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本
的
要
因
と
す
る
。
：'
し
か
し
、
先
進
国
に
対
す
る
輸
出
伸
長
率
が
鈍
化
し
て
い 

る
こ
と
、

ア
ジ
ア
に
お
い
て
、

I

o :
A

関

係

の

凿

や

中

共

.に

対

す

る

笛

増 

加
が
大
ぎ
な
ゥ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い〕

る
こ
と
、
：
ラ
テ

.

ン
..
.

ア
メ
リ
カ
、
大
洋
洲 

に
お
い
て
決
済
関
係
や
対
日
輸
入

1

な
ど
の

.

影
響
に
よ
り
^

^

の
儒
少
を
み 

た
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
は
I E

し
：い
：.C

一
 

九

3
。
た
だ
世
思
各
国
が
こ
の
一

一'、

一一一
 

年
の
経
済
成
長
に
ど
0 '

よ
ぅ

.

に
と

.

っ
く
ん
で
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
安
定
的 

成
長
に
ど
の
よ
ぅ
に
：ふ
し
ん
し

.
て
き
で
い
る
か
が

.
ふ
れ
ら
，れ
て
よ
い

g

M

で
あ 

W
。

白
本
贸
兹
の
市
場
構
造
セ
は
、
そ
の
不
安
定
铿
を
よ
く
画

1\
'

て
い
る
？
も 

.
っ
と
も
、

こ
れ
も
最
近
ま
で
の
わ
が
国
の
産
漏
造
と
結
び
つ
.け
て
分
析
さ
れ 

て
い
れ
ば
、

一
廇
こ
れ
か
ら
の
わ
亦
国
の
贸
易
問
題
を
理
解
す
る
に
役
立
っ
た 

よ
ぅ
に
思
え
る

 

o
 

.

.ノ：
:

.

,

:
 

V
/

、
.

' 

.
第
三
章
で
は
、

'

最
近
の
問
題
に
そ

.

の
ま
ま
意
味
を
も
つ
質
易
と
国
内
経
済
の

' 

関
係
が
摘
出
さ
れ
て
い

.
る
。
即
ち
、
経
済

.
の
.基
調
が
五
六
年
に
は
前
年
と
く
ら 

ベ
て
変
化
し
、
経
済
拡
大
の

®

力
が

a
s

か
ら
内
需
に
移
行
し
、

こ
れ
が
輸

. 

入
需
要
増
大
と
な
り
、
外
貨
収
支
を
悪
化

.
せ
し
め
る
に
至
っ
た
事
情
が
画
か
れ
：
 

る
。
殊
に
輸
入
上

#

の
要
因
に

0

い
て
、
原
材
料
輸
入
増
加
が
検
討
さ
れ
て
い 

る

(

三
I

I

三
五
頁

)

。
こ
の
部
分
は
、

.
お
そ
ち
く
こ
の
度
の「

白
書」

の
白
眉 

を
な
す
と
こ
ろ
と
い
え
上
ぅ
。
即
ち
、
輸
入
が
生
産
を
上
廻
っ
て
伸
び
た
理
由 

に
、
産

^

!

!

成
の
変
化
を
否
定
し
、「

国
産
原
料
の
供
給
弾

i

が
小
で
、
大
巾 

な
需
敷
擀
に
对
宓
し
克

l

い
で
、
：
瀚
八
分
の
割
合
於
满
大
し
た
た
め」

と
み
、

鉄
銅
く
ず
、
鉄
鉞

#

粘

炭

な

ど

の

輪

入

原

歡

費

增

加

率

が

鉄
I

産
の
上 

昇
を
上
廻
っ
た
例
を
あ
げ
る
。

こ
れ
を
第
一
の
理
由
と
し
、
次
に
、
多
額
の
輸

入
原
料
の
補
填
蓄
積
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
'し
か
し
、—1
白
書
_
!は
更
に
、
わ
が
.
 

国
の
.長
期
の
輸
入
依
存
度
傾
向
に
：も
ふ
れ
、
.こ
れ
が
次
第
..に
上

昇
.1
.
て
ゆ
く
傾 

向
：に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
：て
いる
。

こ
.

れ
は
こ
の
一
一
年
間
に
お
け
る
大
き
な
理 

解
の
変
化
で
あ
る
。

つ
い
一
昨
年
に
は
、
わ
が
国
の
賀
i

存
度
の
低
下
が
問 

題
と
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
：あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
ま
た
今
日
の

よ
う
に

外
貨 

,

不
足
を
み
る
場
合
、.こ
'の
依
存
度
の
分
折
は
ョ
リ
慎
重
を
要
す
る
。
.
.
_
ば
昨 

年
か
ら
わ
が
国
が
依
存
度
の
上
で
、
.タ

ー

 
ニ
..ン
ダ■

•一 

ポ
ィ
ン
ト

'

を
示
し
て
.い
る
，
 

と
み
る
の
だ
が
、;こ
'の
長
期
の
分
析
に
通
産
省
当
局
が
は
っ
き
り
し
た
見
解
を
.
 

も
つ
こ
と
を
望
み'た
い
。

と
れ
ら
の
検
討
の
あ
と
、

「

皇
日」

：は
'

「

生
産
上
の
隘
路
の
解
消
の
た
め
積
極 

的
に
輸
入
.の
確
保」

.が
必
要
で
あ
る
と
し
、そ
の

i

ff
#
か
ら
も
®

の
振 

興
の
努
力
を
う
た
う
。.-
：
そ
し
て
、
：貿
易
の
市
場
構
造
の
不
安
定
性
、
貿
易
体
制 

_の
不
備
を
あ
げ
ア
解
決
，の
方
向
と
し
て
、(1
)
財
政
金
融
の
.傭
全
基
調
の
.維
持
、

⑵
隘
路
.の
打
碑
、
.衝
産

業

の
..合
理
化
、
投
資
の
積
極
的
歷
の
ー
一
点
と
、
国

際
.
 

競
争
力
の
培
養
、
：貿
易
環
境
と
取
引
体
制
の
盤
備
、
経
済
協
力
の
積
極
的
推
進

.
 

を
提
案
し
て
.い
る
？
■

の
諸
点
に
つ
；.いて
は
、
こ
れ
ま
で
の
具
；

政
策
実 

.繼
過
が
第
五
章
弋
毎
年
め
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
解
説
的
す
ぎ
、
：そ
れ 

..が
ど
の
よう
.
.に
.目
的
.^-
果
.乙
寄
与
し
て
き
て.い
■る
'か
、
こ
れ
か
ら
の
解
決
方
向 

に
そ
え
ば
，
へ
ど
う'い

-5
;よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
積
極
性-に
欠
け
て
い
る
。 

こ
れ
は
毎
年
の
-1
通
商
白
書」

：

の
欠
点
と
い
い
得
よ
う0
I

I九
ー
五
七
，
七

丨
 

(

通
商
産
業
調
査
；会
：

版
：；：J
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'パ
ウ
ル

•
ホ
ニ

.

，ヒ
'

ス

ハ

イ

.ム

『

ナ
メ
リ
力

'精
神
生
活
に
お
け
る

'

マ

.ッ
ク
ス

•
ウ
エ
丨
パ

1』
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戦
後
の
い
わ
ゆ
る
ゥ
エ.
Iバ
ーr

ル
ネ
.サ
ン
ス」

.は
世
界
的
現
象
でも
あ
る 

が
と
り
わ
げ
ア
メ
リ
カ
に
め
ざ
ま
し
い
。

こ
.の
ウK 
’

丨
バ

I

の
.

ア
メ
.リ
カ

的
状 

況
の
考
察
は
わ
れ
わ
れ
の
ゥ
工
ー
バI
研
绝
に
示
唆
を
与
え
る
と
共
に
現
代
ア.
 

メ
リ
力
人
の
精
1

造
を
知
る
と
い
ぅ
点
で
思
想
史
的
興
味
を
そ
そ
ら
ず
に
は
‘
.
 

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た‘め
に
は
ゥ
H 

Iパ~

自
身
に
つ
い
て
の
深
い
理
解.

と
知
識
を
、
他
方
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
界
を
め
ぐ
る
広
い
展
望
を
も
ち
あ
わ
せ 

る
こ
と
が
ホ
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
？
こ
の
ょ
ぅ
な
i

な
課
題
の
理
想
的
な 

'担
い
手
を
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
ホ
二
ヒ
ス
ハ
イ
ム
に
わ
れ
わ
れ
は
み

.い
だ
し
た
'. 

ど
い
っ
て
よ
い

。

■

ホ
ニ
ヒ
ス
ハ
イ
ム

-

は
か
つ
て
ハ
イ
デ

'ル

べ

エ

ル

ク

時
. ®

の
ゥ
ヱ

t

パ

ー

彖

に

ノ
.

社
会
学
者
、
若
き
友
人
と
し
て
し
ば
し
ば
出
入
り
し

(

民
^ :
1

3

2

1

2

1

<1
)

^

0

5

,

 

L
e

b
e

n
s

b
i

l
d

,
s

.

 

4
0

00,
.

4
9

6
)

ゥ
エ

I

パ
ー
そ
の
人
に
身
近
に
ふ
.れ
る
機
会 

を
も
ち
、

ナ
チ
ス
の
政
権
獲
得
に
ょ
り

1

九

三

三

年

ケ

ル

ン

大

学

を

去

.

-?
て

新
 

大
陸
に
移
り
パ
チ

.

マ
大
学
‘

T

ル

ー

大

学

を

経

て

：
一

.

九

三

八

年

以

来

、
、
、
シ

ガ

シ

. 

州
立
大
学
に
あ
ら
て
社
会
学
，
人
類
学
を
講
じ
て
い
る
。
戦

後

ヴ

H

丨
、パ
ー
に

書

評
'

及
：
び

.，鞀

'
介

.つ

.い
て
例
え
ばT

理
想
型」

の
系
譜
的
源
泉
と
し
て
の
0
.
ィ
工
リ
ネ
ク
の
意 

義
を
考
察
し
た
|
|
文
>

或
い
は
ヴ
.ェ.
丨
バ
ー
.の
思
想
的
発
展
を
考
え
る
上
に
忘 

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
マ
”

ア
シ
ネ
夫
人
に
つ
い
て
の
^

料
等
^

々
の
論
文
T 

資
料
を
#

做
し
て
い
る
が
、
.な
が
：.で
も
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
論
文
は
ゥH

 

—

、、ハ 

丨
，そ
れ
自
体
の
理
解
，の
深
化
、
.
ナ
メ
リ
力
^

㈣

双
矹
の
^
畠
更
に
わ
れ
わ
れ
の 

問
題
意
識
構
造
反
省
の
機
縁
を
与
え
る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
.， 

と
い
え
よ
5
。
以
下
あ
.え
て
忠
実
に
轺
介
す
る
ゆ
え
ん
で
'あ
る
。

さ
て
.ゥ
ヱ
ー
パー

を
む
か

.

え
る
べ
き
ア
メ
リ
ガ

社
会
科
学
.の
歴
史
的
特
長
は 

、ど
う
で
あ
ろ
う
か

,

ホ
：ニ
ヒ
ス
ハ
イ
ム
，の
考
察
ば
ま
ず

知
的
構
造
の
ア
メ
リ
ヵ

.

的
特
性
の
歴
史
的
展
望
に
始
ま
る
。

,「

7.
メ
リ
ヵ
社
会
学
の
將
長

|_
ア
メ
リ
ヵ

社
会
学
者
達
に
は
少
な
くと
.

も
三
つ
の
基
本
的
信
条
が
あ
る
。
⑴

ロ
マ
ン
主
義
的
伝
統
め
な
い
た
め
有
機
体 

論
者
や
全
体
性
的
形
而
上
家
達
が
殆
ど
お
ら
ず
、

.
こ
の
と
と
に
も
と
づ
く
ヰ
、ポ 

の
社
会
概
念
の
所
有
。i

会
学
の
実
践
的
効
能
の
可̂

^
と
正
当
性
の
信
仰。.

.
 

⑶
国
際
的
機
関
形
成
価
値
へ
の
信
嗯
以
上
の
共
通
点
に
対
し
次
の
対
立
傾
向

.

を
素
し
て
い
る

0

(1
)

:

ろ
ぺ
ジ
4 .
'

-

^

^

者

(

&

0

1

1

1

0

1

©

:

!

:

,

«

©

1

1

6

3

:

)

に
上
石
急 

進
时
ダー

ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
対
立
す
る
エ
ル
ヴ
ー
ド
，
へ
イ
ズ
に
よ
る
ダ
ー

ヴ
ィ 

:

ニ
ズ
，ヤ
め
限
定
化
。
⑵

ヮ
グ
ナ
ー
、：>

ュ

モ
.

ラ
I

門
下
の
ス
モ
一

.

ル
、
ハ
エ
ル
ゥ 

丨
ド
の
社
会

.
政
策
’
派
と
伝
統
的
自
由
派
の
対
立
。

I

力
説
的
国
家
発
展
論 

,
(

w
a

x
d

>

と
平
和
的
発
展
論

(
H

a
y

e
s

)

の
.

対
立
。

⑷
歴
史
的
社
会
学
派
と
数

、

九
芄
：(

一
一
九
三)



ノ

鸯
的
統
計
的
自
然
科
学
的
社
会
樂
め
対
立
、

：

後
者
の
優
位
。

：

社
会
学
の
こ
■の
傾 

.

.向
と
同
じ
歩
み
：を

示-'
1
.て
い
る
も
.の
匕
社
会
心
理
学
、
：：
.犯
罪
学
、
社
会
地
誌
学
、 

生
態
学
、
人
植
学
が
あ
り
、i

l

>

.

,
経
済
学
者
は
あ
の
：ド
イ
ク
的
象
徴
：で
、
 

..■あ
る
社
会
政
策
と
歴
史
の
結
び
つ
き
に
対
し
Vよ
り
少
な
く
社
会
農
的
、
よ
り 

:

少
な
く
歴
史
的
で
あ
っ
た
。.神
学
者
、
餌
学
者
も
同
様
で
あっ
た
。
彼
ら
の
教 

会
は
オ
ラ
ン
ダ
系
カ
ル
ヴす1| 

K
K、
ド

イ

ツ
-.
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
系
ル
タ
ー
派 

等

の1

部
を
除
いV

は
教
義
的
活
動
よ
り
し
ば
し
ば
社
交
的
ク
ラ
ヴ
で
あ
り
、
•
 

適
去
と
の
特
別
の
結
び
；つ
き
を
も
た-^
い
。
更
に
典
型
的
に
ド
イ
ツ
的
結
合
で 

■あ
り
ゥ
.干
丨
.，VN
.丨
自
身
に
明
ら.'か
に
具
象
化
さ
れ
て.い
：る
.利
学
.
.
•
.
哲

学

•
.
.
.
法

律 

学

•社
^M

：

学
の
"四
学
科
の
結
合
は
こ
の
土
嬢
に
は
欠
け
てU
.る
'の
で
あ
る
。 

と
の
よ
ぅ
な
知
的
風
土
の
相
違
に
も
か
：か
わ
ら
ず
何
故
に
ヴ
ー
エ

丨
パ
ー
へ
の
関 

心
が
よ
せ
ら
れ
る
：の
か
、
，
.こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
ぅ
け>>
れ
過
程
に
あ
ら
わ
れ

た
ゥ
エ
I

バ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
本
質
特
牲
を
み
て
み
よ
ぅ
。：

.

.

.

.

3

「

政
治
家」

ゥ
ヱー

バ
ー
多
く
の
ド
イ
ツ
大
学
の
同
僚
か
ら
区
別
さ 

.れ
る
反
ゥ
ィ
ル
へ
ル
ム
的
態
度
、
社
会
I

や
合
衆
国
の
諸
制
度
べ
の
積
極
的
. 

関
心
そ
し
て
船
殊
な
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
観
、
つ
ま
り
ヨ
I
 

ロ
ナ
パ
の
^

命
に
対
辟 

し
て
資
本
主
義
が
ひ
と
た
び
実
在
化
し
て
し
过
っ
た
以
上
は
デ
モ
ク
ラ
ツ
イ
，
. 

社
会
化
.

指
導
者
構
力
：
帝
国
主
義
•

慕

制
•

合
理
性
へ
.と
た
え
ず
推
し
進
め 

ら
れ
る
こ
> .

、.
.し
.か
も
と
の
合
理
性
こ
そ
ヨ
I
 

..
ロ
.

ッ
。ハ
文
化
♦
'科
学
.

裡
学
に
' 

本
質
的
な
も
の
.で
あ
る
と
い
う
み
方
。
こ
れ
ら
の
点
に
.
ア
メ
リ
カ
の
眼
は
特
に
.

•■
、
 

/ 

九
六
'

(
一

一.九
四〕

..

そ
そ
が
れ
た
:0

ニ 

>
. 

ぐ
.

'

*

.

(2
)

哲̂
棠
者
と
り
わ
け
認
識
理
論
家
、
-
倫
理
家
1
と
し
て
©.
ゥ
土 
一
バ
ー 

.
 

こ
こ
で
0:
ゥ
>.
|*
-
丨
は
九
：つ'の

麗

哦
.に
分
た
れ
う
る
。㈠
没

価

植

H
そ 

0
ま
ま
に
乾
定
さ
れ
た
が

(

^
肖
3
0
:
0
3
.

Q
e
r
t
h

 a
n
d

 Mills >

一
 
方
実
在
と
•価 

ぐ
値
と
は
相
互
に
き
り
離
さ
れ
得
ず
又
記
述
と
規
範
識
定
も
分
が
ち
得
ぬ
と
反
論 

' 

'さ
れ
で
い
：る(

J
i
n
,

 J
e
n
s
e
r
o
o

 ,

㈡
価
値
関
係
理
論
》
歴
史
的
考
察
の
承 

が
.か
.り
を
与
え
る
も
め
と
し
て.の
こ
の
：理
論
は
別
し
；て
：シ
ル-ド
虼
よ
り
1

対 

象
の
..選
択
過
程
を
明
ら.か
.に
し
得
る
可
能
性
の
故'に
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。 

M
麗

性

概

念
H

a
シ
ャ
革
命
の
避
難
者
ソ
.ド
ー
キ
ン
が
そ
の
形
而
上
的
超
越 

性
体
系
の
立
場
が
ら
、
ゥ
 

パ
I
の
新
ヵ
シ
ト
派
的
因
果
律
概
念
を
世
紀
転
換 

.
期
の
！
！
能
主
義
的
み
方
と
し
て
拒
否
し
て
い
る
の
を
除
い
て
一
般
的
に
う
け
い 

.れ
ら：

れ
て
い
る
。
㈣
理
想
型=

一
般
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
が
時
間
係
数
の
軽 

視
の
危
陳(F

i
s
c
h
o
f
o
,

と
か
、
こ
：の
よ
う
な
概
念
形
成
は
現
象
把
握
の
補
助
手 

段
の
位
禮
を
ぬ
け
き
れ
ず
適
合
的
定
義
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
ソ
ロ
ー
キ
ン
の 

反
名
目
主
義
よ
D
す
^
批
判
が
み
ら
れ
る
。

®

因
果
諸
契
機
多
元
論

=

特
殊
な 

構
成
的
諸
因
子
疋
解
消
す
る
こ
と
に
よ
る
.特
定
歴
史
現
象
の
解
釈
と
い
う
こ
と 

,に
関
し
'て
は
.、
；
ー：連
の
数
の
諸
契
機
を
集
め
る
こ
と
.に
よ
る
効
果
は
あ
ろ
う
が.
 

そ
の
際
個
々
の
^

■
の
^
じ
た
双
^
が
見
失
わ
れ
る
と
い
う
反
論
が
あ
るQ
V- 

schoif,

CQorokin)

。
㈥
理
^

:
会
学=

分
析
し
よ
う
と
す
る
集
団
の
合
理
的 

立
場
を
同
時
的
、
仮
定
的
に
う
け
い
れ
、
他
方
少
な
く
.と
も
研
究
活
動
内
の
あ 

る
期
間
持
続
的
に
自
已
の
も
つ
合
理
性
観
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
の
立
場
に
つ 

い
て
は
、
認
識
過
程
の
こ.の
部
分
の
無
視
.は
で
き
な
い
と
い
っ
て
の
強
い
支
持

が

あ

る

tde
c
k
e
r
)
。

㈦
歴
史
祖
学
"
こ
.の
ぅ
ち
法
則
定
立
的
と 

記
述
的
と
の
学
科
区
分
は#,
く
の
人
に
ょ
り
私
質
的
に
承
認
さ
れ
た
。
.
マ 

■

ル
ク
シ
ズ
ム
と
の
類
似
点
例
え
ば
ウ
エ

ー

、、ハ
I
が
経
済
的
諸
契
機
の
無
視
で
き 

ぬ
機
能
を
重
视
-1
.た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

(

1
>
2
^
0
|
0

<1
>3-
^

M

l)

、
他
方 

支
配
的
契
機
を
ウ
テ
ー
バ
ー.が
#-
.ー7 0

/3 1

義
の
立
.場
か
ら
拒
否
し
.た
こ
と
に1 1

® 

し
て
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
と)

の
類
似
が
説
か
れ
て
い
る

(

^
^
^
^
タ

ぞ̂

ダ 

。
れ
社
会
学
と
心
理
学
の

隔
離
. ；；；；

一..'.
般
的
に
は
多
く
の
点
.で
同
意
し
な 

、が
ら
も
パ
I
ス
ン
ズ
は
社
会
学
か
ら
心
理
学
を
排
除
す
る
と
と
の
不
可
i

を 

主
張
し
て
い
る
。㈨
倫
理
学=

ウ
テ
ー
バ
ー
は
カ
シ
ト
的
なg

w
的
命
令
に
新 

た
な
方
向
を
与
え
た
、
即
ちW
上
の
、̂

#
の
キ
リ
ス
ト
敎と
^
め
i
双
の
対
立 

的
要
求
.と
の
間
に
選
択
；の
；行
わ
る
べ
1

き
と
と
、'然
も
そ
の
^
^
が
行
わ
れ
て
な 

お
且
つ
本
質
的
に
そ
れ
は
不
完
全
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
•と
い
ぅ
悲
劇
的
義
務
性 

を
®

し
た
。
こ
の
倫
理
観
は
理
解
さ
れ
は
し
た
が
な
か
な
か
に
5-
け
い
れ
ら 

れ
ず(Becker, 

M

a

iw'
e
, Sa

l
o
m
o
n
!)、

.又
倫
理
的
形
式
主
義
と
し
て
上 

記
.の
没
価
値
理
論
と
同
じ
く
哲
学
的
に
支
持
し
が
た
.い
と
め
批
判
も
み
ら
れ
る 

CJ0r4an)
：o

な
お
ガ
ー
ス
：.と
ミ
ル
ス
は
ウ.H

丨
バ
：丨
倫
理
の
情
緒
的
背
景
.を 

，始
め
の
も
の
は
固
民
的
義
務
意
識.，.後
の
.は
宗
教
的
な
る
も
.の
と
み
な
し
て
い 

る
。

-

.. . 

. 

.
■■
.

:

.

:

.
'

■
:
;

'
. '

.
::
:
:
;■'
:.
•

.

'.

.
⑶

「

社
会
史
、
'経
済
史
研
姥」

に
お
げ
る
ウ
工

I
バ

I
.■

•'
7
メ
リ
力
へ
の 

影
響
は
殆
ど
'ロ 

I
マ
農
業
史
及
び
資
本
主
義.起
：源
論
の
分

野
に
お
.い
て
で
あ 

る
。

.ロ
ー
マ
農
®

に
づ
いV

は
ウ
土
丨
バ
.丨
自

.身

モ
A

ゼ
シ
、

シ
ー
ボ
ム
、

p
.

丨
ト
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
、
ウ
ィ
ル
ッ
ケ
ン
に
^
び
つ
い
て
い
る
が
彼
が
初
め
て

. 

..

.

書

評

及
び

，

鞀
办

理
論
的
に
結
晶
化
し
た
事
、
或
い
は
す
で
に
他
で
仮
設
的
に
主
張
さ
れ
て
い
た 

事
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
た
も
の
は
以
下
の
八
づ
の
点
で
あ
る
。S

軍
兵
団
へ 

の
編
入
.
に
よ
る
平
民
の
社
会
的
上
#

。5

非
口ー
マ
地
方
征
服
へ
.の
平
民
の
関 

%

,
 

H
公
有
地
分
配
に
際
し
，

P
:

の
平
民
の
注
意
の
増
大
。
㈢

ラ
チ
ィ
フ
ン
デ
ュ

. 

:

ヴ 
<

発
生
め
.総
通
程
内
ぱ
.お
'け
る
地
方
か
ら
首
都
へ
の
穀
物
供
給
：の
® *
要
性
の 

.

喪
失
：。
闲
軍
隊
：や
廠
舎
忆
お
げ
る
奴
隸
生
活
研
究
の
資
料
と
し
て
土
池
測
量
家 

の
文
献
の
羽
用
。
H

後
期
ロ
' r

.
マ
...生
活
に
お
け
.る
、沿
岸
^

E
.

か
ら
内
陸
ラ
テ

V

 

フ
ン
デ
ュ
ゥ

<

へ
9
.移
行
の
資
料
と
分
析
に
よ
.る
駆
明
。..

S

自
由
小
作
人
の
税 

負
担
に
.よ
る
圧
廹
か
ら
'で
な
く
自
発
的
な
従
属
化
に
由
来
す
る
後
期
口
ー
マ
の 

:

〒
ロ
モ
イ
の
靡
生O. 

S

後
期
ロ ー

マ
の
自
然
経
済
的
ラ
テ
ィ
フ
ン
；テ
ュ
ゥ
ム
か

.
&中
世
初
期
め
キ
：リ
ろ
ト
教
的
ゲ
ル.マ.ン
的

土

地

所

有

制

へ

餐

鑛

の

.
*
料 

‘

と
分
析
に
^
る
証
明
。
'こ
れ
ら
の
.理
論
は
帝
制
ロ
シ
ヤ
か
ら
の
亡
命
豸
ロ
ス
ト 

'フ
ッ
.エ
.フ
.や
卞
：丨
プ
.シ
ュ
.
'の
.媒
介
に
よ
^
'新
大
陸
に
流
入
し
：た
。
..そ
の
他
孔
子 

:

の
経
済
倫
理cpa*

'sonsH Wiliams')
、

古
代
ロ
1

マ
の
フ
ト
へ(G

e
i
g
e
r
)
、 

丨
ホ
ー
マ
時
代
：の奴
隸
爾

I

f

 
1

5も
承
認
さ
れ
て
い
る
が
他
方
植
族 

.
の
定
義
：：s
.
. 

B
e
c
k
e
r
)
、
；：

儒
教
と
冲
世
経
済
倫
理
観
：

(
s
o
r
o
k
s

に
そ
れ 

ぞ
れ
の
異
論
が
あ
る。
'

:
..
-

.
.-
.

:
-
 

.

.

.(4
)
.

「

ガ
'ル
ヴ
ィ
シ
生
義
的
資
本
主
義
的
論
議

」

■'
こ
の
.理
論
の
ア
メ
リ
力 

の
経
過
：は
こ
ぅ
で
あ
る
。
先
ず
之
を
承
認
す
る
報
告
が
部
分
的
に
補
足
す
る
例 

示
を
も
へ
っ
て
現
わ
れ

(

^
^
e
a
o
w
、
^

^

^

S
a
l
o
m
o
n
)

つ
ぎ
に
こ
の
力
ン 

ト
派
の
'学
者
9-
:
.エ
1.
バ
ー)

は
精
神
的
な
%-
-
の
の
意
義
を
何
か
適
大
評
価
し
、 

力
：.

ル
ヴ
ィ
_'
-
1
.
え
‘ム
内
部
の
変
化
を
過
少
評
価
し
て.い
：る
と
：い
ぅ
告
&
を
伴
っ
て 

:
■ 

九

七.(
一
r

九
五)



0-
.。ハ
，̂
ス
ン
ズ
の
翻
訳
が
発
管
れ
た
。
、
つ.づ
れ
.て
ち
^

.ぢ
経
済
的
変
化
を
観
念
的
要
因
に
ょ
り
へ

1

®''

的
に
説
明
t
る

こ

.
：
と

は

許

さ

：れ 

ず

、
ペ

又

ヵ

：
ル

.グ
ィ
.，
；
ズ

：人

の

営

利

に

对

す

る

み

方

：

_

世
及
ぴ
.ル
木
サ
シ
：.ス
$ 

ま
で
遍
ぅV
追
求
し
得
る
^
い
ぅ
反
論
が
生
.ま
れ
た
が
、£

の
反
対
は
ゥ
ろ
《 

パ
丨
を
し
て

.不
当
に
す
べ
て
を
！
^

的
な
契
機
に
帰
す
一
+一
兀
論
的
観
念
論
者
た
，
 

ら
し
め
，て
い
る
こ
と
、
.
ぞ
の
上
常
に
教
会
の
環
の
み
を
ゥ
キ
ー
バ
べ
ー
に
聞
わ 

"ら
し
.め
て
い
る
が
彼
は̂

•然
そ
ん
な
こ
.と
を
考
え
'て
い
ず
只
信
者
め
動
機
づ
け 

を
考
え
て
.い
る
.に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
の
反
批
判

(

巾
肖
3
0
1
1
3
>
を
::
ぅ
む
マ
た
0 : 

吏
に
四
つ
の
新
た
な
ヴ
へ
ェ
1

パ

，

1
批
判
が
提
出
さ
れ
た.
0へ̂)
予

定

説

ば

ヵ

ル

ヴ
 

ィ
ニ
^
ム
の
本
質
的
標
識
で
な
ぐ
へ-ヵ
ル
ヴ
へ
ィ
ニ.ズ
ム
は
業
至
義
の
成
長
に'
 

ょ
り
消
え
、.新
世
界
へ
；の
移
住
者
に
と
り
貨
幣
畜
積
は
社
会
敦
威
獲
得
©
唯
：..

一' .

の
宇
段
だ
っ
た
^

で
典
型
的
な
ァメ
リ
：ヵ
大
資
本
家.は
必
ら
ず
^
,
改
革
派 

に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い'

(T.C. H
a
l
l
-
s

ジ
ュ
ネ
丨
ブ

：

に
あ
り
て
は
力 

ル
.ヴ
.，
ィ

ニ

ズ

ム

■
が

ス

タ

■
丨

.
ト

す
る
以
前
す
て
に
資
本
主
義
が.成
長
し
て
.
vfc
o
.
 

で
あ
り
力
.ル
ヴ
ィ
ン
.派
教
会
.は
新
し
い
時
代
を
阻
止
し
得
ず
や
む
な
く
許
し
を
.
 

与
え
た
の
で
あ
る
こ
と
、
又
移
住
者
は
第
一
.次
的
に
宗
教
的
自
由
を
求
め
て
き 

た
の
で
は
な
く
経
済
生
活
の
可
能
性
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、

が
原
生
的
で
あ
る
場
合
さ
え
そ
の
倫
理
は
環
境
の
産
物
な
め
で
あ
る

(J
.

声 

.

Y
i
o
g
e
r
)

。
㈧
主
.と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
_
連
を
び
き
合
い
に
し
て
.の
年
代
記
的 

不
確
実
性
の
批
判.(

A
.li
H

i)

。
“

先
に
の
ベ
.ら
れ
た理

<rlM

と
多
一R

的 

原
因
主
義
に
つ
い
て
の
認
識
論
上
の
異
議
の
具
体
讷
適
用
と
し
て
力
ル
ヴ
ィ
ン 

主
義=

資
本
主
義
の
因
果
関
係
べ
の
批
判

(Flscho

味)

。
右
の
四
つ
の
批
判

■

の
.外
に
更
に
同
じ
刻
み
目̂
よ
り
.一
.層

鋭

-<
.
:切
り
込
み
儒
教
と
中
世
の
う
.ち
に 

は

-^
致

：
レ

た

立

場

の

.あ

：
？
た

と
,ど
.、
5
.プ
..ロ'7
-
ス
タ
シ
チ
ィ
ズ
^
の
歴
史
^

.

.が

.
ゥ
土

 

'丨
バ
.丨
に
あ
？
て
は
誇
張
さ
れ
て
お
り
力'ル
ヴ
ィ
ン
一
一
ズ

A
は

決

し

て

.
い 

た
る
所
：で

讓
し
た
の..で
か
X
、
：
そ
れ
：ど
：こ
ろ
か
日
本
は
力.ル
ヴ
ィ

一
一
ズ
ム
な 

き
高
度
.の
資
本
主
義
国
家
で
：あ
る>
強

.'
<
異
議
を
と
な
克
て
い
る
の
は
ソ
ロI 

.

キ
シ
で
あ
：る。
：
：
'

;

.

:

:

:

.

一
.：(5
)
.

「

特
殊
の
集
合
化
形
式
に
う
：い
て'0
ゥ
-ェ
ー
バ
し
の
考
え
方_

1
比
較 

的
お
そ
く
本
質
的
に
：は.一
一
重
の
仕
方
で
知
ら
れ.た
。

一
方
：に
ヴ
ァ
ッ
ハ
の
宗
教 

.社

.#
ギ
の
箸
書
、，
他
方
遺
稿

「

嚴
済
と
社
会」

.を
通
じ
.て
细
ら
れ
、
前
者
に
は
ユ.
 

ダ
ャ
教
、

：

ヒ
ゾ
ブー

教
、

：：

仏
教
、
.儒
教
：
囊

に

：'つ
い
：

K

の
多
ぐ
め
個
別
的
分 

祈
の
他
に
祭
司
層:'
予
言
に
関
す
る
基
本
的
観
念
が
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。 

f

経
済
と
社
会
1_
は
^
め
^
分
訳
ハ
0
良

1
1

a
n
d
.
M
l
l
s
)

つ
い
で
全
訳CHe.n- 

d
e
r
s
o
n and: parsons) .；

が
現
わ
れ
た
が
之
ら
の
人
々
は
指
導
者
類
型
の
三 

分
類
を
本
質
的
に
う
け
い
れ.た
。

：只

パI,ス
ンK

は

「

非
合
理
的
な」

も
の
と 

は
単
に
規
範
か
(b
，外
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

「

非
合
遞
性」

.と
は
単
純
に
合
理
性 

:へ
の
ア
ン
チ
テー

ゼ
で
.は
な
い
、
又
官
僚
：の
合
法
的
権
限
は
技
術
的
権
限
と
同 

義
で
な
く
官
僚
制
の
重
要
性
は
例
え
ば
市
場
や
他
の
経
済
的
諸
契
機
の
意
義
に 

.

比
し
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
と
異
議
を
と
な
え
て
い
る
が
、
，他

面

「

自
然
的
自
.

利
心」

.
が
あ
る
と
か
西
洋
の
経
済
秩
序
が
自
然
的
な
の
だ
と
い
う
信
仰
の
拒
否 

.
を
称
え
て
い
る
0
右
の
.よ
う
な
信
仰
の
拒
否
とい
う
点
.で
ゥ
_工ー
バ
I

は
ア
メ 

リ
力
の
.i

放
任
の
楽
天
主
義
者
達
や
更
には
ヴ
ュ

I
ヴ
レ
ン
と
き
わ

だ
っ
た 

対
照
を
な
し
て
い
る
。ヴ
ェ:

丨
ヴ
レ
ン

は
す
で
に

一
世
代
前
、

い
か
に
プ
ロ
テ

又
タV

テ
ィ
ズ
ん
の
倫
理
が
ヤ
ン
キー

■の

土

地

の「

奢
侈
階
級」

：に
あ

ク
て
消 

.

え
う
せ
た
か
を
記
述
し
て
い
る
が
、

t

の
こ
と
は
パ
ー
ス
ン
ズ

や
べ
ツ
力
ー

に
‘ 

よ
り
西
洋
文
化
の
世
俗
化
の
不
可
避
性
に
つ
，
い

て

の

ゥ
H

i

パー

的
ー
ア
|
ゼ
の 

正
当
性
を
広
汎
に
証
阻
す
る
も
の
と
し
て
柩
握
さ
れ
て
い
る
。

. ;

.

.■

三

■

す
べ
て
こ
れ
ら
の
佩
々
€>
'
受
容
な
り
拒
否
は
淡
し
て
偶
然
的
な
も
の
で
は
な 

い
0 -

で
あ
る

0 

.

⑴

f

ゥ
テ
丨

'
、ハ
ー
の
’
各
視
角
に
効
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
の
原
因
,-
-

.
政 

龄
家
ゥ
上

r,，パ
丨
は
そ
れ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
い

.

な

.1
'

。

こ
：の

.

反
ゥ
ィ
ル
へ
ル
ム

. 

主
義
者
に
は
同
倩
的
で
あ
マ
で

.も
、.

第
一
次
大

1

刖
や
革
命
期
の
：ド
イ
ツ
の
国

. 

阡
政
治
事
情
に
通
ぜ
ず
彼
の
政
治
的
べ
シ
ミ
ズ
ム
に
冷
淡
な
の
で
あ
る
？
豊
か 

な
土
地
に

.

か
こ
ま

.

れ
た
長
い
間
の
抓
立
は

.

こ
の
国
の
人
々

•

に
、
政
治
的
解
決
手 

段
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
ジ
イ
の
固
有
の
形
式
へ
の
ゆ
ら
ぎ
な
い
信
仰
を
う
え
つ 

け
た
が
、

こ
の
楽
天
性
は
ゥ

H

丨
.バ
ー
の
哲
学
に
対
す
石
態
度
を
も
染
め
あ
げ 

た
。彼
の
質
子
の

-

う
ち
広
い
意
味
で
の
認
識
論
が
最
% •

容
易
に
入
り
と
ん
だ
が
：、
 

こ
れ
は
ア
灰

.y '
-

力
社
会
学
が
実
際
上
の

.

状
況
か
ら
生
じ
問
題
の
複
雑
さ
の
ま
す

. 

に
つ
れ
亂
馨
的
基
礎
づ
け
の
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
。
，だ
が
こ
の
認 

1
1

^
1

的
甚
礎
づ
け

も
そ
れ
が

形
而
上
的
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
よ

ナ
ク
ゑも
の 

は
拒
絶
ざ
れ
る
。"

つ
' 

ま
り
そ
の
必
要
は
教
会
に
よ
り
み
た
さ
れ
て

.
い

る

お

け

な
. 

の
で
あ
る
'

 

こ
の
J :
-

う

な

と

り

あ

げ

方

は

新

大

陸

の

知

識

人

に

は

別
.に
奇
異
な 

。
七
と
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
、
彼
ら
は
ウ
ェ

.—

バ

ー

の

、
社

会

学

の
個
別
科

学

性
 

W

評

及

び

紹

介.

0

主
張
、
宗
教
と
経
済
の
両
契
機
の
重
要
さ
や
統
計
学
の
肯
定
、
あ
る
植
の
ふ 

れ
合
い

.

に
：も
枸
わ
ら

*す
本
質
的
に
違
ぅ
と
感
ず
る
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
へ
の
砠
罾
、
 

多
元
的
な
み
方
に
は
彼
ら
の
日
常
生
活
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
親
近
性
を 

感
ず
る
の

.

で
あ
る
。.

従
つ
て
双
# |

1

や
1 1

理
の
形
式

%

f e

、
a

想
型
へ
の
非 

難
が
あ
が

.

る
時
に
は
そ
れ
は
非
ア

.

メ
リ
ヵ
的
性
格
の
形
而
上
的
根
本
状
況
に
か

• 

か
わ
づ
て
い
る
の
で
あ
る
。
：只
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
場
合
は
プ
ラ
ト
ン
的
反
名
目
主 

義
と
東
方
キ
リ
ス
ト
教
が
議
論
の
前
提
と
な
つ
て
い
る
。

し
か
し
本
質
的
に
ア
，
 

メ
リ
力
的
な
異
議
は
む
し
ろ
次
の
三
点
で
あ
る
。
« )
.

ア
メ
リ
.力
人
の
信
奉
す
る 

心
理
学
の
社
会
学
か
ら
の
隔
離
。

(P
)

,

た
い

.

て
U

の
人
間
の
紳
士
性
へ
寄
せ
る
ア 

メ
リ
ヵ

f

仰
：に

#

立

す

る

悲

劇

，
王

義

的

倫

理

0

(-
)

ゥ
千
丨パ

，.

倫
理
に
と
り 

宗
教
性
は
基
礎
に
な
？
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
否

ま

さ

に

そ

れ
故
の
非
教
会 

性
0

こ

の

こ

と

.
は

宗
i c
的

無

関

心や

ダ

!
■■
•
ヴ

W.
.一
一ズ
ム
で
さ
え
無
数
の
宗
派Q

.

一
つ
に
根
を
如
い
て
い
る
合
衆
固
の

_

と
鋭
く
対
立
ず
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と 

は
特
殊
学
科
の
分
野
と
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
そ
の
受
容
を

©

難
に
し
た
。
 

も
ち

.

ろ
ん
特
殊
部
P 3

で

も

例

え

ば

人

種

学

で

は

ゥ

.-
丨

バ

ー

は

穏

和

な

反

進

化
 

論

的

歴

史

派

で
^

ぺ
シ
ュ
ミ
ッ

—

を
.
め

，，<

る

激

し

い

論

争

以

前

に

亡

く

な

つ
て 

お
り
、
或
い
は

ア
メ
リ
ヵ
入
の
東
洋
へ
の
関
心
は
^
殳
的
で
あ
る
ょ
り
現
代
的 

で
あ
つ
た
り
、.

又
戚
成：

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
離
脱
が

.
新
大
陸
で
は
聖
罾
批
㈣

や 

比
較
宗
教
史
の
方
蚀
ょ

.
り
ダ

|

ヴ
ィ
' _
!

ズ
A

.の
地
盤
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
ぅ 

諸
事
情
の
た
め
ゥ

H

.

1

パ
，丨
の
受
容
低
狭
め
ち
れ
て
い
る
。
然
し
英
国
の
大
学 

神
学
の
锻
承
や
教
会
呤
必
要
ど
関
連
じ
て
古
典
文
献
学
购
連
続
性
が
古
代
史
的

.

. 

関
^

を
含
め

H

あ
る
.
の
'
だ
か
ら
、
：'
こ
こ
に
ゥ
-
丨
バ
ー
の
と
り
あ
げ
ら
れ
る
可

I

t 

■/

-

-

.

•

 

V
:

 

.

 

■

九

九

d

一
 

九

$

一



能
性
は
あ
ヮ
た
の
だ
が
彼
は
あ
え
て
師
マ
ィ
ツ
エ
ン
の
か
げ
.に
か
く
れ
た

為

P

.
 

ス
ト
フ
ツ
エ

フ
が
注
目
さ
れ
るこ
.と
に

な
ゥ
.た

の

で

あ

.る

0

.

然
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ 

ズ
ム=
資
本
主
_
の
テー

ゼ
は
大
さ
わ
ぎ
を
起
し
た
。.こ
こ
.で
は
普
通
の
ア
メ 

リ
-ガ
人
に
は
あ
た
ヴ
ま
え
の
資
本
主
義̂
ゥ
.テー、、ハー
は
そ
の
性
に
も
拘 

わ
ら
ず
最
内
奥
で
は
厄
介
な
運
命
と
感
じ
て
い
る
と

み
ら
れ
、
又
ア
メ
リ
力
人 

は
資
本
主
義
を
デモ
ク

ラ

'

ゾ
ィ

と
同
義
と
及
官
僚
制
と
対
立
す
る
もの
と
感
じ 

る
が
故
に
、
官
僚
主
義
化
の
も
た
ら
す
危
険
に
警
告
を
発
す
る
.ゥ
ヱ
ー
パ
ー
を 

悲
観
論
者
と
み
な
す
意
見
が
容
易
に
生
じ
た
の
で
あ
る
で
'

⑵

「

ゥ

-
Iパ
■

—

を
豸
の
ま
双
罾
罾
の㈱
ほ」

：

論
議
の
一
部
は
g
o
a
pl-
J
 

R
e
s
e
a
r
c
h

で

行

わ

れ

た

が

こ

の

雑

誌

は

g
&
c
o
l

 of S
o
c
i
a
l
K
e

丨 

s
e
a
r
c
h

の
会
員
に
ょ

り

主
と
し
て
執
筆
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

^
員
の
大
部 

分
は
ド
ィ
グ
的
な
学
問
的
思
考
を
郷
里
と
す
る
亡
命
者
達
で
あ
る
。

.ベ
タ
カ


と
パ 
丨

ス
ン
ズ
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア.メ
リ
力
人
：で
は
あ
る
が
ゥ
ユ.
1パ
1
的 

伝
統
の
濃
く
存
す
る
ハ
ィ
デ
ル
ベ
ル
ク
ど
ケ
ル
ン
で
学
ん
だ
人
で
あ
る
。
い
ず 

れ
に
せ
ょ
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
人
や
先
に
の
ベ
ら
れ
た
人
々
.は
最
初
に
あ
げ
た.
 

ア
メ
リ
力
社
会
学
の
伝
統
と
少
し
も
つ
な
が
っ
て
い
な
.い
人
々
で
あ
り
、
そ
れ 

に
対
芯
1
て
何
か
新
た
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
人
.々な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば.
 

パ
ー
ス
ン
ズ
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
会
会
長
の
選
任
は

「

理
論
家」

の
眾
認
と
み 

な
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
ゼ
た
ゥ
エ.丨
、、ハ
I
の

ア

メ

リ

カ

渗

入

の

間

接

^-
な

容

易
 

化
を
意
味
す
る
。
形
而
上
的
歴
史
的
体
系
と
統
計
学
の
結
び
つ
き
を
む
ち
、
そ 

の
全
体
性
形
而
上
学
に
保
守
的
社
金
歡
が
関
心
を
も
っ
た
ソ
ロ
！
キ
ン
の
場
合 

之
從
事
情
が
異
な
る

Q

で
^
る
。〈

そ
の
砑
か
体
淒
と
方
法
論
を
求
め
つ
つ
あ
る

7

メ
，リ
カ
人
は
こ
の
間
に
ジ
ム
メ
ル
、
ゾ
：ム
バ
ル

ト
、テ

I
I
-

ィ
ス
、h

レ
ル
チ

1 

，
フ
.ォ

ン
..
ヴ

ィ
I

ゼ
.等
の
体
系
を
翻
訳
を
通
じ
.て
知
る
機
会
を
ま
す
ま
す
も
つ

. 

に
い
'.た
り
、
こ
の
こ..と
は
ソ
'ロ
ー
キ
ン
.の
.影
響
を
、
従
'っ
て

彼

の

ウ

，
.-
^

丨

バ

丨 

批

判

の

を

減

少

せ

し

め

た

。
さ
て
最
後
犯
ゥ

H 

I、'ハ
！
う
け
入
れ
過
程
内 

で
の
ド
ィ
ツ

亡
命
者
の
特
殊
な
機
能
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

反
ヒ 

ト
ラ
I
亡
命
者
層
の
社
会
学
と
い
う
、
よ
り
包
括
的
な

M

域
に
ぞ
く
す
る重
要 

な
課
題
で
あ
る
と
は
い
えこ
の
論
文
の

領
域
外
に
あ
る
。.■■;(

石

坂

：

巖)

V

.

.

.
 

、

.
ぃ
.
：

：
‘

庄

，

吉

.之

助

著

..

. 

•
•

■

'

:■
:

望

日
本
の
近
代
史
に
か
ん
す
る
研
究
が
、
今
日
.ほ
ど

盛
ん
な
時
期
.は
今
^-
で
に 

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る

「

昭
和
史」

.を
め
ぐ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
論 

争
な
ど
を
み
て
も
、.現
代
史
.へ
の
関
心
が
、
今
日
ほ
、ど
学
生
や
知
識
人
あ
る
い 

は
ま
た
一
般
の
人
々
の
間
に
た
が
ま
っ
た
時
は
な
か
っ
た
ろ
う

.

し
、
そ
れ
だ
け
.
 

に
ま
た
偏
見
に
よ
.っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
正
し
い
歴
史
を
書
く

こ
と
、は
、
き 

わ
め
て
困
難
なこ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
日
本
の
近
代
史
、
,
と
り
わ
け
明 

.
治
維
新
以
後
か
ら
今
日
ま
で
の
約
百
年
間
に
わ
た
る
日
本
の
歴
史
に
は
、
充
分 

明
ら
か
.に
さ
れ
て
い
な
い
こと
、が
何
.と
多
いこ
と
だ
ろ
う

が
。
S

ま̂

力
の
不 

.当
な
庄
迫
に
よ
ら
て
、
わ
が
国
の
歴
史
の
矹
罾
が
ど
ん
な
に
歪
めら
れ
た

か
社
、

'
今
更
と
こ
亿
：い
で
も
な
い
が
、

.最
近
、
多
く
の
破
魂
者
光
ち
に
ょ
っ
て
、

す
ぐ
れ
た
研
究
が
徵
カ
的
に
つ
づ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
；
ま
ご
と
に
喜
ば
し 

い
限
り
で
あ
る
。
い
ま
こ
と
に
と
り
あ
げ
た
拓
司
吉
之
助
氏
の

『

米
騒
動
の
研 

B
 

こ
の
い
わ
ば「

ゆ
が
め
ら
れ
た
歴
史
.

」

に
た
い
す
る
ひ
と
■つ
の
挑
戦 

で
あ
り
'
ぎ
わ
め
て
実
践
的
な
意
因
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
法
目
す
べ
き
労 

作
で
あ
る
。
芘
司
氏
は
衣
書
の
序
文
に
お
い
て

〈

米
騷
動
の
階
級
亂
争
的
意
義 

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
強
，
^
さ
れ
る
。

：

「

米
騷
© 1
.

は
私
&

身
忘
れ
ら
れ
な
い
事
仵
で
.
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
全
国
の
労 

働
者
•

農
民
、
更
に
資
本
家
，
地
主
•
米
商
等
に
と

っ

て
を
れ
ら
れ

て
は

な

ら
 

な
い
事
件
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
大
.
'J
P

七
年
当
時
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
資
本 

家
が
日
.
本
資
本
主
義
発
達
の
波
に
乘
ヶ
、
資
本
の『

競
争』

を
燉
烈
な
ら
し
め
'

.叉
、
労
働
者
を
低
賃
金
で
抑
圧
し
、
地
主
は
小
作
人
か
ら
ギ
リ
ギ
リ
の
線
ま
で 

収
奪
し
、
米
商
は
農
民
か
ら
農
産
物
の
實
叩
き
で
.利
潤
を
吸
収
す
る
等
、
地
主 

C

と
^

本

家

と
の
本
体
を
む
き
出
し
に
し
た
時
期
で
あ
る
か
：ら
で
あ
り
、
.更
に
労 

働

者(

市
民)

•漁
民

.
農
民
は
こ
の
よ
う
な
資
本
ヴ
攻
勢
に
階
級
と
し
て
対
抗 

し
、
全
国
的
に
起
ち
あ
が
っ.た
時
で
あ
る
加
ら
で
が
り
、
又
そ
の
階
級
闘
争
の 

i
が
今
日
に
脈
々
と
引
き
つ
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

」

と
。
筆
者
は
日
本
資 

本
主
義
発
達
史
に
か

：

ん
し
て
は
ま
っ
た
く
、_
入
に
す
ぎ
な
い
し
、
#

っ
て
米 

騒
動
が
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
や
発
達
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
か
、
こ 

.
の
点
に
つ
い
て
云
々
す
る
資
格
は
ま
っ
た
く
か
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
運 

働
史
を
研
発
す
る
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
こ
の
書
の
紹
介
批
評
を
通
じ
て
米
騷 

動
と
労
働
運
動
と
.の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
と
考
克
る

も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
に
本
書
の
内
容
に
つ.い
て
ふ
れ
る
と
、
ま
ず
本
書
は
、
第

ー

部0

本
資
本
主
義
の
廣
達
と
米
騒
動
、
第
二
部
福
島
県
に
お
げ
る
米
騒
動
の
綏
済 

的•

社
会
的
背
景
と
そ
の
闘#
-形
態
、
に
大
別
さ
れ
る
が
、
第
一
部
に
お
い
て 

は
、
第i

節

日

#
の
資
本
主
義
発
達
の
様
相
、
第
一
一
節
階
級
I

の
員
 ̂

別
形
態
、
第
三
節
ぐ
米
騒
動
の
全
国
的
展
開
、
そ
し
て
さ
ら
に
片
山
潜
の

「

H 

本
に
お
け
る
4
.丸
4
>\
年
め
.米
騷
動」

と
い
う
-—
-
.九
三
三
年
&
発
表
さ
れ
た
論 

文
を
は
じ
め
と
し
て
、'.漁
村
お
よ
浪
1

.に
お
げ
る
米
騷
動
に
か
ん
す
る
資
料 

.が

.ふ
く
ま
れ
て
い
.る
。
•
，

,

第
一一

部
に
お
い
て
.は
、
'著
者
皮
司
氏
の
故
郷
で
あ
る
區
島
県
に
お
け
る
米
騷 

動
の
勃
発
を
、
そ
の.社
会
的
経
済
的
背
景
の
な
か
が
ら
杷
握
し
よ
う
と
.す
る
努 

力
が
、
は
っ
き
ゅ
と
う
か
：が
う
こ.と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、.第
一
.節
地
方 

に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
状
態
、
第
二
節
寄
生
地
主
制
と
資
本
の
存
在
形 

態
、
第111

節

、都
市
労
働
者
と
農
村
労
働
者
の
楚
販
、
第
四
節
米
騷
動
の
経 

済
的
•社
会
的
背
景
，
第
五
節
，
米
騒
動
発
生
と
闘
争
の
産
業
別
形
態
、
史
料

.
 

若
松
の
騒
動
、
そ
し
セ
要
約
が
ふ
く
ま.れ
てい
る。：,

.

、

本
書
に
つ
い

て
い
う
こ
と

の

で

き
る
特
徴
的
な
事
実
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に 

統
計
や
資
料
が
豊
富
に
か
か
げ
ら
れ
、
読
者
の
便
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

.
 

ろ
5.
'
'
0と
く
.に
日
本
の
資
本
主
義
発
展
の
道
標
と4,
い
う
べ
き
株
式
会
社
の
発 

達
を
、
会
社
数
、
払
込
資
本
、
労
働
者
数
な
ど
.の
点
か
ら
詳
細
に
分
析
し
、
ま 

た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
：職
湩
別
に
分
類
し
て
そ
の
.お
の
お
の
の
パ
ー
セ
ン
テ 

丨
ジ
を
あ
げ
、
さ
ら
に
米
騷
動
が
勃
资
し
た
大
疋
七
年
を
中
心
と
し
て
、

B
資 

本
の
集
中
M-
-
向
、
㈡
農
民
層
の
分
殿
’の
傾
向
、
' 闫
労
働
運
動
の
激
化
と
い
う
三 

点
に
焦
点
を
V
ぼ
り
な
が
ら
、
米•騒
動
勃
発
の
必
然
性
を
、
社
会
的
経
済
的
な


