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し
て
.、
資
本
制
生
産
の
推
進
的
要
因
を
究
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場 

合
、
著
者
は
ア
メ
リ
カ
を
南
部
、
中
部
、
北
部
と
地
域
的
に
区
分
す
る
が
、
こ 

の
地
域
性
を
確
宠
す
る
莲
腐
と
し
て
、
資
本
制
社
会
に
先
行
す
る
社
会
に
お

け 

る
農
業
I
土
地
制
度
、
そ
こ
に
発
生
す
る
農
業
丨
土
地
問
題
の
実
態
、
そ
の
解
，
 

決
の
仕
方
、：
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
農
業
生
産
の
在
り
方
、
農
民
層
の
分
解
と
い 

ぅ

「

農
業—

土
地
問
題」

を
基
礎
に
す
え
て
お
り
、

こ
れ
と
の
関
速
に
お
い 

て
、
資
本
主
義
の
成
立
を
類
型
的
に
把
握
す
る
。

こ
の
面
に
お
け
る
著
者
の
実 

証
的
研
究
は
、
今
日
ま
で
定
説
と
考
え
ら
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
問
題
に
新
し
い 

光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
一
層
深
い
把
握
に
徹
す
る
こ
と
に 

な
っ
て
■い
る
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
農
業—

土
地
問
題
の
展
開
を
、

ョ
ー
ロ
ッ 

パ
と
く
に
ィ
ギ
リ
ス
の
重
商
主
義
的
政
策
、
質
易
の
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て 

把
握
す
る
努
力
も
ま
た
忘
れ
て
は
い
な
い
。

要
す
る
に
、
.ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
を
解
明
せ
ん
と
し
た
.本 

論
文
は
、
今
日
ま
で
国
内
国
外
に
お

い

て
発
表
さ
れ
て
き
た
ア

メ
リ
力
経
済
史 

学
の
成
果
を
、広
く
、
批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
研
究
の
土
台 

と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
趴
罾
料
を
綿
密
に
禅
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過 

去
の
研
究
成
果
に
新
し
い
光
を
投
げ
ん
と
す
る
野
心
的
労
作
で
あ
る
。
た
だ
望 

蜀
の
念
を
懐
く
と
す
れ
ば
、
本
論
文
第
三
編
第
二
章「

ア
メ
リ
カ
産
業
革
命
史 

研
究
に
お
け
る
問
題
の
所
在」

を
、
著
者
の
意
図
す
る
問
題
の
展
開
と
つ
な
げ 

て
、
こ
れ
を
本
論
文
の
結
論
と
し
た
な
ら
ば
、
著
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
一 

層
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
ぅ
が
、

こ
の
論
文
構
成
に
関
す
る
問
題
は
い
ま 

こ
れ
を
措
き
、
本
論
文
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
に
関
し
て
多 

大
の
说
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
く
、
こ
の
点
か
ら
し
て
こ
の
分
野

一

三

八(

一
一
六
ニ)

の
研
究
者
に
極
め
て
多
く
の
.示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
 

よ
っ
て
、
経
済
学
博
士
の
学
位
授
与
に
充
分
値
す
る
も
.の
と
認
め
る
も
の
で
あ 

る
。
：

論文審査■担

当

若

主

杳

高

村

象
平 

r 

副奄島崎隆夫

〃 

川

田

寿

.

試
験
の
結
果
の
要
旨

右
、
学
位
申
請
に
関
速
し
、
過
去
に
お
け
る
同
君
の
業
辕
を
検
討
い
た
し
た 

結
果
、
大
学
院
博
士
課
程
の
.終
了
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
も
の
と
確 

認
い
た
し
ま
す
。

試験担当者高
木寿一
 

遊部久.
蔵

.
，
矢
内
原
勝
君
学
位
授
与
報
告

報告番号乙第

.

I

七
七
号

 

学位の種類経済学博士 

授
与
の
年
月
日
昭
和
四

一

年

1

0月
五
日 

学

位

論

文

題

名

「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発」

内
容
の
要
旨

「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発」

論
文
要
旨
：

矢

内

原

勝

今
日
の
低
開
発
国
は
，
ほ
と
ん
ど
が
か
づ
て
は
西
欧
列
強
の
植
民
地
で
あ
っ 

た
。
し
.た
，が
っ
て
独
立
後
の
開
発
計
画
実
施
に
際
し
て
、
植
民
地
時
代
の
：歷
史 

的
遗
産
で
あ
る
輸
出
経
済
構
造
と一

ー
逍
経
済
構
造
を
与
件
と
し
な
け
れ
.ば
な
ら 

な
い
。
開
発
を
進
め
る
に
は
投
資
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
資
本
財
を 

輸
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
可
能
に
す
る
輪
出
は
伝
統
的
な
第
一
次 

商
品
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
。

こ
5
し
て
投
資
の
増
加
に
は
輸
出
額
の
増
加 

と
、.
そ
れ
に
見
合
っ
た
貯
蓄
の
増
加
を
政
府
の
手
中
に
吸
引
す
る
こ
と
が
必
要 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
.次
商
品
輸
出
は
不
振
で
あ
り
、
そ
の
た
.め
植
民
地
時 

代
の
輸
出
超
過
は
消
失
し
、
国
，際
収
支
は
不
均
衡
と
な
り
、
外
国
援
助
が
重
要 

な
意
!^
-
を
も
.
.つ
ょ
ぅ
に
.な
る
。

本
論
文
は
以
上
の
論
理
を
、
主
と
し
て
ィ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
、
ガ
ー
ナ
の
実
例 

を
も
っ
て
明

ら

か

に

し

よ

ぅ

と

す

る

も
の
で
あ
る
。

.審

査

報

告

要

旨

.
主

論

文「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発
1-
'

本
書
は
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
十
'余
の
論
文
を
基
礎
と
し
て
、
主
と 

し
て
イ
ン
ド
、

ビ
ル
マ
、
お
よ
び
ガ
ー
ナ
の
経
済
を
中
心
に
、
主
題
の
観
点
か 

ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

学
位
授
与
.報
告

序
文
に
も
こ
と
わ
っ
て
あ
る
と
お
り
、
本
書
は
主
題
に
つ
い
て
の
包
括
的
か 

つ
理
論
な
研
究
と
い
う
ょ

P

は
、
む
し
ろ
上
記
三
力
国
を
中
心
と
し
た
、
低 

開
発
国
経
済
の
ヶ
ー
ス•

ス
タ
デ
ィ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
観
点 

に
立
，つ
か
ぎ
り
、

本
書
は
き
わ
め
.て
綿
密
細
心
の
実
態
分
析
を
展
開
し
て
お 

り
、
著
者
の
並
.々
な
ら
ぬ
努
力
を
明
瞭
に
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

.全
体
は
九
個
の
章
か
ら
成
り
、
本
書
の
性
格
か
ら
し

て

も

、

そ
れ
は
半
ば
独 

立
し
た
：論
文
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
•

第

一

章

は「

低
開
発
国
の
概
念
と
指 

標」

と
.い
う
、
む
し
ろ
本
書
の
序
論
に
当
る
も
の
.で
、
.低
開
発
国
の
定
義
、
経 

済
発
展
，の
指
標
に
づ
い
て
の
従
来
の
各
種
の
見
解
が
ソ
ッ
な

く

紹
介
さ
れ
て

い 

■る
。： 

,

第
一
一
章
は「

植
民
地
の
独
立
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム」

で
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ 

ズ
ム
の
解
明
に
つ
い
て
、
各
国
の
植
民
政
策
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
簡
単
な 

展
望
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

第

三

章

は「

輸
出
経
済
構
造」

を
ビ
ル
マ
と
ィ
ン
ド
と
の
比
較
の
上
に
求 

め
、
両
国
の
国
際
分
業
の
形
態
を
論
じ
て
お

り

、

輸
出
経
済
の
成
立
に
関
し
て 

は
比
較
優
位
説
的
な
理
論
は
役
立
た
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
著
者
は
か
か
る
理 

論
的
興
味
を
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
注
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で 

も
在
来
の
理
論
に
ょ
る
上
す
ベ
り
の
分
析
に
終
ら
ず
、
終
始
実
態
に
即
し
た
分 

析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
.

つ
づ
く
第
四
章「

ニ
蜇
経
済
構
造」

は
、
本
書
の
な
か
で
著
者
が
も
っ
と
も 

理
論
的
な
展
開
を
こ
こ
ろ
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
第
三
章
と
.は
逆
に
、

一
一
重
経
済
が..い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
存
続 

す
る
か
を
究
明
し
、
従
来
の
経
済
学
的
ア
ブ
口
ー
チ
を
批
判
し
、
結
局
、
非
経

一

三

九(

ニ

六

三)



济
学
的
な
い
し
社
会
学
的
ァ
ブ
ロ
ー
チ
の
逭
要
性
を
指
摘
す
る
。

第

五

章

は「

植
民
地
の
国
際
収
支J

.

で
、
イ
ン
ド
の
国
際
収
支
.が
実
に
多
角 

的
な
分
析
を
加
え
ら
れ
て
お
り
、
著
者
の
綿
密
か
つ
客
観
，㈤
な
実
態
分
析
の
長 

所
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
表
わ
，し
た
貴
道
な
文
献
で
あ
る
。

■

.

第
六
章
以
-F
は
、
と
く
に
開
発
計
画
に
注
目
す
る
。
第

六

章「

輸
出
価
格
と 

開
発
計
画」

で
は
ビ
ル
マ
の
米
輸
出
と
開
発
の
関
係
を
、
輸
出
経
済
に
お
け
る 

:
?.T
r
l
lの
困
難
さ
と
い
う
見
地
か
ら
分
析
し
て
お
り
、.
第
五
章
と
と
も
に
、
著
者 

の
分
析
態
度
が
.，ょ
く
表
わ
れC
本
書
の
压
卷
と
い
'う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
く 

第

七

章「

輸
出
と
強
制
貯
蓄」

.
で
は
政
府
の
虬
制
•
輸
出
統
制
政
策
の
面
.か
ら 

あ
つ
か
.い
、
第

八

章「

開
発
計
画
と
資
金
調
達」

，
は
イ
ン
ド
、
'ガ
ー
ナ
の
開
発 

計
画
の
資
金
而
を
分
析
し
、
.第

九

章「

開

発

計

画

と

外

国

援

助

」

.

.
は

援

助

の

経 

済
学
と
い
う
観
点
か
ら
援
助
の
非
経
済
学
的
要
因
を
強
調
し
、
低
開
発
国
援
助 

に
大
国
.の
ナ
シ
ョ
ナ

ル

•
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
傅
愛
主
義
と
の
メ
ド
レ
イ
を
観
取

る 

0

以
上
は
本
書
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
各
章
の
表
題
だ
け
の
提
示
に
と
ど
ま
る
も 

の
■で
あ
る
が
、
' か
か
る
実
態
分
析
の
書
を
简
単
に
，要
約
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て 

困
難
で
あ
る
。
た
だ
本
書
全
体
を
つ
う
じ
て
の
概
評
を
お
こ
な
う
と
.す
れ
ば
、
.' 

本
書
は
著
者
の
些
細
な
点
を
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
入
念
な
調
齑
と
，、

つ
と
め 

て
客
観
的
た
ら
ん
と
す
る
冷
静
な
観
察
と
の
す
ぐ
れ
た
結
合
の
所
産
で
あ
り
、
 

低
開
発
国
問
題
の
解
明
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
信
じ
る
。

た
だ
し
、
本
書
は
序
文
に
も
.「

経
済
開
発
理
論
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
て
い
な 

い」

.と
こ
と

わ
っ
て
あ
る
と

お
り
、
各
方
而
の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
な 

お
著
渚
A
身
の
意
見
は
慎
重
に
か
く
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
今
日
ま
で
十
数
年

1

四
〇

(

一
一
六
四)

に
.わ
た
る
貴
1£
.な
実
態
分
析
の
総
決
算
を
果
し
た
今
日
、
.
経
済
学
的
ア
プ
ロ 
I
 

チ
、
社
会
学
的
ア
ブ
口
ー
チ
を
問
わ
ず
、
著
者
独
自
の
理
論
的
考
察
を
発
表
さ 

れ
る
こ
と
を
.
^
待
し
た
い
，

.参

考

論

文「

金
融
的
従
属
と
輸
出
経
済j

.本
書
は
、
.十
一
.篇
の
論
文
を
基
礎
と
し
：て
成
立
つ
。
同
一
問
題
に
つ
い
て
、
. 

主
.論
文
が
一
般
的
な
テー

マ
と
し
て
取
り
扱
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
参
考
論
文 

は
ガー

ナ
を
例
と
し
た
特
殊
研
究
、
こ
と
に
そ
の
中
心
を
低
開
発
国
の
金
融
的 

従
属
に
置
い
て
論
じ
■
■た
研
究
と
い
え
よ
ぅ
。
.

.

第

一
部
は
序
論
で
あ
ら
て
、
丨
ま
胄
文
で
採
り
上
げ
ら
れ
た
テ
丨

，マ
を
、
ア
フ 

リ
ヵ
経
済
、
こ
と
に
ガ
ー
ナ
を
中
心
と
し
て
、
包
括
的
に
略
述
し
て
い
る
。

第

二

部

は「

ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
の
内
核」

を
採
り
上
げ
、

「

ボ
ン
ド
資
産 

の
基
金
の
主
要
な
型
に
よ
る
分
類」

に
お
っ
て
、
独
自
の
ア
ィ
デ
ア
に
よ
る
ド 

ル

•
プ
ー
ル
機
構
の
分
析
を
、
第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
で
採
り
上
げ
、
第 

六
章
は
そ
の
結
論
的
部
分
か
ら
成
る
。
ノ 

第
三
部
の
第
七
章
と
第
八
章
は
コ
コ
ア
の
.

「

輸
出
経
済」

に
.つ
：
い

て

そ

の

機 

構

•
そ
の
輸
出
に
よ
る
強
制
貯
蓄
に
つ
い
て
論
じ
、
第
九
章
と
第
一
〇
章
に
お 

い
て
は
、
ガ
ー
ナ
の
開
発
計
画
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
三
部
に
つ
い
て
も
、
，金
融
に
関
係
し
た
面
、
第
九
章
の
第
四
節「

計
画
資 

金

，源

と

輸

出

経

済

」

、

第
一
：
〇

章

の

第

二
-節

「

資
金
調
達
計
画」

、
第

三

節「

国 

際
収
支
の
問
題」

等
が
あ
る
が
、
1
か
レ
、
第
三
部
は
主
論
文
中
で
低
開
発
国 

に
つ
い
て
一
般
的
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
種
々
の
テ
ー
マ
を
、
特
に
ガ
ー
ナ
に
ス 

ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
論
及
し
た
と
見
ら
れ
る
部
分
が
多
く
、
副
論
文
の
中
心
課
題

は
む
し
ろ
金
融
的
従
厲
を
取
り
扱
っ
た
第
一
一
謂
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
。
.こ
と
に
ポ
ン
ド
資
産
の
基
金
の
四
型
に
、
従
っ
て
ド
ル
.
プ
ー
ル
機
構
を 

盤
富
な
資
料
を
利
州
し
て
記
述
し
、
ま
た
諸
学
者
の
論
爭
に
ふ
れ
る
等
多
彩
な 

へ
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
に
類
を
見
な
い
研
究 

と
い
う
こ
と
、办
で
き
る
。
ま
た
金
融
に
関
係
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ィ
ギ
リ 

ス
の
銀
行
業
な
ら
び
に
、
.
対
植
民
地
金
融
に
対
す
る
政
策
に
対
す
る
理
解
等
充 

分
な
権
威
あ
る
資
料
に
.よ
っ
て
適
切
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
• 

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
中
核
は
、.
低
開
発
国
の
金
融
的
従
属
と
い
う
こ
と 

に
あ
り
、
こ
れ
を
縦
横
に
分
析
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
他
に
例
の
な
い
、

. 

学
界
へ
の
^
重
な
貢
献
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

.

.

な

お

著

者

が

、

低

開

発

国

問

題

へ

の

ア
ブ

！：！

丨

チ

の

視

角

と

し

て

、

「

金

融 

的
従
厲J

と

「

輸
出
経
済」

を
え
ら
ん
だ
こ
と
は
ま
こ
と
に
適
切
で
あ
り
、
主 

論
文
と
合
わ
せ
.て
、
著
者
の
今
後
の
学
問
体
系
の
.方
向
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
. 

で
あ
る
。

総

括

.

:

主
論
文
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
構
成
と
叙
述
の
な
か
に
、
当
然
の
こ
と
な
が 

ら
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
経
歴
と
研
究
成
果
が
如
実
に
.に
じ
み
出
て
い
る 

こ
と
は
、

誠
に
興
味
■深
い
。

「

今
日
の
低
開
発
諸
国
が
経
済
開
発
計
画
を
実
施 

す
‘る
際
に
、
過
去
の
植
民
地
時
代
の
.歴
史
的
遺
産
で
あ
る
輸
出
経
済
構
造
と
一
一 

la
経
済
構
造
を
与
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
•<
■投

資

の

増

加

の

た

め

.に 

は
、
輸
出
に
よ
っ
て
裏
づ
.け
ら
れ
た
貯
蓄
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
と
と
を

実
列 

を
以
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
構
想
で
あ
る

」

と
い
う
著
者
自

学

位

：授
：与

報

：告

身

の

言

葉

は(

序
文
一
頁)

、
.こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
。

著
者
の
初
期
の
関
心
は
、
イ
ン
.ド

ネ

シ

ア
の
独
立
を
契
機
と
す
る
国
際
関
係 

下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

問
題
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス 

留
学
中
の
研
究
成
果
を
菡
礎
に
、
イ
ギ
リ
ス
連
邦
の
統
一
問
題
を
と
り
上
げ
、
 

'植
民
地
ナ
ツ
ョ

ナ
リ

ズ

ム

、
.ひい
て
は
新
興
の
後
進
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政 

.治

的

•
経
済
的
特
質
の
分
析
に
進
ん
で
い
っ
.た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ 

:

の
成
果
が
本
書
の
第
.一
章
お
よ
び
第
二
章
を
構
成
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。

そ
し
て
イ
キ
リ
ス
よ
り
の
.帰
国
途
次
に
お
け
る
ガ
ー
ナ
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
.の 

.視
察
、
そ
の
後
9
イ
ン
ド
の
実
態
調
靈
が
背
景
と
な
っ
て
、
著
者
の
関
心
は
、
 

新
興
独
立
国
の
経
済
構
造
の
分
析
に
移
行
し
た
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
著 

奢
が
、
低
開
発
国
の
経
済
構
造
の
歴
史
的
与
件
と
し
て
輸
出
経
済
構
造
と
ニ
蜇 

経
済
構
造
の
二
つ
を
、
そ
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
掴
み
出
し
た
こ
と
は
、
す
ぐ 

れ
た
着
限
で
あ
り
、，
本
書
の
中
核
を
な
す
も
の
と
評
価
し
て
差
支
え
な
い
。

こ

う

し

た
実
態
調
査
を
背
景
.と
し
て
、
著

者
は
一
方
に
お
い
.て
広
く
国
際
経 

.済
に
関
す
る
理
論
的
研
究
を
進
め
な
が
ら
'
他
方
に
お
い
て
、
低
開
発
国
開
発 

理
論
の
検
討
を
続
け
た
。
特
筆
し
た
い
の
は
、
す
で
に
蝕
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も 

示
さ
れ
る
如
く
、
本
書
に
お
い
て
低
開
発
国
の
開
発
問
題
に
関
し
、
少
く
と
も 

プ
ロ

.

セ
'ス
•■ア
ナ

リ

シ

ス

と

ス

ト

ラ

ク

チ

.
ユ
7

*

ア
ナ
'リ
シ

.

ス
が
巧
み
に
綜
合
さ 

れ
、
そ
れ
が
本
問
題
の
研
究
に
つ
い
て
の
一
つ
の
有
意
義
な
指
針
を
提
供
し
て 

い
る
こ

と

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
内
外
の
諸
学
者
の
领
論
的
研
究
が
、
 

概
し
て
抽
象
論
の
段
階
に
低
迷
し
て
い

る
際
に
、
本
書
が
寄
与
す
る
効
來
は
大 

な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

こ
と
に
参
考
論
文
の「

金
融
的
従
属
と
輸
出
経
済
I—

 

ガ
ー
ナ
経
済
研
究
I

」

に
お
い
て
、
ガ
ー
ナ
経
済
を
中
心
に
い
っ
そ
う
緻
密

一
四一

(

ニ

六

五)



に
展
開
さ
.れ
た
理
論
的
•
実
証
的
分
析
に
加
え
て
の
若
干
の
モ
デ
ル•

ア
ナ
リ 

シ
ス
の
成
果
と
共
に
，
低
開
発
国
問
題
の
今
後
の
研
究
上
、
新
た
な
指
標
を
与 

え
た
も
の
と
し
て
、
充
分
学
位
を
授
与
.す
る
に
値
す
る
労
作
と
判
定
す
る
。

論
文
^

^
担
当
者
主
丧
.
町
田
義
ー
郎

 

.副
查
山
本
登

.

' 

.

"

 

大熊
一郎

試
験
の
結
果
の
要
旨

右
、
学
位
中
請
に
関
速
し
、
過
去
に
お
け
る
同
_君
の
業
績
を
検
討
い
た
し
た 

結
來
、
大
学
院
博
士
課
程
の
修
了
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
も
の
と
確 

fw
l
.い
た
し
ま
す
。

試
験
担
当
者
\

遊

部

久

蔵

.

; 

'

島

崎

降

夫

加
藤
寛
君
学
位
授
与
報
告

報告番罾こ第

一

七
八
号

 

学
位
の
潼
類
経
済
学

博
士 

授
与
の
年
月
日
昭
和
四

一

年一〇月五日 

学

位

論

文

題

名

「

ソ
連
経
済
の
成
長
方
式」

1

四
ニ 

(
1

一
六
六)

内
容
の
，要
旨

「

ソ
速
経
済
の
成
長
方
式」

論
文
要
旨

加

藤

寛

■

<7

本
論
文
は
全
篇
を
三
つ
に
分
け
、
第
I
、
n
篇
は
国
内
経
済
を
中
心
と
し
、
 

第
冚
篇
は
ソ
連
と
柬
欧
と
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
。

革
命
後
、

ソ
連
は
可
及
的
す
み
や
か
に
工
業
化
を
進
め
る
こ
と
を
考
え
た 

が
、
そ
の
投
資
の
源
泉
は
国
内
に
求
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
成
長
を
高
め
て
い 

く
た
め
に
は
投
資
が
必
要
で
あ
.り
W

投
資
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
消
費 

を
制
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
費
を
制
約
し
、
し
か
も
工
業
化
を
進
め
る 

た
め
に
期
待
を
か
け
ら
れ
た
政
策
が「

重
工
業
優
先
政
策」

で
あ
っ
た
。
し
か 

し
こ
の
政
策
ば
長
期
的
に
は
成
長
を
高
め
る
と
し
て
も
、

一
定
期
間
は
資
本
係 

数
.を
高
め
る
以
上
、
.
ょ

り

--
層
、
消
費
を
抑
制
し
て
投
資
を
高
め
ね
ば
な
ら
な 

く
な
る
。
中
央
集
権
制
は
こ
の
政
策
を
実
施
す
る
の
に
有
利
で
あ
っ
た
が
、
次 

第
に
そ
の
政
策
を
支
え
た
要
因
が
苦
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
も
は
や
中
央
集
権 

制
で
支
持
を
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
く
る

。

こ
れ
が
一
九
五
七〜

五
八
年 

頃
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
き
た
修
疋
の
道
：で
あ
っ
た
。

こ
.の
こ
と
は
、

コ
メ
コ
ン
政 

策
に
お
い
て
も
同
じ
傾
向
を
た
ど
っ
.て
い
る
，こ
と
を
指
摘
で
き

る

。

審
査
報
告
要
旨

本
論
文
は
加
藤
君
が
本
来
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
ッ
速
経
済
に
つ
い
て
、
 

と
く
に
そ
の
成
長
方
式
の
検
.討
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
推
移
を
実
証
的

に
跡
づ
け
、
こ
れ
に
綿
密
な
理
論
的
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 

ソ
速
経
済
の
成
長
、力
ど
60
.
よ
う
な
特
色
の
も
と
.に
行
わ
れ
て
き
た
力
を
示
す
と 

共
に
、
こ
れ
が
次
第
に
修
正
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
き
た
過
程
を
理
論
的 

爽
証
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

-

こ
の
論
文
は
三
篇
か
ら
成
り
、
第
一
篇
は
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
成
長
方
式
、
 

第
二
篇
は
ス
タ
ー
リ
ン
死
後
に
お
け
る
成
長
方
式
の
変
化
、
第
三
篇
は
対
東
欧 

贸
易
関
係
を
取
扱
っ
て
い
る
。

.

第
一
篇
、
第
一
章
に
お
い
て
、

ソ
連
経
済
が
高
い
成
長
率
を
示
し
て
い
る
こ 

と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
ソ
連
政
府
に
よ
る
成
長
率
測
定
に
は
欠
点
が
あ 

る
と
し
て
、
欧
米
研
究
者
に
よ
る
測
定
を
採
用
す
る
。

-
ソ
速
の
成
長
率
が
高
か
っ
た
理
由
は
何
で
あ
る
か
。

一
般
に
は
、

ソ
連
は
重 

H

業
優
先
政
策
を
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
第
二
章 

■に
お
い
て
蜇
エ
業
優
先
の
も
つ
意
味
を
検
討
す
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、

ソ
速
を
急
速
に
成
長
さ
せ
る
た
め
に
は
、
投
資
を
資
本
財 

と
建
設
部
門
に
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
が
必
耍
で
あ
る
と
考
え
て
、
こ
の
こ 

と
を
社
会
主
義
経
済
発
展
の
迤
本
的
法
則
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
の
法
則
を
証 

明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
証
明
は
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
、
 

マ
ル
ク
ス
•レ

ー

 

ニ
ン

.<
0
西
生
産
表
式
を
用
い
.て
な
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
証 

明
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
加
藤
君
も 

こ
の
証
明
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
。
と
い
う
の
は
拡
張
西
生
産
の
過
程
に
お
い 

て
資
本
の
有
機
的
構
成
が
常
に
高
度
化
す
る
な
ら
ば
、
第
一
部
門
の
優
先
的
成 

長
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
承
認
で
き
る
が
、
事
実
問
題
と
し
て
、
拡
張
苒
生
産 

の
た
め
に
必
ず
し
も
有
機
的
構
成
の
高
度
化
は
必
然
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

学
位
授
与
報
告

ソ
速
に
は
■労
働
力
に
余
力
が
あ
り
、
資
本
財
が
稀
少
で
あ
っ
て
、
基
礎
的
生
産 

財
産
業
へ
の
投
資
は
、
.
余
剰
の
労
働
力
を
こ
れ
に
吸
収
す
る
こ
と
を
可
能
に 

し
、
経
済
の
成
長
率
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件 

の
も
と
で
重
工
業
優
先
方
式
は
意
義
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
蜇
工
業
優
先
は 

「

社
会
主
義
経
済
発
展
の
基
本
的
法
則」

で
は
な
く
、

あ
る
段
階
に
お
い
て
行 

わ

れ

た「

政
策」

に
す
ぎ
な
.い
の
で
あ
る
。
.そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
政
策 

は
一
貫
し
て
ソ
連
.計
画
経
済
の
原
則
と
さ
れ
て
き
た
S

一一
.一S

。
加
藤
君
は
こ 

の
よ
う
な
一
貫
的
政
策
が
ソ
連
の
経
済
成
長
に
実
際
貢
献
し
た
か
ど
う
か
を
問 

題
と
す
る(

第
四
章)

。

こ
の
原
則
を
実
行
す
る
た
め
に
、

ソ
速
は
第
一
に
、
.農
業
か
ら
工
業
へ
の
労 

働
力
の
移
動
、
第
二
に
農
産
物
の
廉
価
な
調
達
、
第
三
に
消
費
生
活
水
準
の
抑 

制
を
行
っ
て
き
た
。

L
か
し
こ
の
よ
う
な
政
策
は
や
が
て
限
界
に
つ
き
当
ら
ざ 

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
.こ
の
こ
と
が
や
が
て
ソ
連
の
成
長
方
式
の
変
貌
を
余 

儀
な
く
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
加
藤
君
は
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
の
必
要 

を
資
本
係
数
の
推
移
に
よ
っ
て
予
測
し
て
い
る(

第
五
章)

。

以
上
が
第
一
篇
の
骨
組
で
あ
る
が
、
欧
米
諸
国
は
も
と
よ
り
、
わ
が
国
の
著 

作
や
研
究
論
文
の
多
く
を
批
判
的
に
摂
取
し
、

ソ
連
成
長
方
式
を
理
論
的
、
実 

証
的
に
鋭
く
検
討
し
て
い
る
こ
と
"
特
に
ソ
速
の
資
本
係
数
の
趨
勢
を
日
•
米 

の
そ
れ
と
比
較
し
、

ソ
連
成
長
方
式
の
修
正
を
予
測
し
て
い
る
点
は
す
ぐ
れ
て 

い
る
。

第
二
篇
は
、

戦
後
に
お
け
る
ソ
速
成
長
方
式
の
変
貌
を
述
べ
た
も
の
で
あ 

る
。
そ
こ
で
は
重
工
業
優
先
政
策
が
限
界
に
つ
き
当
っ
た
こ

と

が
示
さ
れ
る
。
 

第
一
に
、
農
業
生
産
が
そ
の
負
担
に
た
え
き
れ
ず
、
停
滞
し
は
じ
め
る
。
第
二

1

四

三

(

一
一
六
七)


