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特
集

日
本
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来

　
１
　「
脱
欧
入
亜
」
す
る
日
本
？

　
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
（IN

A
LC

O

）
の
ベ
ル
ナ
ー

ル
・
ト
マ
ン
氏
が
、
近
著
﹃
日
本
の
福
祉
国
家
の
誕
生
（La naissance de l’État 

social japonais

）』（T
hom

ann 2015

）
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
お
り
、
気
に
な
る

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
成
立
を
、
資
料

に
よ
り
丁
寧
に
跡
付
け
た
こ
の
研
究
を
志
し
た
の
は
、
今
日
の
福
祉
国
家
研
究

の
主
流
が
「
日
本
の
福
祉
国
家
建
設
は
第
二
次
大
戦
後
に
始
ま
っ
た
」
と
当
た

り
前
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
に
疑
問
を
感
じ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
そ
う
い
え

ば
、
ア
ジ
ア
諸
国
を
「
儒
教
的
福
祉
国
家
」
と
い
う
よ
う
な
ラ
ベ
ル
で
一
括
り

に
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
福
祉
建
設
に
着
手
し
た
韓
国
、
台
湾
な
ど
に

少
し
だ
け
先
行
す
る
事
例
と
し
て
日
本
を
扱
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
戦
前
の

日
本
の
社
会
政
策
が
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
較
可
能
な
程
度
に
発

達
を
遂
げ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
忘
れ
ら
れ
た
か
の
よ
う
だ
︒
日
本
の
研
究
者

が
看
過
し
て
い
る
う
ち
に
、
歴
史
的
事
実
さ
え
軽
視
す
る
よ
う
な
日
本
の
再
定

義
が
進
行
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
世
界
の
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
︒

　
福
祉
国
家
研
究
ば
か
り
で
は
な
い
︒
経
済
発
展
に
つ
い
て
も
一
九
八
〇
年
代

の
ア
ジ
ア
経
済
の
成
長
を
「
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
と
呼
び
、
そ
の
主
役
と
な
っ
た

香
港
、
韓
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
か
つ
て
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
と
言
わ
れ
た
）
を

「
四
頭
の
虎
」
と
称
す
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
高
度
成
長
を
経
験
し
た
日
本

を
「
も
う
一
頭
の
虎
」
と
呼
ん
で
一
絡
げ
に
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
戦
前
に
は
独

伊
と
組
ん
で
曲
が
り
な
り
に
も
世
界
シ
ス
テ
ム
の
覇
権
に
「
挑
戦
」
し
、「
四

日
本
研
究
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
に
埋
め
直
す

―
―
「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
の
再
定
義
―
―

落
合
恵
美
子
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頭
の
虎
」
の
一
部
を
植
民
地
に
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
昔
の
こ
と
は
忘
れ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
︒

　
近
年
、
日
本
研
究
の
専
門
家
で
は
な
く
と
も
、
経
済
学
や
福
祉
国
家
研
究
な

ど
を
専
門
と
す
る
社
会
科
学
者
が
、
国
際
比
較
の
一
環
と
し
て
日
本
や
他
の
ア

ジ
ア
諸
国
を
研
究
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
︒
そ
の
こ
と
自
体
は
有

徴
（
し
る
し
つ
き
）
の
「
地
域
研
究
」
か
ら
の
脱
却
と
い
う
好
ま
し
い
現
象
だ

と
は
思
う
が
、
対
象
と
す
る
国
や
地
域
に
つ
い
て
の
基
本
的
事
実
も
知
ら
ぬ
ま

ま
、
枠
組
が
独
り
歩
き
す
る
危
険
も
増
し
た
と
い
う
こ
と
を
気
に
留
め
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
︒

　
少
し
前
か
ら
、
わ
た
し
は
、
日
本
の
現
状
を
「
脱
欧
入
亜
」
と
捉
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
試
論
を
発
表
し
て
い
る
（O

chiai 2010 , 2014

）︒
仮
に

地
理
的
に
は
も
と
か
ら
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も（

1
）

、
観
念
の
世
界
地
図
の
中
で
、

福
沢
諭
吉
の
「
脱
亜
入
欧
」
を
裏
返
し
に
す
る
よ
う
に
、「
日
本
」
は
「
ア
ジ

ア
」
に
呑
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
背
景
に
は
言
う
ま

で
も
な
く
二
十
世
紀
末
か
ら
の
現
実
の
世
界
経
済
に
お
け
る
新
興
国
の
台
頭
が

あ
る
︒
現
実
の
世
界
の
変
化
が
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
変
化
さ
せ
、
そ
の
中

で
の
日
本
の
位
置
付
け
も
変
化
す
る
（
図
１
）︒「
ア
ジ
ア
」
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が

急
速
に
拡
大
し
て
い
る
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
の
中
で
、「
日
本
」
を
い

か
に
再
定
義
す
る
か
、
と
り
わ
け
「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
と
の
関
係
を
い
か

に
語
り
直
す
か
が
、
現
在
の
日
本
研
究
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
課
題
で
あ
ろ

う
︒

　
日
本
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
日
本
認
識
」（
お
よ
び
そ
れ
と
連
動
し
た
「
ア
ジ

ア
認
識
」「
世
界
認
識
」）
は
、
日
本
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
自
己
認
識
」（
と
自

己
を
包
む
国
際
環
境
の
認
識
）、
他
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
他
者
認
識
」（
と
自
他

を
包
む
国
際
環
境
の
認
識
）
と
な
っ
て
、
現
実
世
界
で
の
次
の
一
手
を
左
右
す

る
（
図
１
）︒
日
本
や
日
本
人
は
、
明
ら
か
な
転
機
で
あ
る
現
在
を
ど
の
よ
う

に
し
て
越
え
て
、
明
日
の
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
ゆ

け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
未
来
に
陰
に
陽
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
重
責

を
日
本
研
究
は
担
っ
て
い
る
︒
こ
の
重
責
を
果
た
す
に
は
、「
日
本
だ
け
に
視
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図１　現実と観念の世界地図
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野
を
限
っ
て
い
て
は
日
本
研
究
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

２
　「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
の
狭
間
で

　
そ
も
そ
も
日
本
は
ア
ジ
ア
の
一
部
、
日
本
研
究
は
ア
ジ
ア
研
究
の
一
分
野
、

と
す
っ
き
り
と
信
じ
て
い
る
方
に
は
、
前
節
で
何
に
拘
泥
し
て
い
る
の
か
分
か

り
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
の
日
本
研
究
機
関
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
は
世
界
の
一
六
五
五
機
関
が
登
録
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
七
年
二
月
現
在
）︒

う
ち
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三
五
〇
機
関
は
機
関
名
に
「A

sia

」
と
い
う

単
語
を
含
ん
で
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
限
る
と
、
五
七
九
機
関
の
う
ち

三
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
八
二
機
関
は
「A
sia

」
を
名
称
に
掲
げ
て
い
る（

2
）

︒
大
雑

把
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
世
界
の
日
本
研
究
の
五
分
の
一
は
ア
ジ
ア
研
究
の

一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
三
分
の

一
に
高
ま
る
︒
こ
れ
ら
の
機
関
で
は
「
日
本
」
は
初
め
か
ら
「
ア
ジ
ア
」
の
一

部
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒「A

sia

」
の
み
で
な
く
「E

ast

」
と
「O

rient

」

も
検
索
語
に
加
え
る
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
機
関
名
称
に
含
む

も
の
は
世
界
で
四
六
二
機
関
、
す
な
わ
ち
全
体
の
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
︒

　
し
か
し
、
当
の
日
本
に
お
い
て
は
事
情
が
違
っ
て
い
る
︒
現
在
の
日
本
の
大

学
や
研
究
機
関
で
日
本
史
や
日
本
文
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
研
究
者
に

「
あ
な
た
は
ア
ジ
ア
研
究
を
し
て
い
ま
す
か
」
と
問
え
ば
、「
い
い
え
、
ア
ジ
ア

に
つ
い
て
は
疎
く
て
」
な
ど
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒
研
究
者
ば

か
り
で
は
な
い
︒
猪
口
孝
が
代
表
を
務
め
る
「
ア
ジ
ア
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」
の

二
〇
〇
三
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
般
の
日
本
人
の
う
ち
「
自
分
は
ア
ジ
ア
人

で
あ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
の
は
一
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に

す
ぎ
ず
、
韓
国
の
七
一
・
パ
ー
セ
ン
ト
、
タ
イ
の
六
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ベ

ト
ナ
ム
の
八
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
七
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
六
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
な
ど
に
比
べ
て
明
ら
か
に
少
な
い（

3
）

︒

同
調
査
で
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
も
そ
れ
ぞ
れ
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
一
・
四

パ
ー
セ
ン
ト
と
ア
ジ
ア
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
弱
い
の
で
、
大
国
意
識
を
も

つ
国
民
は
国
家
を
超
え
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
も
立
て
ら
れ
る
が
、
歴
史
的
背
景
を
た
ど
る
と
は
る
か
に
複
雑
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
浮
か
び
上
が
る
︒

　
韓
国
の
歴
史
学
者
の
イ
ム
・
ジ
ヒ
ョ
ン
（
林
志
弦Jie-H

yun Lim

）
は
、「
東

ア
ジ
ア
の
﹃
西
洋
史
学
』」
と
題
し
た
二
〇
一
三
年
の
日
本
西
洋
史
学
会
大
会

の
基
調
講
演
で
日
本
と
朝
鮮
の
歴
史
学
の
発
展
史
を
た
ど
り
、「
西
洋
史
」「
東

洋
史
」「
日
本
史
」
と
い
っ
た
見
慣
れ
た
三
分
法
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出

さ
れ
た
か
を
鮮
や
か
に
解
き
明
か
し
て
く
れ
た
（
イ
ム
　
二
〇
一
五
）︒
順
序
は

「
ま
ず
世
界
史
、
そ
の
あ
と
に
国
民
史
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
イ

ム
は
言
う
︒
日
本
の
最
初
の
国
民
史
の
教
科
書
は
「
西
洋
の
読
者
」
を
想
定
し

て
書
か
れ
た
そ
う
だ
︒
国
民
史
は
西
洋
を
中
心
と
し
た
世
界
史
の
中
で
理
解
さ



88

特集   日本研究の過去・現在・未来

れ
る
よ
う
に
自
国
を
位
置
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
世
界
史
と
の
「
共
犯

関
係
」
の
中
で
創
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
に
お
い
て
し
か
、
あ
る
国
／
社
会
を
定
義
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒

　
し
か
し
そ
の
結
果
、「
日
本
の
歴
史
家
た
ち
は
、
日
本
が
︹
︙
︙
︺
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、︹
遅
れ
た
︺
オ
リ
エ
ン
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
」︒「
こ
う
し
た
予
期
せ
ぬ
自
己
の
オ

リ
エ
ン
ト
化
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
」
日
本
の
近
代
史
学
が
と
っ
た
戦
略
は
「
自

分
自
身
に
と
っ
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
を
ア
ジ
ア
の
隣
人
た
ち
か
ら
創
り
出
す
こ
と

で
あ
っ
た
」︒「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
日
本
版
と
し
て
、「
東
洋
史
」
が
成
立

し
た
」︒
す
な
わ
ち
「
地
域
史
と
し
て
の
東
洋
史
は
、
国
民
史
と
世
界
史
の
あ

い
だ
を
仲
介
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」︒
ち
ょ
う
ど
日
露
戦
争
に
お
け
る
勝

利
を
受
け
、
歴
史
教
育
は
国
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
に
三
分
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒「
日
本
を
脱
ア
ジ
ア
化
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
す
る
と
い
う
高
貴
な
夢
は
、

︹
︙
︙
︺
三
辺
か
ら
な
る
言
説
上
の
共
犯
関
係
に
よ
っ
て
、
申
し
分
の
な
い
か

た
ち
で
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
一
五
―
一
六

頁
）︒

　
で
は
、
朝
鮮
に
あ
っ
て
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
︒
朝
鮮
で
も
、
ま
ず
世
界
史

が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒
し
か
し
、「
朝
鮮
に
お
け
る
国
民
的
自
己
認
識
に

は
、
自
分
以
外
に
、
中
国
と
日
本
が
鍵
を
握
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
存
在
し
て

い
た
」（
一
七
頁
）︒「
朝
鮮
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
西
洋
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
を

も
っ
た
世
界
史
は
、
伝
統
的
な
中
国
中
心
の
世
界
秩
序
が
解
体
さ
れ
て
、
東
ア

ジ
ア
が
新
し
い
国
際
秩
序
の
な
か
に
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
告

げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
一
七
頁
）︒
し
か
し
そ
の
結
果
は
「
伝
統
的
な

中
華
主
義
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
置
き
か
え
る
」
こ
と
だ
っ
た
︒
し
か
も

「
朝
鮮
の
歴
史
的
言
説
に
お
い
て
は
、
日
本
は
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
仮
想

的
な
西
洋
を
意
味
し
て
い
た
」（
一
八
頁
）︒
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
た
日
本
は
、

「
京
城
帝
国
大
学
を
東
洋
史
の
中
心
と
す
る
構
想
」
を
掲
げ
、
同
大
学
の
史
学

科
は
国
史
（
日
本
史
）、
朝
鮮
史
、
東
洋
史
の
三
専
攻
と
さ
れ
、
西
洋
史
専
攻

は
置
か
れ
な
か
っ
た
（
二
〇
頁
）︒
朝
鮮
は
日
本
を
仮
想
的
な
西
洋
と
見
て
、

日
本
は
朝
鮮
を
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
す
る
と
い
う
、
縮
小
さ
れ
た

「
共
犯
関
係
」
が
再
生
産
さ
れ
た
︒

　
し
か
し
同
時
期
の
日
本
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
対
抗
し
て
ア
ジ
ア

の
連
帯
を
打
ち
出
す
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
の
思
潮
も
強
か
っ
た
こ
と
を
、
イ
ム

は
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
（
一
三
頁
）︒「
帝
国
時
代
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
的

な
言
説
の
一
つ
の
明
ら
か
な
特
徴
は
、
汎
ア
ジ
ア
主
義
と
日
本
的
な
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（
一
八
頁
）︒
汎
ア
ジ
ア
主
義
は

「
反
西
洋
的
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」（
一
三
頁
）
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
日

米
開
戦
に
よ
り
「
西
洋
に
対
す
る
戦
争
」
が
始
ま
る
と
、「
近
代
の
超
克
」
の

知
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
︒
こ
の
文
脈
で
は
「
日
本
」
は

「
ア
ジ
ア
」
や
「
東
洋
」
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「
日
本
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
ア
ジ
ア
文
明
」」（
二
〇
頁
）
な
の
で
あ
る
︒
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「
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
理
想
は
、
朝
鮮
の
啓
蒙
的
な
知
識
人
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ

た
」
が
、
朝
鮮
の
保
護
国
化
に
よ
り
日
本
が
ア
ジ
ア
の
連
帯
の
理
想
を
裏
切
る

と
、「
汎
ア
ジ
ア
主
義
は
、
日
本
の
植
民
地
主
義
を
批
判
す
る
武
器
と
な
っ
た
」

（
一
八
頁
）︒

　「
東
洋
」
に
お
い
て
は
「
西
洋
」
を
代
表
し
、「
西
洋
」
に
対
し
て
は
と
き
に

「
東
洋
」
を
代
表
し
て
み
せ
る
―
―
日
本
の
こ
の
独
特
の
位
置
取
り
は
敗
戦
後

も
維
持
さ
れ
た
︒
ア
メ
リ
カ
発
の
近
代
化
論
が
世
界
を
席
巻
し
た
一
九
六
〇
年

代
、
日
本
は
理
論
通
り
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
型
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
優
等
生

と
し
て
扱
わ
れ
た
（
苅
谷
　
二
〇
一
六
）︒
た
だ
し
ア
メ
リ
カ
を
手
本
に
し
た

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
で
あ
る
以
上
、
話
は
戦
後
に
始
ま
る
も
の
と
し
て
単
純
化
さ

れ
た
︒
ア
メ
リ
カ
に
刃
向
っ
た
戦
前
の
日
本
は
「
失
敗
し
た
近
代
」
と
し
て
視

野
の
外
に
置
か
れ
た
︒
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
な
現
代
の
社
会
科
学
に
お
け
る
戦

前
の
日
本
の
看
過
は
、
こ
の
あ
た
り
を
一
つ
の
淵
源
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
他

方
、
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
的
経
営
論
は
、
日
本
の
文
化
的
異
質
性
を
強
調
し

て
み
せ
た
︒
戦
前
と
戦
後
を
通
じ
て
、
日
本
は
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
の
狭
間

に
あ
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
、
時
期
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
文
脈
に
よ
っ
て

軸
足
を
変
え
て
き
た
︒

　
で
は
、
現
在
の
日
本
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
経
験
し
て
き
た

よ
う
な
軸
足
の
変
更
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
、
よ
り
大
き
な
変
化
な
の
だ

ろ
う
か
︒
わ
た
し
は
後
者
の
方
だ
と
考
え
る
︒

　
　
　３

　「
圧
縮
近
代
」
と
「
半
圧
縮
近
代
」

　
日
本
の
独
特
の
位
置
は
観
念
の
中
だ
け
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
︒
経
済
力
、

軍
事
力
、
科
学
力
な
ど
の
実
体
的
な
根
拠
も
伴
っ
て
い
た
︒
ま
ず
経
済
力
に
つ

い
て
見
る
と
、
ア
ジ
ア
の
中
で
の
日
本
の
圧
倒
的
優
位
は
近
代
の
開
始
時
点
か

ら
約
束
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
武
藤
（
二
〇
〇
九
）
は
、
日
清
戦
争
前

に
は
、
経
済
力
で
も
軍
事
力
で
も
日
本
よ
り
優
位
に
あ
っ
た
中
国
に
東
洋
の
中

心
的
市
場
の
座
を
占
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
あ
っ
た
と
言
う
︒
日

本
の
優
位
は
、
経
済
外
的
な
手
段
を
使
っ
て
中
国
を
叩
き
、
よ
う
や
く
手
に
し

た
も
の
で
あ
っ
た
︒
中
国
脅
威
論
は
中
国
停
滞
論
に
置
き
換
え
ら
れ
、
イ
ム
が

描
い
た
三
分
類
の
世
界
観
が
作
ら
れ
た
︒
戦
後
に
な
る
と
、
一
九
五
〇
年
時
点

の
日
本
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
合
衆
国
の
五
分
の
一
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

高
度
成
長
が
起
こ
り
、
一
九
七
〇
年
時
点
で
英
国
な
ど
西
欧
諸
国
に
追
い
つ
き
、

韓
国
の
五
倍
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
二
倍
と
な
っ
た
（
図
2
）︒「
西
洋
」
と
「
東

洋
」
の
狭
間
に
あ
る
日
本
、「
東
洋
」
の
中
の
「
西
洋
」
と
し
て
の
日
本
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
現
実
が
、
戦
後
も
長
く
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し

か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
ア
ジ
ア
の
首
位
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
明
け
渡

し
、
二
〇
一
〇
年
代
に
は
韓
国
も
迫
っ
て
き
た
︒
二
〇
一
五
年
の
韓
国
の
一
人

当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
の
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
肉
薄
し
て
い
る
︒

　
産
業
化
が
経
済
面
で
の
近
代
へ
の
離
陸
で
あ
る
と
す
る
と
、
人
口
学
的
離
陸
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は
人
口
転
換
と
呼
ば
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
多
産
多
死
か
ら
少
産
少
死
へ
の
転
換
で

あ
る
︒
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
が
﹃︿
子
供
﹀
の
誕
生
』（
一
九
六
〇
年
）
で

描
い
て
い
る
よ
う
な
近
代
家
族
に
よ
る
人
間
の
生
産
が
社
会
の
全
階
層
に
広

が
っ
た
と
き
、
人
口
転
換
は
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
落
合
　
二
〇
一
三
ａ
）︒

図
3
に
人
口
転
換
の
一
環
を
な
す
出
生
率
の
長
期
的
推
移
を
示
し
た
︒
出
生
率

低
下
は
二
段
階
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
段
階
目
の
低
下
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
一
九
三
〇
年
代
頃
ま
で
に
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
多
く
の

国
々
で
は
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
に
、
地
域
ご
と
に
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
起
こ
っ

て
い
る
︒
日
本
だ
け
が
例
外
で
、
両
地
域
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
一
九
五
〇
年
代

に
第
一
の
低
下
を
経
験
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
ま
た
日
本
は
「
西
洋
」
と
「
東

洋
」
の
狭
間
に
い
る
︒
い
ず
れ
の
地
域
と
も
歴
史
的
経
験
を
共
有
し
て
い
な
い

日
本
が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
自
ら
を
同
一
化
で
き
ず
、
自
己
認
識
に
も
世
界
認

識
に
も
困
難
を
抱
え
て
き
た
の
は
、
客
観
的
に
見
て
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
で

は
あ
っ
た
︒

図３　出生率（TFR）の長期的趨勢
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図２　ヨーロッパとアジア諸国の経済成長（1人当たりGDP）
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図
３
に
戻
ろ
う
︒
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
二
段
階
目
の

出
生
率
低
下
が
起
き
る
︒
こ
れ
を
一
部
と
す
る
一
群
の
人
口
学
的
変
化
を
「
第

二
次
人
口
転
換
」
と
呼
び
、「
ポ
ス
ト
近
代
」「
第
二
の
近
代
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
近
代
社
会
の
局
面
転
換
と
対
応
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
（
落
合
　
二
〇
一
三

ａ
・
ｂ
）︒
第
二
の
出
生
率
低
下
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
、
他
の
東
ア
ジ

ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
時
間
差
を
も
っ
て
低
下
を
経
験
し
て
い
る
が
、
第
一

の
低
下
に
比
べ
て
時
間
差
は
は
る
か
に
縮
ま
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
二
つ
の

低
下
の
間
隔
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
順
で
短
く
な
っ

て
ゆ
く
︒

　
韓
国
の
社
会
学
者
の
チ
ャ
ン
・
キ
ョ
ン
ス
プ
（
張
慶
燮 K

yung-Sup C
hang

）

は
、
韓
国
の
近
代
を
「
圧
縮
近
代
（com

pressed m
odernity
）」
と
捉
え
て
い
る

（
チ
ャ
ン
　
二
〇
一
三
）︒
二
回
の
出
生
率
低
下
は
近
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の

開
始
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
間
隔
が
縮
ま
る
こ
と
は
ま
さ
に
「
圧
縮
」
で

あ
ろ
う
︒
か
つ
て
は
後
進
国
の
近
代
を
「
遅
れ
た
近
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ

た
が
、「
遅
れ
」
は
そ
の
ま
ま
残
る
の
で
は
な
く
、
次
の
段
階
で
の
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
に
よ
り
差
が
縮
ま
っ
て
ゆ
く
︒
こ
の
歴
史
的
経
験
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
遅
れ
」
よ
り
「
圧
縮
」
の
方
が
的
を
射
た
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
で
は
、
日
本
も
「
圧
縮
近
代
」
な
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
の
近
代
も
も
ち
ろ
ん

「
圧
縮
」
さ
れ
て
い
る
が
、
図
３
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
圧
縮
度
が
明
ら
か
に

異
な
る
こ
と
を
看
過
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
違
い
こ
そ
が
「
西

洋
」
と
「
東
洋
」
の
狭
間
に
独
り
立
つ
と
い
う
日
本
の
運
命
と
、
そ
れ
に
伴
う

栄
光
と
困
難
と
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
源
泉
な
の
だ
か
ら
︒
そ
の
よ
う
な
理

論
的
要
請
か
ら
、
わ
た
し
は
日
本
の
近
代
を
「
半
圧
縮
近
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
（
落
合
　
二
〇
一
三
ａ
：
一
四
、二
〇
一
三
ｂ
：
七
五
）︒

　
で
は
圧
縮
近
代
・
半
圧
縮
近
代
を
経
験
し
た
社
会
は
、
先
進
社
会
に
追
い
付

き
、
同
じ
社
会
状
態
に
行
き
着
く
の
だ
ろ
う
か
︒
世
界
は
収
斂
し
つ
つ
あ
る
の

だ
ろ
う
か
︒
経
済
や
人
口
を
見
る
限
り
、
三
者
の
違
い
は
縮
小
し
た
よ
う
に
見

え
る
︒「「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
と
そ
の
狭
間
の
日
本
」
と
い
う
位
置
関
係
は
、

目
立
た
な
く
な
っ
た
︒
で
は
こ
れ
ら
は
み
な
同
じ
よ
う
な
社
会
に
な
り
、
日
本

は
宿
命
か
ら
つ
い
に
解
放
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い

と
思
う
︒

　
チ
ャ
ン
に
よ
れ
ば
、
圧
縮
近
代
に
お
い
て
は
「
経
済
的
、
政
治
的
、
社
会
的
、

あ
る
い
は
文
化
的
な
変
化
が
、
時
間
と
空
間
の
両
方
に
関
し
て
極
端
に
凝
縮
さ

れ
た
か
た
ち
で
起
こ
る
︒
そ
し
て
、
互
い
に
共
通
点
の
な
い
歴
史
的
・
社
会
的

諸
要
素
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
共
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
き
わ
め
て
複
雑
で
流
動

的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
が
構
成
か
つ
再
構
成
さ
れ
る
」（
チ
ャ
ン
　
二
〇
一
三
：

四
一
）︒
現
状
の
違
い
は
一
見
し
て
縮
小
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る
過
程

の
圧
縮
に
よ
り
、
異
形
の
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
後
述
の

よ
う
に
、
圧
縮
度
の
違
い
に
よ
り
異
な
る
歴
史
的
帰
結
が
生
じ
る
と
い
う
仮
説

を
わ
た
し
は
も
っ
て
い
る
（
落
合
　
二
〇
一
三
ｂ
）︒
こ
う
し
て
誕
生
し
つ
つ
あ

る
異
形
の
世
界
を
い
か
に
認
識
し
「
日
本
」
や
「
ア
ジ
ア
」
を
再
定
義
す
る
か

が
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
の
課
題
で
あ
ろ
う
︒
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４
　「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
の
再
定
義

　
で
は
、
現
実
の
世
界
の
変
容
を
受
け
て
、「
日
本
」
や
「
ア
ジ
ア
」
は
い
か

に
再
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
日
本
研
究
は
、
日
本
が
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
経
済
面
で
も
人
口
面
で
も
引
き

離
し
て
い
た
時
期
に
確
立
し
た
︒
そ
し
て
日
本
経
済
が
最
高
潮
だ
っ
た

一
九
八
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
︒
戦
前
か
ら
続
く
ア
ジ
ア
域
内
で
の
日
本

の
優
位
、
東
洋
の
中
の
西
洋
と
も
言
う
べ
き
地
位
が
維
持
さ
れ
て
い
た
時
期
で

あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
実
は
日
本
研
究
の
「
問
い
」
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒

「
な
ぜ
日
本
は
成
功
し
た
の
か
」「
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
中
で
日
本
だ
け
が
成
功
し
た

の
か
」
が
「
問
い
」
だ
っ
た
︒
ベ
ラ
ー
の
よ
う
に
日
本
文
化
に
西
洋
と
共
通
す

る
要
素
を
見
る
に
し
て
も
（B

ellah 1957

）、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
西
洋
と
は

異
な
る
日
本
的
特
質
を
探
る
に
し
て
も
（Johnson 1982

）、「
特
別
な
日
本
」
が

解
明
の
対
象
で
あ
っ
た
︒「
ア
ジ
ア
」
に
言
及
す
る
の
は
日
本
と
対
比
す
る
た

め
だ
っ
た
︒
イ
ム
の
示
し
た
よ
う
な
三
分
法
に
沿
っ
た
世
界
認
識
、
日
本
認
識

で
あ
っ
た
︒

　
歴
史
人
口
学
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
︒
日
文
研
で
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
指
揮

し
た
速
水
融あ
き
らを
代
表
と
す
る
日
本
の
歴
史
人
口
学
は
、
マ
ル
サ
ス
か
ら
ヘ
イ
ナ

ル
に
至
る
ま
で
主
要
な
人
口
学
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な

停
滞
的
ア
ジ
ア
像
を
反
証
す
る
成
果
を
上
げ
た
︒
マ
ル
サ
ス
は
、﹃
人
口
論
』

（
一
七
九
八
）
で
、
抑
制
な
き
高
出
生
率
、
食
糧
生
産
を
上
回
る
ほ
ど
の
人
口

増
加
、
貧
困
と
飢
餓
に
よ
る
高
死
亡
率
を
非
西
洋
社
会
の
人
口
学
的
特
徴
と
し

て
想
定
し
た
が
、
速
水
ら
の
研
究
に
よ
り
そ
れ
ら
は
す
べ
て
反
証
さ
れ
た
︒
ヘ

イ
ナ
ル
が
「
東
方
」
の
家
族
に
想
定
し
た
大
家
族
制
と
早
婚
・
皆
婚
（H

ajnal 

1982

）
も
反
証
さ
れ
た
︒

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
成
果
は
ア
ジ
ア
像
そ
の
も
の
の
再
考
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
︒
そ
の
代
わ
り
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
例
外
だ
と
す
る
議
論
が
進
ん
だ
︒

ス
ー
ザ
ン
・
ハ
ン
レ
ー
と
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ル
フ
は
、
日
本
と
中
国
に
つ
い
て
の

研
究
を
総
括
し
た
共
編
著
﹃
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
家
族
と
人
口( Fam

ily and 

Population in East A
sian H

istory) 

』（H
anley and W

olf 1985

）
の
序
論
に
お
い

て
、「
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
が
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、
類
似
し

た
結
婚
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
こ
と
か
ら
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」（12

）
と
示

唆
し
て
い
る
︒
時
代
を
反
映
し
て
、
日
本
の
経
済
的
成
功
を
説
明
す
る
こ
と
が

「
問
い
」
で
あ
る
︒
そ
し
て
「
中
国
の
日
本
に
対
す
る
は
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
」（3

）
と
い
う
大
胆
な
仮
説
を
提

起
し
て
い
る
︒「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
の
二
分
法
は
そ
の
ま
ま
に
、
日
本
だ
け

を
西
側
に
移
動
さ
せ
た
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
︒
停
滞
す
る
「
東
洋
」
の
代
表

と
し
て
中
国
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
（
落
合
　
二
〇
〇
三
）︒
イ
ム
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
「
日
本
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
図
式
に
合
致
す
る
︒

　
し
か
し
「
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
た
一
九
八
〇
年
代
の
経
済
成
長
は
、

現
実
の
世
界
地
図
を
変
え
た
︒
特
に
中
国
が
急
成
長
を
開
始
し
て
か
ら
は
、
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「
ア
ジ
ア
の
中
で
日
本
だ
け
が
」
と
い
う
問
い
は
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
︒
こ

の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
ア
ジ
ア
の
歴
史
人
口
学
に
新
し
い
視
角
を
拓
い
た

の
が
、
合
衆
国
の
中
国
人
研
究
者
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
リ
ー
と
王
豊
（W

ang Feng

）

の
﹃
人
類
の
四
分
の
一
―
―
マ
ル
サ
ス
の
神
話
と
中
国
の
現
実
』（Lee and 

W
ang 1999

）
で
あ
る
︒
著
者
た
ち
お
よ
び
同
じ
研
究
グ
ル
ー
プ
の
キ
ャ
メ
ロ

ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
が
清
代
の
中
国
に
つ
い
て
発
見
し
た
事
実
は
、
日
本
の
歴
史

人
口
学
の
発
見
と
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
で
一
致
す
る
︒
な
か
で
も
、
中
国
も

日
本
も
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
婚
姻
出
生
率
が
低
か
っ
た
と
い
う
発
見

は
世
界
を
驚
か
せ
た
（Lee and C

am
pbell 1997

）︒

　
し
か
し
彼
ら
は
「
中
国
も
西
洋
と
同
じ
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
型
と
は
区
別
さ
れ
る
別
の
人
口
シ
ス
テ
ム
を
中
国
は
も
っ
て
お
り
、
ま
っ
た

く
異
な
る
方
法
に
よ
り
人
口
を
調
節
し
、
生
活
向
上
と
経
済
成
長
を
実
現
し
た

と
主
張
し
た
︒
さ
ら
に
「
中
国
で
は
人
口
学
的
決
断
が
個
人
的
に
な
さ
れ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
︒
決
断
す
る
た
め
に
は
、
社
会
性
の
両
極
に
あ
る
家
族
と
国
家

双
方
の
集
合
的
必
要
を
注
意
深
く
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（Lee 

and W
ang 1999 : 10

）
と
個
人
に
対
す
る
集
団
の
優
位
を
強
調
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
型
と
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
（
落
合
　
二
〇
〇
三
）︒

　
で
は
、
彼
ら
の
分
析
で
は
日
本
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒

年
齢
別
婚
姻
出
生
率
の
分
析
で
は
、
中
国
の
五
地
区
の
デ
ー
タ
に
日
本
の
デ
ー

タ
を
加
え
、
そ
れ
ら
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
六
か
国
と
の
対
照
を
示
し
て
い
る
（Lee 

and W
ang 1999 : 87

）︒
日
本
は
中
国
と
同
じ
型
に
含
め
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
を

主
題
に
し
た
研
究
で
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
に
さ
り
げ
な
い
か
た
ち
で
日
本
の

再
定
義
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

　
リ
ー
と
王
の
著
書
は
二
〇
〇
〇
年
の
社
会
科
学
史
学
会
賞
を
受
賞
し
、
認
識

の
世
界
地
図
を
変
更
す
る
の
に
影
響
力
が
あ
っ
た
︒
ア
ジ
ア
研
究
に
も
目
を

配
っ
て
お
か
な
い
と
、
日
本
研
究
以
上
に
日
本
研
究
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
業

績
を
見
逃
す
お
そ
れ
が
あ
る
︒
日
本
は
西
洋
だ
と
い
う
主
張
よ
り
、「
近
代
へ

の
も
う
一
つ
の
道
」
が
あ
っ
た
と
す
る
主
張
の
方
が
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の

は
間
違
い
な
い
︒
そ
れ
は
学
問
的
主
張
で
あ
る
が
、
イ
ム
の
言
う
「
反
西
洋
的

オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
国

際
政
治
の
争
点
で
も
あ
る
︒
現
実
が
学
問
的
言
説
に
投
影
さ
れ
、
学
問
的
言
説

が
パ
ワ
フ
ル
な
世
界
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
し
て
、
現
実
政
治
を
後
押
し
す
る
︒

図
１
に
示
し
た
よ
う
な
循
環
を
意
識
し
た
業
績
で
あ
ろ
う
︒

　
で
は
日
本
研
究
は
い
か
な
る
現
実
と
の
循
環
を
生
み
出
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
︒

顕
著
な
例
は
、
日
本
研
究
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
、
日

本
社
会
の
文
化
的
特
性
（
と
そ
の
優
秀
性
）
を
強
調
す
る
研
究
が
大
平
政
権
お

よ
び
中
曽
根
政
権
の
政
策
に
及
ぼ
し
た
影
響
だ
ろ
う
︒
当
時
、
先
進
国
経
済
の

行
き
詰
ま
り
と
対
照
的
に
、
日
本
経
済
は
一
人
勝
ち
状
態
と
な
っ
た
︒﹃
ジ
ャ

パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』（V

ogel 1979

）
の
出
版
や
日
本
的
経
営
論
の

流
行
が
、
日
本
人
を
有
頂
天
に
さ
せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
戦
後
の

欧
米
追
随
の
政
策
に
区
切
り
を
つ
け
（
中
曽
根
の
言
う
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」

（
落
合
・
城
下
　
二
〇
一
五
））、
日
本
独
自
の
政
策
を
打
ち
出
し
た
い
と
考
え
た
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当
時
の
社
会
科
学
者
や
政
治
家
の
気
持
ち
も
分
か
ら
な
く
は
な
い
︒
欧
米
型
の

個
人
主
義
と
は
異
な
り
イ
エ
を
単
位
と
す
る
社
会
と
し
て
日
本
社
会
を
描
き
出

し
た
﹃
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』（
村
上
・
公
文
・
佐
藤
　
一
九
七
九
）
は
、

二
十
年
後
の
リ
ー
ら
と
同
じ
く
「
も
う
一
つ
の
道
」
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
︒

福
祉
国
家
建
設
か
ら
家
族
・
企
業
・
地
域
の
自
助
と
共
助
へ
の
政
策
転
換
を
促

し
た
日
本
型
福
祉
社
会
論
は
、
こ
の
本
の
著
者
た
ち
を
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
構
想

さ
れ
た
︒

　
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
「
日
本
古
来
の
文
化
の
卓
越
性
」（
中
曽
根
　

一
九
九
五
）
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
政
策
こ
そ
が
、「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を

招
来
し
た
元
凶
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
（
落
合
　
二
〇
一
七
）︒

一
九
八
〇
年
代
と
は
日
本
の
「
半
圧
縮
近
代
」
が
生
み
出
し
た
特
異
的
な
時
代

だ
っ
た
︒
欧
米
先
進
国
が
謳
歌
し
た
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
「
豊
か
な
社

会
」
が
一
九
七
〇
年
代
に
終
息
し
た
後
、
さ
ら
に
二
十
年
、
日
本
は
安
定
成
長

を
謳
歌
し
た
︒
欧
米
先
進
国
は
一
九
七
〇
年
代
に
は
高
齢
社
会
（
六
十
五
歳
以

上
人
口
が
総
人
口
の
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
に
突
入
し
て
い
た
が
、
日
本
が
そ

の
状
態
に
達
す
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
の
こ
と
だ
っ
た
︒
一
九
八
〇
年
代
の
日

本
は
人
口
か
ら
見
て
も
経
済
か
ら
見
て
も
比
較
的
若
い
社
会
で
あ
り
、
そ
の
好

条
件
に
よ
っ
て
下
駄
を
履
か
さ
れ
た
上
で
の
成
功
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し

そ
れ
を
文
化
的
優
越
性
の
た
め
と
勘
違
い
し
て
、
高
度
成
長
期
の
社
会
制
度
を

強
化
し
て
固
定
す
る
よ
う
な
政
策
を
と
っ
た
結
果
、
社
会
的
条
件
が
変
化
し

た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
変
化
に
適
応
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
落
合
　

二
〇
一
三
ｂ
、
二
〇
一
七
、
落
合
・
城
下
　
二
〇
一
五
）︒

　
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
の
思
潮
も
イ
ム
の
言
う
「
反
西
洋
的
オ
ク
シ
デ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
で
あ
ろ
う
︒
わ
た
し
は
そ
れ
よ
り
、
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
「
自
己
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（self-O

rientalism

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
い
︒
自
ら
を

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
し
て
、「
西
洋
」
と
対
立
的
な
も
の
と
し
て
定

義
し
、
現
実
に
も
そ
の
よ
う
に
振
舞
お
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
酒
井
直

樹
の
「
逆
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（reverse O

rientalism

）」（
酒
井
　
一
九
九
六
）

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
が
、
自
己
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
造
語

し
た
（
落
合
　
二
〇
一
二
）︒
造
形
さ
れ
た
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
自
己
像
は
し
ば
し

ば
実
際
の
伝
統
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
︒
中
曽
根
が
「
日
本
古
来
の
文
化
」

の
名
の
も
と
に
保
護
し
た
家
事
専
業
の
「
主
婦
」
は
、
近
代
に
な
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
女
性
像
だ
っ
た
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
「
第
二
の

近
代
」
に
お
け
る
欧
米
社
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
変
容
を
見
て
、
変

容
前
の
「
男
性
稼
ぎ
主
－
女
性
主
婦
」
型
の
性
別
分
業
を
日
本
の
伝
統
と
僭
称

し
た
の
で
あ
る
︒「
自
己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
は
「
近
代
の
伝
統
化
」（
落
合
　

二
〇
一
二
、
落
合
・
城
下
　
二
〇
一
五
：
二
一
八
）
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
︒

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
戦
後
日
本
の
自
己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
、
中

国
起
源
の
伝
統
に
言
及
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
保
守
派
の
政
治
家
の
ス
ピ
ー
チ

で
も
、
儒
教
の
概
念
は
ま
ず
出
て
こ
な
い
（
落
合
・
城
下
　
二
〇
一
五
：
二
一
七

―
二
一
八
、二
二
六
―
二
二
八
）︒
自
己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
他
の
ア
ジ
ア
諸

国
で
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
韓
国
で
も
中
国
で
も
台
湾
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５
　
日
本
研
究
と
ア
ジ
ア
研
究
の
結
合

　「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
の
再
定
義
は
同
時
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

と
、
日
本
研
究
と
ア
ジ
ア
研
究
の
結
合
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
問
題
意

識
か
ら
、
京
都
大
学
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
親
密
圏
と
公
共
圏
の
再
編
成

を
め
ざ
す
ア
ジ
ア
拠
点
」（
二
〇
〇
八
〜
二
〇
一
二
年
度
、
拠
点
リ
ー
ダ
ー
落
合
恵

美
子
）
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
と
し
て
「
ア
ジ
ア
親
密
圏
・
公
共
圏
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー（

5
）

」（A
sian R

esearch C
enter for the Intim

ate and Public Spheres=A
R

C
IP

）、

お
よ
び
「
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ
ニ
ッ
ト（

6
）

」（K
yoto U

niversity A
sian 

Studies U
nit=K

U
A

SU

）
を
設
立
し
て
、
研
究
・
教
育
両
面
の
い
く
つ
も
の
国
際

連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
行
し
て
き
た
︒
そ
の
試
行
錯
誤
か
ら
見
え
て
き
た
い

く
つ
か
の
点
を
紹
介
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
よ
う
︒

　
唐
突
だ
が
、
世
界
最
高
峰
の
ア
ジ
ア
研
究
拠
点
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
︒
ハ
ー

バ
ー
ド
か
、
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
）
か
︙
︙
と

北
米
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
関
を
挙
げ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒「
ア

ジ
ア
」
と
は
元
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
外
部
か
ら
見
た
名
称
な
の
で
、
内
的

な
つ
な
が
り
は
弱
い
︒
し
か
し
今
で
は
、
老
舗
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
の
Ａ
Ｒ

Ｉ
（
ア
ジ
ア
研
究
所 A

sian R
esearch Institute

）、
大
き
な
寄
付
を
得
て
設
立
し
た

と
い
う
ソ
ウ
ル
大
学
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
、
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
ア
ジ
ア
地
域
に
大
規
模
な
ア
ジ
ア
研
究
セ

で
も
、
東
ア
ジ
ア
で
は
儒
教
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
に（

4
）

︒

日
本
は
東
ア
ジ
ア
圏
で
例
外
的
な
自
己
定
義
を
し
て
い
る
︒
戦
前
の
日
本
で
は

儒
教
へ
の
言
及
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
日
本
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

﹃
ア
ジ
ア
文
明
』」
と
言
え
た
安
心
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
今
後
、
現
実
世
界
の
変
化
を
受
け
て
、「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
が
い
か
に

再
定
義
さ
れ
て
い
く
か
は
流
動
的
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ッ
シ
ュ
ー
を
め
ぐ

り
、
今
も
各
所
で
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ

れ
で
も
い
く
つ
か
の
方
向
は
見
え
て
い
る
︒
第
一
に
、
戦
前
の
よ
う
な
「
日
本

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
﹃
ア
ジ
ア
文
明
』」
は
あ
り
え
ず
、
中
国
が
「
ア
ジ
ア
」

の
中
心
に
座
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
場
合
、
中
国
が
「
東
洋
の
中
の
西
洋
」

を
演
じ
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、「
自
己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
も
駆
使
し
て

「
反
西
洋
的
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
を
と
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
日
本

は
「
中
国
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
﹃
ア
ジ
ア
文
明
』」
の
末
席
を
汚
す
こ
と
を

潔
し
と
せ
ず
、
さ
り
と
て
「
東
洋
の
中
の
西
洋
」
と
い
う
立
場
は
も
は
や
あ
り

得
ず
、
位
置
取
り
に
苦
労
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
︒
現
在
、
日
本
で
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
わ
り
に
中
核
と
す
べ
き
価
値
や
原
則
を
明

示
で
き
ず
、
国
旗
や
国
歌
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
や
、
家
族
、
男
ら
し
さ
・
女
ら

し
さ
な
ど
の
「
創
ら
れ
た
伝
統
」、「
美
し
い
日
本
の
自
然
」
や
「
立
ち
居
振
る

舞
い
」（
安
倍
首
相
の
二
〇
〇
七
年
の
国
会
発
言
　
落
合
・
城
下
　
二
〇
一
五
：

二
二
七
―
二
二
八
）
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
こ
の
構
造
的
な
難
し
さ

ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
︒



96

特集   日本研究の過去・現在・未来

し
て
き
た
︒

　
も
う
一
つ
、
教
育
面
か
ら
は
、「
ア
ジ
ア
で
学
ぶ
意
義
」
を
明
示
で
き
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
作
り
を
め
ざ
し
た
︒
こ
れ
に
は
さ
ら
に
背
景
が
あ
る
︒
日
本
学
術
会

議
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
学
術
基
盤
形
成
委
員
会
（
落
合
恵
美
子
委
員
長
）
で
は

「
ア
ジ
ア
学
術
共
同
体
の
基
盤
形
成
を
め
ざ
し
て
」
と
題
す
る
提
言
を
ま
と
め
、

二
〇
一
一
年
九
月
に
発
表
し
た（

8
）

︒
そ
の
背
景
と
な
る
現
状
分
析
を
ま
と
め
る
と
、

一
九
九
八
年
に
は
合
衆
国
に
次
ぐ
科
学
論
文
生
産
国
で
あ
っ
た
日
英
独
仏
が
、

二
〇
〇
八
年
に
は
二
位
に
躍
り
出
た
中
国
の
躍
進
と
そ
の
他
の
国
々
の
成
長
に

よ
り
相
対
的
に
存
在
感
を
下
げ
て
い
る
︒
現
在
の
世
界
の
学
術
界
で
は
、
英
語

を
共
通
語
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
評
価
基
準
の
確
立
と
、
多
極
化
が
同
時
進
行

し
て
い
る
︒
こ
の
二
つ
の
方
向
性
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
う
で

は
な
い
︒
中
国
（
香
港
を
含
む
）、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
の

急
速
な
発
展
は
、
多
極
化
を
牽
引
す
る
最
大
の
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
英
語
を

媒
介
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
に
入
る
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
ト
レ
ン
ド
に
よ
り
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
の
が
日
独
仏
、
特
に
日
仏
な
の
で

あ
る
︒

　
教
育
に
関
し
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
際
関
係
の
変
容
が
見
ら
れ
る
︒
世
界

の
留
学
生
数
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
約
一
八
一
万
人
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年

に
は
約
三
三
三
万
人
に
増
加
し
た
︒
同
じ
時
期
に
世
界
の
高
等
教
育
人
口
も
増

加
し
て
い
る
の
で
、
留
学
生
数
が
全
学
生
数
の
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
と

い
う
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
は
割
合
も
増
大
す
る
と
予

ン
タ
ー
が
次
々
に
設
立
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
三
大
学
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

従
来
か
ら
も
っ
て
い
た
同
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
所
を
集
め
て
、「
ア
ジ
ア
」

と
い
う
広
域
の
地
域
的
つ
な
が
り
を
可
視
化
し
、
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
の

有
機
的
結
合
を
図
っ
て
い
る
︒
欧
米
圏
の
大
学
と
連
携
す
る
た
め
に
「
ア
ジ
ア

の
ハ
ブ
」
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
お
き
た
い
こ
と
、
自
国
の
社
会
を
研
究
す

る
に
も
ア
ジ
ア
域
内
で
の
比
較
の
視
点
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
こ
と（

7
）

、
ロ
ー
カ

ル
な
視
点
か
ら
の
ア
ジ
ア
研
究
を
育
て
た
い
と
い
う
希
望
な
ど
が
設
立
の
動
機

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　
京
都
大
学
で
も
、
独
立
の
セ
ン
タ
ー
で
は
な
い
が
、
ア
ジ
ア
研
究
に
強
い
九

つ
の
研
究
科
・
研
究
所
等
を
結
ぶ
時
限
付
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
と
し
て

二
〇
一
二
年
に
設
立
し
た
の
が
、「
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
」

（K
U

A
SU

）
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
な
理
由
も
あ
る
が
、「
ア
ジ
ア
研
究
と
日
本

研
究
の
統
合
と
体
系
化
を
国
際
連
携
大
学
と
実
現
」
す
る
こ
と
が
第
一
の
設
立

趣
旨
で
あ
っ
た
︒
ア
ジ
ア
の
い
ず
れ
の
国
で
も
自
国
に
つ
い
て
の
研
究
と
他
の

ア
ジ
ア
諸
国
に
つ
い
て
の
研
究
は
別
々
に
発
達
し
て
き
た
が
、
日
本
の
場
合
は

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
な
歴
史
的
な
事
情
に
よ
り
、
日
本
研
究
を
ア
ジ
ア

研
究
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
一
層
の
困
難
が
あ
る
︒
し
か
し
、
日
本
研
究

自
体
の
質
を
高
め
る
た
め
に
も
、
隣
接
す
る
地
域
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
と

比
較
の
視
点
を
も
つ
の
が
当
た
り
前
と
い
う
研
究
と
教
育
の
仕
組
み
を
も
つ
の

が
望
ま
し
い
︒
ま
た
国
際
連
携
大
学
の
研
究
者
と
の
協
働
に
よ
り
、
外
か
ら
の

視
点
を
取
り
入
れ
、
独
り
よ
が
り
に
な
ら
な
い
研
究
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
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こ
こ
か
ら
「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
国
際
共
同
研
究
実
施
の
た
め
の
共
通
基

盤
形
成
」
と
い
う
「
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
も
う
一
つ
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
立
て
ら
れ
た
︒
具
体
的
に
は
、「
ア
ジ
ア
各
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
で
出
版
・
発
表
さ
れ
た
重
要
業
績
の
収
集
・
翻
訳
・
共
有
」
を
第
一
層
、

「
国
際
比
較
研
究
の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
」
を
第
二
層
と
す
る
共
通
基

盤
を
形
成
し
、
そ
の
上
に
テ
ー
マ
別
の
国
際
共
同
研
究
を
実
施
す
る
と
い
う
計

画
で
あ
る
（
図
４
）︒
こ
の
三
層
構
造
の
研
究
計
画
は
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
時

代
か
ら
一
貫
し
て
採
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

想
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
は
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
九
年
の
両
年
と
も
世
界
七
位

の
留
学
生
受
入
れ
国
で
あ
る
も
の
の
、
中
国
と
韓
国
か
ら
の
受
入
数
は

二
〇
〇
五
年
頃
か
ら
頭
打
ち
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
日
本
を
素
通

り
し
て
英
語
圏
に
留
学
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ
（Japan passing

）」

現
象
が
見
ら
れ
る
︒
ア
ジ
ア
の
留
学
生
た
ち
は
「
欧
米
文
化
へ
の
窓
」
と
し
て

の
役
割
を
日
本
に
求
め
る
の
を
や
め
、
直
接
、
目
的
地
に
移
動
す
る
よ
う
に

な
っ
た（

9
）

︒
英
語
一
元
主
義
が
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
︒
し
か
し
、
日

本
は
ま
だ
ま
し
な
方
で
あ
り
、
韓
国
、
台
湾
な
ど
は
自
国
の
学
生
の
上
層
が
合

衆
国
な
ど
の
大
学
院
に
進
学
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
、
留
学
生
受
入
数
も
日

本
の
半
分
以
下
で
あ
る
た
め
、
大
学
院
の
空
洞
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
︒
学

術
・
教
育
両
面
に
お
い
て
ア
ジ
ア
諸
国
は
合
衆
国
等
を
向
い
て
お
り
、
ア
ジ
ア

研
究
に
つ
い
て
も
英
語
圏
で
産
出
さ
れ
た
知
識
を
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
学

ぶ
と
い
う
、
倒
錯
と
も
見
え
る
状
況
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
︒

　「
ア
ジ
ア
で
学
ぶ
意
義
」
を
明
確
化
す
る
必
要
は
、
こ
の
状
況
へ
の
実
践
的

対
応
と
し
て
出
て
き
た
︒
英
語
圏
で
学
び
た
い
学
生
を
あ
え
て
ア
ジ
ア
圏
の
大

学
に
引
き
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
せ
め
て
大
学
あ
る
い
は
大

学
院
教
育
の
一
部
を
ア
ジ
ア
圏
の
大
学
で
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
を
明
示
し
た
い
︒

そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
教
育
の
内
容
、
す
な
わ
ち
教
育
の
場
で
提
供
さ
れ
る
知

識
で
あ
ろ
う
︒
英
語
圏
の
大
学
で
は
学
べ
な
い
知
識
、
一
味
違
う
知
識
を
ア
ジ

ア
圏
の
大
学
が
提
供
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
視
点
か
ら
の
ア
ジ
ア
研
究
を
実

現
し
成
果
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
一
つ
の
道
で
あ
ろ
う
︒

図４　アジア国際共同研究の共通基盤構築

総合
理論化

課題別国際共同研究課題別国際共同研究

アジアリーディングス
各社会の固有性・歴史性・近代化経験の共有

アジアリーディングス
各社会の固有性・歴史性・近代化経験の共有

アジア横断数量調査
各共通フォーマットによる数量データ蓄積

アジア横断数量調査
各共通フォーマットによる数量データ蓄積

総合
理論化

アジア
研究の
共通基盤
形成

課題別
研究
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ア
ス
タ
ッ
ト
（A

siastat

）
が
存
在
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

に
含
ま
れ
な
い
国
も
多
い
の
で
、
比
較
可
能
な
統
計
を
入
手
す
る
の
は
至
難
の

業
で
あ
る（

10
）

︒
そ
こ
で
ア
ジ
ア
の
多
く
の
社
会
に
お
い
て
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に

よ
る
数
量
調
査
を
実
施
し
、
厳
密
な
比
較
研
究
を
可
能
に
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
構
築
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
た
︒
初
め
の
テ
ー
マ
は
「
家
族
」
と
し
、

ア
ジ
ア
家
族
の
多
様
性
・
共
通
性
と
変
容
を
比
較
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
カ
タ
ー
ル
に

て
、
ソ
ウ
ル
大
学
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ア
ジ
ア
家
族
比
較
調
査
」

（C
om

parative A
sian Fam

ily Survey=C
A

FS

）
を
実
施
し
た
︒「
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｓ
（
東
ア

ジ
ア
社
会
調
査
）
２
０
０
６
」
の
調
査
票
を
基
に
し
た
共
通
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
デ
ー
タ
公
開
さ
れ
て
い
る
東
ア
ジ
ア
四
社
会

に
加
え
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
五
社
会
に
つ
い
て
の
比
較
分

析
が
可
能
に
な
っ
た
︒
二
〇
一
六
年
に
は
ト
ル
コ
の
ア
ン
カ
ラ
で
調
査
を
実
施

し
、
現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
中
で
あ
る
︒

（
3
）
主
要
課
題
別
国
際
共
同
研
究

　（
1
）
と
（
2
）
に
よ
り
築
い
た
ア
ジ
ア
地
域
の
知
的
共
有
基
盤
の
上
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
別
の
国
際
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
て
き
た
︒

家
族
、
移
動
、
労
働
、
政
策
、
法
、
メ
デ
ィ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
、
十
五
の

主
要
課
題
を
取
り
上
げ
、
海
外
パ
ー
ト
ナ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
の
研
究
者

と
の
国
際
共
同
研
究
を
実
施
し
た
︒
成
果
は
日
本
語
シ
リ
ー
ズ
「
変
容
す
る
親

の
概
要
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ご
く
手
短
に
紹
介
し
よ
う
︒

（
1
）
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
『
ア
ジ
ア
の
家
族
と
親
密
性
』

　
ア
ジ
ア
各
社
会
の
研
究
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
重
要
文
献
を
収
集
・

翻
訳
・
出
版
し
て
共
有
し
、
学
術
的
協
働
の
た
め
の
知
的
共
有
基
盤
を
形
成
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︒
国
内
学
界
で
高
く
評
価
さ
れ
て
影
響
力
の
あ
る
業
績
の
多

く
は
ロ
ー
カ
ル
な
言
語
で
書
か
れ
、
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒

ア
ジ
ア
の
隣
人
た
ち
に
つ
い
て
、
英
語
文
献
や
欧
文
文
献
を
通
じ
て
学
ん
で
い

る
ア
ジ
ア
の
現
状
の
歪
み
を
是
正
す
る
た
め
に
企
画
し
た
︒
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

つ
い
て
実
施
で
き
る
が
、
手
始
め
と
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
重
要
概
念
「
家

族
」
と
そ
れ
に
関
係
す
る
「
親
密
性
」
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
「
ア
ジ
ア

の
家
族
と
親
密
性
」
の
編
集
を
進
め
た
︒
九
社
会
（
日
本
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
、

ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
）
を
代
表
す
る
委

員
に
よ
る
共
同
編
集
で
行
な
っ
て
い
る
︒
各
国
か
ら
推
薦
す
る
文
献
の
要
約
を

出
し
合
い
、
国
際
編
集
委
員
会
に
て
検
討
し
、
各
巻
の
収
録
論
文
を
決
定
し
て

翻
訳
し
た
︒
英
語
版
と
日
本
語
版
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
刊
行
予
定
で
あ
る
︒

（
2
）
ア
ジ
ア
横
断
数
量
調
査

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
比
較
研
究
は
官
庁
統
計
の
調
査
基
準
の
標
準
化
と

欧ユ

ー

ロ

ス

タ

ッ

ト

州
連
合
統
計
局
（E

urostat

）
な
ど
に
よ
る
各
国
統
計
の
一
括
公
開
に
よ
り
飛

躍
的
に
発
展
し
た
︒
ア
ジ
ア
で
は
官
庁
統
計
の
標
準
化
も
行
な
わ
れ
ず
、
ア
ジ
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ら
で
あ
っ
た
︒
日
本
も
庶
民
に
姓
は
な
く
、
近
代
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
︒
選

ば
れ
た
論
文
の
一
本
は
ラ
ー
マ
六
世
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
王
が
い
か
に

こ
の
問
題
を
深
く
考
え
て
い
た
か
が
分
か
る
︒
王
は
中
国
の
姓
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
姓
の
違
い
に
も
気
づ
い
て
お
り
、
中
国
式
の
姓
は
親
族
集
団
が
国
家
に
対
抗

す
る
ほ
ど
強
大
に
し
て
し
ま
う
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
姓
を
採
用
し
た
と
い

う
点
が
興
味
深
い
︒
ま
た
タ
イ
の
親
族
組
織
は
双
系
制
で
あ
り
、
妻
方
居
住
で

あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
姓
は
男
系
継
承
と
し
た
︒
日
本
の
家
も
元
来
は
男
系
継

承
で
は
な
く
、
女
婿
に
よ
る
継
承
も
あ
る
が
、
婿
を
養
子
に
し
て
形
式
的
に
近

親
相
姦
に
な
る
こ
と
も
厭
わ
ず
「
男
系
」
を
偽
装
し
て
い
る
︒
タ
イ
も
日
本
も

双
系
的
親
族
組
織
を
も
ち
な
が
ら
、
近
代
化
の
過
程
で
父
系
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
導
入
も
し
く
は
強
化
さ
れ
、
表
面
的
な
粉
飾
を
施
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

同
じ
方
向
へ
の
変
化
を
経
験
し
て
い
る
︒「
近
代
は
父
系
制
を
強
化
す
る
」
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　﹃
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
と
﹃
結
婚
』
の
巻
で
も
タ
イ
と
日
本
の
共
通
性
が

目
立
っ
た
︒
ヨ
バ
イ
の
慣
習
は
タ
イ
の
民
俗
学
で
も
馴
染
み
深
い
も
の
だ
と
い

う
︒
同
性
愛
を
許
容
す
る
伝
統
も
、
離
婚
と
再
婚
が
容
易
な
こ
と
も
共
通
す
る
︒

タ
イ
で
は
そ
も
そ
も
結
婚
の
届
け
出
が
ま
っ
た
く
厳
格
で
な
く
、
今
日
で
も
ほ

ぼ
半
数
の
結
婚
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
場
合
、
離
婚
手
続
き
も

不
要
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
で
は
婚
姻
前
の
性
関
係
は
厳
し
く
禁
じ

ら
れ
て
お
り
、
結
婚
し
た
後
に
恋
愛
を
始
め
る
と
言
う
︒
再
婚
も
タ
ブ
ー
で
あ

る
︒
東
ア
ジ
ア
の
中
国
、
韓
国
、
台
湾
で
は
「
貞
女
二
夫
に
見ま
み

え
ず
」
と
い
う

密
圏
／
公
共
圏
」（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）、
英
語
シ
リ
ー
ズT

he Intim
ate 

and Public in A
sian and G

lobal Perspectives (B
rill （

11
）)

と
し
て
刊
行
中
で
あ
る
︒

　
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
の
再
定
義
の
た
め
に
示
唆
的

と
思
わ
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
よ
う
︒（
１
）
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
国
際
編
集
会
議
は
、
出
席
す
る
だ
け
で
多
く
の
こ
と
を
学
べ
る
場
で
あ
っ

た
︒
ベ
ト
ナ
ム
で
は
漢
字
を
使
わ
な
い
が
、
重
要
な
概
念
は
漢
語
で
あ
る
︒
発

音
か
ら
「
士
農
工
商
」
な
ど
共
通
の
語
彙
が
分
か
り
、
韓
国
と
日
本
の
研
究
者

が
指
摘
し
て
ベ
ト
ナ
ム
の
研
究
者
が
驚
く
、
な
ど
と
い
う
場
面
も
あ
っ
た
︒
共

に
中
国
文
明
の
語
彙
で
思
考
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
他
方
、
同
じ
東

南
ア
ジ
ア
で
も
タ
イ
の
研
究
者
は
こ
れ
ら
の
語
彙
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
イ
ン
ド
の
研
究
者
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
抽
象
概
念
で
分
か
り
合
う
こ

と
が
で
き
る
︒
文
明
圏
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
れ
ば
予
想
で
き
な
い
こ
と
で
は

な
い
が
、
経
験
す
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
ア
ジ
ア
の
研
究
者
が
集
ま
っ

て
英
語
以
外
の
言
語
を
交
え
て
交
流
す
る
こ
と
の
妙
味
を
再
実
感
し
た
︒

　
文
明
圏
は
異
な
る
が
、
日
本
と
多
く
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の

は
タ
イ
で
あ
っ
た
︒﹃
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
』
お
よ
び
﹃
父
系
制
と
家

父
長
制
』
と
い
う
巻
の
た
め
に
タ
イ
か
ら
選
ば
れ
た
論
文
は
、
タ
イ
に
お
け
る

姓
の
発
明
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
近
代
以
前
に
は
一
般
の
人
々
は
姓
を
も
っ

て
お
ら
ず
、
ラ
ー
マ
六
世
が
姓
の
導
入
を
決
め
た
︒
そ
の
理
由
は
中
国
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
よ
う
に
国
力
を
強
く
す
る
た
め
に
は
姓
が
必
要
だ
と
考
え
た
か
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南
ア
ジ
ア
の
対
照
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
同
調
査
の
東
南
ア
ジ
ア
二

か
国
の
デ
ー
タ
を
「
東
ア
ジ
ア
社
会
調
査
」（
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｓ
）
の
東
ア
ジ
ア
四
か

国
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て
分
析
し
た
伊
達
平
和
は
、
世
代
関
係
に
つ
い
て
の
父

権
尊
重
意
識
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
に
つ
い
て
の
性
別
役
割
分
業
意
識
に
家
父
長

制
意
識
を
分
解
し
、
そ
れ
ら
を
ク
ロ
ス
さ
せ
た
四
象
限
（
Ｉ 

家
父
長
主
義
、

Ⅱ 

父
権
型
平
等
、
Ⅲ 

自
由
・
平
等
主
義
、
Ⅳ 

分
業
型
自
由
）
に
日
本
、
韓
国
、

台
湾
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
の
六
地
域
の
デ
ー
タ
の
分
析
結
果
が
ど
の
よ

う
に
配
置
さ
れ
る
か
を
検
討
し
た
︒
そ
の
結
果
、
中
国
と
台
湾
は
Ⅰ 

家
父
長

主
義
、
韓
国
は
Ⅱ 

父
権
型
平
等
、
日
本
は
Ⅲ 

自
由
・
平
等
主
義
、
タ
イ
と
ベ

ト
ナ
ム
は
Ⅳ 

分
業
型
自
由
に
分
類
さ
れ
た
︒
東
南
ア
ジ
ア
の
二
か
国
は
、
父

権
を
重
視
し
な
い
と
い
う
点
で
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
と
著
し
い
対
照
を
示
し

た
︒
伊
達
は
ま
た
、
こ
の
結
果
に
は
圧
縮
近
代
の
効
果
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と

論
じ
て
い
る
（
伊
達
　
二
〇
一
三
）︒

　（
３
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
で
わ
た
し
が
担
当
し
た
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
比
較

研
究
で
も
、
圧
縮
の
程
度
が
政
策
の
選
択
に
影
響
し
、
そ
の
後
の
社
会
の
進
む

道
を
分
岐
さ
せ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
︒
半
圧
縮
近
代
の
日
本
で
高
度
成
長
期

の
シ
ス
テ
ム
を
固
定
す
る
「
近
代
の
伝
統
化
」
が
起
き
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘

し
た
通
り
だ
が
、
さ
ら
に
圧
縮
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
台
湾
等
で
は
、
近
代

的
な
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
間
も
な
く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
曝
さ
れ
、
よ
り
自
由

主
義
的
な
方
向
に
進
ん
で
い
る
（
落
合
　
二
〇
一
三
）︒

儒
教
規
範
が
強
く
、
若
い
寡
婦
が
再
婚
せ
ず
に
操
を
守
る
こ
と
を
政
府
が
顕
彰

し
て
「
烈
女
門
」
を
建
設
す
る
︒
日
本
に
は
烈
女
門
が
存
在
せ
ず
、
徳
川
時
代

の
離
婚
率
は
地
域
に
よ
っ
て
は
現
在
の
合
衆
国
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
高
く
、
一
年

か
ら
三
年
な
い
し
五
年
ほ
ど
で
再
婚
し
た
︒
こ
の
事
実
に
、
他
の
東
ア
ジ
ア
の

研
究
者
は
驚
き
を
隠
さ
な
か
っ
た
︒

　（
１
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と

結
婚
の
慣
習
に
つ
い
て
も
親
族
組
織
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
対
照
的
な
二
つ
の

「
ア
ジ
ア
」
の
存
在
で
あ
る
︒
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
と
、
イ
ン
ド
か

ら
西
の
イ
ス
ラ
ム
圏
へ
延
び
る
地
域
（「
家
父
長
制
ベ
ル
ト
」
と
わ
た
し
は
呼
ん

で
い
る
）
は
、
性
的
に
は
厳
格
で
女
性
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
家
父
長
制
的
な

父
系
制
社
会
、
こ
れ
に
対
し
て
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
ま
で
は
性
的
に
は
奔
放

で
女
性
の
地
位
が
比
較
的
高
い
双
系
制
社
会
で
あ
る（

12
）

︒
地
理
的
に
は
「
東
ア
ジ

ア
」
も
し
く
は
「
東
北
ア
ジ
ア
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
日
本
が
、
社
会
の
基
層

構
造
か
ら
見
れ
ば
「
東
南
ア
ジ
ア
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
目
が
開
か
れ
る
︒

東
南
ア
ジ
ア
が
文
明
圏
に
分
け
ら
れ
る
よ
り
以
前
に
形
成
さ
れ
た
基
層
構
造
で

あ
ろ
う
か
︒
日
本
を
含
め
た
東
の
エ
リ
ア
は
中
国
文
明
圏
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、

次
第
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
ゆ
く
︒
韓
国
も
十
七
世
紀
以
降
に
儒
教
の
影
響
が

強
ま
る
ま
で
は
、
女
性
の
相
続
権
も
あ
り
婚
姻
後
は
妻
方
居
住
で
あ
っ
た
の
で
、

日
本
と
同
じ
中
間
地
帯
で
あ
っ
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
も
同
様
だ
が
、
中
国
化
の
時
期

が
は
る
か
に
早
い
︒

　（
2
）
の
「
ア
ジ
ア
家
族
比
較
調
査
」（
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｓ
）
か
ら
も
東
ア
ジ
ア
と
東
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近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
現
代
で
は
国
際
的
な
政
策
移
転
も
頻
繁
に
起
き
て
い

る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
を
含
め
た
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
野
が
要
請
さ
れ
る
︒
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
「
日
本
研
究
を
ア
ジ
ア
的
視
野
に

埋
め
直
す
」
と
し
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒「「
日
本
」
と
「
ア
ジ

ア
」
と
の
関
係
を
い
か
に
語
り
直
す
か
」
が
焦
眉
の
課
題
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
が
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
「
ア
ジ
ア
研
究
」
は
閉
じ
て
は

い
け
な
い
︒

　
こ
れ
か
ら
の
「
ア
ジ
ア
研
究
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
作
る
と
す
れ
ば
、「
開
か

れ
た
多
元
的
な
ア
ジ
ア
」
と
い
う
の
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視

野
に
開
か
れ
た
、
内
に
多
様
性
を
含
む
ア
ジ
ア
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
そ
の
よ

う
な
「
ア
ジ
ア
研
究
」
と
結
合
し
た
「
日
本
研
究
」
な
ら
、「
日
本
」
の
再
定

義
と
い
う
困
難
な
課
題
を
解
き
、M

ake Japan G
reat A

gain!

と
で
も
言
う
よ
う

に
過
去
ば
か
り
見
て
い
る
こ
の
国
に
、
前
を
向
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

注（
1
）  
「
仮
に
」
と
言
う
の
は
、
地
理
も
ま
た
想
像
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
る
︒

（
2
）  
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
「
日
本
研
究
機
関
」
で
検
索
（http://db.nichibun.ac.jp/ja/category/kikan.htm

l

）︒

（
3
）  

A
siaB

arom
eter Survey D

ata 2003 , Findings, Q
16 -1 .

　（https://asiabarom
eter.org/en/findings/G

eneral%
20 findings/2003 /Q

16 /Q
16 _1

）.

　

６
　
開
か
れ
た
多
元
的
な
ア
ジ
ア
と
日
本

　
一
部
の
成
果
を
紹
介
し
た
だ
け
で
は
あ
る
が
、
日
本
研
究
と
ア
ジ
ア
研
究
を

結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
国
研
究
で
は
分
か
ら
な
い
日
本
に
関
す
る
重
要
な

事
柄
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
︒
ま
ず
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
基
層
に
、
東
ア
ジ
ア
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
表
層
的
な
制
度
が
被
さ
っ
た
の
が
「
日
本
」
で
あ
る
、

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒「
ア
ジ
ア
」
と
「
日
本
」
を
同
時
に
再
定
義

す
る
と
言
っ
て
も
、「
東
ア
ジ
ア
」
だ
け
を
見
る
の
で
は
日
本
は
逸
脱
的
な

「
周
辺
」
に
し
か
見
え
な
い
︒「
東
南
ア
ジ
ア
」
ま
で
視
野
に
入
れ
た
と
き
初
め

て
、「
東
南
ア
ジ
ア
」
と
「
東
ア
ジ
ア
」
の
狭
間
（
ま
た
し
て
も
！
）
に
あ
る
と

い
う
日
本
の
本
質
が
見
え
て
く
る
︒

　
ま
た
、
半
圧
縮
近
代
と
圧
縮
近
代
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
選
択
し

た
経
路
が
し
ば
ら
く
続
く
と
い
う
意
味
で
、
し
ば
ら
く
は
維
持
さ
れ
る
と
思
わ

れ
る
︒
し
か
し
、（
３
）
の
福
祉
レ
ジ
ー
ム
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
日
本
研

究
と
ア
ジ
ア
研
究
を
結
合
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
い
う
限
界
が
見
え
た
こ

と
も
報
告
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
︒
圧
縮
度
の
違
い
が
経
路
の
違
い
を
直
接

に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
選
択
し
た
政
策
の
違
い
が
重
要
な
の
だ
が
、
日
本
が

選
択
し
た
政
策
は
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
保
守
主
義
レ
ジ
ー
ム
に
近
い
も
の
な
の

に
対
し
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
合
衆
国
の
よ
う
な
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
に
よ
り
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H
ajnal, John. 1982 . 

“Tw
o K

inds of Preindustrial H
ousehold Form

ation System
.

” Population 

and D
evelopm

ent Review
 8 : 449 -494 .

H
anley, Susan and A

rthur W
olf. 1985 . Fam

ily and Population in E
ast A

sian H
istory. 

Stanford: Stanford U
niversity.

伊
達
平
和
　
二
〇
一
三
　「
高
学
歴
が
家
父
長
制
意
識
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
比
較
社

会
学:

日
本
・
韓
国
・
台
湾
・
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
・
タ
イ
に
お
け
る
比
較
」﹃
社
会
学
評
論
』 

第
六
四
巻
第
二
号
、
一
八
七
―
二
〇
四
頁
︒

Johnson, C
halm

ers. 1982 . M
IT

I and the Japanese M
iracle. Stanford: Stanford U

niversity.

落
合
恵
美
子
　
二
〇
〇
三
　「
日
本
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
を
世
界
的
文
脈
で
い
か
に
語
る
か

―
―
人
口
・
家
族
史
研
究
の
場
合
」﹃
日
文
研
』
第
三
〇
号
、
五
〇
―
五
六
頁
︒

O
chiai, E

m
iko. 2010 . «Q

uitter l

ʼOccident, rejoindre l

ʼOrient: les «deux décennies perdues» 

dans l

ʼévolution de la fam
ille au Japon.»  Ebisu: Études japonaises 44 : 185 -204 .

落
合
恵
美
子
　
二
〇
一
二
　「
親
密
性
の
労
働
と
ア
ジ
ア
女
性
の
構
築
」、
落
合
恵
美
子
・
赤

枝
香
奈
子
編 ﹃
ア
ジ
ア
女
性
と
親
密
性
の
労
働
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒

落
合
恵
美
子
　
二
〇
一
三
ａ
　「
ア
ジ
ア
近
代
に
お
け
る
親
密
圏
と
公
共
圏
の
再
編
成
―
―

「
圧
縮
さ
れ
た
近
代
」
と
「
家
族
主
義
」」、
落
合
恵
美
子
編
﹃
親
密
圏
と
公
共
圏
の
再
編

成
―
―
ア
ジ
ア
近
代
か
ら
の
問
い
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒

落
合
恵
美
子
　
二
〇
一
三
ｂ
　「
東
ア
ジ
ア
の
低
出
生
率
と
家
族
主
義
―
―
半
圧
縮
近
代
と

し
て
の
日
本
」、
落
合
恵
美
子
編
﹃
親
密
圏
と
公
共
圏
の
再
編
成
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
︒

O
chiai, E

m
iko. 2014 . 

“Leaving the W
est, R

ejoining the E
ast?: G

ender and Fam
ily in Japan

ʼs 

Sem
i-com

pressed M
odernity.

” International Sociology 29 : 209 -228 .

落
合
恵
美
子
　
二
〇
一
七
　「
つ
ま
ず
き
の
石
と
し
て
の
１
９
８
０
年
代
―
―
「
半
圧
縮
近

代
」
日
本
の
困
難
」、
瀧
井
一
博
編
﹃
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
５ 

日
文
研
・
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︒

落
合
恵
美
子
・
城
下
賢
一
　
二
〇
一
五
　「
歴
代
首
相
の
国
会
発
言
に
見
る
「
家
族
」
と
「
女

性
」
―
―
「
失
わ
れ
た
20
年
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
背
景
」、
落
合
恵
美
子
・
橘
木
俊
昭
編

（
4
）  

た
と
え
ば
ソ
ン
と
パ
ス
カ
ル
が
編
集
し
た
﹃
東
ア
ジ
ア
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
福
祉
国
家

―
―
儒
教
か
平
等
か
』(Sung and Pascall 2014 )

︒

（
5
）  

http://w
w

w
.arcip.bun.kyoto-u.ac.jp/

（
6
）  

http://w
w

w
.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/

（
7
）  

Ｅ
Ｕ
の
も
と
で
のE

urostat

の
整
備
や
、
エ
ラ
ス
ム
ス
計
画
に
よ
る
学
生
と
教
員
の

域
内
交
流
の
制
度
化
な
ど
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
数
か
国
以
上
の
比
較
や

協
働
が
研
究
の
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
る
︒

（
8
）  

http://w
w

w
.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21 -t135 -3 .pdf.

（
9
）  

日
本
へ
の
留
学
生
は
日
本
研
究
の
需
要
を
支
え
る
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ
う
︒
た

と
え
理
系
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
日
本
研
究
の
成
果
を
い
く
ら
か
は
学
ぶ
は
ず
で
あ
る
︒

日
本
へ
の
留
学
生
が
日
本
に
期
待
す
る
も
の
が
変
化
し
た
今
、
彼
ら
／
彼
女
ら
は
日
本

研
究
か
ら
何
を
学
び
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
日
本
研
究
の
今
後
を
考
え
る
と

き
に
考
慮
す
べ
き
事
項
は
こ
こ
に
も
あ
る
︒

（
10
）  

日
本
学
術
会
議
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
学
術
基
盤
形
成
委
員
会
は
、A

siastat

の
実
現
に

向
け
て
ア
ジ
ア
国
際
統
計
会
議
の
設
置
を
提
言
し
た
（http://w

w
w

.scj.go.jp/ja/info/

kohyo/pdf/kohyo-21 -t135 -3 .pdf

）︒

（
11
）  

h
ttp

://w
w

w
.brill.com

/p
u

blication
s/in

tim
ate-an

d
-p

u
blic-asian

-an
d

-global-

perspectives.

（
12
）  

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
内
に
も
多
様
な
親
族
組
織
を
も
つ
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
を
付
言

し
て
お
き
た
い
︒

参
照
文
献

B
ellah, R

obert. 1957 . Tokugaw
a Religion: T

he Values of Pre-industrial Japan, G
lencoe, IL: 

Falcon.

チ
ャ
ン
・
キ
ョ
ン
ス
プ
　
二
〇
一
三
　「
個
人
主
義
な
き
個
人
化
」、
落
合
恵
美
子
編
﹃
親
密

圏
と
公
共
圏
の
再
編
成
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒



日本研究をグローバルな視野に埋め直す

103

﹃
変
革
の
鍵
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
―
歴
史
・
政
策
・
運
動
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

苅
谷
剛
彦
　
二
〇
一
六
　「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
近
代
化
―
―
教
育
言
説
に
み
る
「
近
代
」
と
そ

の
後
」
日
文
研
共
同
研
究
会
報
告
︒

Lee, Jam
es and C

am
eron C

am
pbell. 1997 . Fate and Fortune in Rural C

hina. C
am

bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press. 

L
ee, Jam

es an
d W

an
g Fen

g. 1999
. O

ne Q
uarter of H

um
anity. C

am
bridge: H

arvard 

U
niversity Press.

イ
ム
・
ジ
ヒ
ョ
ン
　
二
〇
一
五
　「
国
民
史
の
布
石
と
し
て
の
世
界
史
―
日
本
と
朝
鮮
の
愛
国

的
世
界
史
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
つ
い
て
」
小
山
哲
訳
、

﹃
思
想
』
三
月
号
、
六
―
三
二
頁
︒

武
藤
秀
太
郎
　
二
〇
〇
九
　﹃
近
代
日
本
の
社
会
科
学
と
東
ア
ジ
ア
』
藤
原
書
店

中
曽
根
康
弘
　
一
九
九
五
　「
新
し
い
日
本
の
主
体
性
（
講
演
録
　
１
９
８
５
年
７
月
27

日
）」、﹃
中
曽
根
内
閣
史
　
資
料
篇
』
世
界
平
和
研
究
所
︒

酒
井
直
樹
　
一
九
九
六
　﹃
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
―
―
「
日
本
」
の
歴
史
－
地
政
的

配
置
』
新
曜
社
︒

村
上
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤
誠
三
郎
　
一
九
七
九
　﹃
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
中
央
公

論
社
︒

Sung, Sirin and G
illian Pascall, eds.  G

ender and W
elfare State in East A

sia: C
onfucianism

 or 

Equality? Londom
: Palgrave.

T
hom

ann, B
ernard. 2015 . La naissance de l’É

tat social japonais: biopolitique, travail et 

citoyenneté dans le Japon im
périal (1868-1945). Paris: Presses de Sciences-Po.

V
ogel, E

zra. 1979
. Japan as N

um
ber O

ne: L
esson for A

m
erica. C

am
bridge: H

arvard 

U
niversity Press.


