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'
.
.
と
の
関
連
に
お
い
て
，
.
.一.層
強
力
で
'あ
る
こ
と
.の
明 

確
な
指
摘
、
一一一、
观
在
の
国
際
通
貨
制
度
に
ま
つ
わ 

.る
主
要
な
問
題
点
；.
欠
陥
が
.、
信
頼
問
題
、
長
期
流 

動
性
問
題
、

(
国
際
収
支
困
難
の)

調
整
問
題
の
三 

つ
で
あ
り
，
と
く
に
後
の
一
一
つ
の
問
題
の
解
決
が
童 

要
で
あ
る
と
す
る
主
張
、
四
、
ア
メ
リ
ヵ
のJ

九
六 

ニ
年
の
通
商
拡
大
法
お
よ
び
ヶ
ネ
デ
ィ
♦
ラ
ゥ
ン
ド 

(

五
〇
%
関
税 
一
M
î

下
げ)

に
よ
る
貿
易
の
.無
差 

別
自
由
化
の
努
力
が
、
E

E

C諸
国
の
協
力
の
拒
否 

に
よ
.つ
て
"
予
定
通
り
，の
成
果
を
あ
げ
る
と
は
期
待 

で
き
ず
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
ヵ
も
地
域
主
義
•
特
恵
貿 

易
協
定
締
結
の
方
向
へ
向
ぅ
の
で
は
な
い
か
と
の
懸 

念
、
五
、
付
加
的
な
実
質
資
源
の
供
給
と
い
っ
た
面
. 

か
ら
み
て
の
援
助
.と
貴
易
と
の
決
定
的
な
相
違
点
の 

指
摘

.

.

/低

^
発
固
の
.一
次
産
品
の
r
格
引
上 

げ
，
価
格
支
持
お
よ
び
製
造
品
に
対
す
る
特
恵
供
与 

の
要
求
が
、
本
質
的
に
は
、
国
際
間
の
所
得
移
転• 

援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
化
し
、
こ
れ
ら 

の
措
置
，に
よ
る
.の
で
は
な
く
、.
一.般
的
な
自
由
貿 

易

•
.自
由
競
争
を
実
現
し
、
そ
れ
と
同
時
に
先
進
国 

か
ら
低
開
発
国
へ
の
開
発
援
助
、.

全
く
の
所
得
移
転 

を
行
な
ぅ
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
り
、
望
ま
し
い
こ 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
.ろAK。.

こ
の
ょ
ぅ
に
、
本
書
は
、
現
在
の
世
界
経
済
の
問 

題
点
を
正
し
く
理
解
し
、
考
慮
す
る
.上
.で
の
、
.一
つ 

の
筋
道
な
り
基
礎
を
与
え
て
く
れ
る
最

良

め
.
要

領

の
.
 

ょ
い
ま

と

ま

っ
た
文
献
で
あ
り
、
か
が
る
問
題
へ
の 

入
門
‘‘
.概
論
書
な
い
し
頭
の
整
理
の
た
め
の
参
考
書 

と
し
て
も
推
奨
で
き
る
。
著
者
は
、
今
後
の
世
界
経 

済
発
展
の
，基
本
的
方
向
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
 

現
在
の
問
題
点
の
叙
述
•
解
明
を
目
的
と
.し
て
、
具 

体
的
な
解
決
策
を
■提
示
.す
る
こ
と
を
さ
け
て
い
る

。
 

し
た
が
づ
て
読
者
が
、
.
.本
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
 

世
界
経
済
の
新
し
い
発
展
方
向
を
そ
れ
ぞ
れ
探

り

出
 

す
努
力
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
*

(Harry'G. 

J
.&
n
s§
, Thz 

Econow/y

a 

ihe. crssroad. Clarendon Press, Oxford, 1965, 

pp. 

1
0
6
.

九
〇
〇
円)

，
丨

深

海

博

明

I

山
本
登
■

加

藤

寛

編

集
 

井
口
東
輔

:『

世
界
経
済
の
新
段
階

丨
協
力
と
統
合
へ
日
本
の
進
路—

j 

資
本
主
義
の
変
革
論
が
、
論
卓
に
乗
せ
ら
れ
.て
か

九
〇

(

四
四一

1)

..ら
す
で
に
久
し
い
。
特
に
第
.ニ
次
大
戦
以
後
、
資
本 

主
義
市
場
の
地
理
的
狭
溢
化
を
は
じ
め
と
す
る
世
界 

経
済
の
環
境
.の
変
化
は
、
そ
の
体
制
の
再
編
成
、
さ 

ら
に
は
、
変
化
.へ
の
適
応
を
促
し
た
。
為
替
制
限
の 

撤
廃
、
.関
税
引
下
げ
交
渉
、
.資
本
交
流
、
そ
し
て
、
 

E
E
C
の
結
成
、.
後
進
国
の
育
成
な
ど
は
、
す
べ
て
、
 

巨
大
な
生
産
能
力
を
擁
し
、
限
り
な
い
革
新
を
つ
づ 

け
る

資
本
主
義
が
、
自
己
の
市
場
を
深
化
さ
せ
て

い 

く
過
程
と
し
て
、
統
一
的
に
把
握
で
き
よ
う
。

本
書
も
ま
た
、
そ
の
題
名
及
び
副
題「

協
力
と
統 

合
へ
、
日
本
の
進
路」

が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
局
面 

を
分
析
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
第

一

部r

外
国 

資
本
と
民
族
資
本」

で
は
、
国
際
石
油
資
本
が
、
原 

汕
生
産
、
輸
送
、
精
製
、
製
品
販
売
と
い
う
一
連
の 

過
程
の
末
端
に
、
わ
が
国
の
国
内
資
本
を
、
ど
の
よ 

う
に
組
み
入
れ
た
.か
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場 

合
、.「

外
資
提
携」

.に
よ
っ
て
、

国
内
資
本
は
ど
の 

よ
う
な
利
益
を
得
' 
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
か
を
、
国 

際
資
本
系
企
業
と
民
族
資
本
系
企
業
の
両
者
の
立
場 

か
ら
追
究
し
て
い
る(

第
一
、

ニ
章)

。

問
題
点
が 

浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
試
み
は
成 

功
し
た
。
日
石
の
伊
藤
氏
が
、
原
油
の
安
定
的
供
給 

源
確
保
の
必
要
性
を
強
調
し
、
多
少
の
高
価
格
は
覚

悟
し
て
も
、
国
際
石
油
資
本
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
得 

な

い

と

説

く

。

さ
ら

に

、
わ
が
国
の
石
油
製
品
の
過 

剰
は
、
民
族
資
本
系
企
業
が
.シ
CC
ァ
ー
拡
張
意
欲
を 

も
ち
、
外
資
借
入
に
ょ
っ
て
製
油
能
力
を
拡
充
し
た 

結
染
で
あ
る
と
し
、
国
際
右
油
カ
ル
テ
ル
の
存
在
を 

最
小
限
に
評
価
し
ょ
ぅ
と
す

る
。
こ
れ
に
対
し
、
日 

本
鉱
業
の
竹
市
氏
は
、
国
際
石
油
カ
ル
テ
ル
の
価
格 

操
作
、
莫
大
な
原
油
販
売
利
益
の
存
在
を
解
明
す
る 

T

方
、
原
油
生
産
が
世
界
的
杧
供
給
過
剰
傾
向
に
あ 

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
情
勢
を
利
す
る
た
め
に 

は
、
選
択
購
入
権
を
確
保
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら 

な
い
。
-民
族
資
本
系
企
業
が
、
現
在
以
上
に
外
資
ロ
. 

丨
ン
に
依
存
す
る
こ
と
を

防
ぐ
た
め
、
国
家
が
強
力 

な
保
護
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
を

提
唱
し
て
い
る
。

昭
和
三
十
九
年
度
、
総
原
油
供
給
の
約 
一
%
し
か 

国
産
跟
汕
が
占
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精 

製
設
備
能
力
世
界
第
二
位
、
右
油
生
産
•
消
費
高
各 

三
位
と
い
ぅ
現
状
を
見
た
時
、
海
外
の
安
定
的
供
給 

源
確
保
が
わ
が
国
に
と
っ
て
い
.か
に
重
要
か
、が
理
解 

で
き
る
。
し
か
し
、

海
外
資
源
に
対
す
る
、
国
際
石 

油
カ
ル
テ
ル
の
支
配
技
術
が
、
共
同
所
有
制
と
原
油 

販
売
の
長
期
契
約
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、 

国
際
資
本
に
.

「

癒
着」

す
る
.の
，で
は
な
く
、
そ
れ
と

新

刊

紹

介

「

協
調」

し
う
る
だ
け
の
競
争
条
件
は
残
し
て
お

く

 

べ
き
で
あ
ろ
う
,0
.こ
め
意
味
で
、
民
族
系
資
本
の
育 

成
に
加
え
、
原
油
採
掘
面
で
は
ァ
ラ
ビ
ァ
石
油
の
育 

成
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
第
一
章
は
、
 

民
族
資
本
系
企
業
を
批
難
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
む 

し
ろ
論
者
が
存
在
を
否
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
際 

.

石
油
資
本
の
運
動
，を
暗
に
み
と
め
て
し
ま
う
と
い
う 

自
己
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
.以
上 

第
三
章
の
井
口
論
文
を
含
め
て
三
者
と
も
、.
方
法
論 

は
帝
国
主
義
に
関
す
る
古
典
に
依
っ
て
お
り
、「

新 

段
階」

と
ば
、
単
に
市
場
や
主
産
地
な
ど
の
'与
件
の 

変
化
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、.「

資
本」

の
本
質
は
変 

ら
な
い
こ
と

を
立
証
す
る
結
果
と
な
つ
て
い
る
。

W
第

•
—""
部
が
、
正

•
反

•
合
と
い
う
構
成
を
と
っ
て 

い
る
と
す
れ
ば
、
第

二

部「

世
界
経
済
の
新
段
階」

は
、
起
承
転
結
を
な
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
第

.一
 

章
は
、
松
浦
氏
が
先
進
国
相
互
の
結
合
と
し
て
の
E 

E

C
の
性
格
を
.エ
レ
ガ
ン
ト
に
解
明
な
さ
る
。

分
析 

用
具
に
は
、
関
税
同
盟
の
ニ
効
と
大
規
模
生
産
の 

利
益
を
用
い
、
各
国
の
利
害
得
失
を
測
るV

そ
.の
の 

ち
、
新
し
い
原
理
と
し
て
、
小
島
氏
の「

合
意
的
分 

業
の
原
理
.

」

が

「

必
要」

で
あ
る
と

説
か
れ
る
の
で 

あ

る

。
.第
一
一
章

「

コ
メ
コ
ン

の
経
済
統

合

」

は
、

加

藤
助
教
授
の
手
に
な
る
も
の
で
、
筒
に
し
て
要
、
資 

本
主
義
市
場
の
国
際
価
格
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
、
自 

己
の
経
済
圏
内
部
の
価
格
設
定
と
産
業
構
造
調
整
に 

悩
む
、
社
会
主
義
諸
国
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
 

第
三
章
で
眼
は
初
め
て
後
進
諸
国
に
転
ぜ
ら
れ
、
大 

来
氏
が
、

「

経
済
性」

と

「

速
带
性」

の
両
原
則
に 

も
と
づ
い
て
、
後
進
国
問
題
に
対
す
る
何
等
か
の
解 

決
策
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
。
マ 

丨
ヶ
ッ
ト
•
メ
カ

ー
一
ズ
ム
を
菡
調
と
し
、
人
為
的
な
調 

整
を
お
こ
な
う
場
合
で
も
、
諸
効
果
を
考
慮
し
て
負 

担

の

不

公
-¥
を

除

去

し

よ

う

と

す

る

論

理

は

説

得

的 

.で
あ
る
。
だ
が
、
後
進
国
の
幼
稚
産
業
の
製
品
に
先 

進
国
が
輸
入
優
遇
措
置
を
と
る
べ
き
と
す
る「

ィ
ン 

フ
ァ
ン
ト
.
ト
レ
ー
ド」

の
#|
砠
は
，
輪
入
の
主
体 

が
企
業
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
企
業
に
対
し
よ 

ほ
ど
の
優
遇
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
、
実
現
は
容
易 

で
な
か
ろ
う
。
第
四
章
は
、深
海
氏
が
結
び
と
し
て
、
 

長
期
資
本
受
入
国
で
あ
り
か
つ
経
済
援
助
授
与
国
で 

も
あ
る
日
本
の
進
路
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
と
し 

て
、

「

経
済
協
力」

の
定
義
の
整
理
、

効
果
の
分
析 

を
行
っ
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
効
果
分
析
に
よ
っ
て
、
 

わ
れ
わ
れ
は「

経
済
協
力
の
経
済
学」

の
現
在
の
水 

準
を
知
る
こ
と
.が
で
き
る
。
ま
た
、
用
語
の
定
義
の

九 
一
 

s

i
 一

)



.
盤

理

は

、
議
論
の
.出

発

点

を

確

定

化

し

て

く

れ

た

と 

い
う
点

か

ら
、
.こ
：の

分

野

办

今

後

の

発

展
に
と
っ
そ 

の

高

い

炬

火

と

し

て

評

価
さ
，れ

よ

う

。'た
だ

，

D
A
 

o
の
宠
義
.の
採
用
は
、
；そ
れ

が

広

.い
内
容
を
含
む
が 

故
に
、
.効
果
分
析
の
際
、
大
来
氏
の」

「

経
済
性
と
連 

带
性」

の
両
原
則
を
区
別
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。」

も
ち
ろ
ん
，

両
者
を
厳
密
に
区
分
け
す
る
こ 

と
は
木
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
資
本
の
果
実
の
帰
属
形 

態
に
よ
っ

て
、
そ
の
協
力
が
，
よ
り
連
帯
性
に
も
と 

づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
判
断
で
き

る

の
で
は
な
か
. 

ろ
う
か
と

考
え
.る
。
 

..-
■

.
井

口

氏

の

総

括

を

読

み

終

え

た
と

き

、

ひ
，
と
つ
気 

に
懸
る
点
.が
残
っ
た
，
第
一
部

及

び
総
括
と

、
.第
一
一 

部
と
の
分
析
方
法
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
第
一
部
が 

資
本
の
運
動
形
態
に
着
目
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、 

第
二
部
で
は
、.
国

家

間

の

協

ガ

と

か

「

合

^」

と

か
 

を
重
視
し
、
そ
れ
を
新
原
理
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で 

あ
る
。
例
え
ば
松
浦
氏
は
、「

競
争
の
原
理」

を「

弱 

点
-
T

と
呼
び
、

費
用
遞
姨
と
外
部
経
済
の
存
在
か 

ら
、

「

合
意
的
な
国
際
分
業
原
理」

が

「

必
要」

で 

あ
る
と
説
く
。
し
か
し
"
小
島
教
授
の
場
合
は
、
そ 

れ
を
同
質
的
か
つ
等
所
得
的
な
国
々
の
分
業
原
理
と 

し

て

-I
見
出
し
た」

の
で
あ
る
* 

一
 

ニ
六〜

七
頁
の

説
明
'は
、：「

必
然」

と

「

必
要」

>:

ザ
イ
ン
と
ゾ
.ル
レ
. 

ン
を
読
者
に
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
は
な
い
.だ
ろ
.ラ 

か
。
資
本
主
義
体
制
に
：「

競
争
の
原
理」

ぼ
厳
ど
し 

て
存
在
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
一
部
に 

お
.い
て
も
'
国
家
.の
利
害
か
ら
.

」

段
階
分
析
^:
密
に 

し
て
、
個
別
資
本
な
い
し
企
業
の
利
害
钇
考
察
し
> 

そ
の
対
立
と
結
合
を
阻
ら
か
に
し
た
方
が
ょ
り
良
.い 

と
思
う
。
百
十
七〜

九
頁
の
如
く
提
携
企
業
名
の
列 

挙
で
は
な
く
て
、
そ

.^
ら
の
目〈

体
的
.な
結
合
形
態
及 

び

そ

れ

ら

の

市

場

支

配

形

態

を

、
.わ

れ
わ
れ

は

知

り 

た
い
の
.で
あ
る
。
.そ
れ
が
解
明
さ
れ
て
こ
そ
、
わ
が 

国
が
資
本
導
入
す
る
際
の
教
訓
が
得
ら
れ
、

ま
た 

「
経

済

協

力」

.
が

連

帯

性

に

も

と

づ

く

か

否

か

の

判 

断
.の
素
材
を
得
る
こ
と
に
.な
る
と
考
え
る
。

気

づ

い
た
こ

と

も

う

ひ
と
つ
。

竹
市
論
文
は
、
国 

際
石
油
カ
ル
テ
ル
の
価
格
操
作
を
明
ら
か
に
す
る
こ 

と
に
ょ
っ
て
，
民
族
資
本
系
企
業
の
存
在
理
由
を
明 

ら
か
に
し
た
。
と
す
れ
ば
、
東
西
質
易
が
、
民
族
資 

本
系
企
業
と
類
似
し
た
意
味
を
も

っ

て
く
る
の
.で
は 

な
.か
ろ
う
か
。

「

東」

は
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
的
存
在 

と
し
て
、
価
格
引
下
げ
の
誘
因
を
内
包
し
て
い
る
と 

い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
蜀
を
望
む
な
ら
ぼ
、
加 

藤
論
文
の
ぅ
ち
東
西
貿
易
に
蝕
れ
た
箇
所
を
敷
延

九一

一(

四
四
四)

し
，
：東
か
ら
西
べ
.の
影
響
も
の
べ
‘て
載
き
た
か
っ 

た
。
：

：

.
と
も
あ
れ
，
本
書
の
各
章
は
、
そ
の
分
野
の
専
門 

家
.
.権
威
者
が
執
筆
し
て
居
ら
れ
、
入
門
書
と
し
て 

接
す
る
に
良
い
。
著
者
の
な
に
げ
な
い
片
言
隻
句
か 

ら
、

わ

れ

わ

れ

自

身

の

問

題

を

引

き

.だ

し

考

え

る

こ 

と
に
も
役
立
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
、
春
霞
の
奥 

を
尋
ね
た
い
と
き
に
は
、.
例
え
ば
、
米
国
連
邦
取
引 

委
員
会
報
告
書

-1
国
際
石
油
ヵ
ル
テ
ルJ

な
ど
、
ホ 

書
に
挙
げ
ら
れ
た
参
考
文
献
を
直
接
訪
う
こ
と
に
よ 

っ
て
、
精
緻
な
価
格
操
作
の
現
実
に
目
を
見
張
る
こ 

と
も
で
き
よ
う
*
自
己
の
立
つ
位
置
を
確
か
め
よ
う 

と

摸

索

す

る

方

々

に

、

一

読
を
'お
薦
め
す
る
所
以
で 

あ

る

。.
8

1

•
日
本
経
済
の
現
状
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題
.
第 

8
集

,
昭

和

四

一

年

三

月
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