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近
代
化
（
三
○
二
の
一
・
二
三
言
一
）
）
以
降
の
国
民
国
家
（
》
三
一
。
『
）
‐
ぬ
冨
冨
）
体
制
に
お
い
て
は
、
法
制
度
、
政
治
制
度
お
よ
び
宗
教
の
社
会

理
念
化
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
旧
東
側
諸
国
を
除
い
て
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
が
渚
個
人
と
諸
利
益
集
団
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、

社
会
の
組
織
化
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
国
民
中
心
の
社
会
体
系
に
よ
る
統
合
（
二
三
言
二
目
）
を
現
実
化
し
た
。

し
か
し
、
世
界
大
戦
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
と
体
制
競
争
の
終
結
と
と
も
に
登
場
し
た
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
よ
り

経
済
シ
ス
テ
ム
の
役
割
が
極
大
化
し
た
現
代
に
於
い
て
は
、
各
国
家
の
権
限
が
相
対
的
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
国
民
国
家
共

同
体
内
部
に
於
い
て
成
立
し
て
き
た
制
度
的
伝
統
と
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
原
理
的
不
均
衡
に
ま
で
繋
が
る
様
相
を
呈
し
始
め
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
化
と
同
義
で
あ
る
さ
れ
る
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
新
自
由
主
義
的
傾
向
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
は
じ

め
た
日
本
に
お
い
て
も
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
じ
る
制
度
的
デ
メ
リ
ッ
ト
を
補
完
し
て
き
た
福
祉
国
家
と
い

サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）

一
一
一

１
．
は
じ
め
に
叩
福
祉
国
家
の
可
能
性
と
担
い
手
を
め
ぐ
る
問
題
ｌ
公
共
性
要
件

サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包

１
Ｊ
人
‐
パ
ー
マ
ス
を
手
懸
り
と
し
て
Ｉ

崔
先
鎬
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グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
の
到
来
に
先
駆
け
て
、
’
九
八
九
年
に
は
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
（
』
三
悪
二
言
言
ご
量
］
麓
②

～
）
は
、
あ
る
経
済
的
動
体
が
「
国
民
国
家
単
位
の
政
治
シ
ス
テ
ム
と
の
連
動
か
ら
解
き
放
た
れ
た
経
済
シ
ス
テ
ム
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
統
合
的
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
限
か
ら
解
き
放
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
統
合
的
課
題
を
解
決
す
る
と
同
時
に
社
会
統
合

へ
の
一
つ
の
寄
与
を
供
給
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
早
く
も
予
測
し
、
積
極
的
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
彼
の
経
済
を
社
会
統
合
の
重
要
手

段
と
し
て
み
な
す
と
い
う
見
方
に
お
い
て
は
、
経
済
的
交
換
を
行
う
た
め
の
場
が
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
も
達
成
す
る
た
め
の
も
の
と

し
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
各
国
家
間
に
お
け
る
市
民
的
交
流
の
活
性
化
と
正
義
の
実
現
の
た
め
の
場
と
し
て
存
在
す
る
と
の
視
点
か

ら
、
新
た
に
福
祉
国
家
論
に
つ
い
て
の
展
望
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
単
に
一
国
家
内
に
限
定
さ
れ
る
、
あ
る
意
味
幸
福

な
福
祉
国
家
論
を
超
克
す
る
こ
と
を
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
担
い
手
と
し
て
よ
り
重
要
視
し
て
い
た
の
が
、
国
家
統
治
概
念
か

ら
は
下
位
に
位
置
す
る
市
民
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
松
下
一
一
一
一
一
（
ご
巴
～
）
が
常
に
主
唱
し
て
き
た
個
人

と
国
家
を
め
ぐ
る
二
つ
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
国
家
統
治
」
と
「
市
民
自
治
」
を
プ
ロ
セ
ス
的
に
対
置
さ
せ
、
市
民
自
治
を
規
範
と
す
べ

き
と
す
る
見
方
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
意
見
に
基
づ
い
て
み
る
な
ら
、
各
福
祉

国
家
に
お
け
る
市
民
的
な
コ
ミ
ラ
ー
テ
ィ
ー
と
は
鑓
そ
の
性
質
上
の
結
合
の
形
態
に
し
た
が
っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま

ず
、
市
民
的
ゴ
ミ
二
一
一
テ
ィ
ー
を
自
律
し
た
人
々
の
結
合
体
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
、
そ
の
人
々
の
公
的
な
結
合
を
原
理
と
す

る
統
一
体
の
目
的
を
国
家
と
の
共
通
利
益
で
あ
る
福
祉
を
達
成
す
る
た
め
の
公
共
性
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
｜
方
、

こ
れ
に
対
し
て
市
民
的
コ
ミ
’
一
一
一
テ
ィ
ー
に
お
け
る
私
的
な
市
民
と
し
て
の
領
域
は
、
個
々
人
の
人
間
が
単
純
に
自
由
に
交
わ
る
こ
と
だ

け
を
条
件
と
し
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
お
い
て
は
個
人
の
創
造
性
に
基
づ
く
人
格
を
備
え
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ

法
学
志
林
第
一
○
八
巻
第
四
号

一
一
一
一

う
役
割
の
後
退
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
現
況
か
ら
は
、
国
や
地
域
を
超
え
た
サ
ス
テ
イ
ナ
ピ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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る
。
こ
れ
に
関
連
づ
け
て
、
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
甲
｛
曽
二
三
一
）
シ
『
の
】
】
号
］
②
三
ｌ
ご
誤
）
の
公
共
性
論
理
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
私
的

な
領
域
（
シ
三
】
〕
（
一
三
（
一
二
凹
一
（
一
・
コ
］
②
ヨ
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
市
民
的
コ
ミ
ニ
ー
ー
テ
ィ
ー
が
公
的
な
現
れ
（
二
）
の
壱
二
三
・
℃
｝
）
の
ご
・
三
②
‐

］
］
・
弓
）
に
適
合
す
る
よ
う
に
一
つ
の
形
に
転
換
さ
れ
、
社
会
正
義
（
ｍ
・
昌
一
一
一
一
ｍ
二
ｓ
）
の
達
成
に
向
け
た
連
帯
を
具
体
的
な
目
的
意
識

（
患
ご
鷺
。
『
｝
）
｛
三
）
○
ぬ
の
）
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
構
想
と
も
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
求
め

ら
れ
て
い
る
公
共
性
が
意
味
す
る
の
は
、
決
し
て
公
共
の
た
め
に
奉
仕
す
る
、
あ
る
い
は
奉
仕
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま

ず
は
市
民
と
し
て
の
包
括
的
梅
利
（
隼
〕
の
ｌ
Ｅ
冒
曽
］
１
ｍ
｝
言
）
が
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
市
民
と
い
う
側

面
か
ら
、
社
会
的
・
経
済
的
権
利
と
し
て
の
福
祉
な
ど
の
分
配
の
原
理
と
方
法
が
決
定
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
質
的

内
容
に
つ
い
て
は
妥
協
と
説
得
を
通
し
た
一
定
の
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
公
共
性
を
め
ぐ
る
論
理
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
他
に
広
範
囲
な
意
味
で
の
自
由
の
確
保
が
前
提
と
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス

が
挙
げ
た
「
市
民
的
公
共
性
（
Ⅱ
切
言
四
三
一
・
一
）
○
角
の
二
言
｝
）
百
一
一
、
批
判
的
公
共
性
）
に
お
け
る
対
話
」
と
「
討
議
を
通
じ
た
コ
ミ
ニ
ニ

（
１
）
 

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
、
市
民
社
〈
室
の
様
々
な
価
値
的
要
求
に
対
応
し
つ
つ
、
よ
り
大
き
な
意
味
で
の
国
家
と
の
間
で
生
じ
る
対
立
的
状
況

を
解
消
す
る
こ
と
で
融
合
の
可
能
性
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
対
話
と
討
議
を
条
件
と
す
る
公
共
性
へ
の

合
目
的
性
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
点
で
踏
ま
え
た
視
点
を
構
成
す
る
「
市
民
の
存
在
」
と
「
公
共
性
」
を
要
件
と
し
、
福
祉
と
い
う
政
策
の
国
家
的
運
営

に
お
け
る
合
意
の
形
成
と
合
理
的
運
営
方
法
を
形
成
す
る
観
念
的
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
。

サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）
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理
念
に
お
け
る
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
の
連
帯
が
具
体
化
さ
れ
、
物
理
的
に
現
実
化
さ
れ
た
道
徳
的
な
集
約
体
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
国
家
に
よ
る
個
々
人
へ
の
福
祉
の
付
与
と
い
う
形
態
を
取
り
、
実
質
的
に
は
よ
り
広
い
範
囲

に
お
い
て
個
々
人
の
安
寧
と
自
由
を
保
障
で
き
る
側
面
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
こ
こ
で
、
福
祉
国
家
論
の
形
成
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
見
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
ベ
ヴ

ァ
リ
ッ
ジ
リ
ポ
ー
ト
（
国
の
ぺ
の
国
持
の
憲
一
〕
○
二
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
的
規
模
で
展
開
さ
れ
る
高
齢
社
会
に
お
け
る
新
し

い
福
祉
国
家
像
の
構
築
に
つ
い
て
模
索
し
て
み
た
い
。
福
祉
国
家
論
の
方
法
論
的
論
議
は
様
々
な
論
点
か
ら
照
明
を
あ
て
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
が
、
最
も
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
論
点
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
（
【
の
言
里
自
一
胃
］
）
の
視
座
か
ら
見
た
福
祉
国
家
論
と
ベ
ヴ

ァ
リ
ジ
リ
ポ
ー
ト
の
視
座
か
ら
見
た
福
祉
国
家
論
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
福
祉
国
家
論
の
第
一
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
、
’
九
二
九
年
の
経
済
大
恐
慌
と
二
つ
の
世
界
大
戦
と
い
う
資
本
主
義
国
の
歴
史
的
経
験
の
中
で
確
立
し
た
。
福
祉

国
家
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
経
済
政
策
は
、
有
効
需
要
を
創
出
し
、
積
極
財
政
に
よ
っ
て
経
済
危
機
を
回
避
す
る
管
理
シ
ス
テ
ム

と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
、
完
全
雇
用
を
実
現
す
る
と
い
う
社
会
統
合
的
要
素
を
内
部
に
包
含
す
る
と
同
時
に
爵
経
済
面
で
福
祉
国
家

を
成
立
さ
せ
、
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
政
策
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
大
恐
慌
後
の
一
九
三
○
年
代
に
は
、
そ
の
後
の
経
済
政
策

お
よ
び
社
会
政
策
に
よ
っ
て
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
国
家
介
入
が
一
層
強
ま
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
を
契
機
に
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
危
機
管

理
に
お
け
る
有
効
性
が
検
証
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
降
の
経
済
政
策
は
、
総
力
戦
を
も
と
に
戦
時
統
制
経

済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
、
即
ち
戦
時
政
治
経
済
体
制
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
規
模
の
計
画
的
管
理
体
制
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。

２
．
福
祉
国
家
の
条
件
の
実
現
の
た
め
の
認
識
お
よ
び
政
策
的
体
系

法
学
志
林
第
一
○
八
巻
第
四
号

四
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大
戦
中
か
ら
終
戦
ま
で
の
時
期
は
、
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
成
立
と
漸
次
的
確
立
に
よ
っ
て
福
祉
国
家
論
に
関
す
る
論
議
も
共
に
活
性
化

し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
福
祉
国
家
の
役
割
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
視
点
に
立
て
ば
、
市
場
へ
の
介
入
と
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
限
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
モ
デ
ル
の
中
で
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
が
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
枢
的
な
位
置
を
占
い
て
お
り
、
社

会
シ
ス
テ
ム
統
合
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
通
し
て
達
成
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
社
会
保
険
や
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
の
整
備
を
提
言
し
た
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
リ
ポ
ー
ト
は
、
よ
り
社

会
福
祉
を
具
体
的
に
概
念
化
し
、
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
（
写
。
冒
蒔
｝
〕
：
］
三
一
二
○
一
｝
〕
の
輯
『
色
こ
の
）
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障

制
度
の
根
幹
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
以
降
の
時
期
は
、
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主

義
的
観
点
に
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
的
観
点
が
加
わ
り
、
福
祉
国
家
を
め
ぐ
る
議
論
が
一
層
拡
大
し
た
時
期
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
社
会
に
お
け
る
制
度
的
保
障
を
と
お
し
て
経
済
的
有
効
需
要
を
創
出
す
る
な
ど
の
方
法
で
、
社
会
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
経
済

シ
ス
テ
ム
を
統
合
し
つ
つ
、
主
と
し
て
国
民
国
家
の
統
合
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
役
割
を
兼
ね
る
も
の
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
経
済
政
策
は
、
直
接
に
は
社
会
統
合
の
た
め
の
装
置
と
考
え
た
場
合
、
社
会
的
・
経
済
的
危
機
を

管
理
す
る
防
御
的
一
手
段
と
し
て
の
福
祉
国
家
論
に
お
け
る
社
会
的
側
面
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義

的
社
会
政
策
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
経
済
的
危
機
管
理
に
お
け
る
実
績
と
共
に
、
福
祉
国
家
と
い
う
全
社
会
的
規
模

に
お
け
る
潜
在
的
管
理
能
力
が
検
証
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
経
済
的
危
機
管
理
能
力
に
よ
っ

て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
的
な
社
会
保
障
政
策
は
、
そ
の
財
政
的
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
国
民
国
家
に
お
け
る
統
合
的
脊
理

能
力
に
よ
っ
て
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
政
策
実
行
可
能
性
は
開
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
を
迎
え
る

ま
で
、
既
存
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
に
加
え
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
と
い
う
方
法
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱

の
時
期
に
於
い
て
社
会
的
統
合
を
確
保
し
、
か
つ
政
治
と
経
済
に
お
け
る
管
理
シ
ス
テ
ム
が
安
定
的
に
獲
得
で
き
た
の
は
、
こ
の
ケ
イ
ン

サ
ス
ー
プ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）

一
一
五
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ズ
主
義
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
均
衡
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
来
福
祉
国
家
と
は
、
富
の
配
分
（
豆
②
ヨ
ケ
ニ
。
｝
〕
・
『
三
三
二
）
）
に
よ
り
雇
用
を
創
出
し
、
多
数
の
人
々
を
経
済
活
動
に
参
加
さ
せ

る
と
同
時
に
、
制
度
的
か
つ
社
会
的
保
障
と
不
可
欠
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
に
属
し
て
い
る
市
民
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
、
政
府
を
頂
点
と
す
る
政
治
的
秩
序
に
対
し
て
十
分
な
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
傾
向
を
保
つ
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
福
祉
の
運
営
を
国
家
の
主
た
る
役
目
と
見
た
場
合
、
社
会
保
障
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雇
用
の
確
保
を
市
民

の
基
本
的
権
利
と
し
て
認
め
、
国
家
に
お
け
る
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
根
本
的
な
前
提
条
件
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
役
目
と

し
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
国
家
の
存
在
意
義
を
見
出
す
立
場
は
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
様
な
解

釈
が
あ
り
う
る
が
、
福
祉
国
家
と
は
、
さ
し
あ
た
り
社
会
保
障
を
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
定
着
さ
せ
る
現
代
的
市
民
ゴ
ミ
二
一
テ
ィ
ー
な

い
し
現
》
代
的
国
民
国
家
体
制
を
意
味
す
る
と
い
う
定
義
、
す
な
わ
ち
福
祉
国
家
と
は
、
人
々
の
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
な
権
利
の
確

立
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
、
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
に
属
し
て
い
る
人
々
を
、
広
い
意
味
で
の
同
一
の
社
会
保
障
制
度
を
構
成
す
る

要
素
と
判
断
し
、
現
代
の
経
済
的
資
本
主
義
に
特
徴
的
な
社
会
と
政
治
と
経
済
と
の
関
係
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
戦
争
直
後
か
ら
現
代
の
時
代
に
お
け
る
人
々
の
社
会
・
政
治
的
な
平
等
化
と
民

主
化
の
推
進
に
よ
る
市
民
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
飛
躍
的
発
展
と
戦
後
の
国
際
関
係
に
お
け
る
冷
戦
の
展
開
と
そ
の
崩
壊
な
ど
、
政
治
的
に
制

度
化
さ
れ
た
社
会
階
層
の
協
調
に
よ
っ
て
、
国
家
に
お
け
る
福
祉
的
生
産
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
は
、
社
会
・
政
治
的
な
発
展
に
伴
う
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
と
共
に
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
経
済
政
策
形
成
の
背
景
な
ど

が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
家
と
社
会
と
の
関
係
を
前
提
に
し
た
制
度
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
民
国
家
に
お
け
る
社
会

と
経
済
的
な
構
造
に
内
在
す
る
人
々
の
形
態
、
す
な
わ
ち
社
会
構
成
員
の
市
民
的
組
織
化
と
産
業
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
よ
る
経
済
的
資
本

の
蓄
積
、
そ
し
て
国
民
国
家
の
行
政
と
立
法
、
司
法
を
遂
行
す
る
機
構
と
し
て
の
国
家
装
置
の
編
成
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
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加
え
て
、
現
代
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
考
慮
し
た
場
合
、
国
際
的
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
各
国
民
国
家
間
の
地
位
と
国

際
政
治
シ
ス
テ
ム
の
組
織
、
す
な
わ
ち
、
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
国
家
を
、
福
祉
を
行
う
た
め
の
主

役
と
し
て
設
定
し
、
議
会
決
定
に
よ
る
政
治
的
判
断
と
多
元
的
社
会
へ
の
介
入
の
た
め
の
国
家
理
性
を
前
提
に
、
各
国
家
間
に
お
け
る
国

際
法
の
見
直
し
と
再
編
成
、
さ
ら
に
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム
の
実
質
的
側
面
と
経
済
的
体
制
の
総
体
的
判
断
お
よ
び
運
営
に
は
知
的
か
つ
政

治
的
・
道
徳
的
な
判
断
に
よ
っ
て
分
析
を
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
進
諸
国
に
お
け
る
各
福
祉
国
家
の
諸
形
態
は
、
国
際
条
約
の
批
准
に
よ
っ
て
発
効
し
た
分
野
は
共
通
の
体
制
を
取
っ
て
い
る
が
、
社

会
制
度
上
の
法
的
効
果
が
国
内
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
各
国
民
国
家
内
部
で
完
結
し
て
い
る
。
福
祉
国
家
と
い
う
基
本
的
理
念
は
維
持
さ

れ
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
雇
用
が
充
足
し
た
状
態
で
な
け
れ
ば
、
再
酩
分
の
た
め
の
資
力
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
福
祉
国

家
と
し
て
の
経
営
は
不
健
全
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
財
政
の
健
全
化
を
堅
持
す
る
た
め
に
は
、
国
内
経
済
ば
か
り
で
な
く
、

世
界
経
済
の
動
向
を
把
握
し
た
上
で
の
経
済
政
策
の
立
案
が
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
国
民
経
済
と
国
民
国
家
を
形
成
す
る
中
核
で
あ
る

国
民
的
統
合
体
（
ｚ
二
一
○
】
〕
）
の
地
位
を
重
視
す
る
形
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
経
済
的
構
造
は
、
市
民
と
社
会
と
の
諸
関
係
に

よ
っ
て
内
的
編
成
を
行
い
、
国
家
を
媒
介
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
た
め
、
各
国
家
と
市
民
と
の
関
係
は
福
祉
政
策
を
決
定
す
る
た
め
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
関
係
の
中
か
ら
福
祉
の
制
度
的
内
容
並
び
に
範
囲
が
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

｜
方
、
同
時
に
、
社
会
に
よ
る
福
祉
が
多
方
面
で
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
社
会
的
帰
結
と
し
て
共
同
体
の
解
体
を

招
来
す
る
こ
と
が
危
倶
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
国
家
伝
統
的
な
生
産
方
法
、
並
び
に
生
産
様
式
の
革
新
に
よ
る
職
業
共
同
体
や
血

サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崖
）

二
七

３
．
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
構
築
に
お
け
る
道
徳
的
な
責
任
に
つ
い
て
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縁
関
係
の
解
体
な
ど
に
よ
る
多
く
の
社
〈
宝
的
領
域
が
空
洞
化
し
、
ま
た
も
人
間
の
基
本
的
生
存
条
件
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
は
、
福
祉
国
家
と
は
、
社
会
階
層
間
の
固
定
化
を
促
進
す
る
要
因
を
排
除
し
、
本
質

的
な
安
寧
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
国
家
は
、
社
会
共
同
体
の
成
員
の
物
質

的
な
側
面
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
存
の
た
め
に
必
要
な
機
能
的
調
整
と
規
制
、
そ
し
て
社
会
秩
序
に
関
わ
る
条
件
の
整
備

と
管
理
体
制
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
観
測
は
、
国
家
を
国
民
的
統
合
体
を
管

理
す
る
主
体
と
し
て
、
国
民
的
統
合
体
は
国
家
に
管
理
さ
れ
る
客
体
と
し
て
捉
え
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
体
は
あ

く
ま
で
も
国
民
的
続
合
体
の
側
で
あ
り
、
国
家
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
を
負
託
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
国
民
的
統
合
体
を

構
成
す
る
個
々
人
、
も
し
く
は
共
同
体
は
、
国
家
に
必
要
以
上
の
法
的
な
拘
束
を
受
け
な
い
、
主
体
的
で
自
律
的
存
在
で
も
あ
る
こ
と
は

常
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
福
祉
国
家
の
運
営
に
関
わ
る
理
念
的
問
題
と
し
て
、
主
体
と
し
て
の
個
々
人
の
人
間
自
身
に
関
わ
る
も
の
が
浮
上
す
る
。
国

家
と
社
会
を
大
き
な
有
機
体
と
し
て
判
断
し
た
場
合
、
直
観
的
に
、
福
祉
国
家
に
お
け
る
個
々
人
と
は
、
制
度
的
運
営
の
主
体
で
あ
る
と

同
時
に
、
一
般
他
者
に
対
す
る
扶
養
（
⑫
邑
切
三
二
）
と
い
う
道
義
的
（
自
己
『
一
二
・
一
一
）
｜
の
）
か
つ
道
徳
的
（
四
二
の
二
］
冨
一
）
な
責
任
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
義
的
か
つ
道
徳
的
責
任
に
関
わ
る
規
範
は
、
人
道
的
責
任
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々

に
一
定
の
基
準
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
な
規
範
性
の
可
能
性
を
も
提
示
す
る
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
側
面
の

福
祉
へ
の
適
用
が
、
福
祉
を
行
う
根
本
的
意
義
を
最
も
充
足
さ
せ
な
が
ら
実
現
す
る
も
の
と
見
な
し
た
場
合
、
道
徳
的
行
為
の
本
質
は
、

そ
れ
に
よ
る
行
動
様
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
意
味
を
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
行
為
の
当
為
的
な
必
要
性
に
よ
っ
て
人
々
が

行
動
し
な
け
れ
ば
、
当
然
道
徳
規
則
に
反
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
規
則
は
、
道
徳
的
行
為
が
ど
こ
ま
で
容
認
で
き
る
か
の

限
界
を
設
定
す
る
意
味
を
兼
ね
て
お
り
、
ま
た
望
ま
し
い
行
為
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
、
道
徳
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的
原
理
に
関
わ
る
普
遍
性
の
論
理
に
つ
い
て
、
「
『
普
遍
的
な
一
致
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
道
徳
が
必
要
と
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
の

決
定
に
あ
た
っ
て
争
い
も
な
く
、
ま
た
首
尾
一
貫
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
決
定
を
規
定
し
う
る
よ
う
な
、
実
質
的
な
（
ご
回
「

三
三
一
）
道
徳
原
理
か
ら
直
接
的
に
道
徳
的
義
務
が
導
き
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
』
」
と
強
調
し
つ
つ
、
「
『
理
想
的
な
役
割
受
任
三
の
四
一
の

（
２
）
 

罰
。
一
一
の
】
］
号
の
冒
凹
｝
旨
の
）
』
こ
そ
実
践
的
決
断
に
あ
た
っ
て
の
『
適
切
な
手
続
き
』
で
あ
る
」
と
、
多
く
パ
ー
ス
（
○
言
１
の
、
、
（
昌
二
巴
・
⑪

で
の
言
の
』
題
や
’
一
℃
］
』
）
や
ミ
ー
ド
（
Ｏ
Ｓ
長
の
西
三
〕
巴
・
一
二
の
三
』
麓
塑
ｌ
一
室
］
）
ら
に
よ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
取
り
入
れ
な
が
ら

主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
道
徳
的
普
遍
主
義
を
擁
護
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
ま
だ
そ
の
先
の
困
難
な
問
題
が
残
っ
て

い
る
…
…
自
律
性
と
い
う
こ
と
は
、
道
徳
的
な
立
論
の
形
式
は
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
立
論
の
形
式
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
事
実
の
確
定
や
説
明
、
評
価
、
表
現
の
解
明
、
無
意
識
的
動
機
の
究
明
そ
の
他
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
も
の
に
か
か

わ
る
と
き
の
立
論
と
形
式
と
、
道
徳
的
な
立
論
の
形
式
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
践
的
な
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
に
お
い
て
問
題
と

な
る
の
は
、
肯
定
さ
れ
た
事
柄
（
勺
『
。
ご
Ｃ
切
言
：
自
）
の
真
理
性
で
も
な
け
れ
ば
評
価
の
適
切
性
で
も
な
い
し
、
構
成
の
見
事
さ
で
も
、

ま
た
自
己
表
出
の
真
実
性
で
も
な
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
行
為
と
行
為
範
囲
の
正
当
性
の
み
な
の
で
あ
る
。
『
問
題
は
、
そ
れ

（
３
）
 

は
道
徳
的
に
正
し
い
の
か
。
．
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』
」
と
、
個
人
の
規
範
範
囲
に
つ
い
て
の
正
当
性
の
確
保
の
困
難
な
側
面
に
つ
い
て
も

言
及
し
た
。
彼
は
「
自
己
の
発
一
言
の
一
安
当
性
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
実
肯
定
的
な
真
理
（
］
〕
５
℃
。
⑩
三
。
息
｝
の
三
豊
〕
・
す
里
）
の
基

（
４
）
 

準
に
で
は
な
く
、
規
範
的
正
当
性
の
基
準
に
訴
》
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
個
人
に
お
け
る
規
範
意
識
の
限
界
に
つ
い
て
指
摘
し
て

そ
れ
で
は
、
個
人
に
お
け
る
道
徳
意
識
の
限
界
を
認
識
し
な
が
ら
、
社
会
全
体
お
よ
び
国
家
全
体
に
お
け
る
道
徳
意
識
に
基
づ
い
た
普

遍
的
意
味
で
の
福
祉
制
度
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
考
え
ら
れ
る
も
の
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
個
人
と
し
て
の
人
間
が
有
す
る
基
本
的
な
人

道
的
責
任
と
は
、
こ
の
個
人
が
属
す
る
社
会
共
同
体
も
道
徳
的
主
体
で
あ
る
た
め
、
社
会
的
責
任
の
領
域
を
社
会
全
体
に
お
け
る
制
度
と

サ
ス
ー
ナ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
ー
プ
ム
の
刺
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）

’
一
九

い

る
○ 
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二
○

し
て
の
福
祉
へ
と
、
社
会
的
責
任
の
側
一
団
を
社
会
構
成
員
全
体
に
意
識
化
さ
せ
る
装
置
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
制
度
と
し
て
の
福
祉
の
中
に

内
在
す
る
価
値
は
、
制
度
を
保
有
す
る
共
同
体
全
体
の
価
値
で
も
あ
る
。
福
祉
制
度
と
い
う
社
会
全
体
的
な
取
り
組
み
は
、
プ
ラ
ト
ン
的

な
社
会
正
義
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
、
道
徳
的
に
正
し
く
、
善
い
行
為
全
般
に
お
け
る
制
度
的
枠
組
み
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
、
道
徳
の
普
遍
化
の
原
則
に
つ
い
て
、
「
け
っ
し
て
、
道
徳
的
規
範
が
無
条
件
の
普
遍
的
な
当
為
文
の
形
式
を
持

た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
規
範
的
文
が
特
定
の
グ
ル
ー
プ
や
個
人
へ
の
関
心
を
禁
ず
る
文
法
的
形
式
を

備
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
正
当
な
道
徳
的
命
令
た
る
こ
と
の
十
分
な
条
件
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

明
ら
か
に
反
道
徳
的
（
一
三
三
・
『
色
一
言
｝
】
）
命
令
に
も
こ
の
よ
う
な
形
式
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
よ
う
な
要

求
は
、
つ
ぎ
の
点
か
ら
も
狭
す
ぎ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
妥
当
領
域
が
社
会
的
、
空
間
的
に
特
殊
化
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
非
道
徳
的
（
三
・
｝
】
一
‐
三
〕
・
］
・
色
一
重
一
）
）
行
為
規
範
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
実
践
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
の
対
象
と
な
し
う
る
し
、
一
般
化

（
５
）
 

の
可
能
性
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
は
有
意
味
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
を
参
考
に
し
て
み
る
限

り
で
は
、
社
会
全
体
に
お
け
る
「
善
」
と
「
正
」
と
し
て
の
普
遍
的
な
正
義
の
概
念
は
、
福
祉
と
の
関
係
を
通
し
て
一
貫
的
制
度
と
し
て

社
会
に
表
れ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
同
等
の
関
係
性
を
有
す
る
原
理
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
社
会
的
な
正
義
観
に
よ
っ
て
福
祉
の
権
益
範
囲
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
逆
に
縮
小
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
社
会
に

お
け
る
分
配
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
た
場
合
、
ま
た
福
祉
の
分
配
に
は
あ
る
者
に
対
す
る
福
祉
が
減
少
し
た
分
あ
る
も
の
の
福
祉
が
増
大

す
る
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
た
場
合
、
福
祉
に
お
け
る
倫
理
と
正
義
に
関
わ
る
概
念
お
よ
び
そ
の
分
配
に
関
わ
る
側
面
に
つ
い
て
明
確
に

解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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近
代
以
降
の
社
会
共
同
体
に
お
け
る
共
通
目
的
を
措
定
す
る
う
え
で
、
最
も
重
要
と
さ
れ
た
も
の
が
構
成
員
た
ち
の
生
活
に
お
け
る
安

寧
（
祭
〕
の
冨
胃
の
）
と
福
祉
（
こ
の
雪
の
一
｛
胃
の
）
の
確
保
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
国
民
国
家
は
、

エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
。
③
⑪
厨
房
ご
一
】
〕
ぬ
‐
シ
】
〕
（
一
角
・
鷺
】
】
』
三
『
～
）
が
類
型
化
し
た
よ
う
に
、
そ
の
原
理
的
な
側
面
か
ら
判
断
し
た

場
合
、
福
祉
国
家
と
し
て
は
形
態
を
異
に
し
な
が
ら
も
存
続
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
グ
ロ
ー
パ
リ
ズ
ム
に
適
応
す
る
た
め
に
は
、

企
業
の
競
争
力
の
高
さ
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
概
し
て
雇
用
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
提
示
し
た
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
雇
用
の
流
動
性
の
高
く
な
い
、
職
業
と
福
利
厚
生
が
一
体
化
し
た
大
陸
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
「
保
守
主
義
的
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
の
協
調
は
難
し
く
な
る
。
日
本
も
労

働
市
場
や
景
気
対
策
な
ど
の
側
面
か
ら
は
、
こ
の
保
守
主
義
的
福
祉
レ
ジ
ー
ム
に
重
な
り
、
現
在
ま
で
の
日
本
が
、
同
様
に
雇
用
関
係
と

福
祉
が
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
パ
リ
ズ
ム
に
適
応
す
る
こ
と
は
、
日
本
型
経
済
シ
ス
テ
ム
の
修
正
が

施
さ
れ
、
結
果
と
し
て
一
部
へ
の
大
き
な
痛
み
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
部
に
対
す
る
し
わ
寄
せ
が
放
榔
さ

れ
れ
ば
、
そ
こ
に
疵
義
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

正
義
の
原
理
は
単
純
な
意
味
で
の
平
等
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
不
平
等
を
前
提
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
不
平
等

は
、
合
法
的
な
経
済
取
引
で
生
じ
た
富
の
分
配
の
過
程
か
ら
発
生
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
、
如
何
な
る
形
式
で
そ
の
過
程
に
お
け
る
配
分

の
均
衡
を
維
持
で
き
る
か
は
社
会
正
義
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
、
か
つ
人
道
的
次
元

サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
崔
）

’
一
一
一

４
．
結
論
『
市
民
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
平
等
と
再
配
分
の
課
題

１
現
代
に
お
け
る
自
由
主
難
（
巨
言
三
一
⑪
三
）
と
多
元
主
義
（
、
Ｃ
昌
一
宅
一
二
三
一
⑫
一
二
）
の
受
容
過
程
か
ら
見
た
サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
な
福
祉
論
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で
の
社
会
的
な
責
任
意
識
は
、
社
〈
一
一
共
同
体
を
超
越
し
て
拡
張
で
き
る
と
し
て
も
、
社
会
正
義
と
階
層
間
の
平
等
と
再
配
分
の
問
題
に
生

じ
る
限
界
は
回
避
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
義
と
平
等
、
そ
し
て
再
配
分
の
原
理
は
各
国
家
問
、
各
社
会
共
同
体
間
に

お
い
て
も
道
義
的
責
任
が
存
在
し
、
大
き
な
影
響
関
係
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
道
徳
的
、
か
つ
道
義
的
な
義
務
に
よ
っ
て
、
直
接
に
人

道
主
義
や
正
義
と
い
っ
た
一
般
論
に
基
づ
い
て
実
践
的
行
動
へ
と
働
き
か
け
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
国
際
援
助
や
公
正
な

貿
易
な
ど
は
、
文
書
化
さ
れ
た
規
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
・
道
義
的
枠
組
み
と
し
て
実
践
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
相
対
的
な
立
場
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
自
己
と
他
者
が
と
も
に
安
寧
を
獲
得
で
き
る
人
道
的
な
見
地

に
お
け
る
共
同
の
福
祉
の
確
保
と
公
的
皀
由
の
獲
得
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
国
民
国
家
体
制
を
前
提
に
し
た
一
国
中
心
の
伝
統
的
福
祉
国
家
論
に
於
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
、
経
済
的
危
機
管
理
を
通

し
て
社
会
的
統
合
を
実
現
し
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
主
義
は
、
社
会
的
危
機
管
理
を
通
し
て
政
治
的
統
合
を
実
現
し
た
と
も
い

え
よ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
主
義
の
均
衡
に
よ
る
福
祉
国
家
論
は
、
社
会
的
統
合
並
び
に
危
機
管
理
の
た
め
の
方
法
論
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
資
本
主
義
国
家
は
戦
後
の
高
速
経
済
成
長
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
物
質
的
に

豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
自
由
で
多
元
的
な
方
向
性
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
む
し
ろ
資

本
と
富
の
異
常
と
も
い
え
る
集
中
現
象
ば
か
り
で
な
く
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
の
背
景
を
提
供
し
、
利
害
関
係
の
冷
戦
的
対
立
を
招

い
た
も
の
と
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
体
制
競
争
の
終
焉
は
、
自
由
主
義
お
よ
び
多
元
主
義
を
経
済
シ
ス
テ

ム
と
政
治
シ
ス
テ
ム
お
け
る
主
要
な
原
理
と
し
て
福
祉
国
家
が
存
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
福
祉
国
家
の
危
機
管

理
能
力
の
極
大
化
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
新
自
由
主

義
（
Ｚ
の
。
‐
国
づ
の
】
・
騨
一
］
②
日
）
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
内
先
進
国
等
の
自
由
主
義
（
ｍ
・
昌
二
」
｝
ず
。
『
色
一
一
⑪
］
〕
）
）
的
な
福
祉
モ
デ
ル
さ
え
も
危

倶
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
現
代
に
お
け
る
自
由
主
義
の
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
の
枠
内
で
考
え
ら
れ
て
き
た
福
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祉
モ
デ
ル
の
中
で
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
は
国
家
か
ら
総
体
的
に
自
立
し
、
む
し
ろ
従
来
の
国
民
的
共
同
体
に
基
盤
を
置
く
国
民
国
家
が
そ

こ
に
依
存
す
る
た
め
に
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
支
え
が
必
要
と
み
る
考
え
方
が
重
要
な
争
点
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

『
自
由
論
（
、
三
Ｃ
Ｄ
Ｃ
員
の
｝
）
［
“
。
｛
缶
き
の
こ
〉
割
）
』
で
有
名
な
別
世
紀
の
政
治
理
論
家
の
ア
ィ
ザ
ィ
ァ
・
バ
ー
リ
ン
（
②
一
二
重
色
一
二
｝
・
『
一
三

一
や
ニ
ー
ー
墓
『
）
は
、
社
会
性
に
基
づ
く
個
人
の
自
由
に
つ
い
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
自
由
（
Ⅱ
積
極
的
自
由
、
勺
。
三
言
］
」
言
二
〉
『
）
と
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
自
由
（
Ⅱ
消
極
的
自
由
、
害
忠
言
の
三
〕
の
二
竜
）
と
区
別
し
つ
つ
、
自
律
的
な
行
為
主
体
で
あ
る
個
々
人
が
私
的
欲
望
を
控

え
た
形
態
の
理
性
的
な
判
断
に
よ
る
道
徳
的
行
動
は
、
社
会
的
な
善
に
繋
が
る
と
判
断
し
て
い
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
道
義
に
基

づ
く
福
祉
と
は
、
人
間
の
本
性
に
お
け
る
善
き
生
き
方
へ
の
構
想
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
合
理
性
に
先
行
す
る
道
徳
性
が

個
人
に
お
け
る
自
由
の
範
晴
を
決
め
る
の
で
、
社
会
の
諸
構
成
員
の
理
性
的
合
意
に
よ
る
合
理
性
の
範
囲
内
に
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
正
義
の
原
理
は
平
等
の
原
理
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
性
的
合
意
の
原
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
普
遍
的
な
道
徳

と
価
値
体
系
の
一
部
と
し
て
、
他
人
を
尊
重
す
る
こ
と
を
よ
り
公
正
な
形
態
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
、
人
権
の
観
念
に
基
づ

く
「
福
祉
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
個
人
の
生
き
方
の
多
様
性
を
積
極
的
に
認
め
る
制
度
上
の
保

障
的
な
装
置
の
一
部
と
し
て
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
実
世
界
に
お
け
る
サ
ス
テ
イ
ナ
ピ
リ
テ
ィ
と
い
う
側
面
か
ら
接
近
し
た
実
際
の
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
制
度
の
導
入
や
改
革
と
結
実
に
つ

い
て
研
究
し
、
具
体
的
政
策
お
よ
び
制
度
に
関
す
る
考
察
を
加
え
て
い
く
た
め
に
は
、
基
本
的
な
福
祉
国
家
論
が
こ
の
よ
う
な
経
済
的
・

政
治
的
方
法
論
と
し
て
獲
得
し
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
人
々
の
福
祉
を
増
大
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
背
景

に
関
す
る
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
国
々
が
民
主
化
さ
れ
て
行
く
な
か
、
様
々
な
希
望
を
持
っ
て
福
祉
制
度
が
進
め
ら
れ
て
い
る

が
、
現
在
の
グ
ロ
ー
パ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
自
由
経
済
の
加
速
化
が
、
経
済
危
機
並
び
に
失
業
率
の
増
大
を
招
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
自

由
参
加
と
自
由
競
争
の
美
名
の
下
に
市
場
第
一
主
義
へ
と
方
向
性
が
変
化
し
、
よ
り
社
会
的
格
差
を
広
げ
る
原
因
と
し
て
浮
上
し
た
ま
ま
、

サ
ス
ナ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
翻
的
内
包
（
崔
）

一一一一一一
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法
学
志
林
第
一
○
八
巻
第
四
号

一
二
四

当
初
進
め
ら
れ
て
き
た
総
合
的
福
祉
政
策
を
一
別
提
と
し
た
健
康
保
険
制
度
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
は
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
現
実
を
考
え
た
場
合
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
、
福
祉
制
度
の
素
材
と
し
て
適
応
し
、
根
本
的
に
「
新
た
な
道
義
」

と
い
っ
た
側
面
か
ら
見
直
し
て
行
く
具
体
的
な
方
法
論
に
つ
い
て
検
証
し
て
行
く
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
ろ
う
。

１
主
要
参
考
文
献
ｌ

朝
倉
輝
一
『
討
議
倫
理
学
の
意
義
と
可
能
性
』
、
東
京
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
四
年
一
一
月

石
田
雄
「
平
和
・
人
権
・
福
祉
の
政
治
学
』
、
東
京
、
明
石
書
店
、
一
九
九
○
年
五
月

内
村
博
僧
『
討
議
と
人
権
ｌ
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
の
討
議
理
論
に
お
け
る
正
当
性
の
問
題
１
．
》
、
東
京
、
未
来
社
、
二
○
○
九
年
一
一
月

金
田
鱗
一
『
現
代
編
祉
国
家
と
自
由
侭
東
京
、
二
○
○
○
年
九
月

近
藤
康
史
『
個
人
の
連
帯
－
『
第
三
の
道
』
以
後
の
社
会
民
主
主
義
』
、
二
○
○
八
年
一
月

Ｇ
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
（
○
二
三
〕
豊
・
室
冤
『
昌
一
）
箸
、
北
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訳
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祉
国
家
を
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ｌ
福
祉
国
家
で
の
経
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両
と
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の
国
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ｌ
』
、
（
一
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・
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５
三
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一
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⑦
⑪
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京
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ｌ
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版
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福
祉
国
家
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京
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書
店
、
一
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年
四
月

（
２
）
 

［
月
、

（
３
）
 

（
４
）
 

つ
。
）

（
１
）
ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
（
』
毎
］
・
館
目
罵
号
の
『
昌
色
、
）
著
・
一
一
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局
憲
一
外
訳
『
道
徳
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
（
二
○
一
・
ｍ
一
言
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雪
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三
〕
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］
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色
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東
京
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書
店
、
一
九
九
一
年
七
月
参
照

（
２
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バ
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ス
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、
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島
憲
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中
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敏
男
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気
前
利
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．
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意
識
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コ
ミ
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ヶ
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ン
行
為
』
、
東
京
、
岩
肢
書
店
、
一
九
九
一
年
七

六
二
百

前
掲
書
、

前
掲
書
、

前
掲
書
、

六
三
頁

一
○
五
’
一
○
六
頁

六
三
頁
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、

Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
（
三
汚
一
扇
亘
｝
】
昌
曾
】
『
】
）
・
徳
安
彰
訳
『
福
祉
国
蒙
に
お
け
る
政
治
理
論
』
、
東
京
、
勁
草
香
房
、
二
○
○
七
年
七
月

ポ
ー
ル
ス
ピ
ッ
ヵ
ー
（
で
賀
』
一
野
）
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百
｝
・
）
署
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択
『
福
祉
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の
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総
』
、
東
京
、
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草
書
房
、
二
○
○
四
年
四
月

弓
｝
】
Ｃ
三
色
⑩
で
。
、
頭
負
一
『
曽
】
⑫
一
色
富
【
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｛
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｝
】
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一
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｝
〈
◎
鷺
一
一
（
ぬ
。
。
『
）
．
ｋ
』
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一
二
］
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一
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］
一
ｍ
一
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昌
一
（
一
一
一
一
の
。
『
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Ｃ
｛
）
こ
い
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・
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○
二
二
○
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・
○
詫
｛
。
『
。
ご
］
）
一
息
］
節
一
唇

『
二
冨
一
・
二
宮
ざ
ご
餌
一
」
○
三
ゴ
、
一
．
烏
』
画
一
）
色
二
の
い
の
②
○
○
一
○
一
○
瞬
尾
・
潅
三
】
］
ず
の
『
］
⑭
ｚ
○
息
ヨ
ヴ
の
『
閂
。
。
》
》
虞
切
で
円
一
色
一
『
⑬
⑬
宮
の
‐
②
。
⑥
旨
一
。
－
国
二
ｍ
の
色
二
二
②
○
つ
一
砂
一
勺
。
］
》
。
〉
・
冒
蜀
②
輿
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Ｊ
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ス
（
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］
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〕
甲
｛
号
の
胃
〕
爵
）
著
・
一
一
一
局
恵
一
外
択
『
道
徳
意
識
と
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
ョ
ン
行
為
（
二
。
『
色
一
言
竃
二
匡
切
の
ご
｛
三
（
一
弄
○
ヨ
ョ
臣
’

二
一
蚕
三
愚
讐
］
）
（
一
の
一
二
）
』
、
東
京
、
岩
彼
書
店
、
一
九
九
一
年
七
月

渡
辺
雅
男
『
市
民
社
会
と
福
祉
国
家
』
、
京
都
、
昭
和
堂
、
二
○
○
七
年
四
月

】）【Ｃの印、

サ
ス
テ
イ
ナ
プ
ル
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
倫
理
的
内
包
（
窪
）
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