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の
活
力
と
そ
の
文
明
的
位
相

東ア
ジ
ア
の
儒
教
文
化
圏が、
次の
世
紀に
か
けて
世
界の
経
済
的・
社
会
的
活
力

の
中心
を
担っ
て
ゆ
くの
て
は
なか
ろ
うか
｜！
そ
うし
た
予
感と
関
心が
渦
巻
くい
ま

こ
の
文
明
的
範
障の
検
討
すべ
き
課
題
を
整
理
し
て
み
る
と

1 

ポ
ス
ト
・
2
Y
7
a
I
シ
ャ
ン
・
イ
ラ

F儒教後の
時代H

二
十一
世
紀
ま
で
あ
と

十
余
年
に
な
っ

た
咋
今 、
「
世
紀
末」
と
い

う
言
葉
が
あ
ち
と
ち
で
使
わ
れ
て
い
る 。
戦
争
と
革
命
の
時
代
と
も
巨

大
技
術
文
明
の
時
代
と
も
い
え
る
二
十
世
紀
が
達
成
し
た
盟
践
を
呪
う

か
の
よ
う
に
「
世
紀
末」
が
語
ら
れ
る
と
と
も
あ
る
よ
う
だ
が 、
と
の

言
葉
の
も
つ
暗
い
響
き
と
イ
メ
ー

ジ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
二
十一
世
紀

に
か
け
て
の
日
本
と
そ
の
周
辺
地
竣
は 、
明
る
い
郎
き
と
活
力
に
充
ち

た
世
界
に
な
り
そ
う

で
あ
る 。

二
十
世
紀
の
初
め 、
0
・
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
1

の
『
西
洋
の
没
落』
が

第一
次
大
戦
後
の
知
的
世
界
に
大
き
な
イ
ン

パ
ク
ト

を
与
え
た
と
と
が

いまなぜ「a!i主文・化図」か

現
に
今
日
の
世
界
的
な
低
成
長
経
済
の
な
か
で 、
台
湾
や
純
国
は
咋

一
九
八
六
年
も一
O
パ
ー

セ
ン
ト

前
後
の
経
済
成
長
を
記
録
し
た 。
日

本
も
大
幅
な
岡
高
に
よ
る
為
替
相
場
の
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
貿
易

黒
字
が
ほ
と
ん
ど
減
少
し
な
い
と
い
う
経
済
カ
の
根
本
的
な
強
さ
を
示

し
て
い
る 。

と
と
ろ
で 、
と
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
経
済
固
な
い
し
は
東
ア
ジ
ア
文

化
圏
の
経
済
的・
社
会
的
な
発
展
の
背
景
を
〈
儒
教
文
化
図〉
と
い
う

文
明
論
的
筒
附
で
考
・封
し
よ
う
と
す
る
試
み
が 、
最
近
の
注
目
すべ
き

趨
勢
に
な
り
つ
つ
あ
る 。
お
お
ざ
っ
ぱ
な
議
論
で
は
あ
り
な
が
ら 、
予

言
者
と
し
て一
種
独
特
で
あ
っ
た
亡
き
ハ
1

マ
ン
・
カ
l
ン
は 、
は
や

く
も一
九
七
九
年
に
近
代
化・
工
業
化
に
対
す
る
儒
教
的
倫
理
の
貢
献

を
説
い
て
い
た
が
20
5
2
欠白一
5・
司
雪白人
同町
20
2町
b
g札口、
WWHENr

HUU6
2
え
Nw
qg
え
て
私
自
身
の
体
験
に
照
ら
し
て
み
る
と 、
東
ア
ジ

ア
諸
国
の
経
済
発
展
が 、
注
目
さ
れ
は
じ
め
た一
九
八
0
年
代
初
頭 、
最・

・
・ Id－－
’
f
tip
－
F
，
，
プ
メ
ン
タ
am
・ス
テ
イ
ト

近
は
臼
本
を

ぷ山
r
z払
前
開
発
国
家」
（
C
D
S）
と
規
定
し
て
話
題

を
呼
ん
で
い
る
チ
ャ

ル
マ
1

ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
教
授
（
カ
リ
フ
ォ

ル
ユ
ア

大
学バ
ー
ク
レ
ー

校）
が 、
私
と
の
会
話
の
な
か
で 、
「
ζ
れ
か
ら
は
ポ

ス
ト・
コ
ン
フ
ュ
1
シ
ャ
ン
・

イ
ラ
q
g骨
内
g
p
Eコ
開門担〉
だ」
と
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あ
っ

た 。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
以
外
に
も
も
っ
と
多
様
な
文
明
が

存
在
す
る
と
と
を
説
い
て
非
西
欧
世
界
の
文
化
的
興
隆
を
予
言
し
た
も

の
で
も
あ
っ

た
が 、
現
在
か
ら
二
十一
世
紀
に
か
け
て
は 、
欧
米
世
界

の
鳴
り
に
比
し
て 、
東
ア
ジ
ア
の
〈
儒
教
文
化
圏〉
が
世
界
の
経
済
的・

社
会
的
活
力
の
中
心
を
担
っ

て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

二
十
世
紀
を
主
噂
し
て
き
た
米
ソ
両
超
大
国
が
肥
大
化
し
た
巨
大
軍

事
国
家
と
し
て
の
コ
ス
ト

に
悩
み
つ
つ
あ
る
現
実
ゃ 、
増
大
す
る
犯

罪 、
失
業
そ
し
て
エ
イ
ズ
に
象
徴
さ
れ
る
欧
米
先
進
諸
国
の
経
済
的・

社
会
的
な
停
滞
と
混
乱
を
見
る
に
つ
け 、
ま
た 、
二
十一
世
紀
は
軍
事

的
な
明
権
国
家
の
時
代
か
ら
経
済
的・
社
会
的
な
成
熟
国
家
の
時
代
へ

と
向
か
う
で
あ
ろ
う
と
と
を
想
う
と
き 、
右
の
よ
う
な
仮
定
は一
段
と

現
実
性
を
帯
び
て
く
る 。

一一 148一一

一冶
っ
て
い
た
と
と
が
あ
っ
た 。
H

儒
教
後
の
時
代d
と
で
も
訳
ぜ
る
で

あ
ろ
う
か 。
陥
没
文
化
を
通
過
し
た
国
k
の
経
済
が
非
常
に
発

展し
て

お
り 、
ζ
れ
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
国
々
の
時
代
だ
と
言
う
の
で
あ
る 。

ま
た 、
わ
が
国
で
も
イ
ン
ド

哲
学
の
泰
斗・
中
村
元
博
士
は 、
一
九

八一
年
に
3
か
れ
た
「
束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
精
神
と
近
代
建

設」
と
題
す
る
北
東
ア
ジ
ア
知
識
人
会
議
（
日
本
経
済
調
査
協
議
会
主
催）

の
基
調
論
文
で 、
「
従
来
の
世
界
の
近
代
文
明
に
お
い
て
は 、
欧
米
が

圧
倒
的
に
桁
説
的
な
立
場
を
と
っ
て
来
た
が 、
一
九
八
O
年
以
後
は 、

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
が
世
界
の
近
代
建
設
に
大
き
な
意
義
を
も
っ
と
考
え

ら
れ
る」
と
予
見
さ
れ
て
い
る 。

私
自
身
も
ち
ょ
う
ど一
年
前
に
「〈
儒
教
文
化
圏〉
は
な
ぜ
強
い
か」

と
の一
軍
を
含
む
『
二
十一
世
紀
は
日
本・
積
国・
台
湾
だ

｜｜
い
ま

束
ア
ジ
ア
が
世
界
を
リ
ー
ド

す
る

｜｜」
（
第一
企
図
出
版）
と
題
し
た

啓
設
担
を
刊
行
し
た
と
と
ろ 、
た
ち
ど
ζ
ろ
に
数
種
の
外
国
語
訳
本

が
海
外
で
出
版
さ
れ
た 。
最
近
邦
訳
さ
れ
た
レ
オ
ン・
ヴ
7
ン
デ
ル

メ
1

ル
シ
ュ

教
授
（パ
リ

第
五
大
学）
の
『
新
し
い
シ
ナ
的
世
界』
（
Z

ロOC〈gzzg宏明rdZ邦訳『アジア文化図の時代』 、大修館3店）

は 、
私
が
ζ
の
務
に
パ
リ
を
訪
れ
た
と
き 、
旧
知
の
フ
ラ
ン
ス
の
中
国

研
究
者
の
あ
同
だ
で
話
題
に
な
っ
て
い
て 、
是
非
私
の
意
見
を
聞
か
せ

て
ほ
し
い
と
原
著
を
悶
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。

と
の
よ
う
な
知
的
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で 、
現
に
京
ア
ジ
ア
に旬。

い
て
は 、
日
本
以
外
で
も 、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
N
I
C
S（
新
興
工
業
諸

国）
の
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
が
続
い
て
い
る 。
ア
メ
リ
カ
の
対
外
貿

易
総
額
に
・お
い
て
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
占
め
る
シ
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ェ

ア
は
一

九
八
三
年
以
降、

ヨ
l
ロ
7
・ハ

諸
国
の
そ
れ
を
凌
別
し
て
お

り、
と
の
趨
勢
は
も
は
や
逆
転
し
な
い
で
あ
ろ
う。

つ
ま
り、世
界
沿
大

の

貿
易
の
流
れ
は
、

い
ま
や
東
ア
ジ
ア
を
中
心
に
太
平
作
を
柿切
っ
て

い
る
の
で
あ
り、
世
界
経
済
の
重
心
は
明
ら
か
に
束
ア
ジ
ア
の
〈
開
設
文

化
図
〉

諸
国
に
あ
る
と
と
が
統
計
的
に
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

も
と
よ
り、

私
た
ち
に
と
っ
て
は、
〈
町
教
文
化
国〉
と
い
う

用

活

自
体、

慎
重
に
吟
味
し
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま

ず
第
一

に
、

諸
民
族
・

諸
国
家
の
発
展
を
文
化
的
範
的
で
論
ず
る
と
と

は
、

し
ば
し
ば
低
俗
か
つ
安
易
な
文
化
主
高
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
回
し
や

す
い
か
ら
で
あ
る。
た
し
か
に
国
際
社
会
の
現
実
を
文
化
必
の
尺
皮
で

論
ず
る
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
魅
力

的
な
車問
な
の

だ
が、

そ
の

場

合、

当
面
の
解
釈
に
必
要
な
文
化
的
傾
向
を
恐
立
的
に
抽
出
す
る
ζ
と

に
と
か
く
な
り
が
ち
な
の
だ。
中
国
学
の
権
威
ペ
ン
ジ
ャ
ミ
ン・
シュ

ワ
ル
ツ
教
授
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学）

が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
非
西
欧
社
会
を
論
ず
る
場
合、

わ
札
わ
れ
は
低
俗
な
文
化

人

類

学
的
方
式
に
陥
り
や
す
い
」
〈『
共
産
主
義
と
中
国』、
一

九
六
八
年）

ζ
と

に
つ
ね
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
二
の
問

題
点
は
、
〈
問
教
文
化
凶
〉

の
強
調
が一
部
の

ア
ナ
ク
ロ

ニ
ズ
ム
も
し
く
は
復
古
主
義
を
立
味
し
か
ね
な
い
危
険
を
内
包
し
て
い

るζ
と
で
あ
る。

日
本
は
も
と
よ
り、
町
教
文
化
の
伝
統
を
も
っ
と
も

独
自
に
継
承
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
積
回
ゃ
、

今
日
で
も
焔
設
を
は
近

し
て
い
る
台
湾
（
巾
慈
民
国）

に
お
い
て
も、

現
実
の
経
済
発
股
に
山
技

有
用
な
か
た
ち
で
儒
教
文
化
が
存
在
し
て
い
る
と
は一一2日
い
が
た
く
、

そ

の
意
味
で
は
伝
統
的
な
儒
教
文
化
は、

死
滅
し
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る

2 

社会体制と〈儒教文化圏〉

東
ア
ジ
ア
の
〈
儒
教
文
化
国〉
地
域
は
い
う
ま
で
も
な
く中
国
文
化

の
影
響
を
会一
面
的
に
受
け
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

従
っ
て、

と
の
地
域

を
漢
字
文
化
圏、

も
っ
と
か
み
く
だ
い
て
い
え
ば、
食事
の

と

き
に

「
箸
を
持
つ
文
化」
を
共
有
し
て
い
る
地
域
だ
と
い
っ
て
も
よ
い

で

あ

ろ
う。そ

し
て、
ア
ジ
ア
の

〈
問
教
文
化
圏
〉

に
は、

り、

日
本、

台
湾、

韓
国、

北
朝
鮮、

香
港、

ト
ナ
ム
な
ど
い
く
つ
か
の
国
や
地
域
が
あ
り、

会
も
そ
と
に
含
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

中
国
大
陸
は
も
と
よ

シ
ン
ガ
ボ
ト
ル
、

ヴ
エ

東
南
ア
ジ
ア
の
選前
社

ア
ジ
ア
N
I
C
S
と呼
ば
れ
る

一人
当
た
り
G
N
P
が
近

と
の
な
か
で
、

日
本
は
も
と
よ
り、

台
湾、
綿
図、

香
泊、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は、

代
化
の
一

つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
こ
0
0
0
米
ド
ル
を
す
で
に

大
き
く
超
え
て
お
り、

そ
の
よ
う
な
社
会
的
成
熟
の
も
と
で
体
制
の
根

本
的
な
い
し
は
革
命
的
変
化
は
も
は
や
起
乙
り
そ
う
に
な
い
国
家
な
い

いまなぜ「問毅文化問」か

し
は
地
域
に
な
っ
て
き
て
い
る。

一

方、

依
然
と
し
て
近
代
化
へ
の
離

陸
期
に
あ
り、

毛
沢
東
型
社
会
か
ら
の

急
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ

の
ツ
ケ
は
き
わ
め
て
大
き
く、二
十
一

世
紀
中
葉
に
い
た
る
ま
で
市一
苦

し
い
負
担
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
四
つ
の
現
代
化」
を
新
し
い

国
家
目
標
に
掲
げ
て
い
る
と
は
い
え、

産
業
情
造
の
伝
換
が
達
成
さ
れ

る
ま
で
に
は
な
お
道
の
り
速
く、
現
時
点
で
は
中
国
が
工
業
化
社会
に

大
陸
の
中
華
人
民
共
和
国
は
、

か
ら
で
あ
る
。

最
近
で
は
作
京
の
井
上
初
氏
が
二
十
一

位
記
に
生
存
る
現
代
の
『
高

一ー
と

昨
釈
を
目
ざ
し
て
佳
史
小
説
「
孔
子
」

の
迎
岐
を
『
新
湘
』
古川
上

（
一

九
八
七山
中
六
月
号
よ
り）

で
開
始
さ
れ
た
け
れ
ど
も、
一

般
に
附
設
は

や
は
り
旧
時代
の
習
俗
と
し
て
位凶
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い。

当
の
中
国
大
陸
で
は
、

文
化
大
平
命
期
の
「
批
林
批
孔
（
林
雌
批
判
・

孔
子
批判）
」

迎到
に
み
ら
れ
た
性
急
か
つ
政
治
主
詩
的
な
孔
子
否
定
の

反
作
用
と
し
て、ζ
の
と
と
ろ
孔
子
再
評
備
の
風
潮
が
た
し
か
に出
て

お
り、
『－
q川
』

を
当
面
の
現
代
化
建
設
に
役
立
て
よ
う
と
す
る

立
見

も
存
在
し
て
い
た
が、円以
近
で
は
、
「
孔
子
は
ロ
で
は
節
約
を
強

調
し

な
が
ら
実
際
に
は
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
し
て
い
た」
と
か
「
孔
子
の
理

想
は
問
の
民
出
社
会
の
回
復
に
あ
っ
た
」

と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観

点
か
ら
の
批
判
の
必
要
を
説
く
古
見
も、

中
国
内
政
の
左
旋
回
な
い
し

は
保
守
田
川
の
な
か
で
再
び
笠
拐
し
は
じ
め
て
い
る
（
上
海
『
文
脱
却問・
宍

一

九
八
七
年
三
月
十
日
付
の
奈
尚
忠
お
文）
。

第三
に
抗
摘
す
べ
き
点
は
、

文
化出
的
発
想
が
誤
れ
る
地
政
学
な
い

し
は
文
化事
制
主
義
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
十
世
紀
同
時
代

史
の
苦
い
底
火
の
教
訓
で
あ
る
。

私
た
ち
は
当
面、

以上
の
よ
う
な
問
題
点
を
十
分
に
考
肱
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
は
い
え、
た
し
か
に
日
本
や
ア
ジ
ア
N
I
C
S
諸
国
は

い
ず
れ
も〈
開
設
文
化

国〉
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り、
ζ
札
ら
諸

国
の
は叫
消
克
脱
が
二
十
一

世
紀
へ

向
け
て
世
界
の
撤
退
力
に
な
っ
て
ゆ

く
も
の
と
忠
わ
れ
る
だ
け
に
、
「
い
ま
な
ぜ
『
儒
教
文
化

図
』

か」
と

い
う
聞
い
は、

や
は
り
新
鮮
な
響
き
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。
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な
っ
た
と
は、

と
て
も
い
え
な
い
。

パ
タ
ー
ン
な
ど
を
み
て
み
る
と、
そ
の
よ
う
な
中
国
で
も、

政
治
の

い
か
に
も
．問
教
的
で
あ
る 。
毛
沢
東

家
父
長
体
制
や
今
日
の
部
小
平
ワ
ン
マ
ン
体
制
そ
の
も
の
が
、

問
教
的

だ
と
も
い
よ九
ょ
う。

北
羽
詐
も、
金
日
成・
金
正
日
父
子
継
承
の
強
健
体
制下
に
あ
る

が、

夜
業
発
展
の
点
で
は、
南
の
般
国
と
比
べ
て
著
し
く
立
ち
遅
れ
て

し
ま
っ
て
い
るζ
と
は
、

今
日、周
知
の事
実
で
あ
る。
し
か
も
北
朝

鮮
の
独
球
体
制
は
中
国
以
上
に
儒
教
的
で
あ
る。
金
日
成
・

金
正
日
父

子
の
柿
力
純一
米
パ
タ
ー
ン
や
朝
鮮
労
働
党
の
仔
町
原
理
を

見
て
い

る

と、

マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
追
で
解
釈
す
る
よ
り
は
、

た

と

え

ば

「
忠
」
「
考
」

と
い
っ
た
招
致
的
規
範
で
解
釈
し
た
方
が
、

よ
り

迎
切
だ
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と
い
え
な
く
も
な
い
。

e
つ
ま
り 、
社
会
主
義休
制
を
と
る
中
国
や
北
朝
鮮
に
お
い
て
さよ九
附

敦
的
伝
統
が
依
然
と
し
て
生
き
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る。
そ
れ

は
、
「
文」
を
き
わ
め
た
者
の
み
が
筑
治
し
得
る
と
い

う
問

教

的

な

「
文
治
」

の
伝
統
だ
と
も
い
え
よ
う
が、

と
の

と

と

は
「
毛

沢

東

思

想
」

な
い
し
は
「
金
日
成
主
体
思
想」
を
体
現
す
る
者
の
み
が
「
治
」

に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
と
で
あ
り、

し
か
も
そ
の
よ
う
な

統
治
者
が
世
直
制
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
か
た
ち
で
登
用
さ
れ
て
い
る

現
災
を
み
え
る
と 、
な
お
さ
ら
伝
統
中
国
の
問
教
的
な
家並
官
僚
制
な

い
し
は
李
朝
時
代
の
両
珪
制
を
想
起
さ
せ
る
の
だ。

と
れ
ら
の
点
は
中

国
研
究
の
揃
威
で
北
側
併
を
も
訪
れ
た
今
期
誠
二
教
泣
（
現
広
山
女
子
大

学
学
長）

も
か
ね
が
ね
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

経
済
発
股
と
い
う
面
か
ら
す
る
と
、

中
国
や
北
朝
俄べ

あ
る
い
は
ヴ
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ェ
ト
ナ
ム
な
ど
の
社
会
主
義
国
家
に
お
い
て
は、

い
か
に
〈
的
立
文
化

圏
〉

だ
と
い
っ
て
も、

ま
た
独
裁
体
制
な
い
し
は
権
威
主
花
体
制
が
強

固
に
し
か
れ
て
い
て
も、

近
代
化
・
工
業
化
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。

と
の
と
と
は
逆
説
的
に
、

い
か
に
〈
儒
教
文
化
圏
〉
諸
国
の
経
済
的
・

社
会
的
発
展
が
著
し
い
に
せ
よ、

社
会
主
義
の
シ
ス
テ
ム
を
と
る
か
ぎ

り、

後
発
諸
国
の
近
代
化
は
成
功
し
な
い
と
と
を
意
味
し
て
い
る。

も
っ
と
も、
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
権
力
プ
ラ
ス
沼
化
」

と
い
う
レ
l
ニ

ン

の
言
葉
を
引
く
ま
で
も
な
く、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
社
会
主
義
革
命

が
国
家
の
計
画
経
済
を
基
本
に
し
て
工
業
化
・

近
代
化
の
モ
デ
ル
で
あ

っ
た
時
代
が
あ
っ
た。

ソ
連
の
よ
う
な
先
進
社
会
主
義
国
の
み
な
ら
ず、

よ
り
ゆ
る
や
か
な

社
会
主
義
的
経
済
が
近
代
化
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
時
代
も
あ
っ
た。

た

と
え
ば
イ
ン
ド
で
は、

主
要
工
業
の
固
有
セ
ク
タ
ー
を
中
心
と
し
た
イ

ン
ド
型
社
会
主
義
が、

ネ
1
ル
首
相
の
唱
導
し
た
非
同
盟
中
立
外
交
と

と
も
に
、
一

九
五
0
年
代
に
は
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ、

そ
れ

と
そ
が
後
発
非
西
欧
社
会
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
た

時

期
も

あ

スu。
今
日
で
も
イ
ン
ド
・お
よ
び
そ
の
他
の
第
三
世
界
の
ゆ
る
や
か
な
社
会

主
義
の
国
々
は、

多
く
の
国
営
部
門
を
も
っ
て
い
る。

し
か
し
そ
う
し

た
国
営
経
済
を
中
心
と
し
た
諸
国
は
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
i
ニ
ン
主
義
政

党
主
導
の
社
会
主
義
で
あ
る
か
杏
か
を
問
わ
ず、

ど
と
も
う
ま
く
い
っ

て
い
な
い
。

国
営
部
門
の
多
い
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
国
に
し
て
も
と

の
点
は
問
機
で
あ
り、

よ
り
深
刻
な
経
済
的
困
難
に
直
面
し
て
い
る。

す
で
に
述
べ

た
よ
う
に、

マ
ル
ク
ス
主
務
は、

成
熟
し
た
資
本
主
義

が
い
よ
い
よ
始
ま
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。

と
れ
ζ
そ
が、

二
十

一

世
紀
へ
の
時
代
状
況
で
あ
り、

マ
ル
ク
ス
主
高
あ
る
い
は
計
画
経
済

が
も
は
や
近
代
化
の
モ
デ
ル
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ζ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う。

と
う
し
た
現
実
の
な
か
で、

日
本
や
ア
ジ
ア
N
I
C
S
沼
山、

つ
ま

り
〈
儒
教
文
化
圏
〉

の
国
々
が、

と
び
ぬ
け
て
み
ど
と
な
経
済
達
成
と

・・

優
れ
た
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
と
と
が、
〈
問
教

文

化
圏
〉

と
い
う
一

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う。

い
わ
ば、

後
発
型
の
非
西
欧
文

化
圏
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て、
〈
儒
教
文
化
問
〉
モ
デ
ル
が

あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
議
が
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る。

後
発
非
西
欧
社
会
の
将
来
の
発
展
を
考
ょん
た
と
き
に
、

従
来
の
段
々

な
モ
デ
ル
に
よ
る
近
代
化
理
論
が、
〈
時
立
文
化
阻
〉

諸
国
の
み
ご

と

な
成
功
に
よ
っ
て、

大
き
な挑
戦
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る

。

3 

近
代
化
理
論
を
超
え
て

いまなぜ「偶数文化圏Jか

と
ζ
ろ
で
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
は、

社
会
主
義
型
以
外
に
も
も

っ
と
包
括
的
な
理
念
の
体
系
が
あ
っ
た。

マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
l
パ
l
の

考
え
方
が
そ
れ
で
あ
る。

ウ
ェ
1
バ
l
・
モ
デ
ル
の
近
代
化
と
は、

彼

の
有
名
な
著
書
『
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
木
主
災
の
精

神
』
（
邦
訳、

岩
波
文
庫）

が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、’げ・パげ
ス
タ
ン

テ

イ
ズ
ム
に
象
徴
さ
れ
る
禁
欲
主
義
と
勤
労
意
欲
を
中
核
価
値
と
し
た
西

欧
社
会
と
り
わ
け
「
現
世
拒
否」
（
巧
各国
σ
E
5
5悶）

と
い

う
ピ
ュ
1

社
会一
が
社
会
主
花
社
会
に
移
行
ナ
る
と
と
に
よ
っ
て
人
間
性
を
全
面
的

に
開
花さ
せ、さら
に
進
ん
だ
近
代
社
会
を
形
成
する
の
だ
と
い
う、

夢
多
き
近
代
化
必
の
一
つ
で
あ
っ
た。

し
か
し
今
日、

社
会
主
再
に
パ

ラ
色
の
未
来
を
託
す
ζ
と
は、

も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。

も
ち
ろ
ん
世
界
に
は、

依
然
と
し
て
社
会
主
義
が
必
然
化
さ
れ
る
貧

し
い
国
々
や、

権
力
の
苫
し
い
腐
敗
が
社
会
主
再
を
訪
っ
て
い
る
国
k

が
あ
る
。

だ
が、

あ
え
て
3
誌
を
強
み
て
い
え
ば、

ア
ジ
ア
に
ば
ら－
つ

二
度
と
社
会
主
議
革
命
は
起
と
ら
な
い
の
で
は
な
い
か。

最
後
の
社
会

主
荘
革
命
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
あ
り、

イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
で
は
な
か
っ
た

か
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
共
産
党
の
武
法
努
力
H
新
人
民
軍
を
擁
し
て
社
会

主
持
本
命
の
芽
を
残
し
て
い
る
け
れ
ど、

か
り
に
新
人
民
軍
が
権
力
を

と
っ
た
場
合
に
は、

カ
ン
ボ
ジ
ア
同
慌
の
と
め
ど
も
な
い
内
部
抗
争
に

陥
る
可
能
性も
あ
り、フィ
リピ
ン
社
会
の
近
代
化・
工
業
化
を
担
う

と
と
は
到
底
で
き
そ
う
に
な
い
。

想

え
ば、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
発
し
、

ヨー
ロ
ッ
パ
の
辺
境
で
あ
る
ロシ

ア
に
開
花
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
主
義
革
命
は、

四
半
世
紀
の
後

に
、

今
度
は
マ
ル
ク
ス
が
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
「
ア
ジ
ア
的
停
滞
」

と
「
東
洋
的
事
制
」

の
社
会
で
あ
っ
た
中
国
に
花
を
咲
か
せ
た。

さ
ら

に
四
半
世
紀
す
る
と、

今
度
は
南
洋
と
い
わ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
一

角

に
ま
で、

社
会
主
持
の
赤
い
糸
は
伸
び
て
い
っ
た。

だ
が、

と
れ
を
最

後
に
社
会
主
花
の
糸
は
伸
び
き
っ
て
し
ま
い
、

今
度
は
徐
々
に
、

成
熟

し
た
社
会
主
世代
田
か
ら、

社
会
主
持
か
ら
の
本
格
的
な
離
脱
が
始
ま
っ

て
い
る。

つ
ま
り、

東
欧
諸
国
に
す
で
に
発
現
し、

ソ
連
や
中
固
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
、

内
部
的
な
社
会
主
義
ぼ
な
札
、

西
欧
化、

函
側
化
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y
タ
ニ
ズ
ム
の
厳
し
い
エ
ー
ト
ス
に
支
配
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
い
て
と
そ、

近
代
化
・

工
業
化
が
達
成
さ・
料
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

「
問
教
と
ピ
ュ
！
リ
タ
ニ
ズ
ム
」

の
一

章
を
含
む
ウ
ェ
1
パ
1
の
浩
諭

な
者
占
『
叫
款
と
辺
教
』
（
邦
訳、

例
文
社）

は
中
国
社
会
の
特
質
を
鋭

く
え
ぐ
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り、

私
も
笑
に
多
く
を
学
ん
だ
も
の
で
あ

る
が、

そ
れ
は、

合
球
主
義
の
文
化
的
伝
統
を
も
っ
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
な
か
で
も、

営
利
を
否
認
し
現
位
を
厳
し
く
拒
否
す
る
ピ
ュ
1
リ
タ

ニ
ズ
ム
つ
ま
り
欧
米
の
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
社
会
と
の
対
比
に

お
い
て、

営
利
を是認し現
世
を楽観
的
に肯
定
す
る
問教
的
合
理
主

高
が
な
ぜ
近
代
資
本
主
災
の
発
展
に
結
実
し
な
い
の
か
を
検
証
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

と
と
ろ
が
現
実
に
は、

ウ
ニ
l
バ
l
の
予
測

を
起
え
て、
〈
協
及
文
化
問
〉

諸
国
が
八
0
年
代
か
ら
二
十
一

世

沼
に

か
け
て
き
わ
め
て
大
き
な
可
能
性
を
示
し
始
め
て
い
る
の
だ。
一

方、

西
欧
的
合
見
主
点
の
土
境
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
エ
ー
ト
ス
に

の
っ
と
っ
て
近
代
化
を
巡
げ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
著
し
い
経
済
的
作
滞
に

陥
っ
て
い
る。

ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も、

い
ま
や
東
部
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ

ン
ト
と
い
わ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
上
流
階
設
を
中
心
と
す
る
も
っ

と
も
正
統
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
が
崩
撞
し
つ
つ
あ
る。
H
解
体
す
る

ア

メ
リ
カ
u

と
は、

す
で
に
一

O
年
ほ
ど
前
午
氷
弁
陽
之
助
教
授
が
主
慢

し
た
鋭
い
ア
メ
リ
カ
認
お
で
あ
っ
た
が、

W
A
S
P
（
ホ
ワ
イ
ト
・
ア
ン

グ
ロ
旬
サ
ク
ソ
ン
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト）
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
な
中
核
価
値

は、

い
ま
や
急
辿
に
消
失
し
つ
つ
あ
り、

今
後
は
む
し
ろ
ア
ジ
ア
人
の
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多
い

、

そ
れ
だ
け
〈
儒
教
文
化
問
〉

的
な
色
彩
が
強
い
カ
ル
フ
ォ

ル
ニ

ア
を
中
心
と
し
た
西
海
岸 、

つ
ま
り

太
平
洋
地
域
の
発
鹿
が 、

ア
メ
リ

カ
の
新
し
い
世
紀
を
担
っ

て
ゆ
く
で
あ
ろ
う 。

と
う
し
た
と
と
か
ら
み

て
も 、
〈
儒
教
文
化
問
〉

と
い
う

文
明
的
位
相
が
再
評
価
さ
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

ーーーーー・・ー・・l

と
と
で
ウ
ェ
l

バ
l

理
論
に
も
ど
る
が 、

彼
は
人
間
の
内
面
的
エ
ー

ト
ス
に
発
す
る
ピ
ュ
1
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
「
内
面
的
品
位
の
倫
理
」

と
特

徴
づ
け
て
向
く

評
価
し 、

そ
の
現
世
を
制
極
的
に
変
革
し
よ
う
と
す
る

志
向
と
そ
が
資
本
主
義
の
発
達
を、
つ
な
が
す
綴
本
的
な
要
因
で
あ
る 、

と
考
え
て
い
た 。

だ
が
形
式
や
儀
礼
に
と
ら
わ
れ
る
「
外
面
的
な
品
位

の
倫
理」

と
し
て
の
儒
教
の
合
理
主
義
は

、

現
世
に
対
し
て
た
ん
に
合

理
的
に
順
応
し
よ
う
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
あ
り 、

ζ
と
に
根
本
的

な
違
い
が
あ
る
の
で

、
〈
儒
教
文
化
圏
〉

は
、

禁
欲
的
な
功
利
主
義
に

立
脚
し
た
白
任
倫
理
を
欠
如
す
る
た
め
に
近
代
資
本
主
義
の
発
股
に
は

結
び
つ
か
な
い
ば
か
り

か
、

さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
の
た
め
に
逆
に
そ
れ
を

ス
ポ
イ
ル
す
る 、

と
ウ
ェ
i

パ
ー

は
見
倣
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
だ

ろ
う 。

ウ
ェ
l

パ
ー

は
中
国
の
み
な
ら
ず
近
世
臼
本
に
か
ん
し
て
も 、

「
合
理
的
経
済
倫
理
」

が
宋
形
成
で
あ
る
が
ゆ
え
に
資
本
主
お
的

発

展

の
可
能
性
は
と 。
ほ
し
い
と
見
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
源
了
日

『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究』 、

例
文
社 、

参
加…） 。

ζ
と
に

ウ
ェ
l

パ
ー

の
儒
教
型
解
の
棋
本
的
な
枠
組
み
が
あ
っ

た
と
す
る
と 、

い
か
に
資
本

主
義
生
成
期
の
近
世
と

現
代
と
の
時
代
的
背
対
の
違
い
が
あ
る
と
は
い

え 、

今
日 、
〈
儒
教
文
化
国
〉

諸
国
が
資
本
主
義
的
に
も
若
し
く
発

展

し
て
い
る
と
い
う

事
実
は 、

マ
ル
ク
ス
・

モ
デ
ル
に
つ
い
で 、

ゥ
ェ
l

斡
図
ゃ 、

つ
い
最
近
ま
で
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
も
そ
う
で
あ
っ
た
し 、

リ
カ
が
も
っ
と
も
カ
を
注
い
だ
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
国
の
今
日
の
現

ア
メ

実
も
そ
の
こ
と
を
物
話
っ
て
い
る 。

ロ
ス
ト
ウ
理
論
が
き
わ
め
て
ア
メ
リノ
カ
的
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に

、

多
国
籍
企
業
を
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
現
象
と
し
て
と
ら
え 、
一
つ
の
製
品

の
寿
命
を
埠
入
期
・

成
熟
期
・

標
準
化
期
に
区
分
し
て 、

そ
れ
を
ア
メ

リ
カ
の
海
外
進
出
と
後
進
諸
国
の
工
業
化
過
程
に
結
び
つ
け
た
ハ
ー

バ

ー
ド

大
学
の
レ
イ
モ
ン
ド
・

グ
7
1
ノ
ン

敦
授
に
よ
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
・

サ
イ
ク
ル
・

モ
デ
ル
が
一

九
六
0
年
代
後
半
に
提
起
さ
れ 、
一

時
は
脚

光
を
浴
び
た
ζ
と
も
あ
っ
た
が 、

最
近
で
は
践
が
薄
い
。

と
う
し
て
ア
メ
リ
カ
・

モ
デ
ル
の
近
代
化
理
論
は 、

す
で
に
大
き
く

行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う 。

と
の
よ
う
な
反
省
の
う・
え
に

七
0
年
代
初
頭
に
は
「
比
較
近
代
化
論
」

の
試
み
が
わ
が
国
で
も
武
田

市
子
氏
ら
に
よ
っ
て
国
際
的
か
つ
学
際
的
に
お
ζ
な
わ
れ
て
注
目
さ
れ

た 。

そ
れ
は
学
問
的
貢
献
度
の
き
わ
め
て
高
い
成
来
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う 。

だ
が 、

当
時
は
ま
だ
ア
ジ
ア
N
I
C
S
が
同
時
代
史
の
舞
台
に

ハ
i
・

モ
デ
ル
を
も 、

と
れ
ら
諸
国
の
実
際
の
発
思
が
し
の
い
で
し
ま

っ
た 、

つ
ま
り

現
実
が
理
論
を
烹
り

超
え
て
し
ま
っ
た
と

？
？
と
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

ζ
ζ
に
も 、
〈
問
教
文
化
問
〉

が
注

目
さ

れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
い
え
よ
う 。

以
上
の
よ
う
な
検
討
の
後
に
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
近
代
化
理
論
を

想
起
し
て
み
よ
う 。

高
度
大
衆
消
民
社
会
を
目
ざ
し
た
ア
メ
リ
カ
的
合
問
主
持 、

あ
る
い

は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
が
今
日
行
き
話
ま
り
つ
つ
あ
る
ζ
と
に
つ
い
て

は
、

先
に
W
A
S
P
の
出
担
と
い
う
点
か
ら
も
そ
れ
に
言
及
し
た 。

し

か
し 、

w
－

w
・
ロ
ス
ト
ウ
教
授
の
泣
代
化
論
に
象
徴
さ

れ
る
よ

う

に
、

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
は

、

成
長
と
発
展
の
開
発
モ

デ
ル

が

あ
っ

た 。
後
進
国
や
発
展
途
上
国
に

、

膨
大
な
ほ
助・
託
金
を
佳
ぎ
込
み 、

伝
統

社
会
か
ら
花
泉
社
会
へ
の
発
展
段
階
を
回
す
る
開
発
の
た
め
の
法
性
を

固
め
る 。

そ
の
と
と
に
よ
っ

て
、

い
わ
ゆ
る
第
三
世
界
が
自
由
世
界
の

一

員
と
し
て
泊
突
に
離
陸
し 、

近
代
化
し
て
い
く
と
い
う

反
共
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

色
の
迎
い
考
え
方
で
あ
っ
た 。

ア
メ
リy
カ
は
現
に
そ
う
し
た
立

場
か
ら
多
く
の
発
展
途
上
国
に
泊
極
的
な
援
助
を
む
ζ
な
っ

て
き
た 。

し
か
し 、

と
う
し
た
ア
メ
p
カ
・

モ
デ
ル
で
は

、

イ
ラ
ン
の
パ
ト
レ

ピ
体
制
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

伝
統
社
会
の
都
市
部 、

柿

力
者
の
周
辺
部
は
急
速
に
近
代
化
す
る
が

、

山以
村
や
辺
境
と
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
か
な
り

大
き
く 、

そ
の
結
果 、

政
治
的
・

社
会
的
な
欲
求
不
満
が

諮
却
し 、

権
力
者
の
独
裁
体
制
へ
の
批
判
が
渦
巻
い
て
結
局
は
そ
の
政

権
が
崩
出世
し
て
い
く
と
い
う
ケ
l

ス
が
し
ぼ
し
ぼ
で
あ
る
。

二

時
期
の
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明
確
な
輪
郭
で
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に 、

日
本
の
近
代
化
に

つ
い
て
の
ぷ
品
は
深
め
ら
れ
た
に
し
て
も 、
〈
郎
教
文
化
圏
〉
へ

の

沼

田
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う 。

と
う
し
た
経
綿
の
の
ち
に
咋
今
で
は 、
一

郊
の
お
三
世
界
の
学
者
や

反
体
制
的
な
思
想
家
た
ち
が 、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
限
界 、

あ
る
い
は
ポ

ス
ト
・

マ
ル
ク
ス
主
持
と
い
う
状
況
の
な
か
で 、

い
わ
ゆ
る
「
従
属
理

論
」

と
い
う
発
想
に
と
り
つ
か
れ
た 。

世
界
の
「
中
心
」

た
る
先
進
諸

国
の
発一
般
は
「mZ〕
た
る
後
進
諸
国
の
悩
民
地
的
収
琢
の
結
果
で
あ

り 、

一州
朽
の
交
流
は
開
発
で
は
な
く
も
つ
ば
ら
収
訴
を
促
進
す
る
と
い

う
立
場
か
ら 、

逆
に
世
界
を
支
配
し
て
い
る
「
中
心
」

に
対
す
る
「
周

辺
」

か
ら
の
挑
戦
に
大
き
な
隠
史
的
意
味
を
見
出
し
た
議
論
で
あ
ろ 。

だ
が 、

と
う
し
た
「
従
虫
盟
諸
」

も 、

す
で
に
有
効
性
を
失
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う 。
「
従
凪
見
出荷
」

だ
け
で
は
一

国
規
模
の
近
代
化
さ
、

λ

成

功
さ
せ
仰
な
い
こ
と
は

、
「
従
民
理
論
」

が
母
大
の
対
匁
と
し
た
ラ

テ

ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
国
の
現
実
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る 。

さ
ら
に
最
近
で
は 、
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「
従
属
理
論」
の
巨
視
的
な
発
展
と
し
て
の
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中
国
々
政
変
仰
と
国
際
政
治
：
：

j
i－－－
j
i－－－
今
川
瑛
一

将
来
の
問
題
に

そ
な
え
て
：
：
：
：
チ
ャ
ナ
・
サ
ム
ダ
ナ
ピ
ッ
チ
ヤ

フ
ィ

リ
ピ
ン
，
革
命
九
伎
の
ア
ジ
ア
情
努
：
：
：
：
今
川
波
一



ウ
ォ
I－フ
ス
テ
イ
ン
ら
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論」、
近
代
化
理
論
を
歴

史
学（
社
会
史）

と
の
関
連
の
な
か
で
、

ネ
ォ
・
マ
ル
ク
ス
主
花
の
立
易

か
ら
再
生
さ
せ
よ
う
と
し
た
H
H
U
・

ヴ
ェ
1
ラ
ー
ら
の
「
近
代
化
慨

念
」

も
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、

い

ず
れ
も
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
活
力
を
理

論
的
に
吸
収
し
得
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

お
よ
そ
近
代
化
理
論
で
考
え
ら
れ
た、

い
く
つ
か

の
モ
デ
ル
や
理
論
が
崩
摺
し、

あ
る
い
は
限
界
に
遺
し
て
し
ま
っ
た
と

と
ろ
に
、
〈
儒
教
文
化
圏
〉

の
新
た
な
挑
戦
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る。

4 

〈
儒
教
文
化
圏
〉

の
諸
相
と
活
力
の
源
泉

も
と
よ
り
〈
儒
教
文
化
国
〉

と
い
っ
て
も、

同
じ
「
答

を

持
つ

文

化
」

を
共
有
し
て
い
な
が
ら、

使
い
捨
て
に
し
な
い
中
国
の
長
い
等、

使
い
捨
て
を
良
し
と
す
る
日
本
の
木
の
割
り
箸、

細
い
金
属
製
の
怖
図

の
筈
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

固
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

違
い
が
あ
る。

同
じ
儒
教
的
な
倫
理
を
ど
の
よ
う
に
受
け

と

め

る

か

に
お
い
て
も、

国
民
性
に
よ
る
違
い
が
あ
る。

議
叫
通
夫
攻

浸
（
ロ
ン

ド
ン
大
学）

は
『
な
ぜ
日
本
は
「
成
功
」

し
た
か
？
』
（
T
B
S
プ
リ
タ
ニ

カ）

の
な
か
で
、

や
は
り
儒
教
文
化
の
問
題
に
抗
日
し
、
「
中

国
は

文

治
情
数
回
で
あ
る
が
、

日
本
は
武
治
開
設
固
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
語
っ
て
い
る
。

ま
た、

中
国
間
教
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ

る
の
に
対
し、

日
本
時
教
は
悲
し
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク

で

あ

る、

と
も
往
い
て
い
る
。

中
国
と
日
本と
では社
会
制度の
根本
がそも
そも
大
きく追
っ
て

を
目
ざ
す
中
国』 、

筑
間M
3
房 、
参
照）
。

ま
た、

儒
教
文
化
は
、

注
治
主
義
と
徳
治
主
花
と
い
う
二
つ
の
住
で

支
え
ら
れ
て
き
た
と
よ
く
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も、

同
じ
附
設
的
倫
限
に

の
っ
と
っ
て
い
な
が
ら、

と
の
点
に
つ
い
て
も
中
国
と
日
本
で
は
大
き

く
違
っ
て
い
る。
そ
れ
は
日
本
人
と
中
国
人
と
の
法
立
高、
法
店
は
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
も
い
え
よ
う。

中
国
の
勾
合
に
は
、

法
三
華
や
一

条
鞭
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

法
は
間
使
を
旨
と
し、

か

っ
民
を
m
す
る
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
刑
古
本
位
の
法
純
念
が
現
在

の
人
民
中
固
に
い
た
る
ま
で
伝
統
的
に
存
在
し
て
き
で
い
る。

ま
た、

「
君
子、

法
を
犯
し
て
民
と
同
罪
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
、

文

配
者
も
民
衆
も
と
も
に
法
を
無
視
し
て
平
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

と
の
よ
う
な
伝
統
の
な
か
で
は
法
感
党
そ
の
も
の
が
日
本
や
西
取
と

根
本
的
に
遮
う
の
で
、

中
国
で
は
契
約
と
い
う
窓
議
は
あ
い
ま
い
で
あ

り、

近
代
的
な
契
約
概
念
を
宜
視
し
な
い
。

日
本
か
ら
プ
ラ
ン
ト
を
埠

入
す
る
か
と
思
っ
た
ら
急
に
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る、

日
本
か
ら
テ
レ
ビ
や

自
動
車
を
大
武
購
入
す
る
契
約
を
結
ん
で
お
き
な
が
ら
中
国
側
の
本
的

いまなぜrr.自殺文化図」か
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い
た
の
だ
か
ら、
同
じ
協
設
の
設
英
ち
異
な
っ
た
社
会
的－
m
均
的
風

土
で
受
容
さ
れ
て
き
た
ζ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。
封
官
制
に
関
し

て
も、

中
国
の
そ
れ
は
紀
元
前
の
周
の
時
代
に
終
わ
っ
て
い
る
。

わ
が

国
の
よ
う
に、
強
合
時
代
か
ら
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
の
長
い
あ
い
だ

封
也
制
で
あ
っ
た
国
友
と
は
、

根
本
的
に
違
う。

そ
の
点
で
、

日
本
の

封
述
制
が
身
分
制
度
や
土
地
の
所
有
形
態
を
合
め
て、
む
し
ろ
ヨ
1
ロ

ョ
パ
の
泣
珪
社
会
と
煩
似
し
て
い
る
ζ
と
は、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

と
と
ろ
で
あ
る
。

中
国
の渇
合、

封
述
制
に
よっ
て
土
地
が
諸侯に
分封さ
れる
の
で

は
な
く、
天
子
が
す
べ
て
を
所
有
す
る
家
産
官
僚
制
国
家
と
し
て
の
皇

帝
型
慌
力
問
造
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り、

科
挙
の
試
験
を
パ
ス
し
た

かんがん

文人官僚（紳士〉や笠宮（去労されて天子の近くに仕える役人）が

そ
の
椛
力
を
文
え
て
き
た。

従
っ
て
、

武
士
階
級
は
中
国
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る。
荒
ア
ジ
ア
の
支
配
階
周
す
な
わ
ち
中
国
の
紳

士、

羽
詐
の
両
珪、

日
木
の
武
士
の
あ
い
だ
の
莞
異
や
共
通
性
に
つ
い

て
は
、中核千校教授
が
近著『
社
会人類
学

｜｜ア
ジ
ア
諸社
会
の

考
祭
』
（
市
京
大
学
出
沼
会）

で
見
事
に
論
述・
さ
れ
て
い
る
が
、

長
い
あ

い
だ
武
士
山川
設
が
存
在
し
た
固
と
そ
う
で
な
い
国
と
で
は
、

政
治
は
も

と
よ
り
文
化
も
辺
徳
ち
浪
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

私
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、

同
じ
仏
教
寺
院
で
も
臼
木
の
寺

が
武
士
文
化
の
色
彩
を
強
く
も
つ
男
性
芙
で
あ
る
の
に
対
し
、

泥
と
石

で
で
き
た
中
国
の
寺
は
、

女
性
英
で
あ
る
。

ζ
れ
は
、

武
士
文
化、

武

宋
政
治
を
も
た
な
い
マ
ン
ダ
リ
ン
的、

つ
ま
り
文
人
官
僚
的
な
支
配
の

象徴ではないのか（との点について詳しくは初考『文明の蒋鈴造
一一－ 156一一ー

で突然中止する 、合弁企業でも当初の会件と実際の条件とを

忽
に
変
え
て
く
る、
と
い
っ
た
日
中
間
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
頻
発
し
て
い
る

行
動
ぽ
式
も、

古
外
と
界
怨
感
に
と
ら
わ
れ
ず
に
日
常
化
し
て
い
る
ゅ

よ九
ん
で
あ
ろ
う。

次
に、
開
設
の
徳
口
を
と
っ
て
み
て
も、
中
国
と
白
木、
あ
る
い
は

悦
図、

グ
エ
ト
ナ
ム
な
ど
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
述
っ
た
解
釈
が
可
能
で
あ

り、

主
た
市川
市…
の
ほ
き
方
が
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
る
。

「
忠」
「
孝」
の
二
辺
を
活
躍
と
し、
「
仁」
「
義」
「
礼」

「智」
「
日」

の
五
仰
を
支
え
と
し
た
開
設
の
有
名
な
徳
目
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、

た
と
え
ば、

白
木
や
柿
回
で
は
「
忠
」

と
い
う
窓
職、

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

の
立
高
が
伝
統
的
に
中
国
よ
り
も
強
か
っ
た
が
、

と
く
に
徳
川
封
活
体

制
下
で
は
日
本
の
武
士
の
「
忠
」

は
中
国
や
韓
国
の
士
大
夫
の
そ
れ
と

は
大
き
く
異
な
っ
て
鮮
烈
で
あ
っ
た。
『
開
設
の

柿

神
』
（
旧
版
岩
波
新

内）

の
持
者、

武
内
お
雄
博
士
は
、
「
支
加
の
五
倫
は
家
族
木

位
で

学

が
疋
ん
ぜ
ら
れ
る
に
封
し、
日
本
の
五
倫
は
国
家
主
義
で
忠
孝
の
一
致

が
提
唱
さ
れ、

浮
よ
り
忠
が
上
に
立
っ
て
ゐ
る
貼
に
於
い
て
異
な
っ
て

今村仁司

思想の現在
近代lf.J(J.:jめを附けて�ilhtl

／：・JWI：�と開店主筏の�：�

訂なと忠巴のドラマ号伯に今
！”［IJ・忠.�の1:n::!!lrをJtえる． 〈好評既刊〉

京
社

ω

マ
ザ
コ
ン
少
年
の
末
路研
究
肘
弘
前

・
2hdl

科
学
と
の
つ
き
合
い
方一
開
講
朴川
郎トト

現
代
文
学
は
ど
こ
で
成
立一川ハ
山川一読

するか

一幻J日明川

デ
ィ
ド
ロ
の
〈
現
代
性〉一
河
道
府
川
付
問

境
界
線
上
の
ト
マ
ト一
行
売
問

州

近

代

を

裏

返

す一
発
売
干
〒

上
野
千
鶴
子

高
木
仁
三
郎

北
川

透

中
川
久
定

立
松
和
平

笠
井

潔



ゐ
る
」

と
述
べ

て
い
る
。

と
の
「
孝
」

の
立
高
は
、

最
近
の
日
本
で
は

薄
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が、

斡
国
で
は
い
ま
だ
に
ひ・
し
よ
う
に
限
強

く
、

年
長
者
を
敬
う
と
い
う
「
長
幼
有
序
」

の
伝
統
が
依
然
と
し
て
生

き
て
い
る
。

人
間
の
自
然
な桁
愛
に

基
づ
く
ま
ど
ζ
ろ
と
し
て
の
「仁
」

は
、孔

子
も
ζ
れ
を
仁
徳
と
し
て
最
高
の
徳
自
に
位
置
づ
け
て
い
た。

と
の
い

わ
ば
儒
教
的
人
道
主
義
の
大
本
と
し
て
の
「
仁
」

は
、

日
本
で
は
あ
ま

り
な
じ
ま
な
い
が、

中
国
で
は
ひa
し
よ
う
に
品川
視
さ
れ
る。

「
礼
」

と
い
う
徳
固
な
ど
は
、

森
的
教
授
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

徳
治
主
義
の
社
会
で
も
法
治
主
義
の
社
会
で
も、

法
成
念
ほ
ど
織
し
く

固
定
化
し
て
い
な
い
。

習
慣
的
に
成
立
し
た
規
制
と
し
て
通
用
し
て
い

る。

た
し
か
に
、
〈
儒
教
文
化
図
〉

諸
国
は
、

と
う

し

た
「
礼
」

と
い

う
共
通
感
情
を
も
っ
て
い
る
が
、

と
く
に
中
国
人
は
「
礼
」

を
主
ん
ず

る
国
民
だ
と
い
え
よ
う。

ζ
れ
に
対
し
て
、

日
本
人
は
「
英
」

を最
も

身
近
な
徳
目
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い、
え
よ
う。

儒
教
の
徳
目
の
受
け
と
め
方
に
関
し
て
さ
え
互
い
に
ζ
の
よ
う
な
迎

い
が
あ
り
な
が
ら
も、
〈
郎
教
文
化
圏
〉

諸
国
は、

そ
の
全
体
と

し

て

の
文
化
的
同
一

性
の
な
か
で
、

今
日、

大
き
く
発
展
し
成

長
し

て
い

る。

と
の
現
実
に
は
、

や
は
り
注
目
せ
ざ
る
を
得
ず、

従
っ
て
〈
問
攻

文
化
図
〉

諸
国
が
経
済
発
展
に
成
功
し
た
内
発
的
な
要
因
を
ア
ジ
ア
の

内
側
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
出
は
じ
め
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
著作
と
し
て
は、

金B坤
若
『郎
教
文
化図
の
秩
序
と

経
済
』
（
名
古
田民
大
学
出
版
会）
が
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な

も
の

で

あ
っ

た。韓
国入
学
者
の金
教
授
は
そ
の

な
か
で
、
「儒
教
文化の一番大

過
程
に
も該
当
す
る
と
い

え
よ
う
。

と
の場合 、
儒
教
的
な
「中間
」

の
精
神
も
し
く
は
「
和
」

の
志
向
が
企
業
活
動
の
頂
要
な
凝
集
力
・

混

和
カ
に
な
っ
て
い
る
と
と
も
見
逃
せ
な
い
。

終
身
応
用
制
や
企
業
別
組

合
の
生
成
を
儒
教
思
想
と
の
関
連
で
指
摘
す
る
見
方
も
あ
り
得
ょ
う。

〈
儒
教
文
化
国
〉

の
第
二
の
特
徴
は
学
習
主
義、

あ
る
い

は

学

習

柴

田、
学
習
国
家
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
学
問
に
も
郎
教
の
影
告

が
圧倒
的
に
強
く、

特
に朱
子
学
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
教
必
解釈

の
儒
教
流
派
が
、

日
本
の
近
代
的
思
惟
の
形
成
ひ
い
て
は
近
代
化
過
出

全
般
に
対
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ

た
と
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。

中
固
に
お
い
て
も、

科
挙
の試
験
を
は
じ
め
と
し
て
、儒

教
文
化
が

徹

底
的
に

学
習
さ
れ
て
き
た。

と
の場
合、

ζ
れ
ら
諸国
に
共
通
す
る漢

字
学
習
の
も
つ
教
育
的
・

社
会
的
効
果
が
大
い
に

笠間
さ
れ
て
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る。

学
習
主
義、

学
習柴
田、

学
羽田
家
的
な
志
向
は、

そ
も
そ
も
開
設
の
教
典

型川
語
』

の
巻
頭
が
「
学
び
て
時
に

之

を
習

う
」

と
い
う
〈
学
而
杭
〉

か
ら
成
っ
て
い
る
と
と
に
端
を
発
し
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
が
、

結
果
的
に
は
中
国
大
陸
を
別
と
し
た
今
日
の
ア
ジ

き
な
特
徴
は、

女
波
柴
田
主
府内
に
よ
る
社
会
秩
序
に
あ
る

と

思
わ
れ

る
」

と
し、

さ
ら
に
「集団
戸志向必
の

歴
史
と
伝
統
に
よ
っ
て
、町
教
的

な
集
団
秩
仔
の

集
団
文
化
が

保
た
れ
て

き
た
」

と

述
べ

て
い

る
。

と
れ

は

大
空
間、
味
河
川
い

指
摘
で
お
う、

mL川
弐
的
知
忍
と
い一日
び
つ
い

た
集
団
主

設
が

〈
開
設
文
化
問
〉

諸
国
の

径
済
完
辰
の

市一
安
な
下
支
え
に

な
っ

て

い
る
と
い
う
問

題
提
起
で
あ
る
。

柴
田
主
花
を
考
え
る
と
き、

臼
木
に
つ
い
て
は
、

中
出
千
枝
設
浸
の

タ
テ
社
会
の用品
と
小
県団主
必
の開
ゐ
が

あ

る
。
一

方、

中
国

社

会 、香港やシンガポール 、東南アジアの主的社会などは 、い

わ
ば
地
縁
－

m
誌
の
ネ
Y
ト
ワ
l
ク
が
フ
ル
に
活
用
さ
れ
る
ヨ
コ
社
会

で
あ
り、

嶋
本
的
に
は
大
州市
団
社
会一
だ
と
い、
え
よ
う。

そ
し
て
タ
テ
社

会
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、産業
社会
あ
る
い
は
工来
社会
に適
合

し
、

ヨ
コ

社
会
は
流
通
を
中
心
と
す
る一
間
菜
民
族
的
な
個
性
を
生
か
し

た
向
沼
田
京、

間以
劫
立
国
の
社
会
に
迎
合
し
て
い
る。

香
港
も
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
も、

貿
U
叫
の
G
N
P
に
占
め
る
訓
合
が
圧
倒
的
に
大
き
い
。

と－
つ
し
た
抑

巡
も
そ
と
に
は

あ
る
の

だ
が
、

い

ず
れ
に
せ
よ
家
族

集

団
主
持
が

〈
間
設
文
化阻
〉

の共通
の
社会
的
苓
盤
に

な
っ

て
い
る
と

と
は
、

否
定
で

きな
い

計どい…（
だ
と
い
よん
よ・コ。

と
の
よ
う
な
交
政
集
団
主
お
が
た
ん
に
労
働
の
組
織
と
し
て
で
は
な

く
企
業
成
日
と
そ
の
宋
肢
を
合
む
全
集
団
生
活
の
組
織
化
を
も
た
ら
し

つ
つ
企
ぷ
経
ひ
の
た
め
の
一

つ
の
規
箱
に
な
っ
て
い
る
ζ
と
は
、

今
日

の
わ
が国
大企業
に
み
ら
れ
る
と
ζ
ろ
で
あ
る
。

ζ
の点
は

ま

た

三

弁、

住
友
な
ど
臼
木
の
財
問
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
江
戸
期
の
大
町

人の系譜を・辿っても明らかであり 、また韓国の財閥詳の形成
一一一 158一一ー

ア

〈
儒
教
文
化
国
〉

諸

国
の

教
育
・水
砂
の

高
さ、

践
字
率
の

市
さ、

つ

ま
り
文
白
率
の
低
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る。

そ
の
結
袋、

今
日
で
も
日

木
を
は
じ
め
台
湾、

怖
回
な
ど
で
は、

知
品
集
約
的
な
土
泌
が
中
央
・

地
方
を
問
わ

ず
に

存
在
し
、

受

験
シ
ス

テ
ム

を
合
む
白
木
型
学
習
国
家

へ
の
指
向
が
全
般
的
な
傾
向
に
な
っ
て
い
る。

そ
の
た
め
の
弊
害
も
し

ば
し
ば九州
市曲
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、

と
の
点
が
近代
化、
工
業
化
の

た
め
の
ノ
ウ
ρ
ウ
の
開
発、

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
や
間
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
川市川
附
な
ど
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
ζ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

ζ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、出

字
学
習
の
も
つ
意
義
を
革

命
的
に
解
消
し
て
記
号
化、

つ・
ま
り
過
度
の
問
略
化
を
試
み
た
中
国
の

「
毛
沢
東
思
怨
」

に
拡一
づ
く
文
字
改
革
が
、

高
字
市中
の
向
上
に
ほ
と

ん

ど
つ
な
が
っ
て
い

な
い

現
尖
が

改
め
て
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

、
「J。

一一ー 159一一一

開
設
文
化
の

第
三
の

特
徴
ば
、

二訟
の

倫
理
的
な
行
動
規
範
を

伝
統

的
に保
持
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
「
仁
」
「誌
」
「信
」な
ど
の
い

ず

れ
の
徳
目
を取
っ
て
も
よ
い
が
、

と
ζ
で
は
さ
し
あ
た
り
「信
」

で
そ

いまなぜ「thlfZ文化圏Jか
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れ

を

代
表
さ

せ
て
も
い
い

だ
ろ
う。
と
の

よ

う

な
規
制
は
、

日
本
社会

の

あ

ら

ゆ

る

分

野
に

お

け

る

サ

ー

ビ

ス

の

良
さ

や

ア
ヲ

タ

ケ

ア
の

良

さ

と

・な
っ

て

現
に

効

果

を

示
し

て
い

る
。

一

方、
「

人

民
に
奉仕
す
る

（
為
人
民
服
務
ど

と
いう
「

毛
沢

東

思

想
」

に

よ

る

強

制
か

ら

解

き

放

た

れ

た

今

日
の

中

国

社

会
に

お

け

る

サ

ー
ビ
ス

精
神
の

欠
如
は、
本
来

中

国
人
が

も
っ
て
い

た
倫
理
的

な
仔
助

規
制
を

社
会

主
義
制

度
が

い

か
に

ス

ポ
イ
ル
し

て
い

る

か
を

示
し

て
い

る

と
い

わ

ざ

る

を

得

な
い
。

と
と
ろ
で
、

先
に

紹
介

し

た
レ
オ
ン・
ヴ7
ン

デ
ル
メl
ル
シュ
弐

授
は
、

経

済

発

展
と

閲

迎
し

た

儒

設
の

克

胞

を

「

家

族

会
三一一一
口
）
」
、

「
礼（円
5）」、
「
口
級
官
僚
制
度（ヨ
吉
宏
子
三
こ
だ
と
鋭
く
州
出
し
て

い

る

が
、

以
上
の

諸
特
徴
に
加
え
て、
第
四
の、
し

か
し

も
っ

と
も主

要

な
ポ

イ
ン

ト

は
、

そ

も
そ

も

儒

教
は

信

仰
の

対

生
で

あ

る

よ

り

は
、

一

つ

の

倫
理
的

規
範
で
あ
っ

た

ζ
と

で
あ
る。
「
間
設
的

共
同体
主主

の

悲

し
い

特

徴
の
一

つ

は
、

宗

設

的

信

仰
に

全

く

伺
わ

さ

れ

な
い

こ
’
乙

で
あ

る
」

と

同
教
授

も
述
べ

て
い

る

が、
開
設
は
般
活
な
立
川河
で

の
宗

教
で
は

な
い

が

ゆ

え
に
、

例
え
ば

日

本
で
は

神
道
と
の

共
存
が
可
能

で

あ

り
、

中

国
で

は

道

教
と
の

共

存
が

可

能

な
の

で

あ
っ

た
。

つ

ま

り

同

教
は 、
き
わ
め
て
寛
容
な
ド
ク
ト
リ
ン
な
の
で
あ
っ
て 、
口
仰
で
あ
る

よ
り

は
社
会

的
な
規
純
で
あ

り
、

道
徳
律
で
あ
る

と

ζ
ろ
に

特
徴
があ

る。
と
う
し

た
他
宗

教
に

対

す
る

寛
容

さ
と
宗
教

的

な
非
拘
束
性
は、

た

と

え

ば

イ
ス

ラ
ム

教

や
カ

ト

リ
ッ

ク

に

比
べ

て

決

定

的
に

際

立
っ

て

い

る

が、
そ
の

よ

う

な

儒

教
の

ゆ
る

や
か
な
倫
型
行
動
規
範
が
、

右
に

み
た
儒
教
文
化
の
い

く
つ

か
の

特
徴
や

そ
の
本
来

的

な
現

世
肯
定
的

合

は
で
き
ない
で
あ
ろ
う 。
私
自
身、
儒

教

文

化
的

同
一

位
が

す
べ

て

を

規
定
し

て

き
た

な
ど

と
い

う
つ

も
り
も

毛
頭
な
い。

中

国

や

北

朝

野
、

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

の

発

展
が

立
ち

遅

れ

て
い

る
の

は
、

む
し

ろ
社
会
主
義
の

制

度
的

な
問

題
と

し

て
考
え
た

方
が

わ

か

り
や

す

い

で

あ

ろ

う
し
、

日

本
が

成

功
し

た

要

因
と

じ

で

は
、

明

治

維

新
以

来

の
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
代
の
精
神
文
化
や
科
学
技
術
を
全
間
的
に
受

容

し

た

と

と
、

第
二

次

大

時

後
の

園

内

諸

改

革
、

現

代
ア

メ

リ
カ

花

泉

文
明
の

巨
大
な

影
響
と
い

っ
た
根
本
的

か
つ

常
高
的
な
要
因
を

無
視
す

る

ζ
と
は

と
う
て
い

で

き
な
い
。

ア
ジ
ア
の
N
I
C
S

諸国
に
関
し
て
も 、
植
民
地
の
辺
制
か
ら
脱
却

す
る
過
程
と
戦
後
の
東
西
冷
戦
過
程
が
重
な
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に 、
ζ

れ
ら
諸
国
は
と
う
し
た
国
際
環
境
を
H

利
用H
し
て
外
資
の
制
極
的
な

導
入
を
は
か
り
、

い

ず
れ

も
一

語
の

強

権
・

独
哉
体
制
の

も
と
で
民
栄

構
造
の
転
換
を
は
か
っ
た
と
と 、
そ
の
う
え
で
輸
入
代
谷
工
業
か
ら
今

日
の
輸
出
志
向
工
業へ
と
工
業
化
の
戦
略
的
転
換
を
は
か
つ
て
き
た
ζ

と

な
ど
が

各
国、
各
地
域
別
に

険
討

さ

れ
ね

ば

な
ら
な
い

で
あ
ろ
う。

い主なぜ rt'l.i教文化図Jか
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問
主
花
の
引
神
と
結
び
つ
い
て、

一

極
の

実
学
的
制
神
と
経
験
主
義
を

辺
き、
工
業
化
・

店主
化
社

会
の

悲
舵
笠
備
に

大
い

に
役
立
っ

て

き
た

の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る 。
江
戸
時
代
中
期
に
「
営
利」
の
思
忽
を

汁

定
し

て

町

人

附

設
に

影

博

を

与
J
ん

た
日

本
の

新

し
い

儒

学

流

派
・

石

門
心
立

を

学

び
、

米

子

学

流
の

限

立

解

決

を

排
し

て

「
己

主
」

と

一

宮

町
以
」

を
二

界

的

容

れ

る

も
の

と

し

て

『

論
荒
川
』

を

制

極

的
に

読
み

か

え

た
と
い
う
日
本
実
主
界
の
先
駆
者・
渋
沢
栄一
に
辻 、
『
品
芯
と
な
立一

（
向山
湖
町氏、

国
什川
刊
行
会）

と
い
う
－M口
1引
が
あ
ろ
が
、

そ
ζ
に

見

ら

れ

る

早川
利一
州
AT
C
－

ヨ
沼
注
目
」

の

完
芸
忠
也
は
、
〈
儒
立
文
化

国
〉

と

い

う

今
目

的

な

枠

組
の

な

か

で

改

め

て

光
が

当

て

ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

だ

ろ
う
（
な
お、
渋
沢
栄一
の
思
忽
と
符
品川
に
つ
い
て
は、
兵
卒
男
数
授
〈
市川
外

大
学
長〉
の
一
迎
の
労
作、
『
引火
薬
の
思
畑山』
〈
筑
限汁打
店、
現
代
目・一
思
惣
体

系日〉」
「
併
必」、
『
雨
夜
J『
〈
岩
波
文
一同V「
解
説」
念
ど、
参
照）。

いず・礼にせよ「浮身 、斉京 、治国 、平一天下」というスローガ

ン
や「
スヒ
出
河
ヱ」
「
到bJ4
3
て』
〉・つ
つ一ぃ
ヴ
ケゥ
え・っ
九－つ
よ
う
よ、

間
立の
コ
イ
が
今
日
の
ア
ジ
ア
エ
沼
市山
国
家
の
近
代
化
と
笥
済
活
鹿に

と
っ

て

市

型

た

倫

則

的

文

注
と

な

り
、

そ
の

ほ
力
の

消

神
的

ひ
い

て

は

社

会

的

た

河

川ポ
に

な
っ

て

き

た
と

と

は

否

定
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
。
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二
十

の
問
題
提
起

一

世
紀
へ

以

上
、

政
均

な

角

度
か
ら

問

題

を

検

討

し

て

き

た
が
、

な
く、
〈
間
設
文

化
凶〉
と
い

っ

た

だ
け

で
日

本

や

ア
ジ
アNI
CS

諸
国
の
経
済
的
・

社
会
的
発
展
の
誕
の
す
べ
て
を
解
読
す
る
と
と
な
ど

い
う
ま
で
も

～ーーー

ま
た、日本をはじめとする東アジア工業諸国の成功の謹と

し

て

官

僚

組

織
の

効

栄

的

な

践

能
と

附

造

や

チ
ャ

ル
マ

l

ズ
・

ジ

ョ

ン

ソ

ン

投

授
の

い

う

「

政

府
と
ビ

ジ、
不
ス
の

関

係
」

つ

ま

り

沼

花

関

係

な

ら

ぬ

H
政

店

関

係
d

の

白

九

た
パ

フ

ォ

ー
マ

ン

ス

な

ど
が

強

調

さ

れ

ね

ば

な

る

ま
い
。

『

沈

黙
の
と

と

ば
』

『

文

化

を

超
よ
ん
で
』

な

ど
の

名

者
で

知
ら
れ
る
文
化
人
知
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド・
ボ
l

ル
は 、
日
本
の
ビ
ジ
ネ

ス

に

お

け

る

「

葉

市峨
」

や

限

式

と

し
て
の

役

口

会

議
に

品式

微

さ

れ
る

立

思

決

定
や

合

な
の

メ

カ
ニ

ズ
ム
、

接

待、

仲

介

者
、

名

刺
の

効

用

な

ど

に

触

れ
て
、

文

化
の

型

と

し

て

問

題

を

論

じ

て
い

る
（
ミ
ル

ド
レ
ァ

ド
・

ホ
l
ル
と
の
共
答
『
隠
れ
た
問
述

ll
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
日
本』、
邦
訳

『
市
出川
を
品川
り
切る
｜｜口
本の
ピ
ズ
ネス・
ア
メ
リカ
の
ピ
ズ
ネ
ス』、
文
山会

派
秋）
。

こ
の
よ
う
な
同
庁

な
視
角
か
ら
の
接
近
が
可
能
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
近
代
化
・

工
芸
化
の
成
功
の
要
因
を
〈
儒
教
文
化
圏
〉

と

いう
か
た

ち
で
概
括
す
る
と
と

に

は、
む
し

ろ
大
方
の

抵
抗
感
が
あ

る

の

で
は

な
か
ろ
う
か
。

山
崎
正
利
氏
が
私
と
の
あ
るム一一
品
の
な
か
で
述べ
て
い
た
ζ
と
で
あ
一一一 161一一ー
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る
が、

儒
教
文
化
は
近
代
化
の
た
め
の
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・

フ
ォ
！

ス
（
消
極
的
な
力）

な
の
だ
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
切
で
る
る
か
ち
し
九

な
い
。

つ
ま
り、

近
代
化・
工
業
化
を
も
た
ら
し
た
一

般
的
諸
要
国
を

〈
ポ
ジ
〉

と
す
る
な
ら
ば、
〈
．問
教
文
化
図
〉

的
な
諸
要
因
は
〈
ネ
ガ
〉

な
の
だ
と
も
い
え
よ
う。

そ
の
点
で
は
儒
設
文
化
が
近
現
代
社
会
に
ね

い
で
す
で
に
死
滅
し
つ
つ
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
効
果
的
な
組

制
た
り
得
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る。ヴ
ア
ン
デ
ル
メ
1
ル
シュ
は
、

「
正
に
ま
た
儒
教
が
決
定
的
に
死
ん
で
い
れ
ば
ζ
そ、

そ
の
辺
住
が

発

展
の
諸
要
諦
と
矛
盾
せ
ず
に
、

新
し
い
思
惟
様
式
の
中
に
再
投
資
さ
れ

る
と
と
が
で
き
う
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る。

そ
れ
に
し
て
も、
〈
罷
教
文
化
国〉
諸
国
の
将
来
の
発
展
の
可

能

性

は
き
わ
め
て
高
い
。

一

九
八
五
年
八
月、

経
済
企
画
庁
の
諮
問
機
関
で
あ
る
二
十
一

位
紀

の
太
平
洋
地
域
経
済
構
造
研
究
会
（
座
長
日
篠
原
三代
平

・
東
京
国
際
大
学

教
授）
が
発
表
し
た
「
太
平
洋
時
代
の
展
望」
と
題
す
る
報
告
乃
は、

世
界
全
体
の
今
後
二
O
O
O
年
ま
で
の
経
済
成
長
率
は
三
パー
セ
ン
ト

程
度
に
す
ぎ
な
い
が、

太
平
洋
地
域
は
全
体
的
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
成

長
を
遂
げ、

世
界
経
済
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
だ
ろ
う、

と
見
倣
し、

帰

国、
台
湾、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ア
ジ
ア
N
I
C
S
お
よ
び
A
S
E
A
N
諸

国、
そ
し
て
「
開
放
」

経
済
体
制
に
移
行
し
た
中
国
を
含
め
て
、
と
れ
ら

諸
国
は、
今
後
成
長
率
が
若
干
低
下
し
た
と
し
て
も
二
O
O
O
年
ま
で

七
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
の
成
長
を
持
続
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。

私
の
見
方
は、

右
の
報
告
3
の
予
測
と
は
若
干
違
う
。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、

香
港
は
今
後、

そ
の
成
長
が
低
下4
な
い
し
は
横
ば
い
を
読
け
る
の

いまなぜ 「rn教文化圏J か

す
る
可
能
性
を
租
め
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

日
本、

台
湾、

翰
国
だ

け
で
総
人
口
約
二
倍、

全
世
界
の
G
N
P
の
約
二
O
パ
ー
セ
ン
ト
前
後

を
占
め
る
と
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
れ
は
今
日
の
ア
メリ
カ
が

世
界
に
お
い
て
占
め
て
い
る
位
置
に
ほ
ぼ
相
当
す
る。

し
か
も、

ζ
の

よ
う
な
日
本、
台
湾、

韓
国
の
将
来
は、

戦
後
冷
戦
時
代
に
ア
メリ
カ

の
ア
ジ
ア
峨
略
の
一

環
と
し
て
戦
略
的
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
位
世
づ

け
ら
れ
て
い
た
時
代
と
は
も
は
や
大
き
く
異
な
っ
て
い
る。

も
と
よ
り、
非
西
欧
世
界
の
な
か
で
日
本
だ
け
が
近
代
化
・

工
業
化

に
成
功
し
た
例
外
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
ら
れ
て
い
た
時
代
は
す
で
に

過
去
の
も
の
と
な
り、

日
本
は
い
ま
や、

経
済
発
展
に
つ
れ
て
生
ま
れ

た
新
中
間
間
の
社
会
的
成
長
に
支
え
ら
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国、

非
西
欧
世

界
が
目
標
と
す
べ

き
モ
デ
ル
に
な
り
つ
つ
あ
る
だ
け
に、

当一
凶
の
回
際

化
や「
開
か
れ
た
日
本
」
へ
の
只
剣
な
技
宗
と
と
も
に
崎
武
法
・

経
済

国
家
と
し
て
の
日
本
モ
デ
ル
を
二
十
一

世
紀
に
い
か
に
定
泊
さ
せ
る
か

と
い
う
試
練
に
よ
り
本
格
的
に
日
面
す
る
で
あ
ろ
う。

台
湾
に
は
孜
治

的
民
主
化
の
課
題
や
台
湾
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
限
立
と
い

う
問
題
が
存
在
し、

続
固
に
は、

最
近
の
税
国
学
生
述
到
の
日
拐
に
も

見
ら
れ
る
不
安
定
な
政
治
・

社
会
情
勢
を
い
か
に
克
服
す
べ

き
か
と
い

う
R
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る。

し
か
し、

右
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
経
済
問
が
さ
ら
に
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
だ
け
に、

ζ
れ
ら
地
境
の
相
退
よ
り
も
同

一

性
つ
ま
り
〈
問
教
文
化
図
〉

と
い
う
文
明
的
位
相
の
歴
史
的
意
味
づ

け
と
白
色
確
認、

自
己
限
定
が
改
め
て
迫
ら
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か。

で
は
な
い
か。

そ
し
て
、

合
汚
は
さ
ら
に
成
長
し、

諸
国
も
も
っ
と
女

長ずるのではた－い－h・ ・エユわ九る 3

シ
ン
ガ
ポー
ル
、

持
活
は
金
融、
間八%
を
中
心
に
ζ
れ
ま
で
回
泊
ま

し
い
成
長
を
説
け
て
き
た
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
前
者
が

約
二

五

O

万、

後
者
が
約
六
O
の
万
の
人
口
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
国
内
市
拐
の

限
ら
れ
た
「
部
市
回
交
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

対
外
依
存
度
が
き
わ
み

て
刊
く、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ば
ポ
ス
ト
字
光
叩
ほ
訓
へ
の
不
安、

呑
巡
は

いわゆる一九九七之問苫をかかえて中国の将来に大きくぽ存

し
て
い
ろ
と
い
う
山
花
的
た
脆
羽
性
を
も
っ
て
い
る。

A
S
E
八
VJ
芯

・
国
ば
伐
内
問
泣
が
玄
す
ま
ナ
日
・さ
る
で
あ
ろ
う
し、

肝
心
の
中
国
は、

益
k

m
大
ず
る
人
口
庄
カ
や
部
小
平
以
後
へ
の
政
治
不
安
の
な
か
で

、

今
佐
紀
末
一

人
当
り
G
N
P
一

O
O
O
米
ド
ル
と
い
う
「
四
つ
の
現
代

化
」

の
円
内
法
成
も
悶
燥
で
あ日
？
っ。

と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

や

は
り
日
ボ
お
よ
び
台
汚、

持
国
が凶一品
局
は
荒
ア
ジ
ア
諸
国
の
成
長
と
発

展
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

円
ナ
れ
に
せ
よ、

ζ・
叫
ら
の
予
測
を
総
合
し
て
み
ろ
と、

二
0
0
0

午、

つ
之
り
二
十
一

位
記
の
入
り
口
に
速
す
る
と、

ア
ジ
ア
で
は
多
く

の
〈
侃
弐
文
化
問
〉

諸
国
が、

現
在
の
日
本
に
近
い
一

人
当
た
り
一

万

米
ド
ル
の
G
N
P
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

現
在
の
ま
ま
椛
診
す
れ
ば
一

方
米
ド
ル
を
椛
尖
に
超
え
る
と
思
わ
れ
る
の
は、
香
港、

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
で
あ
る。
台
湾
は

二
刀
米
ド
ル
か
ら
一

万
三
O
O
O
米
ド

ル
と
い
う

予
測
も
あ
り、

悦
国
も
一

方
米
ド
ル
ま
で
は
い
か
な
い
に
せ
よ
八
0
0

0
米
ド
ル
前
後
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
い
う
ま
で
も
な
く
日
本

は
G
N
P
二
万
米
ド
ル
ム日
で
世
界
の
先
頭
に
立
っ
と
と
ろ
に
ま
で
成
長
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その頃になると 、台湾も漢字文化の保存その他ぐ・六時中国

と
の
過
度
の
混
合
を
も
は
や
必
要
と
し
な
く
な
る
程
に
成
熟
す
る
で
あ

ろ
う
し、

嶋
田
も
む
近
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
期
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
ハ
ン
グ
ル
帯
用
丘
認
を
絶
対
化
す
る
時
代
か
ら
脱
す
る
可
能
也

も
あ
る
だ
け
に
、

ま
た、

中
国
大
陸
も
大
き
く
変
貌
す
る
と
思
わ
れ
る

だ
け
に
、
〈
．山
立
文
化
問
〉

に
お
け
る
泌
字
文
化
の
も
つ
同
一

性
が

ζ

れ
ら
諸
国
の
相
互
の
交
流
と
接
近
を
よ
り
内
面
的
に
促
す
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

台
湾、

帰
国
の
よ
う
に
か
つ
て
は
臼

木
の
制
民
地
統
治
下
に
あ
っ
た
地
域、

香
港、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う

に
日
本
の

市
政
下
に
か
か
れ
た
地
域
の
イ
ン
フラ
ス
トラ
ク
チ
キ－ー
や

投
背
水
恨
の
刊
さ、

中
小
企
来
の
果
た
し
た
役
割、

ま
た
「
日
本
の
他

民
地
祐
治
は
弘
主
部
門
を
す
で
に
非
常
に
進
歩
さ
せ
て
い
た
」

と
グ
7

ン
デ
ル
メ
l
ル
シ

ュ

我
授
が
指
摘
し
て
い
る
点
な
ど
に
つ
い
て
、

白
木

の
ヨ
去
乃
一三
史
的
役
畑一
の
再
検
討
も
必
要
と・
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が、

そ

の
限
に
己
主
流、

促一
U
1
の
ア
ジ
ア
主
点
や
ア
ジ
ア
運
命
共
同
咋
灼
な

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
る
ζ
と
は
厳
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

勺
ア
れ
に
せ
よ
〈
限
設
文
化
凶〉
と
い
う
人
文・
社
会
科
学
に
と
っ

て
の
析
し
い

問
題
悦
起
に
関
し
て
は、

検
討
す
べ

き
課
題
が
山
約
し
て

い
る
。

弘
自
身
が
研
冗
代
表
者
と
な
っ
て、

本
年
度
か
ら
三
年
間
の
予

定
で
始
ま
る
文
部
省
科
学
研
究
世
主
点
領
域
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
経
済

的
・

社
会
的
発
展
と
近
代
化
に
閲
す
る
比
岐
研
究
」

は、

そ
の
た
め
の

大
型
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
る
の
で
、

多
く
の
方
々
の
建
設
的
な

御
批
判
そ
れ川
た
い
と
踊
っ
て
い
る。
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