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こ
の
九
月
開
催
さ
れ
た
国
際
戦
略
経
営
研

究
学
会
で
、戦
略
的
人
的
資
源
管
理
を
テ
ー

マ
と
す
る
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
招
か
れ
た
。

基
調
講
演
で
阪
大
の
関
口
教
授
は
、 「
Ｍ
Ｂ

Ｏ
」「
成
果
主
義
」等
々
日
本
の
人
事
管
理
に

関
わ
る
テ
ー
マ
が
も
て
は
や
さ
れ
て
は
消
え

て
い
く
流
行
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、マ
ス
コ

ミ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
度
数
を
用
い
な
が
ら

示
し
た
。
現
在「
成
果
主
義
」に
代
わ
り
流
行

と
な
っ
て
い
る
の
が「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
英
語

の
公
用
語
化
」だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、日
本
企

業
の
人
事
戦
略
が
各
企
業
の
戦
略
の
一
環
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、そ
の

時
々
の
同
業
他
社
の
動
き
や
流
行
に
と
ら
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、関
口
教
授
は
指

摘
し
て
い
る
。
続
い
て
私
は
、日
本
の
企
業
や

大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
が
、英
語
習

得
や
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
点
数
と
い
っ
た
皮
相
的

な
も
の
に
収
斂
し
て
い
く
実
態
を
紹
介
し
、

企
業
や
大
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

戦
略
に
適
応
し
た
、独
自
の
戦
略
的
人
事
管

理
や
人
材
養
成
の
方
策
を
考
え
る
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
。

考
え
て
み
る
と
、日
本
は
明
治
の
昔
か
ら

欧
米
で
は
や
る
経
営
な
ど
の
手
法
を
有
難
が

り
、そ
れ
が
欧
米
で
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も

と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
な
ど
深
く
検
討

す
る
こ
と
な
く
導
入
す
る
癖
が
身
に
つ
い
て

い
る
。
ま
た
、世
の
中
に
は
、こ
の
よ
う
な
流

行
に
乗
っ
た
ハ
ウ
ツ
ー
も
の
の
経
営
書
が
満

ち
溢
れ
て
い
る
。
今
企
業
人
に
必
要
な
の
は
、

彼
我
の
違
い
を
理
解
す
る
た
め
の
歴
史
や
文

化
な
ど
の
教
養
の
知
識
と
、日
本
や
欧
米
で

蓄
積
さ
れ
た
企
業
経
営
の
研
究
成
果
の
一
通

り
の
理
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
者
に
つ

い
て
は
、学
者
の
書
い
た
論
文
に
は
一
般
の
人

に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
が
多
い
の
で
、最
新

の
研
究
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
反
映
し
た
そ

の
分
野
の
定
番
と
な
っ
た
内
外
の
大
学
の
テ

キ
ス
ト
を
座
右
に
置
き
、必
要
に
応
じ
て
関

連
し
た
章
に
目
を
通
す
の
が
一
番
で
は
な
い

か
と
思
う
。

①
は
七
版
を
数
え
る
欧
米
の
国
際
経
営
の

代
表
的
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。そ
こ
で
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を「
国
民
経
済
間
の
経
済
、文
化
、政

治
、
技
術
の
統
合
が
拡
大
す
る
動
き
」と
定

義
し
、国
際
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
企
業
が
直
面

す
る
最
重
要
な
所
与
の
外
部
環
境
と
位
置
づ

け
る
。
そ
の
所
与
の
環
境
の
下
で
、
企
業
が

海
外
の
市
場
や
顧
客
、政
治
な
ど
の
状
況
や

文
化
の
相
違
を
熟
知
し
た
う
え
で
、海
外
投

資
な
ど
の
戦
略
を
立
て
そ
れ
を
実
行
す
る
こ

と
が
説
明
さ
れ
る
。
最
後
の
章
で
、国
際
人

事
管
理
に
つ
い
て
触
れ
、
各
社
の
戦
略
に
応

じ
た
、自
社
、ロ
ー
カ
ル
、第
三
国
人
材
の
組

合
せ
方
や
、国
際
人
材
を
ど
の
よ
う
に
採
用

し
、訓
練
し
、派
遣
し
、管
理
す
る
か
が
説
明

さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
管
理
者
の
要
件
と

し
て
は
、異
文
化
の
理
解
が
最
重
要
な
も
の

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、そ
の
た
め
の
ロ
ー
カ

ル
言
語
の
習
得
研
修
の
重
要
性
に
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
。

 

②
は
日
本
の
大
学
で
よ
く
使
わ
れ
る
国
際
経

営
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、日
本

企
業
の
海
外
経
営
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
著
者
は
、こ

れ
ま
で
の
日
本
企
業
の
国
際
化
は
、本
社
に

蓄
積
さ
れ
た（
日
本
語
で
の
）知
識
を
ベ
ー
ス

に
、業
務
に
習
熟
し
た
日
本
人
社
員
を
海
外

に
送
り
経
営
さ
せ
る
本
社
集
権
化
の
方
法
で

う
ま
く
乗
り
切
っ
て
き
た
と
す
る
。
し
か
し

日
本
企
業
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、

現
地
市
場
へ
の
適
応
の
困
難
、意
思
決
定
の

遅
れ
、優
秀
な
ロ
ー
カ
ル
人
材
の
活
用
の
阻
害

な
ど
の
問
題
点
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、

英
語
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
共
通
言

語
を
用
い
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
変
化
す
る
と

と
も
に
、そ
の
程
度
が
各
企
業
の
戦
略
に
応

じ
た
も
の
で
あ
る
必
要
性
を
付
け
加
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
」と
は
企
業
が
否
応
な
く
置
か
れ
た
環
境

で
あ
り
、「
英
語
の
公
用
語
化
」に
つ
い
て
は
、

各
社
が
お
か
れ
た
経
営
環
境
、企
業
戦
略
や

国
際
人
事
戦
略
の
相
違
に
応
じ
て
、そ
れ
ぞ

れ
が
独
自
に
検
討
す
る
課
題
で
あ
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
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