
御
支
配
し
よ

う
と
試
み
る
。

一
方
、
日
本
人
は
歴
史
的
に
将

来
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
備
え
の

意
識
は
希
薄
で
、
災
害
が
起
き

れ
ば
、
せ
つ
な
い
ね
、
は
か
な

い
ね
、
と
受
け
入
れ
和
歌
に
悲

し
み
を
詠
み
、
お
茶
を
た
て
て

心
を
落
ち
着
け
よ
う
と
す
る
。

何
か
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
て

損
切
り
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、

起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
た
だ

眺
め
、
受
け
入
れ
て
い
く
だ
け

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
文
化
進
化
論
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

進
化
論
は
文
化
を
説
明
で
き
る

か
」
著
者
ア
レ
ッ
ク
ス
・
メ
ス
ー

デ
ィ
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か
っ
て
私
た
ち
は
、
小
泉
・

竹
中
路
線
（
２
０
０
１
年
～
２

０
０
５
年
）
で
弱
肉
強
食
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
資
本
主
義
（
構
造

改
革
）
を
容
認
し
ま
し
た
。

非
デ
カ
ル
ト
の
新
時
代
が
始

ま
っ
て
い
る
。

学
歴
や
資
格
や
会
社
に
頼
っ

て
い
る
人
に
、
未
来
が
な
い
。

国
家
資
格
で
も
、
「
食
え
な
い
」

の
が
当
た
り
前
、
底
な
し
沼
の

時
代
な
の
で
あ
る
。

安
心
の
時
代
は
遠
い
昔
に
終
焉

し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
、
構
造
改
革

は
、
企
業
が
簡
単
に
従
業
員
の

首
切
を
す
る
為
と
明
確
に
浮
か

び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

改
革
で
自
分
た
ち
の
賃
金
を
削

減
し
、
仕
事
を
奪
い
社
会
を
荒

廃
さ
せ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い

な
い
人
が
多
い
。

弱
肉
強
食
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

わ
が
国
で
は
、
ブ
レ
ー
キ
が
効

か
ず
暴
走
し
て
い
ま
す
。

企
業
は
、
人
件
費
が
最
大
の
コ

ス
ト
で
す
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
は
「
コ
ス
ト
の
安
い
」
所

（
国
）
に
集
約
し
ま
す
。

安
倍
の
言
う
「
同
一
労
働
、
同

一
賃
金
」
は
、
賃
金
が
世
界
の

一
番
安
い
と
こ
ろ
に
合
う
ま
で

が
、
日
本
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
到

達
点
で
す
。

増
し
て
財
界
か
ら
日
本
の
賃
金

は
生
産
性
が
低
く
、
ま
だ
ま
だ

高
す
ぎ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

や
が
て
新
興
国
並
み
の
同
一
賃

金
と
消
費
増
税
で
、
ま
さ
に
生

活
破
壊
と
若
年
層
の
過
労
自
殺

が
静
か
に
深
く
進
行
し
て
い
ま

す
。学

歴
や
資
格
や
会
社
を
頼
る
人

に
、
未
来
は
な
い
で
す
。

あ
な
た
は
生
き
残
れ
ま
す
か
？


