
二
十
一
世
紀
を
ど
の
よ
う
な
時
代
に
し
た
い
か

市
場
・
国
家
・
共
同
体
の
三
位
一
体
か
ら
市
場
の
専
制
へ

関
係
変
化
を
視
野
に
政
治
を
捉
え
直
す

(f9o -μD 

山
鳥
本
誌
は
今
後
二
年
間
、
「
二
十
一
世
紀
エ
ク
セ
レ
ン
ト
の
条
件
」

と
題
し
、
あ
る
べ
き
姿
か
ら
軌
道
修
正
の
方
策
ま
で
考
え
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
本
日
は
そ
の
皮
切
り
の
座
談
会
と
し
て
二
十
一
世
紀
を
総
合

的
に
デ
ソ
サ
ン
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
新
世
紀
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
の
着
眼
点
で
す
が
、
こ
の
世

紀
末
の
現
状
分
析
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
政
治
、
経
済
、
社
会

を
、
「
エ
ク
セ
レ
ン
ト
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
考
え
る
と
ど

う
な
る
の
か
。
猪
口
さ
ん
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

猪
口

こ
の
二
百
年
、
三
百
年
の
政
治
を
考
え
る
と
、
人
々
を
組
織
す

る
三
つ
の
大
き
な
考
え
方
な
り
制
度
が
、
比
較
的
連
結
し
て
ま
と
ま
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
三
つ
の
考
え
と
は
、
市
場

・
国
家
・
共
同
体
。

国
民
士
巾
一
場
な
り
国
民
経
済
と
い
う
の
が
ま
ず
あ
っ
て
、
二
番
目
に
国
民

主
権
国
家
、
三
番
目
に
民
族
共
同
体
な
り
サ
ブ
セ
ッ
ト
と
し
て
の
地
縁
、

血
縁
、
家
族
、
職
場
。
そ
の
三
つ
が
ぎ
く
し
ゃ
く
せ
ず
併
存
し
て
い
た
。

市
場
国
家
、
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
律
す
る
器
棚
原
理
が
、
正
面
か
ら

衝
突
す
る
契
機
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。

そ
の
流
れ
で
二
十
一
世
紀
を
展
望
す
る
と
、
・
も
は
や
三
者
調
和
は
期

待
し
な
い
方
が
い
い
。
と
り
わ
け
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
グ
ロ

l
バ
リ
ゼ

1
シ
ョ
ン
の
動
き
を
見
る
と
世
界
市
場
の
力
が
強
大
化
。
従

来
の
よ
う
に
三
者
が
独
立
し
つ
つ
も
三
位
一
体
で
動
く
の
で
は
な
く
、

当
面
「
市
場
の
専
制
」
と
い
う
形
が
続
く
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
主
権
国
家
は
4
品
記
初
頭
に
約
二
十
、
国
連
が
で
き
た
四
五

年
に
五
十
粍
度
だ
っ
た
の
が
今
や
百
八
十
五
。
こ
れ
ら
は
十
九
世
紀
か

ら
今
附
記
初
頭
に
考
え
て
い
た
国
家
|
|
即
ち
民
族
的
に
あ
る
程
度
同

質
で
国
民
や
外
国
に
絶
対
的
な
力
を
主
張
す
る
、
か
つ
て
の
国
家
イ
メ

ー
ジ
と
異
な
り
、
市
場
や
共
同
体
に
対
し
ノ

1
タ
y
チ
の
国
も
多
い
。

ま
た
市
場
と
共
同
体
の
関
係
も
、
市
場
が
強
く
な
っ
た
一
方
で
、
共
同

体
自
体
フ
ワ
フ
ワ
し
て
き
で
、
縛
り
の
少
な
い

N
G
O
や
ボ
ラ
ン
タ
リ

l
共
同
体
へ
と
様
変
わ
り
。
こ
う
し
た
三
者
の
後
相
が
、
お
そ
ら
く
二

十
一
世
紀
半
ば
く
ら
い
ま
で
続
く
。
そ
う
い
う
大
き
な
動
き
を
見
な
が

ら
、
エ
ク
セ
レ
ン
ト
な
政
治
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

山
鳥
市
場
と
国
家
と
共
同
体
の
関
係
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
話
で
す

が
、
こ
の
世
紀
末
は
何
か
求
心
力
を
失
い
、
新
し
い
秩
序
も
見
え
ず
世

界
中
が
漂
流
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
仮
に
今
が
過
渡
期
だ

と
す
れ
ば
、
新
し
い
あ
り
方
は
か
つ
て
の
三
位
一
体
の
延
長
で
出
て
く

る
の
か
、
全
然
違
っ
た
形
に
な
る
の
か

3

そ
の
辺
は
ど
う
で
す
か
。

猪
口

近
年
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
バ
ー
チ
ャ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
新
し
い
概
念
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も

し
ば
ら
く
は
実
現
し
な
い
。
つ
ま
り
前
者
は

N
G
Oな
ど
が
国
境
を
越

え
て
績
び
あ
い
、

一
定
の
権
能
を
暗
え
て
活
動
す
る
形
。
後
者
は
資
本

や
人
は
自
由
に
移
動
し
つ
つ
頭
脳
と
情
報
だ
け
を
圏
内
に
残
す
形
で
す

が
、
結
局
は
従
来
型
の
国
境
の
中
の
政
治
が
か
な
り
の
力
を
持
っ
た
ま

ま
続
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

個
別
利
益
の
対
立
か
ら
協
調
の
新
世
紀
へ

個
人
生
活
と
経
済
活
動
の
調
和
こ
そ
エ
ク
セ
レ
ン
ト

宮
市
そ
の
先
行
き
は
後
で
議
論
す
る
こ
と
に
し
ま
し
て
、
本
間
さ
ん
の

方
か
ら
、
今
世
紀
末
か
ら
来
世
紀
の
経
済
を
中
心
に
:
:
。

本
間

政
治
が
経
済
に
対
し
リ
ー
ダ
ー
シ
y
プ
を
と
れ
な
く
な
っ
た
の

は
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
化
が
な
さ
し
め
た
こ
と
で
す
ね
。
共

産
圏
崩
壊
の
理
由
は
、
人
、
物
、
金
の
動
き
に
遅
れ
た
人
治
主
義
に
基

づ
く
経
済
運
営
の
非
効
率
性
が
情
報
化
の
進
展
に
よ
っ
て
西
側
と
の
対

比
で
顕
在
化
し
た
こ
と
。
西
側
で
も
、
比
較
的
為
替
レ
l
ト
が
安
定
し

た
固
定
価
格
経
済
の
時
代
は
政
治
が
リ
l
ド
で
き
た
が
、
市
場
も
人
も

動
く
時
代
に
は
政
治
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
状
況
が
先
進
諸
国
で

顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
一
方
、
ア
ジ
ア
途
上
国
は
市
場
原
理
に
委
ね
ら

れ
る
と
、
ま
だ
つ
い
て
い
け
な
い
た
め
、
国
家
主
導
で
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ

プ。

中
国
も
党
が
社
会
主
義
市
場
経
済
の
形
で
リ
ー
ド
し
つ
つ
も
、
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
市
場
で
フ
リ
l
ハ
ン
ド
で
や
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
意
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昧
で
今
後
、
ま
す
ま
斗
工
巾
場
化
が
グ

ロ
ー
バ
ル
に
進
み
、
政
治
は
経
済

へ
の
管
理
能
力
を
さ
ら
に
落
と
し
て
い
く
=

た
だ
、
二
十
世
紀
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
が
急
速
に
進
ん
だ
，
も
の
の
、

競
争
の
土
俵
と
し
て
の
ル

1
ル
が
ま
だ
調
整
し
さ
れ
て
い
な
い
c

或
い

は
競
争
の
結
果
の
共
生
化
が
成
立
し
て
い
な
い
状
況
の
中
で
、
各
国
が

ま
だ
国
家
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
競
合
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
=
お
そ
ら

く
二
十

一
位
紀
に
進
む
と
、

W
T
Oを
は
じ
め
明
確
な
形
の
枠
組
み
"
つ

く
り
が
よ
り
具
体
的
に
始
ま
る
と
同
時
に
、
結
果
に
関
し
て
は
圏
内
レ

ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
世
界
的
な
再
分
配
な
り
開
か
れ
た
共
存
関
係
が
模
索

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
c

二
十
世
紀
と
い
う
い
わ
ば
個
別
利
益
の
対
立
の

時
代
か
ら
、

二
十
一
世
紀
は
、
ル
l
ル
の
設
定
と
帰
結
に
対
す
る
国
除

的
合
意
と
い
う
形
で
の
協
調
時
代
に
入
る
の
で
は
な
い
か
c

そ
し
て
各
国
が
規
制
緩
和
や
構
造
改
革
等
で
閉
鎖
か
ら
開
放
へ
歩
を

進
め
る
な
か
、
日
本
も
従
来
の
政
宮
財
の
閉
鎖
的
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
や

イ
ン
サ
イ
タ
l
利
益
の
追
求
は
難
し
く
な
り
、
閉
鎖
的
ト
ラ
イ
ア
ン
グ

ル
は
急
速
に
崩
壊
し
て
い
く
c

透
明
性
目
、
公
平
性
が
従
米
以
上
に
問
わ

れ
る
わ
け
で
、
行
財
政
改
革
や
経
済
構
造
改
革
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
利
害
調
整
の
一
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

篤
二
十
世
紀
は
、
社
会
主
義
と
自
由
主
義
園
経
済
が
対
立
し
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
九

O
年
に
社
会
主
義
が
崩
壊
し
、
自
由
主
義
も
行
き
詰

ま
り
。

一
時
は
日
本
の
会
社
主
義
の
勝
利
宗
主
と
も
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
も
崩
壊
。
そ
し
て
人
口
、
環
境
問
題
な
ど
が
出
て
き
た
。

一

体
、
新
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
ど
ん
な
形
に
な
る
?

本
間
日
本
で
言
え
ば
、
組
織
に
帰
属
す
る
個
人
と
い
う
運
動
ク
ラ
ブ

的
発
想
で
経
済
価
値
一
本
に
絞
っ
た
こ
と
が
、
今
の
国
際
的
地
位
を
築

き
上
げ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
日
本
固
有
の
や
り
方
で
、
決
し
て
普
遍
的

な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
は
ア
ジ
ア
の
一
員
と
言
う
が
、
経

済
シ
ス
テ
ム
、
企
業
シ
ス
テ
ム
、
さ
ら
に
は
雇
用
シ
ス
テ
ム
も
実
は
ア

ジ
ア
で
も
特
異
な
存
在
。
戦
後
五
十
年
、
敗
戦
と
い
う
特
異
な
状
況
下

で
、
経
済
復
興
が
最
僅
先
さ
れ
、
日
本
は
諸
外
国
に
比
べ
経
済
の
比
重

が
極
め
て
高
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
企
業
社
会
と
言
わ
れ
る
構
造
が
で

き
あ
が
り
、
個
人
生
活
面
で
は
自
由
度
、
裁
量
度
の
低
い
社
会
に
な
っ

て
き
た
面
は
否
め
な
い
。
今
後
、
生
活
の
比
重
を
高
め
な
い
限
り
、
諸

外
国
と
の
関
係
も
圏
内
の
個
人
生
活
も
調
和
で
き
な
い
状
態
に
な
る
。

今
、
既
存
の
官
民
二
極
で
カ
バ
ー
し
得
な
い
部
分
に
つ
い
て
、

N
P

O
や
N
G
O、
消
費
者
や
個
人
と
い
う
第
三
極
が
現
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

経
済
的
行
動
と
は
別
に
、
個
人
が
自
己
実
現
の
手
段
と
し
て
多
様
な
価

値
存
求
め
る
な
か
で
、
新
た
な
官
・
民
・
非
営
利
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

が
形
成
さ
れ
、
価
値
観
の
共
有
と
い
う
形
で
予
定
調
和
的
な
社
会
へ
踏

み
込
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
相
当
新
た
な
日
本
の
芽
が
出
て
く
る
。
逆
に

N
P
0
、
N
G
O
の
内
な
る
力
が
出
て
こ
な
い
と
、

日
本
は
人
権
問
題

も
環
境
問
題
も
国
際
協
調
の
問
題
に
も
対
処
し
き
れ
な
い
。
豊
か
に
な

っ
た
日
本
人
は
今
後
、
経
済
的
繁
尚
子
を
宮
与
本
す
る

一
方
で
自
己
実
現
を

求
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
顔
の
見
え
る
多
元
主
義
を
担

保
す
る
社
会
に
な
っ
て
い
く
ご
経
済
活
動
と
個
人
生
活
が
調
和
す
る
柔

軟
な
経
済
構
造
こ
そ
、
エ
ク
セ
レ
ン
ト
な
経
済
だ
と
思
い
ま
す
。

軽
視
で
き
な
い
固
有
文
化

い
ま
「
近
代
」
の
再
定
義
を

篤
世
紀
末
は
社
会
シ
ス
テ
ム
も
不
安
定
に
な
り
、
不
安
が
増
大
し
て

ま
す
が
。

橋
爪
二
十
世
紀
は
、
自
由
主
義
と
社
会
、
喜
一
夜
、
二
つ
の
体
制
が
激
突

し
た
時
代
だ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
の
対
立
軸
は
、
近
代
化
を
ど
の
よ
う

に
達
成
す
る
か
の
方
法
論
で
し
た
c

そ
の
一
方
の
雄
ソ
ビ
エ
ト
が
崩
壊

し
ま
し
た
が
、
近
代
化
を
続
行
し
よ
う
と
い
う
意
思
そ
の
も
の
は
、
二

十
一
世
紀
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
く
と
考
え
て
い
い
。

現
状
の
問
題
は
、
近
代
化
の
発
展
段
階
が
ま
ち
ま
ち
な
こ
と
で
す
c

近
代
化
し
よ
う
に
も
で
き
な
い
前
近
代
の
社
会
ル

l
ル
に
縛
ら
れ
た

人
々
が
、
ま
だ
第
三
世
界
に
は
大
勢
い
る
。
近
代
化
を
成
し
遂
げ
つ
つ

あ
る
国
々
に
も
変
わ
っ
た
タ
イ
プ
が
現
れ
て
き
た
。
西
殴
の
場
合
、
列

強
の
対
立
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
文
明
ス
タ
イ
ル
は
一
枚
岩
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
本
や
ア
ジ
ア
の
近
代
化
は
、
先
進
的
な
近
代
産
業
を
備
え

て
い
る
わ
り
に
、
社
会
は
前
近
代
的
な
部
分
を
残
し
て
い
る
。
民
族
・

5 1ト:~リリ; .1 川 11 ド川 j
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メ
リ
カ
の
世
紀
が
続
く
だ
ろ
う
が
、

ド
も
良
く
な
っ
て
、

発
信
地
に
な
る
。
(
猪
口
孝
)

い
の
く
ち
た
か
し
国
連
大
学
上
級
副
学
長
・
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教

授
(
政
治
学
・国
際
関
係
論
)
一
九
四
四
年
新
潟
市
生
ま
れ
。
東
京
大
学
教
養
学
部

卒、

M
I
T
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
上
智
大
学
助
教
授
を
経
て
、
東
京
大
学
教
担
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
上
級
研
究
員
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
、
テ

リ
大
学
、
方
ジ
ャ
マ
ダ
大
学
客
員
教
授
な
ど
歴
任
。
九
五
年
よ
り
国
連
大
学
上
級

副
学
長
。
主
な
著
書
「
国
際
政
治
経
済
の
惰
図
」
(
有
斐
閣
新
書
)
、
「
世
界
変
動
の
見

方
」
「
政
治
学
者
の
メ
チ
エ
」
(
筑
摩
書
房
)
な
ど
。

文
化
・
宗
教
が
新
た
な
対
立
抗
争
の
要
因
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い

ま
す
。
一
方
、
先
進
国
で
は
近
代
へ
の
疑
念
も
膨
ら
ん
で
き
た
。
こ
れ

は
当
初
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
よ
う
に
先
鋭
的
な
人
々
の
間
に
現
れ
て
い
た
も

の
が
、
す
っ
か
り
大
衆
化
し
、
勤
労
倫
理
の
欠
落
や
享
楽
主
義
、
犯
罪

の
蔓
延
な
ど
先
進
国
病
の
形
で
社
会
を
蝕
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
、
前

近
代
も
片
づ
か
ず
、
近
代
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
は
分
裂
し
、
ポ
ス
ト
近
代

の
病
状
も
数
多
く
出
現
し
て
い
る
の
が
、
今
の
状
況
で
す
。

か
つ
て
は
、
人
々
が
近
代
化
会
一
進
め
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
共
通
フ
オ

l
マ
y
ト
と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
が
解
決
し
、
近
代
人
の
人
類

共
同
体
が
で
き
上
が
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ

ご
で
は
各
民
族
の
固
有
文
化
は
、
か
な
り
軽
視
さ
れ
て
い
た
c

と
こ
ろ

が
実
際
に
近
代
化
を
進
め
て
み
る
と
、
ど
う
も
違
っ
て
来
て
、
「
近
代
」

の
再
定
義
が
今
、
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
「
近
代
」
と

い
う
の
は
、
少
し
定
義
を
緩
め
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
e

で
な
い
と
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
近
代
化
を
、
近
代
の
動
き
に
含
め
る
こ
と

が
で
き
に
く
い
。
但
し
緩
め
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
近
代
の
定
義
の
ど

こ
を
共
通
ル

l
ル
と
し
て
取
り
出
し
、
ど
こ
を
緩
め
る
か
と
い
う
提
案

が
出
て
き
て
よ
い
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

山
鳥
現
在
、
散
米
諸
国
は
途
上
国
に
対
し
、
殴
米
型
民
主
、
喜
一
我
の
実
施

や
透
明
性
な
ど
を
条
件
に

I
M
Fや
世
銀
融
資
を
行
っ
て
い
る
。
し
か

し
殴
米
型
で
な
い
近
代
の
フ
ォ
ー
マ

ッ
ト
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
議
論
も
出
始
め
た
c

そ
の
辺
の
可
能
性
は
ど
う
で
す
か
。

橋
爪

本
山
ヨ
は
日
本
が
西
殴
文
明
の
枯
外
か
ら
近
代
に
参
入
し
た
時
点

で
、
そ
の
提
案
を
す
べ
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
日
本
は
佼
く
立
ち

回
り
、
表
は
い
か
に
も
西
欧
と
同
じ
ル

l
ル
で
あ
る
と
表
明
し
つ
つ
、

実
態
は
空
出
張
み
た
い
に
(
笑
)
、
違
う
運
営
を
し
て
き
た
c

日
本
だ

け
が
そ
う
や
っ
て
い
た
時
代
は
そ
れ
で
通
り
ま
し
た
が
、
他
の
国
が
続

き
、
問
題
が
露
呈
し
て
き
た
。
だ
か
ら
今
は
、
新
し
い
近
代
を
め
ぐ
る

多
様
な
提
案
が
必
要
な
時
代
な
の
で
す
c

「
近
代
」
の
定
義
で
確
実
に

残
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
、
科
学
技
術
、
情
報
、
市
場
、
軍
事
力
で
し
ょ

う
c

人
間
の
欲
求
が
似
通
っ
て
い
る
限
り
、
こ
れ
ら
は
共
通
項
と
し
て

残
る
。
逆
に
こ
れ
ら
四
つ
以
外
へ
の
疑
念
は
出
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
ι
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馬
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
固
有
文
化
ま
で
殴
米
近
代
的
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
と
、
矛
盾
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

効
率
だ
け
で
な
く
美
と
品
性
、

知
人
よ
り
も
友
人
の
時
代
が
始
ま
る

漢
で
は
私
自
身
の
見
方
を
言
う
と
、
ま
ず

「エ

ク
セ
レ
ン
ト
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
。
経
済
記
者
の
経
験
で
言
え
ば
、
か
つ
て
は
ビ
ー
グ
カ

ン
パ

ニ
ー
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
大
き
く
て
も
利
益
率
が
低
い

の
は
良
く
な
い
と
、
次
に
出
た
の
が
、
埋
根
よ
り
利
益
率
を
重
視
す
る

エ
ク
セ
レ
ン
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
。
但
し
あ
ま
り
に
も
効
率
J

主
水
め
る
と
弊

害
も
現
れ
、
そ
の
後
は
‘
ビ
ュ

ー
テ
ィ
フ
ル
カ
ン
パ

ニ
ー
や
ア
ド
マ
イ
ア

l
ド
カ
ン
パ
ニ
ー
e

つ
ま
り
企
業
に
も
品
性
や
品
格
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
、
本
誌
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
「
エ
ク
セ
レ
ン
ト
」

に
は
、
美
や
口
間
性
の
意
味
も
込
め
て
い
る
と
思
-
つ
ん
で
す
ね
。

問
題
は
、
効
率
や
成
長
、
開
発
、
科
学
信
仰
な
ど
近
代
社
会
が
従
来
、

プ
ラ
ス
、
差
ロ
と
認
め
て
き
た
も
の
が
、
壁
に
当
た
っ
て
き
た
。
効
率
を

求
め
過
ぎ
た
た
め
不
良
債
権
や
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
破
綻
な
ど
技
術
の
リ
ス

ク
管
理
能
力
に
疑
問
が
持
た
れ
、
開
発
を
進
め
過
ぎ
た
た
め
生
態
系
を

破
壊
し
、
エ
イ
ズ
や
エ
ボ
ラ
出
血
熱
な
ど
人
類
初
め
て
の
ウ
ィ
ル
ス
に

遭
遇
。
冷
戦
崩
壊
、
軍
縮
で
安
全
保
障
体
制
も
揺
ら
ぐ
な
ど
、
二
十
世

紀
の
近
代
化
思
想
が
壁
に
ぶ
つ
か
り
反
省
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

企
業
経
営
や
環
境
、
安
全
保
障
な
ど
具
体
的
な
現
象
と
し
て
現
れ
て
い

る
点
が

一
つ
。

同
時
に
も
う
一
つ
は
、
そ
う
い
う
現
象
の
出
現
に
よ
り
、
先
進
国
を

中
心
に
価
値
観
の
転
換
が
始
ま
っ
た
。
経
済
的
豊
か
さ
だ
け
で
な
く
、

人
間
的
な
会
話
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
居
心
地
の
良
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な

ど
に
価
値
が
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
知
人
よ
り
も
友
人
の

時
代
。
損
得
勘
定
で
鯖
ば
れ
た
知
人
で
な
く
、
困
っ
た
と
き
助
け
合
え

る
友
人
が
大
勢
い
る
人
こ
そ
本
当
に
豊
か
。
或
い
は
ビ

ッ
グ
と
か
効
率

だ
け
で
な
く
、
品
性
や
文
化
を
持
つ
A
主
席
や
社
会
や
個
人
こ
そ
豊
か
と

い
う
価
値
観
が
日
本
で
も
登
場
し
つ
つ
あ
る
気
が
し
ま
す
。

ほ
ん
ま
ま
さ
あ
き
大
阪
大
学
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
綬
(
公
共
経
済
学
)

一
九
四
四
年
後
太
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
経
済
学
部
卒
。
経
済
学
博
士
。
同
大
助
教

綬
を
経
て
、
八
五
年
よ
り
教
授
。
「
政
策
禍
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
メ
ン
バ
ー
。
主
な
著
書
「
提

言
新
・
日
本
型
経
済
シ
ス
テ
ム
」
(T
B
S
ブ
リ
空
ニ
カ
)
、
「
日
本
財
政
の
経
済
分
析
」

「租
税
の
経
済
理
論
」
(
創
文
社
)
、

「ゼ
ミ
ナ
ー
ル
現
代
財
政
入
門
」
(日
本
経
済
新
聞

社
)
、
「
フ
ゴ
ア
/
ソ
ロ
ビ
1
の
社
会
経
済
学
」
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
革
命
」「税
制
改
革
の
実

証
分
析
」
(
東
洋
経
済
新
報
社
)
な
ど
。

経
済
的
行
動
と
は
別
に
、
個
人
が
自
己

新
た
な
官
・
民
・
非
営
利
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ

相
当
新
た
な
日
本
の
芽
が
出
て
く
る
。
(

次
の
世
紀
へ
の
構
想
力
を
ど
う
出
す
か

衰
え
て
も
頂
点
、

二
十
一
世
紀
半
ば
ま
で
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
」
は
続
く
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罵
新
世
紀
へ
の
着
眼
点
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
な
構
想
力
で
実
現
す
る
か
。
現
状
、
経
済
は
縮
み
志
向
、
政
治

は
求
心
力
を
失
い
、
世
界
全
体
が
内
向
き
の
た
め
、
問
題
解
決
へ
の
構

想
力
を
出
せ
て
い
な
い
。
僕
は
十
四
、
五
回
サ
ミ

ッ
ト
を
取
材
し
ま
し

た
が
、
か
つ
て
は
石
油
危
機
な
ど
が
起
き
る
と
パ
ッ
と
世
界
が
集
ま
り

素
早
く
対
策
を
立
て
る
よ
う
な
構
想
力
や
決
断
力
、
指
導
力
が
あ
っ
た
c

今
は
問
題
は
明
確
な
の
に
、
解
決
へ
の
構
想
力
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
も
な
く
、
カ
オ
ス
の
状
態
に
あ
る
よ
う
で
す
が
。

橋
爪

結
論
か
ら
一
言
う
と
、
構
想
が
立
た
ず
に
し
ば
ら
く
足
踏
み
が
続

く
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
構
想
を
立
て
世
界
を
そ
の
方
向
に
動
か
す

に
は
、
構
想
を
立
案
す
る
セ
ン
タ
ー
と
、
手
足
と
し
て
動
く
地
球
現
根

の
組
織
が
必
要
で
す
。
か
つ
て
は
ロ

l
マ
教
会
が
そ
の
両
方
を
具
え
て

い
、
手
品
し
た
が
、
近
代
の
政
教
分
離
で
、
そ
の
体
制
は
崩
壊
。
国
家
や
市

場
に
介
入
す
る
戦
略
を
立
て
た
最
後
の
試
み
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
し
た

が
、
そ
れ
も
失
敗
。
科
学
的
社
会
主
義
を
称
し
な
が
ら
、
科
学
的
な
方

法
論
も
な
く
、
市
場
経
済
の
自
律
性
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
当

然
で
す
。
今
後
、
こ
う
い
う
指
令
型
の
全
体
構
想
を
提
出
す
る
機
関
は
、

登
場
で
き
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

篤
日
本
と
遣
い
、
ア
メ
リ
カ
に
は
国
家
戦
略
を
考
え
る
シ
ン
ク
タ
ン

ク
が
多
く
、
営
者
も
世
界
構
想
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
の
で
は
c

猪
口

ア
メ
リ
カ
は
そ
の
子
供
っ
ぽ
さ
や
不
完
全
さ
に
も
拘
ら
ず
、
世

界
市
場
で
の
活
躍
度
や
情
報
発
信
能
力
の
高
さ
、
科
学
技
術
面
で
の
圧

倒
的
強
さ
な
ど
に
よ
り
、
ま
だ
し
ば
ら
く
は
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
」
が

続
く
で
し
ょ
う
。
完
全
な
費
量
を
持
っ
て
い
る
し
、
政
治
家
も
軍
隊

も
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
。
理
想
主
義
的
で
独
善
的
で
メ
シ
ア
ニ
ッ
ク
な
の
は

ア
メ
リ
カ
し
か
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
五
十
年
ほ
ど
は
ア
メ
リ

カ
中
心
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
混
沌
の
時
代
が
続
く
。

蔦
最
も
構
想
力
を
持
つ
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
と
し
て
も
、

情

ア
メ
リ
カ
的

発
想
だ
け
で
は
新
世
紀
は
展
望
で
き
な
い
と
い
う
側
面
は
ど
う
で
す

カ橋
爪

ア
メ
リ
カ
の
国
力
は
徐
々
に
衰
え
る
け
れ
ど
、
市
場
や
軍
事
や

科
学
技
術
は
世
界

一
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
こ
け
る
と
み
ん
な
が
困

る
。
だ
か
ら
み
ん
な
が
助
け
、
お
そ
ら
く
あ
と
半
世
紀
は
ア
メ
リ
カ
の

時
代
が
続
く
。
た
だ
、
中
国
と
イ
ン
ド
が
近
代
化
に
成
功
し
、
ア
メ
リ

カ
の
十
倍
の
人
口
を
も
と
に
対
抗
し
て
く
れ
ば
、
冷
戦
の
再
来
で
す
。

私
は
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
願
う
し
、
な
ら
な
い
と
予
測
す
る
。
イ
ン
ド

と
中
国
の
発
展
に
は
、
科
学
技
術
と
市
場
経
済
と
圏
内
の
合
理
化
が
必

要
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
良
好
な
関
係
が
条
件
に
な
る
。
そ
こ
で
手
の
ひ

ら
を
返
す
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
や
世
界
と
断
絶
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
か
ら
ね
。

白鳥

I
Cは
か
つ
て
は

「イ
ン
テ
グ
レ

l
テ
ィ
ド
・
サ
l
キ
y
卜
」
だ

っ
た
が
、
今
は
「
イ
ン
ド
・
ア
ン
ド

・
チ
ャ
イ
ナ
」
と
言
う
そ
う
で

(
笑
)
、
イ
ン
ド
と
中
国
こ
そ
ソ
フ
ト
の
中
心
に
な
り
始
め
た
。
今
は
ま

だ
中
国
も
イ
ン
ド
も
力
が
な
い
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
土
俵
で
生
き
る
に
し

て
も
、
そ
の
後
は
別
の
文
明
構
想
を
持
ち
始
め
る
の
で
は
な
い
か
c

猪
口
そ
れ
は
確
実
で
し
ょ
う
c

今
は
ア
メ
リ
カ
が
総
て
の
頂
点
で
す

が
、
五
十
年
経
っ
て
中
国
も
イ
ン
ド
も
良
く
な
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は

十
分
あ
る
c

た
だ
、
中
国
と
イ
ン
ド
は
古
代
か
ら
分
裂
と
統
合
を
繰
り

返
し
て
き
た
わ
け
で
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
五
十
年
行
く
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
と
り
わ
け
中
国
は
共
産
土
率
我
が
一
応
公
式
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
す
が
、
ザ
早
の
根
レ
ベ
ル
で
は
正
義
に
反
す
る
こ
と
が
多
過
ぎ
る
c

香

港
の
行
政
ナ
ン
バ
ー
2
の
ア
ン
ソ
ン

・
チ
ャ
ン
女
史
な
ど

「
一
九
九
七

年
か
ら
五
十
年
、
一
国
両
制
で
い
く
が
、
二

C
四
七
年
以
降
は
一
国

一

制
、
で
き
れ
ば
香
港
式
で
い
き
ま
し
ょ
う
」
(
笑
)
と
九
六
年
春
に
公

言
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
認
識
が
中
国
共
産
党
内
部
で
も
強
ま
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
今
後
二
十
年
か
な
り
の
天
下
l
大
乱
も
あ
り
得
る
。
た
だ
、

五
十
年
経
て
ば
非
常
に
面
白
い
文
明
の
発
信
地
に
な
る
、
た
ろ
う
。
ま
た

イ
ン
ド
は
、
民
族
的
、
宗
教
的
に
少
し
離
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
か

な
り
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
だ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ
の
国
も
僕
は
長
期
的
に

は
楽
観
、
短
期
的
に
は
中
国
が
揺
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
教
授

(
社
会
学
)

一
九
四
八
年
鎌
倉
市
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
卒
、
同
大
学
院
博
士

課
程
修
了
。
八
九
年
公
募
で
東
京
工
大
助
教
役
、
の
ち
教
綬
。
新
し
い
社
会
理
論
を

矯
想
し
つ
つ
、
現
代
社
会
の
動
き
を
判
り
や
す
く
説
く
。
主
な
著
書
「
惇
僑
桐
爪
大
三
郎
の

社
会
学
講
義
」
に
(
夏
目
書房)て、

「=言=

考
え
れ
，ぱ
は
よ
い
の
か
」
欠
(
勤
一
草
阜
書
房
)
て
、
「
は
じ
め
て
の
揖
繕
情
垣
宜
造
逗
主
義
」
矢
(
誘
談
社
現
代
新
書
)
て
、

「
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
」
k(毎
日
新
聞
社
)
な
ど
。

ぃ
。
我
々
は
、
文
化
と
し
て
の
日
本
的
シ
ス
テ
ム
或
い
は
経
済
的
シ
ス

テ
ム
と
い
う
言
い
方
を
し
が
ち
で
す
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ど
こ
の
固

か
ら
も
好
ま
れ
な
い
。
我
々
自
身
が
普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
に
脱
皮
し
た

上
で
、
技
術
供
与
や
政
策
立
案
、
官
民
協
調
な
ど
日
本
の
経
験
を
外
に

向
け
て
生
か
し
て
い
く
。
日
本
が

O
D
A等
を
通
じ
、
或
い
は
国
際
機

関
の
意
思
決
定
の
場
で
力
を
発
揮
す
る
時
期
に
来
て
い
ま
す
。

罵
最
近
、
ア
メ
リ
カ
も
日
米
関
係
を
強
調
し
て
お
り
、
中
国
の
発
展

に
伴
い
日
本
の
支
援
存
従
来
以
上
に
求
め
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

猪
口
そ
う
で
す
ね
。
自
ら
の
能
力
低
下
を
自
覚
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ

と
し
て
は
、
安
全
保
障
面
で
全
部
自
分
で
治
め
る
よ
り
地
域
リ
ー
ダ
ー

を
決
め
て
関
わ
り
た
い
。
旧
ソ
連
は
ロ
シ
ア
、
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド
、

ア
フ
リ
カ
は
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
に
あ
る
程
度
任
せ
る
。
で
も
太
平
洋

ア
ジ
ア
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
中
国
と
い
う
超
大
国
が
相
手

で
は
や
り
に
く
い
の
で
、
日
本
と
一
緒
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

蔦
日
本
は
そ
の
調
整
役
を
結
構
や
れ
る
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

猪

口

え

え
c

と
こ
ろ
が
日
本
も
こ
こ
数
年
、
細
川
政
権
以
降
、
自
己

主
張
が
強
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
は
言

い
難
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
:
:
。
ま
あ
日
米
は
世
界
自
由
市
場
へ

の
責
任
と
い
う
点
で
も
共
通
で
す
か
ら
、
そ
の
関
係
は
か
な
り
強
固
な

も
の
と
し
て
続
き
、
日
本
の
発
言
権
は
意
外
と
強
く
な
る
。
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ー-構
五想
には

非
現
実
的

山
鳥
も
う

一
点
、
先
の
橋
爪
さ
ん
の
話
で
、
僕
は
宗
教
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
例
え
ば
ロ

1
マ
法
王
が
訪
れ
た
地
は
現
実
に
革

命
が
起
き
て
い
る
し
、
最
近
は
政
治
的
発
言
も
し
始
め
た
c

そ
れ
は
宗

教
が
セ
ン
タ
ー
機
能
を
考
え
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

橋
爪
い
や
、
前
々
か
ら
考
え
て
い
ま
す
よ
c

キ
リ
ス
ト
教
は
政
教
分

離
で
す
が
、
そ
れ
は
信
教
の
自
由
を
支
持
す
る
こ
と
が
前
提
で
、
偶
像

崇
拝
や
無
神
論
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
国
家
は
転
毒
す
る
の
が
当
た
り
前
。

日
本
に
は
宗
教
セ
ン
タ
ー
が
な
い
か
ら
、
宗
教
の
役
割
が
判
ら
な
い
。

多
極
世
界
に
向
け
て

日
本
は
普
遍
性
と
固
有
性
の
コ

l
デ
ィ
ネ

l
卜
を

橋
爪
中
国
と
イ
ン
ド
の
近
代
化
は
、
殴
米
と
何
の
文
化
的
つ
な
が
り

も
な
く
近
代
化
し
た
日
本
に
続
く
も
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
国
の
よ
う
に

似
て
非
な
る
原
理
だ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
園
は
対
抗
心
が
先
に
立
つ
が
、

日
本
は
全
く
違
っ
て
い
た
お
陰
で
か
え
っ
て
う
ま
く
近
代
化
で
き
た
。

中
国
や
イ
ン
ド
も
似
た
よ
う
な
伝
統
文
化
の
読
み
か
え
を
や
る
だ
ろ

う
。
共
産
党
は
現
在
、
国
内
矛
盾
を
解
決
す
る
マ
ジ

ッ
ク
ワ
l
ド
に
な

っ
て
い
る
が
、
効
力
が
切
れ
る
と
取
り
替
え
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
の
場
合

は
日
本
以
上
に
殴
米
か
ら
距
離
の
遠
い
近
代
国
家
に
な
っ
て
、
次
の
多

極
的
な
世
界
の
焦
点
と
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

本
間
そ
の
多
極
世
界
に
向
け
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ

ン
こ
そ
、
日
本

の
役
割
で
す
ね
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
ル

l
ル
の
設
定
や
安
全
保
障
、

国
家
間
の
再
分
配
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
が
ど
の
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
シ
ョ
ン
機
能
を
果
た
せ
る
か
。

日
本
に
は
性
格
の
二
重
性
が
あ
り
ま
す
。
米
国
を
凌
駕
す
る
市
場
競

争
力
、
生
産
セ
ク
タ
ー
を
持
つ
一
方
で
、
文
化
や
メ
ン
タ
ル
面
で
は
ア

ジ
ア
的
特
性
を
持
ち
、
両
方
か
ら
頼
ら
れ
る
と
同
時
に
責
め
ら
れ
る
。

米
国
か
ら
は
経
済
と
政
治
、
文
化
を
切
り
離
し
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
土

壌
を
つ
く
る
の
に
協
力
し
ろ
と
迫
ら
れ
、
ア
ジ
ア
か
ら
は
先
議
と
し
て

無
昧
乾
燥
な
ル

1
ル
一
辺
倒
主
義
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
や
り
方
に

対
す
る
壁
に
な
っ
て
く
れ
と
、
お
そ
ら
く
両
方
か
ら
責
め
ら
れ
る
。

従
っ
て
日
本
の
二
十
一
世
紀
の
役
割
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
機

能
。
競
争
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
普
遍
性
を
囲
内
的
に

担
保
し
つ
つ
、
固
有
の
歴
史
・
文
化
を
ど
う
生
か
す
か
c

こ
こ
に
ア
メ

リ
カ
的
な
単
万
直
入
な
方
法
で
な
い
、
日
本
的
手
法
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
両
者
の
信
頼
を
得
る
に
は
、
日
本
自
身
の
体
質
と
し
て
、
経
済

と
政
治
、
経
済
と
文
化
を
切
り
離
し
、
問
題
を
ク
リ
ア
に
す
る
プ
ロ
セ

ス
が
要
求
さ
れ
る
。
行
財
政
改
革
、
規
制
緩
和
、
地
方
分
権
へ
の
取
り

組
み
ゃ
意
思
決
定
の
透
明
化
な
ど
を
早
急
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

世
界
に
は
キ
リ
ス
ト
教
や
儒
教
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど
国
境
を
越
え
た
宗
教

グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
市
場
だ
け
は
宗
教
抜
き
で
付
き
合
お
う

と
い
う
の
が
国
際
社
会
の
ル
l
ル
で
す
。
す
る
と
日
本
は
商
売
に
は
宗

教
な
ど
無
関
係
だ
と
信
じ
て
し
ま
う
。
と
ん
で
も
な
い
お
人
好
し
。
日

本
人
は
宗
教
オ
ン
チ
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
日
本
は
近
代
化

の
過
程
で
、
国
家
を
神
聖
と
考
え
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
近
代
の
原
則
か

ら
す
る
と
大
変
お
か
し
い
。
国
家
は
世
俗
、
教
会
が
聖
な
の
で
す
が
、

そ
こ
を
無
理
や
り
国
家
を
教
会
の
よ
う
に
奉
り
あ
げ
た
。
戦
後
は
代
わ

り
に
、
企
業
を
神
聖
な
も
の
と
考
え
た
。
企
業
が
価
値
の
根
拠
、
献
身

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
担
当
官
庁
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
。
そ

の
結
果
、
民
主
主
義
の
不
成
熟
と
、
市
場
と
政
治
の
不
分
離
が
起
き
た
。

実
は
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
が
気
に
喰
わ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
政
府
と
教

会
こ
そ
独
立
し
て
い
ま
す
が
、
大
変
に
宗
教
的
な
国
家
な
の
で
す
。
だ

か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ア
ジ
ア
的
な
も
の
に
非
常
に
敏
感
で
す
。
ア
メ

リ
カ
の
原
理
原
則
か
ら
す
れ
ば
市
場
と
政
治
は
分
離
し
て
い
て
当
然

だ
。
日
本
が
市
場
経
済
の
原
理
原
則
を
踏
ま
え
な
い
不
透
明
な
債
権
処

理
を
し
た
り
す
る
の
で
、
文
句
を
言
っ
て
く
る
。

罵
今
後
、
宗
教
が
再
び
力
を
発
揮
す
る
と
き
は
あ
り
ま
す
か
ね
。

橋
爪
い
や
、
そ
う
な
る
と
終
わ
り
だ
か
ら
、
先
進
国
で
は
国
家
と
市

場
の
分
離
と
同
様
、
宗
教
は
宗
教
の
役
割
に
限
定
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

新
し
い
社
会
の
構
図
で
す
が
、
放
っ
て
お
い
て
も
動
く
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
何
が
で
き
る
か
を
ま
ず
考
ご
え
る
べ
き
だ
。
市
場
や
国
家
の
分
権
体
制

や
軍
事
バ
ラ
ン
ス
は
、
放
っ
て
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
可
能
か
を
、
各
国
が

十
分
に
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
で
き
な
い
部
分
を
補
完
す
べ
く
、
何
ら

か
の
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
。
そ
の
両
輪
が
必
要
だ
し
、
一
番
現
実
的
だ
c

そ
こ
を
無
理
や
り
、
科
学
も
政
治
も
軍
事
も
支
配
J
P
る
世
界
セ
ン
タ
ー

を
つ
く
り
、
一
つ
の
価
値
観
で
組
織
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
必
ず
失
敗

す
る
e

オ
ウ
ム
真
理
教
は
そ
の
先
駆
的
な
例
の
ひ
と
つ
で
、
二
十

一
世

紀
に
は
第
三
世
界
で
同
様
の
試
み
が
数
多
く
出
て
く
る
と
思
う
。
そ
れ

を
早
く
見
つ
け
、
全
力
で
潰
す
べ
き
で
す
。
そ
う
い
う
危
機
感
に
満
ち

た
時
代
に
な
り
そ
う
で
す
。
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新
世
紀
に
持
ち
越
さ
れ
る
課
題
の
数
々

危
機
感
の
な
い
無
党
派
層
、

ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
l
ム
の
現
実
に
直
面
し
な
い
と

変
革
は
始
ま
ら
な
い

白鳥
で
は
具
体
的
に
国
内
あ
る
い
は
国
際
社
会
で
、
二
十
一
世
紀
シ
ス

テ
ム
を
ど
う
い
う
方
法
論
と
手
順
で
実
現
す
る
か
。
ま
ず
圏
内
に
目
を

向
け
る
と
、
国
際
社
会
の
中
で
異
質
な
面
が
あ
る
し
、
日
本
人
全
体
が

ま
だ
豊
か
さ
の
実
感
も
持
っ
て
い
な
い
。
五
五
年
体
制
が
崩
壊
し
た
と

言
い
つ
つ
、
先
の
選
挙
で
は
自
民
党
一
党
支
配
が
建
る
な
ど
、
進
む
よ

う
で
逆
戻
り
。
ど
う
も
ま
だ
課
題
が
山
積
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

本
間

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
日
本
は
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
し
て
い
な

い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
。
今
の
白
本
は
崩
壊
直
前
の
ソ
連

の
状
況
に
酷
似
し
て
い
る
感
じ
す
ら
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
は
七
0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
、
生
産
性
の
低
迭
に
あ

え
ぎ
再
生
策
本
繰
っ
て
き
た
。
日
本
は
先
端
分
野
は
非
常
に
強
い
も
の

の
、
極
め
て
生
産
性
の
低
い
分
野
を
一
抱
え
た
二
重
、
三
重
構
造
。
こ
れ

ま
で
は
先
端
分
野
で
稼
げ
ば
全
体
を
カ
バ
ー
で
き
た
が
、
為
替
レ

l
ト

や
金
利
、
価
格
が
変
動
す
る
な
か
で
、
そ
れ
は
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
八
0
年
代
後
半
か
ら
世
界
的
な
規
模
で
構
造
変
化
が
起
き
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
調
整
ス
ピ
ー
ド
の
遅
さ
、
対
応
力
の
伸

縮
性
の
欠
如
に
よ
り
国
全
体
の
生
産
性
が
凋
落
。
ル
ー
ル
の
国
際
性
と

い
う
国
際
協
調
面
だ
け
で
な
く
、
構
造
改
革
を
し
な
い
限
り
日
本
自
体

の
活
力
が
落
ち
込
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
危
機
感
が
欠
知
し
た
現
状
は
、

か
な
り
深
刻
で
す
。

こ
れ
を
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
近
年
、
政
治
が

行
政
に
対
し
指
導
権
回
復
存
意
識
し
始
め
、
行
理
主
導
で
は
な
い
選
択

肢
を
出
し
得
る
時
期
が
、
初
め
て
到
来
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
意
味
で
私

は
二
十
一
世
紀
に
向
け
た
こ
の
四
、
五
年
、
本
格
的
な
政
策
論
争
と
構

造
改
革
が
続
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

日鳥
た
だ
、
昨
年
の
選
挙
で
も
公
共
投
資
関
連
の
建
設
、
農
林
、
そ
し

て
公
労
協
、
宗
教
団
体
な
ど
の
既
存
大
組
織
の
動
き
が
目
立
ち
、

旧
秩

橋
爪

若
い
人
々
が
失
業
の
試
練
に
さ
ら
さ
れ
、
軍
隊
に
も
行
く
と
な

れ
ば
、
ど
う
し
て
も
現
実
的
に
な
る
。
日
本
は
こ
れ
か
ら
で
す
ね
。

山鳥
日
本
の
若
者
は
こ
れ
ま
で
三
世
代
の
中
で

一
番
豊
か
に
暮
ら
し
て

き
た
。
逆
に
中
高
年
は
年
金
を
草
え
そ
う
に
な
い
と
か
で
危
機
感
を
持

っ
て
い
る
。
現
実
的
な
生
活
に
ま
で
及
ば
な
い
と
、
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

本
間

実
は
高
齢
化
と
い
う
の
は
若
い
人
の
問
題
で
す
よ
ね
。
団
塊
の

世
代
が
年
金
受
給
者
に
な
る
と
き
パ
ン
ク
し
二

O
二
五
年
が
最
大
危

機
。
だ
か
ら
そ
れ
を
支
え
る
四
十
代
以
下
の
人
こ
そ
真
剣
に
な
る
べ
き

な
の
に
、
今
の
お
年
寄
り
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
危

機
を
実
感
で
き
な
い
。

今
後
、
外
的
要
因
と
人
口
構
成
の
逆
ピ
ラ
ミ

y
ド
化
に
よ
る
成
長
率

低
下
の
中
で
、
若
年
層
と
高
齢
層
、
都
市
部
と
地
方
な
ど
み
ん
な
が
利

害
対
立
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
l
ム
が
始
ま
る
。
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
ど
う
い
う
形
で
政
治
レ
ベ
ル
ま
で
高
め
、
改
革
に
結
び
つ

け
て
い
く
か
。
諸
外
国
を
見
て
も
、
レ
ー
ガ
ン
も
サ
y
チ
ャ
ー
も
登
場

し
た
時
は
「
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
笑
わ
れ
た
が
、
十
年
の
ス
パ

ン
で
定
着
し
た
c

だ
か
ら
今
後
十
年
間
、
日
本
は
重
要
な
構
造
改
革
の

時
期
を
迎
え
る
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
国
民
の
意
識
改
革
に
つ
な
げ
、

構
造
改
革
を
実
現
す
る
か
で
し
ょ
う
ね
c

人
口
、
食
糧
、
地
球
諜
境
:
:
:
難
問
山
轄
の
な
か

国
達
予
算
同
パ
チ
ン
コ
産
業
の
三
十
分
の
一

嘉
一
方
、
国
際
分
野
は
ど
う
で
す
か
。
毎
年
サ
ミ
y
ト
を
開
い
て
い

る
し
、
地
部
サ
ミ

ソ
ト
、
人
口
会
議
、
昨
壬
木
は
食
糧
サ
ミ
ッ
ト
も
や

っ
た
c

地
域
紛
争
を
収
め
る
安
保
理
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
構

想
力
、
指
導
力
を
持
っ
て
解
決
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が
c

猪
口

環
境
や
人
口
、
食
糧
問
題
は
本
当
に
難
し
く
、
国
際
機
関
や
会

議
は
意
識
Jτ
高
め
る
程
度
c

啓
発
に
は
一
定
の
成
果
を
収
め
て
い
る
か

ら
、
過
剰
期
待
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
今
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
全
面
的

に
頼
る
の
は
無
理
な
の
で
、
国
連
に
あ
る
程
度
役
割
を
分
担
さ
せ
る
む

序
へ
の
逆
行
す
ら
見
え
る
な
か
で
、
果
し
て
政
治
が
突
破
口
に
な
り
、

構
想
力
を
持
ち
得
る
の
か
c

橋
爪

構
想
力
を
出
せ
な
い
の
は
目
的
を
喪
失
し
た
か
ら
で
す
。
日
本

人
は
戦
後
、
会
社
に
献
身
し
経
済
成
長
を
突
っ
走
る
会
社
人
間
と
し
て

生
き
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
へ
来
て
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
、
途
端

に
途
方
に
暮
れ
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
そ
れ

は
因
る
と
、

旧
秩
序
側
の
人
が
頑
張
り
、
農
協
の
人
も
公
労
協
の
人
も

投
票
に
行
き
、
今
度
の
自
民
党
政
権
が
で
き
た
。
要
す
る
に
ど
の
層
が

危
機
感
を
持
っ
た
か
、
な
の
で
す
。
本
来
、
改
革
の
主
導
権
を
握
る
べ

き
無
党
派
層
は
危
機
感
が
な
く
て
、
棄
権
し
た
。
こ
こ
に
問
題
の
深
刻

さ
が
あ
り
ま
す
。

本
間

今
は
過
渡
期
な
ん
で
す
ね
。
変
革
を
担
う
人
々
は
経
済
的
深
刻

さ
を
実
感
し
て
お
ら
ず
、
既
得
権
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
を
死
守
し
よ
う
と

し
て
、
先
般
の
選
挙
結
果
が
出
た
。
今
後
日
本
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル

ズ
が
さ
ら
に
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
日
本
の
硬
直
的
な
経
済
構
造
の
問
題

が
も
っ
と
生
々
し
く
見
え
て
く
る
。
そ
う
な
っ
て
初
め
て
、
眠
っ
て
い

た
無
堂
派
層
が
既
存
シ
ス
テ
ム
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
始
め
る
c

ア
メ
リ

カ
や
殴
州
同
様
か
な
り
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
、
落
ち
込
む
と
こ
ろ
ま

で
落
ち
込
ま
な
い
と
、
揺
り
一
戻
し
は
起
き
ま
せ
ん
。

橋
爪

日

本
の
年
齢
構
成
の
変
化
も
辰
疏
に
な
っ
て
い
る
。
戦
後
は
大

勢
の
若
者
が
安
い
給
料
で
働
く
若
い
社
会
で
し
た
が
、
彼
ら
も
年
を
取

り
、
関
心
は
自
分
の
生
活
の
安
定
。
と
な
る
と
保
守
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
公
共
投
資
を
削
っ
て
も
、
福
祉
を
充
実
さ
せ
て
ほ
し
い
。
し

か
し
そ
れ
を
す
れ
ば
、
成
長
率
は
下
が
り
失
業
が
起
き
る
。
そ
れ
で
は

若
年
層
が
困
る
と
い
う
具
合
に
、
そ
ろ
そ
ろ
中
高
年
と
若
年
層
の
対
立

が
深
刻
に
な
る
兆
し
が
あ
る
。
従
来
は
パ
イ
が
拡
大
す
れ
ば
何
と
か
な

る
と
い
う
夢
を
振
り
ま
い
て
問
題
存
先
送
り
に
し
て
き
た
が
、
今
後
は

リ
ア
リ
ズ
ム
。
小
さ
く
な
る
パ
イ
を
切
り
分
け
、
あ
な
た
が
得
を
す
れ

ば
私
が
損
を
す
る
と
い
う
山
厳
し
い
世
界
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
の
現
実

に
直
面
し
な
い
と
政
治
は
始
ま
ら
な
い
。

鳥
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
七

0
年
代
に
殺
の
代
よ
り
子
供
や
孫
の
代
が
生
活

が
悪
く
な
る
現
実
に
直
面
し
、
ア
メ
リ
カ
は
八

0
年
代
に
直
面
し
た
c

し
ま
の
ぷ
ひ
こ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
(
国
際
政
治
経
済
・日
本
経
済
)

一
九
四
二
年

中
国
南
京
生
ま
れ
。
慶
応
大
学
経
済
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
東
京
本
社
経
済
部
、
?
ン

ン
ト
ン
特
派
員
な
ど
を
経
て
独
立
。
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
の
キ
ャ
ス
ヲ
!
、

コ
メ
ン
テ
l
ヲ
ー

や
、
経
済
、
政
治
、
外
交
か
ら
人
口
・地
球
環
境
問
題
、
ど
ア
ィ
ア
論
ま
で
雑
誌
、
新
聞

に
論
文
や
コ
ラ
ム
を
連
載
中
。
主
な
著
書
「
メ
デ
ィ
ア
影
の
権
力
者
た
ち
」
(
講
談
社
)
、

「一

O
の
空
洞
化
は
克
服
で
き
る
」
(角
川
書
庖
)
、

「
日
本
の
品
性
、

Y
E
N
の
理
念
」

(
社
会
思
想
社
)
な
ど
。

山
生
き
甲
斐
、
価
値
を
置
き
な
が
ら
、

し
て
い
る
の
が
イ
タ
リ
ア
人
だ
。

E

べ。

(罵
信
彦
)
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国
連
諸
機
関
の
う
ち
冷
戦
後
予
算
が
着
実
に
増
え
て
い
る
の
は
、
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
、
世
界
食
糧
計
画
、
国
連
児
童
基
金
の
三
つ
だ
け
。

後
二
者
の
ト
ッ
プ
は
米
大
統
領
直
々
の
任
命
で
ア
メ
リ
カ
人
だ
か
ら
、

ま
さ
に
連
邦
政
府
の
外
部
機
関
。
大
し
た
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
っ
て

い
る
が
、
他
の
国
に
や
ら
せ
て
も
能
力
も
な
い
し
意
識
も
な
い
。
だ
か

ら
と
に
か
く
啓
発
が
一
番
だ
と
、
宗
教
者
的
な
考
え
で
や
っ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
に
取
り
組
む
と
い
う
と
、
何
か
一
気
に
パ

l
ン
と
解
決
す

る
こ
と
を
望
み
た
い
が
、
そ
う
い
う
の
は
ま
ず
ま
い
。

国
連
の
中
に
入
っ
て
判
っ
た
ん
で
す
が
、
金
も
な
い
、
軍
隊
も
な
い
、

と
に
か
く
小
さ
な
組
織
c

パ
チ
ン
コ
産
業
の
三
十
分
の

一
の
予
算
(
笑
)
。

日
本
の
一
般
会
計
は
七
十
l
八
十
兆
円
。
パ
チ
ン
コ
産
業
は
三
十
兆
円
。

国
連
は

P
K
Oを
除
く
と

一
兆
円
。
そ
れ
で
国
際
会
議
の
主
催
や
多
方

面
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
ま
で
し
て
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
、

い
い
線
い
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
c

蔦
た
だ
、
国
際
社
会
の
来
世
紀
を
考
え
る
と
、
人
口
も
爆
発
し
、
食

糧
も
不
足
す
る
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
も
金
が
な
く
な
り
国
連
も
弱
体
化

し
て
く
る
と
、
果
し
て
従
来
の
国
際
シ
ス
テ
ム
で
良
い
か
ど
う
か
。

橋
爪

二
十
一
世
紀
最
大
の
問
題
は
二

O
五
O
年
に
百
億
に
な
る
人
口

問
題
で
す
。
人
口
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
は
、
子
供
を
産
む
産

ま
な
い
を
決
め
る
の
が
夫
婦
、
家
族
だ
か
ら
。
家
族
の
中
に
踏
み
込
め

る
権
力
は
な
い
。
も
し
踏
み
込
め
ば
、
近
代
の
人
間
性
の
思
想
と
正
面

衝
突
し
て
し
ま
う
。
で
き
る
の
は
、
一
つ
は
所
得
の
上
昇
、
も
う

一
つ

は
教
育
の
普
及
で
す
。
こ
れ
は
確
実
に
効
果
が
あ
る
。
所
得
を
高
め
る

の
に
、
今
な
ら
国
際
的
な
資
本
移
動
も
で
き
る
。
外
国
資
杏
乞
導
入
し

速
や
か
に
近
代
化
を
達
成
で
き
る
。
中
国
の
改
革
開
放
も
こ
れ
が
決
め

手
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
自
然
に
任
せ
て
は
資
本
が
流
れ
て
い
か
な
い
国

も
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
は
市
場
以
外
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
、
教
育

普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
現
地
政
府
ほ
か
が
展
開
し
な
い
と
い
け
な
い
。
日

本
な
ど
先
進
国
は
、
途
上
国
の
教
育
と
経
済
に
最
大
限
の
手
を
尽
く
す

べ
き
だ
。
最
大
限
と
は
、
日
本
の
経
済
成
長
が

一
l
二
%
下
が
る
ほ
ど

の
負
担
に
な
っ
て
も
、
と
い
う
意
味
で
す
c

本
間

た
だ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
経
済
を
盛

的
な
問
題
が
今
ほ
ど
深
刻
で
な
く
な
れ
ば
、
政
治
と
経
済
、
旧
秩
序
と

新
秩
序
の
議
離
も
少
し
は
縮
ま
っ
て
く
る
。
ア
メ
リ
カ
に
し
て
も
ド
ル

が
あ
る
程
度
持
ち
直
せ
ば
、
日
本
を
は
じ
め
他
の
主
面
菌
が
そ
う
無
理

し
な
く
て
も
済
む
状
況
が
、
十
年
経
て
ば
や
っ
て
く
る
。
今
は
日
本
も

あ
が
い
て
は
い
る
け
ど
、
そ
の
う
ち
持
ち
直
す
だ
ろ
う
か
ら
、
さ
ほ
ど

心
配
な
い
。
た
だ
世
界
の
中
で
日
本
の
責
務
を
あ
ま
り
強
く
す
る
と
、

ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
(
笑
)
。

嘉
日
本
は
経
済
大
国
だ
、
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
だ
な
ど
と
気
張
ら
ず
、

の
ん
び
り
や
っ
て
い
な
さ
い
、
と
:
:
:
。

猪
口

緊
張
ば
か
り
し
て
い
る
と
、
実
力
が
発
揮
で
き
な
い
。
政
治
家

に
対
し
て
も
、

叱
り
つ
け
る
本
義
を
や
め
た
方
が
い
い
。
あ
る
程
度
良

い
点
を
褒
め
な
い
と
、
み
ん
な
目
つ
き
が
悪
く
な
る
(
笑
)
。
む
し
ろ

育
て
る
方
向
で
な
い
と
だ
め
で
し
ょ
う
。
政
治
家
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ

て
い
な
い
な
ら
、
我
々
は
二
、
三
年
で
法
案
化
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な

る
ア
イ
デ
ア
を
提
言
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
り
決
め

に
関
連
づ
け
た
提
言
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
良
い
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
な
が

る
。
自
己
批
判
も
や
り
過
ぎ
る
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
な
る
か
ら
、
僕
は
あ

ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
。
政
治
家
や
官
僚
を
叩
い
て
も
仕
方
が
な
い
c

八

割
叱
っ
て
二
割
褒
め
る
く
ら
い
が
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

会
社
で
な
く
、
ま
ず
自
分
あ
り
き
、
こ
そ

総
て
の
構
想
力
の
出
発
点

白鳥
少
し
視
点
を
変
え
る
と
、
も
う
十
年
以
上
前
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
な

ぜ

E
C統
一
を
め
ざ
す
の
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「美
味
し
い
食
生
活
を

持
ち
続
け
、
文
化
を
楽
し
み
、
長
い
バ
カ
ン
ス
を
と
り
た
い
た
め
だ
」

と
。
当
時
日
本
は
、

E
Cが
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
覇
権
を
め
ざ
す
の

で
は
と
政
治
戦
略
的
な
意
図
と
考
え
て
い
た
が
、
市
民
レ
ベ
ル
で
は
生

活
に
密
着
し
た
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
目
的
達
成
の
た
め

阻
害
要
因
を
取
り
除
く
べ
く
政
治
が
動
い
た
。
日
本
の
場
合
、
財
政
赤

字
や
国
際
的
役
割
云
々
の
話
は
あ
る
が
、
会
社
や
国
家
を
離
れ
個
人
と

し
て
ど
う
い
う
生
活
を
し
た
い
か
と
い
う
目
的
を
強
く
出
さ
な
い
?

り
上
げ
る
ほ
ど
、
環
境
、
資
源
、
食
糧
問
題
に
直
面
す
る
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
存
抱
え
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
現
在
日
本
と
七
十
対
一

の
所
得
格
差
が
あ
る
中
国
が
十
七
対

一
く
ら
い
に
成
長
し
た
と
き
、
ど

れ
だ
け
の
食
糧
資
源
を
使
い
環
境
破
壊
を
起
こ
す
か
。
こ
れ
が
新
た
な

南
北
対
立
の
引
き
金
に
も
な
っ
て
い
る
。
解
決
策
と
し
て
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
変
革
に
も
限
度
が
あ
る
わ
け
で
、
可
能
性
と
し
て
は
技
術
革
新
c

技
術
に
よ
っ
て
生
産
性
を
高
め
る
と
同
時
に
環
境
、
人
口
、
食
糧
問
題

を
解
決
し
、
人
類
が
共
生
で
き
る
状
況
を
つ
く
る
べ
き
。
既
存
技
術
を

途
上
国
に
移
転
し
な
が
ら
水
平
分
業
を
確
立
す
る
。
ま
た
日
本
の
農
業

技
術
や
公
害
克
服
技
術
の
移
転
も
、
対
立
状
況
の
緩
和
に
役
立
ち
ま
す
c

現
状
を
ど
う
軌
道
修
正
し
発
展
さ
せ
て
い
く
か

政
治
家
や
官
僚
を
叩
く
よ
り

ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
ア
イ
デ
ア
を

白鳥
世
紀
末
と
は
既
存
秩
序
が
一
挙
に
音
を
た
て
て
崩
れ
る
時
代
。
ど

の
時
代
も
少
し
ず
つ
は
変
わ
る
が
世
紀
末
は
一
挙
に
崩
れ
る
。
冷
戦
崩

壊
、
五
五
年
体
制
の
崩
壊
、
銀
行
の
信
用
秩
序
の
崩
壊
・
:
:
そ
し
て
阪

神
大
震
災
。
こ
れ
ら
が
立
て
続
け
に
起
き
て
い
る
の
に
、
次
の
構
忽
力

や
秩
序
が
見
え
に
く
い
の
が
、
こ
の
世
-紀
末
。
そ
し
て
今
ま
で
の
話
で

は
猪
口
さ
ん
は
楽
観
主
義
者
の
よ
う
で
す
が
(
笑
)
。

猪
口

そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
。
十
九
世
紀
末
に
比
べ
た
ら
、
二
十
世
紀

末
は
ま
だ
ま
だ
明
る
い
。
十
九
世
紀
は
高
度
成
長
期
で
も
成
長
率
は
一

l
二
%
、
世
紀
末
の
大
不
況
期
は
本
当
に
悲
惨
で
し
た
か
ら
ね
。

白鳥
だ
け
ど
、
貧
乏
に
慣
れ
た
十
九
世
紀
末
と
、
豊
か
な
生
活
に
慣
れ

た
今
世
紀
末
で
は
、
か
な
り
違
い
ま
せ
ん
か
。

猪
口

で
も
み
ん
な
儲
け
よ
う
と
い
う
意
欲
、
長
生
き
し
た
い
意
欲
が

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
欲
が
強
み
に

な
っ
て
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
よ
。

今
の
よ
う
に
国
際
問
題
と
国
内
問
題
が
絡
み
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
社
会
を
、
一
つ
の
突
破
口
で
建
て
直
す
の
は
無
理
な
話
で
、
幾
つ

か
の
き
っ
か
け
が
重
な
っ
て
で
き
る
も
の
。
十
年
く
ら
い
経
ち
、
経
済

橋
爪

原
点
に
戻
っ
て
考
え
る
と
、
日
本
も
一
応
市
民
社
会
を
め
ざ
し

ま
し
た
が
、
重
要
な
点
で
違
っ
て
い
る
。
市
民
社
吾
の
古
典
モ
デ
ル
は
、

中
産
階
級
の
人
々
が
集
ま
っ
て
、
政
治
や
経
済
を
論
じ
、
会
社
を
つ
く

っ
た
り
投
票
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
。
中
産
階
級
と
は
、
働
か

な
く
て
も
食
え
る
資
産
が
あ
り
、
安
心
し
て
天
下
国
家
を
論
じ
ら
れ
る

人
々
と
い
う
意
味
。
日
本
は
中
流
と
言
う
け
れ
ど
、
会
社
や
組
織
に
ぶ

ら
下
が
ら
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
、
所
詮
は
貧
乏
人
だ
。
そ
れ
が
天

下
国
家
存
論
じ
て
も
背
伸
び
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
貧
乏
人
根
性
が
ガ

ン
バ
リ
ズ
ム
を
生
ん
だ
が
、
こ
こ
へ
来
て
構
想
力
の
な
さ
を
生
ん
で
い

ヲ匂
。日

本
人
の
組
織
依
存
症
会
量
す
に
は
、
も
っ
と
流
動
性
を
高
め
、
捨

て
る
神
あ
れ
ば
拾
う
神
あ
り
と
い
う
形
で
、
組
織
の
聞
を
縫
い
な
が
ら

自
分
の
人
生
設
計
を
描
け
る
よ
う
に
す
る
。
女
性
は
ひ
と
足
先
に
そ
う

し
て
き
た
と
も
言
え
る
わ
け
、
男
性
も
そ
れ
手
量
ハ
似
し
て
自
己
を
確
立

す
べ
き
だ
。
「
日
本
人
」
と
い
う
言
い
方
は
、
私
は
最
大
の
マ
イ
ン
ド

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
く
、
ま
ず
自
分
あ
り
き
で

考
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
会
社
は
ど
う
あ
れ
ば
い
い
か
、

国
家
は
ど
う
あ
れ
ば
よ
い
か
、
自
然
に
発
想
で
き
る
。
そ
れ
を
程
糊
に

に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
の
で
は
、
組
織
の
都
合
が
優
先
す
る
ば
か
り
で
、

自
分
の
ア
イ
デ
ア
は
全
然
出
て
こ
な
い
。
自
己
の
確
立
が
総
て
の
構
想

力
の
出
発
点
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

本
間

確
か
に
日
本
で
は
市
民
が
育
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
我
々
は
戦
後

こ
の
か
た
企
業
を
運
命
共
同
体
と
考
え
、
判
断
は
少
数
の
エ
リ
ー
ト
に

任
せ
、
自
分
は
働
き
パ
チ
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
政
治
家

が
政
策
を
先
送
り
し
て
も
、
行
政
が
間
違
っ
た
施
策
を
行
っ
て
も
、
結

果
と
し
て
成
長
率
が
古
向
い
か
ら
問
題
は
ほ
ぼ
全
部
解
決
し
て
い
っ
た
。

思
え
ば
戦
後
五
十
年
は
非
常
に
ハ
ッ
ピ
ー
な
時
期
た
っ
た
。
と
こ
ろ
が

今
は
、
経
済
的
に
そ
う
い
う
自
動
的
に
保
証
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
な

く
な
っ
た
。
そ
の
時
に
、

一
体
誰
が
改
革
に
向
け
た
構
想
存
白
山
す
の
か
。

今
ま
で
誰
も
そ
れ
を
し
て
き
で
い
な
い
。

そ
こ
で
私
は
猪
口
さ
ん
と
は
逆
に
、
日
本
人
は
あ
ま
り
に
も
危
機
感

が
な
さ
過
ぎ
る
、
と
言
い
た
い
。
殴
米
は
必
死
で
も
が
い
て
経
済
を
再
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生
し
て

い
る
の
に
、
巴
十
ム

e

人
は
政
治
家
も
経
済
人
も
、
大
変
だ
大
変
だ

と
言
い
な
が
ら
、
何
か
ま
だ

一
過
性
の
景
気
刺
激
で
持
ち
直
-
す
よ
う
な

循
環
的
ス
パ
ン
で
考
え
て
い
る
z

し
か
し
今
後
経
済
的
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン

タ
ル
ズ
が
弱
体
化
す
れ
ば
、
円
安
は
確
実
に
進
み
生
活
の
レ
ベ
ル
，
タ
ウ

ン
エ
遂
け
ら
れ
な
い
=
と
な
る
と
方
策
は
二
つ
c

国
内
の
生
産
性
向
ょ

の
だ
の
の
係
官
な
規
制
援
和
と
、
国
際
化
情
報
化
へ
の
自
由
化
政

な
い
閉
山
り
、
日
本
一
再
生
は
不
可
能
ι

政

策
‘
こ
の
二
つ
を
ブ
レ
イ
ク
し

治
、
行
政
、
経
湾
の
分
援
が
ー自
律
的
に
で
き
る
か
c

自
己
責
任
原
則
を

FEv一
で
き
る
か
c

日
本
人
が
終
戦
直
後
の
精
神
に
戻
れ
る
か
ど
う
か
で

ー
の
世
紀
を
尊
厳
あ
る
形
で
迎
え
ら
れ
る
か
が
決
ま
る
。
今
は
高
度
経

清
成
長
の
戦
士
と
し
て
貢
-
慰
し
た
白
堤
の
世
代
に
報
い
ら
れ
る
状
況
を

つ
く
れ
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
時
期

c

だ
か
ら
私
は
、
政
治
家
や
官
僚

エ
幾
ら
叩
い
て
も
足
り
な
い

2
5
c
社
会
の
各
層
か
ら
積
極
的
な
提

案
が
出
て
く
る
状
況
を
つ
く
り
よ
付
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
ぞ
は

り
人
間
と
し
て
簡
の
確
立
が
不
可
欠
z

個
の
確
立
と
経
済
の
両
立
が

二
十
一
世
紀
の
ニ
ク
七
レ
ン
ト
な
条
件
に
な
っ
て
く
る
c

世

界

の

合

意

形

成

、

N
G
O‘
N
P
Oの
力

に

期

待

}鳥
僕
も
最
後
に
一
言
巴
イ
タ
リ
ア
人
に
人
生

2
E
EZを関
j

、

一
に
サ

ッ
カ
ー
、

二
に
会
話
、

三
に
恋
愛
、

四
に
食
事
、
五
が
家
庭
c

仕
事
は
と
聞
く
と
、
一
番
目
意
欲
c

仕
事
を
し
た
い
人
は
病
気
だ
と

2
5
、

人
生
を
楽
し
む
こ
と
に
生
き
甲
悲
へ
価
値
を
置
い
て
い
る
e

し
か
し

怠
惰
な
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
実
一は
イ
タ
リ
ア
経
済
同h
G
N
P
で
世
界

五
位
。
ア
パ
レ
ル
童
美
や
精
密
機
器
の
一
報
山
出
場
苧
力
は
殴
州
随

一
だ
し

イ
ン
テ
リ
ア
.
レ
ジ
ャ
ー
声
喜
岡
-u
強
い
c

北
イ
タ
リ
ア
は
所
得
水
準
も

失
業
翠
の
低
J
C
-
u
随

て

表一回
一悶
に
は
財
政
、
令
主
美
経
済
は
赤
字
が
巨

立
つ
も
の
の
、
地
下
経
済
の
懐
が
深
く
、
文
化
的
遺
産
、

価
値
創
造
力

は
凄
い
ε

一日
本
も
イ
タ
リ
ア
に
学
べ
」
と
い
う
の
が

一つ
。
二
番
目

pp. i3 1996.10.9.発行rSAPIOl第8巻第li号遠巻169号おまけ

に

「規
制
緩
和
」己
規
制
の
リ
ス
ト
ラ
を
行
い
、
選
択
の
自
由
を
も
っ

と
港
や
せ
。
三
番
目
は

「イ
ン
フ
ラ
笠
倣
」。
か
つ
て
の
欧
米
諸
国
は

金
融
経
済
大
国
時
代
に
イ
ン
フ
ラ
を
き
ち
っ
と
つ
く
っ
て
い
る

c

下
水

道
や
道
路
、
公
園
、
医
療
随
設
な
ど
は
、
日
本
が
囲
内
一
か
な
今
の
っ
ち
に

笠
備
す
べ
き
c

そ
し
て
最
後
に
、
霞
が
関
は
今
、
総
崩
れ
で
す
よ
ね

U

農
水
省
、
大
一
原
省
は
不
良
債
権
、
厚
生
省
は

H
I
V
、
科
学
校
出
庁
は

も
ん
じ
ゅ
、
警
察
は
オ
ウ
ム
、

自
治
体
は
官
官
接
待
と
こ
ん
な
に
中

央
・
地
方
官
庁
が
総
崩
れ
の
と
き
は
な
か
っ
た
。
世
界
を
見
て
も
し
ん

ば
り
棒
が
な
く
漂
流
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
や
は
り
自
分
の

命
や
家
族
、
地
械
を
自
分
で
守
る
と
い
う

「自
己
責
任
原
則
じ
に
立
た

な
い
と
、
こ
の
世
紀
末
は
や
っ
て
い
け
な
い
。

今
、
世
界
は
二
十

一
世
紀
向
け
て
ど
う
や
っ
て
合
意
形
成
キ
吾
'る
か

の
方
法
論
が
判
っ
て
い
な
い
c

設
会
制
民
主
主
義
が
長
わ
れ
、
直
将
位

ノ
オ
ッ
ト
時
代
に
な
る
と
勝
手
に
回
目
明
を

票
が
出
で
き
た
り
イ
ン

越
え
て
い
く
e

世
界
全
体
の
合
意
形
成
の
方
法
論
を
考
え
る
こ
と
乙

こ
れ
か
ら
の
テ
1
7
で
し
ょ
う
ね
。

本
間
今
、
世
界
的
に
既
存
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は
市
民
の
意
向
が
政
収

で
き
な
い
状
況
下
で
、
多
様
な
K
P
Oが
自
然
発
生
し
て
い
ま
す
e

日

本
も
新
し
い
構
図
の
中
で
、
官
庁
の
下
請
け
で
な
い
本
来
の
第
一
ニ
セ
ク

タ
ー
と
し
て
N
P
O
や
N
G
O
の
形
成
が
重
要
設
題
ε

個
の
確
立
に
も

そ
れ
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

橋
爪

イ
ン
タ
ー
不
y
ト
で
手
軽
に
送
金
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

N
G
O、
vn
p
O
に
は
有
利
で
し
ょ
う
ね
c

税
金
と
別
に
、
市
民
が
身

銭
を
切
っ
て
政
党
や
団
体
宇
支
え
る
。
そ
の
資
金
を
一
冗
に
活
動
す
れ
は

い
い
わ
け
で
、
V

新
し
い
芽
は
そ
こ
に
も
あ
る
c

日
本
の
組
位
制
は
、
と
も

e

す
れ
ば
設
寸
一巳
的
が
忘
れ
ら
れ
、
た
だ
存
在
す
る
こ
と
が
巴自
己
目
的
化

し
が
ち
。
だ
か
ら
い
つ
も
組
織
の
存
在
目
的
を
チ
エ

y
ク
し
、
隙
あ
ら

ば
賛
肉
を
削
り
落
と
す
く
必
要
が
あ
る

c

こ
れ
を
官
庁
に
も
国
会
に
主
=

社
に
も
学
校
に
も
、
め
ら
ゆ
る
組
織
に
求
め
て
い
く
べ
き
な
の
で
す
e

宗

本

日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

B

結

骨
量
/
田
窪
匡
美
子

• 

i

l

i

l

i

-

-

i
;

i

!
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議
論
が
男
性
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

不
満
を
持
ち
ま
し
た
小
林
さ
ん
の

従
軍
聖
女
一
婦
問
題
に
対
す
る
考
・
え
方
に
も

男
性
的
な
視
点
が
あ
り
慰
安
所
と

一
般
の
性
的
な
戦
争
暴
力
を

一
緒
に
語
っ
て
し
ま
う
の
は

納
得
で
き
ま
せ
ん

S
A
P
l
O
』の

小
林
よ
し
の
り
さ
ん
の

「従
軍
慰
安
婦

カ
マ
ト
ト
?
ス
守
之
を
撃
つ」

は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

従
軍
慰
安
婦
の

証
言
の
裏
付
け
を

取
っ
て
い
な
い
こ
と
を

--して、

む
し
ろ
従
軍
慰
安
婦
問
題
は

戦
争
時
の
暴
行
・
性
的
虐
待
を

国
際
法
で
取
り
締
ま
る
と
い
う

今
の
世
界
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
る
べ
き
で

日
本
の
女
性
も
他
国
の
軍
隊
に
暴
行
を

受
け
た
か
ら
と
い
う
理
由
で

免
罪
と
な
る
も
の
で
は
な
い

単
純
に
経
済
効
果
だ
け
か
ら

考
え
て
も
ア
ジ
ア
諸
国
の

不
信
を
抱
え
た
ま
ま

日
本
の
経
済
が
順
調
に

こ
の
地
域
に
根
付
く
と
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん

次あ山わ
回る下し
にのきは
すだん橋
るがの爪

d 意き
(見ん
ザにの

かも事
足厚旦

摂t
の
で



't土会・生活の変化に対応する科学技術の展開に関する調査』

チ成 7年度科学技術j宇委託調査研究報告書 1996. 3発行 I>p.64-88 財団法人日本科学技術娠興財団

第三分科会

「日本の研究職のオープン化」

1 .背景と総括

1 . 1 分科会開催の背景

現在の日本の大学、研究所のパーマネントポジシヨンに占める外国人研究者の比率を調

べると、それは欧米の国々に比べて低く、欧米のオープン化の現状とは比較にならかいn

日本の研究システムが21世紀にふさわしいシステムとして世界に発展し、世界を 1)_ j--" 

するためには研究職の壁をで、きるかぎり取り除き、優秀な研究者ならば、国籍、人権、性

別を問わずに研究員になれる可能性を広げることが大切と言える。これは積極的な研究シ

ステムのリストラにつながり、日本の研究システムの活性化につながると考えられるーし

かし、早に研究職のオープン化といっても様々な問題があり、一研究機関や大学で解みで
きる問題ではない。

研究職を世界にオープン化するということは、言い替えればまず、日本人の研究職の採

用に関して従来の閉鎖的状態(世襲的、因習的採用)から、より平等で競争原理の導入さ

れた採用を行うことに他にならない。討論の中で以上の問題点を明確にし、解決できる問

題かと着手し、将来の実質的オーフ。ン化にむけての可能性を探った。もちろん少数のフォー

ラム参加者によって議論されたことが、直ちに現在のシステムの変革につながるとは考え

られないが、研究職のオーフ。ン化の問題は研究者の「良心」として避けることのできない

問題であると考える。オープン化は自然科学と社会科学に共通した問題であり、両者の惚

力が必要である。ちなみにS.0 神谷勇治と橋爪大三郎は各々、自然科学と社会科学二

研究者であり、今回の科学技術フォーラムのタイトルの「自然科学と人文・社会科設との

パートナーシツフコに添った形と言える。副題の「アジ、アから発信する新しい科学技術の

バラダイム」とは必ずしも一致しないが、日本がアジアの一員で、あり、多くアジアのザ究

者が日本で学んでいる現実を考えれば適切とも言える。 1月25日からの本フォーラム日

先立ち、プレ会議を聞きテーマを以下のようにしぼって全て討論形式で、行った。

1.オープン化の現状とそれに関する制度上、法的問題点。~

2.オープン化とは何か(哲学的背景)。オープン化は必要か。オープン化にともなうメリ
ツトとデメリットは何か。

3.オープン化に伴い、全ての外国人研究者に対して平等にすべきか否か。

4. どのような具体的問題点があるか。(短期的、中期的、長期的問題

5. (4)の問題点の解決法。

1.2 総括

今回の参加者の人選にあたっては大きく二つに分けた。日本人で、外国にポジシヨンをも

っ研究者:並川博士(アメリカ)、 中谷博士(フランス)、 Dilworth博士(アメリ

カ)、次に外国人で日本にポジシヨンを持つ研究者 :Jahng博士(韓国)、季博士(中

国)、 Wh t t e r博士(アメリカ)、 y0 U S s e f a n博士 (イギリス)、 He

a r d博士 (イギリス)。 さらに、これらの参加者は自然科学者、人文科学者、行政に携

-64-

わる人、大学、会社の研究者等、多岐に渡っている。S. O.のみ日本人で日本に職をも

っ在日日本人で、ある。各セッションは全て自由討論の形式をとり、話題提供者の発表の後

に、質疑応答をする形式はとらなかった。細かい討論の内容については、次項の討論内容

に述べるとして、討論の中から以下のようなことが明らかにされてきた。まず、法的問題

点として、資料 lに示すように、 1982年9月に施行された「国立又は公立の大学にお

ける外国人教員の任用等に関する特別措置法Jが重要といえる。これ以前にも外国人研究

者は語学教師等として採用されていたが、数はすくない。この特別措置法に該当する研究

者は施行後 10年間で約 200人しか採用されなかったが、最近の平成4年から 7年のわ

ずか3年間でそれを上回る250人程が採用され、オープン化が数のうえでも最近急速に

進んでいると言える。しかし、日本全国の研究者数に比較すれば、きわめて少ない。採用

にともない、教授会における議決権、学長、学部長などの管理職の任用、退職手当て、退

職年金、休暇、有給帰国、就労ピザの速やかな発給等の問題が発生している。取り敢えず

国籍条項だけで、外国人研究者が排除されることはなくなったので、現行法制度をさらに

改善したり、新しい法律をつくり、研究者の平等化を目指すことが必要といえる。

しかし、オープン化に対しては複雑な問題を伴うので、以下に述べるような消極的意見も

ある。

日本人研究者の就職が困難な時代に敢えて何故、税金を使って外国人研究者を雇うの

か?外国人の採用は研究職以外の事務部門に多大の負荷をあたえる。外国人を支えるため

に(例えば外国人住宅建設費等)特別の費用が必要となり、結果的に研究費をはじめとす

る予算が圧迫される。言:葉の問題から日本人研究者に雑務の負荷が一方的にかかる。均一

の研究者の聞で存在した、無言の内の相互理解、役割分担、互助精神が理解されず、自己

主張の強い外国人研究者によって研究室内コンセンサスが破壊される。西欧的論理主義の

主張による東洋的「和Jの破壊。長年培われた日本独自の文化の急速な崩壊等。

これらの意見に対して、様々な意見はあると思われるが、大切なことは「研究職のオー

プン化J= i研究の平等性、公開性、国際性、普遍性」と当然のことのように主張するの

ではなく、時間をかけていろいろな意見をもっ人々と議論し、問題を明らかにして大多数

の研究者合意(コンセンサス)を得ることが必要である。

先にも述べたように外国人研究者に対して「研究職のオープン化」を議論する前に、日

本人の研究者に対してすでに研究職のオープン化がおこなわれているかどうかが重要であ

る。残念なことに、法の下では既に平等である我々も、採用が常にオープン化していると

はいえない。多くの大学で助手に採用されることが、講師、助教授、教授への出世の登竜

門であり、公募とは名ばかりで一部で醜い現実があることは否定できない。大学がピラミ

ッド構造をもち、頂点の教授に権力が集中している。挫折して、少なくとも競争のできる

外国に流出する若い研究者もいる。幸い、少しずつ大学の講座制が崩壊しはじめ、大講座

制を導入したり、常勤研究者の任期制度について積極的に議論されるようになってきた。

研究職のオープン化の理由として、「研究者の人権を確保する。研究の自由を確保する。

社会の発展を促すJ三点があげられ、さらに競争と協力による生活性の向上があげられる。

外国人に研究職をオープンした時、全てを平等にすべきかという問題に関しては十分な議

論が必要である。基本として、異なったものとして扱い、同じものは同じく扱うという正

義論の哲学が一つの糸口になると考えられる。なお、大学、研究機関、会社の研究所等で

はそれぞれ、オープン化の方針も異なると考えられる。研究職につくことは、日本ではポ

-65-


