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論説

ω
　
日
本
の
変
化
と
運
動
論
の
変
容

　
戦
後
日
本
の
中
で
、
沖
縄
問
題
は
日
本
の
平
和
論
を
形
成
す
る
基
礎
と
な
っ
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
唯
一
沖
縄
だ
け
が
太
平
洋

戦
争
で
地
上
戦
を
戦
っ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
広
島
・
長
崎
に
匹
敵
す
る
栓
格
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
戦
後

史
の
中
で
、
米
軍
占
領
と
い
う
悲
劇
を
味
わ
う
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
沖
縄
は
安
保
体
制
の
中
で
、
戦
後
日
本
の
平
和
維
持
の
犠
牲
と

な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
・

　
し
か
し
、
安
保
再
定
義
の
中
で
、
沖
縄
問
題
を
論
じ
る
場
合
、
視
点
を
ど
こ
に
定
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
新
た
な
展
開
を
図
る
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
な
機
軸
を
持
て
ば
よ
い
の
か
ゆ
実
は
沖
縄
問
題
の
最
も
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
こ
の
疑
問
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
世
界
は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
誰
も
が
認
め
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
沖
縄
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
視
点
は
、
古
色
蒼

然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
沖
縄
問
題
を
沖
縄
問
題
と
し
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
実
は
沖
縄
問
題
も
ま
た
、
揺
れ
動
く
社
会
の
変
化
の

中
に
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
沖
縄
問
題
を
沖
縄
問
題
か
ら
で
は
な
く
、
変
化
す
る
社
会
の
価
値
機
軸
か
ら

見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
戦
争
と
い
え
ど
も
、
時
代
の
趨
勢
か
ら
自
由
で
あ
か
え
る
訳
で
な
ぐ
、
太
平
洋
戦

争
当
時
と
比
較
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
に
、
近
代
化
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
兵
器
そ
の
も
の
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
、
精
密
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
’
例
え
ば
ス
ォ
ー
，
ク
ラ
ン
ド
紛
争
や
湾
岸
戦
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
争
そ
の
も
の
の
長

期
化
賎
完
全
に
不
可
聴
な
ぞ
茎
激
し
い
面
争
北
曝
．
萢
湿
溜
規
点
が
遜
履
奮
か
四
．
訪
観
点
か
巨
安
保
再

定
義
問
題
と
沖
縄
基
地
問
題
を
、
分
析
し
で
み
る
こ
と
に
し
ょ
ケ
。
　
　
、
，
　
，
　
一
　
．

論
う
薄
も
な
文
安
保
と
沖
程
戦
後
日
本
政
治
の
中
で
一
対
を
な
す
問
題
と
し
て
現
在
ま
で
続
い
て
い
ゑ
．
、
の
問
題

と
琶
す
れ
ば
平
和
運
動
論
か
ら
の
分
析
が
多
く
見
ら
れ
て
き
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
運
動
論
な
き
平
和
論
は
、
一
種
時
代
錯
誤
の
も
の
と
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し
て
、
理
解
さ
れ
て
き
た
状
況
が
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
日
本
政
治
に
あ
つ
で
、
学
生
運
動
、
組
合
運
動
、
平
和
運
動
と
い
っ
た
一
、
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

運
動
論
が
衰
退
の
過
程
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
な
ぜ
運
動
論
が
、
衰
退
の
過
程
を
た
ど
る
の
か
。
社
会
的
に
見
て
そ
の
背
後
に
、
「
多
元
化
」
．
社
会
の
出
現
と
い
う
要
因
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
般
に
運
動
論
は
、
個
人
の
全
人
格
的
帰
依
を
要
求
す
る
傾
向
が
あ
る
。
運
動
は
、
数
値
目
標
の
達
成
で
は
な
く
、
∵

栓
の
思
想
実
現
を
要
求
目
標
に
掲
げ
る
場
合
が
多
い
．
そ
の
た
め
、
あ
る
．
一
定
の
数
値
目
標
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
が
終

息
す
る
の
で
は
を
く
、
さ
ら
に
高
次
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
で
運
動
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
性
質
が
あ
る
。
運
動
の
量
的
拡
大

は
、
ぞ
0
ま
ま
運
動
に
係
わ
る
人
が
消
費
す
る
生
活
時
間
量
の
拡
大
に
比
例
す
る
。
．

　
現
代
社
会
を
分
析
し
て
み
る
と
、
役
割
の
多
様
化
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
，
家
庭
で
は
夫
、
あ
る
い
は
妻
で
あ
り
、

社
会
で
は
企
業
人
で
あ
り
、
・
地
域
で
は
ボ
ラ
ゾ
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
般
に
役
割
の
多
元
化
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
役
割
の
多
元
化
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
当
然
、
社
会
が
細
分
化
さ
れ
た
た
め
に
、
役
割
の
量
が
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
個
人
が
担
う
役
割
の
数
も
増
加
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。

　
社
会
の
細
分
化
に
と
も
な
う
役
割
増
加
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
純
に
い
っ
て
役
割
増
加
分
だ
け
人
口
が
増
え

れ
ば
、
一
人
あ
た
り
の
役
割
量
に
は
、
変
化
が
な
い
。
し
か
し
、
根
本
的
な
問
題
は
、
社
会
の
細
分
化
に
と
も
な
う
役
割
分
化
は
、
そ
の

ま
ま
個
人
が
担
う
役
割
の
増
大
に
直
結
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
従
来
、
労
働
者
と
い
う
役
割
だ
け
で
労
働
運
動
を
展
開
可
能
で
あ
っ
た
。
、
と
い
う
の
も
、
運
動
家
が
担
う
家
庭
機
能
を
、
大
家
族
を
構

成
す
る
家
族
メ
ン
バ
ー
が
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
だ
。
そ
の
た
め
、
運
動
家
は
直
接
的
に
家
庭
に
戻
る
必
要
が
な
か
っ
た
し
、
ま

た
家
庭
を
省
み
な
い
運
動
こ
そ
、
逆
に
高
く
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
核
家
族
の
進
展
に
よ
っ
て
、
労
働
に
係
わ
る
人
々
も
、

家
事
、
育
児
、
介
護
、
地
域
活
動
な
ど
に
参
加
す
る
必
要
が
幾
何
級
数
的
に
増
加
し
て
き
て
い
る
。
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論説

　
に
も
拘
ら
ず
、
、
運
動
は
何
ら
か
の
点
で
、
こ
の
個
人
の
役
割
の
多
様
化
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
具
体
的
に

い
え
ば
、
運
動
論
の
中
心
を
な
す
思
想
は
、
．
あ
く
ま
で
も
天
動
説
1
1
自
己
中
心
説
に
近
い
。
自
ら
の
立
場
は
と
も
す
れ
ば
絶
対
化
さ
れ
・

周
囲
は
あ
ぐ
ま
で
も
自
ら
の
立
場
の
周
囲
を
回
っ
．
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
が
正
当
性
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
．
そ
し
て
ま

た
、
自
己
の
絶
対
的
無
謬
性
が
前
提
と
さ
れ
、
他
者
の
攻
撃
が
正
当
化
さ
れ
る
。

　
確
か
に
、
ず
べ
て
の
運
動
が
、
自
己
の
絶
対
的
無
謬
性
を
前
提
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
運
動
論
の
自
己
批
判
と
し
て

の
、
あ
る
い
は
自
己
反
省
と
し
て
の
軌
道
修
正
が
起
こ
る
こ
と
は
少
な
い
。
運
動
が
敗
北
し
た
場
合
で
も
、
批
判
は
自
己
の
運
動
力
の
不

足
に
向
け
ら
れ
、
自
己
の
判
断
の
検
証
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
結
果
、
敗
北
し
た
運
動
は
、
反
省
を
自
己
の
力
不
足
か
ら

出
発
さ
せ
る
た
め
、
さ
ら
に
運
動
の
強
化
を
説
き
な
が
ら
、
一
層
過
激
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
軌
跡
の
恰
好
の
材
料
が
、
戦
後

の
学
生
運
動
で
あ
っ
た
。
学
生
運
動
は
、
ま
さ
に
運
動
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
た
。
こ
れ
は
、
単
に
学
生
運
動
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
太
平
洋
戦
争
の
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
こ
の
無
限
拡
大
の
思
想
に
拘
束
さ
れ
た
の
だ
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
生
活
空
間
に
余
裕
が
あ
り
、
運
動
の
自
己
拡
大
が
ま
だ
許
容
さ
れ
る
間
は
、
運
動
論
と
多
元
化
社
会
と
の
間
に
、
そ
れ

ほ
ど
の
矛
盾
は
発
生
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
情
は
、
つ
，
い
最
近
ま
で
の
労
働
運
動
が
、
社
会
的
に
成
立
し
た
条
件
を
見
れ
ば
、

明
ら
か
だ
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
学
生
運
動
の
よ
う
な
一
種
職
業
的
運
動
家
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
運
動
は
、
確
か
に
七
〇
年
代
以

降
、
衰
退
し
た
も
の
の
、
逆
に
市
民
の
立
場
か
ら
の
運
動
は
、
活
性
化
し
た
。
例
え
ば
、
生
協
運
動
や
、
、
環
境
保
護
運
動
、
女
性
人
権
運

動
な
ど
が
そ
の
典
型
だ
と
い
え
よ
ケ
。
労
働
運
動
も
ま
た
、
職
業
的
労
働
運
動
家
に
支
え
ら
れ
て
展
開
し
た
時
代
か
ら
、
住
民
を
も
運
動

の
環
の
中
に
参
画
可
能
な
形
態
を
と
っ
た
市
民
化
さ
れ
た
運
動
を
展
開
す
る
時
代
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
四

・
し
か
し
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
市
民
化
さ
れ
た
運
動
さ
え
も
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
は
、
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
運
動
に
帰

依
し
た
運
動
家
も
ま
た
、
一
市
民
と
し
て
家
庭
生
活
の
中
に
あ
る
。
多
元
化
社
会
を
射
程
に
入
れ
な
い
運
動
は
、
，
運
動
家
の
家
庭
外
拘
束
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ヨ
　

時
間
の
多
さ
を
い
ま
だ
に
誇
り
と
し
、
そ
の
結
果
、
家
庭
に
お
け
る
妻
1
1
女
性
の
人
権
差
別
を
も
た
ら
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
こ
の
状
況
を
比
喩
的
に
い
え
ば
、
経
済
の
生
産
と
消
費
の
関
係
、
す
な
わ
ち
市
場
口
消
費
の
能
力
と
生
産
の
多
寡
と
の
関
係
と
し
て
、

分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
恐
慌
は
市
場
能
力
を
こ
え
て
生
産
が
拡
大
し
た
た
め
に
、
発
生
す
る
。
市
場
能
力
1
1
消
費
能
力
を

超
え
た
生
産
は
、
そ
の
ま
ま
不
況
へ
と
直
結
す
る
訳
だ
。

　
生
活
の
多
様
化
が
す
す
む
中
で
、
市
民
生
活
の
処
理
能
力
を
超
え
て
、
運
動
が
拡
大
し
て
く
れ
ば
、
運
動
の
過
剰
生
産
化
が
起
き
る
。

と
同
時
に
、
一
つ
の
運
動
が
め
ざ
す
方
向
が
、
他
の
運
動
が
め
ざ
す
方
向
と
抵
触
す
る
場
合
が
多
く
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
の
人

権
を
ま
も
る
運
動
は
、
家
庭
の
主
婦
の
人
権
を
ま
も
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
主
婦
に
家
庭
に
帰
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
を
強
制
す

る
ほ
ど
の
、
過
激
な
運
動
を
要
求
し
て
は
い
な
い
の
か
。

　
高
齢
化
社
会
を
例
示
し
て
み
よ
う
。
高
齢
者
が
独
居
で
亡
く
な
っ
た
事
例
、
あ
る
い
は
介
護
を
受
け
ら
れ
な
い
事
例
な
ど
が
、
報
道
さ

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
高
齢
者
が
主
で
あ
り
、
介
護
の
た
め
に
宇
宙
は
動
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
発
想
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ

に
高
齢
者
が
地
球
で
あ
り
、
そ
の
地
球
を
中
心
と
し
て
介
護
と
い
う
宇
宙
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
要
介
護
者
1
1
地
球
、
介
護

者
一
1
天
動
と
い
う
天
動
説
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
況
下
で
は
、
介
護
し
て
い
る
人
の
人
権
問
題
が
、
語
ら
れ
る
こ
と
は
少

な
い
。
介
護
者
は
、
高
齢
者
と
い
う
地
球
を
中
心
に
運
動
す
る
こ
と
が
、
当
然
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
男
女
の
差
別
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
反
戦
運
動
家
（
男
性
）
の
妻
（
女
性
）
の
人
権
は
、
家
庭
で
ま
も
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
反
戦

（
男
性
の
論
理
）
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、
家
庭
で
は
妻
の
人
権
（
女
性
の
論
理
）
が
侵
害
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
沖
縄
と
い

う
巨
大
な
基
地
の
土
地
所
有
権
者
（
男
性
の
論
理
）
に
、
女
性
相
続
の
理
念
（
女
性
の
論
理
）
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
あ
る
い
は
、
労
働
組
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
労
働
組
合
が
極
め
て
保
守
的
な
組
織
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
否
定
し
が
た
い
事
実
だ
。
沖

縄
の
労
働
組
合
は
、
日
本
の
ど
の
組
合
よ
り
も
、
民
主
的
な
の
か
。
幹
部
に
女
性
が
多
く
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
組
合
は
女
性
の
人
権
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や
、
非
組
合
員
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
（
多
く
の
場
合
、
女
性
）
の
人
権
を
守
っ
て
い
る
の
か
。

　
実
は
、
運
動
が
天
動
説
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
運
動
は
自
己
閉
塞
的
状
況
を
迎
え
る
こ
と
は
、
必
至
だ
。
今
一
度
、
世
界

恐
慌
で
例
示
す
れ
ば
、
権
利
要
求
者
の
多
様
化
は
、
生
産
の
拡
大
を
意
味
し
、
運
動
処
理
能
力
、
す
な
わ
ち
市
場
能
力
を
超
え
る
結
果
を

う
み
だ
し
て
し
ま
う
。
運
動
は
、
ま
ず
隣
人
の
人
権
を
ま
も
る
こ
と
か
ら
、
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
社
会
的
弱
者
で
あ
る
隣

人
の
人
権
か
ら
ま
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
具
体
的
に
は
、
女
性
の
人
権
、
子
供
の
人
権
、
高
齢
者
の
人
権
な
ど
、
人
権
こ
そ
が
、
現

代
社
会
の
最
大
の
テ
r
マ
な
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
運
動
の
多
様
化
ど
多
元
化
は
、
市
民
の
運
動
参
加
能
力
を
、
い
い
か
え
れ
ば
運
動
を
消
費
す
る
市
場
能
力
を
超
え
て
、

新
た
な
運
動
が
生
産
さ
れ
て
い
ぐ
。
、
、
運
動
の
過
剰
生
産
だ
。
こ
の
過
程
で
は
、
運
動
は
ま
さ
に
機
能
混
ざ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
機
能

的
に
整
理
統
合
し
（
市
民
の
片
手
間
と
し
て
参
加
で
き
る
組
織
構
造
を
も
つ
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
ぐ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
運
動
」
か
ら

「
機
能
」
へ
と
い
う
組
織
の
働
き
の
変
化
を
読
み
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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②
　
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
と
平
和
運
動

～
で
は
な
ぜ
Y
運
動
が
機
能
化
す
る
の
か
、
．
そ
の
点
に
的
を
絞
っ
て
分
析
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
こ
と
を
見
る
に
は
、
ま

ず
現
在
急
激
に
発
生
し
て
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
め
変
化
に
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
化
と
は
、
経
済
の
側
面
で
は
、
「
開
発
か
ら
環
境
へ
」
・
政
治
の
側
面
で
は
、
「
主
権
か
ら
人
権
」
へ
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

社
会
の
側
面
で
は
「
男
性
か
ら
女
性
へ
」
、
ど
社
会
が
中
心
に
置
く
べ
き
価
値
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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「
主
権
か
ら
人
権
」
へ
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
起
き
て
い
る
状
況
が
、
ま
さ
に
安
保
と
沖
縄
問
題
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の

で
、
別
途
こ
の
シ
フ
ト
に
つ
い
て
は
分
析
を
加
え
る
こ
と
と
し
て
、
経
済
と
社
会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
経
済
的
な
価
値
か
ら
見
て
い
け
ば
、
二
〇
世
紀
は
巨
大
な
経
済
開
発
の
時
代
で
あ
っ
た
。
第
二
次
型
の
産
業
を
機
軸
と
し
た
経

済
構
造
は
、
単
に
日
本
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
進
社
会
と
呼
ば
れ
る
国
々
を
席
巻
し
て
い
っ
た
。
第
二
次
型
と
い
っ
て
も
、
典
型
的
に
は

重
化
学
工
業
、
石
油
化
学
工
業
で
あ
っ
て
、
鉄
鋼
や
石
油
を
中
心
と
し
た
産
業
が
、
二
〇
世
紀
の
中
心
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
一
九
六
〇

年
代
、
高
度
成
長
期
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
当
時
、
四
大
工
業
地
帯
が
、
第
二
次
型
産
業
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
に

入
る
と
、
日
本
全
国
に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建
設
が
展
開
さ
れ
、
日
本
は
世
界
の
経
済
的
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
担
う
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
過

程
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
「
高
度
成
長
の
時
代
」
と
し
て
、
夙
に
有
名
だ
。

　
他
方
こ
の
開
発
は
、
公
害
を
ま
き
散
ら
し
た
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。
開
発
と
同
量
の
公
害
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。
開
発
は
単
に
産

業
構
造
だ
け
に
、
留
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
。
生
産
拠
点
の
開
発
と
同
時
に
、
住
宅
開
発
も
急
速
に
す
す
ん
だ
の
だ
。

　
団
地
建
設
や
宅
地
造
成
が
、
急
激
に
す
す
ん
だ
。
こ
の
時
期
、
戦
後
の
都
市
化
が
発
生
し
、
東
京
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
阪
や
名
古
屋

な
ど
へ
の
人
口
集
中
が
加
速
し
た
。
そ
の
反
面
、
農
村
の
過
疎
化
問
題
が
顕
在
化
し
た
の
も
、
ま
た
一
九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
都

市
化
の
波
は
、
膨
大
な
住
宅
用
地
を
必
要
と
し
、
そ
の
結
果
、
土
地
騰
貴
が
発
生
し
て
い
る
。
日
本
全
国
が
不
動
産
産
業
で
占
め
ら
れ
た

か
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
が
、
田
中
角
栄
の
土
建
政
治
と
呼
ば
れ
る
政
治
手
法
を
生
ん
だ
点
に
見
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
一
＝
世
紀
に
向
か
っ
て
は
、
開
発
よ
り
も
環
境
が
主
な
価
値
と
し
て
標
榜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
、

環
境
破
壊
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
資
源
量
利
用
の
必
要
性
の
問
題
か
ら
も
、
発
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
省
エ
ネ
、
リ
サ
イ
ク
ル
、

ゴ
ミ
の
分
別
収
集
な
ど
、
環
境
へ
の
配
慮
が
日
常
生
活
に
ま
で
、
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
た
の
だ
。
確
か
に
、
環
境
保
護
を
声
高
に

叫
ん
で
も
、
そ
の
実
行
性
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
重
要
な
点
は
、
そ
の
実
行
性
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
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は
別
と
し
て
も
、
端
的
に
開
発
よ
り
も
環
境
を
ま
ず
標
榜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
代
の
潮
流
を
、
こ
こ
に
読
み
込
む
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
社
会
的
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
社
会
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
化
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
「
男
性
か
ら
女
性
へ
」
と
い
う
変
化
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
は
、
こ
の
女
性
解
放
問
題
が
、
社
会
問
題
の
多
く
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
女
性
の
社
会
参
加
問
題
だ
。
女
性
の
高
学
歴
化
は
、
そ
の
ま
ま
女
性
の
社
会
参
加
動
機
の
増
大
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
高
い

学
歴
に
よ
っ
て
入
手
し
た
能
力
を
、
単
純
労
働
の
集
約
で
あ
る
家
事
労
働
に
振
り
向
け
る
の
は
、
機
会
費
用
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。

機
会
費
用
と
は
、
一
〇
単
位
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
と
し
て
、
．
労
働
の
場
で
の
一
〇
単
位
の
知
識
を
発
揮
す
る
機
会
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
家
事
労
働
が
五
単
位
の
知
識
し
か
必
要
と
し
な
け
れ
ば
、
高
学
歴
で
身
に
つ
け
た
一
〇
単
位
の
知
識
の
中
、
五
単

位
が
有
効
で
な
く
な
る
。
こ
れ
を
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
の
喪
失
と
呼
ぶ
。
こ
の
た
め
、
女
性
の
社
会
参
加
の
一
つ
と
し
て
、
女
性
就
業

問
題
が
に
わ
か
に
社
会
問
題
化
し
始
め
て
い
る
。
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
な
ど
が
、
そ
の
典
型
だ
。

　
し
か
し
、
女
性
解
放
問
題
は
、
単
に
女
性
の
社
会
参
加
、
と
り
わ
け
女
性
就
業
問
題
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
点
に
、
深
刻
な
状
況
が
横
た

わ
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
現
在
日
本
が
抱
え
て
い
る
最
大
の
社
会
問
題
の
一
つ
は
、
高
齢
化
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

二
〇
世
紀
中
葉
の
日
本
に
あ
っ
て
は
、
老
人
介
護
問
題
は
、
大
家
族
制
の
存
続
も
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
．
二

一
世
紀
に
向
か
う
日
本
に
あ
っ
て
、
核
家
族
化
の
進
展
、
独
居
老
人
の
増
大
、
過
疎
化
の
拡
大
な
ど
に
よ
っ
て
、
高
齢
化
問
題
、
端
的
に

い
え
ば
老
人
介
護
問
題
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
従
来
、
家
事
労
働
は
女
性
が
担
ヶ
こ
と
を
常
識
と
し
て
き
た
文
化
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
化
問
題
は
、
単
に
介
護
問
題
だ

け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
誰
が
介
護
し
で
い
る
か
と
い
う
介
護
担
当
者
の
問
題
に
発
展
し
て
く
る
。
当
然
、
女
性
が
介
護
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
い
。
加
え
て
悪
い
こ
と
に
は
、
女
性
の
方
が
男
性
に
比
較
し
て
寿
命
が
長
い
。
そ
の
た
め
、
介
護
さ
れ
る
人
も
女
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性
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
介
護
す
る
人
も
女
性
、
介
護
さ
れ
る
人
も
女
性
と
い
う
事
例
が
、
圧
倒
的
に
多
く
な
る
の
は
当
然
だ
と
い
え
よ

う
。
結
果
、
高
齢
化
問
題
は
女
性
問
題
だ
と
言
い
切
る
こ
と
も
可
能
だ
。
こ
の
過
程
に
男
性
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
い
。

　
同
じ
よ
う
に
、
子
供
の
い
じ
め
問
題
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
成
人
で
は
な
く
、
子
供
の
保
護
が
以
前
に
も
ま
し
て
、
必
要
と

さ
れ
始
め
て
い
る
。
子
供
の
い
じ
め
問
題
は
、
少
子
社
会
問
題
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
だ
と
も
い
え
る
。
日
本
の
女
性
が
一
生
に
生
む
子

供
の
数
は
、
一
・
五
人
を
下
回
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
子
供
へ
の
過
保
護
が
発
生
し
、
反
面
で
は
子
供
同
士
の
交
わ
り
も
減
少
し
て
い

る
。
地
域
の
交
わ
り
、
家
庭
の
絆
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
地
域
や
家
庭
に
関
わ
る
機
会
は
、
圧
倒
的
に
女
性
が
多

い
。
男
性
は
い
ま
だ
に
会
社
人
間
が
多
い
た
め
、
地
域
に
係
わ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
の
が
、
現
状
だ
。
そ
の
結
果
、
い
じ
め
問
題
も

ま
た
、
多
く
の
場
合
、
女
性
問
題
に
直
結
し
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
介
護
、
い
じ
め
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
、
女
性
だ
。
介
護
問
題
は
、
妻
問
題
で
あ
り
、
い
じ
め
問
題
は
母
問

題
な
の
だ
。
妻
も
母
も
女
性
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
二
一
世
紀
の
社
会
問
題
の
担
い
手
は
、
ま
さ
に
女
性
だ
と
い
え
よ
う
。
女
性
の
解
放

は
同
時
に
、
女
性
の
社
会
的
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
環
境
や
女
性
に
価
値
を
置
い
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
長
し
て
く
る
背
景
に
は
、
「
平
準
化
」
と
い
う
社
会
原
理
が
大
き
く

作
用
し
て
い
る
。
平
準
化
と
は
、
社
会
構
成
単
位
に
大
き
な
差
異
が
な
く
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
平
準
化
の
対
概
念

は
、
差
異
化
だ
と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
「
差
異
化
」
の
原
理
を
見
て
み
よ
う
。
差
異
化
と
は
、
集
団
や
個
人
の
間
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
社
会
を
意
味
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
労
働
者
と
資
本
家
の
対
立
、
男
性
と
女
性
の
対
立
だ
。
こ
の
対
立
の
過
程
で
は
、
敵
は
集
団
と
し
て
、
自
己
の
集
団
の

前
に
対
峙
し
て
い
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
教
師
と
学
生
の
間
の
差
異
、
医
者
と
患
者
の
間
の
差
異
な
ど
が
そ
う
だ
。
こ
の
関
係

で
は
、
利
益
を
与
え
る
側
と
利
益
を
受
け
る
側
の
、
二
者
の
顔
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
二
者
の
間
に
差
異
が
あ
る
か
ら
こ
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そ
、
利
益
を
受
け
る
側
は
、
利
益
を
与
え
る
側
の
論
理
を
、
一
種
無
前
提
に
受
容
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
教
師
の
も
つ
情
報
量
の
多
さ

が
、
学
生
に
講
義
を
す
る
権
限
を
与
え
る
し
、
医
師
の
も
つ
情
報
量
の
多
さ
が
、
患
者
に
治
療
を
う
な
が
す
権
限
を
与
え
る
訳
だ
。

　
し
か
し
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
こ
の
「
与
え
て
」
と
「
受
け
て
」
の
間
の
差
異
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
社
会
的
に
財
が
遍
在
し
て
い
る
場
合
、
社
会
集
団
の
間
に
差
異
が
う
ま
れ
る
。
ゆ
た
か
な
市
民
と
貧
困
な
市
民

の
間
の
差
異
な
ど
が
そ
の
典
型
だ
。
財
は
必
ず
し
も
金
銭
的
な
、
俗
に
い
う
ハ
ー
ド
な
意
味
で
の
財
だ
け
を
指
す
訳
で
は
な
い
。
情
報
や

教
育
な
ど
の
ソ
フ
ト
な
意
味
で
の
財
を
指
す
場
合
が
あ
る
し
、
現
在
で
は
ま
さ
に
ソ
フ
ト
の
意
味
で
の
財
が
、
よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
て

い
る
し
、
ま
た
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
よ
り
多
く
の
人
が
均
質
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ソ
フ
ト
の
面
で
も
、
差
異
化
が
大
き
く
作
用
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
金
銭
的
な

差
異
が
大
き
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
な
ゆ
た
か
さ
の
底
値
が
高
く
な
っ
た
た
め
、
財
の
希
少
性
が
失
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
人
々
の

間
に
差
異
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
し
、
ソ
フ
ト
も
ま
た
、
よ
り
多
く
の
人
が
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が

「
差
異
化
」
か
ら
「
平
準
化
」
の
シ
フ
ト
だ
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
平
準
化
」
の
原
理
が
、
開
発
か
ら
環
境
へ
、
あ
る
い
は
男
性
か
ら
女
性
へ
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が

発
生
す
る
こ
と
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
解
で
き
る
。
生
産
と
消
費
が
差
異
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
生
産
現
場
と

消
費
現
場
が
異
な
る
場
合
、
環
境
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
生
産
現
場
と
消
費
現
場
が

重
な
り
合
っ
て
く
る
と
、
消
費
の
場
は
生
産
の
場
に
関
心
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
生
産
と
消
費
の
場
が
重
な
る
と
い

う
意
味
に
は
、
二
つ
の
含
意
が
あ
る
。
一
．
つ
は
当
然
、
住
宅
の
横
に
工
場
が
建
設
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
、
地
理
的
な
重
な
り
を
指
し

て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
生
産
現
場
が
排
出
す
る
汚
染
物
質
の
量
的
・
質
的
拡
大
に
よ
っ
て
、
従
来
で
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
地
域
に
ま

で
、
公
害
が
及
ぶ
と
い
う
意
味
で
の
、
物
理
的
な
重
な
り
を
指
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
《
生
産
現
場
と
消
費
現
場
の
差
異
が
無
く
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な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
「
開
発
か
ら
環
境
へ
」
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
シ
フ
ト
し
た
要
因
だ
と
い
え
よ
う
。

　
同
じ
よ
う
に
、
生
産
が
第
二
次
型
で
、
労
働
集
約
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
筋
肉
労
働
を
中
心
と
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
労
働
は
壮
年

男
性
に
独
占
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
労
働
現
場
が
第
三
次
型
に
シ
フ
ト
し
、
さ
ら
に
ソ
フ
ト
・
ハ
イ
テ
ク
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
生
産

現
場
に
以
前
ほ
ど
の
肉
体
労
働
が
必
要
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
女
性
労
働
が
労
働
集
約
型
産
業
の
現
場
に
も
た
や
す
く
登

場
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　
あ
る
い
は
、
所
得
の
向
上
は
収
入
へ
の
余
力
を
生
み
、
若
年
層
を
労
働
の
現
場
に
駆
り
出
す
代
わ
り
に
、
教
育
を
受
け
る
場
へ
駆
り
出

す
状
況
を
生
み
だ
し
た
。
高
学
歴
化
現
象
だ
。
こ
の
高
学
歴
化
は
、
単
に
男
性
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
女
性
に
も
学
歴
を
高
め

る
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
過
程
で
は
、
労
働
現
場
や
教
育
現
場
に
お
け
る
男
女
の
差
異
が
縮
小
さ
れ
、
あ
る
い
は
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
を
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
社
会
的
に
見
た
場
合
の
「
男
性
か
ら
女
性
へ
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
シ
フ
ト
が
、
こ
こ
に
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
、
「
平
準
化
」
社
会
は
、
そ
の
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
を
も
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
社
会
が

平
準
化
し
て
く
れ
ば
、
人
々
は
自
己
の
意
見
と
他
者
の
意
見
を
同
じ
地
平
に
置
き
始
め
る
。
差
異
化
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
集
団
的
な
対
立

が
ま
ず
始
め
に
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
労
働
者
と
資
本
家
の
対
立
、
都
市
と
農
村
の
対
立
な
ど
だ
。
し
か
し
、
そ
の
人
々
が
平
準
化
す
れ

ば
、
集
団
の
枠
を
超
え
て
、
人
々
が
直
接
同
じ
視
線
で
、
社
会
的
な
事
象
に
対
処
し
よ
う
と
し
始
め
る
。
そ
の
結
果
、
意
見
の
相
違
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
じ
視
点
の
中
で
処
理
さ
れ
る
た
め
、
合
意
を
見
る
に
は
極
め
て
多
く
の
時
間
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
時
間
コ
ス
ト
の
増
大
だ
。

　
実
は
、
民
主
主
義
を
考
え
る
場
合
、
正
義
の
実
現
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
の
時
間
コ
ス
ト
が
考

慮
さ
れ
る
場
合
が
少
な
い
。
現
代
は
効
率
化
の
時
代
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
よ
り
民
主
主
義
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
以
前
に
も
ま

し
て
時
間
コ
ス
ト
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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例
え
ば
、
家
庭
に
お
け
る
夫
と
妻
の
立
場
に
差
異
化
が
無
く
な
れ
ば
、
当
然
家
族
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
夫
婦
の
合
意
形
成
に
は
、
男

性
優
位
社
会
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
時
間
コ
ス
ト
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
を
十
分
に
認
識
し
な
け
れ
ば
、
平
和
運
動
も
基
地
問
題
も
、
二
一
世
紀
へ
の
対
応
を

誤
る
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
安
保
問
題
も
ま
た
、
こ
の
変
化
す
る
社
会
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
だ
。
そ
の
意
味
で
、
安
保

と
沖
縄
と
い
え
ど
も
、
こ
の
社
会
状
況
か
ら
自
由
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
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⑧
、
国
防
の
意
味
と
構
造

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
前
提
と
し
て
、
現
在
に
お
け
る
国
防
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
近
代
市
民
社
会
が
形
成

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
成
立
し
た
国
民
国
家
は
、
原
理
的
に
矛
盾
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
国
民
国
家
は
、
内
に
向
か
っ
て
は
市
民
社
会

の
原
理
を
貫
く
た
め
に
、
民
主
主
義
を
実
現
す
る
方
向
に
作
用
し
た
。
・
し
か
し
、
外
に
向
か
っ
て
は
国
家
の
原
始
的
資
本
蓄
積
を
完
成
さ

せ
る
た
め
に
、
帝
国
主
義
を
と
る
方
向
へ
と
作
用
し
た
。

　
一
般
に
よ
く
例
示
さ
れ
る
こ
の
国
民
国
家
の
矛
盾
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
阿
片
戦
争
開
始
に
求
め
ら
れ
る
。
世
界
に
冠
た
る
議
会
制
民
主
主

義
を
完
成
さ
せ
た
イ
ギ
リ
ス
議
会
で
、
阿
片
戦
争
と
い
う
帝
国
主
義
的
政
策
が
可
決
さ
れ
た
の
だ
。
国
民
国
家
は
、
民
主
主
義
を
実
現
す

る
た
め
の
道
具
な
の
か
、
あ
る
い
は
帝
国
主
義
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
手
段
な
の
か
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
政
府
が
国
防
を
必
要
と
す
る
論
理
的
経
緯
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』
の

中
の
「
第
五
編
　
政
府
の
義
務
的
経
費
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
際
関
係
に
あ
っ
て
、
原
始
的
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資
本
蓄
積
が
他
の
国
家
か
ら
略
奪
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
国
防
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
限
り
で
は
、
市
民
社
会
が
も
た
ら
し
た

身
分
社
会
か
ら
の
解
放
と
い
う
自
由
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
民
主
主
義
と
い
う
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
す
す
む
こ
と

　
　
　
　
　
　

が
で
き
た
。
そ
し
て
ま
た
、
国
防
“
戦
争
も
論
理
矛
盾
を
起
こ
す
こ
と
な
く
、
国
民
国
家
の
枠
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
、
資
本
蓄
積
を
他
国
の
侵
略
に
よ
っ
て
完
成
し
よ
う
と
す
る
政
治
経
済
動
機
が
発
生
し
、
そ
れ
が
戦
争
に
ま
で
及
ん
で
く
れ

ば
、
国
民
国
家
の
構
造
に
矛
盾
が
発
生
し
て
く
る
の
だ
。
国
民
国
家
形
成
が
、
重
商
主
義
を
取
り
始
め
、
そ
れ
が
軍
事
力
に
下
支
え
さ
れ

て
帝
国
主
義
に
展
開
し
て
く
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
国
民
国
家
内
部
の
民
主
化
要
求
実
現
、
あ
る
い
は
人
権
擁
護
と
、
植
民
地
支
配
下
に

お
け
る
民
主
化
抑
圧
、
あ
る
い
は
人
権
侵
害
と
い
う
、
内
と
外
と
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
軋
礫
の
中
に
、
ま
さ
に
主
権
と
人
権
の
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
近
代
市
民
社
会
に
あ
っ
て
は
、
主
権
と
い
え
ど
も
、
国
民
に

よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
俗
に
い
う
国
民
主
権
だ
。
そ
の
意
味
で
、
人
権
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
こ
の
自
由
を
保
障
さ

れ
た
個
人
の
総
意
と
し
て
、
主
権
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
人
権
と
主
権
は
一
本
の
線
の
両
端
に
あ
り
、
一
方
が
主
権
で
、
他
方
が

人
権
だ
と
い
う
関
係
で
、
両
者
は
結
ば
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
の
教
科
書
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
、
市
民
の
解
放
と
軌
を
一
に
し
て
、
阿

片
戦
争
と
い
う
帝
国
主
義
戦
争
の
開
始
が
決
定
さ
れ
た
。
い
や
、
お
よ
そ
近
代
市
民
社
会
に
あ
っ
て
は
、
君
主
制
国
家
に
あ
っ
て
さ
え
、

立
憲
君
主
制
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
法
制
度
に
よ
っ
て
政
治
的
決
定
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
議
会
制
に
よ
っ
て
政
治
運
営
が
な

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
国
民
の
総
意
と
し
て
主
権
が
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
現
実
の
政

治
運
営
の
中
で
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
、
主
権
が
主
権
と
し
て
一
人
歩
き
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
権
を
侵
害
す
る
の
は
誰
か
、
人
権
を
保

障
す
る
の
は
誰
か
、
と
い
う
課
題
が
発
生
し
て
く
る
。

　
そ
も
そ
も
、
近
代
市
民
社
会
は
、
個
人
主
義
を
基
礎
と
し
て
出
発
し
た
。
個
人
主
義
と
は
、
英
語
で
ぎ
黒
く
己
爵
一
一
ω
筥
と
呼
ぶ
。
ヨ
ー
1
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不
可
能
と
い
う
言
葉
と
、
9
＜
己
①
”
分
割
と
い
う
単
語
の
合
成
語
が
、
凶
巳
凶
く
置
g
巴
δ
ヨ
だ
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
以
上
分
割
が
不
可
能
だ

と
い
う
意
味
が
、
個
人
主
義
を
指
し
て
い
る
。
ま
さ
に
社
会
を
無
限
に
最
小
限
度
の
単
位
で
あ
る
個
人
に
分
解
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
個

人
主
義
だ
。
し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
は
そ
の
反
対
側
で
、
社
会
の
統
合
原
理
を
も
必
要
と
し
た
。
国
民
が
国
家
と
い
う
単
位
に
主
宰
し

よ
う
と
し
た
の
だ
。
こ
の
運
動
を
一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
イ
ン
デ
ィ
ビ

デ
ゴ
ア
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
近
代
市
民
社
会
の
開
放
の
原
理
で
あ
っ
た
。
内
に
向
か
っ
て
の
イ
ン
デ
ィ
ビ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
、
外
へ
向

か
っ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
パ
ラ
レ
ル
に
す
す
ん
だ
。

　
社
会
は
ま
さ
に
、
分
解
と
統
合
の
二
つ
の
原
理
で
動
い
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
の
運
動
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
次
元
で
作
用
し
た
。
，
そ
の
結
果
、
運
動
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
無
限
の
膨
張
を
繰
り
返
す
。
分
解
の
方
向
は
無
政
府
主
義
に
向
か
う

し
、
統
合
の
方
向
は
侵
略
主
義
に
至
る
。
こ
の
両
者
の
運
動
を
組
織
化
す
る
た
め
に
、
国
家
と
い
う
制
度
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
家
は
あ
く
ま
で
も
運
動
か
ら
中
立
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
し
、
ま
た
組
織
と
し
て
官
僚
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
だ
。

　
そ
の
結
果
、
国
家
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
、
主
権
が
担
保
さ
れ
た
の
だ
。
官
僚
化
し
た
国
家
は
、
主
権
1
1
国
権
の
義
務
と
し
て
、
人
権

の
擁
護
を
果
た
す
必
要
が
う
象
れ
た
。
他
方
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
・
主
権
の
名
に
お
い
て
、
戦
争
が
開
始
さ
れ
、
祖
国
防
衛
戦
争
が
組
織
さ

れ
た
。

　
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
こ
の
過
程
で
、
主
権
と
人
権
が
乖
離
レ
始
め
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
権
は
人
権
を
ま

も
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
作
用
し
な
い
。
人
権
は
、
目
の
前
に
存
在
す
る
個
人
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
確
認
が
可
能
だ
。
し
か
し
、
主
権

は
政
治
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
主
権
は
ま
す
ま
す
擬
人
化
し
て
し
ま
う
。
．
実
体
的
な
人
権
と
、
擬
人
的
な
主
権
の
乖
離
は
ま
す

ま
す
深
ま
る
ば
か
り
だ
α

　
興
味
あ
る
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
は
建
国
以
来
、
主
権
を
侵
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
唯
一
の
国
家
だ
。
南
北
戦
争
は
例
外
と
し
て
も
、
主
権
・
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の
名
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
戦
争
を
、
ア
メ
リ
カ
国
土
内
部
で
戦
っ
た
経
験
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
戦
場
に
な
っ
た
こ
と
の
な
い
国

家
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
主
権
に
対
す
る
感
覚
は
極
め
て
鈍
い
。
主
権
を
侵
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
た
め
だ
。

　
逆
に
国
内
に
人
種
問
題
を
抱
え
て
い
る
た
め
に
、
人
権
問
題
に
は
極
め
て
敏
感
だ
。
こ
の
主
権
に
対
す
る
鈍
感
さ
と
、
人
権
に
対
す
る

敏
感
さ
の
温
度
差
が
、
ア
メ
リ
カ
外
交
の
特
徴
の
一
つ
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
人
権
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
い
え

ば
、
そ
の
こ
と
を
条
件
に
他
国
に
主
権
を
超
え
て
介
入
す
る
。

　
し
か
し
、
逆
に
戦
後
の
日
本
外
交
は
、
主
権
重
視
の
あ
ま
り
、
例
え
ば
O
D
A
貸
与
国
が
独
裁
制
で
あ
り
、
そ
の
政
権
が
人
権
抑
圧
を

お
こ
な
っ
て
も
一
応
の
援
助
を
与
え
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
主
権
に
敏
感
で
、
人
権
に
鈍
感
な
国
家
こ
そ
、
日
本
で
あ
っ
た
。
確
か
に
現

在
で
は
、
人
権
を
抑
圧
す
る
政
権
は
、
主
権
を
代
表
し
え
な
い
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
外
援
助
受
領
国
か
ら
、
は
ず
さ
れ
る
ケ
㌃
ス
も

多
く
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
主
権
と
人
権
の
乖
離
は
、
以
前
ほ
ど
で
は
な
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
主

権
と
人
権
の
乖
離
は
、
時
代
が
下
が
る
に
従
っ
て
、
政
治
が
取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
や
日
本
と
い
う
特
殊
例
で
は
な
く
、
政
治
そ
の
も
の
の
仕
組
み
の
中
で
、
主
権
と
人
権
の
乖
離
を
構
造
化
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
国
民
経
済
が
成
長
過
程
に
あ
る
場
合
は
、
主
権
と
人
権
の
軋
礫
は
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
概

念
的
に
い
え
ば
、
主
権
が
人
権
を
擁
護
す
る
と
い
う
相
互
関
係
が
、
両
者
の
関
係
の
一
番
平
和
的
な
状
態
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
国
民
国
家
の
基
礎
で
あ
る
国
民
経
済
の
枠
組
み
が
崩
壊
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
に
従
っ
て
、
主
権
と
人
権
の
軋
礫
は
拡
大

し
て
い
く
ば
か
り
だ
。
し
か
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
主
権
の
弱
体
化
が
い
よ
い
よ
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
過
程
こ

そ
、
構
造
的
に
主
権
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
、
単
に
主
権
と
人
権
の
乖
離
だ
け
で
は
な
く
、
人
権
を
擁
護
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
主
権
で

「
さ
え
、
人
権
を
擁
護
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
経
緯
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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主
権
の
弱
体
化
を
構
造
化
し
た
端
的
な
事
件
は
、
一
九
七
一
年
の
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
変
動
相
場
制

は
、
国
家
の
力
を
為
替
相
場
の
上
に
写
し
出
す
状
況
を
作
り
だ
し
た
か
ら
だ
頑
い
い
か
え
れ
ば
、
経
済
は
す
で
に
一
国
の
内
部
で
自
己
管

理
で
き
る
条
件
を
、
失
っ
た
の
だ
。
主
権
は
国
民
経
済
を
リ
ー
ド
す
べ
き
だ
と
措
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
国
民
経
済
そ
の
も
の
が
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
、
結
果
と
し
て
主
権
の
守
備
範
囲
を
逸
脱
し
始
め
た
の
だ
。

　
ケ
イ
ン
ズ
政
策
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
政
策
は
有
効
需
用
と
乗
数
効
果
と
い
う
二
つ
の
理
論
的
命
題
を
も
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
イ
ン
フ
レ
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
完
全
雇
用
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

　
当
然
、
イ
ン
フ
レ
を
管
理
す
る
た
め
に
は
、
他
国
の
通
貨
が
自
国
に
参
入
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
他
国
通

貨
が
自
国
に
自
由
に
参
入
し
た
場
合
、
自
国
の
貨
幣
流
通
量
を
自
主
管
理
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
イ
ン
フ
レ
操
作
が
不
可
能
に
な

る
か
ら
だ
。

　
さ
ら
に
こ
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
に
、
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
以
降
、
二
度
の
石
油
危
機
を
経
験
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
不

安
的
要
因
を
討
議
す
る
た
め
に
、
一
九
七
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
主
要
先
進
国
首
脳
会
議
が
開
始
さ
れ
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
一
九
七
〇
年
代
は
一
連
の
経
済
危
機
に
見
ま
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
主
権
は
、
そ
も
そ
も
交
戦
権
に
基
礎
を
与
え
る
大
き
な
一
つ
の
条
件
で
あ
フ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
為
替
管
理
を
独
古
す
る
基
礎
を
与
え

る
条
件
で
も
あ
っ
た
。
戦
争
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
単
独
の
国
家
で
遂
行
で
き
る
条
件
を
失
い
》
集
団
安
全
保
障
が
形
成
さ
れ

距
。
そ
の
の
結
果
、
主
権
と
交
戦
権
は
分
離
し
、
主
権
は
集
団
の
中
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
為
替
管
理
の
独
占

が
、
変
動
相
場
制
に
よ
っ
て
、
国
家
か
ら
完
全
に
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
で
は
、
主
権
の
弱
体
化
が
見
ら
れ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
戦
後
の
世
界
は
、
そ
し
て
と
り
わ
け
成
長
の
六
〇
年
代
は
、
福
祉
国
家
へ
と
向
か
っ
た
。
国
民
福
祉
を
実
現
す
る
た

め
に
、
国
家
、
す
な
わ
ち
主
権
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
っ
た
の
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
政
策
が
提
示
し
た
福
祉
国
家
政
策
と
憶
、
と
り
も
直
さ
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ず
完
全
雇
用
を
意
味
し
て
い
た
し
、
そ
れ
が
国
家
主
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
。
福
祉
は
、
国
民
の
生
活
を
ま
も
る
基
礎
で
あ
り
、

人
権
を
擁
護
す
る
条
件
で
も
あ
っ
た
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
破
綻
は
、
先
進
社
会
に
福
祉
国
家
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
し
た
の

だ
。
国
家
は
国
民
を
ま
も
れ
な
い
、
い
や
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
主
権
は
人
権
を
擁
護
で
き
な
い
、
と
い
う
状
況
が
世
界
を
覆
い
始
め

た
の
だ
。

　
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
主
権
は
外
に
向
か
っ
て
は
国
民
経
済
と
い
う
主
権
自
ら
が
ま
も
る
べ
き
対
象
を
喪
失
し
た
し
、
内

に
向
か
っ
て
は
国
民
福
祉
と
い
う
自
ら
が
働
き
掛
け
る
対
象
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
。

　
そ
の
間
、
国
民
国
家
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
、
も
っ
と
適
切
に
い
え
ば
、
国
民
国
家
の
下
支
え
を
し
て
き
た
国
民
経
済
は
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
、
国
民
的
規
模
を
は
な
れ
て
、
二
つ
の
方
向
を
取
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
つ
は
、
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
経
済
の
局
地
化
だ
。
ま
ず
、
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
方
向
の
典
型
は
、
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
見
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
石
炭
共
同
体
な
ど
の
目
的
別
統
合
を
継
続
し
て
き
た
が
、

こ
の
機
能
的
、
目
的
的
統
合
を
総
合
化
し
て
、
ヨ
ー
ロ
・
ッ
パ
全
体
の
国
家
統
合
に
ま
で
す
す
め
た
。

　
こ
の
過
程
は
、
政
治
的
に
見
て
も
実
に
現
代
的
な
テ
ー
マ
を
秘
め
て
い
る
。
ま
ず
、
主
権
そ
の
も
の
が
統
合
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
主
権
の
最
大
の
働
き
の
一
つ
が
、
通
貨
管
理
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
で
誕
生
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ

ニ
オ
ン
は
、
通
貨
統
合
ま
で
も
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
主
権
そ
の
も
の
が
共
有
さ
れ
始
め
て
い
る
の
だ
。

　
主
権
の
統
合
化
は
、
そ
の
ま
ま
国
土
の
一
体
化
に
進
展
す
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
は
な
い
。
！
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
移
動
に
、
パ
ス

ポ
ー
ト
を
必
要
と
し
な
い
措
置
は
、
ま
さ
に
国
土
の
統
合
化
の
象
徴
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
そ
の
も
の
を
、
ブ
ロ
ッ
ク
化
さ
れ
た
経
済
的
な
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
の
地
域
1
ー
ロ
ー
カ
ル
が
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一
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
経
済
圏
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
流
れ
も
ま
た
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
局
地
経
済
圏
の
特

徴
は
、
国
家
が
ま
る
が
か
え
で
統
合
を
果
た
す
の
で
は
な
く
、
国
家
の
中
の
ロ
ー
カ
ル
が
他
の
国
家
の
ロ
ー
カ
ル
と
、
首
都
を
経
由
せ
ず

に
、
経
済
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ
ニ
オ
ン
や
北
米
自
由
貿
易
圏
の
よ
う
に
、
超

国
家
的
統
合
と
は
、
そ
の
方
向
が
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
超
国
家
的
統
合
は
、
首
都
を
経
由
し
て
他
の
首
都
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
超
国
家
と
い
う
上
に
向
か
っ
て
統
合
を
形
成
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
局
地
経
済
圏
は
、
逆
に

ロ
ー
カ
ル
が
下
に
向
か
っ
て
他
の
ロ
ー
カ
ル
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　
具
体
的
に
見
よ
う
。
ジ
ョ
ホ
ー
ル
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
そ
し
て
バ
タ
ム
・
タ
ン
ピ
ン
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
の
地
域
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
つ
く
多
「
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
、
あ
る
い
は
黄
海
を
め
ぐ
る
中
国
、
韓
国
、
日
本
の
沿
岸
都
市
が

ネ
ッ
小
ワ
ー
ク
す
る
「
環
黄
海
圏
」
な
ど
が
、
有
名
だ
。
ま
た
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
・
北
海
道
や
札
幌
を
中
心
蓋
し
た
「
北
方
圏
交

流
構
想
」
、
新
潟
県
や
新
潟
市
を
中
心
と
し
た
「
環
日
本
海
圏
交
流
構
想
」
、
そ
し
て
、
福
岡
を
中
心
と
し
た
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
圏
交
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

構
想
」
な
ど
が
（
夙
に
有
名
だ
。
・
　
・

為
替
が
変
動
相
場
に
移
行
し
て
以
来
の
自
由
貿
易
の
促
進
は
、
ま
さ
に
経
済
活
動
を
超
国
家
レ
ベ
ル
へ
飛
翔
さ
せ
た
と
と
も
に
、
ロ
ー

カ
ル
・
レ
ベ
ル
に
深
化
さ
せ
た
の
だ
。
こ
の
経
済
に
お
け
る
飛
翔
と
深
化
の
二
つ
の
運
動
は
、
当
然
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
に
大
き
く
抵

触
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
基
礎
と
し
て
主
権
が
作
用
す
る
限
り
、
主
権
は
ま
さ
に
弱
体
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い

え
よ
う
。

　
主
権
は
、
国
民
経
済
と
い
う
枠
組
み
を
ま
も
れ
な
く
な
っ
た
。
・
そ
れ
と
同
時
に
主
権
は
と
も
す
れ
ば
、
国
民
だ
け
を
ま
も
ろ
う
と
し
て

き
た
。
し
か
b
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
は
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
の
国
際
移
動
を
た
や
す
く
し
、
そ
の
結
果
、
主
権
が
ま
も
る

べ
き
も
の
は
、
・
必
ず
し
も
自
国
民
だ
け
で
は
な
く
な
っ
た
ゆ
外
国
人
労
働
者
の
人
権
は
、
当
該
外
国
人
が
も
っ
て
い
る
国
籍
の
主
権
が
保

63　（3－4　・18）　478



グローバル・システムの中の主権と人権（藪野）

護
す
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
な
の
だ
。
彼
ら
が
居
住
し
て
い
る
国
家
の
主
権
が
、
国
籍
を
超
え
て
ヒ
ト
の
人
権
を
擁
護
す
る
必
要
性
に
迫

ら
れ
て
い
る
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
国
家
の
枠
組
み
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
主
権
の
活
動
は
、
人
権
の
擁
護
に
必
ず
し
も
適
切
に
、
か
つ
十
分
置
対
応
し
て
は

い
な
い
。
逆
に
、
主
権
は
人
権
を
抑
圧
す
る
場
合
が
、
多
い
。
、
概
念
的
に
い
え
ば
、
確
か
に
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
主
権
に
よ
っ
て
戦
争

が
遂
行
さ
れ
、
主
権
は
国
民
を
ま
も
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
で
さ
え
、
日
本
の
主
権
は
空
襲
や
原
爆
の
被
害
者
を
出

し
て
い
る
。
戦
争
が
祖
国
防
衛
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
祖
国
の
国
民
に
被
害
が
出
て
は
お
か
し
い
。
そ
の
意
味
で
祖
国
防
衛
に

よ
っ
て
ま
も
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
祖
国
の
人
権
を
担
保
し
た
国
民
で
は
な
く
、
祖
国
の
国
家
を
体
現
し
た
主
権
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
お
い

て
も
、
主
権
の
名
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
国
籍
が
、
人
権
差
別
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
状
態
だ
。
主
権
と
人
権

の
軋
礫
は
、
ま
す
ま
す
深
ま
る
ば
か
り
だ
。

　
で
は
、
い
ず
れ
の
地
平
か
ら
思
考
を
出
発
さ
せ
る
べ
き
な
の
か
。
主
権
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
権
か
ら
の
発
想
が
必
要
で
は
な
い
の

か
。
反
戦
思
想
は
、
戦
争
が
主
権
の
下
に
戦
わ
れ
る
以
上
、
主
権
の
発
動
に
関
す
る
運
動
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
必
要
な
こ
と
は
、
人
権
か
ら
す
べ
て
の
思
想
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
安
保
再
定
義
も
、

人
権
の
思
想
か
ら
出
発
す
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。

ω
　
安
保
再
定
義
と
沖
縄

一
九
九
五
年
以
来
、
沖
縄
基
地
問
題
が
か
ま
び
す
し
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
に
よ
る
少
女
暴
行
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事
件
で
あ
り
、
代
理
署
名
拒
否
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
の
問
題
を
通
し
て
、
沖
縄
問
題
は
、
戦
後
政
治
の
中
で
も
画
期
を
な
す
事
件
と

な
っ
た
。

　
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
必
ず
し
も
現
在
の
沖
縄
は
、
沖
縄
を
前
線
基
地
と
す
る
よ
う
な
戦
争
を
経
験
し
て
は
い
な
い
。
再
び
、
誤

解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
沖
縄
は
比
較
的
平
和
な
時
代
に
あ
る
。
確
か
に
、
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
化
の
傾
向
は
弱
ま
ら
ず
、
逆
に
強
化
さ
れ

て
い
る
雰
囲
気
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
沖
縄
問
題
が
こ
れ
ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
現
在
の
平
和
と
基
地
を
考

え
る
ポ
イ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
一
定
の
結
論
か
ら
い
え
ば
、
沖
縄
問
題
が
平
和
運
動
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
ま
さ
に
人
権
問
題
に
ま
で
発
展
し
深
化
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
在
の
運
動
が
歴
史
的
な
規
模
で
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
和
は
戦
争
の
対
概
念
で
あ
り
、
戦

争
は
主
権
行
為
の
典
型
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
平
和
運
動
は
主
権
へ
の
攻
撃
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
が
多
い
し
、
ま
た
そ
の
戦

略
が
正
攻
法
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
戦
略
は
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
で
述
べ

た
よ
う
に
、
平
和
運
動
の
内
部
に
さ
え
、
新
た
な
思
想
的
課
題
を
識
別
す
る
必
要
性
が
問
わ
れ
始
め
て
い
る
。

　
具
体
的
に
い
え
ば
、
人
権
問
題
、
環
境
問
題
、
女
性
問
題
、
高
齢
化
問
題
、
開
発
問
題
な
ど
、
個
別
具
体
的
な
課
題
が
、
沖
縄
に
は
隠

さ
れ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
基
地
と
平
和
と
い
う
問
題
に
沖
縄
問
題
が
収
質
し
て
い
く
過
程
で
は
、
人
権
、
環
境
、
女
性
、
高
齢
化
と

い
っ
た
課
題
は
、
よ
り
大
き
な
、
そ
し
て
よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
テ
レ
マ
で
あ
る
基
地
と
平
和
の
前
で
、
そ
の
姿
を
現
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
基
地
と
平
和
の
前
に
、
そ
の
課
題
の
大
き
さ
と
深
さ
が
隠
ぺ
い
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
安
保
再
定
義
の
経
緯
を
見
よ
う
。
ソ
連
崩
壊
以
降
の
世
界
情
勢
の
中
で
、
軍
備
と
同
盟
の
必
要
性
は
、
大
き
な
疑
問
の
中
に
あ
る
。
沖
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縄
基
地
問
題
は
、
政
府
に
と
っ
て
、
米
ソ
冷
戦
構
造
の
中
で
こ
そ
、
そ
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
き

た
。　

し
か
し
、
ソ
連
崩
壊
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
、
軍
備
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
ア
メ
リ
カ
の
最
大

の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
軍
備
問
題
は
、
往
々
に
し
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
、
一
般
的
に
い
っ
て
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
】
つ
は
対
外

機
能
だ
。
す
な
わ
ち
軍
備
の
必
要
性
を
、
外
部
か
ら
の
侵
略
へ
の
対
応
を
そ
の
働
き
と
し
て
、
理
論
化
、
理
念
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視

点
は
、
俗
耳
に
入
り
や
す
く
、
世
論
喚
起
も
こ
の
点
に
集
中
し
が
ち
だ
。

　
だ
が
、
同
時
に
軍
備
問
題
は
、
第
二
の
側
面
、
す
な
わ
ち
国
内
問
題
を
も
抱
え
て
い
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
内
的
な
問

題
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
軍
事
経
済
を
指
し
て
い
る
。
軍
備
の
維
持
拡
大
は
、
仮
想
敵
国
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
的
な
支
持
を

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
敵
へ
の
勝
利
は
自
国
の
軍
備
の
勝
利
で
あ
る
も
の
の
、
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
備
の
目
的
は
一
応
の
達
成

を
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ひ
と
た
び
戦
争
に
よ
っ
て
勝
利
を
手
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
後
の
軍
備
拡
張
は
、
積
極
的
な
世

論
の
追
い
風
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
過
程
で
は
、
新
た
な
軍
備
目
的
が
創
造
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
仮
想
敵
国
の
想
定
に

よ
っ
て
、
軍
備
に
ま
つ
わ
る
雇
用
と
経
済
が
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
で
も
い
ち
早
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
旧
く
は
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
大
統
領
が
離
任
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
軍
と
産
業
の
癒
着
構
造
を
鋭
く
批
判
し
た
こ
と
は
、
有
名
な
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
現
在
で
も
な
お
論
争
に
上
に
置
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
軍
－
産
複
合
体
」
の
問
題
だ
。

　
安
保
が
再
定
義
を
必
要
と
し
た
の
も
、
対
外
的
要
因
と
体
内
的
要
因
の
二
つ
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
今
一
度
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
点
は
、
こ
の
国
内
的
要
因
だ
と
い
え
よ
う
。

　
安
保
体
制
を
従
来
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
東
ア
ジ
ア
の
軍
備
と
安
定
を
目
的
と
し
た
装
置
に
変
容
さ
せ
る
過
程
で
は
、
ま
さ
に
対
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外
的
要
因
よ
り
も
体
内
的
要
因
が
よ
り
強
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
、
現
状
認
識
の
妥
当
性
は
よ
り
高
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
確
か
に
、
ア
ジ
ア
は
、
そ
れ
も
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
は
経
済
成
長
に
匹
敵
す
る
割
合
で
、
軍
事
費
の
拡
大
を
経
験
し
て
い
る
。
兵

員
で
見
た
場
合
、
人
口
比
率
で
徴
兵
が
分
析
で
き
る
が
、
人
口
が
急
激
に
増
大
し
て
は
い
な
い
以
上
、
必
ず
し
も
兵
員
の
数
に
大
き
な
増

大
傾
向
が
識
別
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
問
題
は
、
軍
事
費
の
点
だ
。
装
備
の
近
代
化
へ
の
コ
ス
ト
を
、
経
済
成
長
で
補
っ
て

い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
軍
国
主
義
化
が
増
大
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
軍
事
化
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と

は
、
否
定
で
き
な
い
。

　
軍
国
主
義
と
軍
事
化
は
、
当
然
そ
の
意
味
合
い
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
軍
国
主
義
は
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
以
上
、
戦

争
遂
行
を
目
的
と
し
た
政
治
・
経
済
・
社
会
・
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
の
戦
争
化
へ
の
動
員
シ
ス
テ
ム
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
軍
事
化
は
直
接
的
に
は
軍
部
の
拡
大
を
意
味
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
文
民
支
配
の
政
治
シ
ス
テ
ム
で
も
、
軍
事
化
は
起
こ
る
。

典
型
的
な
例
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
権
は
独
立
以
来
、
文
民
支
配
だ
が
、
装
備
の
近
代
化
に
よ
っ
て
、
軍
事
化
の
方
向
を
示
し
つ
つ
あ
る

と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。

　
た
だ
、
経
験
的
に
い
え
ば
、
軍
事
化
は
軍
国
主
義
に
拡
大
し
や
す
く
、
軍
事
化
を
欠
如
さ
せ
て
軍
国
主
義
化
が
す
す
ま
な
い
以
上
、
文

民
支
配
下
と
い
え
ど
も
、
軍
事
化
に
は
そ
れ
な
り
の
危
惧
す
べ
き
点
が
あ
る
。
こ
の
ア
ジ
ア
の
状
況
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
安
保
再
定

義
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
安
定
の
キ
ー
ス
ト
レ
ン
と
し
て
へ
沖
縄
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
世
界
の
警
察
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
軍
備
を
、
ソ
連
崩
壊
以
後
も
、
産
業
育
成
の
た
め
に
維
持
す
る
必
要
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

　
安
保
・
沖
縄
転
平
和
め
問
題
を
ど
の
角
度
か
ら
問
題
に
す
べ
き
な
の
か
⑩
．
ず
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
問
題
は
、
少
女
暴
行
事
件

と
地
主
代
理
署
名
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
直
接
的
に
主
権
に
係
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
よ
り

直
接
的
に
人
権
に
係
わ
る
性
質
の
も
の
だ
。
人
権
問
題
は
う
主
権
問
題
と
は
異
な
り
、
よ
り
直
接
的
に
身
近
な
問
題
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
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沖
縄
問
題
が
今
回
こ
れ
ほ
ど
広
範
な
広
が
り
を
も
っ
て
、
語
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
と
す
る
な
ら
、
沖
縄
問
題
も
ま
た
主
権
で
は
な
く
、
人
権
問
題
か
ら
出
発
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
か
。
人
権
は
、
す
べ
て
の
人
の
問

題
だ
。
高
齢
者
の
人
権
、
女
性
の
人
権
、
そ
し
て
子
供
の
人
権
な
ど
、
と
も
す
れ
ば
主
権
を
語
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
人
権
問
題
は
主
権

の
影
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
人
権
は
、
国
籍
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
人
権
は
主
権
を
超
え
る
局
面
が
多
い
“
実
は
、
沖
縄
が
戦
争
と
平
和
、
主
権
と
戦

争
、
基
地
と
反
戦
と
い
う
論
理
で
語
ら
れ
て
い
る
間
は
、
決
し
て
人
権
の
問
題
に
深
化
し
た
運
動
と
思
想
が
生
ま
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
例
え
ば
、
沖
縄
が
女
性
差
別
問
題
に
、
日
本
の
他
の
い
ず
れ
の
地
域
よ
り
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
れ
ば
、
世
界
の
女
性
運
動
家

の
視
線
と
関
心
を
、
こ
の
沖
縄
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
総
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
沖
縄
と
安
保
の
問
題
を
人
権
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
権
の
視
点
を
沖
縄
が

も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
反
戦
平
和
運
動
の
内
部
か
ら
、
人
権
視
点
を
成
長
さ
せ
て
い
く
必
要
性

を
説
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
沖
縄
で
は
女
性
の
解
放
が
す
す
ん
で
い
る
の
か
、
沖
縄
で
は
高
齢
者
の
人
権
が
よ
り
高
く
擁
護
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
沖
縄
で

は
子
供
の
人
権
が
ど
こ
よ
り
も
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
、
沖
縄
で
は
環
境
教
育
が
い
ち
早
く
完
成
し
て
い
る
の
か
、
等
々
が
、
ま

さ
に
テ
ー
マ
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
課
題
を
沖
縄
が
即
座
に
解
決
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
一

つ
に
で
も
、
沖
縄
の
先
進
性
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
実
は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
人
権
が
主
権
を
超
え
る
時
代
に
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
主
権
へ
の
攻
撃
と
し
て
、
基

地
と
安
保
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
人
権
擁
護
の
思
想
か
ら
、
主
権
の
発
動
の
一
形
態
で
あ
る
軍
備
・
基
地
・
沖
縄
・
安
保
の
問
題
に
取

り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
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説
　
　
平
和
運
動
が
、
平
和
運
動
家
だ
け
が
、
独
占
的
に
リ
ー
ド
す
る
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
た
。
平
和
運
動
の
内
部
の
人
権
に
こ
そ
、

論　
　
向
け
る
時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
確
実
な
歴
史
認
識
と
し
て
、
・
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
あ
る
。

視
線
を

（
1
）
　
政
治
運
動
が
も
つ
一
般
的
な
特
質
に
つ
い
て
は
、
，
藪
野
祐
三
「
『
運
動
と
し
て
の
政
治
学
』
の
構
造
」
、
藪
野
祐
三
『
先
進
社
会
”
日
本
の
政
治

1
』
（
法
律
文
化
社
　
一
九
八
七
年
）
所
収
、
参
照
。

（
2
）
　
役
割
理
論
に
関
し
て
、
基
本
釣
な
文
献
と
し
て
以
下
参
照
。
O
①
自
σ
q
o
出
●
蜜
8
ユ
覧
§
§
斜
留
再
臨
ミ
織
留
ら
甘
言
（
O
ぼ
8
m
q
g
d
三
く
。
邑
昌
。
剛

O
霞
8
α
q
o
℃
お
ω
ω
藁
O
鍵
）
稲
葉
三
千
男
他
訳
『
精
神
・
自
我
・
社
会
』
（
青
木
書
店
　
一
九
七
三
年
）
。

（
3
）
　
こ
の
新
し
い
社
会
状
況
は
、
現
在
の
社
会
学
が
最
も
勢
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
・
高
齢

化
社
会
、
少
子
社
会
、
な
ど
が
、
そ
の
主
な
分
析
テ
ー
マ
だ
。
考
え
て
み
る
と
、
一
〇
年
以
前
で
あ
れ
ば
、
新
産
業
社
会
、
脱
工
業
社
会
、
先
進
社

会
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
産
業
に
関
係
す
る
社
会
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
社
会
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
現
在
で
は
産
業
で
は
な
く
、
人
を
テ
ー
マ
と
し
た
社
会
学
が
主
流
を
占
め
て
い
る
。
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
、
高
齢
化
、
少
子
社
会
な
ど

　
は
、
ま
さ
に
人
を
テ
ー
マ
と
し
た
典
型
だ
。
こ
の
よ
う
に
沸
社
会
そ
の
も
の
が
「
構
造
」
か
ら
「
人
」
へ
、
　
「
産
業
」
か
ら
「
人
」
へ
と
テ
ー
マ
を

　
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
、
も
っ
と
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
4
）
　
現
在
の
労
働
状
態
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
稲
山
毅
・
他
『
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
国
際
比
較
－
新
し
い
政
治
経
済
モ
デ
ル
の
探
索

－
⊥
（
日
本
労
働
機
構
　
一
九
九
四
年
一
。

（
5
）
．
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
．
シ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
藪
野
祐
三
『
ロ
ー
カ
ル
．
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
ー
国
境
を
超
え
る
試
み
一
⊥
（
中
公
新
書
二
九
九
五

年
）
に
詳
し
い
。

（
6
）
　
こ
の
経
緯
の
中
に
、
女
性
学
の
隆
盛
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
セ
ン
タ
ー
が
各
地
に
で
き
、
世
界
女
性
会
議
も
開
か
れ
て
い
る
。
，
名
古
屋

市
が
出
し
て
い
る
女
性
問
題
資
料
『
ふ
わ
っ
と
、
・
ほ
わ
っ
と
』
は
、
女
性
問
題
の
一
般
的
状
況
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
有
名
で
あ
る
。

（
7
）
　
民
主
主
義
は
、
輿
は
時
間
の
か
か
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
し
か
し
、
効
率
重
視
の
現
在
に
あ
っ
て
、
’
民
主
主
義
を
実
現
す
る
光
め
の
コ
ス
拳
は
何
で

あ
り
、
そ
の
コ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
か
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
少
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
十
分
に
論
じ
た
。
藪
野
祐
三

　
「
民
主
主
義
」
、
朝
日
新
聞
社
『
政
治
学
が
わ
か
る
』
（
朝
日
新
聞
社
　
一
九
九
六
年
）
所
収
、
を
参
照
。

（
8
）
こ
の
国
民
国
家
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
藪
野
祐
三
『
先
進
社
会
の
国
際
環
境
1
ー
ロ
ー
カ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
創
造
」
』
（
法
律
文
化
社
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一
九
九
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
＞
　
こ
の
経
緯
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
参
照
。
藪
野
祐
三
「
国
民
国
家
の
統
合
と
分
裂
」
、
藪
野
祐
三
『
先
進
社
会
1
1
日
本
の
政
治
1
』

　
（
前
掲
書
）
所
収
。

（
1
0
）
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
大
西
健
夫
・
岸
上
慎
太
郎
編
『
E
U
統
合
の
系
譜
』
、
『
E
U
制
度
と
機
能
』
、
『
E
U
政
策
と
理

念
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
会
　
一
九
九
五
年
）
。

（
1
1
）
　
局
地
経
済
圏
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
藪
野
祐
三
『
ロ
ー
カ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
』
（
前
掲
書
）
を
参
照
。

（
1
2
）
　
安
保
再
定
義
に
つ
い
て
の
報
道
で
は
、
朝
日
新
聞
一
九
九
六
年
一
二
月
九
日
付
け
の
朝
刊
＝
面
（
福
岡
本
部
版
）
が
、
現
在
の
状
況
を
正
確

　
に
伝
え
て
い
る
。

グローバル・システムの中の主権と人権（藪野）
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