
灰
塚　

現
在
の
世
界
の
資
本
主
義
は
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
世
界
経
済
危

機
を
引
き
起
こ
し
、
温
暖
化
を
は
じ
め
と

す
る
地
球
環
境
の
破
壊
を
加
速
し
て
い
ま

す
。
そ
の
現
実
を
見
て
い
る
と
、
こ
れ
か

ら
の
時
代
、「
資
本
主
義
」
や
「
経
済
」
と

い
う
も
の
が
、
も
っ
と
成
熟
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
田

坂
先
生
は
、
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

先
生
は
、『
目
に
見
え
な
い
資
本
主
義
』
と

い
う
著
書
も
上
梓
さ
れ
て
い
ま
す
が
。

田
坂　
た
し
か
に
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
資

本
主
義
も
経
済
も
「
成
熟
」
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。

　

で
は
、
資
本
主
義
や
経
済
の
「
成
熟
」

と
は
何
か
？

　

そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
目
に
見

え
な
い
資
本
」
を
重
視
す
る
資
本
主
義
や

経
済
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
丁
度
、

人
間
の
精
神
が
成
熟
す
る
と
、
智
恵
や
縁
、

信
用
や
世
間
体
、
文
化
や
共
感
な
ど
、「
目

に
見
え
な
い
価
値
」
を
大
切
に
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
資
本
主
義
も
成

熟
す
る
と
、「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
を
重

視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

灰
塚　
「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
と
は
？

田
坂　
ま
さ
に
、い
ま
述
べ
た
、智
恵
や
縁
、

信
用
や
世
間
体
、
文
化
や
共
感
な
ど
で
す

が
、
経
済
学
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、「
知

識
資
本
」「
関
係
資
本
」「
信
頼
資
本
」「
評

判
資
本
」「
文
化
資
本
」「
共
感
資
本
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、「
知

識
資
本
主
義
」
の
時
代
で
あ
り
、「
知
識

経
済
」
の
時
代
。
た
だ
、
未
だ
に
多
く
の

企
業
が
、「
知
識
資
本
」
と
は
、
特
許
や

知
的
所
有
権
の
こ
と
だ
と
思
い
込
ん
で
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
知
識
資
本
主
義
の
時
代
に
大

切
な
の
は
、
む
し
ろ
一
人
ひ
と
り
の
社
員

の
持
つ
「
言
葉
に
な
ら
な
い
智
恵
」（
知
識

資
本
）
で
す
。
そ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て

智
恵
を
貸
し
て
く
れ
る
社
外
の
人
材
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
関
係
資
本
）
で
す
。
さ

ら
に
、
社
外
の
人
材
と
の
関
係
を
築
く
た

め
に
必
要
な
「
信
頼
」
で
あ
り
、
信
頼
を

築
く
た
め
に
不
可
欠
な
「
評
判
」
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
多
く
の
企

業
が
、
こ
の
「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
を

自
社
の
周
り
に
集
め
、
活
用
し
て
い
く
た

め
の
戦
略
を
持
た
な
い
の
で
す
。

灰
塚　
た
し
か
に
、
私
自
身
も
、
色
々
な

企
業
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
、
そ
う
し
た
「
目
に
見
え

な
い
資
本
」
を
重
視
し
て
い
る
企
業
は
少

な
い
で
す
ね
。

田
坂　
た
だ
、
実
は
、
日
本
型
経
営
に
お

い
て
は
昔
か
ら
、
こ
の
「
目
に
見
え
な
い

資
本
」
を
重
視
す
る
思
想
は
あ
っ
た
の
で

す
ね
。

　

例
え
ば
、「
衆
知
を
集
め
る
」
や
「
三

人
寄
れ
ば
文
殊
の
智
恵
」
は
、
知
識
資
本

の
大
切
さ
を
語
る
言
葉
、「
縁
」
や
「
お
陰

さ
ま
」
は
、
関
係
資
本
、「
一
意
専
心
」
や

「
浮
利
を
追
わ
ず
」
は
、
信
頼
資
本
、「
世

間
様
が
見
て
い
る
」
や
「
恥
を
知
る
」
は
、

評
判
資
本
、「
一
期
一
会
」
や
「
お
も
て
な

し
の
心
」
は
、
文
化
資
本
の
大
切
さ
を
語

る
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ

か
ら
の
知
識
資
本
主
義
の
時
代
に
適
応
し

て
い
く
た
め
に
は
、
日
本
企
業
は
、
か
つ

て
の
日
本
型
経
営
へ
の
原
点
回
帰
を
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

田
坂　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
、「
螺
旋
的

発
展
の
法
則
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

物
事
の
進
歩
や
発
展
は
、
あ
た
か
も
螺

旋
階
段
を
登
る
よ
う
に
し
て
起
こ
る
。
螺

旋
階
段
を
登
っ
て
い
く
人
を
、
横
か
ら
見

て
い
る
と
、
上
に
登
っ
て
い
く
が
（
進
歩
・

発
展
）、
上
か
ら
見
て
い
る
と
、
一
周
回
っ

て
元
の
位
置
に
戻
っ
て
く
る
（
復
古
・
復

活
）。
た
だ
し
、そ
れ
は
螺
旋
階
段
。
必
ず
、

一
段
高
い
位
置
に
登
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
が
螺
旋
的
発
展
の
法
則
で
す
が
、

分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、「
古
く
懐
か
し

い
も
の
が
、
新
た
な
価
値
を
伴
っ
て
復
活

し
て
く
る
」
と
い
う
法
則
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
法
則
に
基
づ
け
ば
、

古
く
懐
か
し
い
日
本
型
経
営
の
思
想
が
、

資
本
主
義
の
成
熟
と
は
？
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新
た
な
価
値
を
伴
っ
て
復
活
し
て
く
る
と

も
言
え
る
の
で
す
。

灰
塚　
そ
の
螺
旋
的
発
展
の
法
則
は
、
田

坂
先
生
の
『
未
来
を
予
見
す
る
「
５
つ
の

法
則
」』
や
『
使
え
る
弁
証
法
』
と
い
う

本
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
？　

私
も

読
ん
で
、
と
て
も
感
銘
を
受
け
た
本
で
す
。

田
坂　
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
本

で
も
述
べ
て
い
ま
す
が
、
実
は
、
経
済
そ

の
も
の
が
、
古
く
懐
か
し
い
経
済
に
回
帰

し
て
い
る
の
で
す
ね
。

灰
塚　
そ
れ
は
、「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
経
済
」

で
す
ね
？

田
坂　

そ
う
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、

現
在
の
経
済
は
、「
貨
幣
経
済
」
が
主
流
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
貨
幣
の
獲
得
」
を
目
的

と
し
て
人
々
が
行
う
経
済
活
動
の
こ
と
で

す
。
し
か
し
、「
貨
幣
経
済
」
が
生
ま
れ
て

く
る
前
は
、
価
値
あ
る
も
の
同
士
を
交
換

す
る
「
交
換
経
済
」、さ
ら
に
そ
の
前
に
は
、

善
意
や
好
意
で
価
値
あ
る
も
の
を
相
手
に

贈
る
「
贈
与
経
済
」
が
主
流
だ
っ
た
の
で

す
ね
。
す
な
わ
ち
、
人
類
最
古
の
経
済
原

理
、「
贈
与
経
済
」
が
新
た
な
価
値
を
伴
っ

て
復
活
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
「
ボ
ラ

ン
タ
リ
ー
経
済
」
で
す
。
言
葉
を
換
え
れ

ば
、「
精
神
の
満
足
」
を
目
的
と
し
て
人
々

が
行
う
経
済
活
動
の
こ
と
で
す
。

灰
塚　
な
ぜ
、
い
ま
、「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
経

済
」
が
復
活
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
一
つ
の
理
由
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
革
命
で
す
。
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、
知

識
や
関
係
、
信
頼
や
評
判
と
い
う
「
目
に

見
え
な
い
資
本
」
が
、
自
由
に
贈
っ
た
り
、

贈
ら
れ
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
す
。
ネ
ッ
ト
革
命
以
前
は
、
知
識
や
智

恵
を
伝
達
す
る
こ
と
も
、
関
係
を
築
く
こ

と
も
、
信
頼
や
評
判
が
広
が
る
こ
と
も
、

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、「
目
に
見
え
な
い
資

本
」
が
、
社
会
で
容
易
に
流
通
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、

「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
経
済
」
が
新
た
な
形
で
復

活
し
て
き
た
の
で
す
。

灰
塚　
た
し
か
に
、
ネ
ッ
ト
の
世
界
を
見

る
と
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
経
済
が
花
盛
り
で

す
ね
。
ア
マ
ゾ
ン
の
書
評
も
、
草
の
根
の

人
々
が
無
償
で
書
い
て
い
ま
す
し
、
Ｑ
＆

Ａ
サ
イ
ト
で
は
、
ど
ん
な
質
問
に
も
誰
か

が
無
償
で
答
え
て
く
れ
ま
す
ね
。

田
坂　
そ
れ
以
外
に
も
、
ネ
ッ
ト
の
世
界

で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
基
本
ソ
フ
ト
の
リ

ナ
ッ
ク
ス
は
、
世
界
中
の
数
千
名
の
プ
ロ

グ
ラ
マ
ー
が
無
償
で
、
２４
時
間
、
開
発
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
グ
ー
グ

ル
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
は
、
誰
も
が
無
料
で

使
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
ね
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
革
命
が
、「
ボ
ラ

ン
タ
リ
ー
経
済
」
を
復
活
さ
せ
、
知
識
や

関
係
、信
頼
や
評
判
、文
化
と
い
っ
た
「
目

に
見
え
な
い
資
本
」
を
社
会
で
自
由
に
流

通
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

灰
塚　
で
は
、
企
業
が
、
こ
れ
か
ら
の
知

識
資
本
主
義
の
時
代
に
「
目
に
見
え
な
い

資
本
」
を
自
社
の
周
り
に
集
め
て
い
く
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
何
よ
り
も
、
そ
の
企
業
が
、
社
会

に
貢
献
し
よ
う
と
の
「
志
」
を
持
つ
こ
と

で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
知
識
や
関
係
、
信
頼
や
評

判
と
い
っ
た
「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
は
、

社
会
貢
献
の
「
志
」
の
周
り
に
集
ま
っ
て

来
る
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、「
志
」
を
持
つ
企
業
の
周
り
で

は
、「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
経
済
」
が
動
き
始
め

る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
組
織
も
資
金
も
無
い
「
社
会

起
業
家
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
な
ぜ
、

通
常
の
企
業
が
立
ち
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

事
業
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
？

　

そ
れ
は
、
彼
ら
の
「
志
」
に
共
感
し
た

人
々
が
、
無
償
で
智
恵
を
出
し
、
必
要
な

人
材
や
組
織
を
紹
介
し
て
く
れ
る
か
ら
で

あ
り
、志
を
持
つ
企
業
は
、信
頼
も
生
ま
れ
、

評
判
も
高
ま
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。

灰
塚　
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
、
社
会
起
業

家
が
活
躍
で
き
る
、
一
つ
の
理
由
な
の
で

す
ね
？

田
坂　
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
い
ま
、
企

業
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」（
企

業
の
社
会
的
責
任
）
の
活
動
も
、
そ

う
し
た
視
点
か
ら
見
つ
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
つ

の
企
業
が
、「
社
会
的
責
任
」と「
社

会
貢
献
」
を
大
切
に
し
て
活
動
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
企
業
の
周
り
に
は
、
自

然
に
「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
が
集
ま
っ

て
く
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
資
本
主
義
と
経
済
の
成
熟
を

実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り

も
、
一
つ
ひ
と
つ
の
企
業
が
、
日
本
型
経

営
の
原
点
に
還
り
、企
業
の
「
志
」
や
「
社

会
貢
献
の
精
神
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
社
の
周

り
に
「
目
に
見
え
な
い
資
本
」
を
集
め
て

い
く
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
知
識
資
本
主

義
の
時
代
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
最
善
の
戦

略
で
も
あ
る
の
で
す
。

灰
塚　
そ
の
意
味
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
い
う

活
動
は
、
企
業
に
と
っ
て
、
知
識
資
本
主

義
の
時
代
の
重
要
な
戦
略
で
も
あ
る
の
で

す
ね
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ネ
ッ
ト
革
命
が
変
え
る
経
済

「
志
」
を
持
つ
企
業
の
時
代

Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
の
本
当
の
意
味
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