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は
じ
め
に

　
一
九
九
〇
年
代
末
の
秋
季
、中
国
・
復
旦
大
学
で
林
毅
夫
（
当
時
・

北
京
大
学
教
授
）
の
特
別
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
す
で
に
国
内
外

で
同
氏
の
名
声
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
会
場
の
大
講
堂
に

は
立
ち
見
が
出
る
ほ
ど
の
聴
衆
が
集
ま
り
、
熱
気
が
漂
っ
て
い
た
。

　
講
演
の
内
容
は
、
中
国
経
済
の
現
状
と
今
後
の
展
望
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
香
港
の
中
国
返
還
が
実
現
し
、
ま
た
中
国
経

済
の
成
長
が
順
調
に
推
移
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
楽
観
的
な
将
来

展
望
に
つ
い
て
、
会
場
を
埋
め
た
聴
衆
（
学
生
た
ち
）
に
向
か
っ
て

熱
く
語
っ
て
い
る
姿
が
非
常
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
当
時
、
中
国
社
会
科
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
盛
洪
も
「
市
場
論

理
与
国
家
観
念
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
座
談
会
で
、「
市
場
」
と
「
計

画
」
の
役
割
に
つ
い
て
言
及
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
投
げ
か
け
て
い〈
１
〉た。

　
　
中
国
政
府
の
市
場
に
対
す
る
全
面
的
な
関
与
か
ら
よ
う
や
く
脱

却
し
、
市
場
経
済
が
そ
れ
に
と
っ
て
替
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

が
、
こ
う
し
た
政
府
が
関
与
す
る
状
況
は
、
我
が
国
の
悠
久
の

歴
史
の
な
か
で
は
小
さ
な
回
り
道
に
す
ぎ
な
い
。
経
済
的
自
由

主
義
は
人
類
に
と
っ
て
偉
大
な
知
恵
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
歴

史
的
な
視
点
を
持
っ
て
こ
そ
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は

中
国
文
明
の
特
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
道
家
の
処
世
観
で
あ
る

「
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
る
」
と
も
親
和
性
を
有
し
、
我
々

に
千
年
の
利
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
計
画
経
済
の
回
り
道
は
、

経
済
的
自
由
主
義
の
価
値
を
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

中
国
の
経
済
的
自
由
主
義
と
秩
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る
。
と
こ
ろ
が
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
や
、
そ
れ
に
伴
う

我
が
国
経
済
の
振
興
は
、
必
然
的
に
経
済
的
自
由
主
義
の
伝
統

と
と
も
に
中
国
文
明
の
復
興
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
今
か
ら
約
二
〇
年
前
の
一
九
九
〇
年
代
末
に
お
い

て
、
中
国
を
代
表
す
る
経
済
学
者
が
「
経
済
的
自
由
主
義
」
の
伝
統

と
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
が
い
よ
い
よ
復
活
を
遂
げ
、
高
度
な
市
場
経

済
の
発
展
へ
向
け
て
、
ま
た
そ
れ
が
テ
イ
ク
・
オ
フ
し
よ
う
と
し
て

い
る
状
況
に
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
自
信
に
満
ち
て
語
っ
て
い
た
こ
と

は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
大
き
な
驚
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
が
復
活
を
遂
げ
る
と
い
っ
て
も
、
果
た
し
て

西
欧
型
の
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
と
中
国
型
の
そ
れ
が
全
く
同
じ
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
は
“
国
家
資
本
主
義
”
の
概
念
で
中
国
型
の
市
場
経
済
を
説
明

で
き
る
の
か
。
そ
れ
と
も
新
古
典
派
的
な
市
場
経
済
モ
デ
ル
で
、
そ

れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
、
未
確
定
な
課
題
は

多〈
２
〉い。

　
そ
れ
ら
の
議
論
に
対
し
て
、
計
画
主
義
的
な
統
制
で
も
な
く
、
静

態
的
で
非
人
格
的
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
も
な
い
中
国
経
済
の
動
態

的
自
由
主
義
的
な
側
面
と
そ
れ
を
支
え
る
秩
序
に
注
目
し
、
特
に

フ
ォ
ー
マ
ル
制
度
、
あ
る
い
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
と
の
相
補

関
係
や
、
道
徳
・
慣
習
な
ど
と
い
っ
た
“
顔
の
見
え
る
市
場
秩
序
”

の
領
域
か
ら
中
国
型
の
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
＝
社
会
の
特
徴
を
明
ら

か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
議
論
が
最
近
、
注
目
を
浴
び
て
い
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論

考
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
贅
言
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
中

国
型
市
場
シ
ス
テ
ム
や
そ
れ
を
支
え
る
秩
序
・
法
則
を
検
討
す
る
意

義
は
極
め
て
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
市
場
や
そ
れ
を
支

え
る
秩
序
が
人
間
的
で
顔
の
見
え
る
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
長

年
、
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
難
問
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き

な〈
３
〉い。

　
本
稿
で
は
、
中
国
の
経
済
的
自
由
主
義
と
そ
れ
を
支
え
る
秩
序
・

規
範
の
問
題
に
接
近
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
上
か
ら
の
制
度
や

規
範
の
み
な
ら
ず
、
下
か
ら
の
受
容
・
抵
抗
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
関

係
の
深
い
分
業
と
組
織
化
に
着
目
し
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
、

そ
の
解
決
の
糸
口
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
以
下
の
第

一
節
で
は
、
市
場
秩
序
の
形
成
過
程
や
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
既
存

の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
第
二
節
で
は
そ
れ
ら
と
非

常
に
関
連
性
の
あ
る
分
業
や
そ
の
組
織
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第

三
節
で
は
中
国
の
水
力
社
会
に
着
目
し
、
そ
こ
で
の
国
家
に
よ
る
労

働
力
の
統
制
と
組
織
化
の
あ
り
方
を
詳
細
に
考
察
し
た
ウ
ィ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
研
究
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
、
最
後
に
本
稿

の
ま
と
め
を
述
べ
た
い
。
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一
　
市
場
社
会
と
秩
序
に
つ
い
て

　
本
節
で
は
、
主
に
市
場
秩
序
を
扱
っ
た
既
存
研
究
を
取
り
上
げ
る

が
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に
市
場
シ
ス
テ
ム
や
資
本
主
義
の
問
題
を

扱
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
る
市
場

シ
ス
テ
ム
と
資
本
主
義
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
次
い
で
、
塩
沢
に

よ
る
市
場
経
済
が
複
雑
な
要
素
や
状
況
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
る

点
、
そ
し
て
村
松
に
よ
る
中
国
の
市
場
体
制
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

た
い
。

㈠
　
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
る
市
場
秩
序

　
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
同
時
代
に
生
き
た
、
ケ
イ
ン
ズ
、

ハ
イ
エ
ク
ら
と
同
様
に
歴
史
的
な
動
き
の
中
か
ら
分
析
を
試
み
た
研

究
者
と
し
て
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
自
身
、『
大
転
換
』、『
人
間
の
経
済
』
な
ど
の
著

作
を
通
じ
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
的
な
経
済
不
況
と
そ
れ
に
よ

る
人
び
と
の
生
活
の
困
窮
・
破
綻
を
導
い
た
経
済
的
自
由
主
義
の
限

界
と
問
題
点
な
ど
を
繰
り
返
し
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一

方
で
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
マ
ル
サ
ス
ら
が
主

張
す
る
「
自
然
法
則
」、
あ
る
い
は
中
央
集
権
的
で
は
な
い
、
文
化

的
・
社
会
的
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
る
と
訴
え
つ
づ
け〈
４
〉た。

　
な
か
で
も
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
経
済
的
自
由
主
義
の
限
界
を
指
摘
し

な
が
ら
も
、
一
方
で
そ
れ
に
代
わ
る
市
場
社
会
の
構
築
に
向
け
て
重

要
視
し
た
の
が
、
経
済
を
社
会
に
埋
め
直
す
た
め
の
作
業
、
│
│
す

な
わ
ち
「
市
場
経
済
が
自
己
調
整
的
シ
ス
テ
ム
（self-regulating 

system

）
と
し
て
自
立
す
る
た
め
に
は
、
労
働
、
土
地
お
よ
び
貨
幣

の
三
つ
の
擬
制
商
品
化
（fictitious com

m
odities

）
す
る
こ
と
が
条

件
で
あ
り
、
こ
の
条
件
が
歴
史
的
に
具
体
化
し
た
の
は
一
八
世
紀
末

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
」﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー 1975: 194

﹈、
そ
の
状
況

を
転
換
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
一
八
世
紀
末
以
降
に
具
体
化
し
た
市

場
経
済
が
歴
史
的
に
も
特
異
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
彼
は
自
己
調
整
シ
ス
テ

ム
が
有
す
る
欠
陥
を
発
見
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
湧
き

上
が
る
「
社
会
の
自
己
防
衛
」
と
い
っ
た
運
動
（
自
己
調
整
シ
ス
テ

ム
と
合
わ
せ
て
二
重
の
運
動
と
呼
ん
で
い
る
）
が
対
峙
す
る
こ
と

で
、
い
よ
い
よ
市
場
経
済
の
機
能
不
全
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
延

長
線
上
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
支
配
が
到
来
す
る
こ
と
を
予
言
し

た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
市
場
経
済
が
勃
興
す
る
き
っ
か
け
と

は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
を
廃
止
し
、
そ

れ
に
代
わ
っ
て
、
一
八
三
四
年
に
新
救
貧
法
を
制
定
し
た
こ
と
で

あ
っ〈
５
〉た。『

大
転
換
』
第
二
部
第
三
章
の
冒
頭
部
分
で
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
ブ
レ
イ
ク
の
詩
『
ミ
ル
ト
ン
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
産
業

革
命
や
市
場
経
済
（「
経
済
的
自
由
主
義
」
の
理
念
に
基
づ
く
）
が

も
た
ら
し
た
混
乱
や
弊
害
を
「
悪
魔
の
ひ
き
臼
」
と
形
容
し
て
い
る
。
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ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
自
由
主
義
と
は
、「
自
己
調
整

的
市
場
の
確
立
を
目
標
と
し
、
商
業
階
級
の
支
持
に
依
拠
し
な
が

ら
、
そ
の
手
段
と
し
て
自
由
放
任
と
自
由
貿
易
を
広
く
利
用
し
た
」

﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー 1990: 240

﹈
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
「
そ
れ
は
、
労

働
、金
融
、福
祉
、刑
務
所
、教
育
、医
療
、環
境
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
防
衛
な
ど
の
社
会
の
諸
領
域
に
お
い
て
市
場
シ
ス
テ

ム
が
よ
く
機
能
す
る
よ
う
、
国
家
が
市
場
の
導
入
と
維
持
や
管
理
を

行
っ
て
尽
き
る
こ
と
の
な
い
経
済
成
長
の
源
泉
を
確
保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
最
大
限
の
諸
国
民
の
富
と
雇
用
、
そ
し
て
自
由
と
平
和
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
き
わ
め
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
技
法
に

至
る
幅
広
い
諸
相
を
併
せ
持
つ
複
合
体
で
あ
り
、
し
か
も
時
代
に
対

応
し
た
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
」
も
の
で
あ
る
﹇
若

森 2015: 152

﹈。

　
一
方
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
自
由
主
義
が
浸
透
す
る
こ
と
で
、
社

会
へ
の
弊
害
は
甚
大
極
ま
り
な
く
、
そ
の
結
果
、「
人
間
は
、
文
化

的
諸
制
度
と
い
う
保
護
膜
を
奪
わ
れ
、
社
会
的
に
む
き
出
し
の
存
在

と
な
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
人
間
は
、
悪
徳
、
墜
落
、
犯
罪
、
飢
餓
に
よ
る
激
烈
な
社
会
的

混
乱
の
犠
牲
者
と
し
て
死
滅
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
元
素
に
ま
で

分
解
さ
れ
、
街
と
自
然
景
観
は
冒
涜
さ
れ
、
河
川
は
汚
染
さ
れ
、
軍

事
的
安
全
性
は
危
地
に
陥
れ
ら
れ
、
食
料
と
原
料
を
生
産
す
る
能
力

は
破
壊
さ
れ
る
だ
ろ
う
」﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー 1990: 126

﹈
と
〈
６
〉。

つ
ま

り
、
こ
の
こ
と
は
人
間
社
会
が
市
場
経
済
の
付
属
物
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
的
諸
関
係
が
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か

に
「
埋
め
込
ま
れ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市

場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
個
々
人
の
自
由
や
行
動
が
制
限
（
市

場
に
従
属
）
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
責
任
の
所

在
を
不
明
確
に
し
、
人
び
と
は
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
自
由
主
義
と
い
う
理
念
に
支
え
ら

れ
た
自
己
調
整
的
市
場
の
欠
陥
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

は
オ
ー
ウ
ェ
ン
ら
の
社
会
観
を
参
考
に
し
た
上
で
、「
社
会
的
諸
問

題
へ
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
関
与
を
自
分
自
身
で
処
理
す
る
こ
と
、
作

用
と
反
作
用
と
を
自
分
自
身
の
な
か
で
均
衡
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て

社
会
的
存
在
の
避
け
ら
れ
な
い
道
徳
的
な
負
債
残
高
を
自
由
に
わ
が

身
に
引
き
受
け
、
英
雄
的
に
あ
る
い
は
謙
虚
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
意

識
的
に
担
う
こ
と
、
そ
れ
が
人
間
に
期
待
で
き
る
最
大
限
の
こ
と
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー 2012: 3 8

﹈。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
経
済
的
自
由
主
義

に
依
拠
し
た
自
己
調
整
的
市
場
や
市
場
秩
序
の
欠
陥
の
解
決
を
構
想

し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
調
整
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
に
対
す

る
、
社
会
の
自
己
防
衛
と
い
っ
た
運
動
が
は
ら
む
市
場
経
済
の
機
能

不
全
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
言
葉
を
か
え
る
と
、
上
か

ら
の
組
織
化
と
強
制
は
そ
れ
に
対
峙
す
る
下
か
ら
の
抵
抗
を
生
み
出

し
、
こ
れ
ら
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
お
互
い
騙
し
合
い
の
ゲ
ー
ム
を

繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
の
が
彼
の
論
理
と
な
ろ
う
。
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
複
雑
で
、
分
業
が
組
織
化
さ
れ
た
社
会
の
中

で
不
透
明
で
人
の
顔
が
見
え
な
い
市
場
社
会
を
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

や
参
加
型
の
民
主
主
義
を
通
じ
て
変
革
す
る
こ
と
で
、
人
び
と
が
真

に
自
由
を
謳
歌
で
き
る
可
能
性
を
持
つ
と
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
考
え
た

の
で
あ
っ
た
。

㈡
　
塩
沢
に
よ
る
市
場
秩
序

　
次
に
、
塩
沢
由
典
の
考
え
る
市
場
秩
序
（
複
雑
で
多
様
な
要
素
や

具
体
的
な
人
間
関
係
の
重
要
性
に
着
目
）
に
つ
い
て
、
見
て
み
よ

う
。
塩
沢
の
著
書
『
複
雑
さ
の
帰
結
』
に
よ
れ
ば
、
市
場
秩
序
が
非

人
格
的
で
合
理
的
な
個
人
同
士
が
行
う
取
引
の
な
か
か
ら
、
自
生
的

に
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
や
慣
習
と
い
っ
た
社
会
規
範
や

ル
ー
テ
ィ
ン
に
よ
っ
て
、
時
間
を
か
け
な
が
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
市
場
経
済
は
一
朝
一
夕
に
築
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
変
長

い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
は
じ
め
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で

す
。
い
わ
ゆ
る
自
己
形
成
秩
序
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の

で
、
非
常
に
長
時
間
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や

く
効
率
的
で
競
争
力
の
あ
る
経
済
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
さ

し
く
経
済
そ
の
も
の
が
複
雑
さ
を
持
つ
か
ら
な
の
で
す
。﹇
塩

沢 1997: 5

﹈

　
塩
沢
は
市
場
の
秩
序
が
社
会
に
お
け
る
個
々
の
要
素
の
混
合
と
蓄

積
を
通
じ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
点
に
関
心
を
向
け
る
と
と
も

に
、
ハ
イ
エ
ク
の
指
摘
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
市
場
シ
ス
テ
ム
が
複

雑
さ
を
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
人
間
の
知
識
と
い
う
も
の
は
中
央
に
集
め
よ
う
と
し
て

も
集
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
知
識
と
い
う
も
の
は
、
分
散
し
て

所
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
市
場
経
済
を
必
然
と
す
る
の
で
、
計
画

経
済
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
…
…
市
場
経
済
と
い
う
の
は
単
に
仕

事
の
分
業
の
体
系
だ
け
で
は
な
く
て
、
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る
知

識
を
う
ま
く
活
か
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム〈
７
〉だ

」﹇
塩
沢 1997: 9

﹈
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
市
場
の
秩
序
は
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
ま
た
そ
れ

は
不
定
形
で
網
の
目
の
状
態
に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
分
業
の
プ
ロ
セ

ス
が
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
そ
こ
に
は
個
人
が

す
る
よ
り
も
、
個
々
の
労
働
者
が
協
力
し
て
分
業
を
す
る
こ
と
で
利

益
が
発
生
す
る
。
そ
の
利
益
と
は
一
つ
は
規
模
の
利
益
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
熟
練
に
よ
る
利
益
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
熟

練
が
あ
る
こ
と
で
、
個
々
の
役
割
が
固
定
化
す
る
方
向
に
傾
斜
す

る
。
そ
し
て
、
生
産
に
お
け
る
熟
練
が
分
業
の
役
割
の
固
定
化
を
招

く
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
交
換
に
お
け
る
ル
ー
テ
ィ
ン
化
を
も
た
ら

す
。
つ
ま
り
、「
ル
ー
テ
ィ
ン
化
が
熟
練
を
可
能
に
し
、
熟
練
が

ル
ー
テ
ィ
ン
を
押
し
進
め
る
、
と
い
う
累
積
的
因
果
循
環
が
こ
こ
に

も
ま
た
存
在
す
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
両
者
が
反
復
を
繰
り

返
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
一
つ
の
秩
序
を
作
り
出
し
、
結
果
と
し

て
、
市
場
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
〉
8
〈

る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
繰
り
返
し
が
、
秩
序
を
作
り
出
し
、
そ
の
結
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果
、
市
場
の
秩
序
形
成
が
さ
ら
に
強
靭
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
塩
沢
に
と
っ
て
「
市
場
は
過
程
で
あ
り
、
時
間
の
流
れ
の
な
か

に
存
在
し
て
い
る
」﹇
塩
沢 1990: 4 7

﹈
も
の
な
の
で
あ
る
。

㈢
　
村
松
に
よ
る
市
場
秩
序

　
最
後
に
中
国
の
経
済
体
制
の
特
徴
を
考
察
す
る
中
で
、
そ
こ
で
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
経
済
行
為
や
市
場
秩
序
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ

た
村
松
祐
次
に
よ
る
市
場
秩
序
の
考
え
方
を
見
て
み
よ
う
。
当
然
、

中
国
に
お
け
る
市
場
秩
序
の
特
徴
を
見
る
際
に
も
、
中
国
の
経
済
態

制
の
そ
れ
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
ま
ず
は
そ
の
点
か
ら
、
紐
解
い
て

み
よ
う
。

　
　
前
述
の
ご
と
き
政
府
と
、
前
述
の
ご
と
き
村
や
ギ
ル
ド
の
下

で
、
中
国
の
市
場
秩
序
は
当
然
に
二
つ
の
、
一
見
す
れ
ば
矛
盾

す
る
よ
う
に
見
え
る
著
し
い
特
色
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
一
つ

は
徹
底
し
た
自
由
競
争
的
な
形
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
逆
に
そ

こ
で
は
市
場
活
動
が
絶
え
ず
狭
隘
な
、
私
人
的
保
証
の
範
囲
に

制
約
せ
ら
れ
、
人
的
関
係
を
辿
っ
て
で
な
け
れ
ば
行
わ
れ
な
い

と
い
う
古
風
な
形
姿
で
あ
る
。﹇
村
松 1975: 178

﹈

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
私
人
的
保
証
」
と
「
自
由
競
争
」
と

い
う
一
見
矛
盾
す
る
状
況
が
、
中
国
の
経
済
態
制
│
│
つ
ま
り
、
中

国
の
市
場
取
引
に
お
い
て
併
存
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
を
制

約
す
る
秩
序
が
、
統
治
に
よ
っ
て
も
、
身
分
に
よ
っ
て
も
、
伝
統
に

よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
中
国
の
取
引
関
係
に
お
い
て
、
仲
人
、
保
証

人
、
請
負
人
な
ど
が
不
安
定
で
競
争
的
な
市
場
秩
序
を
一
定
程
度
維

持
す
る
働
き
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
村
松
に
よ
る
と
、
そ
の
理
由

は
「
中
国
の
流
通
が
、
市
集
・
行
桟
等
に
よ
っ
て
絶
え
ず
分
段
化
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
﹇
村
松 1975: 179

﹈。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
彼
ら
（
仲
介
人
な
ど
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
に
お
い
て
、

市
場
秩
序
の
実
質
的
な
規
制
者
と
な
り
得
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要

な
こ
と
は
、
彼
ら
は
官
許
（
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
の
）
の
独
占
的
仲
介

者
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
府
に
代
わ
っ
て
、
徴
税
の
役
割
を
担
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
同
様
の
指
摘
は
、
村
松
の
『
近
代
江
南
の
租
桟
│
│
中
国
地
主
制

度
の
研
究
』
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
世
紀

初
頭
（
清
代
末
か
ら
民
国
期
ま
で
）
の
中
国
・
江
南
地
域
に
お
け
る

租
桟
制
度
に
つ
い
て
、「
租
桟
と
言
う
の
は
、
大
づ
か
み
に
言
う

と
、
地
主
つ
ま
り
管
業
戸
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
は
何
ら
か
の
官
職

背
景
を
も
っ
て
居
る
紳
士
が
、
他
の
地
主
か
ら
そ
の
所
有
地
の
管
理

経
営
を
委
託
さ
れ
て
、
こ
れ
を
自
己
の
所
有
地
や
、
受
典
地
な
ど
と

共
に
一
括
し
て
管
理
し
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ベ
ー
シ
ス
で
そ
の
全
体

か
ら
小
作
料
を
徴
収
し
、
そ
の
全
体
に
つ
い
て
税
を
代
納
す
る
た
め

に
設
け
た
、
土
地
の
管
理
経
営
と
包
括
と
の
大
規
模
機
構
」﹇
村
松 

1970: 7
﹈
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
の
地
位
と
役
割
は
強
大
で
、
小
作
料

を
支
払
わ
な
い
農
民
に
対
し
て
「
人
身
管
押
を
ふ
く
む
実
力
支
払
強
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制
、「
官
差
」
や
、「
経
保
」
や
、
民
国
に
入
っ
て
か
ら
は
「
催
租

吏
」
や
、「
公
安
分
局
長
」
ま
で
が
介
入
し
て
小
作
料
の
と
り
た
て

を
」
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
租
桟
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
力
で

あ
っ
た
の
は
、「
租
桟
が
そ
の
よ
う
に
官
権
を
利
用
し
て
、
…
…
同

時
に
又
、
地
主
権
力
の
強
化
は
、
常
に
官
の
利
益
を
守
り
、
国
家
の

財
政
収
入
を
保
証
し
、
国
家
や
官
の
利
益
に
奉
仕
す
る
、
と
言
う
こ

と
が
、
基
本
的
な
口
実
に
な
っ
て
」﹇
村
松 1970: 36 ‒38

﹈
い
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
関
係
（
円
満
で
密
接
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

関
係
）
を
結
ぶ
こ
と
で
、
中
央
集
権
的
な
官
僚
制
機
構
の
存
在
を
脅

か
す
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
但
し
、
こ
う
し
た
制
度
が
公
権
力
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
村
松
は
そ
の
こ
と
だ
け
を
と
っ
て
、
両
者
と
の
間
に
本
当

の
強
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
官
権
に
よ
る
介
入
は
財
政
収
入
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
仲
介
人
に
市
場
秩
序
を
規
制
さ
せ
る
の
は
“
二
次
的
な
事

情
”
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
村
松
の
市
場
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
中
国
経
済
の
競
争
原

則
と
そ
れ
を
過
度
に
容
認
し
た
結
果
か
ら
来
る
「
不
安
定
さ
」
を
強

調
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
「
行
桟
で
も
牙
行
で

も
、
市
場
を
維
持
す
る
ギ
ル
ド
で
も
、
そ
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
は
特

定
の
交
易
中
心
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
交
換
に
実
質
上
「
介
入
」
し
得

る
こ
と
だ
け
で
」
あ
っ
て
、
ま
た
「
農
民
は
い
ず
れ
の
米
行
に
貨
物

を
卸
し
て
も
よ
く
、
ま
た
い
ず
れ
の
市
鎮
に
米
を
運
ん
で
も
よ
ろ
し

い
の
で
あ
る
」﹇
村
松 1970: 180

﹈。
と
こ
ろ
が
、
農
民
な
ど
販
売

す
る
側
は
直
接
、
客
商
な
ど
と
取
引
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
（
仲
介
人
に
手
数
料
を
払
っ
て
ま
で
も
）。
そ
の
理
由
は

「
牙
税
を
脱
漏
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
危
惧
」﹇
村
松 1970: 

181

﹈
と
比
べ
て
、
牙
行
ら
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
市
場
秩
序

の
方
が
、
彼
ら
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
村
松
の
構
想
す
る
中
国
の
市
場
秩
序
は
「
各
個

人
の
力
以
外
に
、
各
個
人
を
衛
り
得
る
も
の
で
は
な
い
」
な
か
に
お

い
て
、
請
負
的
二
者
関
係
と
「
私
人
的
保
証
」
と
の
連
鎖
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
た
妥
協
の
産
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「「
内
行
人
（
仲
間
内
部
）
の
利
害
」

は
外
来
者
の
そ
れ
に
優
先
し
て
、
当
然
に
尊
重
せ
ら
れ
易
い
」
も
の

と
も
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
市
場
秩
序
が
、
一
方
で
は
、

政
府
側
か
ら
の
介
入
が
、
官
権
の
投
入
で
は
な
く
、
財
政
収
入
の
確

保
を
目
的
と
し
た
“
二
次
的
な
介
入
（
私
的
な
あ
り
方
）”
に
過
ぎ

な
い
と
い
っ
た
点
と
、
他
方
で
は
、
生
産
者
（
農
民
）
側
も
「
生
を

楽
み
、
死
に
安
ん
ず
る
」
と
い
っ
た
個
別
生
活
に
お
け
る
安
定
の
追

求
と
い
っ
た
、
両
者
相
容
れ
な
い
関
係
の
下
で
成
立
し
て
い
る
点

を
、
村
松
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
分
業
と
市
場
交
換

　
こ
れ
ま
で
、
既
存
研
究
の
考
察
を
通
じ
て
、
市
場
秩
序
の
内
容
や
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形
成
過
程
を
見
て
き
た
が
、
本
節
で
は
、
そ
れ
と
関
係
の
深
い
「
分

業
」
の
機
能
な
ど
を
検
討
す
る
。
最
初
に
古
典
的
に
有
名
な
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。

㈠
　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
│
│
分
業
の
効
果

　
分
業
が
有
機
的
・
効
果
的
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
市
場
規
模
が

拡
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
経
済
的
な
発
展
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
観
察
し
た
一
人
と
し
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
か
ら
遡
る
こ
と
、
一
八
世
紀
半

ば
か
ら
始
ま
る
産
業
革
命
時
期
に
お
け
る
研
究
成
果
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
結
論
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
は
『
諸
国
民
の
富
』
の
第
二
章
で
、
分
業
を
ひ
き
お
こ
す

原
理
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
英
知
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
人
間
の
本
性
の
な
か
に
あ
る

一
定
の
性
向
、
…
…
交
易
し
、
交
換
す
る
と
い
う
性
向
の
、
緩
慢
で

漸
進
的
で
は
あ
る
が
必
然
的
な
帰
結
」
だ
と
み
な
し
て
い〈
９
〉る。

そ
し

て
、
以
下
に
示
す
例
を
通
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
一
匹
の
犬
が
も
う
一
匹
の
犬
と
、
一
本
の
骨
を
も
う
一
本
と
公

正
に
し
か
も
熟
慮
の
う
え
で
交
換
す
る
の
を
見
た
人
は
ま
だ
一

人
も
い
な
い
。
一
匹
の
動
物
が
も
う
一
匹
に
む
か
っ
て
、
そ
の

身
ぶ
り
手
真
似
で
、
ま
た
生
得
の
叫
び
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ

れ
は
ぼ
く
の
も
の
だ
、
そ
れ
は
き
み
の
も
の
だ
、
ぼ
く
は
そ
れ

と
ひ
き
か
え
に
よ
ろ
こ
ん
で
こ
れ
を
あ
げ
よ
う
、
な
ど
と
い
う

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
の
を
見
た
人
は
ま
だ
一
人
も
い
な
〉
10
〈
い
。

﹇
ス
ミ
ス 1990: 117

﹈

　
こ
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
分
業
が
他
の
動
物
に
は
見
出
す
こ
と
の

で
き
な
い
、
人
間
に
共
通
な
本
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
上
で
、
分
業
に
は
三
つ
の
利
益
が
あ
る

こ
と
を
言
及
し
て
い
る
点
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

第
一
に
職
人
の
ス
キ
ル
の
向
上
で
あ
る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
職
人

（
職
工
）
が
ひ
と
つ
の
仕
事
に
集
中
す
る
こ
と
で
、
そ
の
ス
キ
ル
は

必
然
的
に
向
上
す
る
。
第
二
に
時
間
の
節
約
で
あ
る
。
あ
る
作
業
か

ら
別
の
作
業
に
移
る
時
の
無
駄
や
ロ
ス
を
節
約
で
き
る
。
第
三
に
多

く
の
機
械
の
発
明
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
労
働
を
促
進
し
、
短
縮
さ

れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
﹇
ス
ミ
ス 1990: 105 ‒115

﹈。

　
こ
う
し
た
利
益
が
導
き
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
ス
ミ
ス
は
一
人

の
職
人
が
ピ
ン
を
製
造
す
る
場
合
と
、
工
場
で
分
業
に
よ
っ
て
製
造

す
る
場
合
と
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
ま
た
こ
う
し
た
考
察
を

通
じ
て
、
分
業
が
雇
用
の
創
出
に
寄
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的

に
富
を
分
配
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
そ
の

一
方
で
、
分
業
に
よ
る
負
の
側
面
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
な
考

察
を
行
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け

る
工
場
労
働
の
考
察
を
通
じ
て
、
分
業
に
よ
る
負
の
側
面
に
光
を
あ

て
た
中
岡
哲
郎
の
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
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㈡
　
中
岡
哲
郎
│
│
工
場
労
働
に
お
け
る
分
業

　
中
岡
哲
郎
の
著
書
『
工
場
の
哲
学
』
は
、
生
産
工
程
と
分
業
の
組

織
化
を
通
じ
て
、
労
働
者
の
意
識
や
働
き
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
初
め
で
、
ま
ず
中
岡
は

「
あ
る
と
ま
ど
い
の
記
憶
を
語
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」﹇
中
岡 1971: 7
﹈
と
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
疑
問
を
述
べ
た
上

で
、
工
場
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
に
お
け
る
分
業
の
工
程

と
そ
れ
に
よ
る
労
働
者
の
意
識
の
状
態
や
変
化
、
そ
し
て
複
雑
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
通
じ
て
、「
組
織
化
」
さ
れ
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
な
ど
に
眼
目
の
中
心
を
向
け
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
組
織
化
と
労
働
者
の
意
識
の
変
化
を
考
察
し
た
部
分

で
は
、
合
理
化
と
能
率
向
上
と
い
っ
た
「
組
織
化
」
の
目
的
を
通
じ

て
、
労
働
者
の
熟
練
が
は
ぶ
か
れ
ま
た
ム
ダ
や
停
滞
を
除
去
す
る
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
組
織
と
い
う
眼
に
見
え
な
い
コ
ン
ベ
ア
ー
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も

同
様
な
の
だ
。
組
織
化
の
進
展
と
と
も
に
、
そ
の
中
に
働
く
人

間
は
、
少
し
ず
つ
、
強
制
的
に
、「
全
体
の
こ
と
を
考
え
る
必

要
」
か
ら
免
除
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
全
体
か
ら
強
制
的

に
も
、
無
意
識
的
に
も
切
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の

中
の
人
間
の
意
識
に
は
必
然
的
に
自
分
ひ
と
り
の
、
孤
独
の
中

に
お
ち
こ
ん
で
ゆ
く
。﹇
中
岡 1971: 161

﹈

　
そ
し
て
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ベ
ー
ユ
の
体
験
記
を
手
が
か
り
に
し
て
、

労
働
者
が
《
苦
し
ま
な
い
た
め
に
》《
考
え
な
く
な
る
》
こ
と
、
ま

た
そ
の
こ
と
が
現
在
の
労
働
者
の
意
識
を
支
配
し
て
い
る
特
徴
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
岡
の
発
見
は
、
こ

れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
生
産
点
」
中
心
主
義
の
貫
徹
や

そ
れ
が
規
律
・
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
点
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
　
現
代
の
組
織
技
術
の
特
徴
は
、
そ
の
つ
な
が
り
を
物
の
流
れ
の

速
度
と
か
作
業
台
の
位
置
関
係
だ
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の

内
部
で
き
め
ら
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
だ
と
か
、
直
接
眼
で
見

に
く
い
抽
象
的
な
「
対
象
化
さ
れ
た
も
の
の
関
係
」
の
中
に
吸

収
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
労
働
者
を

常
に
「
何
を
与
え
ら
れ
て
」「
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
」
に
だ
け

注
目
し
つ
つ
、
自
ら
の
「
分
を
つ
く
す
」
形
態
に
追
い
込
ん
で

ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。﹇
中
岡 1971: 271

﹈

　
こ
う
し
た
労
働
者
の
意
識
は
、
機
械
論
的
な
組
織
原
理
と
人
間
の

熟
練
と
の
矛
盾
、
人
間
の
意
識
や
社
会
的
関
係
と
の
矛
盾
と
に
よ
っ

て
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
中
岡
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
非

常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
岡
は
同
書
に
お
い
て
、
考
察
の
中
心
を
工
場
の
生

産
過
程
と
そ
こ
で
の
労
働
者
の
意
識
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
発
見
を
よ
り
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に
、
中
規
模
の
市
中
病
院
に

お
け
る
外
科
手
術
の
そ
れ
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
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そ
こ
で
は
ま
ず
、
外
科
手
術
の
現
場
で
も
分
業
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
眼
に
し
た
上
で
、
そ
こ
に
は
手
術
の
実
施
と
術
中
の
患
者
の

体
調
管
理
と
い
っ
た
二
種
類
の
機
能
分
担
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の

機
能
の
分
化
が
異
な
る
工
程
の
流
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
麻
酔
薬
と
注
射
器
が

主
流
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
麻
酔
は
医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ

て
い
た
が
、
そ
こ
に
「
麻
酔
器
」
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
機
能
の
分

化
と
異
な
っ
た
工
程
の
流
れ
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
医
師
は
手
術
、

麻
酔
医
は
バ
イ
タ
ル
・
サ
イ
ン
の
監
視
、
麻
酔
ガ
ス
及
び
点
滴
の
制

御
な
ど
の
監
視
労
働
と
い
う
分
業
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
〉
11
〈
と
。

そ
し
て
、
同
氏
は
こ
れ
ら
の
分
析
結
果
と
工
場
労
働
と
の
比
較
を

行
っ
た
結
果
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
組
織
全
体
の
構
造
と
、
そ
こ
で
機
能
し
て
い
る
分
業
の

内
容
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
主
労
働
」
と
「
補
助
労
働
」
と

に
お
け
る
分
業
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
。
以
下
で
は
、
出
産
の
現
場
に
お
い
て
、「
主
労
働
」
と

「
補
助
労
働
」
と
の
関
係
を
見
る
こ
と
で
そ
の
意
味
を
さ
ぐ
っ
て
み

よ
う
。

㈢
　
松
岡
悦
子
│
│
出
産
現
場
で
の
分
業

　
妊
娠
や
出
産
の
現
場
で
長
年
、
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
松
岡

悦
子
が
注
目
す
る
の
は
「
出
産
が
病
院
と
い
う
組
織
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
も
の
が
工
場
で
作
ら
れ
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
出

産
も
工
程
に
分
割
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
同
氏
に
よ
る
と
、
そ
こ

で
は
「
女
性
の
妊
娠
か
ら
産
褥
ま
で
が
分
割
さ
れ
て
、
何
人
も
の

人
々
に
分
け
も
た
れ
る
。
た
と
え
ば
女
性
の
側
か
ら
見
る
と
、
妊
娠

中
は
外
来
で
妊
婦
検
診
を
受
け
、
陣
痛
が
始
ま
る
と
陣
痛
室
で
待
機

し
、
時
期
が
来
る
と
分
娩
室
に
移
り
、
赤
ん
坊
が
誕
生
す
る
と
産
褥

病
棟
に
移
る
。
女
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
異
な
る
助
産
師
や
医

師
の
ケ
ア
を
受
け
る
た
め
、
一
つ
の
妊
娠
・
出
産
が
い
く
つ
か
の
部

分
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」。

　
そ
し
て
、
前
述
の
中
岡
哲
郎
の
分
業
に
対
す
る
見
解
を
参
考
に
し

た
上
で
、
松
岡
は
「
分
業
が
う
ま
く
機
能
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
、

そ
こ
で
働
く
人
々
が
行
動
を
要
素
に
還
元
し
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た

こ
と
だ
け
を
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
働
く
人
々
が
全
体
の
こ
と
を
考
え
な
く
な
る
よ

う
に
し
向
け
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
分
業
は
そ
こ
で
働
く

人
々
か
ら
熟
練
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
働
く
人
々
は
、
全
体

を
見
通
す
こ
と
な
く
自
分
の
与
ら
れ
た
こ
と
だ
け
を
行
う
よ
う
に
な

り
、
あ
る
部
分
し
か
で
き
な
い
未
熟
練
労
働
者
と
な
る
」
と
述
べ
て

い
る
﹇
松
岡 2014: 9 4

﹈。

　
表
1
は
、
そ
う
し
た
変
化
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
前
近
代
で
は
出
産
が
習
俗
や
儀
礼
、
相
互
扶
助
の
機
会
で

あ
っ
た
も
の
か
ら
、
近
代
で
は
病
院
で
出
産
す
る
こ
と
が
最
善
の
方

法
と
な
り
、
ま
た
医
学
的
な
技
術
や
知
識
が
異
常
を
解
決
で
き
る
と

い
っ
た
「
医
学
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
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ン
の
時
代
に
な
る
と
、
出
産
の
脱
集
中
化
、
リ
ス
ク
計
算
・
リ
ス
ク

管
理
を
通
じ
て
、
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
松
岡
は
、
こ

の
よ
う
な
変
化
が
必
ず
し
も
進
化
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
主
張
す
る
。

　
出
産
が
家
庭
か
ら
病
院
と
い
っ
た
組
織
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
妊
娠
外
来
を
受
け
も
つ
助
産
師
、
分
娩
室
に
勤
務
す
る
助
産
師
、

産
褥
病
棟
を
担
当
す
る
助
産
師
と
い
う
よ
う
に
」、
工
場
で
製
品
が

つ
く
ら
れ
る
の
と
同
様
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
に
沿
う
よ
う

に
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
出
産
の
管
理
者
と
し
て
の
医
師
が
出

産
に
欠
か
せ
な
い
医
療
行
為
者
へ
と
変
容
さ
せ
る
。
松
岡
は
こ
の
こ

と
を
出
産
に
お
け
る
「
生
理
的
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
「
医
学
」
パ
ラ
ダ

イ
ム
へ
の
転
換
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
﹇
松
岡 2014: 93 ‒94

﹈。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
主
労
働
が
産
婦
か
ら
医
師
ら
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と

が
こ
れ
ま
で
の
「
主
労
働
」
と
「
副
労
働
」
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
（
主
・
客
逆
転
）
を
松
岡
は
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

㈣
　
富
山
和
子
│
│
水
利
現
場
で
の
分
業

　
分
業
は
工
場
や
出
産
の
現
場
だ
け
で
発
生
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
水
利
現
場
で
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
富
山
和
子
は
、『
水
と
緑

と
土
』
の
中
で
、
人
と
自
然
（
水
・
森
・
土
）
と
の
関
わ
り
方
を
通

じ
て
、
土
壌
生
産
力
を
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
が
生
あ
る
者
に
と
っ
て

重
要
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
失
え
ば
、
文
明
は
滅
び
る
運

表１　出産の前近代・近代・ポストモダン

前近代 近　代 ポストモダン

出産の様式 自宅分娩 病院分娩
病院への集中化

自宅や地域。バースセンターでの
出産
脱集中化

赤ん坊を
とりあげる人

しろうと産婆
免許のある産婆 助産師、医師 開業、出張の助産師が増加

ドミナントな
パラダイム

習俗や儀礼
相互扶助

医学や
テクノロジー 洗濯、自己決定、ライフスタイル

分娩姿勢 通常は垂直な姿勢 仰臥位 自由な姿勢

妊産婦 近隣の人などの
顔見知り 患者 消費者、クライエント

難産に対する
見方 不幸、偶然、罰 予測しえない事故

病院が最も安全
リスクの計算、リスク管理、選択
と自己責任

出所：松岡［2014: 67］より。
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命
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
土
壌
と
は
、

陸
地
の
生
命
が
（
森
林
が
、
と
い
っ
て
も
よ
い
が
）
み
ん
な
で
つ

く
っ
て
き
た
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
唯
一
の
貯
金
で
あ
り
、
水
も
ま
た

土
壌
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
土
壌
の
形
成
に
は
、
誰
も
が
参
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
」
を
持
つ
以
上
、“
土
か
ら
得
た
も
の
は
土

へ
と
返
す
”
と
い
っ
た
小
さ
な
循
環
に
近
づ
け
る
こ
と
で
、
課
題
を

克
服
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
て
い
〉
12
〈

る
。

　
そ
の
う
ち
同
氏
が
分
業
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
は
、
明

治
二
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
河
川
法
」
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
「
低
水
工
事
」（
水
害
防
備
林
や
霞
堤
、
乗
越
堤
な
ど
を
中
心
に

す
え
、
大
洪
水
は
か
え
っ
て
氾
濫
を
許
し
洪
水
の
力
を
弱
め
る
方

式
）
か
ら
「
高
水
工
事
」（
連
続
堤
防
を
築
き
、
洪
水
を
防
御
す
る

方
式
）
に
変
わ
る
こ
と
で
、
土
地
利
用
の
分
業
化
が
開
始
さ
れ
た
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
高
水
工
事
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
土
地
の

高
度
利
用
化
で
あ
る
。
水
害
防
備
林
や
遊
水
池
な
ど
の
緩
衝
地

帯
を
設
け
、
川
と
つ
か
ず
離
れ
ず
に
暮
ら
し
て
用
水
資
源
か
ら

舟
運
に
至
る
川
の
多
様
な
機
能
を
引
き
出
し
て
き
た
そ
れ
ま
で

の
つ
き
あ
い
か
た
に
比
べ
て
、
土
地
は
土
地
と
し
て
完
全
に
手

中
に
収
め
、
川
は
川
と
し
て
洪
水
処
理
の
い
っ
さ
い
を
分
担
さ

せ
る
新
し
い
方
式
は
、
土
地
と
川
と
の
双
方
の
施
設
化
で
あ
っ

た
。﹇
富
山 2010: 15

﹈

　
こ
の
よ
う
な
人
の
水
に
対
す
る
姿
勢
を
、
富
山
は
「
工
業
に
お
け

る
分
業
化
の
論
理
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
﹇
富
山 

2010: 1 5

﹈。
そ
れ
は
川
の
施
設
化
で
あ
り
、
土
地
の
施
設
化
で
も
あ

り
、
こ
れ
ら
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
け
る
有
機
体
で
あ
る
自
然

を
バ
ラ
バ
ラ
に
無
機
化
す
る
思
想
へ
と
変
化
さ
せ
る
。
一
方
、
河
川

法
の
成
立
と
前
後
し
て
森
林
法
、
砂
防
法
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
治

水
行
政
（
た
と
え
ば
一
本
の
川
の
工
事
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
治
山
は
農

林
省
、
砂
防
・
河
川
改
修
は
建
設
省
、「
利
水
に
至
っ
て
は
農
林
、

建
設
、
厚
生
、
通
産
、
自
治
、
大
蔵
、
経
済
企
画
、
環
境
の
各
省
が

権
利
を
競
い
あ
う
現
在
の
水
行
政
が
、
こ
う
し
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ

て
」
い
っ
た
。
こ
う
し
た
富
山
の
指
摘
は
、
水
や
土
地
利
用
の
分
業

化
が
リ
ス
ク
を
増
加
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
の
所
在
を
曖
昧
に

す
る
点
に
注
意
を
向
け
て
お
り
、
非
常
に
重
要
で
あ
〉
13
〈

る
。

三
　
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
水
力
社
会
論

㈠
　
分
業
の
組
織
化

　
前
節
で
は
、
工
場
や
出
産
の
現
場
で
の
分
業
の
内
容
や
機
能
を
考

察
し
て
き
た
が
、
実
際
に
は
、
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
地
域
・

国
家
規
模
、
世
界
規
模
へ
と
そ
れ
は
拡
大
し
、
分
業
の
性
格
自
体
が

変
化
し
て
い
っ
た
。
特
に
都
市
部
で
は
人
口
が
集
中
し
、
か
つ
商
品

の
取
引
や
交
易
も
盛
ん
に
な
る
こ
と
で
、
分
業
も
各
分
野
へ
と
広

が
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
ル
ー
ル
や
規
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範
を
定
め
、
そ
れ
に
従
う
と
い
っ
た
関
係
性
が
必
要
と
な
る
。
本
節

で
は
、
水
力
管
理
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
、
国
家
に
よ
る
支
配
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
研
究
を
紹

介
し
た
い
。

＊

　
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
著
書
『
東
洋
的
専
制
主
義
』

（
一
九
五
七
年
）
に
お
い
て
、
東
洋
の
専
制
主
義
の
成
立
過
程
や
そ

の
制
度
的
な
裏
づ
け
な
ど
を
詳
細
に
分
析
し
た
。
な
か
で
も
、
水
力

経
済
の
有
す
る
構
造
が
分
業
、
集
約
、
協
業
と
い
っ
た
三
つ
の
機
能

よ
り
成
立
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
前
述
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら
古
典

派
経
済
学
派
の
提
起
し
た
“
分
業
”
の
概
念
を
政
治
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
（
労
働
力
の
組
織
化
の
管
理
な
ど
）
に
よ
っ
て
深
化
さ
せ
た

こ
と
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
組
織
化
が
草
の
根
的
に
「
下
か
ら
」
成
立
し

た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
「
上
か
ら
」
成
立

し
た
も
の
な
の
か
を
検
討
し
た
点
で
、
類
似
の
研
究
と
比
較
し
て

も
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

㈡
　
東
洋
社
会
へ
の
眼
差
し

　
同
氏
の
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
り
、
近
代
西
欧
と

は
異
な
る
社
会
が
「
東
洋
社
会
」
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
推
論
を
進

め
る
一
方
、
マ
ル
ク
ス
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
ら
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
国
家
と
社
会
と
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
着
目
し

て
い
る
点
に
特
徴
を
見
出
せ
る
。

　
　
私
は
一
九
二
二
年
〜
二
三
年
の
冬
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
影
響
に
よ
り
水
力
的
な
社
会
と
政
治
的
技
法
の
特
殊
性
に
つ

い
て
研
究
し
始
め
た
と
き
、
全
体
的
権
力
の
比
較
研
究
の
政
治

的
含
意
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
私
が
一
九
二
四
年

に
ま
た
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
言
及
す
る
一
方
、
官
僚
的

専
制
国
家
（a bureaucratically despotic

）
に
支
配
さ
れ
た

「
ア
ジ
ア
的
」
社
会
に
注
目
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
に
気
づ
い

て
は
い
な
か
っ
た
。
…
…
（
し
か
し
そ
の
後
）
マ
ル
ク
ス
が

「
ア
ジ
ア
的
」
概
念
を
発
明
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
そ
れ
を

古
典
派
経
済
学
者
の
著
作
物
の
な
か
に
す
で
に
存
在
す
る
も
の

と
し
て
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
私
は
さ
ら
に

マ
ル
ク
ス
が
古
典
派
に
よ
る
多
く
の
見
解
を
受
け
入
れ
て
い
な

が
ら
、
彼
自
身
の
理
論
的
立
場
よ
り
避
け
ら
れ
な
い
結
論
、
す

な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
諸
条
件
下
で
農
業
管
理
社
会

的
官
僚
制
（the agro-m

anagerial bureaucracy

）
が
支
配
階

級
を
組
織
す
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
判
っ
た
。﹇W

ittfogel 1957: 5 ‒6

﹈

　
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
マ
ル
ク
ス
ら
の
思
想
に

依
拠
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
に
は
な
い
結
論
を
導
き
出
し
た
点
こ
そ
、

独
創
的
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
当
時
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
唯
物
論
的
歴
史
観
に
依
拠
し
て
議
論
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
こ
う
し
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た
困
難
な
状
況
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
同
氏
は
東
洋
的
社
会
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
水
力
社
会
、
農
業
管
理
社
会
、
東
洋

的
専
制
主
義
と
い
っ
た
概
念
を
詳
細
に
分
析
し
、
考
察
を
進
め
て

い
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
前
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
同
氏
が
マ
ル
ク

ス
の
提
起
し
た
、
共
同
体
と
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
二
元

論
」
的
な
枠
組
み
か
ら
東
洋
社
会
を
分
析
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る

と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が
注
目
す
る
の
は
、
水
力
的
農
業
生
産
が

「
準
備
的
作
業
」
と
「
防
衛
的
作
業
」
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
が
工
業

社
会
と
同
様
に
、「
分
業
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
│
│
す

な
わ
ち
、
水
力
農
業
は
、
第
一
に
特
殊
な
分
業
化
、
第
二
に
耕
作
の

集
約
化
、
第
三
に
大
規
模
な
協
業
を
必
要
と
す
る
以
外
に
、
主
な
農

耕
作
業
と
は
区
別
さ
れ
た
現
場
で
の
溝
掘
り
、
ダ
ム
作
り
、
給
水
と

い
っ
た
灌
漑
の
た
め
の
準
備
的
な
作
業
と
、
収
穫
物
を
確
保
す
る

（
氾
濫
や
旱
魃
か
ら
守
る
）
た
め
の
防
御
的
な
作
業
と
い
う
、
二
つ

の
分
業
形
態
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

作
業
を
行
う
労
働
力
を
自
発
的
に
「
下
か
ら
」
組
織
化
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
国
家
が
「
上
か
ら
」
統
制
的
に
組
織
化
す
る
の
か
と
い
っ

た
点
に
考
察
の
中
心
を
向
け
た
。
そ
の
結
果
、
同
氏
は
中
国
や
イ
ン

ド
に
お
け
る
農
業
労
働
の
多
く
が
灌
漑
の
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
労
働
力
が
地
域
を
超
え
て
、

国
家
権
力
の
下
で
統
制
さ
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ

は
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
　
伝
統
的
に
非
水
力
的
指
導
者
（traditionally nonhydraulic 

leaders

）
が
端
緒
的
な
水
力
「
機
構
」
を
創
起
あ
る
い
は
利
用

し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
こ
の
機
構
の
支
配
者
が
全
て

の
重
要
な
公
的
機
能
の
後
ろ
だ
て
と
な
っ
た
か
ど
う
か
に
か
か

わ
り
な
く
、
こ
れ
ら
全
て
の
事
例
に
お
い
て
、
結
果
的
に
生
ま

れ
た
政
権
が
水
力
農
業
の
求
め
る
指
導
と
社
会
的
統
制
に
よ
っ

て
決
定
的
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
何
の
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

﹇W
ittfogel 1957: 2 7

﹈

　
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
水
力
機
構
が
国
家
権
力

の
下
で
統
制
さ
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

が
非
水
力
的
建
設
（
公
道
建
設
な
ど
）
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
主

張
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
作
業
の
延
長
線
上
に
国
家
権

力
の
行
使
に
よ
っ
て
組
織
が
拡
大
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
す

こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
氏
に
よ
れ
ば
、
最
初
、

部
族
や
村
落
共
同
体
な
ど
の
組
織
「
内
」
に
お
け
る
領
域
と
そ
れ
を

超
え
た
領
域
に
お
け
る
要
請
を
通
じ
て
、
水
治
が
進
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
後
、
社
会
・
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
共
同
体
的
枠
組
み
を
超

え
て
、
共
同
体
外
・
地
域
外
と
い
う
組
織
「
外
」
的
要
請
を
通
じ

て
、
共
同
体
周
辺
で
の
支
配
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
き
、
遂
に
は
社
会
が

国
家
に
包
摂
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
国
家
権
力
の
統
治
へ
至
る

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
東
洋
的
専
制
主
義
」
の
成
立
過
程
を
描
き
出

し
た
の
で
あ
る
。
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㈢
　
水
力
社
会
と
農
村
共
同
体

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
国
家
的
な
権
力
の

統
制
を
通
じ
て
、
労
働
力
を
支
配
し
、
社
会
を
包
摂
す
る
プ
ロ
セ
ス

を
明
ら
か
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
憲
法
な
ど
の
フ
ォ
ー

マ
ル
な
制
度
だ
け
で
な
く
、「
儒
教
」
精
神
の
要
請
か
ら
慣
習
や
信

仰
な
ど
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
や
、
さ
ら
に
最
も
重
要
な
こ
と

と
し
て
、
村
落
共
同
体
周
辺
に
お
け
る
社
会
的
勢
力
（
紳
士
や
郷
紳

な
ど
）
の
強
弱
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
を
導

き
だ
し
て
い
る
こ
と
。
加
え
て
、
多
様
な
領
域
に
つ
い
て
も
注
意
を

促
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
多

様
な
領
域
と
は
、
自
治
的
な
宗
教
組
織
で
あ
り
、
ま
た
軍
事
的
な
集

団
、
あ
る
種
の
財
産
所
有
者
な
ど
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
　
す
べ
て
の
政
府
は
（
軍
事
的
な
行
動
の
組
織
を
通
じ
て
）
外
部

の
敵
に
対
す
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
保
護
に
、
ま
た
（
司
法
と

何
ら
か
の
警
察
的
手
法
を
通
じ
て
）
内
部
秩
序
の
維
持
に
か
か

わ
る
こ
と
と
な
る
。
政
府
が
こ
れ
ら
や
他
の
任
務
を
ど
の
程
度

遂
行
す
る
か
い
な
か
は
、
社
会
秩
序
が
政
府
の
活
動
あ
る
い
は

敵
対
す
る
非
政
府
的
勢
力
の
増
進
を
鼓
舞
す
る
か
制
約
す
る
仕

方
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。﹇W

ittfogel 1957: 49

﹈

　
以
下
で
も
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、

非
政
府
的
勢
力
が
反
政
府
的
に
振
る
舞
う
こ
と
を
阻
止
す
る
と
同
時

に
、
私
的
な
民
間
の
勢
力
が
国
家
権
力
に
と
っ
て
、
脅
威
と
な
ら
な

い
よ
う
に
対
策
を
と
っ
て
い
る
点
に
東
洋
的
専
制
主
義
の
特
徴
を
見

出
し
た
。
ま
た
そ
れ
が
西
欧
と
は
異
な
り
、
政
治
的
な
勢
力
と
は
な

り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
〉
14
〈

る
。

　
一
方
、
同
氏
の
視
点
の
う
ち
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
「
行
政
収
益

逓
減
の
法
則
（the law of dim

inishing adm
inistrative re turns

）」

と
、
権
力
の
空
白
領
域
が
存
在
す
る
点
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

　
　
行
政
収
益
逓
減
の
法
則
が
水
力
国
家
を
し
て
、
諸
個
人
や
第
二

次
的
組
織
（secondary organizations

）
を
全
面
的
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
思
い
と
ど
め
さ
せ
る
こ
と
は
、

政
府
が
そ
う
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
別

の
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、

全
体
的
統
制
が
専
制
体
制
の
永
続
の
た
め
に
絶
対
的
命
令
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
支
配
者
は
自
ら
の
収
入
の
全
て
を
費
や
し
て
で

も
安
全
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
明
ら

か
に
、
こ
う
し
た
権
力
シ
ス
テ
ム
は
実
行
不
可
能
な
も
の
で

あ
っ
た
。﹇W

ittfogel 1957: 112 ‒113

﹈

　
同
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
収
益
逓
減
の
法
則
の
意
味
を
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
の
要
点
は
、
平
時
に
は
諸
個
人
や

第
二
次
組
織
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ

る
一
方
、
非
常
時
に
は
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
で
も
そ
れ
ら
に
対
し

て
、
強
圧
的
な
方
法
で
抑
え
込
む
と
い
っ
た
点
、
す
な
わ
ち
政
府
と

共
同
体
と
が
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
第
一
に
、
そ
れ

は
た
と
え
国
家
権
力
が
地
方
・
共
同
体
レ
ベ
ル
ま
で
影
響
を
及
ぼ
そ

う
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
強
制
的
に
そ
の
境
界
を
打
ち
破
り
、
共
同

体
に
お
け
る
諸
個
人
に
ま
で
そ
れ
が
達
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
て

も
、
そ
れ
は
国
家
へ
の
全
面
的
統
制
や
服
従
を
強
制
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
逆
に
そ
れ
は
む
し
ろ
国
家
と
共
同
体
が
一
定
程
度
の
距

離
を
保
持
し
な
が
ら
、
共
同
体
独
自
の
自
律
性
と
そ
れ
が
及
ぶ
空
間

を
暗
黙
理
に
許
容
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ル

ク
ス
ら
が
言
及
し
て
い
る
国
家
と
共
同
体
が
併
存
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
二
元
論
」
に
、
見
か
け
上
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方

で
、「
水
力
世
界
を
通
じ
て
、
政
府
の
権
威
と
家
族
の
権
威
は
相
互

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
治
的
統
制
手
段
は
大
部
分
の
村

落
、
ギ
ル
ド
、
そ
し
て
第
二
次
的
宗
教
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
」﹇W

ittfogel 1957: 116

﹈
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
マ
ル
ク
ス
ら
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
点
を
こ
こ
で
は

指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
す
な
わ
ち
西
欧
と
は
異
な
り
、
村
落
共
同
体
が
自
律
的
な
組
織
と

は
な
ら
な
か
っ
た
点
を
同
氏
は
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
家
長
の
権
限
は
専
制
体
制
に
よ
り
黙
認
さ
れ
て
い
た

だ
け
で
な
く
、
中
間
集
団
の
権
限
│
│
あ
る
地
方
行
政
官
や
有
力
者

ら
の
権
限
も
同
様
に
黙
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
彼
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
政
府
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
。
一

方
、
地
方
役
人
に
か
わ
っ
て
、
家
長
は
家
族
の
成
員
が
法
を
犯

す
こ
と
を
阻
止
で
き
な
い
な
ら
ば
、
家
長
を
鞭
打
ち
、
投
獄
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
親
族
集
団
の
礼
拝
的
（liturgica

）

警
察
官
と
し
て
行
動
す
る
家
長
は
自
律
的
組
織
の
指
導
者
と
み

な
せ
な
か
っ
た
。﹇W

ittfogel 1957: 116

﹈

　
こ
こ
か
ら
は
、
家
長
の
レ
ベ
ル
か
ら
中
間
集
団
を
経
て
、
国
家
へ

と
伸
び
る
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
家
長

の
権
威
を
重
視
し
た
の
か
。
そ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
方
を
参
考

に
し
な
が
ら
も
、
宗
族
の
長
や
地
元
有
力
者
ら
が
村
落
組
織
の
権
力

を
握
っ
て
い
た
こ
と
を
軽
視
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
徴
税
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
中
央
政
府
は
彼
ら
と
交
渉
を

行
っ
て
、
お
互
い
の
関
係
を
保
持
し
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

「
村
民
た
ち
の
ケ
ー
ス
が
理
に
か
な
っ
て
い
て
も
、
村
長
に
対
し
て

不
満
を
言
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
」﹇W

ittfogel 1957: 119

﹈
と〉

15
〈

。

　
す
な
わ
ち
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
東
洋
的
専
制
主
義
と
は
、
中

央
政
府
の
権
力
と
家
族
の
権
威
と
あ
る
時
は
直
接
的
に
、
ま
た
あ
る

時
は
間
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
家

族
や
そ
の
周
辺
の
中
間
組
織
が
専
制
国
家
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
が

補
完
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
の
自
律
、
あ
る
い
は
非
自
律
的
な
存
在

と
み
な
さ
れ
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
点
を
こ
こ
で
は
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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㈣
　
公
的
家
父
長
制

　
最
後
に
、
国
家
と
社
会
と
の
関
係
（
緊
張
関
係
）
に
関
し
て
、
社

会
主
義
革
命
下
の
中
国
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
考
察
し

た
研
究
者
で
あ
る
、
ス
テ
イ
シ
ー
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
同
氏
に
よ
れ

ば
、
中
国
の
社
会
主
義
革
命
以
降
も
「
家
父
長
制
＝
社
会
主
義

（patriarchal-socialism
）
は
、
集
団
化
の
過
程
の
中
で
の
宗
族
基
盤

に
最
も
基
本
的
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
…
…
（
ま
た
そ
れ
は
）
男
系

の
宗
族
の
つ
な
が
り
に
頼
っ
た
。
…
生
産
協
同
組
合
は
現
存
の
集

落
、
地
域
共
同
体
、
村
の
ま
わ
り
に
組
織
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
場

所
は
、革
命
前
の
宗
族
構
造
と
父
方
居
住
婚
（patrilocal m

arriage

）

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
男
系
の
親
族
関
係
で
密
接
に
結
ば
れ

て
い
る
の
だ
っ
た
。
高
級
生
産
合
作
社
は
、
以
前
の
郷
紳
地
主
と
富

農
の
指
導
者
を
根
絶
す
る
か
正
社
員
資
格
（initial m

em
bership

）

か
ら
除
外
し
て
い
た
の
で
、
以
前
の
父
系
家
族
の
平
等
主
義
的
残
党

に
、村
の
土
地
、設
備
、家
畜
、資
源
に
対
す
る
使
用
権
を
与
え
〉
16
〈

た
」

﹇
ス
テ
イ
シ
ー1990: 191 ‒192

﹈。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
父
方
居
住
婚
や
労
働
の
性
別
分
業
を
温
存

し
、
か
つ
人
口
政
策
の
面
で
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
共
産
党
が
同
時
期
以
降
、
伝
統
文
化
の
多
く

の
要
素
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
大
衆
組
織
の
中
国
共
産
党
に
対
す
る

公
式
的
従
属
と
、
個
人
生
活
に
対
す
る
国
家
の
監
督
を
実
現
で
き
た

の
で
あ
っ
た
。
ス
テ
イ
シ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
構
造
を
「
公
的
家
父
長

制
」（Public-Patriarchy

）
と
名
づ
け
て
い
〉
17
〈
る
。

㈤
　
分
業
と
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
本
節
で
は
、
市
場
シ
ス
テ
ム
下
に
お
け
る
分
業
の
役
割
や
機
能
に

着
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
国
家
に
よ
る
支
配
や
権
力
が
ど
の
よ
う
に

関
係
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

　
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
水
力
社
会
の
有
す
る
構
造
が
分
業
・

集
約
・
協
業
と
い
っ
た
三
つ
の
機
能
を
通
じ
て
、
各
層
に
お
け
る
管

理
的
能
力
を
発
揮
し
、
ま
た
そ
の
権
力
の
維
持
に
重
要
性
を
持
っ
た

水
利
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
農
業
の
領
域
で
は
│
│

そ
の
「
準
備
的
作
業
」
と
「
防
御
的
作
業
」
を
主
体
的
に
運
営
す
る

こ
と
で
│
│
い
わ
ゆ
る
農
村
共
同
体
（
社
会
）
が
国
家
へ
と
包
摂
さ

れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス

上
に
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
が
有
機

的
に
関
連
し
、
か
つ
最
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
村
落
共
同
体
周
辺

に
お
け
る
社
会
的
勢
力
（
紳
士
や
郷
紳
な
ど
）
の
内
容
に
よ
っ
て
少

な
か
ら
ず
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
を
導
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
同
氏
の
定
義
す
る
東
洋
的
専
制
国
家
論
と
は
、

西
洋
と
の
比
較
に
置
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
二
元
論
」
や
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
「
粗
放
論
」
に
も
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
儒
教
的
な
中
国

伝
統
の
特
色
を
指
摘
す
る
際
に
強
調
さ
れ
る
「
国
家
権
力
の
強
さ
」

と
い
う
形
で
も
、
ま
た
「
社
会
（
民
間
）
権
力
の
強
さ
」
と
い
う
形

で
も
、
さ
ら
に
家
長
の
権
威
と
い
う
形
で
も
い
い
表
せ
な
い
も
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
行
政
収
益
逓
減
の
法
則
が
加
わ
る
こ
と

で
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
も
翻
る
性
質
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
〉
18
〈

る
。お

わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
中
国
の
経
済
的
自
由
主
義
と
そ
れ
を
支
え
る
秩
序
の

問
題
に
接
近
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
既
存
研
究
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
そ
れ
と
関
連
の
深
い
、
分
業
の
役
割
と
そ
の
組
織
化
、
そ
し

て
国
家
に
よ
る
支
配
と
統
治
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
、
初
歩
的
な

検
討
を
行
っ
て
き
〉
19
〈

た
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
文

明
の
特
徴
で
あ
る
「
経
済
的
自
由
主
義
」
は
、
悠
久
の
歴
史
を
有

し
、
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
思
想
・
哲
学
を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る

点
も
否
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
に
お
け
る
経
済
的
自
由
主

義
と
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。

　
既
存
研
究
に
よ
れ
ば
、
市
場
経
済
は
中
国
に
限
ら
ず
、
歴
史
的
に

多
く
の
国
や
地
域
に
存
在
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
社
会
シ
ス
テ
ム
を

包
摂
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
産
業
革
命
以
降
と
い
っ

た
解
釈
が
あ
り
、
そ
の
後
、
市
場
社
会
の
形
成
と
シ
ス
テ
ム
の
再
編

を
通
じ
て
、
家
族
・
地
域
の
範
囲
を
越
え
、
さ
ら
に
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
領
域
へ
と
拡
大
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
秩
序
が
構
築
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
考
え
方
が
一
方
に
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
、
塩
沢
、
そ
し
て
村
松
ら
が
考
え
る
市
場
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ

れ
が
単
線
的
に
形
成
さ
れ
た
と
は
み
な
さ
ず
、
個
々
の
要
素
・
条
件

な
ど
（
自
由
意
思
な
ど
）
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
漸
進
的
に
形

成
さ
れ
た
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
議
論
が
存
在
す
る

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
中
国
の
「
経
済
的
自
由
主
義
」
の
様
態
や
意

義
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
市
場
経
済
の
様
相
を
時
系
列
的
に
、
あ

る
い
は
連
続
と
断
絶
の
視
点
に
立
っ
て
、
考
察
す
る
必
要
性
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
近
代
化
以
降
、
生
産
活
動
の
効
率
化
、
そ
れ
を
促
進
す
る
分
業
の

発
達
と
そ
の
組
織
化
に
よ
っ
て
、
生
産
力
の
拡
大
を
生
み
出
し
た

が
、
市
場
経
済
の
浸
透
に
よ
る
負
の
効
果
と
し
て
、
人
間
社
会
へ
の

単
一
的
な
価
値
観
の
強
制
と
そ
れ
に
よ
る
労
働
疎
外
、
そ
し
て
社
会

と
国
家
目
標
の
齟
齬
と
い
っ
た
結
果
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
上
か
ら
の
分
業
の
組
織
化
と
労
働
の
管
理
は
、
社
会
や
労
働

者
か
ら
の
抵
抗
と
対
策
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
こ
に
は
分
業
の
展
開

が
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
秩
序
の
形
成
や
性
質
自
体
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
も
の
に
な
り

得
た
の
だ
と
い
え
ま
い
か
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
形
成
さ
れ
た
中
国
の
経
済
的
自
由
主
義
は
、
マ

ル
ク
ス
の
提
起
し
た
共
同
体
（
社
会
）
と
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
「
二
元
論
」
的
な
枠
組
み
か
ら
果
た
し
て
説
明
可
能
な
の
か
ど
う

か
。
結
論
が
で
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が

示
唆
し
た
よ
う
に
、
国
家
と
共
同
体
は
常
に
緊
張
関
係
│
│
非
政
府

的
勢
力
が
反
政
府
的
に
振
る
舞
う
こ
と
を
阻
止
す
る
と
同
時
に
、
私
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的
な
民
間
の
勢
力
が
国
家
権
力
に
と
っ
て
、
脅
威
と
な
ら
な
い
よ
う

に
対
策
を
と
っ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
共
同
体
そ
れ
自
体
が
有
力
者
と

繋
が
る
こ
と
で
、
一
定
の
秩
序
を
保
持
し
て
い
る
と
い
っ
た
見
解
は

分
析
枠
組
み
の
一
つ
と
し
て
参
考
と
な
る
可
能
性
を
有
す
る
。
国
家

と
共
同
体
と
い
っ
た
明
確
な
区
分
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
一
種
の
重

層
的
可
変
的
な
関
係
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
所
謂

「
国
家
」
と
「
社
会
」
と
の
関
係
や
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
も
し
れ
な
〉
20
〈

い
。

　
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
課
題
は
上
記
の
よ
う
な
点
に
集
約
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
が
、
自
由
で
平
等
な
権
利
を
有
す
る
個
人
が
、
お

互
い
の
自
由
意
思
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
秩
序
あ
る
社
会
を
維
持

可
能
な
の
か
。
あ
る
い
は
一
定
程
度
の
地
域
的
分
断
（「
す
み
分

け
」）
の
下
、
調
停
者
的
な
権
力
の
存
在
を
通
じ
て
、
個
々
が
無
数

の
約
束
と
取
り
決
め
を
行
い
、
秩
序
や
社
会
が
形
成
・
維
持
さ
れ
て

い
る
の
か
、
ま
た
変
化
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に

ひ
と
つ
ひ
と
つ
答
え
て
い
く
こ
と
で
、
中
国
の
経
済
的
自
由
主
義
の

性
格
や
そ
れ
を
支
え
る
秩
序
の
問
題
を
紐
解
き
、
そ
の
延
長
線
上
に

は
、
中
国
市
場
社
会
の
性
格
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の

で
は
な
か
ろ
う
〉
21
〈

か
。

注〈
１
〉 

盛
洪
﹇1995: 6 ‒10

﹈
よ
り
。

〈
２
〉 

た
と
え
ば
、﹇Ian 2011

﹈
を
参
照
。

〈
３
〉 

多
く
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
難
問
で
も
あ
る
（
た
と
え

ば
、岸
本
﹇2012

﹈、加
藤
﹇2013

﹈、田
原
﹇2019

﹈
な
ど
を
参
照
）。

〈
４
〉 

マ
ル
サ
ス
の
主
張
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
と
同
様
、「
余
分
な
個
体

は
抹
殺
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
悲
痛
で
あ
る
と

批
判
し
て
い
る
﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー 1990: 220 ‒221

﹈。
一
方
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
オ
ー
エ
ン
の
社
会
観
に
賛
同
し
て
い
る
﹇
ポ
ラ
ン
ニ
ー

1990: 225

お
よ
びPolanyi 1944

を
参
照
﹈。

〈
５
〉 

ブ
ロ
ッ
ク
ら
は
、
新
救
貧
法
が
成
立
し
た
背
景
と
し
て
、
当

時
、
マ
ル
サ
ス
が
三
つ
の
認
識
（
社
会
的
自
然
主
義
、
理
論
的
リ
ア

リ
ズ
ム
、
転
倒
し
た
説
話
）
を
通
じ
て
、
救
貧
法
を
継
続
さ
せ
る 

こ
と
が
か
え
っ
て
、There will be only m

ore poverty, higher taxes, 
m

ore beggary and vagrancy, and ever-m
ultiplying num

bers of 
poor people dem

anding their right to assistance that the country 
can no longer provide. W

ith generational continuity, the 
parasitic culture of dependence will only continue.

の
よ
う
な
状

況
に
陥
る
こ
と
を
人
々
に
提
示
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

﹇Block and Som
ers 2014: 171 ‒178

﹈。

〈
６
〉 

救
貧
法
が
貧
困
を
解
決
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
さ
ら
に
不
安
定
に
陥
ら
せ
、
か
つ
重
い
税
負
担
が
国
民
に
の
し

か
か
る
こ
と
を
訴
え
た
。

〈
７
〉 

同
様
に
、
宇
野
重
規
も
ハ
イ
エ
ク
が
「
複
雑
化
し
た
社
会
で

は
、
一
つ
の
主
体
が
す
べ
て
の
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
間
の
調
整
を

す
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
﹇
宇
野 2016: 88

お
よ
びH

ayek 1960

を
参
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照
﹈。

〈
８
〉 

同
様
に
こ
れ
ら
の
繰
り
返
し
が
秩
序
を
作
り
出
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
市
場
の
秩
序
形
成
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
市

場
は
過
程
で
あ
り
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
」﹇
塩

沢 1990: 47
﹈。

〈
９
〉 

ス
ミ
ス
﹇1990: 

第
二
章116

﹈
よ
り
。

〈
10
〉 

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
分
業
は
社
会
的
欲
望
を
満
た
す
交
換
を
通

じ
て
、
人
々
に
少
な
か
ら
ず
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
言
い
た
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
11
〉 

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
（vital-signs

）
と
は
「
生
命
徴
候
」
の
こ

と
で
、
具
体
的
に
は
脈
拍
、
呼
吸
、
体
温
、
血
圧
、
意
識
な
ど
の
状

態
を
指
す
。

〈
12
〉 

富
山
﹇2010: 210

﹈。

〈
13
〉
ベ
ッ
ク
も
『
危
険
社
会
』
の
中
で
、「
高
度
に
細
分
化
さ
れ
た
分

業
体
制
こ
そ
、
す
べ
て
に
か
か
わ
る
真
犯
人
な
の
で
あ
る
。
分
業
体

制
が
常
に
共
犯
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
全
般
的
な
無
責
任
体
制
も
た

ら
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
原
因
で
あ
り
、
か
つ
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
と

同
時
に
原
因
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
分
業
が
も
た
ら
す
弊
害
（
無
責

任
性
）
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
ベ
ッ
ク 1998: 45

﹈。

〈
14
〉 

同
書
で
は
、
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
中
間
集
団
は
少
な
か
ら

ず
政
策
へ
影
響
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
郷
紳
な
ど
の

力
を
利
用
し
、
ま
た
駆
け
引
き
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
専
制
権
力

を
行
使
で
き
た
。
具
体
的
に
は
家
長
や
郷
紳
、
有
力
者
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
団
体
を
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の
論
を
さ
ら
に
突
っ
込
ん

で
展
開
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
と
分
析
の
甘
さ
を
批
判
し
て
い
る

﹇
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル 1992: 118

﹈。

〈
15
〉 

社
会
主
義
の
時
代
に
お
い
て
も
粗
放
的
な
行
政
論
が
貫
徹
さ
れ

る
中
で
地
方
官
と
紳
士
、
郷
紳
の
よ
う
な
有
力
者
が
存
在
し
、
村
落

共
同
体
内
で
の
権
力
を
握
っ
て
い
た
点
を
今
後
、
検
証
す
る
意
義
は

少
な
く
な
い
。

〈
16
〉 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
橋
史
恵
は
詳
し
く
分
析
し
て
い
る

﹇
大
橋 2018

﹈。

〈
17
〉 Stacey

﹇1983: 227 ‒235

﹈
を
参
照
。

〈
18
〉 

石
井
﹇2004: 102

﹈。

〈
19
〉 

技
術
進
歩
の
要
素
と
し
て
、
一
つ
に
は
科
学
的
な
進
歩
と
、
二

つ
に
は
社
会
に
お
け
る
分
業
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
、
奴
隷
の
よ
う
に
労
働
を
さ
せ
た
場
合
よ
り
も
、
適
当
に
自

由
を
与
え
て
、
分
業
に
従
事
さ
せ
た
方
が
人
は
恐
る
べ
き
能
力
を
発

揮
し
て
い
た
こ
と
が
、
宋
の
時
代
に
存
在
し
た
中
国
料
理
店
の
事
例

を
通
じ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
料
理
店
に
は
、
包

子
厨
（
肉
ま
ん
を
つ
く
る
厨
房
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
有
名

な
中
華
料
理
店
で
働
い
た
経
験
の
あ
る
料
理
人
が
い
た
。
あ
る
日
、

料
理
店
の
主
人
が
そ
の
料
理
人
に
そ
の
経
験
を
試
す
た
め
に
「
饅
頭

が
専
門
だ
そ
う
だ
か
ら
今
日
は
ま
ず
饅
頭
を
作
れ
と
言
っ
た
と
こ
ろ

が
、
こ
の
厨
娘
（
料
理
人
）
が
出
来
な
い
と
断
っ
た
」。
理
由
は

「
毎
日
葱
を
切
っ
て
」
い
た
だ
け
。
他
に
も
味
噌
担
当
、
肉
担
当
が

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
分
業
し
て
、
高
級
な
肉
ま
ん
の
餡
を
作
っ
て
い

た
と
い
う
内
容
で
あ
る
﹇
宮
崎 1995: 24

﹈。

〈
20
〉 
こ
こ
に
は
棲
み
分
け
を
通
じ
た
、
リ
ス
ク
の
分
散
と
競
争
に
よ

る
秩
序
の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
の
知
恵
が
集
約
さ
れ
て
い
る
可
能
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性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
議
論
を
し
て
み
た
い
。

〈
21
〉 

中
国
で
は
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
移
動
が
注
目
さ
れ
て
き
た

が
、
都
市
と
都
市
と
の
間
で
の
往
来
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
移
動
が
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
た
の
か
を
別
稿
に
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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