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一
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ロ
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二
〇
世
紀
の
諸
相
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e
　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
転
換

　
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
・
シ
ス
テ
ム
の
状
況
は
以
前
に
も
ま
し
て
激
し
く
変
動
し
、
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の

大
き
な
転
換
過
程
に
突
入
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
は
、
」
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
「
変
動
」
や
「
変
容
」
と
い
っ
た
表
現
で
形

容
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
構
造
的
な
転
換
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
転
換
を
加
速
し
た
事
件
を
上
げ
れ
ば
、
社
会
主
義
国
家
・
ソ
連
の
崩
壊
、

中
国
の
経
済
急
成
長
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
俣
族
紛
争
、
ア
フ
リ
カ
の
政
情
不
安
定
、
加
え
て
日
米
経
済
摩
擦
の
深
刻
化
な
ど
が
あ
る
。
ま

さ
に
、
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
根
幹
に
関
わ
る
事
件
ば
か
り
だ
。

　
そ
こ
か
ら
、
根
本
的
な
三
つ
の
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
構
造
的
な
転
換
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
の
幅

を
ど
の
よ
う
に
取
れ
ば
よ
い
の
か
、
第
二
に
、
こ
の
構
造
転
換
が
指
し
示
す
構
造
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
し

て
最
後
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
、
現
代
と
い
う
時
代
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
関

わ
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
問
題
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
構
造
的
な
転
換
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
歴
史
的
な
幅

を
想
定
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
短
期
的
な
位
置
づ
け
と
、
長
期
的
な
位
置
づ
け
が
あ
る
。

　
短
期
的
な
位
置
づ
け
は
、
二
〇
世
紀
①
世
紀
末
を
迎
え
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
米
ソ
体
制
を
総
括
す
る
と
い
う
射
程
か
ら
、
こ
の
構

造
的
な
転
換
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
超
大
国
で
あ
る
米
ソ
体
制
が
築
き
上
げ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
の
構
造
の
崩
壊
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の
中
に
現
在
の
転
換
を
見
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
期
的
な
位
置
づ
け
は
、
歴
史
の
終
末
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
歴
史
の
終
わ

り
」
と
し
て
、
こ
の
構
造
的
な
転
換
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
ま
で
の
歴
史
を
紛
争
の
歴
史
と
捉
え
、
紛
争
が
無
く
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
代
を
予
言
し
よ
う
と
す
る
。

　
で
は
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
歴
史
的
な
混
乱
を
理
解
す
る
た
め
に
、
歴
史
の
幅
を
ど
の
よ
う
に
と
れ
ば
よ
い
の
か
。
結
論
か
ら
い
え

ば
、
そ
の
幅
を
資
本
主
義
の
成
立
期
か
ら
現
在
ま
で
に
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
現
在
の
転
換
を
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
変

容
過
程
と
し
て
理
解
し
て
み
よ
う
と
す
る
立
場
を
前
提
と
し
た
い
か
ら
だ
。
当
然
、
上
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
、
そ
れ
な
り
に
歴
史
解

釈
の
正
統
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
多
様
な
立
場
の
解
釈
か
ら
、
現
在
の
転
換
を
理
解
し
、
何
ら
か
の
共
通
の
認
識
を
形
成
す

れ
ば
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
解
釈
の
論
争
と
し
て
で
は
な
く
、
可
能
な
一
つ
の
歴
史
解
釈
と
し
て
、
”
資
本
主
義
成
立
志
か
ら
現
在

ま
で
”
の
歴
史
の
幅
を
押
さ
え
、
そ
の
幅
の
結
果
と
し
て
現
在
の
転
換
期
を
理
解
す
る
出
発
と
し
た
い
。

　
で
は
、
第
二
の
問
題
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
構
造
的
転
換
が
指
し
示
す
構
造
の
意
味
を
ど
こ
に
お
く
の
か
。
こ
こ
で
も
上
記
の

立
場
に
よ
っ
て
、
相
違
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
短
期
的
な
立
場
は
、
す
な
わ
ち
米
ソ
体
制
の
崩
壊
に
現
在
の
転
換
を
み
よ
う
と
す
る

立
場
は
、
そ
の
ま
ま
米
ソ
と
い
う
広
い
意
味
で
の
冷
戦
体
制
に
、
構
造
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
短
期
的
な
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

場
の
意
味
す
る
「
構
造
」
と
は
、
「
米
ソ
冷
戦
構
造
」
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
長
期
的
な
立
場
は
、
当
然
歴
史
を
紛
争
過

程
と
理
解
す
る
以
上
、
文
明
史
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
構
造
の
転
換
と
し
て
、
現
在
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
至
福
千
年
」
の
思
想
の
よ
う
な
歴
史
理
解
だ
。
そ
の
意
味
で
、
長
期
的
な
立
場
の
意
味
す
る
「
構
造
」
と
は
、
「
文
明
史
構
造
」
だ
と

　
　
　
　
　
る
　

い
っ
て
よ
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
「
構
造
」
の
意
味
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
転
換
を
特

殊
「
近
代
資
本
主
義
」
の
転
換
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
近
代
資
本
主
義
」
の
構
造
転
換
と
し
て
、
現
在
の
転
換
を
理
解
し
た
い
。
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と
い
う
の
も
、
米
ソ
冷
戦
構
造
と
捉
え
る
立
場
も
、
歴
史
終
末
を
捉
え
る
立
場
も
、
そ
れ
な
り
に
構
造
解
釈
の
有
意
性
を
も
っ
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
近
未
来
を
指
向
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
近
代
資
本
主
義
」
の
構
造
に
分
析
の
射
程
を
設
定
し
た
方
が
、
状
況
へ

の
対
応
の
妥
当
性
が
よ
り
高
い
と
い
え
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
第
三
の
「
評
価
」
問
題
に
関
心

を
移
し
た
方
が
よ
い
。

　
シ
ス
テ
ム
の
転
換
の
後
に
、
何
を
見
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
ま
た
、
現
在
の
転
換
の

評
価
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
こ
の
構
造
転
換
に
短
期
的
な
射
程
か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
構
造
的
な

転
換
の
後
に
、
大
き
な
混
乱
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
期
的
な
射
程
か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
新

た
な
安
定
を
見
よ
う
と
す
る
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
転
換
の
向
こ
う
に
「
カ
オ
ス
」
と
い
う
混
乱
を
見
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
「
至
福
」
と
い
う
安
定
を
見
る

の
で
も
な
く
、
転
換
を
安
定
に
変
容
さ
せ
る
「
政
策
」
を
提
言
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
転
換
期
の
後

に
「
カ
オ
ス
」
と
「
至
福
」
を
指
向
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
転
換
期
以
降
に
創
造
す
べ
き
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
を
保
障

す
る
「
政
策
」
を
提
言
す
る
こ
と
を
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
月
的
と
し
た
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
悲
観
と
楽
観
と
い
う
解
釈
学
の
向
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
近
代
資
本
主
義
」
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
状
況
を
打
開
す
る
「
政
策
」
を
模
索
し
た
い
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
世
紀
末
の
一
定
の
混
乱
と
い
う
現
状
に
対
し
て
は
、
何
ら
か
の
共
通
の
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
混
乱
の
出
発
を
ど

の
地
平
に
求
め
る
の
か
、
・
そ
し
て
こ
の
混
乱
の
向
こ
う
に
何
を
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
錯
綜
す
る
．

見
解
や
立
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
の
妥
当
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
多
様
性
は
歴
史
と
現
代
の
解
釈
の
妙
味
を
示
し
て
い
る
。
に
も

拘
ら
ず
、
上
記
三
つ
の
問
題
に
「
近
代
資
本
主
義
」
、
あ
る
い
は
端
的
に
「
資
本
主
義
」
の
歴
史
と
構
造
と
政
策
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
現

在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
一
度
、
な
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ぜ
「
資
本
主
義
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
そ
の
積
極
的
な
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
現
在
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
要
因
に
は
、
少
な
く
と
も
資
本
主
義
陣
営
の
内
部
に
お
け
る
ド
ル
危
機
や
石
油
危
機
と

い
っ
た
、
一
連
の
経
済
危
機
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て
一
九
九
一
年
の
ソ
連
共
産
党
の
崩
壊
も
ま

た
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
中
国
は
開
放
改
革
政
策
の
も
と
に
、
大
幅
な
経
済
自
由
化
が
す
す
み
、
資
本
主
義
国
家
目
中
国
と

さ
え
さ
さ
や
か
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
ソ
連
の
崩
壊
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
大
転
換
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

　
ソ
連
の
崩
壊
は
、
単
に
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
超
大
国
の
崩
壊
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
主
義
そ
の
も
の

の
崩
壊
を
も
意
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
社
会
主
義
は
、
資
本
主
義
思
想
の
発
展
過
程
で
そ
の
力
を
増
し
、
一
九
世
紀
に
は
マ
ル
ク
ス
と
い

う
偉
大
な
思
想
家
・
運
動
家
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
は
あ
く
ま
で
も
社
会
主
義
が
思
想
と
運
動
の
次
元
で
語
ら
れ
る
時
代
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
後
学
〇
世
紀
に
入
り
、
一
九
一
七
年
に
、
こ
の
地
球
上
に
ソ
連
と
い
う
現
実
の
社
会
主
義
国
家
が
成
立
す
る

に
及
ん
で
、
事
態
は
資
本
主
義
鴨
社
会
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　
国
際
関
係
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
、
思
想
的
に
は
同
じ
平
面
に
立
っ
た
列
強
の
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
が
そ
の
ま
ま
国
政
政
治
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
形
成
し
て
い
た
。
単
純
に
図
式
化
し
て
み
る
と
、
国
際
政
治
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
政
治
現
象
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と

だ
が
、
闘
争
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
つ
は
、
同
じ
思
想
の
平
面
で
、
権
力
を
奪
い
合
う
、
俗
に
い
う
権
力
闘
争
だ
。
も
う
一
つ
は

そ
れ
に
対
し
て
、
権
力
を
奪
い
合
う
の
で
は
な
く
、
思
想
の
実
現
を
も
と
め
る
闘
争
で
あ
り
、
俗
に
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
だ
。
近
代

を
見
る
と
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
紛
争
と
し
て
、
ま
ず
近
代
の
出
発
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
上
げ
ら
れ
る
。

　
一
七
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
す
る
と
、
勃
興
す
る
市
民
勢
力
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
は
対
仏
大
同
盟
で

フ
ラ
ン
ス
に
対
処
し
た
。
こ
の
場
合
で
も
、
そ
の
対
抗
は
、
封
建
勢
力
鴨
市
民
勢
力
と
い
う
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
図
式
を
画
い
た
。
そ
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の
意
味
で
、
．
列
強
の
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
の
図
式
に
対
抗
し
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
図
式
が
画
か
れ
た
。
ま
さ
に
、
資
本
主
義
化
へ
の

過
程
の
一
環
と
し
て
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
で
あ
っ
た
。

　
二
〇
世
紀
に
入
り
、
ソ
連
の
成
立
は
歴
史
上
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
匹
敵
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
と
な
っ
た
。
こ
の
ソ
連
成
立
に
対
し

て
、
列
強
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
「
対
仏
同
盟
」
を
組
ん
だ
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
「
対
ソ
同
盟
」
を
形
成
し
て
、
社
会
主
義
の
拡
大
を

防
ご
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
は
、
こ
の
社
会
主
義
思
想
の
拡
大
を
阻
止
す
る
と
い
う
名
目
で
、
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
ソ
連
の
崩
壊
は
二
〇
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
構
造
転
換
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
資
本
主
義
の
成
立
に
対
し
て
、
そ
の
対
抗

．
勢
が
と
し
て
の
社
会
主
義
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
。

　
問
題
は
、
社
会
主
義
の
崩
壊
を
も
っ
て
、
資
本
主
義
の
勝
利
と
み
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
掛
か
っ
て
い
る
。
後
ほ
ど
詳
し
く
触
れ
る

こ
と
に
す
る
が
、
実
は
社
会
主
義
の
崩
壊
は
、
直
ち
に
資
本
主
義
の
勝
利
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
資
本
主
義
そ
の
も

の
を
も
終
焉
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
細
な
説
明
が
必
要
だ
が
、
資
本
主
義
も
社

会
主
義
も
、
社
会
を
構
成
す
る
基
底
の
部
分
で
は
同
じ
ル
ー
ツ
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
論
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
主
要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　
テ
キ
ス
ト
的
に
い
え
ば
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
は
生
産
さ
れ
た
パ
イ
の
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
戦
い
を
意
味
し
て
い
た
。
資

本
主
義
は
パ
イ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
し
、
他
方
、
社
会
主
義
は
パ
イ
の
配
分
を
公
正
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
し
、
そ
こ
に
は
パ
イ
と
い
う
労
働
の
果
実
に
つ
い
て
の
論
争
は
あ
っ
て
も
、
パ
イ
の
生
産
方
法
に
つ
い
て
の
論
争
は
皆
無
だ
。
今

少
し
、
二
〇
世
紀
の
生
産
を
見
て
み
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
第
三
次
産
業
就
業
人
口
が
、

各
国
と
も
第
一
位
を
占
め
て
い
る
。
俗
に
い
う
「
脱
工
業
社
会
」
だ
。
一
般
に
工
業
社
会
と
は
、
第
二
次
産
業
優
位
の
社
会
を
意
味
し
て
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い
る
が
、
こ
の
第
二
次
型
を
凌
駕
す
る
状
況
を
現
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
裏
側
か
ら
見
れ
ば
、
表
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
お
い
て
は
、
第
二
次
型
の
就
業
人
口
が
き
わ
め
て
多

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
表
1
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
日
本
の
三
つ
の
国
だ
け
の
就
業
人
口
を
表
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
端

的
に
い
え
る
こ
と
は
、
二
〇
世
紀
は
第
二
次
産
業
の
就
業
人
口
が
異
常
に
増
大
し
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
。
．

　
実
は
最
大
の
問
題
は
、
資
本
主
義
も
社
会
主
義
も
第
二
次
型
産
業
が
生
み
だ
し
た
生
産
組
織
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
パ
イ
の
拡
大
と
パ
イ
の
配
分
問
題
だ
け
で
ほ
な
く
、
パ
イ
の
生
産
方
式
そ
の
も
の
を
問
掛
け
る
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
そ
の
問
題
は
、
「
資
本
主
義
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
に
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
資
本
主
義
の
成
立
に
関
す
る
論
争
は
、
数
え
切
れ
な
い
。
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
主
張
し
た
支
配
階
級
の
交
代
と
し
て
の
資

本
主
義
の
成
立
論
が
あ
る
し
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ー
バ
が
主
張
し
た
エ
ー
ト
ス
論
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
と
い
う
エ
ー
ト
ス

の
結
果
と
し
て
の
資
本
主
義
成
立
論
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
資
本
主
義
に
関
し
て
も
、
そ
の
定
義
に
関
し
て
は
、
複
雑
な
も
の
が

あ
る
。

　
資
本
主
義
と
株
式
会
社
の
成
立
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
、
資
本
主
義
と
産
業
革
命
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
、
経
営
の
合
理
化
と
資
本
主

義
は
関
係
が
あ
る
の
か
等
、
整
理
の
む
つ
か
し
い
問
題
も
ま
た
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
の
発
展
と
株
式
会

社
の
成
立
は
歴
史
的
分
脈
が
異
な
る
し
、
ま
た
資
本
主
義
の
成
熟
化
と
産
業
革
命
の
成
立
は
必
ず
し
も
必
然
的
な
関
係
に
あ
っ
た
訳
で
は

な
い
。
経
営
の
合
理
化
も
近
代
資
本
主
義
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
資
本
を
蓄
積
し
て
一
定
の
生
産
活
動
に
入
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
っ
て
資
本
主
義
の
成
立
と
し
て
も
、
古
代
以
来
、
資
本
を
欠
落
さ
せ
て
生
産
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
時
代
な
ど
、
皆
無
だ
。

　
そ
の
意
味
で
、
社
会
そ
の
も
の
が
大
幅
に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
確
立
し
た
近
代
資
本
主
義
に
限
定
し
て
、
問
題
を
整
理
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
し
よ
う
。
で
は
、
近
代
的
な
資
本
主
義
の
特
質
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
国
民
経
済
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
れ
は

（3）　（2）　（1）

市
民
革
命
に
よ
る
「
市
民
」
の
登
場
（
階
級
差
別
の
廃
止
）

市
民
1
1
国
民
を
生
産
単
位
と
し
た
産
業
構
造
の
確
立
（
生
産
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
）

市
民
1
1
国
民
を
中
心
と
し
た
市
場
の
成
立
（
消
費
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
）

先進社会の国際環境（藪野）

な
ど
の
条
件
の
整
備
に
よ
っ
て
確
立
し
た
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理
可
能
な
近
代
資
本
主
義
の
成
立

は
、
一
八
世
紀
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
が
目
的
と
す
る
分
析
に
歴
史
的
な
時
間
幅
を
、
一
八
世
紀
か
ら
現
在

ま
で
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
問
題
は
、
社
会
主
義
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
社
会
主
義
も
歴
史
的
に
は
、
資
本
主
義
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

中
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
基
本
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
主
義
を
も
包
含
し
た
広
い

意
味
で
の
資
本
主
義
の
終
焉
が
、
二
〇
世
紀
世
紀
末
の
グ
ロ
ー
バ
ル
現
象
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
基
本
的
な
ス
タ

ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　
す
で
に
表
1
で
見
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
は
第
二
次
産
業
優
位
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
資
本
主
義
も
社
会
主
義

も
第
二
次
産
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
敵
対
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
単
純
に
図
式
化
し
て
い
え
ば
、
パ

イ
の
拡
大
と
パ
イ
の
配
分
が
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
図
式
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
題
は
パ
イ
の
生
産
方
式
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
近

代
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
パ
イ
の
生
産
方
式
は
第
二
次
型
産
業
の
生
産
物
が
優
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
こ
に
、
大
き
な
意
味
が
隠
さ
れ

て
は
い
な
い
か
。
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表2　主要先進国・NIES・アジアの就業人口割合

1　次 2　次 3・次

日 本 5．9 33．7 56．8

主 ア メ　リ カ 2．9 24．3 72．1
要
先 イ ギリ ス 2．0 26．1 ．66．4

進
国 フ ラ　ン ス 5．1 25．2 59．4

ド イ ツ 3．2 35．8　・ 54．8

韓 国 16．3 34．5 47．0

アN
W1 ホ ン　ゴン 0．8 33．6 63．9

アE
@S 台 湾 12．7 8．6 77．1

シンガポール 0．3 34．0 63．7

他 マレーシア 30．6 22．0 47．4

の タ イ 54．4 10．5 21．9
ア
ジ インドネシア 54．7 12．7 29．7

ア

フィリピン 41．5 13．4 36．81

就業人口：パーセント　1人当たりGNP：US＄ベース
資料：『世界各国要覧1995』

※総数には分類不可能の職業・失業・新規求職者・軍人を含む
　が構成比に分類できないので、構成比の合計は100％になら
　ない。

で
は
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
な
都
市
国
家
や
、
，
す
で
に
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
韓
国
を
例
外
と
す
れ
ば
、

人
口
が
一
番
多
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
第
一
次
産
業
就
業
人
口
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
の
は
、

次
産
業
就
業
人
口
な
の
だ
。
こ
の
事
実
は
、
第
一
次
↓
第
二
次
↓
第
三
次
と
順
次
発
展
が
移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
従
来
の
経
済
発

　
表
1
に
も
ど
っ
て
み
る
と
、
二
〇
世
紀
後

半
は
、
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
，

で
は
、
第
三
次
産
業
就
業
人
口
が
格
段
に
増

加
し
て
い
る
。
さ
．
ら
に
興
味
あ
る
こ
と
に

は
、
一
九
八
○
年
代
か
ら
世
界
経
済
に
大
き

な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ジ
ア
N

I
E
S
諸
国
や
A
S
E
A
N
諸
国
の
就
業
人

口
構
造
を
見
て
み
る
と
、
同
じ
く
軒
並
み
第

三
次
産
業
就
業
人
口
が
増
加
し
て
い
る
。
そ

の
様
子
は
表
2
の
と
お
り
だ
。

　
表
2
を
み
れ
ば
、
興
味
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
従
来
の
近
代
化
過
程
で
あ
れ
ば
、
第
一

次
産
業
↓
第
二
次
産
業
↓
第
三
次
産
業
と
、

産
業
の
発
展
は
一
次
か
ら
三
次
へ
移
行
す
る

の
を
常
識
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
然
、
農
業

　
第
二
次
産
業
就
業
人
口
で
は
な
く
、
第
三
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展
の
パ
タ
ー
ン
を
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
新
し
い
パ
タ
ー
ン
に
注
目
す
る
必
要
性
は
、
以
下
の
経
緯
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
諸
国
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

て
、
経
済
の
発
展
な
ど
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
。
政
治
的
に
は
、
米
ソ
冷
戦
構
図
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
一
九
四
九
年
に
中
国
が

共
産
主
義
化
し
、
一
九
五
学
年
に
は
朝
鮮
戦
争
を
経
験
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
が
開
始
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
六
五
年
に
は
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
が
始
ま
り
、
ア
ジ
ア
は
深
い
米
ソ
対
立
、
米
中
対
立
、
そ
し
て
中
ソ
対
立
を
経
験
し
て
い
る
。
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
、
こ
の

地
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
大
国
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
・
ソ
連
・
中
国
が
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
巴
の
戦
い
を
経
験
し
た
の
が
、
ア
ジ
ア

で
あ
っ
た
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
後
半
か
ら
ア
ジ
ア
N
I
C
S
を
中
心
と
し
て
経
済
が
成
長
し
、
一
九
八
○
年
代
に
な
る
と
、
N
I
C
S
も

N
I
E
S
と
呼
称
が
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
A
S
E
A
N
諸
国
も
急
激
な
経
済
成
長
の
過
程
に
入
っ
た
。
一
九
七
〇
年
後
半
、
N
I
C
S
の

中
に
入
れ
ら
れ
た
国
家
は
、
単
に
ア
ジ
ア
の
国
々
だ
け
で
は
な
く
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
も
、
そ
し
て
南
ア
メ
リ
カ
の
国
々
も
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
数
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
ア
ジ
ア
N
I
C
S
の
み
が
経
済
成
長
に
成
功
し
た
。
こ
の
成
功
し
た
パ

タ
ー
ン
を
見
て
み
る
と
、
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
と
は
異
な
っ
た
発
展
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
先
進
諸
国
に
あ
っ
て
も
第
三
次
産
業
優
位
の
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
巨
大
な
第
一
次
産
業
を

擁
し
て
い
る
も
の
の
、
相
対
的
に
は
、
第
三
次
産
業
優
位
の
社
会
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
経
済
構

造
は
、
第
三
次
産
業
優
位
の
社
会
に
よ
っ
て
、
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
第
三
次
産
業
優
位
と
い
う
社
会
構
造
そ
の

も
の
が
、
実
は
ソ
連
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
、
と
同
時
に
資
本
主
義
の
変
容
を
結
果
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ

ず
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
基
本
的
な
視
角
を
な
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
第
二
次
産
業
優
位
の
社
会
を
「
ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
第
三
次
産
業
優
位
の
社
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説
　
会
を
「
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
h
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
」
が
、

論
　
　
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
転
換
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
図
式
的
に
整
理
し
て
い
え
ば
、

世
紀
に

向
け

62　（1　・94）　94

ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
1
1
第
二
次
型
優
位
の
社
会

ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
1
1
第
三
次
型
優
位
の
社
会

　
こ
の
状
況
を
確
認
す
れ
ば
、
こ
の
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
に
対
応
す
る
経
済
の
仕
組
み
と
政
治
の
仕
組
み
に
蛆
賠
を
き
た
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
転
換
期
“
現
在
の
混
乱
は
、
実
は
こ
の
齪
賠
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
課
題
は
三
つ
あ
る
。

（3）　（2）　（1）

ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
と
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
の
構
造
を
比
較
す
る
こ
と
。

ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
と
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
の
政
治
と
経
済
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
。

ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
に
お
け
る
政
治
と
経
済
の
そ
の
蛆
賠
を
回
復
す
る
政
策
を
提
言
す
る
こ
と
。

以
上
の
三
つ
だ
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
状
況
を
よ
り
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、

政
治
と
経
済
の
状
況
に
つ
い
て
素
描
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
〇
世
紀
後
半
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

ロ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
中
の
経
済
構
造
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お
　

　
周
知
の
よ
う
に
、
現
在
の
経
済
は
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
国
際
経
済
が
そ
れ
な
り
に
国

境
内
部
で
自
己
完
結
的
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
為
替
が
固
定
相
場
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
必
要
と
さ
れ
る
。
一
九
二
九
年
の
ウ
ォ
ー
ル

街
の
大
恐
慌
の
後
、
完
全
雇
用
を
め
ざ
し
た
ケ
イ
ン
ズ
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
政
策
が
一
定
の
成
功
を
収
め
る
に
は
、
為
替
が
固
定
さ
れ
て

い
る
必
要
性
を
説
い
た
。

　
ケ
イ
ン
ズ
政
策
は
、
マ
イ
ル
ド
な
イ
ン
フ
レ
を
誘
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
需
要
を
創
出
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
完
全
雇
用
を
実

現
し
よ
う
と
し
た
。
理
論
的
に
ケ
イ
ン
ズ
の
イ
ン
フ
レ
政
策
が
、
種
々
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
大
恐
慌
と
い
う
歴
史
的
、

か
つ
具
体
的
状
況
下
に
あ
っ
て
、
雇
用
と
イ
ン
フ
レ
を
ト
レ
イ
ド
・
オ
フ
に
か
け
る
ほ
ど
、
事
態
は
深
刻
で
あ
り
、
イ
ン
フ
レ
に
対
す
る
’

多
く
の
批
判
を
覚
悟
し
て
で
も
、
ケ
イ
ン
ズ
は
完
全
雇
用
政
策
を
優
先
さ
せ
た
。

　
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
イ
ン
フ
レ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
状
態
に
置
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
政
策

の
下
で
は
、
完
全
雇
用
創
出
の
た
め
に
、
国
民
国
家
の
内
部
で
イ
ン
フ
レ
を
誘
発
さ
せ
る
以
上
、
為
替
が
固
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
経
済

成
長
い
か
ん
で
は
高
い
利
子
率
を
生
み
、
そ
の
結
果
、
外
国
資
本
の
参
入
を
招
き
、
イ
ン
フ
レ
が
加
速
さ
れ
る
危
険
性
が
生
ま
れ
る
。
と

同
時
に
、
通
貨
の
管
理
シ
ス
テ
ム
が
外
資
の
参
入
に
よ
り
、
著
し
く
困
難
に
な
る
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
態
で
は
、
マ

イ
ル
ド
な
イ
ン
フ
レ
と
い
う
状
態
で
、
イ
ン
フ
レ
を
操
作
で
き
な
く
な
る
危
険
性
が
増
大
す
る
。
こ
の
危
険
性
を
回
避
す
る
に
は
、
為
替

を
固
定
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
、
金
本
位
制
度
の
廃
止
を
望
ん
で
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
金

本
位
制
度
廃
止
に
よ
る
為
替
の
自
由
化
と
、
金
本
位
制
存
続
に
よ
る
為
替
の
固
定
化
の
ト
レ
イ
ド
・
オ
フ
問
題
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
前
に
立

ち
は
だ
か
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
結
果
と
し
て
各
国
は
自
ら
の
国
家
の
経
済
成
長
を
実
現
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
を
機
軸
通
貨
と

し
て
容
認
し
た
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
も
ド
ル
を
機
軸
通
貨
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
覇
権
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
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為
替
の
固
定
化
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
世
界
経
済
復
興
の
条
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
そ
こ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
上
で
、
政
治
と
経
済
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
世

界
経
済
は
、
金
と
の
見
換
を
条
件
と
す
る
金
本
位
制
度
の
ド
ル
と
い
う
機
軸
通
貨
を
持
ち
、
そ
の
他
の
通
貨
に
お
い
て
は
、
金
で
信
用
を

裏
付
け
さ
れ
る
為
替
本
位
制
度
を
維
持
す
る
シ
ス
テ
ム
を
堅
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
で
は
、
政
治
と
経
済
は
か
な
り
明
確
に

区
分
さ
れ
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
も
、
政
治
的
に
は
対
ソ
連
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
典

型
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
支
配
圏
を
守
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
争
で
あ
っ
た
。
他

方
、
経
済
は
政
治
か
ら
そ
れ
な
り
に
分
離
さ
れ
、
幽
経
済
活
動
の
中
に
政
治
的
取
引
が
顕
著
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
典
型
は
、

戦
後
の
日
米
経
済
摩
擦
に
お
い
て
も
、
日
米
安
保
体
制
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
よ
う
な
展
開
は
示
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
逆
に
、
現
在
の
日
米
経
済
摩
擦
交
渉
は
、
安
保
体
制
の
存
否
ま
で
も
条
件
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
安
保
た
だ
乗
り
」
論

が
．
そ
の
典
型
だ
。

　
た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
上
で
は
、
こ
の
固
定
相
場
制
度
は
、
政
治
と
経
済
の
関
係
を
区
分
し
た
が
、

逆
に
国
内
政
治
の
上
で
は
、
政
治
と
経
済
の
関
係
を
さ
ら
に
不
可
分
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
詳
し
く
触
れ
る

こ
と
と
す
る
が
、
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
点
は
、
あ
く
ま
で
も
政
治
と
経
済
の
分
離
が
、
グ
ロ
ー
．
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
上
で
起
こ
っ
た

と
い
う
点
だ
。

　
し
か
し
、
一
九
七
】
年
八
月
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
ド
ル
の
金
交
換
を
禁
止
し
た
。
俗
に
い
う
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
だ
。
以
来
、
為
替
は

変
動
相
場
制
に
移
行
し
た
。
そ
も
そ
も
、
一
九
七
一
年
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
た
為
替
シ
ス
テ
ム
は
、
ヴ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
よ
ば
れ

た
が
、
こ
の
戦
後
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
三
年
間
は
大
幅
な
為
替
変
動
を
防
ぐ
意
味
で
、
協
調
介
入
を
条
件
と
し

た
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
体
制
が
設
け
ら
れ
る
が
、
一
九
七
三
年
に
な
っ
て
、
協
調
介
入
の
困
難
さ
が
顕
著
に
な
る
に
つ
れ
て
（
完
全
変
動
相
場
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図1　カネとモノの移動タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
発
生
だ
。

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
為
替
の
自
由
化
は
、

促
進
は
、
当
然
モ
ノ
を
製
造
す
る
ヒ
ト
の
移
動
も
促
進
し
た
訳
だ
。

の
流
れ
が
ヒ
ト
の
流
れ
を
同
じ
く
誘
発
し
、

の
流
れ
を
誘
発
し
、

　
こ
の
状
況
は
、

次
産
業
の
優
位
に
よ
っ
て
、

レ
ス
状
況
が
第
三
次
産
業
優
位
の
社
会
を
誘
導
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

の
要
因
は
車
の
両
輪
の
関
係
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
お
　

こ
と
に
な
る
。

制
に
移
行
し
た
。

　
為
替
管
理
が
固
定
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
カ
ネ
の
移
動
と
モ
ノ
の
移
動
は
パ
ラ
レ
ル
の
関
係
で
あ
り
え
た
。
す
な
わ

ち
、
カ
ネ
の
移
動
は
そ
の
ま
ま
反
対
給
付
と
し
て
、
モ
ノ
の
移
動
を
促
進
す
る
。
図
式
的
に
い
え
ば
、
図
1
の
よ
う
に

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ネ
の
国
際
移
動
の
促
進
は
、
そ
の
ま
ま
モ
ノ
の
国
際
移
動
の
促
進
を
現
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
貿
易
は
構
造
的
に
安
定
し
た
条
件
に
よ
っ
て
、
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
七
一
年
以
降
、
さ
ら
に
正
確
に
い
え
ば
、
一
九
七
三
年
以
降
、
貿
易
の
構
造
は
安
定
す
る
条
件
を
喪

失
し
た
。
為
替
の
変
動
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
通
貨
の
売
買
に
よ
っ
て
利
鞘
を
稼
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
キ
ャ
ピ

　
　
　
　
加
え
て
、
為
替
の
売
買
が
自
由
に
な
っ
た
た
め
に
、
利
子
率
の
変
動
に
よ
っ
て
、
預
金
先
の
国
家
を
変
更
で

　
　
為
替
の
自
由
化
は
そ
の
結
果
、
資
本
の
移
動
を
き
わ
め
て
た
や
す
く
し
、
貿
易
構
造
も
、
柔
軟
に
な
っ
た
。

　
　
為
替
の
売
買
ば
か
り
で
は
な
く
、
図
1
の
カ
ネ
に
対
抗
し
て
流
れ
る
モ
ノ
の
移
動
も
促
進
し
た
。
モ
ノ
の
移
動
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
式
的
に
い
え
ば
、
カ
ネ
の
流
れ
が
モ
ノ
の
流
れ
を
誘
発
し
、
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
の
流
れ
は
、
結
果
と
し
て
情
報
の
流
れ
を
促
進
し
た
。
い
や
、
カ
ネ
の
流
れ
が
、
情
報

　
結
果
と
し
て
モ
ノ
と
ヒ
ト
が
後
追
い
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
移
動
を
は
じ
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
般
に
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
経
済
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
説
明
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
状
況
は
、
第
三

　
　
　
　
加
速
さ
れ
る
。
第
三
次
産
業
優
位
の
社
会
が
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
状
況
を
創
造
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
ボ
ー
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
わ
か
に
判
断
を
下
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
結
果
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
規
模
に
お
い
て
、
「
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
」
を
も
た
ら
す
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図2　政；治と経済の関係

グローバル・システム 国内システム

固定相場制度

ﾏ動相場制度

分　　　離

Z　　　合

融　　　合

ｪ　　　離

　
こ
の
経
済
の
変
化
は
、
単
に
資
本
主
義
陣
営
で
の
み
起
こ
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
資
本
の
流
動
化
は
、
安
価
な

労
働
力
を
求
め
て
中
国
に
波
及
し
、
そ
の
後
、
ソ
連
経
済
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
。
中
国
の
開
放
改
革
政
策
が
な
け
れ
ば
、
社
会
主
義
国
家
・
ソ
連
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
経
済
開
放
を
熱
望
し
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
さ
に
、
ソ
連
の
外
資
導
入
の
必
要
が
、
」
そ
の
ま
ま
ソ
連
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
と
い
え

　
　
め
　

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ネ
・
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
情
報
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
こ
そ
、
従
来
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ

ム
の
経
済
構
造
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
変
動
相
場
制
で
の
政
治
と
経
済
の
関
係
だ
。
単
純
に
整
理
し
て

い
え
ば
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
固
定
相
場
制
の
下
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム

状
況
下
で
、
政
治
と
経
済
の
分
離
が
生
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
国
内
シ
ス
テ
ム
状
況
下
で
は
、
政
治
と
経
済
の
融

合
が
促
進
さ
れ
た
。
し
か
し
、
逆
に
変
動
相
場
制
の
下
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
状
況
下
で
、
為
替
の
協

調
な
ど
を
例
示
と
す
る
よ
う
に
、
政
治
と
経
済
の
融
合
が
促
進
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
国
内
シ
ス
テ
ム
状
況
下
で

は
、
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
産
業
の
優
位
に
よ
る
規
制
緩
和
が
求
め
ら
れ
、
逆
に
政
治
と
経
済
は
分
離
す
る
方
向
へ

と
す
す
ん
だ
。
ま
さ
に
、
興
味
あ
る
事
象
だ
。
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日
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
中
の
政
治
の
構
造

　
こ
の
よ
う
な
経
済
の
変
動
に
対
し
て
、
政
治
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
政
治
の
役
割

か
ら
見
て
い
こ
う
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
二
〇
世
紀
の
政
治
的
課
題
は
、
完
全
雇
用
を
ど
の
よ
う
に
創
出
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。



先進社会の国際環境（藪野）

周
知
の
よ
う
に
一
九
二
九
年
、
ア
メ
リ
カ
・
ウ
ォ
ー
ル
街
に
端
を
発
し
た
世
界
大
恐
慌
は
、
資
本
主
義
の
屋
台
骨
を
大
き
く
揺
る
が
し

た
。
原
則
的
に
い
え
ば
、
資
本
主
義
は
政
治
の
介
入
を
排
除
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
場
は
そ
れ
ほ
ど
自
然
調
和
的
で
は

な
く
、
何
ら
か
の
政
治
的
介
入
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
政
治
の
経
済
へ
の
介
入
を
積
極
的
に
す
す
め
た
の
が
、
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
政
策
導
入
期
に
お
け
る
論
争
は
、
か
な

り
興
味
あ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
旧
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
し
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
激
し
く
対
立
し
て
い
る
。
旧
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
当
然
、
政
治
が
経
済
へ
介
入
す
る
こ
と
を
原
則
的
に
嫌
悪
す
る
立

場
で
あ
っ
た
。
一
九
一
七
年
、
こ
の
世
界
に
初
め
て
社
会
主
義
が
現
実
の
国
家
と
し
て
成
立
し
た
。
世
界
大
恐
慌
は
そ
の
直
後
に
起
き
て

い
る
。
い
か
に
資
本
主
義
を
、
恐
慌
か
ら
自
由
に
す
る
た
め
と
は
い
え
、
政
治
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
変
容
さ
せ
る
な
ど
、

旧
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
持
ち
主
に
は
、
妥
協
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
旧
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
持
ち
主
に
と
っ
て
、
古
典
的
な
シ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

テ
ム
の
変
容
は
、
社
会
主
義
そ
の
も
の
を
意
味
し
た
。
あ
る
い
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
も
意
味
し
た
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
島
民
〇
世
紀
の
政
治
思
想
が
シ
ョ
ー
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
の
中
の
商
品
の
よ
う
に
並
ん
で
い

る
。
一
つ
は
、
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
資
本
主
義
だ
。
二
つ
め
は
新
し
く
未
来
を
拓
こ
う
と
す
る
社
会
主
義
で
あ
り
、
三
つ
め
は
社
会
主

義
・
資
本
主
義
に
反
旗
を
翻
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
。

　
こ
の
三
巴
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
敵
と
し
た
。
資
本
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
主
義
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
、
双
方
と
も
一

党
独
裁
の
政
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
お
よ
そ
民
主
主
義
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
敵
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
主

義
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
、
同
じ
く
双
方
と
も
労
働
者
の
開
放
を
保
障
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
敵
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
す
る

と
、
資
本
主
義
も
社
会
主
義
も
、
世
界
大
恐
慌
を
克
服
で
き
な
い
、
旧
い
思
想
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
敵
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
、

図
3
と
し
て
、
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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資
本
主
義
が
他
の
二
つ
の
思
想
に
敵
対
す
る
理
由
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
が
単
に
一
党
独
裁
で
あ
っ
た
だ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
ま
5
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
双
方
共
、
経
済
の
計
画
化
を
何
ら
か
の
意
味
で
、
正
当
化
し
た
の
だ
。
旧
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
経
済
を
計
画
化
す
る
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
妥
協
で
き
る
政
策
で
は

式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
。
元
来
、
自
由
経
済
と
計
画
経
済
は
対
置
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
経
済
が
資
本
主
義
を

図式
意
味
し
、
計
画
経
済
は
そ
の
ま
ま
社
会
主
義
経
済
を
意
味
し
た
の
だ
。
自
由
と
計
画
、
こ
の
2
つ
の
コ
ン
セ
プ

対の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
は
、
激
し
く
対
立
す
る
世
界
観
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
有
効
需
要
を

想思
　
　
　
　
　
　
　
　
創
出
す
る
た
め
に
、
計
画
経
済
を
指
向
し
た
が
、
ま
ず
彼
が
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
敵
は
、
社
会
主
義

の
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
な
く
、
旧
い
ビ
ジ
ネ
ス
9
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
た
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
旧
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ

3　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ー
は
ケ
イ
ン
ズ
の
計
画
化
思
想
を
、
社
会
主
義
へ
の
道
と
も
、
」
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
と
も
批
判
し
た
。

ヨ図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴
史
的
に
興
味
あ
る
点
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
計
画
化
思
想
が
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
社
会
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
外
部
の
敵
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
凪
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
内
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敵
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
敵
は
内
部
に
あ
る
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
然
、
こ
の
旧
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
は
大
き
な
評

価
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
計
画
化
を
も
と
と
し
て
、
実
施
さ
れ
た
有
効
需
要
の
創
出
に
必
要
な
基
本
政
策
は
、
イ
ン
フ
レ
政

策
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
以
下
の
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
イ
ン
フ
レ
政
策
を
実
施
す

る
た
め
に
は
、
為
替
が
固
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
二
つ
め
は
、
イ
ン
フ
レ
政
策
を
と
お
し
て
、
政
治
が

積
極
的
に
経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
う
ま
れ
た
と
い
う
問
題
だ
。

　
ま
ず
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
。
為
替
が
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
’
イ
ン
フ
レ
政
策
の
基
本
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

敵 理　　由

資本主義

ﾐ会主義
tァシズム

社会主義・ファシズム

走{主義・ファシズム

走{主義・社会主義

1党独裁’

J働者の未開放

撃｢思想
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為
替
が
自
由
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
政
策
の
た
め
に
高
金
利
政
策
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
高
い
金
利
を
求
め
て
海
外
か
ら
外
資
が

参
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
る
国
家
の
貨
幣
供
給
量
が
過
剰
に
な
り
、
イ
ン
フ
レ
は
加
速
さ
れ
、
通
貨
安
定
が
そ
こ

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
完
全
雇
用
を
実
現
す
る
た
め
の
マ
イ
ル
ド
な
イ
ン
フ
レ
政
策
は
、
あ
く
ま
で
も
海
外
か

ら
外
資
が
参
集
し
な
い
こ
と
を
、
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ケ
イ
ン
ズ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
金
本
位
制
度
を
廃
止
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
金
本
位
制
度
の
廃
止
は
、
そ
の
ま
ま
変

動
相
場
制
へ
の
移
行
を
意
味
し
、
結
果
と
し
て
カ
ネ
の
国
際
移
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
国
家
の
通
貨
管
理

が
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
金
本
位
制
度
の
廃
止
と
、
イ
ン
フ
レ
政
策
の
間
を
一
種
の

ト
レ
イ
ド
・
オ
フ
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
各
国
が
完
全
雇
用
を
実
現
す
る
た
め
に
有
効
需
要
の
創
出
に
全
力

を
そ
そ
ぐ
こ
と
を
期
待
し
た
ケ
イ
ン
ズ
は
、
金
本
位
制
度
の
廃
止
を
時
期
尚
早
と
判
断
し
た
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
為
替
管
理
の
も
と
で
、
イ
ン
フ
レ
政
策
を
継
続
し
て
い
く
必
要
性
か
ら
、
国
境
1
ー
ボ
ー
ダ
ー
は
高
い
位
置
で
ま
も
ら

れ
た
。
こ
こ
に
、
政
治
1
1
国
境
の
確
保
と
い
う
機
能
が
、
大
き
く
作
用
し
た
状
況
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
よ
り
大
き
な
問
題
は
、
第
二
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
完
全
雇
用
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
有
効
需
要
創
出
の
た
め
に
、
公

共
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
る
必
要
性
が
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
そ
の
た
め
、
政
治
の
機
能
は
こ
の
公
共
投
資
の
実
現
に
大
き
く
シ

フ
ト
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
般
的
に
い
っ
て
、
政
治
に
は
二
つ
の
働
き
が
あ
る
。
一
つ
は
「
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
で
、
理
念
や
理
想
を
語
る
政
治
だ
。
も
う

一
つ
は
「
ロ
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
で
、
利
益
や
利
害
を
語
る
政
治
だ
。
例
え
ば
、
体
制
的
と
し
て
い
え
ば
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
選

択
、
権
利
の
問
題
と
し
て
い
え
ば
人
権
の
擁
護
と
拡
大
な
ど
が
、
典
型
的
な
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道

路
・
港
湾
・
空
港
な
ど
の
建
設
問
題
な
ど
が
、
典
型
的
な
ロ
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
あ
た
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
思
想
の
充
足
”
ハ
イ
・
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む
　

ポ
リ
テ
ィ
ス
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
”
ロ
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
凄
い
う
図
式
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
よ
り
大
切
で
、
ロ
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
金
権
政
治
の
温
床
だ
「

と
い
う
単
純
な
関
係
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
だ
。
ハ
イ
も
ロ
ウ
も
双
方
と
も
大
切
で
あ
っ
て
、
片
方
の
み
で
政
治
が
成
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
『
諸
国
民
の
富
』
第
五
編
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
共
投
資
は
一
国

防
機
能
・
警
察
機
能
と
と
も
に
、
政
府
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
こ
と
が
、
縦
横
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
万
能

の
よ
う
な
一
九
六
〇
年
代
の
政
治
に
あ
っ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
例
示
と
し
て
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
体
制
論
争
が
盛
ん
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
問
題
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
世
界
的
に
ロ
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
時
代
に
入
っ
た
点
に
あ
る
。
日
本
は
「
国
民
所
得
倍

増
計
画
」
を
、
ア
メ
リ
カ
は
「
偉
大
な
社
会
計
画
」
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
雇
用
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
過
程
で

は
、
政
治
問
題
そ
の
も
の
が
あ
た
か
も
経
済
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
だ
し
た
。
，

　
政
治
は
国
際
関
係
を
語
る
こ
と
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
体
制
選
択
を
語
る
の
で
も
な
く
、
ま
さ
に
公
共
投
資
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
語

り
始
め
た
の
だ
。
政
治
の
関
心
は
ま
す
ま
す
選
挙
区
へ
の
関
心
に
転
化
し
、
選
挙
区
へ
の
利
益
誘
導
が
あ
た
か
も
政
治
そ
の
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
始
め
た
。
こ
の
状
況
は
、
政
治
を
．
い
よ
い
よ
選
挙
区
と
い
う
内
向
き
の
仕
事
に
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
は
、
政
治
の
あ
り
方
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
為
替
の
管
理
依
、
選

挙
区
の
問
題
で
は
な
く
、
国
家
規
模
に
お
け
る
マ
ネ
ッ
ジ
メ
ン
ト
と
な
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
政
治
は
選
挙
区
で
動
く
状
況
は
一
，
向
に
変

化
し
な
か
っ
た
。
当
然
、
国
家
規
模
に
お
い
て
、
政
治
を
考
え
る
の
は
、
官
僚
で
あ
り
、
党
の
指
導
者
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
う
状
況
が
生

ま
れ
て
き
た
。

　
ま
し
て
や
、
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
は
、
為
替
管
理
の
自
由
化
を
意
味
し
、
為
替
管
理
の
自
由
化
は
、
直
線
的
に
貿
易
の
自
由
化
に
つ
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な
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
は
、
貿
易
の
自
由
化
の
中
で
、
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
産
業
が
、
政
治
の
保
護
を
求
め
始
め
る
。

例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
コ
メ
の
自
由
化
と
農
業
保
護
の
関
係
が
、
典
型
的
な
そ
れ
に
当
た
る
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
動
車
産
業
と

日
本
車
の
輸
出
攻
勢
な
ど
も
そ
の
典
型
の
一
つ
に
当
た
る
。
政
治
は
、
不
況
産
業
の
保
護
を
目
的
と
し
た
利
益
集
団
の
よ
う
な
状
況
が
発

生
し
て
く
る
の
だ
。

　
政
治
は
、
選
挙
民
の
意
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
当
然
、
コ
メ
議
員
は
コ
メ
の
保
護
を
訴
え
る
。
自
動
車
議
員
は
、
自
動
車
の
輸
入

に
総
量
規
制
を
施
そ
う
と
す
る
。
経
済
全
体
が
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
の
時
代
に
突
入
し
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
が
自
由
に
国
境
を
超

え
て
移
動
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
政
治
は
逆
に
こ
の
移
動
を
疎
外
す
る
方
向
で
機
能
し
始
め
る
。

　
確
か
に
、
経
済
の
自
由
化
は
、
産
業
構
造
の
あ
る
局
面
で
経
済
の
空
洞
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
八
五

年
の
急
激
な
円
高
は
、
そ
れ
以
後
の
日
本
経
済
に
、
産
業
空
洞
化
と
ま
で
呼
ば
れ
る
状
況
を
作
り
だ
し
た
。
円
高
に
よ
る
生
産
費
の
削
減

を
求
め
て
、
多
く
の
企
業
が
海
外
の
安
い
労
働
力
に
依
存
す
べ
く
、
生
産
拠
点
を
海
外
に
シ
フ
ト
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
地
場
産

業
は
、
衰
退
し
て
い
っ
た
。

　
そ
の
意
味
で
、
自
由
化
が
万
能
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
規
制
緩
和
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
問
題
は
、
自
由
に
も
自
由
を
守
る

適
切
な
制
度
保
障
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
制
度
保
障
こ
そ
、
政
治
が
担
う
機
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
ど
れ
だ
け
共
有

で
き
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
制
度
保
障
に
つ
い
て
も
、
制
度
的
に
完
成
さ
れ
た
仕
組
み
が
絶
対
的
に
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
状

況
如
何
に
よ
っ
て
、
政
治
家
が
交
渉
し
て
い
く
以
外
に
、
適
切
な
方
法
は
な
い
。
問
題
が
発
生
し
て
も
、
そ
の
問
題
を
即
座
に
解
く
鍵
は

な
い
。
「
問
題
解
決
型
」
社
会
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
は
、
「
問
題
解
決
型
」

社
会
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
問
題
を
共
有
し
て
い
く
「
問
題
付
合
型
」
社
会
な
の
だ
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
政
治
は
、
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
に
逆
行
す
る
よ
う
に
、
ボ
ー
ダ
ー
フ
ル
の
状
況
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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図4　20世紀と21世紀のパラダイム・シフト

項目 20世紀 21世紀
技術 ハード・ロウテク社会 ソフト・ハイテク社会

産業 第2次型優位 第3次型優位

政治 ロウ・ポリティクス ハイ・ポリティクス

国境 ボーダーフル ボーダーレス

社会 問題解決型社会 問題付合型社会

グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
、

加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
い
や
も
っ
と
適
切
に
い
え
ば
、
政
治
は
そ
も
そ
も
ボ
ー
ダ
ー
フ
ル
で
あ
る
こ
と
を
政
治
の
主
な
機
能
と

し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
ボ
ー
ダ
ー
フ
ル
の
機
能
を
一
向
に
改

革
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
に
、
政
治
と
経
済
の
矛
盾
が
露
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
今
一
度
、
二
〇
世
紀
の
社
会
構
造
と
一
二
世
紀
に
向
か
う
社
会
構
造
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ

う
。
こ
の
図
で
の
問
題
は
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
果
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
点

　
に
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
基
本
的
な
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
実
は
、
社
会
科
学
宮
体
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
二
〇
世
紀
型
シ
ス
テ
ム
を
想
定
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に

適
合
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
た
め
、
二
〇
世
紀
型
社
会
科
学
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
で
は
、
一
＝
世
紀
型
社
会
を
分
析
す
る
能
力
を
欠
如
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
二
一
世
紀
型
社
会
へ
の

政
策
提
言
に
き
わ
め
て
脆
弱
な
方
法
し
か
用
意
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
典
型
的
な

問
題
の
一
つ
が
、
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
と
政
治
の
ボ
ー
ダ
ー
フ
ル
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
き

　
明
か
す
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
、
二
一
世
紀
型
社
会
科
学
の
方
法
を
模
索
す
る
以
前
に
、
二
〇
世
紀
型
社
会
1
1
二
〇
世
紀
型

二
一
世
紀
型
社
会
1
1
二
一
世
紀
型
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
相
違
に
つ
い
て
、
い
ま
し
ば
ら
く
分
析
を
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こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
主
要
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
総
括
す
る
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
国
家
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
は
現
代
に
お
い

て
も
国
家
を
機
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
根
強
い
。
し
か
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
組
織
と
し
て
の
国
家
は
二
一
世
紀
に

な
っ
て
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
も
の
の
、
国
家
機
能
が
著
し
く
、
か
つ
激
し
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

　
例
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
的
に
い
え
ば
、
国
家
は
主
権
・
領
土
ザ
国
民
の
三
つ
の
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
G

5
や
G
7
に
お
け
る
為
替
管
理
の
協
調
化
を
見
る
と
、
自
国
通
貨
の
管
理
と
い
う
主
権
の
基
本
的
な
機
能
が
、
他
国
と
の
協
調
を
必
要
と

し
始
め
て
い
る
。
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ
ニ
オ
ン
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
権
の
共
有
化
と
い
う
実
験
も
始
ま
っ
て
い
る
。
領
土
に

し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ
ニ
オ
ン
に
見
ら
れ
る
主
権
の
共
有
化
は
、
そ
の
ま
ま
領
土
の
共
有
化
を
現
し
て
い
る
。
国
民
の
概
念
に
し
て

も
、
外
国
人
労
働
者
の
移
動
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
定
住
外
国
人
の
参
政
権
問
題
な
ど
は
、
ま
さ
に
国
民
概
念
の
再
検
討
を
必
要
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
機
能
そ
の
も
の
が
、
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
図
4
で
示
し
た
よ
う
な
社
会
と
政
治
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
、
政
治
と
経
済
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
確
認
さ

れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
上
記
の
よ
う
に
国
家
機
能
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
容
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
現
状
を
分

析
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
社
会
科
学
の
概
念
は
旧
態
依
然
で
は
な
い
か
。
と
同
時
に
、
こ
の
社
会
科
学
を
信
奉
す
る
市
民
の
政
治

意
識
も
ま
た
、
旧
態
依
然
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
現
状
の
分
析
こ
そ
、
ま
ず
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
現
状
の
分
析
は
、
新
し
い
社
会
科
学
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
科
学
の
方
法
の
革
新
を
と
も

な
わ
な
け
れ
ば
、
激
変
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
現
状
の
分
析
は
不
可
能
な
の
だ
。
そ
れ
は
丁
度
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
関
係
に
酷
似
し
て
い
る
。
地
球
上
の
生
活
で
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
で
対
応
可
能
で
あ
っ
た
が
、
宇
宙
空

間
に
新
た
な
活
動
範
囲
を
求
め
た
時
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
必
要
と
さ
れ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
に
完
成
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さ
れ
た
社
会
科
学
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
不
十
分
な
の
だ
。
，
例
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク
社
会
時
代
の
社
会
科
学
が
用
意
し
た
国
家
概
念
は
、
す
で
に
そ
の
有
用
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
ま
さ
に
、

概
念
は
新
し
く
洗
練
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
要
素
と
し
て
、
最
も
重
要
な
の
は
、
国
家
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ド
・
ロ
ウ
テ
ク

社
会
で
機
能
し
た
国
家
と
、
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
で
機
能
し
よ
う
と
す
る
国
家
で
は
、
そ
の
構
造
と
働
き
が
異
な
る
の
で
は
な
い

か
。
加
え
て
、
こ
の
国
家
の
構
造
と
機
能
の
相
違
が
、
図
3
で
示
し
た
よ
う
な
相
違
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
す
べ

て
の
焦
点
は
ま
ず
国
家
に
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
政
治
学
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
国
家
に
始
ま
り
国
家
に
終
わ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
実
は
根
本
的
に
再
考
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
詩
題
に
、
政
治
学
と
国
家
の
関
係
が
あ
る
。
経
済
学
に
例
を
求
め
る
と
、
こ
の
問
題
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
手
元
の
経
済

学
の
ほ
と
ん
ど
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
か
ら
始
め
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
一
七
二
一
二
年
に
生
ま
れ
一

七
九
〇
年
に
没
し
た
人
だ
。
，
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
の
人
だ
。
他
方
、
手
元
に
あ
る
政
治
学
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
か
ら
始

め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
元
前
数
千
年
以
前
か
ら
説
き
始
め
る
の
だ
。
こ
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
疑
問

こ
そ
、
他
面
で
は
政
治
学
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
当
然
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
時
代
に
も
経
済
活
動
は
存
在
し
、
そ
れ
に
見
合
う
経
済
学
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』
が
経
済
学
の
出
発
と
さ
れ
て
い
る
。
経
済
学
は
一
八
世
紀
か
ら
始
め
る
の
に
、
政
治
学
は
な
ぜ
紀
元
前

か
ら
始
め
る
の
か
。
同
じ
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
国
家
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
経
済
学
は
近
代
の
産
物
で
あ
る

．
に
も
拘
ら
ず
、
政
治
学
と
国
家
の
関
係
は
歴
史
と
と
も
に
旧
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　
単
純
に
い
え
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
が
「
労
働
価
値
学
説
」
を
創
造
し
、
商
品
交
換
を
前
提
と
し
た
市
場
経
済
を
分
析
し
た
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か
ら
だ
。
他
方
、
政
治
学
に
あ
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
以
来
、
国
家
と
民
主
制
が
完
備
さ
れ
、
逆
に
時
代
が
下
が
れ
ば
下
が

る
ほ
ど
、
例
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
民
主
制
そ
の
も
の
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
経
験
を
し
て
き
て
い
る
。
政
治
学
の
原
型
は
、
す
で
に

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
完
成
し
て
い
た
。
他
方
、
経
済
学
の
原
型
は
、
近
代
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
商
品
交
換
を
前
提
と
し
な
い
自
給
自
足
の
時
代
の
政
治
と
、
商
品
交
換
を
中
心
と
し
た
時
代
の
政
治
と
で
は
、
大
き
く
そ
の

機
能
が
異
な
っ
て
く
る
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
は
政
治
家
の
資
質
や
、
民
主
主
義
の
手
続
き
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
が
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
『
諸
国
民
の
富
』
が
第
五
編
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
の
機
能
、
政
府
の
機
能
は
、
政
治
家
の

資
質
で
も
な
け
れ
ば
、
民
主
主
義
の
手
続
き
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
、
政
府
一
1
政
治
1
1
国
家
の
働
き
は
、
国
防
・
警
察
・
公

共
事
業
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
に
、
公
共
事
業
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
し
、
逆
に
水
道
の
整
備
、
道
路
の
建
設
な
ど
、
国
家
の
事
業
そ
の

も
の
が
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
公
共
事
業
が
国
民
経
済
と
い
う
枠
組
み
を
基
礎
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
か
な
り
の
疑
問
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
江
戸
期
日
本
に
お
け
る
築
城
事
業
と
藩

経
済
の
関
係
と
同
じ
だ
。

　
政
治
の
機
能
が
国
民
国
家
建
設
を
機
軸
と
し
、
国
家
が
国
民
経
済
の
枠
組
み
を
規
定
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
近
代
市
民
社
会
以
降
の

こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
、
国
民
国
家
の
時
代
の
「
政
治
の
機
能
」
と
「
国
家
の
構
造
」
を
明
確
に
画
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
治
学
は
、

そ
の
意
味
で
政
治
の
手
続
き
と
民
主
化
の
問
題
に
関
心
を
集
中
し
す
ぎ
て
き
た
た
め
に
、
革
命
を
指
向
し
た
マ
ル
ク
ス
政
治
学
は
別
と
し

て
も
、
近
代
が
独
自
に
も
つ
「
政
治
の
機
能
」
と
「
国
家
の
構
造
」
に
、
あ
ま
り
に
も
無
頓
着
で
あ
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意

味
で
、
「
政
治
の
機
能
」
と
「
国
家
の
構
造
」
を
近
代
と
い
う
歴
史
的
分
脈
の
中
で
、
整
理
す
る
作
業
は
、
焦
眉
の
課
題
だ
と
い
え
よ

う
。
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不
思
議
な
こ
と
に
、
経
済
学
が
予
定
し
て
い
る
「
市
場
構
造
」
は
、
近
代
に
限
定
し
て
い
る
た
め
に
、
逆
に
無
時
間
的
な
、
あ
る
い
は

超
時
間
的
な
性
格
を
お
び
、
市
場
構
造
の
歴
史
的
転
換
を
捉
え
る
視
点
が
、
脆
弱
な
状
態
に
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
政
治
学
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
で
民
主
化
が
完
成
さ
れ
た
と
い
う
前
提
が
強
い
た
め
に
、
あ
る
種
の
ギ
リ
シ
ア
帰
り
、
先
祖
帰
り
が
強
す
ぎ
、
結
果
と
し
て
経
済

学
の
よ
う
に
無
時
間
的
、
あ
る
い
は
超
時
間
的
な
性
格
を
お
び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
は
近
代
国
家
の
特
徴
を
抽
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
性
格
か
ら
二
一
世
紀
型
の
「
政
治
の
機
能
」
と
「
国
家
の
構
造
」
を
画
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
二
〇
世
紀
型
国
家
を
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
国
家
と
呼
び
、
二
一
世
紀
型
国
家
を
「
フ
ロ
ー
型
」
国
家
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

な
ぜ
、
こ
の
二
つ
を
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
と
「
フ
ロ
ー
型
」
と
呼
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
目
下
の
と

こ
ろ
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
図
3
で
分
類
し
た
政
治
・
経
済
・
社
会
の
機
能
変
化
を
総
称
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
考

え
て
お
け
ば
よ
い
。

　
今
一
度
整
理
し
て
お
け
ば
、
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
と
「
フ
ロ
ー
型
」
は
、
図
4
の
二
〇
世
紀
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
っ
た
国
家
と
、
二
一
世

紀
型
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
っ
た
国
家
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
整
理
す
れ
ば
、
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（
1
）
　
周
知
の
よ
う
に
ソ
連
解
体
は
、
一
九
八
五
年
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
登
場
に
始
ま
る
。
こ
の
過
程
で
、
ソ
連
改
革
と
ソ
連
崩
壊
に
至
る
分
析
に
つ
い

　
て
は
、
以
下
参
照
。
駄
こ
ζ
三
碧
凶
一
〇
〇
き
①
9
⑦
＜
”
隷
§
、
こ
隷
鼻
き
ミ
ミ
§
ミ
鑓
誉
＼
o
ミ
、
ら
§
ミ
藁
§
職
ミ
鴨
ミ
。
ミ
（
Z
Φ
≦
k
o
蒔
出
①
壱
臼
卿

菊
。
≦
一
一
㊤
。
。
刈
）
・
田
中
直
毅
訳
『
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
』
（
講
談
社
　
一
九
八
七
年
目
、
N
げ
一
ぴ
q
ヨ
一
Φ
≦
b
d
轟
N
ぎ
。
。
軍
§
鳴
O
ミ
§
W
隷
帖
ミ
黍
ミ
Q
b
O
帖
ミ
～
§
職

b
§
ミ
庶
G
o
ミ
ミ
ミ
ミ
の
ミ
§
ミ
Q
ぎ
§
骨
G
§
ミ
蓮
（
Z
①
≦
磯
。
蒔
”
ζ
鋤
。
ヨ
一
一
〇
づ
勺
昌
一
圃
ω
ぼ
口
ゆ
q
O
o
ヨ
冨
づ
ざ
一
㊤
。
。
㊤
Y
伊
藤
憲
｝
訳
『
大
い
な
る
失

敗
－
二
〇
世
紀
に
お
け
る
共
産
主
義
の
誕
生
と
終
焉
1
』
（
飛
鳥
新
社
　
一
九
八
九
年
）
、
下
斗
米
伸
夫
『
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
時
代
』
（
岩
波
新
書

　
一
九
八
八
年
）
、
加
藤
雅
彦
『
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
革
命
と
は
何
か
』
（
教
育
社
　
一
九
八
八
年
）
、
木
村
　
妊
孕
『
岐
路
に
立
つ
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
』
（
勤
草

童
旦
房
　
一
九
九
〇
年
）
。

（
2
）
　
駄
4
岡
鑓
旨
。
、
ω
閃
爵
ξ
①
日
ρ
§
Q
寒
鉱
ミ
募
ミ
越
§
織
ミ
鳴
卜
霧
味
ミ
§
・
渡
辺
昇
一
訳
『
歴
史
の
終
り
』
（
上
）
（
中
）
（
下
）
（
三
笠
書
房

　
一
九
九
二
年
）
。

（
3
）
　
上
記
（
1
）
で
上
げ
た
ソ
連
崩
壊
の
分
析
は
、
概
ね
そ
の
ま
ま
米
ソ
冷
戦
の
崩
壊
と
い
う
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
変
容
を
分
析
し
て
い
る
。

（
4
）
　
上
記
（
2
）
で
上
げ
た
G
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終
わ
り
』
は
そ
の
ま
ま
「
文
明
史
」
と
し
て
、
現
在
の
変
容
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
5
）
　
と
り
わ
け
、
日
本
の
社
会
科
学
に
あ
っ
て
は
、
現
状
と
歴
史
の
分
析
と
解
釈
が
優
先
さ
れ
、
現
状
と
将
来
へ
の
政
策
が
提
言
さ
れ
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
社
会
科
学
の
一
＝
世
紀
型
機
能
と
し
て
、
政
策
提
言
を
こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
も
主
眼
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
政
策
型
指

向
が
必
要
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
松
下
圭
一
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』
（
東
京
大
学
出
版
部
　
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
わ
た
し
も
こ
の
必
要

性
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
」
と
し
て
、
提
言
し
た
。
薮
野
祐
三
『
ロ
ー
カ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
』
（
中
公
新
書
　
一
九
九
五
年
）
、
「
第
五
章
　
地

方
分
権
と
国
際
化
」
を
参
照
。

（
6
）
　
こ
の
過
程
を
、
わ
た
し
は
「
包
括
型
国
家
」
と
「
離
反
型
国
家
」
と
し
て
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
包
括
型
国
家
」
で
意
味
し
よ
う
と
し
た
こ

　
と
は
、
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
「
福
祉
国
家
論
」
も
社
会
主
義
に
お
け
る
「
労
働
者
国
家
」
も
、
国
家
が
国
民
を
包
括
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、

　
同
じ
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
離
反
型
国
家
」
は
、
国
家
の
機
能
を
限
定
し
、
国
民
と
国
家
の
関
係
を

　
必
要
最
小
限
度
に
抑
え
よ
と
と
す
る
国
家
を
指
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
民
営
化
と
か
規
制
緩
和
が
そ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
、
二
〇
世
紀
の
国
家

　
は
、
資
本
主
義
も
社
会
主
義
も
双
方
と
も
、
包
括
型
で
あ
っ
て
、
こ
の
包
括
型
の
変
容
が
問
わ
れ
始
め
て
い
る
の
が
、
現
在
だ
と
い
う
視
点
が
、
こ

　
の
ペ
ー
パ
ー
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
藪
野
祐
三
「
ガ
バ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
限
界
と
新
し
い
政
治
の
枠
組
」
九
州
大
学
『
法
政
研
究
』
第
六
一
巻
第

　
一
号
、
参
照
。

（
7
）
　
従
来
、
と
も
す
れ
ば
、
パ
イ
の
「
拡
大
」
と
「
配
分
」
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
、
パ
イ
の
「
生
産
方
式
」
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
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な
い
。
ま
さ
に
、
現
在
の
転
換
点
は
、
パ
イ
の
「
生
産
方
式
」
を
め
ぐ
る
変
容
過
程
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
過
程
に
、
日
本
の
政
治

改
革
論
議
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
薮
野
祐
三
『
日
本
政
治
の
未
来
構
想
一
い
ま
何
を
な
す
べ
き
か
』
（
P

．
H
P
研
究
所
　
一
九
九
四
年
）
、
参
照
。

（
8
）
　
例
え
ば
、
大
塚
久
雄
の
資
本
主
義
論
に
は
、
株
式
会
社
の
発
生
か
ら
資
本
主
義
発
生
ま
で
の
幅
が
あ
る
が
、
資
本
主
義
と
は
、
そ
れ
も
と
り
わ

け
近
代
資
本
主
義
と
は
何
か
に
つ
、
い
て
、
・
明
確
な
定
義
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
産
業
革
命
と
資
本
主
義
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か

・
に
つ
い
て
も
、
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
の
「
市
民
革
命
」
と
「
産
業
革
命
」
と
い
う
二
つ
の
革
命
論
で
、
明
確
な
概
念
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
い
え
ば
、
資
本
主
義
の
定
義
そ
の
も
の
が
、
き
わ
め
て
精
力
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
大
塚
久
雄
『
近
代
資
本
主

義
の
系
譜
』
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
九
年
）
、
他
参
照
。
駄
．
”
中
9
工
。
げ
ω
げ
9
。
≦
β
§
僑
郎
題
旦
沁
Q
§
ミ
職
§
、

寒
§
鳴
N
選
L
N
鍵
◎
◎
（
い
。
昌
α
8
…
Z
凶
o
o
δ
o
P
一
〇
8
）
．
安
川
悦
子
・
水
田
　
洋
白
『
市
民
革
命
ど
産
業
革
命
i
l
二
重
革
命
の
時
代
』
（
岩
波
書
店

　
一
九
六
八
年
）
。

（
9
）
　
国
民
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
国
民
市
場
圏
の
成
立
が
画
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
経
済
構
造
を
「
資
本
主
義
」
と
呼
ぶ

　
こ
と
に
す
る
。

（
1
0
）
　
ア
ジ
ア
経
済
論
の
停
滞
性
に
つ
い
て
は
噛
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を
中
心
と
し
て
、
戦
後
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

　
は
、
以
下
参
照
。
ω
曽
ヨ
二
男
ζ
一
Z
”
卜
区
ら
ミ
§
ミ
ミ
§
§
勘
、
．
鳴
暮
ミ
鳴
ミ
§
§
隷
（
勺
曽
『
一
ω
”
＞
5
什
「
O
b
O
ω
》
一
㊤
刈
O
）
．
原
田
金
一
郎
訳
『
世
界
的
規
模
に
お

　
け
惹
資
本
蓄
積
』
〈
三
分
冊
〉
、
『
世
界
資
本
蓄
積
論
』
〈
第
一
分
冊
〉
、
『
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
論
』
〈
第
二
分
冊
〉
、
『
中
心
一
周
辺
経
済
開
発
論
』

　
〈
第
三
分
冊
〉
（
柘
植
書
房
一
九
七
九
年
〈
第
一
、
二
分
冊
〉
、
一
九
八
三
年
（
第
三
分
冊
〉
）
。

（
1
1
）
　
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
徐
照
彦
『
東
洋
資
本
主
義
』
パ
講
談
社
現
代
新
書
　
一
九
九
〇
年
）
、
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
の
姐
館
を
、
思
想
的
に
は
「
モ
ダ
ン
」
か
ら
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
へ
の
価
値
の
組
み
替
え
と
呼
ぶ
こ
ど
が
で
き
る
。
こ
の
価
値
の
組
み
替
え

　
に
つ
い
て
は
、
薮
野
祐
三
『
ロ
ー
カ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
そ
ブ
』
（
前
掲
書
）
、
「
第
四
章
　
ア
ジ
ア
に
向
か
う
国
際
戦
略
」
を
参
照
。

（
1
3
）
　
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
経
済
に
つ
い
て
は
、
中
谷
　
巌
『
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
ー
鎖
国
国
家
日
本
へ
の
警
鐘
1
』
（
日
本
経
済
新
聞
社

　
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
1
4
）
　
こ
の
経
済
ど
政
治
の
関
係
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
参
照
。
一
8
口
図
ω
b
臼
P
寒
恥
　
㌔
U
、
ミ
翁
黛
ミ
隷
ミ
ミ
§
ミ
卑
§
o
§
蹄
肉
恥
ミ

　
職
§
切
（
ω
け
・
竃
鋤
「
件
一
昌
u
ω
用
｝
噌
①
ω
の
一
〇
〇
◎
㎝
）
・
小
林
陽
太
郎
・
首
藤
信
彦
訳
『
国
際
経
済
関
係
論
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
八
九
年
）
、
ω
¢
ω
毬
ω
黛
g
。
昌
ぴ
q
ρ

　
⑦
ミ
駐
§
“
§
亀
ミ
駐
、
』
ミ
§
、
こ
§
ミ
§
ミ
ミ
尉
§
ミ
凡
§
ミ
ぎ
、
ミ
§
、
壽
§
ミ
§
、
b
巳
㊦
α
．
（
一
じ
O
口
α
O
昌
“
℃
凶
夢
け
①
「
］
℃
重
げ
一
一
ω
げ
幽
Φ
『
一
〇
¢
ら
）
●
西
川
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先進社会の国際環境（藪野）

　
潤
・
佐
藤
元
彦
訳
『
国
際
政
治
経
済
入
門
一
国
家
と
市
場
1
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
九
四
年
）
。

（
1
5
）
　
こ
の
「
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
」
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク

　
社
会
」
は
、
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
時
代
の
趨
勢
は
そ
の
ま
ま
旧
い
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
社
会
の
断
面
が
存
在
す
る
こ
と
も
、

　
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
社
会
」
に
向
か
っ
て
の
リ
ス
ト
ラ
だ
。
こ
の
過
程
は
、
過
酷
な
競
争
を
強
い
る
「
自
由

　
化
」
の
時
代
を
意
味
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
「
自
由
化
」
の
時
代
は
、
「
民
営
化
と
規
制
緩
和
」
の
時
代
と
し
て
、
知
ら
れ
て
い
る
。
と

　
り
わ
け
、
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
強
化
さ
れ
た
。
薮
野
祐
三
『
先
進
社
会
1
1
日
本
の
政
治
H
l
「
構
造
崩
壊
」
の
時
代
1
』

　
（
法
律
文
化
社
　
一
九
九
〇
年
）
、
参
照
。

（
1
6
）
　
一
九
八
五
年
の
ソ
連
に
お
け
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
登
場
と
、
社
会
主
義
の
自
由
化
の
促
進
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊

　
を
、
単
に
社
会
主
義
の
行
き
詰
ま
り
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
は
な
く
、
丁
度
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
為
替
の
自
由
化
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
が

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
社
会
へ
の
リ
ス
ト
ラ
を
迫
ら
れ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
社
会
へ
の
リ
ス
ト
ラ
過
程
と
し
て
、
発
生
し
た
と
い
う
研

究
も
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
1
7
）
　
こ
の
旧
い
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
「
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
対
抗
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
宮
崎
義
一
「
ケ
イ

　
ン
ズ
の
国
家
観
」
、
河
野
健
二
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
i
一
九
三
〇
年
代
一
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
○
年
）
所
収
、
参
照
。
と
り
わ
け
、
一
五
一

　
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
ケ
イ
ン
ズ
は
、
と
り
わ
け
社
会
主
義
と
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
も
誤
解
さ
れ
る
危
険
性
の
あ
る
「
計
画
化
」
を
、
協
力
に
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
。

　
ケ
イ
ン
ズ
「
自
由
主
義
の
終
焉
」
、
ケ
イ
ン
ズ
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
九
』
『
説
得
評
論
集
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
八
一
年
）
所
収
、
三
二
八
ペ
ー
ジ

を
参
照
。

（
1
9
）
　
二
〇
世
紀
の
政
治
学
は
、
市
場
計
画
を
政
治
目
的
に
加
え
た
た
め
、
理
念
と
し
て
の
政
治
1
ー
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
利
害
と
し
て
の
政
治
1
ー
ロ

　
ウ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
分
化
し
て
い
く
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
薮
野
祐
三
『
先
進
社
会
昌
日
本
の
政
治
　
H
l
「
構
造
崩
壊
」
の
時
代
1
』

　
（
前
掲
書
）
、
一
一
〇
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
2
0
）
　
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
分
析
に
は
、
単
純
に
図
式
化
し
て
い
え
ば
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
、
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル

論
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
、
わ
た
し
た
ち
は
一
定
の
限
界
を
感
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
見
て
み
る
と
、
市
場
と
し
て
の

世
界
シ
ス
テ
ム
は
一
六
世
紀
か
ら
登
場
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
と
い
っ
た
場
合
、
生
産
面
に

　
お
け
る
資
本
主
義
と
消
費
面
に
お
け
る
資
本
主
義
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
消
費
と
し
て
の
資
本
主
義
は
、
シ
ル
ク
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論説

ロ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら
世
界
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て
い
た
。
し
か
し
、
生
産
過
程
は
、
決
し
て
世
界
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
て
は
い

な
か
っ
た
。
生
産
シ
ス
テ
ム
が
世
界
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
始
め
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
成
立
か
ら
だ
。
生
産
過
程
と
消
費
過
程
の
一
体
化

と
し
て
世
界
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
近
代
資
本
主
義
に
お
い
て
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
近
代
資
本
主
義
を
さ
さ
え
た
政
治
・
経

済
単
位
が
ま
さ
に
、
近
代
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
家
を
機
軸
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
リ
ス
ト
ラ
現
象
と
し
て
、
現
在
の
グ
．
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム

の
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
を
中
心
と
す
る
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
を
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
が
目
的
と
す
る

分
析
に
は
、
、
不
適
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
」
に
も
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
が
分
析
を
試
み
る
方
法
と
し
て
は
、
不
適
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論

の
基
本
は
、
ヘ
ゲ
モ
ン
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
ヘ
ゲ
モ
ン
の
交
代
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
見
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ゲ
モ
ン
分
析
と
し
て

は
、
・
当
然
妥
当
性
を
備
え
て
い
る
も
の
の
、
生
産
構
造
の
第
二
次
か
ら
第
三
次
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
と
か
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
現
象
の
把
握
だ
と
か
と

い
う
側
面
に
は
、
著
し
い
理
論
武
装
の
不
足
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
無
機
質
な
単
位
と
し
て
国
家
を
措
定
し
、
国
家
の
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
と
し

て
、
ヘ
ゲ
モ
ン
の
交
代
を
考
え
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
歴
史
認
識
の
欠
如
が
感
D
ら
れ
る
し
、
加
え
て
あ
れ
ほ
ど
批
判
の
あ
る
、
国
家
を
ゲ
ー
ム
の

理
論
の
唯
一
絶
対
的
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
・
市
民
の
世
界
は
、
ヘ
ゲ
モ
ン
の
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
は

な
い
。

　
他
方
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
理
論
は
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
意
図
に
一
番
近
い
接
近
方
法
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
．
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ

シ
ョ
ナ
ル
理
論
は
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
社
会
を
予
定
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
基
本
的
に
問
題

と
し
た
い
の
は
、
国
家
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
活
動
が
創
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
．
い

う
、
国
家
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
ト
ラ
ン
ス
ー
1
超
＋
ナ
「
シ
ョ
ナ
ル
ー
1
国
家
）
の
関
係
な
の
だ
。

　
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
一
当
ヨ
碧
⊆
巴
乏
”
濠
お
け
色
戸
§
恥
ミ
q
§
§
ミ
q
ミ
ー
留
袖
§
、
§
§
駐
、
詠
偽
ミ
ミ
ミ
§

亀
§
概
ミ
鳴
O
蔚
§
鼠
ミ
鴨
寒
§
§
§
ミ
ミ
ミ
騨
§
o
ミ
§
ミ
Q
留
q
§
鷺
§
き
○
襲
§
ミ
這
（
ヴ
自
O
≦
団
O
『
7
…
＞
O
鋤
α
①
5
ρ
一
〇
勺
「
①
霧
鴇
一
昌
O
こ
一
り
『
軽
）
．
川

北
稔
訳
『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
　
一
1
1
1
農
業
資
本
主
義
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
経
済
」
の
成
立
1
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
一
年
）
、
一
口
§
睾
口
9

芝
巴
一
〇
「
中
皿
P
§
ミ
畿
§
、
6
§
軌
ミ
駐
§
（
い
。
民
8
”
＜
①
「
ω
o
し
O
。
。
ω
）
．
川
北
稔
訳
『
史
的
資
本
主
義
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
五
年
目
。
ま
た
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
国
。
げ
Φ
昌
ρ
訳
①
o
げ
碧
ρ
魯
、
寒
ミ
。
塁
、
9
愚
Q
§
職
§
§
織
b
画
題
。
ミ
，
§
ミ
恥
ミ
ミ
ミ

ぎ
、
ミ
§
、
簿
§
o
ミ
（
Z
①
≦
冨
「
ω
①
＜
鱒
℃
ユ
ロ
6
0
8
昌
d
巳
く
①
邑
蔓
℃
お
ω
ρ
一
㊤
。
。
戯
Y
ま
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
理
論
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。

国
。
げ
①
昌
ρ
浴
。
冨
器
鋤
民
望
①
9
ω
．
．
ζ
ρ
ぎ
巴
9
日
ご
§
ミ
“
§
ミ
㌘
§
§
肋
§
織
き
ミ
ミ
ミ
8
（
9
喜
邑
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・
Φ
…
碁
壽
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¢
註
く
Φ
邑
蔓
牢
Φ
ω
ω
し
㊤
コ
）
b
民
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σ
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昌
O
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閑
8
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芝
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ω
Φ
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ω
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Z
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Φ
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4
凄
§
、
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職
§
鷺
ミ
愚
§
§
ミ
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蕊
ミ
§
（
し
d
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ω
8
『
＝
叶
二
Φ
b
d
「
o
≦
昌
①
民
O
o
ヨ
冨
亀
藁
㊤
ミ
）
●

ミ
ざ
ミ
織
ぎ
、
ミ
8
鋤
§
織
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