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一

は
じ
め
に

｢現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
寡
頭
支
配
と
い
う
慢
性
的
な
退
行
性

疾
患
に
た
い
し
て
政
体
が
示
す
あ
る
種
の
発
作
的
な
自
己
免
疫
反
応
で

あ
る
﹂︵
一
八
二
頁
︶︒
こ
の
少
々
刺
激
的
な
本
書
の
一
文
は
︑
現
代
民

主
主
義
諸
国
の
社
会
を
表
す
文
章
と
し
て
言
い
得
て
妙
で
あ
る
︒
近

年
︑
民
主
主
義
の
危
機
を
嘆
く
論
考
は
︑
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
︒﹁
民

主
主
義
と
は
何
か
﹂
と
改
め
て
問
え
ば
様
々
な
論
じ
方
が
可
能
で
あ
る

が
︑
教
科
書
的
な
一
つ
の
回
答
は
︑
君
主
や
貴
族
な
ど
で
は
な
く
︑
人

民
が
権
力
を
所
有
し
行
使
す
る
政
治
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

冒
頭
の
一
節
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
︑
民
主
主
義
は
少
数
の
権
力
者
に

骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
本
書
は
︑
民
主

主
義
の
在
り
方
を
再
考
し
︑
刷
新
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
︒

本
書
の
著
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
リ
ン
ド
︵
M
ichaelLind
︶
は
︑
一
九
六

二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
︑
現
在
︑
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

校
リ
ン
ド
ン
・
Ｂ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
公
共
政
策
大
学
院
教
授
で
あ
る
︒
テ

キ
サ
ス
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
Ｊ
Ｄ
︵
法
務
博
士
︶
の
学
位
取
得

後
︑
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
つ
い
て
分
析
や
提
言
を

行
っ
た
り
︑
外
交
専
門
誌
な
ど
で
編
集
者
や
論
説
委
員
を
務
め
た
り
す

る
な
ど
︑
現
実
政
治
を
熟
知
し
て
い
る
政
治
学
者
だ
と
言
え
る
︒

本
書
は
︑
資
本
家
対
労
働
者
と
い
う
﹁
古
い
階
級
闘
争
﹂
か
ら
︑
大

都
市
エ
リ
ー
ト
対
地
元
労
働
者
と
い
う
﹁
新
し
い
階
級
闘
争
﹂
へ
の
時

代
変
遷
を
読
み
解
き
な
が
ら
︑
分
断
さ
れ
た
現
代
社
会
の
病
理
を
抉
り

出
し
︑
危
機
に
瀕
し
た
民
主
主
義
に
対
す
る
解
決
策
を
論
じ
る
も
の
で

あ
る
︒
本
書
の
現
代
の
欧
米
社
会
を
論
じ
る
切
り
口
の
鮮
や
か
さ
と
︑

論
旨
の
分
か
り
や
す
さ
は
︑
多
く
の
読
者
を
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
著
者
の
文
体
も
や
わ
ら
か
く
︑
訳
書
に
あ
り
が

ち
な
ぎ
こ
ち
な
い
訳
文
が
気
に
な
る
こ
と
も
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
意
味

で
も
︑
多
く
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
も
有
益
な
一
冊
で
あ
る
︒
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二

本
書
の
概
要

ま
ず
︑
本
書
の
議
論
を
見
て
い
き
た
い
︒
本
書
は
︑
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
︑
本
論
全
九
章
︑
エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
な
る
︒

第
一
章
﹁
新
し
い
階
級
闘
争
﹂
で
は
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る

﹁
新
し
い
階
級
闘
争
﹂
が
い
か
な
る
も
の
か
が
説
明
さ
れ
る
︒﹁
新
し
い

階
級
闘
争
﹂
と
は
︑
大
都
市
で
働
く
高
学
歴
の
管
理
者
︵
経
営
者
︶
エ

リ
ー
ト
か
ら
な
る
少
数
の
上
流
階
級
と
︑
昔
か
ら
そ
の
国
で
働
い
て
き

た
人
々
と
新
し
く
や
っ
て
き
た
移
民
と
の
二
つ
に
分
裂
し
た
大
多
数
の

労
働
者
階
級
と
の
対
立
で
あ
る
︒
新
し
い
階
級
対
立
の
場
は
︑
政
治
︑

経
済
︑
文
化
の
三
つ
の
領
域
に
及
ぶ
︒
上
流
階
級
の
特
徴
は
︑
高
学
歴

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
欧
米
の
大
学
の
学
位
取
得
者
は
︑
国
民
の
三
割

に
し
か
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
の
人
々
に
よ
っ
て
政
府
︑
企
業
︑
メ
デ
ィ
ア
︑

非
営
利
部
門
の
ほ
ぼ
全
て
が
支
配
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑欧
米
で
は
︑

階
級
の
流
動
性
は
著
し
く
低
く
︑エ
リ
ー
ト
階
級
は
ほ
ぼ
世
襲
で
あ
る
︒

労
働
者
階
級
は
数
で
は
勝
っ
て
い
る
も
の
の
︑
昔
か
ら
そ
の
国
で
働
い

て
き
た
人
々
と
新
し
く
や
っ
て
き
た
移
民
と
が
仕
事
や
公
共
サ
ー
ビ

ス
︑
地
位
を
奪
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
分
断
し
て
い
る
た
め
︑
エ
リ
ー

ト
階
級
が
漁
夫
の
利
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
二
章
﹁﹃
ハ
ブ
﹄
と
﹃
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
﹄
︱
︱
新
し
い
階
級
闘
争
の

戦
場
﹂
で
は
︑
新
し
い
階
級
闘
争
が
地
理
的
な
分
断
と
し
て
も
顕
在
化

し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
欧
米
諸
国
は
︑
人

口
密
度
の
高
い
大
都
市
で
あ
る
﹁
ハ
ブ
﹂
と
︑
ハ
ブ
の
周
辺
や
ハ
ブ
と

ハ
ブ
の
間
の
人
口
密
度
の
低
い
郊
外
や
地
方
で
あ
る﹁
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
﹂

と
に
分
断
さ
れ
て
い
る
︒
ハ
ブ
に
は
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
や
︑
圧
倒
的
多

数
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
移
民
が
暮
ら
す
︒
一
方
で
︑
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド

に
は
︑
国
内
で
生
ま
れ
育
っ
た
白
人
が
大
半
を
占
め
る
労
働
者
階
級
が

暮
ら
し
て
い
る
︒
地
理
的
分
断
は
︑
環
境
政
策
︑
貿
易
︑
移
民
︑
価
値

観
な
ど
を
巡
っ
て
︑
階
級
対
立
を
表
し
て
い
る
︒
特
に
重
要
な
の
が
︑

移
民
政
策
を
巡
る
対
立
で
あ
る
︒
エ
リ
ー
ト
階
級
が
移
民
政
策
に
よ
っ

て
個
人
的
に
利
益
を
得
る
一
方
で
︑
労
働
者
階
級
の
国
内
で
生
ま
れ

育
っ
た
人
々
と
︑
労
働
者
階
級
の
移
民
は
︑
賃
金
︑
公
共
財
︑
文
化
の

地
位
と
承
認
な
ど
を
巡
っ
て
競
争
し
て
い
る
︒

第
三
章
﹁
世
界
大
戦
と
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
﹂
で
は
︑﹁
新
し
い
階
級
闘

争
﹂
を
終
わ
ら
せ
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
︑
二
十
世
紀
に
起
き
た
﹁
古

い
階
級
闘
争
﹂
が
ど
の
よ
う
に
終
結
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
︒
い

わ
ゆ
る
﹁
古
い
階
級
闘
争
﹂
は
︑
資
本
家
と
労
働
者
と
の
対
立
で
あ
る
︒

こ
の
闘
争
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
よ
う
な
階
級
間

の
妥
協
に
よ
っ
て
終
結
し
た
︒
戦
後
︑
労
働
者
階
級
は
︑
大
衆
参
加
型

政
党
︑
議
会
︑
労
働
組
合
︑
宗
教
団
体
︑
市
民
団
体
な
ど
の
主
要
な
組

織
に
よ
っ
て
︑
政
治
︑
経
済
︑
文
化
の
三
つ
の
領
域
全
て
に
お
い
て
交

渉
力
を
高
め
︑﹁
拮
抗
力
︵
countervailing
pow
er︶﹂
を
持
つ
こ
と
が
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で
き
た
︒
権
力
を
分
散
さ
せ
︑
多
様
な
中
間
団
体
が
市
民
の
声
を
代
表

し
︑
政
府
が
相
互
調
整
し
て
い
く
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
を
﹁
民
主
的

多
元
主
義
︵
dem
ocratic
pluralism
︶﹂
と
呼
ぶ
︒
著
者
は
︑
労
働
者

階
級
に
権
力
を
分
け
る
こ
と
を
エ
リ
ー
ト
階
級
に
強
い
る
民
主
的
多
元

主
義
こ
そ
混
乱
の
現
世
に
対
す
る
解
決
策
で
あ
る
と
導
き
出
す
︒

第
四
章
﹁
上
か
ら
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
革
命
﹂
で
は
︑
二
十
一
世
紀
に

入
っ
て
欧
米
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
民
主
的
多
元
主
義
が
︑
エ
リ
ー

ト
階
級
が
推
進
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
新
自
由
主
義
に
よ
っ
て
打
倒
さ

れ
︑
労
働
者
階
級
の
発
言
力
が
奪
わ
れ
る
過
程
が
描
か
れ
る
︒
新
自
由

主
義
は
︑
リ
バ
タ
リ
ア
ン
右
派
の
自
由
市
場
経
済
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
左

派
の
文
化
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
︒
テ
ク
ノ
ク

ラ
ー
ト
新
自
由
主
義
は
︑
政
治
の
領
域
で
は
︑
非
政
治
的
︑
反
多
数
派

支
配
と
い
う
特
徴
を
持
ち
︑大
衆
参
加
型
政
党
や
議
会
は
力
を
失
っ
た
︒

経
済
の
領
域
で
は
︑国
内
の
規
制
緩
和
や
労
働
組
合
の
組
織
率
の
低
下
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
な
租
税
・
規
制
・
労
働
力
の
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジ
に
よ
っ
て
︑

民
主
的
国
民
国
家
と
労
働
者
階
級
は
弱
体
化
し
た
︒
文
化
の
領
域
で

も
︑
宗
教
団
体
や
市
民
団
体
な
ど
の
組
織
は
衰
退
し
エ
リ
ー
ト
階
級
が

組
織
す
る
財
団
や
非
営
利
団
体
︑大
学
な
ど
の
影
響
力
が
増
し
て
い
る
︒

こ
う
し
て
労
働
者
階
級
は
︑
政
治
︑
経
済
︑
文
化
の
全
て
の
領
域
で
︑

発
言
権
や
代
表
権
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
︒

第
五
章
﹁
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
︱
︱
下
か
ら
の
反
革
命
﹂
で
は
︑
欧
米
を

襲
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
波
が
︑
半
世
紀
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
エ

リ
ー
ト
階
級
に
よ
る
﹁
上
か
ら
の
革
命
﹂
に
抗
す
る
﹁
下
か
ら
の
反
革

命
﹂
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒
過
去
七
十
年
間
︑
欧
米
の
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
は
︑
ど
れ
も
﹁
大
学
教
育
を
受
け
て
い
な
い
多
数
の
労
働
者
階

級
が
︑
管
理
者
︵
経
営
者
︶
や
専
門
技
術
者
の
エ
リ
ー
ト
に
反
抗
す
る

と
い
う
か
た
ち
﹂︵
一
二
三
頁
︶
を
と
っ
て
い
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
欧

米
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
関
す
る
最
も
重
要
な
要
因
は
︑
二
十
世

紀
半
ば
か
ら
二
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
中
道
左
派
政
党
の
階
級
構
成

が
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
国
内
の
労
働
者
階
級
の
味
方
で

あ
っ
た
政
党
が
︑
人
種
的
・
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
移
民
と
手
を
結

ん
だ
エ
リ
ー
ト
階
級
の
た
め
の
政
党
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
エ
リ
ー
ト

階
級
に
長
年
無
視
さ
れ
て
き
た
労
働
者
階
級
の
利
益
や
要
望
を
代
弁
す

る
形
で
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
現
れ
た
の
だ
︒
し
か
し
︑﹁
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

は
︑
病
ん
だ
政
体
︵
body
politic︶
の
症
状
で
あ
っ
て
︑
治
療
法
で
は

な
い
﹂︵
一
四
六
頁
︶︒
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
本
質
的
に
反
動
的
な
も
の

で
あ
り
︑
建
設
的
な
構
想
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
か
ら
だ
︒

第
六
章
﹁
ロ
シ
ア
の
操
り
人
形
と
ナ
チ
ス
︱
︱
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
有
権

者
を
悪
者
扱
い
す
る
管
理
者
エ
リ
ー
ト
の
手
口
﹂
で
は
︑
管
理
者
︵
経

営
者
︶
エ
リ
ー
ト
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
陰
謀
論
や
非
合
理
な
運
動
と
認

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
﹁
上
か
ら
の
革
命
﹂
を
省
み
る
こ
と

な
く
多
く
の
有
権
者
の
不
満
や
主
張
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
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れ
て
い
る
︒
エ
リ
ー
ト
の
間
で
は
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
は
︑
ナ
チ

ス
や
ソ
ビ
エ
ト
の
よ
う
な
全
体
主
義
の
復
活
と
み
る
見
方
が
一
般
的
で

あ
る
︒
ま
た
︑
ロ
シ
ア
政
府
が
メ
デ
ィ
ア
や
ネ
ッ
ト
広
告
な
ど
を
通
し

て
欧
米
の
世
論
を
巧
み
に
操
作
し
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
を
惹
起
し
て

い
る
の
だ
︑
と
い
っ
た
陰
謀
論
を
唱
え
る
者
も
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
国

内
の
デ
マ
ゴ
ー
グ
は
︑白
人
労
働
者
階
級
が
抱
え
る﹁
権
威
主
義
的
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
向
き
も
あ
る
︒
著
者
は
︑
こ
れ

ら
が
誤
っ
た
見
方
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
の
︑
煽
動
的
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
︑
そ
し
て
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
新
自
由
主
義
︑
そ
の
ど
ち
ら
も
民

主
主
義
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
と
し
て
退
け
る
︒

第
七
章﹁
労
働
者
の
い
な
い
楽
園
︱
︱
姑
息
な
新
自
由
主
義
的
改
革
﹂

で
は
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
社
会
の
不
公
正
に
対
し
て

行
う
対
症
療
法
に
よ
っ
て
﹁
労
働
者
階
級
の
安
楽
死
﹂
を
招
く
こ
と
が

喝
破
さ
れ
て
い
る
︒
新
自
由
主
義
者
が
処
方
す
る
万
能
薬
は
︑
教
育
の

機
会
の
拡
大
︑
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
︑
地
理
的
移
動
に
始
ま
り
︑
現
金
給

付
や
減
税
と
い
っ
た
所
得
再
分
配
の
拡
大
︑労
働
者
階
級
の
起
業
支
援
︑

反
独
占
主
義
が
立
ち
並
ぶ
︒
こ
れ
ら
が
悪
手
な
の
は
︑﹁
労
働
者
階
級

の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
起
こ
す
反
乱
に
対
処
す
る
た
め
に
︑
労
働
者
が
労

働
者
以
外
の
何
者
か
に
な
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
︑
労
働

者
が
普
通
の
賃
金
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
何
か
恥
ず
べ
き
時
代
遅
れ
で

あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
だ
﹂︵
二
〇
一
︱
二

〇
二
頁
︶︒
つ
ま
り
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
は
︑﹁
労
働
者
階
級
の
安
楽
死
﹂

を
提
案
し
て
い
る
の
だ
︒
多
様
性
に
満
ち
た
大
多
数
の
労
働
者
階
級
に

必
要
な
の
は
︑﹁
拮
抗
力
﹂
で
あ
る
︒﹁
管
理
者
︵
経
営
者
︶
エ
リ
ー
ト

の
不
正
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
団
結
力
を
一
般
市
民
に
与
え
る
こ
と
の
で
き

る
︑
旧
来
の
草
の
根
政
党
や
労
働
組
合
や
宗
教
団
体
に
匹
敵
す
る
大
衆

参
加
型
の
組
織
が
な
け
れ
ば
︑
姑
息
な
改
革
に
よ
っ
て
人
間
の
顔
を
し

た
寡
頭
支
配
を
生
み
出
す
の
が
関
の
山
で
あ
る
﹂︵
二
〇
四
頁
︶︒

第
八
章
﹁
拮
抗
力
︱
︱
新
し
い
民
主
的
多
元
主
義
に
向
け
て
﹂
で
は
︑

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
新
自
由
主
義
と
い
う
﹁
病
気
﹂
の
原
因
療
法
と
し
て
︑

労
働
者
階
級
の
利
益
な
ど
を
反
映
さ
せ
る
﹁
拮
抗
力
﹂
を
携
え
た
中
間

団
体
を
再
生
し
︑
新
し
い
民
主
的
多
元
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
一
般
市
民
は
︑
投
票
だ
け
で
は
な
く
︑
政
労

使
三
者
か
ら
な
る
経
済
団
体
や
︑
多
様
な
利
害
関
係
者
に
よ
る
文
化
委

員
会
な
ど
で
意
見
を
代
表
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
労
働
者
階
級
が

政
治
に
お
い
て
影
響
力
を
持
つ
た
め
に
は
︑
自
ら
の
強
み
で
あ
る
﹁
数
﹂

を
活
か
す
た
め
︑
中
間
団
体
︵
労
働
組
合
な
ど
︶
に
頼
る
し
か
な
い
︒

著
者
い
わ
く
︑
中
間
団
体
は
︑
腐
敗
と
無
縁
で
は
な
い
が
︑
少
数
の
エ

リ
ー
ト
支
配
に
よ
る
中
央
集
権
制
度
に
比
べ
れ
ば
︑
汚
職
は
露
見
し
や

す
く
阻
止
す
る
の
も
容
易
で
あ
る
︒
ま
た
︑
政
治
・
経
済
・
文
化
の
全

て
の
領
域
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
に
︑
全
て
の
階
級
を
組
み
込
む
こ

と
で
︑
人
々
の
孤
立
感
や
無
力
感
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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第
九
章
﹁
民
主
的
多
元
主
義
に
と
っ
て
安
全
な
世
界
を
﹂
で
は
︑
民

主
的
多
元
主
義
の
再
構
築
の
た
め
に
は
︑
現
在
の
新
自
由
主
義
的
政
策

を
改
め
︑
国
際
的
な
資
本
の
移
動
や
貿
易
政
策
︑
移
民
政
策
を
調
整
し
︑

国
内
の
大
多
数
の
労
働
者
の
利
益
を
促
進
す
べ
き
だ
と
訴
え
ら
れ
て
い

る
︒
民
主
的
多
元
主
義
で
は
︑
対
外
主
権
が
不
可
欠
で
あ
る
︒﹁
な
ぜ

な
ら
︑民
主
的
多
元
主
義
の
本
質
で
あ
る
共
同
体
間
の
交
渉
や
妥
協
は
︑

固
定
し
た
構
成
員
を
有
す
る
政
治
共
同
体
の
固
定
し
た
境
界
線
の
内
側

で
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂︵
二
二
六
頁
︶︒
グ
ロ
ー

バ
ル
な
統
合
を
優
先
す
る
の
で
は
な
く
︑
国
内
の
階
級
闘
争
の
終
結
や

社
会
の
安
定
化
を
目
指
し
︑
政
府
︑
企
業
︑
労
働
者
が
協
力
し
て
生
産

性
の
向
上
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
分
配
を
推
進
す
べ
き
だ
︒
国
家
は
︑

﹁
国
の
生
産
性
︑
国
民
の
連
帯
︑
そ
し
て
労
使
交
渉
に
お
け
る
国
内
労
働

者
と
合
法
移
民
の
交
渉
力
に
配
慮
し
た
戦
略
的
貿
易
政
策
と
選
択
的
移

民
政
策
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
﹂︵
二
二
九
頁
︶︒
留
意
す
べ
き
は
︑
貿

易
や
移
民
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
国
民

経
済
は
国
内
の
多
数
派
で
あ
る
労
働
者
階
級
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
り
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
民
経
済
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ

る
﹂︵
二
四
六
頁
︶
た
め
︑
民
主
的
多
元
主
義
の
実
現
に
は
︑
自
国
の
貿

易
︑
移
民
政
策
は
調
整
さ
れ
る
べ
き
だ
と
著
者
は
主
張
す
る
の
だ
︒

三

本
書
の
意
義

本
書
の
議
論
は
︑
広
範
か
つ
明
晰
で
大
い
に
示
唆
に
富
む
︒
本
書
の

監
訳
者
解
説
で
は
︑
本
書
の
大
き
な
意
義
と
し
て
三
点
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
︑
特
に
﹁
現
在
の
欧
米
の
主
流
派
の
政
治
︑
お
よ
び
そ
れ
に
対
す

る
反
発
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
を
見
つ
め
る
新
た
な
視
角
を

提
供
す
る
点
﹂︵
二
六
三
頁
︶
は
︑
本
書
が
い
か
な
る
書
物
で
あ
る
か
を

端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒

本
稿
で
は
︑
少
し
別
の
角
度
か
ら
更
な
る
意
義
を
二
点
挙
げ
た
い
︒

第
一
に
︑
管
理
者
︵
経
営
者
︶
エ
リ
ー
ト
か
ら
な
る
上
流
階
級
が
︑
不

公
正
な
特
権
階
級
で
あ
る
こ
と
を
暴
き
︑
労
働
者
階
級
の
地
位
向
上
へ

の
企
て
を
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
︒﹁
新
し
い
階
級
闘
争
﹂
に
お
け
る

上
流
階
級
の
条
件
は
︑
高
学
歴
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
高
等
教
育

と
は
︑
上
流
階
級
に
属
す
る
資
格
を
買
う
た
め
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
︵
市
場
︶

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵
四
七
頁
︶︒
し
か
し
︑
そ
の
市
場

の
入
場
券
の
入
手
は
︑
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
る
︒
社
会
的
流
動
性
が
な
い
国
家
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
現
状
は
大

多
数
の
労
働
者
の
地
位
を
貶
め
る
こ
と
に
繋
が
る
︒

政
治
哲
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
も
︑
現
代
社
会
に
つ
い
て
本

書
と
同
様
の
見
方
を
取
っ
た
上
で
︑
出
自
な
ど
に
よ
ら
ず
能
力
の
高
い

も
の
が
成
功
を
手
に
で
き
る
と
い
う
﹁
能
力
主
義
︵
m
eritocracy
︶﹂
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の
理
想
が
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
を
傲
慢
に
し
︑
労
働
者
階
級
へ
の
侮
蔑
を

生
み
出
し
て
い
る
と
指
摘
す
(１
)
る
︒
能
力
主
義
は
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
が
用

い
る
﹁
責
任
﹂﹁
努
力
﹂﹁
意
欲
﹂
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
纏
う
こ
と
に

よ
っ
て
︑
あ
た
か
も
労
働
者
階
級
が
低
賃
金
な
ど
不
遇
の
立
場
に
置
か

れ
て
い
る
の
は
当
人
の
問
題
か
の
よ
う
に
仕
向
け
︑
不
平
等
な
社
会
を

正
当
化
す
る
の
だ
︒
エ
リ
ー
ト
階
級
に
よ
る
寡
頭
支
配
は
︑﹁
大
半
の

労
働
者
の
貢
献
を
見
く
び
り
︑
彼
ら
の
社
会
的
な
地
位
と
評
価
を
損
な

う
も
の
だ
っ
(２
)
た
﹂︒

本
書
は
︑
労
働
の
尊
厳
を
回
復
す
る
手
立
て
と
し
て
︑
中
間
団
体
を

再
生
し
︑多
元
的
民
主
主
義
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
︒
た
だ
し
︑

上
流
階
級
の
不
正
を
暴
き
つ
つ
も
︑
労
働
者
階
級
が
最
終
的
に
勝
利
す

べ
き
だ
と
は
考
え
な
い
︒
目
指
す
べ
き
は
︑
国
民
の
連
帯
と
︑
労
働
者

階
級
の
﹁
拮
抗
力
﹂
の
強
化
を
通
じ
て
︑
全
て
の
地
位
に
い
る
人
々
が

権
力
を
分
有
し
︑政
治
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

第
二
の
意
義
は
︑
移
民
政
策
に
つ
い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
移
民
の
大
量
受
け
入
れ
は
︑
労
働

組
合
の
弱
体
化
︑
福
祉
制
度
の
支
持
低
下
に
繋
が
る
と
指
摘
す
る
︒
既

に
見
た
よ
う
に
︑
大
量
の
非
熟
練
移
民
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
て
い
る

の
は
︑
エ
リ
ー
ト
階
級
で
あ
る
︒
国
内
労
働
者
に
人
気
の
な
い
職
業
の

労
働
者
確
保
の
た
め
に
は
移
民
が
必
要
だ
︑
と
い
う
議
論
は
端
的
に

言
っ
て
欺
瞞
で
あ
る
︒﹁
特
定
の
職
業
が
そ
の
国
の
労
働
者
で
は
な
く

移
民
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
一
般
的
に
い
う
と
︑
よ
り
安

い
賃
金
で
働
き
︑︹
解
雇
を
︺
恐
れ
て
文
句
を
言
わ
な
い
移
民
を
雇
い
た

が
る
雇
用
主
の
長
年
に
わ
た
る
差
別
の
結
果
で
あ
る
﹂︵
二
三
六
頁
︶︒

著
者
は
︑
移
民
政
策
は
︑
労
働
市
場
の
分
裂
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と

を
目
標
と
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
︒﹁
低
賃
金
労
働
者
に
福
祉
国
家
の

恩
恵
を
与
え
な
い
く
ら
い
な
ら
︑
低
賃
金
労
働
者
を
入
れ
な
い
ほ
う
が

よ
い
﹂︵
二
四
四
︱
二
四
五
頁
︶︒
具
体
的
に
は
︑
熟
練
労
働
者
の
市
民

権
の
取
得
︑
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
制
度
の
廃
止
︑
不
法
移
民
へ
の
恩
赦
制

度
の
導
入
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
︒
労
働
者
階
級
の
団
結
の
た
め
に
な

さ
れ
る
本
書
の
移
民
政
策
の
議
論
は
︑
現
行
の
移
民
政
策
に
猛
省
を
促

す
も
の
と
し
て
大
変
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
︒

四

本
書
の
難
点

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
は
様
々
な
点
に
お
い
て
優
れ
た

洞
察
力
を
有
し
︑
日
本
社
会
に
対
し
て
も
有
益
な
視
座
を
与
え
て
く
れ

る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
若
干
の
疑
問
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
す
な

わ
ち
︑
本
書
の
主
張
の
根
幹
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
民
主
的
多
元

主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
中
間
団
体
の
再
生
は
果
た
し
て
可
能
な
の

か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
特
に
︑
著
者
が
重
要
視
す
る
労
働
組
合
の
弱

体
化
は
目
に
余
る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
は
労
働
組
合
を
い
か
に
強
化
し
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て
い
け
ば
よ
い
の
か
︑
と
い
っ
た
議
論
が
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い

た
め
︑現
実
的
に
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
︒

日
本
を
例
に
見
て
み
た
い
︒
欧
米
民
主
主
義
諸
国
と
違
わ
ず
︑
日
本

で
も
労
働
組
合
の
弱
体
化
は
甚
だ
し
い
︒
二
〇
二
二
年
の
労
働
組
合
の

推
定
組
織
率
は
︑
一
六
・
五
％
で
過
去
最
低
の
値
と
な
っ
(３
)
た
︒
組
合
員

数
は
︑
一
九
九
四
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
る
︒
同
年
に
大
学
を

卒
業
し
た
人
々
は
現
在
五
十
歳
前
後
な
の
で
︑
現
在
の
若
者
は
︑
労
働

組
合
に
関
す
る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
抱
け
な
い
の
が
現
状
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
労
働
組
合
を
組
織
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

組
織
率
低
下
の
要
因
は
︑
一
般
に
︑
働
き
方
が
多
様
化
し
た
こ
と
や

労
働
組
合
へ
の
期
待
値
の
減
少
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
組
織

率
の
低
下
も
無
理
は
な
い
︒
雇
用
者
の
約
四
割
は
非
正
規
労
働
者
で
あ

る
(４
)
が
︑
非
正
規
社
員
の
加
入
を
認
め
な
い
労
働
組
合
は
六
割
に
上
(５
)
る
︒

た
だ
で
さ
え
不
安
定
な
労
働
環
境
を
強
い
ら
れ
て
い
る
非
正
規
労
働
者

の
多
く
は
︑
賃
金
交
渉
や
処
遇
改
善
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
︒

欧
米
諸
国
で
は
︑
労
働
者
階
級
は
昔
か
ら
そ
の
国
で
働
い
て
き
た

人
々
と
新
し
く
や
っ
て
き
た
移
民
と
の
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
と
本
書

で
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
対
し
て
︑
日
本
で
は
︑
労
働
者
階
級
は
︑
比

較
的
地
位
が
守
ら
れ
て
い
る
正
規
労
働
者
と
︑そ
れ
に
比
べ
所
得
水
準
︑

生
活
水
準
が
極
端
に
低
い
非
正
規
労
働
者
に
分
断
し
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
社
会
学
者
の
橋
本
健
二
は
︑
正
規
労
働
者
と

非
正
規
労
働
者
は
収
入
や
貧
困
率
な
ど
に
お
い
て
大
き
な
格
差
が
あ
る

こ
と
を
豊
富
な
デ
ー
タ
で
示
し
つ
つ
︑
労
働
者
階
級
の
分
裂
を
憂
慮
し

て
い
(６
)
る
︒
雇
用
の
不
安
定
化
は
︑
労
働
者
階
級
の
分
断
の
大
き
な
要
因

と
な
り
︑
国
民
の
連
帯
や
団
結
を
阻
ん
で
い
る
︒
特
に
日
本
に
お
い
て

は
︑
労
働
組
合
に
若
年
層
が
参
画
で
き
る
よ
う
に
し
︑
運
動
を
活
性
化

さ
せ
る
方
策
を
打
ち
立
て
る
と
同
時
に
︑
安
定
し
た
雇
用
環
境
を
実
現

す
る
政
策
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
な
国
内
で
の
﹁
拮
抗
力
﹂
を
高
め
る
た
め
に
中

間
団
体
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
︑
国
際
社
会
に
お

け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
経
済
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
は
︑
労
働
者
階
級
の

地
位
向
上
は
望
め
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
中
間
団
体
の
再
生
と
並

行
し
て
︑
各
国
に
よ
る
国
際
協
調
に
よ
っ
て
国
際
的
な
経
済
枠
組
み
を

変
革
す
る
必
要
も
あ
(７
)
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
労
働
組
合
の
再
生
は
困
難
が
伴
う
だ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
中
間
団
体
の
再
生
が
な
け
れ
ば
︑
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
寡
頭
支
配
と

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
繰
り
返
し
覇
権
争
い
を
す
る
よ
う
な
堕
落
し
た
社
会

に
な
る
と
著
者
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
︒
も
し
そ
う
な
れ
ば
︑
多
く
の
一
般

市
民
は
︑
荒
廃
し
た
社
会
で
諸
々
の
権
利
が
剥
奪
さ
れ
︑
よ
り
一
層
無

力
感
に
苛
ま
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
ん
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
が
未
来
で
顔
を
覗

か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
や
は
り
現
状
を
変
え
る
た
め
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に
は
︑
む
や
み
や
た
ら
な
﹁
上
か
ら
の
革
命
﹂
に
歯
止
め
を
か
け
︑
労

働
者
の
地
位
を
向
上
し
︑階
級
闘
争
に
終
止
符
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

五

お
わ
り
に

本
稿
の
冒
頭
で
︑
本
書
は
民
主
主
義
の
在
り
方
を
再
考
す
る
試
み
で

あ
る
と
述
べ
た
︒
著
者
が
考
え
る
民
主
主
義
と
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の

だ
︒﹁
真
の
民
主
主
義
と
は
︑
政
治
・
経
済
・
文
化
に
お
け
る
多
く
の
主

要
な
社
会
集
団
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
な
交
渉
力
を
持
ち
︑
自
ら
の
利

益
と
価
値
観
を
守
る
能
力
を
備
え
︑
終
わ
り
の
な
い
制
度
化
さ
れ
た
交

渉
を
行
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
定
義
に
従
え
ば
︑
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
新

自
由
主
義
や
煽
動
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
少
し
も
民
主
主
義
と
は
言
え

な
い
﹂︵
一
四
四
頁
︶︒
さ
ら
に
︑
著
者
は
︑
現
代
の
参
加
型
運
動
は
︑

﹁
垢
抜
け
な
い
下
町
言
葉
の
演
説
と
市
民
の
雄
弁
術
と
を
組
み
合
わ
せ

た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑︵
⁝
︶
最
良
の
意
味
で
﹃
庶
民

的
な
︵
vulgar︶﹄
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂︵
二
二
二
頁
︶
と
述
べ
る
︒

民
主
主
義
と
は
︑
高
尚
な
理
念
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
本
来
︑
一
般
市

民
が
話
し
合
い
な
が
ら
妥
協
を
重
ね
て
い
く
﹁
庶
民
的
な
﹂
も
の
な
の

で
は
な
い
(８
)
か
︒

本
書
は
︑
階
級
闘
争
の
渦
中
で
全
て
の
国
民
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
な

る
政
治
を
実
現
す
る
︑
と
い
う
難
題
に
対
し
︑
大
い
な
る
貢
献
を
果
た

し
て
い
る
︒
本
書
の
議
論
が
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
国
民
に
届
き
︑

﹁
大
都
市
エ
リ
ー
ト
か
ら
民
主
主
義
を
守
る
﹂
こ
と
で
︑
自
由
民
主
主
義

社
会
の
再
建
に
繋
が
る
こ
と
を
願
い
た
い
︒

注︵
１
︶
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
／
鬼
澤
忍
訳
﹃
実
力
も
運
の
う
ち
︱
︱

能
力
主
義
は
正
義
か
？
﹄
早
川
書
房
︑
二
〇
二
一
年
を
参
照
の
こ

と
︒

︵
２
︶
同
書
︑
四
七
頁
︒

︵
３
︶
厚
生
労
働
省
﹁
令
和
４
年
労
働
組
合
基
礎
調
査
﹂https://w
w
w
.

m
hlw
.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/22/dl/01.

pdf︵
二
〇
二
三
年
二
月
十
三
日
閲
覧
︶

︵
４
︶
総
務
省
﹁
令
和
４
年
労
働
力
調
査
﹂
https://w
w
w
.stat.go.

jp/data/roudou/index.htm︵
二
〇
二
三
年
二
月
十
三
日
閲
覧
︶

︵
５
︶
厚
生
労
働
省
﹁
令
和
３
年
労
働
組
合
活
動
等
に
関
す
る
実
態
調

査
﹂
https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/toukei/list/dl/18-r03gai

you02-4.pdf︵
二
〇
二
三
年
二
月
十
三
日
閲
覧
︶

︵
６
︶
橋
本
健
二
﹃
新
・
日
本
の
階
級
社
会
﹄
講
談
社
︑
二
〇
一
八
年
︑

七
四
︱
七
六
頁
︒

︵
７
︶
施
光
恒
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
是
正
で
中
間
層
の
再
生
を
﹂﹃
V
oice﹄

第
五
二
七
号
︑
二
〇
二
一
年
︑
六
二
︱
六
九
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
８
︶
施
光
恒
﹁
著
者
に
聞
く

新
し
い
階
級
闘
争
︱
︱
大
都
市
エ
リ
ー

ト
か
ら
民
主
主
義
を
守
る
﹂﹃
月
刊
日
本
﹄
第
二
十
七
巻
第
一
号
︑

二
〇
二
二
年
︑
一
五
一
頁
を
参
照
の
こ
と
︒
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