
第
四
版
へ
の
序
文

　「
二
一
世
紀
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、『
二
一
世
紀
家
族
へ
』
じ
ゃ
な
く
て
『
二
一
世
紀
家
族
だ
』
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。」　
本
書
を
教
科
書
と
し
て
使
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
か
ら
冗
談
め
か
し
た
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
一

五
年
ぶ
り
の
改
訂
を
決
意
さ
せ
て
く
れ
た
。
た
し
か
に
タ
イ
ト
ル
の
問
題
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
日
本
社
会
の
変
容
が
大

き
か
っ
た
。「
学
生
た
ち
は
昔
の
話
だ
と
思
っ
て
読
ん
で
ま
す
よ
。」　
本
書
を
使
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
別
の
方
も
教

え
て
く
れ
た
。
初
版
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
、
オ
ウ
ム
事
件
と
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
た
。
そ
の
あ
た
り
を
転
換
点
に

日
本
社
会
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と
言
う
人
は
多
い
。
平
成
も
終
わ
り
を
迎
え
、
昭
和
の
「
家
族
の
戦
後
体
制
」
を
論
じ

た
本
書
が
歴
史
書
と
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
問
い
が
頭
を
も
た
げ
て
き
た
。
本
書
に
書
い
た
こ
と
は
、
本
当
に
過
去
の
話
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。「
家
族
の
戦
後
体
制
」
は
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
社
会
は
変
化
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
新
し
い

時
代
が
幕
を
開
け
た
と
い
う
確
か
な
実
感
も
な
い
。
こ
の
あ
い
ま
い
さ
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、

社
会
科
学
の
見
か
た
を
用
い
て
可
能
な
限
り
く
っ
き
り
と
そ
の
構
造
を
描
い
て
み
る
こ
と
が
、
社
会
科
学
者
と
し
て
の
、

そ
し
て
本
書
の
著
者
と
し
て
の
責
任
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
新
た
に
二
章
を
書
き
下
ろ
し
、
二
一
世
紀

の
初
頭
の
現
実
を
い
か
に
と
ら
え
、
今
後
の
展
望
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
。

　
初
版
と
新
版
の
段
階
で
は
、
第
10
章
を
「
個
人
を
単
位
と
す
る
社
会
へ
」
と
題
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
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の
諸
社
会
と
基
本
的
に
同
じ
方
向
へ
日
本
社
会
も
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
第
三
版
以
降
、
日
本
の

道
が
こ
れ
ら
の
社
会
の
た
ど
っ
た
道
か
ら
分
岐
し
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
二
〇
世
紀
の
終
わ

り
か
ら
二
一
世
紀
初
め
の
数
十
年
が
世
界
史
の
転
換
期
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
感
じ
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
変
容

す
る
世
界
の
中
で
、
日
本
の
位
置
も
ま
た
変
化
し
て
い
る
。
日
本
の
人
々
や
政
府
の
自
己
認
識
も
変
化
し
て
い
る
。
そ

こ
に
思
わ
ぬ
陥
穽
が
あ
る
こ
と
に
、
新
た
に
追
加
し
た
二
章
で
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
本
書
は
こ
れ
ま
で
に
英
語
、
韓
国
語
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
思
い
が
け
ず
国
外
に
も
多
く
の
読
者
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。
た
い
へ
ん
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
、
翻
訳
者
と
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
本
書
で
は
、

従
来
の
社
会
科
学
の
中
心
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
地
域
の
外
に
位
置
す
る
社
会
を
、
正
当
に
社
会
科
学
の
対
象

と
す
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
き
た
。
従
来
の
学
説
の
単
純
な
応
用
で
は
す
ま
な
い
、
し
か
し
独
自
の
文
化
を
強
調
し
す

ぎ
る
自
己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
陥
穽
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
お
も
に
日
本
の
家
族
に
焦
点
を
当
て
た

も
の
だ
が
、
問
い
の
構
造
は
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
や
他
の
非
欧
米
地
域
の
社
会
に
も
共
通
す
る
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に

ア
ジ
ア
地
域
の
方
々
に
熱
心
に
読
ん
で
い
た
だ
け
た
の
は
、
本
書
の
問
い
に
共
感
し
て
い
た
だ
け
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
想
像
し
て
い
る
。

　
時
代
の
課
題
を
解
く
た
め
に
は
、
方
法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
、
近
隣
地
域
の
、
そ
し
て
世
界
の
人
た
ち
と

共
に
考
え
る
方
法
論
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の
四
半
世

紀
、
本
書
の
改
訂
を
重
ね
る
傍
ら
、
ア
ジ
ア
の
学
術
の
共
通
基
盤
づ
く
り
に
微
力
な
が
ら
努
め
て
き
た
。
そ
の
成
果
は

ア
ジ
ア
の
家
族
と
親
密
性
に
つ
い
て
の
各
国
の
古
典
的
研
究
を
集
め
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
と
し
て
、
ま
た
ア
ジ
ア
家
族
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比
較
調
査
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、
近
日
中
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
予
定
で
あ
る
。

　
な
お
、
追
加
し
た
二
章
は
こ
の
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
書
き
溜
め
て
き
た
論
考
を
も
と
に
し
て
い
る
。
紙
数
の
制

約
も
あ
っ
て
舌
足
ら
ず
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
が
、
も
と
に
な
っ
た
論
考
も
有
斐
閣
か
ら
別
に
出
版
予

定
な
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
本
書
を
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
刊
行
し
続
け
て
く
だ
さ
り
、
今
回
ま
た
改
訂
の
機
会
を
与
え
て

く
だ
さ
っ
た
有
斐
閣
と
、
思
い
が
け
ず
大
仕
事
に
な
っ
た
改
訂
作
業
を
一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ

っ
た
担
当
編
集
者
の
松
井
智
恵
子
さ
ん
、
非
常
に
専
門
的
な
校
閲
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
世
良
田
律
子
さ
ん
に
深
く
お
礼

を
申
し
上
げ
る
。

二
〇
一
九
年
九
月

著
　
　

者
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◆
「
戦
後
」
へ
の
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル

　

一
九
九
〇
年
の
春
、
わ
た
し
は
東
京
は
八
幡
山
の
大
宅
壮
一
文
庫
に
こ
も
り
、
く
る
日
も
く
る
日
も
古
い
雑
誌
を
め

く
っ
て
は
、
そ
の
中
に
現
れ
る
女
性
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
調
べ
て
い
ま
し
た
。
今
は
懐
か
し
い
よ
う

な
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
姿
あ
り
、
大
女
優
た
ち
の
可
憐
な
娘
時
代
あ
り
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
、
わ
た
し
は
お
も

し
ろ
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　

女
性
た
ち
の
微
笑
み
か
た
に
も
、
流
行
り
す
た
り
と
い
う
か
、
時
代
が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
敗
戦
後
二
、三
年
の

女
性
像
は
笑
み
を
取
り
戻
し
て
は
い
る
け
れ
ど
、
う
つ
む
き
加
減
で
は
に
か
む
よ
う
に
し
か
笑
わ
な
い
。
一
九
五
〇
年

に
な
る
と
女
性
た
ち
は
、
は
ち
き
れ
る
よ
う
な
笑
顔
で
、
そ
ろ
っ
て
空
を
仰
ぐ
。
そ
の
後
、
年
々
、
と
言
っ
て
も
い
い

く
ら
い
規
則
的
に
女
性
た
ち
は
仰
角
を
下
げ
、
と
同
時
に
少
し
ず
つ
表
情
に
か
た
さ
を
加
え
、
五
五
年
に
は
目
線
は
ほ

ぼ
水
平
に
な
り
、
口
元
に
い
か
に
も
作
ら
れ
た
笑
み
を
浮
か
べ
る
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
そ
う
し

た
図
柄
が
二
点
や
三
点
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
雑
誌
の
種
類
を
変
え
て
み
て
も
、
イ
ラ
ス
ト
で
も
、
グ
ラ
ビ
ア
写

真
の
中
の
女
優
た
ち
も
、
気
味
が
悪
く
な
る
く
ら
い
同
じ
表
情
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
不
思
議
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
女
性
像
の
変
化
は
一
九
五
五
年
で
お
お
む
ね
ス
ト
ッ
プ
し
ま
す
。
六
五
年
に
も

七
五
年
に
も
、
雑
誌
の
中
の
女
性
た
ち
は
五
五
年
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
顔
で
微
笑
み
続
け
ま
し
た
。
七
〇
年
前
後
に
、
先

進
国
に
共
通
の
い
わ
ゆ
る
性
革
命
の
影
響
を
受
け
て
、
未
婚
女
性
向
け
の
雑
誌
を
中
心
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た

が
、
七
五
年
ま
で
に
は
特
に
主
婦
向
け
雑
誌
は
ほ
と
ん
ど
も
と
ど
お
り
の
様
子
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
な
の
で
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す
。
再
び
変
化
に
継
ぐ
変
化
の
、
い
わ
ば
「
イ
メ
ー
ジ
の
実
験
」
の
時
代
が
開
始
さ
れ
た
の
は1
＊

。

　
「
戦
後
」
は
し
ば
し
ば
急
激
な
変
化
の
時
代
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
む
し
ろ
、
あ
る
一
定
期
間
安
定
し
た

構
造
を
保
っ
た
時
代
と
し
て
、
い
う
な
れ
ば
一
つ
の
社
会
体
制
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て

そ
の
前
後
の
、
い
わ
ば
構
造
の
出
現
と
変
容
の
時
期
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
本
書
の
着

想
が
わ
た
し
の
中
に
芽
生
え
た
の
は
、
こ
の
小
さ
な
発
見
を
し
た
と
き
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
着
想
は
さ
ら
に
、
も
っ
と
さ
さ
い
な
日
常
的
な
観
察
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
し
ば
ら
く
、
レ
ト
ロ
だ
の
リ
メ
イ
ク
だ
の
と
い
っ
て
、
一
昔
前
の
音
楽
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
や
ら

巷
に
あ
ふ
れ
る
と
い
う
現
象
が
続
き
ま
し
た
が
、
時
な
ら
ぬ
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
は
、
ど
う
も
や
は
り
一
定
の
時
代

の
も
の
の
よ
う
な
の
で
す
。
ブ
ー
ム
は
た
し
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
世
紀
末
」
あ
た
り
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て

一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
を
経
て
、
や
が
て
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
ブ
ー
ム
へ
。
日
本
で
い
え
ば
、「
サ
ザ
エ
さ
ん
」

や
「
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
」
人
気
に
加
え
て
、
歌
手
山
本
リ
ン
ダ
の
復
活
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
映
画
「A

L-
W

A
Y
S

三
丁
目
の
夕
日
」（
二
〇
〇
五
年
）
あ
た
り
か
ら
の
「
昭
和
」
ブ
ー
ム
。

　

一
般
に
懐
か
し
い
と
い
う
感
情
は
、
た
だ
昔
の
も
の
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
ど
こ
か
で

見
知
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
今
の
自
分
に
何
か
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
人
は
懐
か
し
い
と
感
じ
る
の
で
す
。
か

と
い
っ
て
、
今
と
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
の
で
は
、
た
だ
古
び
て
つ
ま
ら
な
い
だ
け
。
い
う
な
れ
ば
、
今
ま
さ
に
失
わ

れ
か
け
て
い
る
わ
た
し
の
原
点
、
と
い
う
思
い
こ
そ
が
、
懐
か
し
い
と
い
う
感
情
を
喚
起
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
の
拍
手
を
浴
び
て
き
た
の
が
、
日
本
で
い
え
ば
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
な
の
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で
す
。
家
族
と
い
う
面
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
構
造
を
も
っ
た
一
つ
の
過
去
と
し
て
「
こ
の
時
代
」
を

振
り
返
ろ
う
、
今
な
ら
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
は
、
こ
ん
な
「
今
」
を
肌
身
に
感
じ
て
い
る
か
ら
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

◆
家
族
危
機
論
を
こ
え
て

　

し
か
し
た
だ
過
ぎ
ゆ
く
も
の
へ
の
後
ろ
向
き
の
関
心
ば
か
り
で
、
一
冊
の
本
を
書
き
下
ろ
そ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
が
急
激
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
政
府
、
マ
ス
コ
ミ
、
研
究
者
か
ら
一
般

の
人
々
に
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
出
生
率
の
低
下
や
何
や
ら
は
、
日
常
的
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
家
族
は
ど
こ
へ

行
く
の
か
、
二
一
世
紀
の
家
族
は
ど
う
な
る
の
か
、
こ
う
し
た
未
来
へ
の
問
い
に
ぜ
ひ
今
、
答
え
を
与
え
な
く
て
は
と

い
う
思
い
を
み
ん
な
が
つ
の
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
変
化
を
漠
然
と
「
家
族
の
危
機
」
と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
こ
ろ
は
「
こ
の
ご

ろ
の
家
族
は
だ
め
に
な
っ
た
」
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
る
と
、
大
学
の
ク
ラ
ス
で
も
社
会
人
の
集
う
会

合
で
も
、
半
数
を
は
る
か
に
超
え
る
手
が
挙
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
し
た
家
族
危

機
論
の
根
拠
は
ど
の
く
ら
い
確
か
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

マ
ス
コ
ミ
や
世
間
一
般
の
家
族
危
機
感
を
煽
っ
て
き
た
も
の
に
、
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
が
発
表
し
て
き
た
社
会

指
標
（
一
九
七
四
〜
八
四
年
）
や
国
民
生
活
指
標
（
一
九
八
六
〜
九
〇
年
）
が
あ
り
ま
し
た
（
一
九
九
二
〜
九
九
年
は
新
国
民
生
活

指
標
〔
Ｐ
Ｌ
Ｉ
〕、
二
〇
〇
二
〜
〇
五
年
は
暮
ら
し
の
改
革
指
標
〔
Ｌ
Ｒ
Ｉ
〕）。
国
民
生
活
を
「
経
済
的
安
定
」「
環
境
と
安
全
」
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「
健
康
」「
勤
労
生
活
」
な
ど
と
い
っ
た
八
つ
の
生
活
領
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ス
指
標
と
マ
イ
ナ
ス

指
標
の
動
向
を
総
合
し
て
各
領
域
の
状
態
を
評
価
し
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
七
五
年
以
来
、
ほ
と

ん
ど
の
領
域
が
向
上
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
な
か
、
唯
一
「
家
庭
生
活
」
だ
け
は
大
幅
な
悪
化
を
示
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
八
三
年
ま
で
の
低
下
が
深
刻
で
、
プ
レ
ス
発
表
を
受
け
た
マ
ス
コ
ミ
各
社
は
毎
年
毎
年
、

家
族
の
危
機
と
書
き
立
て
ま
し
た
。

　

し
か
し
用
い
ら
れ
た
指
標
を
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
お
か
し
な
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
家
庭
領
域
の
悪
化
に

大
き
く
影
響
し
た
マ
イ
ナ
ス
指
標
の
少
年
非
行
発
生
率
や
小
中
学
校
の
長
期
欠
席
児
童
・
生
徒
割
合
は
、
家
族
の
状
態

だ
け
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
独
居
老
人
数
も
マ
イ
ナ
ス
指
標
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
人
口
学
的
理
由

で
避
け
ら
れ
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
し
、
一
人
暮
ら
し
の
ほ
う
が
気
ま
ま
で
い
い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
も
そ
の
独
居
老
人
数
と
い
う
指
標
を
国
際
比
較
に
も
用
い
た
こ
と
で
、
成
人
し
た
娘
・
息
子
は
原
則
的
に
親
と
別

居
す
る
慣
習
の
欧
米
の
家
庭
生
活
が
低
く
評
価
さ
れ
、
日
本
の
家
族
は
危
機
に
あ
る
が
欧
米
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
だ
健

全
で
あ
る
な
ど
と
い
う
、
見
当
違
い
の
「
常
識
」
が
ま
か
り
と
お
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
国
民
生
活
指
標

は
一
九
九
二
年
か
ら
大
幅
改
訂
さ
れ
、
従
来
の
八
領
域
を
用
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
筆
者
も
一
員
で
あ
っ
た

改
訂
委
員
会
の
ね
ら
い
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
に
つ
い
て
の
誤
解
を
避
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
家
族
に
つ
い
て
の
漠
然
と
し
た
危
機
感
は
、
確
か
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
と
い
う
よ
り
、

人
々
の
意
識
の
底
に
沈
み
込
ん
だ
気
分
の
よ
う
に
、
戦
後
を
通
じ
て
存
在
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同

じ
く
官
庁
の
資
料
、
た
と
え
ば
『
厚
生
白
書
』
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
戦
災
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孤
児
や
母
子
家
庭
な
ど
戦
争
に
起
因
す
る
問
題
と
並
ん
で
、
家
制
度
の
「
解
体
」
か
ら
生
じ
る
戦
後
家
族
の
弱
さ
の
指

摘
が
見
ら
れ
ま
す
。
政
府
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々
も
、
夫
婦
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
「
家
か
ら
の
解
放
」
を
歓
迎
す

る
一
方
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
の
小
津
安
二
郎
監
督
の
「
東
京
物
語
」
な
ど
一
連
の
映
画
に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
漠
然
と
し
た
不
安
を
覚
え
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
「
核
家
族
化
」
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
る
高
度
経
済
成
長
た
け
な
わ
の
時
期
に
な
る
と
、
家
族
制
度
復
活
う
ん
ぬ
ん
が

表
立
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
か
わ
り
核
家
族
の
脆
弱
性
や
、
経
済
成
長
に
よ
る
歪
み
を

指
摘
す
る
論
調
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
資
本
主
義
批
判
に
、「
家
制
度
の
残
滓
」
と
い
う
封
建
遺

制
批
判
を
折
衷
す
る
の
が
、
当
時
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
家
族
論
で
し
た
。

　

さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、「
家
族
解
体
」
と
か
「
家
族
崩
壊
」
と
か
い
う
表
現
が
、
家
族
問
題
を
論
じ
る

と
き
の
決
ま
り
文
句
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
は
や
「
家
」
な
ど
と
い
っ
た
あ
る
特
殊
な
家
族
類
型
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
意
味
で
の
家
族
と
い
う
も
の
が
危
機
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
大
平
正
芳
内
閣
が
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
を
一
つ

の
政
策
課
題
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
流
れ
を
受
け
て
家
族
問
題
を
特
集
し
た
『
国
民
生
活
白
書
（
昭
和
五
八
年
版
）』、
通
称

「
家
族
白
書
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
さ
き
ほ
ど
の
国
民
生
活
指
標
が
家
庭
生
活
領
域
の
悪
化
を
警
告
し
続
け
た
の
も
、
こ

の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

　

戦
後
を
通
じ
て
「
家
族
の
危
機
」
と
い
う
言
説
が
こ
れ
ほ
ど
好
ま
れ
て
き
た
理
由
は
何
か
、
と
問
い
を
立
て
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
思
想
史
的
な
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
家
族
自
体
に
関
心
が
あ
り
、
確
か
な
議
論
の

た
め
の
手
が
か
り
を
つ
か
み
た
い
と
思
う
者
に
と
っ
て
、
こ
の
状
況
は
け
っ
し
て
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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「
家
の
解
体
」
か
ら
「
家
族
解
体
」
へ
と
、
家
族
は
ど
ん
ど
ん
壊
れ
て
衰
弱
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
人
々
の
気
分
は
漫
然

と
連
続
し
て
き
た
も
の
の
、
原
因
論
は
互
い
に
ひ
ど
く
矛
盾
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ど
れ
が
真
実
を
突
い
て
い
た
の
か
、

い
や
、
そ
も
そ
も
家
族
は
本
当
に
危
機
に
あ
る
の
か
、
病
理
的
な
変
化
と
そ
う
で
な
い
変
化
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別
で

き
る
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
基
本
的
な
理
解
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
意
外
な
ほ
ど
手
薄
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

真
に
「
危
機
」
か
ら
脱
出
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
現
象
を
思
い
き
り
突
き
放
し
て
、
遠
く
か

ら
見
つ
め
直
し
て
み
る
作
業
が
不
可
欠
だ
と
わ
た
し
は
信
じ
ま
す
。「
危
機
」
と
か
「
病
理
」
と
か
い
う
と
き
の
、
わ

た
し
た
ち
の
判
断
の
根
拠
を
逆
に
問
い
直
す
と
い
う
よ
う
な
作
業
も
含
め
て
。
必
要
な
の
は
扇
情
的
な
家
族
危
機
論
で

は
な
く
、
冷
静
な
家
族
変
動
論
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
出
発
点
は
わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
過
去
を
見
つ
め
直
す
こ
と
。

一
見
迂
遠
な
よ
う
で
す
が
、
今
わ
た
し
た
ち
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
わ
た

し
た
ち
は
ど
こ
に
い
た
の
か
を
正
確
に
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
二
一
世
紀
家
族
」
を
見
通
す
た
め
に
は
、

「
二
〇
世
紀
家
族
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
明
晰
に
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

◆
本
書
の
構
成

　

と
い
う
わ
け
で
、「
二
一
世
紀
家
族
へ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
た
こ
の
本
の
テ
ー
マ
は
、
一
見
逆
説
的
で
は
あ

り
ま
す
が
、
社
会
学
の
用
語
を
使
っ
て
い
え
ば
、
戦
後
日
本
の
家
族
変
動
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
、

戦
後
の
家
族
の
変
化
を
た
だ
歴
史
的
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
の
理
解
を
未
来
へ
の

展
望
と
し
て
投
射
で
き
る
よ
う
な
、
骨
格
の
は
っ
き
り
し
た
理
論
的
把
握
を
試
み
た
い
の
で
す
。
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章
の
順
序
は
お
お
ま
か
に
は
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
で
は
「
家
族

の
戦
後
体
制
」
と
い
う
考
え
か
た
を
提
案
し
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
、
戦
後
の
あ
る
一
定
期
間
、
比
較
的
安
定
し
た
構
造
を

保
っ
た
時
代
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
代
の
家
族
の
あ
り
か
た
を
こ
う
名
づ
け
て
み
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
「
家
族
の
戦
後
体
制
」
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
成
り
立
ち

を
最
初
の
四
つ
の
章
で
ス
ケ
ッ
チ
し
て
、
次
の
第
5
章
で
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
を
中
間
総
括
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
以

降
の
章
で
は
、
い
っ
た
ん
成
立
し
た
「
家
族
の
戦
後
体
制
」
が
今
度
は
変
容
に
向
か
っ
て
い
く
時
代
を
取
り
扱
い
、
そ

の
過
程
で
生
じ
、
い
わ
ゆ
る
「
家
族
危
機
」
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
「
家
族
問
題
」
を
、
三
つ
の
特

徴
と
の
関
連
で
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
第
10
章
で
は
家
族
が
向
か
っ
て
い
く
方
向
を
可
能
な
限

り
展
望
し
、
第
11
章
と
第
12
章
で
は
初
版
出
版
か
ら
四
半
世
紀
た
っ
た
二
一
世
紀
初
め
の
日
本
家
族
の
現
状
を
本
書
の

理
論
的
枠
組
み
を
用
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

本
書
の
理
論
的
な
軸
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
家
族
の
社
会
史
的
研
究
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
近
代
家
族
論
と
い
う
考
え

か
た
で
す
。
や
は
り
社
会
史
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
歴
史
人
口
学
の
理
論
に
も
多
く
を
負
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
読
み

始
め
て
い
た
だ
け
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
女
性
学
が
培
っ
て
き
た
よ
う
な
「
女
の
視
点
」
も
随
所
に
感
じ
ら
れ
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
の
本
は
も
ち
ろ
ん
女
性
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
の
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
女
子
大

学
で
教
職
に
従
事
し
て
き
た
経
験
か
ら
、
特
に
わ
た
し
よ
り
年
下
の
女
性
た
ち
が
家
族
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
力
に

な
れ
ば
と
、
い
わ
ば
「
妹
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
な
る
よ
う
心
が
け
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
本
の
構
想
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
教
室
や
講
演
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
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方
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
個
人
的
な
相
談
事
を
も
ち
か
け
て
く
だ
さ

っ
た
方
も
少
な
く
な
く
、
わ
た
し
が
み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
貴
重
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
双
方
向
的
な
「
ラ
イ
ブ
感
覚
」
を
な
ん
と
か
再
現
で
き
な
い
も
の
か
と
、
こ
の
本
は
思
い
切
っ
て
会
話
調
で
書

き
下
ろ
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
必
ず
し
も
教
科
書
的
な
平
易
な
解
説
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
通
念
と
は
異

な
る
家
族
の
見
か
た
を
提
案
し
よ
う
と
し
て
い
る
本
書
で
、
そ
う
し
た
文
体
を
用
い
る
の
が
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
章
一
章
が
一
回
完
結
の
連
続
講
座
を
聞
く
よ
う
な
つ
も
り
に
な
っ
て
、
わ
た
し
の
出
す
ク
イ

ズ
の
答
え
を
考
え
た
り
、
共
感
し
た
り
反
発
し
た
り
し
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
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