
●
は
じ
め
に

　

二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
新
興
諸
国

の
経
済
的
発
展
が
注
目
さ
れ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
ら
諸
国
に
お
け
る
社
会
的
な

問
題
に
も
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
う
し
た
社
会
的
問
題
へ
の
対
処

と
し
て
、
新
興
諸
国
で
は
社
会
保
障
制

度
の
整
備
と
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
新
興
諸
国
に
お
け
る
社
会
保
障

に
焦
点
を
当
て
て
、
新
興
諸
国
の
国
家

の
一
側
面
を
福
祉
国
家
論
の
中
で
分
析

し
よ
う
と
す
る
論
者
が
出
現
す
る
に

至
っ
た
。
従
来
、
福
祉
国
家
論
は
先
進

資
本
主
義
国
家
の
一
側
面
と
し
て
研
究

さ
れ
て
き
て
お
り
、
新
興
諸
国
を
福
祉

国
家
論
の
対
象
と
す
る
論
者
は
き
わ
め

て
少
な
か
っ
た
。

一
． 

宮
本
太
郎
著
『
福
祉
政
治
：

日
本
の
生
活
保
障
と
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年

　

こ
の
本
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
保

障
の
体
系
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
、
す
な
わ
ち
日
本
に
お
け
る
福
祉

国
家
の
性
格
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い

う
点
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
要

因
で
形
成
、
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
が

リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
第
一
章
と
第

二
章
は
、
今
日
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る

福
祉
国
家
論
の
方
法
論
を
分
か
り
や
す

く
ま
と
め
、
か
つ
最
新
の
研
究
動
向
も

取
り
入
れ
ら
れ
、
新
興
諸
国
の
福
祉
国

家
を
分
析
す
る
際
の
参
考
に
な
る
。

　

福
祉
国
家
が
い
か
な
る
性
格
を
持
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
宮
本
は
、

福
祉
レ
ジ
ー
ム
と
雇
用
レ
ジ
ー
ム
と
い

う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
福

祉
レ
ジ
ー
ム
と
は
社
会
保
障
を
構
成
す

る
要
素
、
す
な
わ
ち
社
会
保
険
、
公
的

扶
助
、
ケ
ア
、
医
療
等
が
民
間
の
福
祉

提
供
者
や
家
族
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に

組
み
合
わ
さ
っ
て
、
全
体
と
し
て
ど
の

よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
福
祉
レ
ジ
ー
ム
を
類

型
化
し
た
研
究
の
代
表
的
な
も
の
に
エ

ス
ピ
ン
＝
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
三
類
型
が

あ
る（
エ
ス
ピ
ン
＝
ア
ン
デ
ル
セ
ン﹇
二

〇
〇
一
﹈）。
す
な
わ
ち
社
会
民
主
主
義

レ
ジ
ー
ム
、
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
、
保

守
主
義
レ
ジ
ー
ム
で
あ
る
。

　

ま
た
、
生
活
保
障
の
制
度
と
し
て
雇

用
や
労
働
市
場
に
か
か
わ
る
制
度
や
政

策
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
雇
用
レ

ジ
ー
ム
と
呼
ん
で
い
る
。
雇
用
レ
ジ
ー

ム
と
関
連
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
型
の
完
全

雇
用
政
策
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制

度
の
骨
格
で
あ
っ
た
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
型

社
会
保
障
体
系
を
組
み
合
わ
せ
て
「
ケ

イ
ン
ズ
・
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ
ジ
型
福
祉
国
家
」

と
名
付
け
て
い
る
論
者
も
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
形
成

ま
た
変
容
を
分
析
す
る
手
法
と
し
て
宮

本
は
、
利
益
政
治
と
言
説
政
治
の
二
つ

の
手
法
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
利
益
政

治
の
本
質
は
、
利
益
の
組
織
化
と
動
員

で
あ
り
、
多
様
な
利
益
集
団
が
自
由
に

競
合
し
な
が
ら
圧
力
活
動
を
展
開
す
る

多
元
主
義
的
政
策
過
程
と
、
労
使
を
中

心
と
し
た
包
括
的
利
益
集
団
が
政
府
と

と
も
に
政
労
使
の
協
議
を
通
し
て
協
調

す
る
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
が
あ

る
。
他
方
、
こ
う
し
た
利
益
政
治
の
み

で
は
福
祉
国
家
分
析
は
不
十
分
で
あ

り
、
多
様
な
言
説
や
操
作
に
よ
り
人
々

が
各
政
策
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
判
断

す
る
の
か
と
い
う
言
説
政
治
の
レ
ベ
ル

に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
言
説
政
治
は
既
存
の
福
祉
レ
ジ
ー

ム
が
揺
ら
い
だ
り
、転
換
し
た
り
し
て
、

人
々
の
利
益
が
流
動
化
し
た
と
き
よ
り

重
要
と
な
る
。
言
説
政
治
の
分
析
手
法

と
し
て
「
避
難
回
避
の
政
治
」、
ま
た

諸
利
益
が
流
動
化
し
た
と
き
言
説
や
ア

イ
デ
ィ
ア
の
役
割
が
大
き
く
な
る
と
い

う
。
ま
た
彼
は
、
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
形

成
期
の
政
治
、
レ
ジ
ー
ム
削
減
期
の
政

治
、
そ
れ
か
ら
一
九
九
〇
年
代
か
ら
本

格
化
す
る
レ
ジ
ー
ム
再
編
期
の
政
治
の

あ
り
方
は
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し

て
い
る
。

二
． 

金
成
垣『
後
発
福
祉
国
家
論
：

比
較
の
な
か
の
韓
国
と
東
ア

ジ
ア
』、東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
八
年

　

金
は
、
そ
う
し
た
レ
ジ
ー
ム
論
に
代

表
さ
れ
る
従
来
の
比
較
福
祉
国
家
研
究

を
「
横
」
の
類
型
論
と
呼
び
、
こ
れ
に

対
し
て
歴
史
的
文
脈
を
考
慮
し
た「
縦
」

アジ研流
読書案内
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の
動
態
論
が
比
較
福
祉
国
家
研
究
に
は

必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
金
の
こ
の

よ
う
な
問
題
意
識
は
、
韓
国
に
お
け
る

福
祉
国
家
研
究
を
す
る
際
に
み
い
だ
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

韓
国
で
は
世
界
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
、
ま
た
新
自
由
主
義
的
経
済
政
策

が
重
視
さ
れ
る
中
で
、
国
民
皆
保
険
・

皆
年
金
の
実
現
、
権
利
性
を
明
確
に
し

た
公
的
扶
助
改
革
な
ど
の
福
祉
国
家
化

が
推
進
さ
れ
た
と
い
う
事
実
認
識
が
あ

る
。
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
お
け
る
福

祉
国
家
が
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
危

機
に
面
し
て
い
る
中
で
、
韓
国
が
福
祉

国
家
化
し
て
い
る
と
い
う
問
題
を
解
く

に
は
、
従
来
の
類
型
論
に
加
え
て
、「
後

進
性
」
な
い
し
「
遅
れ
て
き
た
福
祉
国

家
」
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
金

は
問
う
て
い
る
。具
体
的
に
は
、グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
中
で
福
祉
国
家
化
し
て
い
る

と
い
う
韓
国
の
歴
史
的
特
殊
性
を
議
論

に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ

の
際
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
前
の
状

況
を
福
祉
国
家
化
が
遅
れ
て
い
た
「
遅

滞
」
の
局
面
と
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

以
降
の
福
祉
国
家
化
が
ス
タ
ー
ト
し
た

「
後
発
」の
局
面
に
分
け
て
分
析
を
行
っ

て
い
る
。

　

金
に
よ
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

の
経
済
危
機
と
そ
れ
に
と
も
な
う
失
業

者
と
貧
困
者
の
増
大
へ
の
対
応
を
と
お

し
て
「
市
場
経
済
の
安
定
装
置
と
し
て

の
福
祉
国
家
」、
そ
し
て
政
治
的
に
は

金
大
中
政
権
の
も
と
で
の
上
か
ら
と
、

社
会
運
動
と
い
う
下
か
ら
の
働
き
掛
け

を
と
お
し
て
「
民
衆
の
政
治
的
組
織
化

の
産
物
と
し
て
の
福
祉
国
家
」
と
い
う

韓
国
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
条
件
が
成

立
し
た
。
こ
の
「
遅
れ
て
き
た
福
祉
国

家
」
の
内
実
は
、「
脱
工
業
化
と
の
同

時
性
」、
お
よ
び
「
脱
階
級
化
と
の
同

時
性
」
と
い
う
特
徴
の
中
で
、
西
欧
福

祉
国
家
が
四
半
世
紀
以
上
か
け
て
経
験

し
て
き
た
福
祉
国
家
の
形
成
と
抑
制
、

ま
た
は
再
編
を
同
時
に
経
験
し
て
い
る

状
況
に
あ
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
韓
国
の
事
例
か
ら
抽
出
さ
れ

た
福
祉
国
家
分
析
に
お
け
る「
後
発
性
」

概
念
の
導
入
は
、
新
興
諸
国
と
り
わ
け

ア
ジ
ア
に
お
け
る
福
祉
国
家
分
析
に
際

し
て
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
概
念
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
福
祉
国
家
の
特
色
と
し
て
、
そ

の
「
早
熟
性
」
と
い
う
特
色
と
の
比
較

研
究
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
。

三
． 

李
蓮
花
、『
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
後
発
近
代
化
と
社
会
政

策
：
韓
国
と
台
湾
の
医
療
保

険
政
策
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
一
年

　

こ
の
後
発
性
と
い
う
概
念
を
出
発
点

と
し
て
李
は
、
韓
国
と
台
湾
の
医
療
保

険
制
度
の
形
成
を
分
析
し
て
い
る
。
彼

女
に
よ
る
と
欧
米
の
福
祉
政
治
の
理
論

的
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
東
ア
ジ
ア
に
適

用
し
て
も
、
韓
国
や
台
湾
の
社
会
政
策

や
近
代
化
の
歴
史
性
を
軽
視
し
た
「
没

歴
史
的
」
解
釈
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
す
る
。
そ
こ
で
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代

化
の
特
徴
は
そ
の
後
発
性
に
あ
る
と
の

認
識
の
上
に
立
ち
、
韓
国
と
台
湾
の
医

療
保
険
政
策
の
共
通
点
や
相
違
点
を
検

討
し
て
い
る
。

　

両
国
の
医
療
保
険
制
度
は
一
九
七
〇

年
代
ま
で
の
制
度
導
入
期
に
は
、
経
済

構
造
の
違
い
（
大
企
業
中
心
の
韓
国
に

対
し
中
小
企
業
中
心
の
台
湾
）
や
、
権

威
主
義
体
制
（
排
除
的
開
発
独
裁
の
韓

国
に
対
し
て
包
摂
的
党
国
体
制
の
台

湾
）
に
よ
り
そ
の
相
違
点
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
一
方
医
療
保
険
の
皆
保
険
化

は
、
急
速
な
経
済
発
展
や
政
治
的
民
主

化
の
過
程
で
達
成
さ
れ
た
。
そ
の
な
か

で
皆
保
険
期
の
両
者
の
相
違
は
、
制
度

的
遺
制
に
加
え
て
、
民
主
化
方
式
の
相

違
（
急
速
な
台
湾
と
漸
進
的
な
韓
国
）

が
重
要
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

最
後
に
李
は
、
東
ア
ジ
ア
型
社
会
政

策
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
エ

ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
三
つ
の
福

祉
レ
ジ
ー
ム
と
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域

を
対
象
と
し
た
福
祉
制
度
で
は
、
分
析

の
段
階
が
異
な
り
、
そ
う
し
た
議
論
は

あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
と
判
断
す
る
。

そ
の
上
で
、
両
国
の
医
療
保
険
政
策
形

成
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
共
通
点
と
し

て
、
第
一
に
普
遍
主
義
志
向
、
第
二
に

社
会
保
険
方
式
が
あ
り
、第
三
に
経
済
・

社
会
格
差
へ
の
対
応
と
し
て
日
本
が
取

り
入
れ
た
傾
斜
的
財
政
支
援
を
用
い
て

い
る
点
、
第
四
に
、
均
衡
の
と
れ
た
発

展
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
点
が

あ
る
と
す
る
。
李
の
研
究
は
欧
米
の
福

祉
国
家
論
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
発
展
研
究
や
民

主
化
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
も
の

で
、
金
の
成
果
と
合
わ
せ
て
東
ア
ジ
ア

発
の
福
祉
国
家
論
と
し
て
欧
米
中
心
の

福
祉
国
家
研
究
に
一
石
を
投
じ
、
ま
た

比
較
福
祉
国
家
研
究
を
よ
り
厚
く
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
う
さ
み　

こ
う
い
ち
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
グ
ル
ー
プ

﹇
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
国
家
論
・
社

会
政
策
論
﹈）
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