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カ
ウ
ボ
ー
イ
資
本
主
義
と

経
済
繁
栄
の
条
件
の
確
立

趣
味
と
学
問
的
な
興
味
が
交
錯
す
る

テ
ー
マ
を
見
つ
け
る
と
、
幸
せ
な
気
持
ち
に

な
れ
る
。
好
き
な
西
部
劇
映
画
を
何
本

も
見
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
米
国
型
資
本
主

義
の
原
型
の
成
立
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。
西
部
劇
の
主
人
公
カ
ウ
ボ
ー
イ

達
の
活
躍
し
た
時
代
は
一
八
六
五
年
か

ら
わ
ず
か
二
〇
年
ば
か
り
の
こ
と
で
あ
る
。

南
北
戦
争
後
テ
キ
サ
ス
に
は
野
生
の
肉
牛

が
数
百
万
頭
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に

大
陸
横
断
鉄
道
建
設
が
進
み
、
一
八
六
九

年
つ
い
に
大
陸
の
両
岸
が
結
ば
れ
る
。
三
、

四
歳
の
野
生
牛
を
、
テ
キ
サ
ス
か
ら
カ
ン
ザ

ス
へ
と
二
〇
〇
〇
マ
イ
ル
も
続
く
肥
沃
な
天

然
の
牧
草
地
を
通
っ
て
、
中
西
部
の
横
断

鉄
道
の
駅
ま
で
運
べ
ば
、
途
中
の
牧
草
で

太
っ
た
牛
は
二
〇
倍
の
値
段
で
買
い
取
ら

れ
、
列
車
に
乗
せ
ら
れ
東
部
の
需
要
地
へ

運
ば
れ
る
。
そ
こ
でC

attle
d
riv
e

と
呼

ば
れ
る
組
織
化
さ
れ
た
長
距
離
の
牛
追
い

が
始
ま
る
。
テ
キ
サ
ス
の
牧
場
主
は
、
幌

馬
車
一
台
、
一
二
人
の
カ
ウ
ボ
ー
イ
、
二

五
〇
〇
頭
の
野
生
長
角
牛
を
一
集
団
と
し

て
牛
追
い
を
組
織
化
す
る
。
英
英
辞
典
に

よ
れ
ばC

attle

の
語
源
はC

ap
ital

と
あ

る
。
牧
場
主
は
子
牛
に
所
有
の
烙
印
を
押

し
て
資
本
の
投
下
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

牛
追
い
途
中
の
牧
草
地
に
当
時
定
住
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
が
、
一
八
六
二
年
の
ホ

ー
ム
ス
テ
ッ
ド
法
で
占
有
に
よ
る
土
地
所

有
を
認
め
ら
れ
た
東
部
か
ら
流
れ
て
き
た

小
規
模
農
民
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
占

有
す
る
土
地
を
か
す
め
て
通
る
牛
追
い
は

土
地
の
所
有
権
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
農
場
主
と
、
自
由
な
交

易
を
行
お
う
と
す
る
カ
ウ
ボ
ー
イ
達
と
の

衝
突
が
起
き
る
。
農
場
主
は
牛
荒
ら
し

を
雇
い
カ
ウ
ボ
ー
イ
達
を
襲
い
、牛
を
盗
む
。

牛
荒
ら
し
は
悪
徳
保
安
官
と
つ
る
ん
で
い

た
り
し
て
、
善
良
な
町
の
住
民
か
ら
嫌
わ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
カ
ウ
ボ
ー
イ
は
無
法
に

悩
む
善
良
な
町
の
人
を
味
方
に
つ
け
、
秩

序
の
確
立
を
目
指
し
悪
代
官
や
牛
荒
ら

し
た
ち
と
闘
う
。

西
部
劇
の
テ
ー
マ
と
は
、
牛
の
自
由
な

交
易
や
所
有
権
と
土
地
の
所
有
権
の
確

保
を
め
ぐ
る
争
い
で
、
正
義
は
自
ら
の
武

力
で
権
利
を
確
保
す
る
秩
序
を
築
い
た
も

の
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
カ
ウ

ボ
ー
イ
の
時
代
は
長
く
は
続
か
な
い
。
一

八
七
〇
年
代
に
有
刺
鉄
線
が
発
明
さ
れ
、

そ
の
普
及
で
牧
草
地
が
囲
い
込
ま
れ
て
し

ま
う
。
一
八
八
五
年
ご
ろ
ま
で
に
農
場
主

の
私
有
農
場
が
草
原
を
完
全
に
寸
断
し
、

カ
ウ
ボ
ー
イ
の
時
代
は
終
わ
る
。「
シ
ェ
ー
ン
」

は
失
業
し
た
カ
ウ
ボ
ー
イ
が
農
場
を
渡
り

歩
く
物
語
で
あ
る
。
①
は
同
世
代
の
西
部

劇
フ
ァ
ン
た
ち
が
映
画
の
見
所
を
実
に
楽

し
く
語
っ
て
い
る
。
上
記
の
視
点
を
加
え

て
読
め
ば
楽
し
み
は
倍
加
す
る
。

②
は
投
資
ア
ド
バ
イ
ス
の
権
威
と
さ
れ
る

著
者
が
、
近
代
産
業
社
会
の
成
立
の
歴
史

を
分
か
り
や
す
く
語
っ
た
新
著
で
あ
る
。
著

者
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
の
繁
栄
を
達
成

し
た
国
に
共
通
に
見
ら
れ
る
条
件
は
、1
財

産
権
、
2
科
学
的
思
考
法
、
3
資
本
の
調

達
、
4
交
通
と
通
信
能
力
、の
四
つ
の
制
度

的
確
立
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
条
件
に
一

つ
で
も
欠
け
る
国
は
、
繁
栄
の
確
立
に
失
敗

す
る
。
西
部
劇
で
見
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
八
六
五
年
ご
ろ
に
、
財
産
権
と
そ
れ
を

確
保
す
る
法
的
基
盤
が
確
立
し
、
自
動
拳

銃
や
鉄
条
網
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
進
み
、
横

断
鉄
道
建
設
やC

attle
drive

の
た
め
の
資

本
が
調
達
さ
れ
、
鉄
道
と
電
信
網
が
成
立

し
た
。
西
部
劇
は
ま
さ
に
米
国
資
本
主
義

繁
栄
の
諸
条
件
を
力
ず
く
で
獲
得
す
る
物

語
で
あ
る
。
西
部
劇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
製
作

が
集
中
し
た
戦
後
の
冷
戦
時
代
に
は
、
世

界
覇
権
を
目
指
す
ア
メ
リ
カ
大
国
主
義
の

象
徴
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
、
現
在
も
ブ
ッ
シ

ュ
大
統
領
は
西
部
劇
の
ガ
ン
フ
ァ
イ
タ
ー
そ

の
も
の
で
あ
る
な
ど
様
々
な
議
論
が
あ
る
。

読
者
の
皆
さ
ん
に
も
ぜ
ひ
西
部
劇
を
様
々

な
観
点
か
ら
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
。
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