
秋
田
茂
編
著

﹃
﹁
大
分
岐
﹂
を
超
え
て

ア
ジ
ア
か
ら
見
た
一
九
世
紀
論
再
考

﹄

神

田

さ

や

こ

本
書
の
目
的
は
︑
﹁
一
九
世
紀
的
世
界
﹂
に
お
け
る
近
代
ア
ジ
ア
世
界
の

経
済
発
展
を
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点
か
ら
再
考
し
︑
ア
ジ
ア
経

済
の
﹁
相
対
的
自
立
性
﹂
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
︑
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る

﹁
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
再
興
﹂︵
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
︶
の
歴
史
的
起
源
を
明

ら
か
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︵
三
頁
︶︒
と
く
に
︑
南
ア
ジ
ア
・
東
南
ア

ジ
ア
に
お
け
る
小
農
・
商
業
資
本
に
よ
る
農
業
開
発
と
南
ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
近
代
的
工
業
化
を
議
論
の
中
心
に
お
い
て
い
る
︒
あ
と
が
き
に

よ
れ
ば
︑
本
書
は
秋
田
茂
編
﹃
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

﹁
長
期
の
一
八
世
紀
﹂
か
ら
﹁
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
再
興
﹂
へ
﹄︵
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︶
の
続
編
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が

っ
て
︑
本
書
の
内
容
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
に
は
︑
前
編
と
合
わ
せ
て
読

む
必
要
が
あ
ろ
う
︒
前
編
は
︑
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
ま
で
を

含
む
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
長
期
の
一
八
世
紀
﹂
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
戦
後
の
﹁
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
再
興
﹂
に
つ
い
て
検
討
し

た
論
文
集
で
あ
る
︒
続
編
で
あ
る
本
書
は
︑
そ
の
間
に
挟
ま
れ
た
一
九
世
紀

︵
と
く
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
︶
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
︒

一
九
世
紀
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
済
︑
政
治
︑
軍
事
︑
思
想
な
ど
あ
ら
ゆ

る
点
で
優
位
に
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
︒
そ
れ
を
前
提
と
し
て
︑

能
動
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
受
動
的
な
ア
ジ
ア
と
捉
え
る
︑
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
心
史
観
に
基
づ
い
た
歴
史
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に

対
し
て
︑
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｋ
．
ポ
メ
ラ
ン
ツ
の
﹁
大
分
岐
﹂
論

︵
K
.
Pom
eranz,
T
he
G
reat
D
ivergence,
Princeton
:
Princeton

U
niversity
Press；

川
北
稔
監
訳
﹃
大
分
岐
：
中
国
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
そ

し
て
近
代
世
界
経
済
の
形
成
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
︶
は
︑

こ
う
し
た
研
究
動
向
に
大
幅
な
修
正
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ポ
メ
ラ
ン

ツ
の
議
論
は
︑
国
家
単
位
で
は
な
く
︑
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︵
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
オ
ラ
ン
ダ
︶
と
東
ア
ジ
ア
︵
と
く
に
長
江
下
流
域
︶
の
中
核
地
域
と
の
比

較
に
よ
っ
て
︑
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
同
時
並
行
的
な
経
済
発
展

が
み
ら
れ
た
こ
と
と
︑
い
ず
れ
も
そ
れ
以
上
の
経
済
成
長
が
難
し
い
生
態
的

制
約
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
一
八
世
紀
後
半
以
降
︑

石
炭
と
新
大
陸
の
存
在
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
を
そ
う
し
た
制
約
か
ら
解
放

し
︑
そ
れ
が
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
地
域
か
ら
の
﹁
大
分
岐
﹂
に
繫
が

っ
た
と
み
る
︒
そ
の
発
展
と
は
︑
資
源
・
資
本
集
約
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
﹁
大
分
岐
﹂
論
は
︑
人
類
史
の
到
達
点
と
し
て
の
︑
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ

ス
﹁
産
業
革
命
﹂
と
そ
の
後
の
資
源
・
資
本
集
約
的
発
展
と
い
う
人
類
史
の

流
れ
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試
み
で
あ

っ
た
︒
ポ
メ
ラ
ン
ツ
論
は
多
く
の
議
論
を
引
き
お
こ
し
︑
各
国
史
研
究
や
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
を
前
進
さ
せ
︑
ポ
メ
ラ
ン
ツ
自
身
に
よ
る
修
正

も
含
め
て
︑
依
然
と
し
て
研
究
を
刺
激
し
つ
づ
け
て
い
る
︵
例
え
ば
︑

G
areth
A
ustin
and
K
aoru
Sugihara
eds.,
L
abour-intensive

Industrialization
in
G
lobal
H
istory,A
bington
:R
outledge,2013
︶︒

﹃﹁
大
分
岐
﹂
を
超
え
て
﹄
と
い
う
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
は
︑﹁
大
分
岐
﹂
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を
超
え
た
時
期
で
あ
る
一
九
世
紀
を
あ
つ
か
う
こ
と
で
︑﹁
大
分
岐
﹂
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
一
九
世
紀
以
降
の
世
界
経
済
を
動
か
す
唯
一
の
動
因
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
近
世

か
ら
現
代
ま
で
と
い
う
長
期
的
ス
パ
ン
で
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お

け
る
ア
ジ
ア
世
界
の
独
自
性
を
考
察
す
る
に
は
︑
こ
の
一
九
世
紀
を
議
論
に

組
み
い
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
四
頁
︶︒

さ
て
︑
本
書
は
︑
斎
藤
修
氏
の
緒
言
に
つ
づ
い
て
︑
テ
ー
マ
別
に
三
部
で

構
成
さ
れ
て
い
る
︒
目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

第
Ⅰ
部
﹁
一
九
世
紀
を
再
考
す
る
﹂

第
>
章

秋
田
茂
﹁
ア
ジ
ア
か
ら
み
る
一
九
世
紀
像
再
考
﹂

第
?
章

ア
デ
ィ
テ
ィ
ア
・
ム
カ
ジ
ー
︵
秋
田
茂
訳
︶﹁
イ
ン
ド
と
一

九
世
紀
の
世
界
経
済
﹂

第
@
章

Ａ
・
Ｇ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
︵
安
井
倫
子
訳
︶﹁
一
九
世
紀
の
ア

メ
リ
カ
帝
国
﹂

第
Ⅱ
部
﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る
工
業
化
の
端
緒
﹂

第
A
章

秋
田
茂
﹁
一
九
世
紀
末
イ
ン
ド
綿
紡
績
業
の
発
展
と
﹁
ア
ジ

ア
間
競
争
﹂﹂

第
B
章

久
保
亨
﹁
近
代
中
国
に
お
け
る
機
械
工
業
の
発
展

一
八
六

〇
︱
九
〇
年
代
の
上
海
造
船
業
を
中
心
に

﹂

第
C
章

杉
山
伸
也
﹁
ア
ジ
ア
石
炭
貿
易
に
お
け
る
日
本
と
イ
ン
ド
﹂

第
Ⅲ
部
﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る
農
業
開
発
﹂

第
D
章

水
島
司
﹁
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
の
農
業
開
発
の
評
価
を
め
ぐ
っ

て
﹂

第
E
章

太
田
淳
﹁
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
北
ス
ラ
ウ
ェ
シ
に
お
け
る
コ
ー

ヒ
ー
栽
培

一
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
﹁
自
主
栽
培
﹂
の

発
展
と
貨
幣
経
済
の
深
化

﹂

第
F
章

宮
田
敏
之
﹁
タ
イ
米
経
済
の
発
展
と
土
地
法

一
九
〇
一
年

土
地
法
制
定
と
そ
の
影
響

﹂

第
10
章

岡
田
雅
志
﹁
世
紀
転
換
期
の
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
山
地
経
済
と

内
陸
開
港
地

﹁
華
人
の
世
紀
﹂
と
の
連
続
性
に
注
目
し

て

﹂

第
11
章

左
近
幸
村
﹁
ロ
シ
ア
極
東
の
経
済
発
展
と
農
業
移
民

人
口

移
動
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
帝
国
と
東
ア
ジ
ア

﹂

ま
ず
は
内
容
を
紹
介
し
︑
評
を
試
み
た
い
︒
た
だ
し
︑
本
書
が
対
象
と
す

る
地
域
と
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
︑
必
ず
し
も
す
べ
て
を
網
羅
で
き
て

い
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
︒

第
Ⅰ
部
は
︑
一
九
世
紀
史
を
異
な
る
視
点
か
ら
再
考
し
た
三
本
の
論
文
で

構
成
さ
れ
る
︒
第
>
章
は
︑
本
書
全
体
の
序
論
に
あ
た
る
︒
こ
こ
で
は
︑
一

九
世
紀
後
半
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
特
徴
と
し
て
︑﹁
自
由
貿
易
原
理
の
地
球

規
模
で
の
拡
張
を
通
じ
て
︑
自
由
貿
易
体
制
が
定
着
し
た
点
と
︑
と
り
わ
け

未
曾
有
の
規
模
で
帝
国
・
国
民
国
家
の
境
界
を
超
え
て
ヒ
ト
が
動
い
た
﹁
移

民
の
時
代
﹂
で
あ
っ
た
点
﹂︵
六
頁
︶
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
は
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
に
緊
密
な
経
済
関
係
が
構
築
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
と
同
時
に
︑

植
民
地
化
が
進
展
し
︑
帝
国
主
義
的
世
界
体
制
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
も
あ

る
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
本
論
文
は
︑
杉
原
薫
氏
の
﹁
ア
ジ
ア
間
貿
易
﹂
論

︵﹃
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
九
六
年
︶

に
依
拠
し
︑
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
が
地
域
間
貿
易
を
発
展
さ
せ
︑﹁
相
対
的
自

立
性
﹂
を
確
保
し
た
点
で
︑
世
界
史
上
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る

書 評
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こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
六
頁
︶︒
こ
の
こ
と
を
製
造
業
︵
工
業
化
︶
と
農

業
開
発
の
視
点
か
ら
掘
り
す
す
め
る
と
い
う
の
が
本
書
の
課
題
と
な
る
︒

第
>
章
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
植
民
地
期
イ
ン
ド
の
工
業
化
を

め
ぐ
る
評
価
は
二
分
さ
れ
る
︒
第
?
章
で
は
︑
著
者
は
植
民
地
主
義
が
イ
ン

ド
の
低
開
発
や
貧
困
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
立
場
に
立
ち
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

心
史
観
の
み
な
ら
ず
︑
植
民
地
期
イ
ン
ド
に
お
い
て
工
業
化
が
進
展
し
て
い

た
と
す
る
﹁
植
民
地
工
業
化
﹂
論
を
痛
烈
に
批
判
す
る
︒﹁
植
民
地
工
業
化
﹂

論
は
︑
代
表
的
な
イ
ン
ド
経
済
史
家
で
あ
る
モ
リ
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
・
モ
リ

ス
や
テ
ィ
ル
タ
ン
カ
ル
・
ロ
イ
ら
が
主
張
し
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
著

者
は
︑
一
九
世
紀
後
半
に
近
代
綿
業
が
勃
興
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
イ
ギ

リ
ス
製
品
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
イ
ン
ド
在
来
綿
業
を
埋
め
合
わ
せ
る
ほ
ど

の
規
模
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
植
民
地
期
イ
ン
ド
は
脱
工
業
化
し
た
と
主
張

す
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
︑
イ
ン
ド
の
貿
易
構
造
は
輸
出
超
過
で
あ
っ
た
が
︑

イ
ギ
リ
ス
へ
の
貢
納
と
い
う
形
で
の
資
本
移
転
の
た
め
に
そ
の
富
が
イ
ン
ド

経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
﹁
富
の
流
出
﹂
論
の
立

場
に
も
立
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
立
場
は
著
者
が
い
わ
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
史
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
︑
以
下
の
二
つ
の
点
で
興

味
深
い
︒
第
一
は
︑
イ
ン
ド
史
研
究
で
は
英
印
二
国
間
関
係
の
枠
組
み
で
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
脱
工
業
化
論
や
﹁
富
の
流
出
﹂
論
を
︑﹁
グ

ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
﹂
と
い
う
よ
り
広
い
分
析
枠
組
み
の
な
か
で
論
じ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
第
二
は
︑
植
民
地
期
を
時
期
区
分
し
︑
ロ
イ
が
経
済
停

滞
の
時
期
と
み
な
す
二
〇
世
紀
前
半
に
︑
イ
ン
ド
が
本
格
的
工
業
化
を
開
始

し
た
と
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

第
@
章
で
は
︑
従
来
の
ア
メ
リ
カ
史
理
解
と
は
異
な
り
︑
ア
メ
リ
カ
を
帝

国
と
し
て
捉
え
︑
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
か
ら
の
帝
国
的
発
展
と
関
連
づ

け
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
一
八
世
紀
か
ら
一

八
五
〇
年
頃
の
﹁
プ
ロ
ト
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
と
﹁
近
代
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂

︵
一
九
世
紀
中
頃
～
一
九
五
〇
年
頃
︶
に
区
分
さ
れ
︑
い
ず
れ
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
も
帝
国
︑
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
で
の
変
化
を
動
因
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
︒
前
者
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
︵
い
わ
ゆ
る

一
七
～
一
八
世
紀
の
軍
事
財
政
国
家
︶
の
軍
拡
競
争
お
よ
び
公
共
財
支
出
の

増
大
に
よ
る
増
税
と
そ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
外
膨
張
を
動
因
と
し
︑
後

者
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
︑
王
政
に
代
わ
っ
た
国
民
国
家
と
議
会
政
治
が
工
業

化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
国
民
間
の
様
々
な
矛
盾
を
解
決
す
る
手
段

の
一
つ
し
て
の
植
民
地
拡
大
が
め
ざ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

第
Ⅱ
部
は
三
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
一
九
世
紀
に
お
け

る
欧
米
列
強
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
増
大
す
る
な
か
で
の
﹁
ア
ジ
ア
間
競
争
﹂
の

存
在
や
︑
現
地
企
業
家
層
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
工
業
化
が
実
証
さ
れ

て
い
る
︒
第
A
章
は
︑
イ
ン
ド
の
東
ア
ジ
ア
市
場
へ
の
機
械
製
紡
績
糸
・
綿

花
輸
出
と
航
路
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
︑
日
本
︑
イ
ギ
リ
ス
海
運
業
の
競
争
と
協

調
の
実
態
と
い
う
新
た
な
切
り
口
か
ら
︑
イ
ン
ド
の
現
地
企
業
家
が
主
導
し

た
近
代
綿
紡
績
業
の
発
展
を
論
じ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
第
?
章
で
ム
カ

ジ
ー
が
示
し
た
立
場
と
は
反
対
に
︑
一
九
世
紀
イ
ン
ド
の
﹁
植
民
地
工
業

化
﹂
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
︒

第
B
章
に
よ
れ
ば
︑
一
八
九
五
年
の
下
関
条
約
に
先
駆
け
て
︑
外
資
に
よ

る
近
代
工
業
と
し
て
の
造
船
業
が
香
港
や
上
海
な
ど
の
開
港
地
に
お
け
る
船

舶
修
理
か
ら
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
重
要
な
指
摘
は
︑
そ
の
発

展
が
︑
欧
米
か
ら
の
資
本
や
技
術
の
移
転
の
み
な
ら
ず
︑
一
九
世
紀
後
半
の

世
界
貿
易
と
長
江
航
路
の
拡
大
に
よ
る
活
発
な
在
来
商
品
流
通
の
存
在
︑
現

地
に
お
け
る
熟
練
労
働
者
の
養
成
︑
在
来
商
工
業
者
に
よ
る
下
請
け
機
械
工
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業
の
発
展
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

一
九
世
紀
に
お
け
る
貿
易
の
拡
大
お
よ
び
工
業
化
の
進
展
の
鍵
を
握
る
の

は
動
力
と
し
て
の
石
炭
の
調
達
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
後
半
に
日
本
炭
が
中
国

を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
市
場
に
輸
出
さ
れ
︑
日
本
の
石
炭
産
業
が
輸
出
主

導
型
産
業
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
イ
ン
ド

の
石
炭
産
業
は
国
内
市
場
向
け
生
産
を
中
心
と
し
て
緩
や
か
に
発
展
し
た
︒

第
C
章
は
︑
こ
う
し
た
日
本
と
イ
ン
ド
の
石
炭
産
業
に
お
け
る
産
業
構
造
の

相
違
を
比
較
し
つ
つ
︑
ア
ジ
ア
の
主
要
石
炭
市
場
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と

コ
ロ
ン
ボ
に
お
け
る
日
本
炭
と
イ
ン
ド
炭
の
競
争
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
両
者
の
比
較
の
視
点
と
市
場
動
向
と
い
う
両
者
の
関
係

の
視
点
か
ら
の
分
析
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
労
働
力
や
資
本
な
ど
様
々
な
面

で
相
違
が
大
き
か
っ
た
両
国
の
石
炭
産
業
が
二
〇
世
紀
に
入
り
類
似
性
を
帯

び
て
き
た
こ
と
︑
さ
ら
に
国
内
産
業
か
ら
の
需
要
増
大
が
二
〇
世
紀
前
半
の

ア
ジ
ア
石
炭
市
場
と
い
う
よ
り
広
い
市
場
動
向
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
興

味
深
い
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
︒

第
Ⅲ
部
は
︑
五
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
世
紀
に
お
け
る
世

界
貿
易
の
拡
大
や
国
際
分
業
の
進
展
は
︑
世
界
規
模
で
の
農
工
間
分
業
を
固

定
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
農
業
は
一
九
世
紀
以
降
の
ア
ジ
ア
の
低
開
発
や
貧
困

と
結
び
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
第
?
章
も
︑
こ
う
し
た
立

場
か
ら
︑
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
﹂
と
い
う
枠
組
み
で
世
界
規
模
で
の
構

造
的
問
題
と
捉
え
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
う
し
た
議
論
は
す
で
に
見
直
さ

れ
て
お
り
︑
第
Ⅲ
部
の
各
論
文
も
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま

え
︑
植
民
地
主
義
や
﹁
西
欧
の
衝
撃
﹂
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
超
え
て
︑
現

地
の
小
農
や
企
業
家
の
主
体
的
活
動
が
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
進
展
さ
せ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

ア
ジ
ア
︑
と
り
わ
け
南
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
の
地
域
で
は
︑

コ
ー
ヒ
ー
・
茶
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
な
ど
の
主
と
し
て
欧
米
市
場
向
け
商
品
と
な

る
作
物
が
イ
ン
ド
や
中
国
か
ら
の
移
民
労
働
者
に
よ
っ
て
大
規
模
に
生
産
さ

れ
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
農
業
が
展
開
さ
れ
た
︒
他
方
︑
自
家
消
費
用
作

物
の
み
な
ら
ず
市
場
向
け
商
品
作
物
を
広
範
に
生
産
す
る
小
農
型
生
産
も
大

規
模
に
行
わ
れ
て
き
た
︒
第
D
章
で
は
︑
後
者
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
小
農
型
農
業
の
発
展
は
︑
単
に
商
取
引
や
貿
易
を
拡
大
さ
せ
︑

原
料
供
給
を
通
じ
て
製
造
業
の
発
展
に
貢
献
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
生
産
地

に
お
け
る
農
業
雇
用
の
拡
大
︑
人
口
増
加
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
消
費
の
拡
大

を
う
み
︑
貿
易
・
商
業
に
加
え
て
農
業
開
発
を
に
な
う
商
業
・
金
融
活
動
の

発
展
を
刺
激
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
本
章
で
は
︑
南
イ
ン
ド
で
一
九
世
紀

初
頭
以
降
︑
安
定
的
な
農
業
生
産
が
困
難
な
地
域
へ
と
耕
地
が
急
速
に
拡
大

し
た
こ
と
が
︑
降
水
量
や
地
勢
な
ど
の
地
理
的
条
件
を
組
み
こ
ん
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
開
発
は
︑
単
に
人
口
圧
力
だ
け
で
は
な
く
︑
植

民
地
下
に
お
け
る
土
地
制
度
の
変
容
︑
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
農
産
物
価

格
の
上
昇
︑
農
民
を
取
り
巻
く
社
会
的
制
約
の
緩
和
な
ど
を
背
景
と
し
て
︑

小
農
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
農
業
開
発
に
は
︑
商
業
・
金

融
業
者
の
融
資
を
通
じ
た
積
極
的
関
与
が
あ
っ
た
︒
従
来
︑
こ
う
し
た
農
民

と
商
業
・
金
融
業
者
と
の
関
係
は
貸
借
関
係
を
通
じ
た
農
民
の
従
属
が
強
調

さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
本
章
で
は
︑
こ
う
し
た
融
資
が
小
農
に
よ
る
農
業

生
産
拡
大
を
支
え
て
い
た
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

第
E
章
が
対
象
と
す
る
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
北
部
の
ミ
ナ
ハ
サ
地
方
で
は
︑
一

九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
世
界
市
場
向
け
コ
ー
ヒ
ー
生
産
が
拡
大
し
た
︒
こ
の
拡

大
の
要
因
と
し
て
︑
道
路
輸
送
網
の
整
備
な
ど
の
好
機
を
え
た
農
民
が
上
昇

す
る
価
格
に
敏
感
に
反
応
し
て
農
地
を
よ
り
有
利
な
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
用
に
転

書 評
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換
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
強
制
栽
培
が
行

わ
れ
て
い
る
な
か
で
の
農
民
の
自
立
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

う
し
た
農
民
の
行
動
は
︑
地
域
に
貨
幣
経
済
の
浸
透
を
も
た
ら
し
︑
一
八
九

〇
年
代
以
降
の
や
は
り
自
主
栽
培
に
よ
っ
て
生
産
を
拡
大
さ
せ
た
コ
プ
ラ
生

産
の
増
加
に
も
繫
が
っ
た
と
い
う
︒
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
拡
大
が
食
料
穀
物
の
輸

移
入
に
よ
る
他
地
域
へ
の
依
存
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
地
域
内
で

自
給
で
き
る
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
点
も
興
味
深
い
︒

一
九
世
紀
後
半
以
降
︑
世
界
貿
易
が
拡
大
し
︑
国
際
分
業
が
進
展
す
る
な

か
で
︑
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
デ
ル
タ
地
域
の
水
田
開
発
が
進
み
︑
米
の
生
産

が
拡
大
し
た
︒
第
F
章
で
は
︑
タ
イ
に
お
け
る
米
輸
出
と
土
地
制
度
と
の
関

係
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
タ
イ
で
は
輸
出
拡
大
に
と
も
な
っ
て
稲
作
地
が
急

速
に
拡
大
し
た
も
の
の
︑
在
来
の
占
有
権
で
は
な
く
土
地
所
有
権
に
基
づ
い

た
土
地
法
の
整
備
は
一
九
〇
一
年
に
ま
で
遅
れ
た
︒
従
来
︑
こ
の
要
因
と
し

て
国
王
の
政
治
的
判
断
が
強
調
さ
れ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑
外
国
資
本
に
よ

る
土
地
集
積
を
制
限
し
︑
主
権
・
王
権
を
守
る
た
め
に
︑
国
王
が
﹁
制
度
的

未
整
備
﹂
を
維
持
し
た
と
い
う
議
論
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
本
章
は
︑

稲
作
地
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
発
が
一
九
〇
一
年
の
土
地
法
成
立
の
背
景
に
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
土
地
法
の
整
備
は
︑
対
外
市
場
に
お

け
る
タ
イ
米
需
要
の
増
加
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
変
化
へ
の
制
度
的
な
対
応

と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
土
地
法
制
定
後
も
米
輸
出
量
の
伸
び
と
ほ
ぼ
同

じ
ペ
ー
ス
で
地
券
が
発
行
さ
れ
て
い
た
事
実
も
︑
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
も

の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
第
Ⅲ
部
で
は
︑
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
の
山
地
経
済
を
対
象
に
し
た

第
10
章
と
ロ
シ
ア
極
東
地
域
に
お
け
る
移
民
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
第
11
章
が

つ
づ
く
︒
こ
の
よ
う
に
︑
開
港
場
や
植
民
地
港
湾
都
市
な
ど
貿
易
や
工
業
化

の
拠
点
と
な
っ
た
場
所
だ
け
で
は
な
く
︑
多
様
な
地
域
が
議
論
に
組
み
こ
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
︑
本
書
の
構
成
上
の
強
み
と
い
え
よ
う
︒
本
書
を
通
し
て
︑

高
地
︑
デ
ル
タ
地
域
︑
島
嶼
部
︑
熱
帯
︑
亜
寒
帯
な
ど
地
理
的
に
多
様
な
ア

ジ
ア
諸
地
域
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
接
続
や
そ
の
変
化
が
︑
必
ず
し
も
一
様
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
経
済
が
︑
必
ず
し
も
貧
困
や
低
開

発
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究

で
指
摘
さ
れ
︑
実
証
的
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
日
本
で
は
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
ア
ジ
ア
交
易
圏
論
﹂
の
登
場
以
来
︑
活
発
な
研
究
対
象
と
な
っ

て
き
た
︒
前
出
の
杉
原
薫
﹃
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
﹄
で
は
︑
一
九

世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
ア
ジ
ア
域
内
の
貿
易
関
係
の
強
化
︑

活
発
な
労
働
移
動
︑
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
の
工
業
化
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
が

提
示
さ
れ
︑﹁
ア
ジ
ア
の
相
対
的
自
立
化
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
は
︑

製
造
業
と
農
業
開
発
の
点
で
丁
寧
な
実
証
研
究
に
基
づ
く
豊
富
な
事
例
を
つ

け
く
わ
え
て
い
る
が
︑
分
析
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
自
体
は
杉
原
論
の
再
確
認

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
本
書
の
意
義
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い

え
ば
︑
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
経
済
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
﹁
相
対
的
自
立
性
﹂
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
︑
そ
れ
以
前
︵﹁
長
期
の
一
八
世
紀
﹂︶
と
そ
れ
以
後
の

現
在
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
と
の
連
続
的
な
視
点
で
捉
え
た
こ
と
に
あ
る
︒

こ
う
し
た
時
間
的
な
縦
軸
に
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
横
の
広
が
り
も
く
わ
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
を
相
対
化
し
︑
世
界
経
済
の
構
造
変

化
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
議
論
す
る
分
析
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
︒
戦
後
か
ら

今
日
ま
で
の
世
界
経
済
の
構
造
変
化
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
︑
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
︑
南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
に

お
け
る
開
発
や
援
助
の
議
論
も
含
め
て
多
様
な
ア
ジ
ア
を
総
体
と
し
て
議
論
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し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
評
価
は
前
編
と
合
わ
せ
た
も
の

で
あ
る
が
︒

と
は
い
え
︑
全
体
と
し
て
︑
も
う
少
し
丁
寧
に
議
論
し
て
ほ
し
か
っ
た
点

も
あ
る
︒
第
一
に
︑
本
書
の
主
張
と
は
大
き
く
異
な
る
第
?
章
︵
ム
カ
ジ
ー

論
文
︶
の
位
置
づ
け
で
あ
る
︒
本
書
で
は
世
界
経
済
の
構
造
化
に
お
け
る
現

地
の
人
々
の
主
体
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
︑
第
?
章
で
は
﹁
グ
ロ
ー
バ

ル
・
サ
ウ
ス
﹂
を
覆
う
植
民
地
支
配
・
植
民
地
主
義
と
い
う
構
造
そ
の
も
の

が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
中
で
は
両
者
の
対
話
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
︑
結
果
的
に
両
者
の
主
張
が
平
行
線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
第
?
章
で
は
︑
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
﹁
植
民
地
工
業
化
﹂
論

を
批
判
し
︑
二
〇
世
紀
前
半
に
な
っ
て
は
じ
め
て
︑
植
民
地
主
義
を
打
破
す

る
現
地
の
企
業
家
の
主
体
的
活
動
に
よ
っ
て
工
業
化
・
経
済
発
展
へ
の
道
が

開
か
れ
た
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
〇
世
紀
前
半
の
議
論
で
は
︑
一
転
し
て
︑

そ
の
対
象
が
構
造
か
ら
主
体
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
も
っ
と
も
こ

の
点
に
つ
い
て
本
論
文
で
詳
し
く
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
著
者
自

身
の
著
作
に
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
︶︒
他
方
︑
本
書
や
前
編
で
は

こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
沈
黙
し
て
い
る
︒

上
記
に
関
連
し
て
︑
本
書
と
前
編
で
は
︑
一
九
世
紀
の
経
済
と
二
〇
世
紀

後
半
以
降
の
そ
れ
と
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
間
に
挟
ま
れ

た
時
期
︵
と
く
に
一
九
二
〇
〜
一
九
四
〇
年
代
︶
の
経
済
の
変
化
は
︑
そ
の

連
続
性
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
が

第
二
点
で
あ
る
︒
本
書
が
対
象
と
す
る
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

の
時
期
は
︑
世
界
貿
易
の
拡
大
に
支
え
ら
れ
︑
南
ア
ジ
ア
で
も
東
南
ア
ジ
ア

で
も
一
次
産
品
輸
出
が
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

近
年
で
は
︑
こ
の
一
次
産
品
輸
出
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
Ｗ
・
Ａ
・
ル
イ
ス

の
議
論
の
再
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る
︵
例
え
ば
︑
脇
村
孝
平
﹁
一
九
世
紀
熱

帯
ア
ジ
ア
に
お
け
る
一
次
産
品
輸
出
と
労
働
供
給
︱
Ｗ
・
Ａ
・
ル
イ
ス
﹃
素

交
易
条
件
﹄
論
・
再
考
﹂
﹃
経
済
学
雑
誌
﹄
一
一
七
︱
三
︑
一
八
一
︱
一
九

六
頁
︑
二
〇
一
七
年
︶︒
銀
価
の
下
落
も
ア
ジ
ア
か
ら
の
輸
出
を
有
利
に
し

た
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
が
あ
つ
か
う
時
期
は
︑
農
産
物
価
格
が

上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
農
産
物
や
工
業
品
の
輸
出
に
も
有
利
な
︑

き
わ
め
て
特
殊
な
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
一
九
二
〇
年
代
以
降
︵
と
く
に
世
界
大
恐
慌
以
降
︶︑
世
界
貿
易
の
縮

小
や
農
産
物
価
格
の
下
落
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
の
高
い
開
放
性
に
支
え
ら

れ
た
経
済
成
長
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
大
き
く
失
わ
れ
た
︒

他
方
︑
こ
の
一
九
二
〇
年
以
降
の
時
期
に
は
︑
第
?
章
や
第
C
章
で
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
製
造
業
や
石
炭
産
業

な
ど
に
お
い
て
発
展
も
み
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
消
費
に
つ
い
て
も
低
調
で
あ
っ

た
と
限
ら
な
い
︵
例
え
ば
︑
柳
澤
悠
﹁
イ
ン
ド
に
お
け
る
下
層
民
の
自
立
化

下
か
ら
の
工
業
発
展
と
日
本
製
低
価
格
商
品

﹂﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
八

二

三
︑
五
一

六
八
頁
︑
二
〇
一
六
年
︶
︒
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
の
成
長
︑

そ
の
後
の
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
の
成
長
を
前
提
と
し
た
目
的
論
的
な
議

論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
︑
長
期
の
連
続
的
議
論
を
特
徴
と
す
る
本
書
の
な

か
で
こ
の
時
期
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
︑
知
り
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
︒

第
三
に
︑
ア
ジ
ア
経
済
の
様
々
な
担
い
手
の
主
体
的
活
動
が
︑
世
界
経
済

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
構
造
変
化
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

い
う
本
書
の
主
張
は
説
得
的
で
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
変
化
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑

第
@
章
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
推
進
す
る
動
因
と
し
て
︑﹁
中
心
﹂
で
あ

書 評
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る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
矛
盾
や
政
治
︑
経
済
︑
社
会
の
変
動
が
強
調
さ
れ
て

お
り
︑
必
ず
し
も
本
書
の
主
張
と
整
合
的
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ

ら
に
︑
全
体
の
序
章
に
あ
た
る
第
>
章
で
は
︑
帝
国
の
拡
大
に
お
け
る
﹁
周

辺
﹂
の
動
向
を
重
視
す
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
﹁
協
力
者
﹂
論
が
本

書
の
主
張
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
︵
一
三
頁
︶︒
こ
う

し
た
二
つ
の
極
に
あ
る
と
も
い
え
る
研
究
を
い
か
に
﹁
収
斂
︵
con
-

verge
︶
﹂
さ
せ
る
の
か
︒
本
書
所
収
の
各
論
文
が
必
ず
し
も
帝
国
史
研
究

の
文
脈
で
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
第
@
章
は
経
済
に
限
定
さ

れ
な
い
問
題
群
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
︑
本
書
の
問
題
意
識
を
超
え
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
評
者
に
は
︑
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

近
年
の
一
九
世
紀
史
論
の
成
果
と
し
て
第
>
章
で
言
及
さ
れ
て
い
る

C
.
A
.

B
ayly,T
he
B
irth
of
the
M
odern
W
orld,London
:B
lackw
ell,2004

︵
平
田
雅
博
・
吉
田
正
広
・
細
川
道
久
訳
﹃
近
代
世
界
の
誕
生
：
グ
ロ
ー
バ

ル
な
連
関
と
比
較

1780-1914﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
︶

に
お
い
て
も
︑
や
は
り
﹁
収
斂
﹂
を
議
論
す
る
こ
と
が
︑
近
代
世
界
の
誕
生

と
そ
の
特
質
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
︒
ア
ジ
ア
の
主
体

性
を
重
視
し
た
研
究
や
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
の
相
対
化
は
す
で
に
十
分
に
進
展
し
て
い
る
︒
そ
う

し
た
な
か
で
議
論
を
一
歩
進
め
る
た
め
に
は
︑
本
書
の
成
果
を
も
と
に
︑

﹁
分
岐
︵
diverge
︶
﹂
の
議
論
を
超
え
て
﹁
収
斂
﹂
の
議
論
へ
の
展
開
の
可

能
性
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

い
く
つ
か
の
疑
問
を
述
べ
た
が
︑
本
書
は
︑
ア
ジ
ア
経
済
史
︑
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
︑
帝
国
史
︑
地
域
史
︑
そ
し
て
各
国
史
と
い
う
い
く
つ
か
の

専
門
領
域
に
ま
た
が
る
大
き
な
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
︑

実
証
性
の
高
い
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
質
の
高
い
論
集
で
あ
る
︒

︵
Ａ
B
判

三
二
〇
頁

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
一
八
年
三
月

税
別
五
五
〇
〇
円
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︵
慶
應
義
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大
学
経
済
学
部
教
授
︶
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