
中
兼
和
津
次
教
授
に
よ
る
書
評

へ
の
リ
プ
ラ
イ

昨
二
〇
〇
〇
年

一
二
月
に
、
大
阪
経
済
大
学
経
大
学
会
と
同
日
本

経
済
史
研
究
所
が
共
同
開
催
し
た
書
評
会
に
遠
路
来
阪
さ
れ
書
評
を

し
て
頂
い
た
上
に
、
今
回
、
こ
の
よ
う
に

『経
済
史
研
究
』
に
書
評

を
寄
せ
て
頂
い
た
こ
と
に
対
し
、
中
兼
和
津
次
教
授
に
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

拙
著
に
対
す
る
中
兼
教
授
に
よ
る
書
評
に
対
し
て
、
日
本
経
済
史

研
究
所
は

『経
済
史
研
究
』
を
よ
り
有
益
な
議
論
の
場
と
し
て
育
て

て
い
く
た
め
に
、
リ
プ
ラ
イ
を
寄
せ
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
書
評
を

頂
く
こ
と
自
体
が
畏
れ
多
い
こ
と
で
あ
り
、
リ
プ
ラ
イ
を
同
時
掲
載

さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ

っ
た
が
、
研
究
所
の
意
図
を
尊
重

す
る
と
同
時
に
、
稚
拙
で
は
あ
れ
リ
プ
ラ
イ
す
る
こ
と
も
中
兼
教
授

に
対
す
る
礼
と
考
え
、　
一
文
を
寄
せ
る
こ
と
と
し
た
。

山

本

恒

人

中
兼
教
授
の
書
評
論
点
の
う
ち
、
リ
プ
ラ
イ
し
た
い
点
は

「合
理

的
低
賃
金
制
」
と
そ
れ
に
か
か
わ
る

「方
法
」
の
問
題
で
あ
る
が
、

以
上
を
総
合
し
自
分
自
身
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
視
点
か
ら
、
第
二

点
目
に

「都
市

。
農
村
戸
籍
分
離
制
度
」
と

「農
民
工
の
都
市

へ
の

大
量
進
出
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

一

「
合
理
的
低
賃
金
制
」
お
よ
び
研
究

の

方
法
を
め
ぐ

っ
て

中
兼
教
授
は
随
所
で
社
会
主
義
や
労
働
者
に
対
す
る
私
の

「思
い

入
れ
」
や
視
線
を
過
剰
な
ほ
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は

逆
に
私
が
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
。
私
が
思
想
と
し
て
の
社
会
主
義
に

敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
そ
れ
は
そ
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れ
ほ
ど
に
私
の
分
析
に
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
、
文
化
大
革
命
の
お
か
げ
と
言

っ
て

も
良
い
が
、
私
は
中
兼
教
授
と
同
様
に
、
「社
会
を
支
配
す
る
権
力

機
構
と
し
て
の
社
会
主
義
」
（私
の
言
い
方
で
は
国
権
的
社
会
主
義
）

程
度
に
し
か
思

っ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
「中
国
労
働
問
題
に
対
す

る
関
心
の
原
点
が
社
会
主
義
論
」
に
あ

っ
た
と
は
、
と
て
も
言
い
難

い
。
そ
の
点
で
は
、
単
な
る
実
証
の
徒
と
思

っ
て
頂
い
て
結
構
な
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
、
実
証
の
舞
台
か
ら
中
国
の
社
会
主
義

な
る
も
の
を
正
確
に
見
届
け
て
や
ろ
う
程
度
の
気
持
ち
は
あ

っ
た

し
、
今
も
あ
る
。

中
兼
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
労
働

・
賃
金
制
度
史

を
実
証
的
に
分
析
す
る
私
が
最
初
に
ぶ
つ
か
っ
た
未
知
の
問
題
こ

そ
、
中
国
の
低
開
発
的
諸
条
件
＝
二
元
的

（都
市
と
農
村
の
分
断
的
）

構
造
を
反
映
し
、
二
元
的
構
造
克
服
の
意
図
が
託
さ
れ
た

「合
理
的

低
賃
金
制
」
で
あ

っ
た
。
研
究
の
出
発
点
で
、
こ
の
問
題
に
精
力
を

注
い
だ
こ
と
は
、
中
国
の
分
析
に
開
発
経
済
論
の
視
点
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
私
に
思
い
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「あ
と
が
き
」

で
方
法
的
に
は
全
く
異
な
る
石
川
滋
先
生
の
教
え
を
受
け
よ
う
と
押

し
か
け
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
も
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
。
研

究
開
始
時
点
で
は
、
毛
沢
東

（大
躍
進
と
文
化
大
革
命
）
と
劉
少
奇

（第

一
次
五
カ
年
計
画
と

一
九
六
〇
年
代
調
整
期
）
を
社
会
主
義
論
的

に
、
あ
る
い
は
制
度
論
的
に
対
立
さ
せ
、
対
照
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
を

叙
述
す
る
よ
う
な
従
来
の
研
究
は
す
で
に
無
意
味
な
時
代
に
な

っ
て

い
た
と
は
い
え
、
現
象
的
に
は
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
政
策
展
開

が
、
実
は

「合
理
的
低
賃
金
制
」
と
い
う
原
理
的
な
制
度

。
政
策
に

通
貫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
え
た
の
は
開
発
経
済
論
の
視
点
に

支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

開
発
経
済
論
の
視
点
に
止
ま
ら
ず
、
開
発
経
済
論
の
方
法
に
よ
っ

て

「合
理
的
低
賃
金
制
」
の
機
能
と
意
義
を

「
ル
イ
ス
。
モ
デ
ル
」

や

「
ハ
リ
ス
＝
ト
ダ

ロ
。
モ
デ
ル
」
を
援
用
し
て
分
析
を
発
展
さ
せ

た
り
、
さ
ら
に
新
た
な
モ
デ
ル
を
開
発
し
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に

は
賛
成
で
あ
り
、
重
要
な
課
題
だ
と
思
う
。
私
が
終
章
で
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
『合
理
的
低
賃
金
制
』
の
解
体
過
程
に
あ
る
中
国

で
、
労
働
政
策
の
重
要
な
政
策
原
理
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た

『合
理
的

低
賃
金
制
』
が
ま
と
も
に
は
総
括
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
」
り
、
「中

国
に
都
市
と
農
村
の
二
元
的
構
造
が
残
存
す
る
限
り
、
『合
理
的
低

賃
金
制
』
が
格
闘
し
よ
う
と
し
た
現
実
が
な
お
存
在
す
る
わ
け
で
あ

り
、
政
策
的
過
誤
を
犯
さ
な
い
た
め
に
は
そ
の
総
括
を
不
可
欠
と
す

る
と
考
え
る
」
か
ら
で
あ
る

（四
九
八
頁
）。
そ
の
意
味
で
は
、
私

自
身
も

「終
章
」
と

「あ
と
が
き
」
で
宿
題
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
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（五
〇
三
、
五
一
二
頁
）。

し
か
し
、
中
兼
教
授
自
身
が
そ
う
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
モ
デ
ル

研
究
や
計
量
的
方
法
は
前
提
と
し
て
精
密
な
事
実
や
制
度
の
分
析
の

蓄
積
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
優
れ
た
も
の
に
な
り
う
る
。
モ
デ

ル
や
計
量
が
い
か
に
優
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
モ
デ
ル
や
計
量
が
不

可
欠
と
す
る
与
件
が
不
充
分
な
も
の
と
な
れ
ば
生
き
た
実
証
と
は
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
の
研
究
は
理
論
研
究
や

計
量
分
析
に
長
け
た
研
究
者
に
少
な
く
と
も
素
材
を
提
供
し
う
る
も

の
だ
と
信
じ
て
き
た
。

中
兼
教
授
は

「合
理
的
低
賃
金
制
」
を

「
ル
イ
ス
・
モ
デ
ル
」
を

援
用
し
て
解
釈
で
き
る
と
し
て
、
社
会
主
義
計
画
経
済
体
制
で
の

「組
織
化
セ
ク
タ
ー
」
と

「非
組
織
化
セ
ク
タ
ー
」
の
賃
金
率
を
そ

れ
ぞ
れ

↑
じ

↑
じ

と
お
き
、
「組
織
化

セ
ク
タ
ー
」
と

「非
組

織
化
セ
ク
タ
ー
」
の
労
働
の
限
界
生
産
性
を
そ
れ
ぞ
れ

（〓
”
Ｆ
）、

（〓
蜀
Ｆ
）
と
お
き
、
そ
の
相
互
関
係

〓
”
ｒ
∨
〓
▼

ヨ
”
が

天
口
理

的
低
賃
金
制
」
に
お
け
る
相
互
関
係
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
先

ず
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
私
が

「合
理
的
低
賃
金
制
」
は

「低

い
■
”
に
合
わ
せ
る
た
め
に

『合
理

的
に
』
■

を
低
く
設
定
し
た
」
と
主
張
し
た
が
、
中
兼
教
授

は

「
と

い
う
よ
り
も
、
組
織
化

セ
ク
タ
ー
の
労
働

の
限
界
生
産
性

（〓
「
ｒ
じ

よ
り
も
低
く
す
る
た
め
に
そ
の
賃
金
率

ヨ
中
を
設
定
し
た

の
が

『合
理
的
低
賃
金
制
』
の
主
た
る
狙
い
で
あ

っ
た
。
も
っ
と
極

端
に
言
え
ば
、
ヨ
▼

ヨ
”
に
な
る
よ
う
に
く
”
を
設
定
し
た
の
で
あ

る
」
と
、
私
に
批
判
的
で
あ
る
。
中
兼
教
授
に
と
っ
て
は
、
「
工
業

部
門
の
高
蓄
積
を
保
障
す
る
た
め
の
低
い
賃
金
、
そ
れ
を
可
能
に
す

る
た
め
の
安
い
農
産
物
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
安
い
農
業

部
門
の
賃
金
が
必
要
で
あ

っ
た
」
と
い
う
序
列
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
よ
く
理
解
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
兼
教
授
は
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
中
国
経
済
に
関
す
る
優
れ
た
実
証
、
理
論
の
分
析
書

『中

国
経
済
論
―
―
農
工
関
係
の
政
治
経
済
学
』
等
に
お
い
て
、
中
国
で

の
通
説
で
も
あ
り
、
ま
た
私
も
強
調
し
た
農
工
間
の
価
値
移
転
あ
る

い
は
不
等
価
交
換
、
い
い
か
え
れ
ば

「組
織
化
セ
ク
タ
ー
」
に
よ
る

「非
組
織
化
セ
ク
タ
ー
」
に
対
す
る
収
奪
は
な
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
、

そ
う
で
は
な
く
、
上
の
序
列

こ
そ
、
と
り
わ
け

「組
織
化

セ
ク

タ
ー
」
の
低
賃
金
こ
そ

「組
織
化
セ
ク
タ
ー
」
の
強
蓄
積
の
源
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に

「合
理
的
低
賃
金
制
」
は

「〓
▼

〓
”
に
な
る
よ
う
に
ヨ
“
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
」
と
強
調

さ
れ
て
い
る
点
に
、
中
兼
教
授
の
こ
だ
わ
り
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
か
つ
て
私
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
に
は
中
兼
教
授
に
よ

る
序
列
形
成
は
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
え
て
仕
方
が
な
い

（上
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原

一
慶
『現
代
中
国
の
変
革
―
―
社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
変
容
』

世
界
思
想
社
、　
一
九
九
四
年
、
第
二
章
の
七
五
―
八
〇
頁
）。
私
は
た
し

か
に

「合
理
的
低
賃
金
制
」
は

「低

い
ヨ
”
に
合
わ
せ
る
た
め
に

『合
理
的
に
』
ヨ
】
を
低
く
設
定
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

中
兼
教
授
は
、
先
ず

〓
”
ｒ
∨
ヨ
】
に
つ
い
て
十
分
に
は
証
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
次

い
で
〓
「
ｒ
∨
■
い
を
実
現
し
た
と
言
わ
れ
る

「合

理
的
低
賃
金
制
」
の
前
の
時
期
に
、
例
え
ば
第

一
次
五
カ
年
計
画
期

に
は
〓
蜀
口

と
ヨ
【
の
関
係
が
ど
う
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
も
あ
い

ま
い
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
与
件
設
定
で
し
か
な
い
と
私
に
は

思
わ
れ
る
。

私
は
何
も
こ
こ
で
そ
の
決
着
を
つ
け
た
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
い
ず
れ
、
中
国
内
外
の
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
く

問
題
で
あ
る
。
「
モ
デ
ル
」
的
方
法
や
計
量
的
方
法
の
発
展
を
重
視

も
す
る
し
、
こ
れ
か
ら
は
中
国
研
究
も
こ
う
し
た
国
際
的
な
レ
ベ
ル

の
方
法
に
よ

っ
て
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
確
信
も
す
る
が
、
そ
れ
が

唯

一
学
問
的
な
方
法
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
余
り
意
味
が
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
論
的
分
析
が
よ
り
優
れ

て
い
る
と
か
、
ま
し
て
や
私
が
充
全
な
制
度
論
的
分
析
を
や
り
遂
げ

た
な
ど
と
は
露
ほ
ど
も
思

っ
て
は
い
な
い
。

一
一

「
都
市

・
農
村
戸
籍
分
離
制
度
」
と
農
民
工

の

大
量
進
出

の
関
係

に

つ
い
て

中
兼
教
授
は
、
「毛
沢
東
時
代
の

『合
理
的
低
賃
金
制
』
…
…
と

現
代
の
労
働
市
場
と
を
対
比
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
都
市

へ
の
労
働

移
動
と
農
民
工

・
『正
規
工
』
関
係
こ
そ
が
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
、
そ
し
て
、
労
働
者
の
労
働
権
と
並
ん
で
、
「あ
る
い
は
彼

ら
以
上
に
無
権
利
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
農
民
労
働
者
の
問
題
を

取
り
上
げ
る
方
が
、
少
な
く
と
も
本
書
の
研
究
対
象
と
し
て
重
要
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
「戸
籍

全
戸
ロ
ン

制
度
に
よ
っ
て
都
市
と
農

村
の
労
働
市
場
が
分
断
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
労
働
経
済
分
析
で
重
視

す
べ
き
で
あ
る
と
の
視
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
都

市
と
農
村
の
制
度
的
分
断
は
、
私
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国

の
低
開
発
的
条
件
に
迫
ら
れ
て

「合
理
的
低
賃
金
制
」
が
経
済
的
側

面
か
ら
労
働
編
成
を
二
元
的
に
再
編
し
た
の
に
対
応
し
て
、
二
元
構

造
を
政
治
的

・
社
会
的
側
面
か
ら
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
拙
著

の
第

一
部
で
の
分
析
機
軸
で
あ
る

「合
理
的
低
賃
金
制
」
と
表
裏
を

な
す
問
題
で
あ
る
。
第
二
部
の
分
析
で
は
、
改
革

。
開
放
政
策
下
の

労
働
経
済
が

「合
理
的
低
賃
金
制
」
を
ど
の
よ
う
に
改
変
し
て
い
く

の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
中
心
課
題
で
あ

っ
た
か
ら
、
当
然
、
「戸



籍

企
戸
口
ご

制
度
に
も

一
貫
し
て
関
心
が
払
わ
れ
て
き
た
。
中
兼

教
授
は
、
む
し
ろ
拙
著
が

「都
市

。
農
村
戸
籍
分
離
制
度
は
な
お
存

在
し
て
い
る
が
、
…
…
出
稼
ぎ
労
働

（民
工
）
を
始
め
と
す
る
農
民

の
大
量
移
動
は
そ
れ
を
形
骸
化
し
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
こ
と
に

ご
不
満
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い

（三
昼
二
、
五
〇

一
頁
）。
拙
著
が

こ
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
の
は
、
農
民
の
都
市

へ
の
大
量
進
出

に
対
す
る
都
市
側
の
政
策
に
、
か
つ
て
の
移
動
禁
止

・
排
除
か
ら
制

限
的
受
容

（「都
市
の
受
け
入
れ
能
力
に
応
じ
た
適
正
移
動
の
促
進
し

へ
の
本
質
的
な
政
策
転
換
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

（四
三
〇

―
四
三
二
頁
）。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
終
章

。
第
二
節

「第

一
部

・
第
二

部
の
分
析
の
総
括
」
に
お
い
て
、
こ
の
本
質
的
変
化
を

「中
国
に
お

け
る
市
民
的
自
由
の
確
立
に
向
か
っ
て
の

一
歩
前
進
で
あ
る
」
（五

〇
一
頁
）
と
総
括
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
終
章

。
第
二
節
で
中
国

の
労
働
市
場
を
展
望
す
る
に
あ
た

っ
て
、
前
言
を
敷
行
し
つ
つ

「現

在
解
除
さ
れ
つ
つ
あ
る
労
働
者
階
級
の
既
得
権

・
特
権
は
、
農
村
と

切
断
さ
れ
た
都
市

（中
央
集
権
的
）
社
会
主
義
計
画
経
済
の
蓄
積
構

造
の
も
と
で
、
農
民
に
犠
牲
と
貧
困
を
強
い
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
過
程
は
、
徐
々
に
徐
々
に
進
行
す
る
市
民

的
平
等
の
実
現
、
言
い
換
え
れ
ば
労
働
者
階
級
と
農
民
の
融
和
過
程

な
の
で
あ
る
」
盆

〇
三
頁
）
と
述

べ
、
二
元
的
構
造
克
服
の
展
望

を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た

「本
質
的
変
化
」
に
つ
い
て
、
中
兼
教
授
の
文
意
に

沿

っ
て
分
か
り
易
く
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
農
民
工
が
都
市
に
出
て

都
市
企
業
の

「搾
取
」
を
受
け
て
い
る
の
は
農
民
と
農
村
そ
れ
自
体

に
と
っ
て
利
益
に
適
う
こ
と
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
国
の
五
〇
年

史
に
お
い
て
歴
史
的
進
歩
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
市
に
進

出
し
て
い
る
農
民
工
の
総
数
を
あ
ら
た
め
て
示
す
と
、
次
頁
の
【表
】

の
よ
う
に
膨
大
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
都
市
の
就
業
構

造
は
【図
】
の
よ
う
に
従
来
の
も
の
と
は

一
変
し
て
し
ま
っ
て
い
る

（表

。
図
と
も
近
刊
の
中
国
研
究
所
編

『中
国
年
鑑
上
一〇
〇

一
』
参
照
）。

国
有
企
業
は
毎
年
六
〇
〇
万
人
を
上
回
る
労
働
者
を
自
社

へ
の
復
帰

可
能
な
レ
イ
オ
フ
と
し
て
で
は
な
く
、
終
身
雇
用
か
ら
完
全
に
排
除

す
る
目
的
を
も
っ
て
リ
ス
ト
ラ
し
て
い
る
が
、
逆
に
農
民
工
総
数
五

四
〇
〇
万
人
の

一
九
％
、　
一
〇
五
〇
万
人

（推
定
値
）
の
農
民
工
を

国
有
企
業
内
に
吸
収
し
て
い
る
の
で
あ
る

（詳
細
は
、
拙
論

「中
国

の
私
営
経
済
領
域
に
お
け
登
雇
用
と
保
障
」
日
中
経
済
協
会
編

『急
成

長
す
る
中
国
の
私
営
企
業
』
第
五
章
、
日
中
経
済
協
会
、
二
〇
〇

一
年
三

月
、
お
よ
び

「動
向

。
労
働
」
前
掲

「中
国
年
鑑

。
二
〇
〇

一
』
を
参

照
）。
こ
れ
ら
農
民
工
が
国
有
企
業
を
始
め
と
す
る
都
市
の
職
場
で

得
る
知
識

・
技
能

・
技
術
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
か
れ
ら
が
得
る
賃
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【表】都市に進出する農民工

年度 総数 (万人 ) 都市の就業者に占める割合 (%)

367

1,886

1,746

2,265

2,500

4,760

5.438

29
113
91

11 4

12 4

23 0

25 9

金
は
低
賃
金
で
は
あ

っ
て
も
、
か
れ
ら
と
か
れ
ら
の
出
身
農
村
を
確

実
に
潤
し
て
い
る
。
都
市
の
企
業
が
か
れ
ら
を
雇
用
す
る
最
大
の
メ

リ
ッ
ト
は
賃
金
外
労
務
経
費

（福
利
・厚
生
支
出
）
を
必
要
と
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
農
民
工
に
と

っ
て
確
か
に
不
利

で
あ

り
、
生
命
や
身
体
上
の
リ
ス
ク
を
す
ら
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に

言
え
ば
彼
ら
の
競
争
力
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
再
び
強

ま
り
始
め
て
い
る
地
方
政
府
に
よ
る
農
民
工
雇
用
規
制
の
非
合
理

性

・
非
経
済
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
都
市
労
働
者
と
農
民
工
と
の
競
合

問
題
を
経
済
学
的
に
、
政
策
的
に
本
格
的
に
検
討
す
る
議
論
が
出
始

め
て
い
る
の
で
あ
る

（序
章
四
二
―
四
七
頁
）。
拙
著
の
締
め
く
く
り

に
、
終
章
で

「現
代
労
働
市
場
の
展
望
―
二
元
的
構
造
克
服
の
課

題
」
と
題
し
て
こ
の
議
論
を
紹
介
し
、
経
済
学
的
な
問
題
提
起
で
は

あ
る
が
、
「都
市
の
社
会
保
障
水
準
を
引
き
下
げ
る
」
こ
と
を
も
っ

て
農
民
工
と
の
競
争
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
議
論
は

「合
理
的
低
賃

金
制
」
時
代
の

「下
方
に
シ
フ
ト
さ
れ
た
平
等
」
の
変
種
で
あ
る
と

し
て
批
判
し
、
政
策
提
言
を
行

っ
た
所
以
で
も
あ
る

（五
〇
三
―
五

〇
七
頁
）。

私
は
中
国
の
労
働
者
階
級
を
総
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
努
め
、

労
働
者
の
疎
外
さ
れ
た
状
態
に
も
メ
ス
を
入
れ
て
き
た
が
、
同
時
に

労
働
者
階
級
総
体
に
よ
っ
て
農
民
が
収
奪
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
常
に

視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
量
リ
ス
ト
ラ
に
直

面
し
て
い
る
労
働
者
階
級
が
重
大
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を

十
分
に
認
め
た
上
で
、
「労
働
者
階
級
に
冷
た
い
と
い
う
謗
り
」

（五
〇
三
頁
）
を
甘
受
し
て
で
も
、
農
民
工
の
都
市

へ
の
大
量
進
出

を
歴
史
的
進
歩
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
「都
市

・
農
村
戸
籍
分
離

制
度
」
は
実
体
的
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
る
。
現
行
戸
籍
制
度
の
制
度

的

。
法
的
解
消
に
つ
い
て
は
、　
一
九
九

一
年
以
来
地
方
で
実
験
的
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
解
消
の
程
度
の

【図】都市の就業構造 (1999年 )
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大
小
と
労
働
市
場
の
成
熟
度

（あ
る
い
は
未
成
熟
度
）
を
正
確
に
究

明
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
で
に
二
元
的
構

造
を
政
治
的
、
社
会
的
に
支
え
て
き
た

「都
市
・
農
村
戸
籍
分
離
制

度
」
は
解
消
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
正
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

以
上
、
私
な
り
の
考
え
を
書
か
せ
て
頂
い
た
が
、
御
指
摘
に
お
答

え
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
や
は
り
研
究
は

も
っ
と
早
く
世
に
問
い
、
異
な
る
方
法
、
視
点
か
ら
の
有
意
義
な
批

判
に
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
あ
ら
た

め
て
中
兼
和
津
次
教
．授
に
感
謝
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
諸
欠
陥
を
是

正
す
べ
く
努
め
て
い
き
た
い
。　
　
　
　
　
　
含
一〇
〇

一
年
二
月
）

（や
ま
も
と
　
つ
ね
と
・
大
阪
経
済
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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