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グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
求
め
ら
れ
る

海
外
子
会
社
と
の
高
度
連
携

昨
今
の
経
済
環
境
変
化
の
中
で
、グ
ロ
ー
バ
ル
で
の
事
業

経
営
に
お
け
る
海
外
子
会
社
と
の
連
携
に
悩
ん
で
い
る
企

業
は
多
い
。「
海
外
の
経
営
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
だ
、見
え

な
い
」「
海
外
子
会
社
が
本
社
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
？
」と
い
っ
た
具
合
だ
。
こ
れ
ら
の
課

題
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、従
来
か
ら
業
務
標
準
化
、

Ｅ
Ｒ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
導
入
、グ
ロ
ー
バ
ル
会
議
体
の
設
置・運
営

と
い
っ
た
施
策
が
各
社
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
あ
る
が
、「
根
本
的
な
何
か
が
足
り
て
い
な
い
」と
い
う
こ

と
に
各
社
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
直
感
的
に
気
づ
き
つ
つ
も
、

そ
の
内
容
を
掴
み
か
ね
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
？

今
回
は
、東
洋
の
一
発
展
途
上
の
小
国
と
い
う
状
況
か
ら

世
界
史
上
例
が
な
い
経
済
成
長
を
実
現
し
た
日
本
の
明
治

政
府
に
奇
跡
的
に（
偶
然
？
）備
わ
っ
て
い
た
成
長
の
た
め

の
二
つ
の
条
件
、サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
と
知
的
財
産
権
法（
以

下
、知
財
法
）を
紹
介
す
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
を
、グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
各
社
の
海
外
子
会
社
と
の
連
携
に
お
け
る
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
人
工
的
に
充
足
さ
せ
る
施
策
に
、各
社
が
直

面
す
る
課
題
の
抜
本
的
解
決
へ
の
道
を
切
り
開
く
可
能
性

が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
開
国
後
の
急
成
長
の
理
由

世
界
の
国
々
か
ら
、日
本
開
国
後
の
経
済
成
長
を
奇

跡
的
と
評
価
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、実
は
他
に
類
似
の
例

が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、他
の
発
展
途
上

国
は
か
つ
て
の
日
本
の
よ
う
に
成
長
で
き
な
い
の
か
？

最
近
の
開
発
経
済
学
の
研
究
は
、国
の
官
僚
に
よ
る
不

正・腐
敗
の
存
在
を
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
。
か
つ
て
の
日
本
と
現
在
の
発
展
途
上
国
の
不
正・

腐
敗
度
の
比
較
は
簡
単
で
は
な
い
が
、明
治
維
新
を
成

し
遂
げ
た
官
軍
側
も
、倒
さ
れ
た
幕
府
側
も
サ
ム
ラ
イ

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
共
通
の「
完
成
さ
れ
た
」倫
理
基
盤

を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
、日
本
の
ケ
ー
ス
を
他
国
の

ケ
ー
ス
と
差
別
化
さ
せ
る
決
定
的
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た

こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

図
１
に
新
渡
戸
稲
造
氏
に
よ
る
英
文
の
著
書「
武
士

道
」（
原
題〝BU

SH
IDO
, T
H
E SO

U
L O
F JA

PA
N

〞

一
八
九
九
）の
目
次
の
一
部
を
示
し
た
。
こ
の
本
の
中
で
、

新
渡
戸
氏
は
日
本
の
サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
で
あ
る
武
士
道

が
、西
洋
の
哲
学
と
同
等
以
上
の
理
論
的
水
準
と
実
践

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、具
体
的
事
例
を
用
い
て

「
立
証
」し
て
い
る
。
こ
の
本
が
当
時
の
欧
米
の
知
識
階
級

の
間
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、日
本
の
サ
ム
ラ
イ
の
倫

理
に
尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ

る
。
互
い
の
対
等
な
尊
敬
の
念
の
存
在
が
、レ
ベ
ル
の
高

い
政
治
的・経
済
的
連
携
を
中
長
期
的
に
実
現
す
る
た
め

に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、欧
米

人
と
対
峙
す
る
新
渡
戸
氏
は
自
ら
の
必
要
に
迫
ら
れ
て

「
武
士
道
」を
書
い
た
。

新
渡
戸
氏
の「
武
士
道
」を
読
む
と
、そ
の
倫
理
体
系

が
、西
洋
的
に
言
え
ば
成
文
法
と
い
う
よ
り
は
判
例
法

（
＝
膨
大
な
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
蓄
積
）的
な
知
識
体
系
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
欧
米
企
業
の
経
営
に
お
い
て
、

ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
共
有
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て

久
し
い
が
、日
本
で
は
こ
の
方
法
は
す
で
に
徳
川
幕
府
の

頃
に
サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
基
盤
整
備
の
方
法
と
し
て
組
織

的
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企

業
に
お
け
る「
サ
ム
ラ
イ
」の
た
め
の
倫
理
基
盤
整
備
の

方
法
と
し
て
、自
社
の
歴
史
の
中
に
存
在
す
る「
苦
難
を

サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
と

知
的
財
産
権
法
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乗
り
切
る
ケ
ー
ス
」「
創
意
工
夫
に
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
を
実

現
す
る
ケ
ー
ス
」な
ど
の
伝
説
を
全
世
界
で
共
有・蓄
積

し
て
ゆ
く
施
策
が
日
本
人
に
と
っ
て
違
和
感
な
く
、か
つ

外
国
人
と
も
押
し
付
け
で
な
く
共
有
で
き
る
有
力
解
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
新
渡
戸
氏
の「
武
士
道
」は
教
え
て

く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
武
士
道
」に
お
い
て
語
ら
れ
る
具
体
的
ケ
ー
ス
を
一つ

紹
介
し
た
い
。「
あ
る
剣
道
の
達
人（
柳
生
但
馬
守
）が
そ

の
門
弟
に
業
の
極
意
を
教
え
終
わ
っ
た
時
、こ
れ
に
告
げ

て
言
っ
た
、「
こ
れ
以
上
の
事
は
余
の
指
南
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
な
く
、禅
の
教
え
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…

「
禅
」と
は
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
の
日
本
語
訳
で
あ
っ
て
…
…
そ
の

方
法
は
瞑
想
で
あ
る
」（
二
章「
武
士
道
の
淵
源
」よ
り
）。

こ
の
ケ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
多
面
的
で
あ
り
、

か
つ
深
い（
＝
こ
の
よ
う
に
良
い
ケ
ー
ス
で
伝
え
る
と
い
う

方
法
は
、他
の
方
法
、例
え
ば
業
務
規
則・指
針
と
い
う

形
で
伝
え
る
方
法
に
比
べ
て
、直
感
力
を
刺
激
し
、記
憶

に
深
く
刻
印
さ
れ
や
す
い
）が
、注
目
す
べ
き
こ
と
は
、個

人
に
よ
る
切
磋
琢
磨
を
必
須
事
項
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ム
ラ
イ
は
、指
示
待
ち
人
間
で
は

な
く
、高
い
道
徳
を
持
っ
た
上
で
自
ら
の
仕
事
を
究
め
る

Proactive

な
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、明
治
の
日
本
に
は
幸
運
な
こ
と
に
徳
川

幕
府
が
3
0
0
年
の
治
世
で
培
っ
た
サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
が

継
承
さ
れ
、個
々
人
が
自
助
努
力
す
る
文
化
が
あ
っ
た
。

個
々
人
の
人
間
が
不
正・腐
敗
を
良
し
と
し
な
い
道
徳
を

持
っ
て
い
れ
ば
、結
果
的
に
相
互
監
視
の
下
、不
正・腐
敗

は
起
こ
り
に
く
く
な
る
。
た
だ
し
、こ
れ
だ
け
で
は
経
済

成
長
は
実
現
し
な
い
。
不
正・腐
敗
を
良
し
と
し
な
い
文

化
の
存
在
＝
社
会
的
取
引
コ
ス
ト
が
小
さ
い
こ
と
、に
加

え
て
経
済
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
も
、明
治
政
府
の
場
合
、ほ
と
ん
ど
偶
然
と
も
言
え
る

形
で
最
速
で
導
入
さ
れ
る
。

明
治
政
府
が
最
速
で
導
入
し
た
も
の
は
知
財
法
で
あ

る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
幕
末
に
徳
川
幕

府
が
各
国
と
結
ん
で
し
ま
っ
た
不
平
等
条
約
の
改
定
の
条

件
と
し
て
欧
米
列
強
が
明
治
政
府
に
突
き
つ
け
て
き
た
も

の
が
、彼
ら
と
同
等
の
法
制
度
の
整
備
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
法
制
度
の
中
に
、民
法・刑
法
と
い
っ
た
基
本

法
に
加
え
て
、知
財
法（
特
許
法
、著
作
権
法
な
ど
）が
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図
２
に
知
財
法
の
主
要
な
三
つ

の
役
割
を
示
し
た
。
こ
の
法
律
の
早
期
導
入
の
結
果
、日

本
で
は
、発
明
家
と
そ
の
成
功
が
多
発
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、知
財
法
が
機
能
す
る
前
提
と
し
て

サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
＝
個
々
人
が
自
助
努
力
す
る
文
化
＋
不

正
腐
敗
が
少
な
い
こ
と
、が
存
在
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
不
正・腐
敗
し
た
社
会
で
は
、発
明
は
盗
ま
れ
、不
正

に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
社
会
で
は
、発
明
家

に
は
最
初
か
ら
発
明
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
発
生
し

な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
多
く
の
発
展
途
上
国
が
そ
の
典

型
事
例
で
あ
ろ
う
。
明
治
政
府
の
場
合
は
、そ
う
は
な
ら

な
か
っ
た
。
一
見
、経
済
成
長
と
無
関
係
に
見
え
る
サ
ム
ラ

イ
の
倫
理
の
存
在
が
決
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
経
営
に
与
え
る
示
唆

以
上
の
明
治
政
府
の
成
功
が
、現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経

営
に
与
え
る
示
唆
を
図
３
に
整
理
し
た
。

①
模
範
行
動
を
大
量
の〝
伝
説
〞と
し
て
伝
え
、共
有
す
る
。

②
個
人
の
成
長
と
プ
ラ
イ
ド
を
伴
っ
た
正
し
い
行
動
を
促
す
。

（
以
上
二
点
は「
サ
ム
ラ
イ
の
倫
理
」導
入
）

③
個
人
の
創
意
工
夫
を
制
度
的
に
推
奨
し
、褒
め
、工
夫

し
た
結
果
を
実
際
に
使
わ
せ
る
こ
と
で
経
済
成
長
を
実

現
す
る
。

（
三
点
目
は
、知
財
法
に
倣
う
個
人
の
創
意
工
夫
の
力
の

徹
底
活
用
）

日
本
国
と
い
う
環
境
で
は
湯
水
の
如
く
存
在
す
る
も

の
が
、海
外
、特
に
新
興
国
で
は
所
与
の
条
件
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
は
企
業
の
自
助
努
力
で
整
備
し
な
け
れ
ば
充
足

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
最
近
1
5
0
年
に
亘
り

経
験
し
て
き
た
成
功
モ
デ
ル
を
自
社
の
も
の
と
し
て
形
式

知
化
し
、グ
ロ
ー
バ
ル
経
営
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
展
開・共

有
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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