
インパクション186号　2012年 8月 ● 3435 ● ネオリベラリズムとは何か

１
．
は
じ
め
に

　

│
資
本
主
義
の
調
整
様
式
と
し
て
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
新
自
由
主
義
、
新
保
守
主
義
）
は
、
い
ぜ

ん
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
支
配
的
な
資
本
主
義
の
現
実
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
今
般
の
ユ
ー
ロ
危
機
に
際
し
て
、
福
祉
切
り
捨
て
・
公

務
員
賃
金
切
り
下
げ
な
ど
に
よ
る
緊
縮
財
政
が
主
張
さ
れ
る
一
方
で
、

危
機
に
大
き
な
責
任
を
負
う
べ
き
短
期
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
跳
梁

は
ほ
と
ん
ど
問
題
視
さ
れ
な
い
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
こ
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
る
の
と
対
照
的

に
、
こ
れ
を
資
本
主
義
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
に
特
有
の
論
理
構
造
を
分
析
し
、
更
に
そ
の
歴
史
的
方
向
性
を
展

望
す
る
理
論
的
作
業
は
、
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

　

ま
ず
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
市
場
経
済
一
般
に
解
消
し
て
し
ま

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
九
世
紀
の
産
業
資
本
主
義
段
階
の
英
国
の

資
本
主
義
を
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
典
型
例
と
規
定
す
る
こ
と
は

む
ろ
ん
で
き
な
い
。
次
に
、
資
本
主
義
体
制
の
維
持
が
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
目
的
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
直
接
に
、
市
民
社
会
と

労
働
者
を
徹
底
的
に
抑
圧
し
て
資
本
家
団
体
が
武
器
な
ど
を
生
産
し
、

海
外
へ
の
拡
張
を
軍
事
的
に
強
行
し
た
帝
国
主
義
の
ほ
う
が
、
よ
ほ

ど
手
早
く
資
本
主
義
を
維
持
で
き
る
。

　

資
本
主
義
は
、
利
潤
を
獲
得
で
き
な
く
す
る
恐
慌
と
、
階
級
関
係

の
止
揚
を
図
る
社
会
主
義
革
命
と
い
う
、
癌
細
胞
の
よ
う
な
自
己
否

定
の
契
機
を
湧
き
出
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
そ
の
内
部
に
は
ら
ん
で

い
る
。
こ
の
二
つ
の
「
天
敵
」
を
封
じ
込
め
な
け
れ
ば
、
資
本
主
義

は
安
定
的
に
持
続
す
る
こ
と
が
な
い
。
市
民
社
会
を
前
提
し
つ
つ
恐

慌
を
封
じ
る
た
め
の
資
本
蓄
積
と
、
革
命
を
封
じ
る
た
め
の
社
会
統
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ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
何
か

水
岡
不
二
雄

合
を
安
定
的
に
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
特
定
の
資
本
主
義
の
調
整

様
式
が
、
資
本
家
と
資
本
主
義
国
家
の
共
同
で
意
図
的
に
つ
く
り
だ

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
の
一
定
の
段
階
に
登
場
し
て
、

恐
慌
と
革
命
を
封
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
体
制
の
永
続
を
め

ざ
す
、
こ
の
よ
う
な
調
整
様
式
の
一
つ
で
あ
る
。
戦
後
資
本
主
義
の

黄
金
時
代
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
調
整
様
式
は
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
で

あ
っ
た
。
強
い
組
合
の
も
と
労
働
者
に
高
賃
金
を
支
払
う
こ
と
で
国

内
に
大
量
消
費
社
会
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
そ
の
有
効
需
要
が
大
量
生

産
を
可
能
に
し
て
順
調
な
資
本
蓄
積
が
す
す
ん
だ
。
労
働
者
は
、
自

家
用
車
や
家
電
な
ど
大
量
の
消
費
財
に
囲
ま
れ
て
意
識
を
保
守
化
さ

せ
、
組
合
は
階
級
闘
争
を
放
棄
し
て
、
資
本
主
義
社
会
が
安
定
化
し
た
。

政
府
は
、
大
量
消
費
や
大
量
生
産
を
促
す
物
的
イ
ン
フ
ラ
へ
の
公
共

投
資
や
所
得
を
補
う
福
祉
政
策
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
促
進

し
た
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
か
つ
て
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
が
果
た

し
た
こ
の
よ
う
な
役
割
を
、
そ
れ
と
全
く
別
の
政
治
・
経
済
組
織
に

よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
同
様
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
そ
の
も

の
の
内
部
に
も
、
こ
の
調
整
様
式
を
崩
壊
さ
せ
る
弁
証
法
的
パ
ラ
ド

ク
ス
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
ま
た
、

実
際
に
は
決
し
て
持
続
的
で
は
あ
り
得
な
い
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
基
本
的
認
識
に
た
ち
、
資
本
主
義
の
調
整
様
式

と
し
て
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
、
そ
の
理
解
に
と
っ
て
根

源
的
な
四
つ
の
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
き
わ
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
資
本
主
義
の
調
整
様
式
の
一
つ
と
し
て
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
を
と
ら
え
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
調
整
様
式
で
あ
る

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
、
規
制
緩
和
や
民
営
化
、

競
争
促
進
と
い
っ
た
諸
政
策
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
市
場

原
理
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
新
古
典
派

経
済
理
論
と
あ
わ
せ
た
、
三
位
一
体
の
企
図
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　

第
三
は
、
新
自
由
主
義
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
調

整
様
式
そ
れ
自
体
の
内
面
に
は
ら
ま
れ
た
、
弁
証
法
的
な
否
定
の
契

機
を
暴
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
を
ふ
ま
え
、
最
後
に
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
代
わ

る
生
産
様
式
を
展
望
し
て
結
び
と
す
る
。

２
．
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
崩
壊
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
登
場

　

資
本
主
義
は
、
自
由
放
任
の
ま
ま
で
は
持
続
で
き
な
い
。
恐
慌
と

革
命
と
い
う
二
つ
の
天
敵
が
自
ら
を
破
壊
し
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら

を
封
じ
込
め
て
資
本
主
義
を
安
定
化
す
る
に
は
、
資
本
主
義
を
支
持
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す
る
政
府
が
、
特
定
の
「
調
整
様
式
」
を
編
成
し
、
経
済
過
程
に
介

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
点
を
体
系
的
に
解
明
し
て
き
た

の
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
起
源
を
も
つ
レ
ギ
ュ

ラ
シ
オ
ン
学
派
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
調
整
様
式
の
典
型
例
と
し
て

研
究
が
集
中
し
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
シ
に
由
来
す
る

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
は
永
遠
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
三
年
の
石
油

シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
し
て
、
生
産
コ
ス
ト
は
増
大
し
、
高
賃
金
と
高

福
祉
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
維
持
す
る
だ
け
の
経
済
的
余
裕
が
企
業
財

務
に
も
政
府
の
財
政
に
も
失
わ
れ
た
。
ま
た
、
賃
金
が
天
井
を
打
て
ば
、

有
効
需
要
に
も
限
界
が
生
ま
れ
る
か
ら
、
過
剰
生
産
に
よ
る
価
格
の

下
落
を
避
け
る
た
め
に
製
造
業
へ
の
投
資
を
無
限
に
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
く
な
っ
た
。
資
本
主
義
は
次
第
に
、
製
造
業
に
投
資
で
き
な

い
過
剰
資
本
を
か
か
え
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
苛
ま
れ
、
企
業

は
生
産
を
縮
小
さ
せ
て
雇
用
が
減
り
、
購
買
力
が
下
が
っ
て
消
費
も

減
る
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ
た
。
高
騰
し
た
石
油
に
支
払
わ
れ
た
資

金
は
中
東
の
産
油
国
へ
と
向
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
産
業
基
盤
は
な
く
、

過
剰
な
資
金
は
、
欧
州
な
ど
の
金
融
市
場
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
税
収
減
に
つ
な
が
っ
た
が
、
財
政
支

出
の
規
模
と
内
容
は
企
業
と
異
な
り
政
治
過
程
で
決
定
さ
れ
る
か
ら
、

容
易
に
は
縮
減
さ
れ
難
く
、
国
家
・
自
治
体
の
財
政
危
機
が
起
こ
り

は
じ
め
た
。

　

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
が
つ
く
り
だ
し
た
資
本
主
義
の
黄
金
時
代
は
過

去
の
も
の
と
な
り
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
脱
却
が
差
し
迫
っ

た
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
な
っ
た
。
高
賃
金
を
切
り
下
げ
、
労
働
者
向

け
の
財
政
支
出
を
縮
減
し
つ
つ
、
同
時
に
こ
の
こ
と
が
社
会
統
合
の

破
綻
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
代
わ
る
調
整
様

式
が
、
早
急
に
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ハ
イ
エ
ク
や
フ
リ
ー
ド
マ
ン
ら
が
鼓
吹
し
た
市
場
原
理
主
義
の
思

想
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
脈
絡
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。

　

ま
ず
は
、
組
織
労
働
や
労
働
政
策
の
力
に
護
ら
れ
た
高
賃
金
を
支

え
る
制
度
を
解
体
し
、
賃
金
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
、「
新
国
際
分
業
」
の
産
業
空
間
編

成
が
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
生
産
過
程
を
垂
直
分
割
し

て
、
よ
り
単
純
な
生
産
工
程
を
海
外
移
転
さ
せ
、
こ
れ
を
効
率
的
な

交
通
・
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
企

図
は
、
偶
然
に
も
一
九
七
六
年
に
毛
沢
東
が
死
ん
だ
後
、
鄧
小
平
の

指
導
の
も
と
中
国
が
巨
大
な
低
賃
金
労
働
力
の
プ
ー
ル
を
開
放
し
始

め
た
と
い
う
幸
運
な
条
件
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
資
本
は
組
織

労
働
者
に
対
し
、
生
産
の
海
外
移
転
で
失
業
す
る
か
低
賃
金
を
受
け

入
れ
る
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
り
、
組
合
側
は
譲
歩
を
強
い
ら
れ

て
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
な
高
賃
金
は
掘
り
崩
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
産
業
が
空
洞
化
し
て
い
く
一
方
で
、「
脱
工
業
化
社
会
」

が
も
て
は
や
さ
れ
、
工
場
で
機
械
油
に
ま
み
れ
汗
水
た
ら
し
て
労
働

す
る
こ
と
は
も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
株
や
為
替
な
ど
の
金
融
商

品
に
投
資
し
ク
リ
ッ
ク
一
つ
で
大
儲
け
す
る
こ
と
が
ス
マ
ー
ト
か
つ

現
代
的
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
て
、
こ
う
し
た
意
識
が
、
人
々
や
企
業

に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ス
ト
的
な
社
会
統
合
を
危
機

に
追
い
や
る
。
こ
れ
を
救
っ
た
思
想
こ
そ
、
市
場
原
理
主
義
だ
っ
た
。

　

労
働
者
に
は
、
組
合
の
連
帯
を
捨
て
て
独
立
し
た
市
場
主
体
と

し
て
競
争
に
参
入
せ
よ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
闘
わ
れ
る
容
赦
な

い
市
場
競
争
で
勝
て
ば
、
自
ら
の
努
力
で
高
所
得
を
つ
か
み
と
れ
る
、

そ
の
機
会
は
平
等
に
開
か
れ
て
い
る
、
こ
れ
こ
そ
高
い
生
活
水
準
を

獲
得
す
る
新
し
い
や
り
方
で
あ
る
、
と
説
教
が
加
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

競
争
に
失
敗
し
て
も
そ
れ
は
自
己
責
任
で
あ
っ
て
、
成
功
者
を
羨
む

こ
と
な
か
れ
、
と
付
け
加
え
る
こ
と
も
、
市
場
原
理
主
義
者
た
ち
は

忘
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
政
府
に
対
し
市
場
原
理
主
義
者
は
、
競
争
意
欲
を
削
ぐ
福

祉
政
策
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
の
政
策
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
市
場

競
争
を
促
進
す
る
よ
う
規
制
緩
和
や
民
営
化
等
を
行
っ
て
、
風
呂
桶

に
収
ま
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
「
小
さ
な
政
府
」
と
す
る
こ
と
を
要
求

し
た
。

　

政
府
が
完
全
に
退
場
し
、
新
古
典
派
経
済
学
が
前
提
す
る
人
間
類

型
を
受
け
入
れ
て
全
て
の
人
々
が
効
用
と
利
潤
の
極
大
化
を
目
ざ
す

合
理
的
経
済
人
と
し
て
ふ
る
ま
い
さ
え
す
れ
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
い
う
「
見
え
ざ
る
手
」
が
経
済
の
す
べ
て
を
支
配
し
、
新
古
典
派

経
済
学
が
思
い
描
く
経
済
諸
変
数
の
収
斂
が
起
こ
り
、
新
古
典
派
経

済
学
の
均
衡
モ
デ
ル
が
描
く
と
お
り
、
す
べ
て
の
人
々
・
す
べ
て
の

国
々
が
平
等
な
世
界
が
訪
れ
る
。
こ
れ
が
、
ハ
イ
エ
ク
や
フ
リ
ー
ド

マ
ン
ら
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
た
、
市
場
原
理
主
義
の
福
音
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
教
義
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

政
策
は
、
英
米
を
中
枢
と
し
、
そ
こ
か
ら
次
第
に
他
の
諸
国
に
も
広

が
っ
て
い
っ
た
。
発
展
途
上
国
に
対
し
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ 

と
世
界
銀
行
が
、
援
助
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
提
供
と
引
き
換
え
に
、

こ
の
教
義
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
「
構
造
調
整
」
に
同
意
す
る
要

求
が
つ
き
つ
け
ら
れ
、
従
来
国
営
セ
ク
タ
ー
が
大
き
な
役
割
を
占
め

て
き
た
こ
れ
ら
の
国
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
策
が
強
行
的
に

導
入
さ
れ
て
、
民
営
化
と
外
資
導
入
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
。

３
．
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

│ 

新
た
な
資
本
主
義
の
調
整
様
式

　

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
崩
壊
を
う
け
、
こ
う
し
て
新
し
い
資
本
主
義
の

調
整
様
式
の
座
に
つ
い
た
（
１
）
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
ど
の
よ
う
に
資

本
主
義
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
資
本
蓄
積
と
社
会
統
合
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
社
会
統
合
に
つ
い
て
。
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
破
綻
が
、
民
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衆
の
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
へ
の
叛
旗
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
旅
人
に
コ
ー
ト
を
脱
が
せ
る
た
め
太
陽
と
北
風
が

争
っ
た
と
い
う
イ
ソ
ッ
プ
の
喩
え
を
使
う
な
ら
、「
太
陽
」
の
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
「
北
風
」
の
そ
れ
に
社
会
統
合
の
や
り
方
を
転
換
し
た
。

高
賃
金
と
労
働
条
件
改
善
を
め
ざ
す
か
つ
て
の
組
織
労
働
者
の
闘

争
は
、
自
由
化
さ
れ
た
労
働
市
場
で
争
う
個
人
間
の
闘
争
に
姿
を

変
え
た
。
人
々
が
競
争
に
敗
北
し
、
惨
め
な
生
活
を
お
く
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
制
度
の
責
任
で
は
な
く
「
自

己
責
任
」
で
あ
っ
て
、
政
府
は
も
は
や
救
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

制
裁
に
脅
え
て
、
民
衆
は
否
が
応
で
も
市
場
原
理
主
義
者
に
付
き

従
い
、
そ
れ
が
説
教
す
る
人
間
類
型
に
自
ら
の
行
動
を
近
づ
け
る

よ
う
努
力
す
る
。
こ
う
し
た
巧
み
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
が
行
わ

れ
、
社
会
統
合
が
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
労
働
市
場
で
自
由
競
争
が
激
化
し
、
派
遣
労
働
や

超
過
勤
務
な
ど
の
規
制
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
れ
ば
、
賃
金
が
下
が

り
、
政
府
支
出
の
削
減
と
あ
い
ま
っ
て
、
マ
ク
ロ
経
済
に
お
け
る

有
効
需
要
の
伸
び
は
停
滞
し
、
市
場
拡
大
に
み
あ
っ
た
大
量
生
産

と
そ
の
た
め
の
設
備
投
資
に
よ
る
資
本
蓄
積
は
困
難
に
ぶ
つ
か
る
。

だ
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
も
は
や
資
本
蓄
積
の
た
め
製
造

業
を
あ
て
に
し
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど
高
度
な
技

術
と
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
手
法
に
支
え
ら
れ
た
金
融
を
経
済
の
中
心

に
据
え
、
ク
リ
ッ
ク
ひ
と
つ
で
大
儲
け
が
出
来
る
チ
ャ
ン
ス
を
生

む
金
融
の
鉄
火
場
を
大
々
的
に
創
出
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
資
本
蓄

積
の
軌
道
が
つ
け
ら
れ
た
。

　

工
業
生
産
を
労
賃
の
安
い
中
国
は
じ
め
途
上
諸
国
に
大
々
的
に
移

転
し
た
あ
と
、
中
枢
国
で
は
、
企
業
も
個
人
も
、
株
式
や
外
国
為
替

投
機
で
の
資
本
利
得
を
求
め
、
次
第
に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
化
し
て
ゆ
く
経

済
で
、
投
機
利
得
は
現
実
に
資
本
蓄
積
の
手
段
と
な
っ
た
。
同
時
に

金
融
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
消
費
者
金
融
や
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど

を
一
層
盛
ん
に
し
、
従
来
の
高
賃
金
に
代
わ
る
有
効
需
要
の
源
泉
を

低
賃
金
の
労
働
者
の
あ
い
だ
に
掘
り
起
こ
し
た
。
さ
ら
に
、
ネ
オ
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
中
枢
諸
国
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
営
化
や
、

途
上
国
な
ら
び
に
旧
社
会
主
義
諸
国
に
お
け
る
国
営
企
業
の
民
営
化

を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
新
し
い
投
資
機
会
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
破
綻
し
た
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
は
、
社
会
統
合
と
資
本

蓄
積
の
両
面
に
お
い
て
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
資
本

主
義
の
調
整
様
式
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
、
資
本
主
義
体
制
は
さ

ら
に
安
定
的
に
持
続
す
る
こ
と
が
展
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
２
）

。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い

う
二
つ
の
資
本
主
義
の
調
整
様
式
を
比
較
対
照
し
て
ま
と
め
る
と
、

【
表
１
】
の
よ
う
に
な
る
。

４
．
聖
な
る
三
位
一
体

│
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
市
場
原
理
主

義
、
そ
し
て
新
古
典
派
経
済
学

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
民
営
化
、
規
制
緩
和
、
社
会
保
障
切
り

下
げ
な
ど
を
含
む
、
一
連
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
現
実
に
存
在

す
る
。「
公
正
と
効
率
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
」
が
唱
え
ら
れ
、
富
裕
層

に
重
課
税
す
る
こ
と
は
経
済
の
効
率
性
を
損
な
う
と
し
て
政
府
の
所

得
再
配
分
が
否
定
さ
れ
る
一
方
、
不
安
定
化
・
流
動
化
し
た
雇
用
で

大
多
数
の
労
働
者
の
所
得
は
増
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
も
と
、

格
差
は
必
然
的
に
拡
大
し
て
ゆ
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
オ
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
諸
政
策
が
広
く
一
般
の
民
衆
に
支
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
を
十
分
に
正
統
化
す
る
、
周
到
に
構
築
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
英
首
相
が
、「
市
場
に
は

代
替
が
な
い
（There is no alternative

、TIN
A

）」
と
喝
破
し
た
、
市
場

原
理
主
義
思
想
で
あ
る
。
市
場
原
理
主
義
者
は
、
市
場
こ
そ
、
経
済
・

社
会
を
組
織
す
る
唯
一
そ
し
て
至
上
の
原
理
な
の
で
あ
り
、
市
場
原

理
を
現
実
の
経
済
・
社
会
政
策
に
あ
ま
ね
く
貫
徹
さ
せ
、
す
べ
て
を

見
え
ざ
る
手
に
委
ね
れ
ば
経
済
・
社
会
が
最
も
う
ま
く
ゆ
く
は
ず
だ
、

と
確
信
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
単
な
る

市
場
経
済
と
同
義
で
は
な
く
、
非
市
場
的
な
経
済
・
社
会
組
織
を
排

【表 1】2つの資本主義の調整様式：フォーディズムとネオリベラリズム

 フォーディズム ネオリベラリズム

資本蓄積 テイラー主義的流れ作業による
効率的な大量生産。

金融活動による利益。

社会統合 高賃金と潤沢な社会福祉から生
ずる保守的性向。

「勝ち組」に参加するための競
争。機会の平等と他者を羨ま
ないNo-envy 原理。 

基本となる経済部門 製造業。金融は、製造のための
設備投資資金を融資するに過ぎ
ない。

金融と情報技術。産業への投
資も、金融的基準から評価さ
れる。

制裁 共同体からの排除。 ネオリベラリズムの規範に従
わなかった者が送らねばなら
ない悲惨な生活（ホームレス
など）。

資本賃労働関係 強い労働組合主義と、団体交渉
による賃金上昇・雇用保障。

労働組合は競争力実現のため
資本に協力。個人的競争によ
る賃金上昇。

工業生産の空間的範囲 主として国民経済の内部。 新国際分業によるグローバル
化。

理想とする社会 共生、「ゆりかごから墓場まで」
の福祉政策による社会的安定

熾烈で疎外を生む競争。自己
責任。

調整様式を裏付ける社会思想 正義、友愛、相互扶助。 市場原理主義、万人の万人に
対する競争。

現実における結果 比較的平等主義的傾向が強い。
「一億総中流」。

格差拡大。富者の貧者に対す
る優越。

内部にはらまれた否定の契機 企業財務・国家財政の危機。 金融危機。多数派となった貧
者による選挙を通じたネオリ
ベラリズム政権打倒 ( 新自由主
義のパラドクス )。
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除
し
て
、
経
済
・
社
会
の
す
べ
て
の
部
面
を
市
場
で
純
化
す
べ
き
と

す
る
、
異
端
を
認
め
な
い
原
理
主
義
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

特
定
の
教
義
で
現
実
を
純
化
す
れ
ば
全
て
が
う
ま
く
い
く
と
す
る

思
想
は
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
な
ど
と
し

て
、
宗
教
の
世
界
で
な
じ
み
深
い
。
で
は
、
コ
ー
ラ
ン
や
聖
書
に
相

当
す
る
市
場
原
理
主
義
の
聖
典
は
何
か
。
そ
れ
は
、
新
古
典
派
経
済
学
、

と
り
わ
け
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
教
科
書
・
論
文
で
あ
る
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
調
整
様
式
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
非
妥
協
的
に
絶
対
化
さ

れ
る
。

　

新
古
典
派
経
済
学
は
、
そ
の
理
論
構
築
の
た
め
、
い
く
つ
も
の

人
間
行
動
に
お
け
る
単
純
化
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
前
提
は
も
と
も

と
、
複
雑
な
現
実
を
経
済
理
論
に
抽
象
し
て
理
論
を
単
純
化
す
る
便

法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
市
場
原
理
主
義
は
、
こ
の
前
提

を
、
す
べ
て
の
現
実
の
人
々
が
と
る
べ
き
行
動
規
範
に
高
め
て
し
ま
っ

た（
３
）。
市
場
原
理
主
義
者
は
、
日
曜
日
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
司
祭
が
聖

書
か
ら
の
一
句
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
教
を
す
る
の
と
お
な
じ
よ

う
に
、
新
古
典
派
経
済
学
の
前
提
ど
お
り
に
行
動
す
る
よ
う
人
々
を

説
得
す
る
。
背
教
者
は
地
獄
に
落
ち
る
と
恫
喝
す
る
宗
教
同
様
、
市

場
原
理
主
義
に
お
い
て
も
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
教
典
に
書
い
て
あ
る

前
提
通
り
に
行
動
し
な
け
れ
ば
経
済
・
社
会
で
「
負
け
組
」
に
な
る

と
恫
喝
す
る
。

　

絶
対
的
な
聖
典
を
奉
る
司
祭
と
し
て
の
性
格
を
反
映
し
、
新
古
典

派
経
済
学
者
た
ち
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
極
め
て
排

他
的
・
非
寛
容
な
行
動
様
式
を
と
る
。
例
え
ば
、
新
古
典
派
経
済
学

こ
そ
唯
一
絶
対
に
正
し
く
優
れ
た
経
済
学
の
教
義
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
新
古
典
派
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
、
大
学
の
経
済
学
部
に
お
い
て
、

新
古
典
派
以
外
の
経
済
学
が
講
じ
ら
れ
、
新
古
典
派
以
外
の
教
員
が

在
籍
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
許
さ
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
も

と
よ
り
、
政
府
の
介
入
に
よ
り
完
全
雇
用
を
め
ざ
す
伝
統
的
な
ケ
イ

ン
ズ
経
済
学
で
さ
え
、
経
済
学
部
か
ら
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
る
べ
き

異
端
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
学
問
の
多
様
性
や
自
由
な
ど
と
い
っ

た
観
念
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。

　

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
特
権
的

な
神
学
者
の
み
に
許
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
教
義
の
権
威
を
高
め
て

い
る
。
新
古
典
派
経
済
学
で
は
、
理
論
が
高
等
数
学
の
数
式
や
難
解

な
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
教
義
の
権
威
・
神
秘
性
と
解
釈
の

特
権
性
が
、
い
や
が
う
え
に
も
強
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
古

典
派
経
済
学
が
、
社
会
科
学
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
聖
典
で
は
な
い
と

い
う
公
式
の
外
見
は
、
そ
れ
を
基
礎
に
据
え
た
市
場
原
理
主
義
と
ネ

オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
策
に
、
一
見
し
た
客
観
性
と
中
立
性
を
付
与

し
て
い
る
。

　

民
衆
に
畏
怖
を
感
じ
さ
せ
る
そ
の
教
義
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
「
千
年
王
国
」
と
同
じ
く
、
遠
い
未
来
に
つ
い
て
の
福
音
も

用
意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
こ
れ
ま
で
の

非
市
場
的
な
行
動
や
思
想
を
悔
い
改
め
、
新
古
典
派
経
済
学
の
諸
前

提
が
指
し
示
す
行
動
様
式
を
受
け
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
神
の
見
え
ざ

る
手
に
よ
っ
て
市
場
の
諸
変
数
は
収
斂
し
、
調
和
と
均
衡
が
も
た
ら

さ
れ
、
や
が
て
地
上
に
平
等
の
至
福
が
降
臨
す
る
、
と
予
言
さ
れ
る
。

そ
の
予
言
の
実
現
に
必
要
な
前
提
こ
そ
市
場
原
理
の
純
化
な
の
で
あ

る
か
ら
、
す
べ
て
の
人
々
は
そ
の
正
統
性
を
認
め
て
、「
痛
み
を
伴
う

改
革
」
を
目
指
す
諸
政
策
を
受
け
入
れ
、
経
済
諸
変
数
の
収
斂
と
い

う
遠
い
未
来
に
お
け
る
救
済
に
望
み
を
か
け
つ
つ
、
競
争
に
馳
せ
参

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
の
論
理
と
市
場
原
理
主
義
の
論
理
と
の
あ
い

だ
に
は
、
ペ
ッ
ク
と
テ
ィ
ッ
ケ
ル
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、

驚
く
ほ
ど
の
相
同
性
が
あ
る
（
４
）
。

　

と
は
い
え
、
新
古
典
派
経
済
学
は
宗
教
で
は
な
く
科
学
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
前
提
と
資
本
主
義
の
客
観
的
現
実
と
の
違

い
は
、
よ
り
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
新
古
典
派
経
済
学
に
お
い
て
市

場
を
構
成
し
て
い
る
の
は
原
子
的
経
済
人
で
あ
る
が
、
現
実
の
資
本

主
義
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
多
国
籍
化
し
た

巨
大
寡
占
企
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
市
場
原
理
主
義
は
、
こ
の
理
論

と
現
実
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
貼
る
パ
ッ
チ
を
用
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
個
々
の
民
衆
を
、
な
ん
と
か
原
子
的
経
済
人
に
擬
制

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
に
、「
株
主
資
本
主
義
」
の
論
理
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ト
ヨ
タ
の
よ
う
な
巨
大
企
業
を
個
々
の
原
子
的
な
経
済
主
体
が
起
業

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
株
を
個
人
投
資
家
と

し
て
買
う
こ
と
な
ら
で
き
る
。
そ
こ
で
、
各
個
人
が
株
を
買
い
、「
物

言
う
株
主
」
と
し
て
行
動
す
る
な
ら
ば
、
市
場
原
理
主
義
の
前
提
は

満
た
さ
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
を
労
働
基
準
法

の
適
用
が
な
い
「
業
務
委
託
契
約
」
に
よ
り
不
安
定
に
雇
用
す
る
こ

と
こ
そ
、
個
々
の
労
働
者
を
、
独
立
し
た
原
子
的
経
済
人
と
し
て
尊

重
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
発
想
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ネ
オ

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
諸
政
策
は
、
市
場
原
理
主
義
を
裏
付
け
る
新
古
典

派
経
済
学
の
理
論
に
、
一
見
し
た
客
観
性
を
与
え
る
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
い
う
新
た
な
調
整

様
式
は
、
三
つ
の
要
素

の
垂
直
的
な
重
合
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
基
底

に
あ
る
の
は
、
新
古
典

派
経
済
学
、
と
り
わ
け

ミ
ク
ロ
経
済
学
の
理

論
で
あ
る
。
そ
れ
で

【図 1】ネオリベラリズムの調整様式の三位一体

ネオリベラリズム

（経済・社会政策）

市場原理主義

（思想・人間類型変革）

新古典派経済学

（理論・教義）
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世
界
を
純
化
す
る
こ
と
を
唱
え
る
市
場
原
理
主
義
は
、
こ
の
経
済
学

の
教
義
を
あ
た
か
も
聖
典
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
も
と
も
と
理
論
の

抽
象
化
の
た
め
謙
虚
に
設
け
ら
れ
た
前
提
を
人
間
の
規
範
的
行
動
原

理
に
祀
り
あ
げ
、
現
実
に
個
々
人
が
と
る
べ
き
実
践
の
模
範
を
提
示

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
に
よ
っ
て
正
統
性
を
与
え
ら
れ
た
経
済
・

社
会
諸
政
策
を
、
政
府
が
推
進
す
る
。
こ
れ
が
、
現
実
に
存
在
す
る

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
な
る
【
図
１
】。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
調
整
様
式
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
を

も
っ
た
総
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
三
位
一
体
の
周
到
な
設
計
こ
そ
、

調
整
様
式
と
し
て
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
正
統
性
の
観
念
を
与
え
、

社
会
統
合
を
可
能
と
し
た
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

５
．
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
パ
ラ
ド
ク
ス

　

論
理
構
成
は
周
到
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
や
現
実
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
は
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
資
本
蓄
積
の
根
幹
で
あ
る

金
融
経
済
は
深
刻
で
回
復
困
難
な
危
機
に
苛
ま
れ
、
そ
の
社
会
統
合

の
様
式
は
、
格
差
拡
大
の
現
実
の
も
と
に
破
綻
を
き
た
し
た
。

　

市
場
原
理
主
義
が
唱
え
る
平
等
と
収
斂
と
い
う
か
り
そ
め
の
福
音

の
も
と
、
零
細
な
投
資
家
が
、
株
式
や
外
国
為
替
の
投
機
に
馳
せ
参

じ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
少
数
の
「
勝
ち
組
」
に
よ
っ
て
、
大

多
数
の
「
負
け
組
」
の
資
金
が
巻
き
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
は
じ
め
の

う
ち
、
市
場
原
理
主
義
思
想
に
共
鳴
し
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政

策
が
政
府
の
無
駄
を
な
く
し
、
自
ら
努
力
さ
え
す
れ
ば
「
痛
み
を
伴

う
改
革
」
を
通
じ
て
自
分
た
ち
に
も
平
等
に
富
裕
を
も
た
ら
し
て
く

れ
る
は
ず
と
信
じ
て
い
た
一
部
の
民
衆
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

機
会
の
平
等
と
は
名
ば
か
り
で
、
む
し
ろ
富
者
と
貧
者
の
格
差
は
拡

大
し
、
公
共
の
福
祉
は
乏
し
く
な
り
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
が
腐
朽
し
て

ゆ
く
現
実
に
直
面
し
て
、
市
場
原
理
主
義
思
想
か
ら
離
れ
始
め
、
虐

げ
ら
れ
た
九
九
％
の
一
員
だ
と
い
う
自
覚
を
も
ち
は
じ
め
た
。

　

い
ま
や
多
く
の
民
衆
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
利
益
を
得
た
一
％

の
少
数
派
と
の
闘
い
に
た
ち
あ
が
っ
て
い
る
。
市
場
原
理
主
義
者
は

な
お
「
負
け
組
」
の
人
々
に
、「
貧
し
く
な
っ
た
の
は
自
己
責
任
だ
か

ら
制
度
で
は
な
く
自
身
を
責
め
よ
」、「
成
功
者
を
羨
む
な
（no envy

）」

と
声
を
か
ら
し
て
説
教
し
続
け
る
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
市
場
原
理
主

義
が
用
意
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
よ
る
社
会
統
合
が
破
綻
し
て

民
衆
が
市
場
原
理
主
義
思
想
を
拒
否
し
は
じ
め
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
巨
大
な
政
治
変
動
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　

民
主
主
義
的
普
通
選
挙
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
る

諸
国
に
お
い
て
、
民
衆
は
、
新
古
典
派
経
済
学
者
が
説
く
「
ド
ル
紙

幣
に
よ
る
投
票
」
を
去
っ
て
、「
民
主
主
義
に
よ
る
投
票
」
に
回
帰
し
た
。

格
差
拡
大
は
貧
し
い
人
々
の
利
益
を
代
表
す
る
政
党
や
そ
の
社
会
運

動
へ
の
支
持
を
増
大
さ
せ
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
政
治

勢
力
が
政
権
を
握
り
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
「
自
由
主
義
」
を
形
式
的
に
せ
よ
標
榜
す
る

限
り
、
一
人
一
票
の
自
由
選
挙
と
い
う
市
民
的
政
治
制
度
を
抑
圧
で

き
な
い
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

　

こ
の
政
治
現
象
は
、
二
〇
〇
九
年
夏
の
日
本
で
、
小
泉
・
竹
中
氏

の
政
策
路
線
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
民
主
党
政
権
へ
の
政
権
交
代

と
し
て
表
出
し
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
々
、
ア
ジ
ア
の
一
部
諸
国
、

そ
し
て
「
欧
州
経
済
危
機
」
に
直
面
し
た
欧
州
の
国
々
で
、
ネ
オ
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
拒
否
す
る
政
治
勢
力
が
選
挙
で
次
々
と
勝
利
を
占
め

る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
調
整

様
式
自
体
の
中
に
は
ら
ま
れ
た
否
定
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い

ま
や
こ
の
「
新
自
由
主
義
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
政
治
過
程
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
炸
裂
し
て
い
る
。

　

た
だ
市
場
原
理
主
義
者
た
ち
だ
け
が
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
社
会

的
脈
絡
を
理
解
で
き
な
い
。
自
分
た
ち
の
思
想
の
基
礎
に
あ
る
新
古

典
派
経
済
学
の
数
理
的
エ
レ
ガ
ン
ス
に
幻
惑
さ
れ
、
そ
れ
に
絶
対
的

に
帰
依
し
て
い
る
市
場
原
理
主
義
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
「
合
理

性
あ
る
主
張
」
に
従
わ
な
い
者
た
ち
を
非
合
理
の
世
界
に
生
息
す
る

異
教
徒
だ
と
見
下
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
悔
い
改
め
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
市
場
原
理
主
義
者
か
、
そ
れ
と
も
民
衆
か
。
今
や
民
衆
は
、

そ
の
答
え
を
、
選
挙
を
つ
う
じ
て
市
場
原
理
主
義
者
た
ち
に
突
き
つ

け
は
じ
め
た
。

　

資
本
蓄
積
に
つ
い
て
み
る
と
、
金
融
を
基
幹
部
門
に
据
え
た
各
国

の
金
融
機
関
や
政
府
は
、
重
大
で
解
決
困
難
な
経
済
危
機
に
繰
り
返

し
苛
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
打
ち
続
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
危
機

は
、
高
度
な
金
融
技
術
に
支
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
資
本
主
義
は
安
定

的
な
成
長
を
永
遠
に
遂
げ
る
は
ず
だ
と
い
う
資
本
家
の
期
待
を
、
粉

み
じ
ん
に
打
ち
砕
い
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
ネ
オ

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
家
で
あ
る
合
衆
国
に
発
す
る
危
機
に
の
み
こ
ま

れ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
市
場
原
理
主
義
に
幻
惑
さ
れ
て
マ

ク
ロ
経
済
の
軸
足
を
金
融
に
深
く
の
め
り
こ
ま
せ
た
国
ほ
ど
、
経
済

的
信
認
に
大
き
な
傷
が
つ
い
た
。
金
融
と
は
日
々
経
済
関
係
が
移
ろ

う
本
質
的
に
不
安
定
な
存
在
で
、
調
整
様
式
に
お
け
る
資
本
蓄
積
の

根
幹
を
担
え
な
い
と
い
う
事
実
が
、
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
た
。

　

だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
帰

結
と
し
て
成
立
し
た
非
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
政
権
が
、
そ
の
後
有
権

者
の
期
待
に
応
え
る
成
果
を
あ
げ
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
は
、
ネ

オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
代
替
す
る
、
第
三
の
資
本
主
義
の
調
整
様
式
が

用
意
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
非
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
政
権
に
は
、
日
本
の
民
主
党
が

二
〇
〇
九
年
の
選
挙
の
さ
い
出
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
み
ら
れ
る
と

お
り
、
消
費
面
に
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
を
回
帰
さ
せ
、
社
会
統
合
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
志
向
が
強
い
。
だ
が
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
時
代

の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
政
策
を
支
え
る
資
金
を
企
業
や
財
政
か
ら

獲
得
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。「
財
源
問
題
」
が
常
に
攻
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撃
に
さ
ら
さ
れ
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
へ
の
回
帰
と
い
う
政
治
路
線
は
、

容
易
に
弱
体
化
し
て
し
ま
う
。
政
権
交
代
を
託
し
た
民
主
党
に
日
本

の
民
衆
は
幻
滅
し
、
支
持
を
失
っ
た
首
相
は
め
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し

て
、
政
治
的
不
安
定
が
常
態
と
な
っ
た
。

　

政
治
の
無
能
力
に
飽
き
た
ら
な
く
な
っ
た
有
権
者
は
、
欧
州
各
国

の
選
挙
結
果
に
現
れ
て
い
る
と
お
り
、極
右
政
党
、極
左
政
党
、ア
ナ
ー

キ
ス
ト
な
ど
、
よ
り
先
鋭
的
な
主
張
を
打
ち
出
す
政
治
集
団
を
選
択

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
、
民
主
党
へ
の
強
い
失

望
や
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
有
権

者
の
感
情
が
、
維
新
の
会
の
橋
下
氏
の
高
人
気
に
つ
な
が
っ
た
の
も
、

同
じ
流
れ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
資
本
主
義
の
経
済
と
政
治
は
、
世
界
各
地
で
、
著
し

い
変
動
と
混
乱
に
た
た
き
こ
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

６
．
ポ
ス
ト
・
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
展
望

　

│ 

国
家
資
本
主
義
か
、
互
酬
社
会
か

　

で
は
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
両
者
が
破
綻

し
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
は
、
国
家
資
本
主
義
な
い
し
開
発
主
義
国
家
の
路
線
で
あ
る
。

国
家
資
本
主
義
は
、
市
場
原
理
主
義
者
が
説
教
す
る
「
見
え
ざ
る
手
」

の
万
能
性
に
耳
を
貸
さ
ず
、
経
済
成
長
の
牽
引
車
は
、
国
家
の
「
見

え
る
手
」
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
金
融
活
動
へ
の
規
制
を
外

さ
ず
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
投
機
資
金
の
侵
入
を
最
小
限
に
抑
え
、
金
融

へ
と
資
本
蓄
積
の
根
幹
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
一
国
の
マ
ク

ロ
経
済
の
根
幹
を
い
ぜ
ん
製
造
業
に
据
え
る
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

が
金
融
危
機
を
根
本
的
に
解
決
で
き
ず
、
経
済
的
・
政
治
的
混
乱
を

深
め
て
い
る
状
況
と
対
照
的
に
、
国
家
資
本
主
義
の
諸
国
は
、「
大
き

な
政
府
」
が
積
極
的
に
介
入
し
て
、
輸
出
指
向
の
製
造
業
を
中
心
と

し
た
成
長
戦
略
に
よ
り
マ
ク
ロ
経
済
の
パ
イ
を
大
き
く
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
雇
用
を
増
や
す
と
と
も
に
、
賃
金
を
上
げ
て
内
需
を
拡
大
す

る
、
周
辺
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
な
調
整
様
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　

そ
の
典
型
例
は
、
中
華
人
民
共
和
国
で
あ
る
。「
社
会
主
義
市
場
経

済
」
を
標
榜
し
つ
つ
、
大
量
の
低
賃
金
労
働
力
の
プ
ー
ル
を
フ
ル
に

活
用
し
て
新
国
際
分
業
の
受
け
皿
と
な
っ
て
、「
世
界
の
工
場
」
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
に
製
造
業
を
一
手
に
引
き
受
け
、
確
実
な
需
要
を
確
保

し
て
、
金
融
危
機
や
経
済
不
況
で
は
容
易
に
は
折
れ
な
い
マ
ク
ロ
経

済
を
つ
く
り
あ
げ
た
。

　

か
つ
て
中
国
の
工
業
は
、
社
会
主
義
の
国
営
セ
ク
タ
ー
を
別
と
す

れ
ば
、
低
賃
金
を
テ
コ
に
香
港
や
諸
外
国
の
委
託
加
工
を
行
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
、
海
外
か
ら
の
技
術
導
入
を
図
る
と
共
に
海

外
市
場
開
拓
を
政
府
が
リ
ー
ド
し
、
技
術
と
市
場
の
両
面
で
さ
ら
な

る
資
本
蓄
積
の
条
件
を
整
え
て
い
る
。
先
端
の
環
境
関
連
産
業
で
あ

る
太
陽
電
池
生
産
の
尚
德
太
陽
能
電
力
（
サ
ン
テ
ッ
ク
パ
ワ
ー
）
が
世

界
最
大
に
成
長
す
る
一
方
、
普
及
品
の
消
費
財
市
場
で
は
ア
フ
リ
カ

を
は
じ
め
世
界
中
の
低
所
得
国
を
席
巻
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
急
速
な
資
本
蓄
積
は
、
華
南
を
中
心
に
、
し
ば
し
ば

激
し
い
自
主
的
労
働
運
動
を
引
き
起
こ
し
、
よ
り
高
い
賃
金
へ
の

動
因
を
つ
く
り
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
共
産
党
政
権
は
、
か
つ
て
こ

う
し
た
自
主
的
労
働
運
動
に
厳
し
い
対
応
を
と
っ
た
が
、
い
ま
で

は
、
共
産
党
を
直
接
に
批
判
す
る
の
で
な
い
限
り
こ
れ
を
一
定
容
認

す
る
姿
勢
に
転
換
し
た
。
そ
の
結
果
、
労
働
者
の
所
得
は
増
大
し
て

内
需
が
増
え
、
か
つ
て
の
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
と
お
な
じ
周

辺
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
調
整
様
式
が
さ
ら
に
定
着
し
て
、
資
本
蓄
積

と
社
会
統
合
に
貢
献
し
て
い
る
（
５
）

。

　

こ
う
し
た
中
国
の
国
家
資
本
主
義
路
線
の
成
功
に
は
、
ネ
オ
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
よ
っ
て
成
立
し
た
南
米
の
い
く
つ
も
の

国
の
反
米
・
嫌
米
政
権
も
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
産
油
国
で
反

米
の
立
場
を
貫
く
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
チ
ャ
ベ
ス
大
統
領
は
そ
の
代
表
で

あ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ル
ラ
前
大
統
領
も
、
製
鉄
・
航
空
機
製
造
・
鉱

山
業
な
ど
自
国
が
競
争
優
位
を
も
つ
産
業
の
強
化
に
よ
っ
て
マ
ク
ロ

経
済
基
盤
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
市
場
原
理
主
義
の
跳
梁
を
抑

制
し
て
国
内
雇
用
を
守
る
経
済
政
策
を
と
り
、
こ
れ
が
有
権
者
の
支

持
を
得
て
、
後
継
者
へ
の
政
権
移
譲
に
成
功
し
た
。

　

韓
国
で
は
、
金
融
面
で
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
、

一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
の
、
製
造
業
の
技
術

革
新
や
、
自
国
の
生
産
物
を
海
外
に
売
り
さ
ば
く
貿
易
戦
略
の
面
で

は
、
政
府
が
積
極
的
に
介
入
す
る
「
開
発
主
義
国
家
」
戦
略
を
採
用

し
て
い
る
。
日
本
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
加
盟
し
自
由
貿
易
政
策
を
貫
徹
さ

せ
れ
ば
韓
国
企
業
に
合
衆
国
市
場
で
勝
て
る
と
い
っ
た
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
幻
想
に
い
ぜ
ん
囚
わ
れ
、
産
業
の
基
盤
を
担
う
技
術
者
の

処
遇
に
も
冷
淡
で
あ
る
の
に
対
し
、
韓
国
の
三
星
（
サ
ム
ス
ン
）
は
、

年
収
一
〇
倍
と
い
う
破
格
の
好
条
件
で
リ
ス
ト
ラ
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
日
本
の
大
手
電
機
・
電
子
関
連
企
業
の
技
術
者
を
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
し
、
日
本
人
の
技
術
を
次
々
と
韓
国
経
済
の
国
際
競
争
力
に
と

り
こ
ん
で
い
る
（
６
）

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
、
日
本
は
、
経
済
政
策
の
抜
本
的
転

換
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
却

し
て
、
金
融
か
ら
産
業
に
マ
ク
ロ
経
済
の
軸
足
を
戻
し
、
技
術
革
新

を
積
極
的
に
支
援
し
て
製
造
業
な
ど
を
基
盤
と
し
た
資
本
蓄
積
を
復

興
さ
せ
、
競
争
力
あ
る
製
品
を
海
外
に
積
極
的
に
輸
出
す
る
と
と
も

に
、
雇
用
機
会
と
税
収
の
増
加
、
大
衆
減
税
、
搾
取
の
低
減
、
雇
用

の
安
定
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
の
中
止
、
過
度
の
規
制
緩
和
・
自
由
化
政
策

の
巻
き
戻
し
、
内
部
補
助
の
復
活
な
ど
に
よ
っ
て
内
需
の
拡
大
を
め

ざ
す
方
向
へ
と
政
策
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
代

の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
日
本
経
済
と
民
衆
を
救

う
こ
と
は
、
焦
眉
の
課
題
で
あ
る
。
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し
か
し
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
根
底
ま
で
つ
き
つ
め
る

と
、
市
場
と
い
う
社
会
的
分
業
シ
ス
テ
ム
の
疎
外
的
な
本
質
に
ゆ
き

つ
く
。
長
期
的
に
は
、
そ
の
止
揚
が
め
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

市
場
原
理
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
最
も
強
力
な
も
の
は
、

ポ
ラ
ン
ニ
（
７
）
が
唱
え
る
互
酬
社
会
の
論
理
で
あ
る
。
互
酬
は
、
個
人
の

人
間
類
型
と
社
会
組
織
の
両
面
に
関
し
て
、
市
場
原
理
主
義
と
対
偶

の
位
置
に
あ
る
。

　

ま
ず
、
人
間
類
型
に
お
い
て
、
市
場
原
理
主
義
が
、
利
己
的
・
性

悪
説
的
で
、
自
己
利
益
の
極
大
化
を
め
ざ
す
個
人
を
前
提
す
る
の

に
対
し
て
、
互
酬
が
前
提
し
て
い
る
の
は
、
利
他
的
・
性
善
説
的
で

共
同
体
の
利
益
を
極
大
化
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
個
人
で
あ
る
。
ま
た
、

社
会
組
織
に
お
い
て
、
市
場
原
理
主
義
が
、
貨
幣
と
い
う
物
神
化
さ

れ
非
人
格
的
な
社
会
関
係
を
絶
対
視
す
る
の
に
対
し
、
互
酬
は
、
貨

幣
を
媒
介
し
な
い
、
共
同
体
に
お
け
る
人
格
的
結
合
に
基
づ
く
社
会

関
係
に
基
盤
を
置
く（
８
）。

　

経
済
人
類
学
者
の
ポ
ラ
ン
ニ
は
、
未
開
社
会
の
交
易
関
係
を
例
と

し
て
互
酬
社
会
を
説
い
た
。
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
も
互
酬
は
、
例

え
ば
、
ム
ス
リ
ム
の
人
々
の
規
範
的
行
動
原
理
と
し
て
、
広
く
実
践

さ
れ
て
い
る
（
９
）
。

　

ム
ス
リ
ム
の
人
々
に
お
い
て
は
、
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
に
お
い
て

人
間
的
な
篤
い
信
頼
と
尊
敬
を
得
る
利
他
的
な
行
動
が
基
本
で
あ
り
、

市
場
原
理
主
義
が
否
定
し
た
喜
捨
と
相
互
扶
助
に
基
づ
き
、
公
正
・

平
等
な
社
会
を
め
ざ
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
で
獲
得
し
た
富
は
、
社
会
の
公

益
に
進
ん
で
還
元
（
喜
捨
）・
寄
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
い
ず
れ
共
同
体
全
体
の
利
益
に
還
元
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
私
企
業
の
資
本
蓄
積
は
許
容
さ
れ
る
。
喜

捨
は
自
己
顕
示
の
た
め
に
す
る
の
で
な
く
、
喜
捨
す
る
者
が
受
け
る

者
よ
り
偉
い
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
喜
捨
と
相
互
扶
助
は
、

富
者
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
。
寄
進
さ
れ
た
富
は
し
ば
し
ば
公
共
の

た
め
に
使
わ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
総
有
の
社
会
空
間
（
モ
ス
ク
、
マ

ド
ラ
サ
（
学
校
）、
病
院
、
バ
ザ
ー
ル
な
ど
）
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
社
会
空
間
は
、
共
同
体
の
結
束
と
伝
統
の
継
承
に
大
き
な
役

割
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
は
モ
ス
ク
や
バ
ザ
ー

ル
に
お
け
る
人
的
交
流
に
よ
り
強
化
さ
れ
、
マ
ド
ラ
サ
で
若
い
世
代

に
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
が
受
継
が
れ
る
。

　

イ
ス
ラ
ム
圏
に
は
こ
の
よ
う
な
確
立
さ
れ
た
社
会
統
合
の
シ
ス
テ

ム
が
存
在
す
る
の
で
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
社
会
統
合
は
も

と
よ
り
必
要
で
な
く
、
そ
の
浸
透
を
容
易
に
許
さ
な
い
。
ネ
オ
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
を
唱
導
す
る
米
国
は
、
な
ん
と
か
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
に
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
持
ち
込
も
う
と
画
策
し
て
軍
事
侵
攻

し
た
も
の
の
、
イ
ラ
ク
か
ら
は
撤
退
を
強
い
ら
れ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
は
む
し
ろ
中
露
を
中
心
と
し
た
軍
事
同
盟
「
上
海
協
力
機
構
」
に

接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ラ
ク
、
ア
フ

ガ
ン
の
両
戦
争
は
、
市
場
原
理
主
義
と
互
酬
と
の
、
戦
争
と
い
う
暴

力
を
用
い
た
争
い
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
互
酬
の
側
は
、
大
き

な
犠
牲
を
払
い
つ
つ
も
善
戦
し
た
と
い
え
る
。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却
と
市
場
シ
ス
テ
ム
の
止
揚
を
目

指
す
わ
れ
わ
れ
の
究
極
の
展
望
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
互
酬
社
会
の
建

設
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
全
く
純
粋
な
市
場
原
理
主
義
が
存
在
し
得
な
い
の
と

同
様
、
全
く
純
粋
な
互
酬
も
存
在
し
難
い
。
さ
し
あ
た
り
は
、
ネ

オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
苛
ま
れ
て
い
る
経
済
・
社
会
の
市
場
原
理
主
義

的
な
諸
要
素
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
互
酬
的
な
方
向
に
変
え
て
ゆ
く

こ
と
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
中
核
に
あ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
跳
梁
す
る
投
機
資
金
の
規
制
が
必

要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
本
部
を
置
く
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ア

タ
ッ
ク
が
提
案
す
る
「
ト
ー
ビ
ン
税
」
の
導
入
が
早
急
に
求
め
ら
れ

る
。
こ
の
税
収
を
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
犠
牲
と
な
っ
た
貧
困
者
や
、

荒
廃
し
た
マ
ク
ロ
経
済
の
復
興
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
人
々
の
消
費
に
底
堅
さ
が
生
ま
れ
れ
ば
、
経
済
危
機
も

次
第
に
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　

思
想
の
面
で
も
、
市
場
原
理
主
義
の
利
己
的
人
間
類
型
か
ら
の
脱

却
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。「
絆
」
が
強
調
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
や

福
島
の
原
発
被
害
か
ら
の
復
興
は
、
こ
の
ベ
ク
ト
ル
の
転
換
の
た
め

に
格
好
の
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
だ
が
、
民
主
党
政
権
は

結
局
、
こ
れ
を
生
か
し
切
る
だ
け
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き

な
か
っ
た
。

　

い
ぜ
ん
困
難
な
藪
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
災
厄
か
ら
脱
却
す
る
方
向
に
、
道
は
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
を
、
意
思
を
持
っ
て
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
歩
み
、
ネ

オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
三
位
一
体
の
構
成
部
分
の
各
々
に
対
し
そ
れ
ぞ

れ
の
持
ち
場
で
闘
っ
て
い
く
こ
と
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。

註（
１
）
一
九
七
〇
年
代
と
さ
れ
る
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
の
崩
壊
後
、
レ
ギ

ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
は
、「
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」(A

m
in, A

. eds., 
Post-Fordism

: A Reader, B
lackw

ell, 1995)

を
め
ぐ
っ
て
こ
み
い
っ
た

議
論
を
展
開
す
る
一
方
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
ま
す
ま
す
卓
越
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
現
実
の
資
本
主
義
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
理
論
的
枠
組

を
つ
く
り
だ
せ
な
い
ま
ま
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
と
現
実
と
の
乖
離
が

進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
が
現
代

資
本
主
義
を
理
解
す
る
た
め
強
力
な
概
念
を
、
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
は

変
わ
り
な
い
。

（
２
）
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の 

レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
の
論
者
が
、
ネ
オ
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
後
継
調
整
様
式
と
み
な
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
テ
ィ
ッ
ケ
ル
と
ペ
ッ
ク (Tickell, A

. and Peck, 
J. (1995). ‘Social R

egulation after Fordism
: regulation theory, neo-

liberalism
 and global-local nexus’  Econom

y and Society 24(3), pp. 
357-386,1995 : 369)

は
、 

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
、「
新
し
い
制
度
的
回

（
10
）
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避
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
…
…
調
整
の
隙
間
」
と
み
な
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
世
界
に
卓
越
し
て
以
来
三
〇
年
以
上
も

の
あ
い
だ
「
制
度
的
回
避
が
欠
け
て
」
資
本
主
義
が
存
続
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
も
そ
も
資
本
主
義
は
調
整
様
式
が
な
く
て
も
持
続
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
の
枠
組
自
体
が
現
代
資
本
主
義
の

認
識
に
も
は
や
有
効
性
を
失
っ
た
こ
と
を
認
め
る
の
に
等
し
く
な
ろ
う
。

  

（
３
）
高
橋
基
樹
「
個
人
と
全
体
の
二
項
対
立
を
ど
う
超
え
る
か: 

ア
フ
リ

カ
経
済
論
再
構
築
の
一
助
と
し
て
」（
所
収: 

平
野
克
己
編
『
ア
フ
リ
カ

経
済
論
再
構
築
に
向
け
て
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
第
七

章
第
一
節
。）

（
４
）Jam

ie Peck and A
dam

 Tickell, ‘N
eoliberalizing Space’,  Antipode, 

34(3), 2002, p.381.

（
５
）
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
現
代
の
中
国
を
、「
中
国
的
特
色
の
あ
る
」
と
留
保

を
つ
け
な
が
ら
も
「
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
規
定
す
る
（
ハ
ー
ヴ
ェ
イ

『
新
自
由
主
義
』
森
田
成
也
ほ
か
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
七
年
、
第
五
章
）。

か
つ
て
の
社
会
主
義
時
代
に
比
べ
る
と
、
中
国
経
済
に
市
場
経
済
の
要
素

が
大
々
的
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、

世
界
中
が
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
た
ん
な
る
一
例

と
し
て
中
国
経
済
を
と
ら
え
て
し
ま
え
ば
、
調
整
様
式
の
諸
変
種
を
武
器

と
し
た
国
別
の
マ
ク
ロ
経
済
の
相
互
対
抗
・
移
行
関
係
や
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
考
察
す
る
と
い
う
、
動
態
的
な
視
座
を
も

ち
難
く
な
る
。

（
６
）「
韓
国
サ
ム
ス
ン
が
日
本
人
技
術
者
引
き
抜
き
加
速
、
人
材
戦
略
弱

い
国
内
勢
」（
ロ
イ
タ
ー
通
信
電
子
版
）http://jp.reuters.com

/article/

topN
ew

s/idJPTY
E83M

01520120423?sp=true

（
７
）
ポ
ラ
ン
ニ
『
大
転
換
』
吉
田
英
成
他
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
七
五
年
。

（
８
）
拙
著
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
八
朔
社
、
二
〇
〇
六
年
、
第
五
章
二
節
。

（
９
）
櫻
井
秀
子
『
イ
ス
ラ
ー
ム
金
融: 

贈
与
と
交
換
、
そ
の
共
存
の
シ
ス

テ
ム
を
解
く
』
新
評
論
、
二
〇
〇
八
年
、
第
四
章
。

（
10
）
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｃ
（
編
）『
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
民
衆
運
動:

ア
タ

ッ
ク
の
挑
戦
』
杉
村
昌
昭
訳
、
柘
植
書
房
新
社
、
二
〇
〇
一
年
。

﹇
水
岡
不
二
雄
（
み
ず
お
か
ふ
じ
お
）
一
橋
大
学
経
済
学
研
究
科
教
授
。
著

書
に『
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム（
21
世
紀
の
若
者
た
ち
へ
）』八
朔
社
、二
〇
〇
六
年
、

『
経
済
・
社
会
の
地
理
学―

グ
ロ
ー
バ
ル
に
、
ロ
ー
カ
ル
に
、
考
え
そ
し
て

行
動
し
よ
う
』
有
斐
閣
、 

二
〇
〇
二
年
他
、
訳
書
に
『
都
市
の
資
本
論―

都
市
空
間
形
成
の
歴
史
と
理
論 

』
デ
ィ
ヴ
ィ
ド 

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
青
木
書
店 

一
九
九
二
年
）、『
空
間
編
成
の
経
済
理
論
』〈
上
下
〉
共
訳
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ド 

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、 

大
明
堂
一
九
八
九
、九
〇
年
他
。﹈


