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四

O

周

年

を

迎

え

て

毛
体
制
否
定
の
民
主
化
の
プ
ロ
セ
ス
で

見
ら
れ
る
自
己
矛
盾

社
会
主
義
諸
国
の
圏
内
的
な
停
滞、
特に

経
済の
停
滞
除、
単
に
経
済
の
問
題
と
し
て

の
み
な
ら
ず、
政
治
改
革
及
び
民
主
化
を
伴

わ
な
け
れ
ば
経
済
が
活
性
化
し
ない
と
い
う

大
き
なコ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
今、
社
会
主

義
諸
国
全
体
に
出
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す。
言
う
ま
で
も
な
く
社
会
主
義
の
内
部
改

革
の
潮
流
は
早
く
も
「
ブ
ラハ
の
春」
（一

九
六
八
年）
に
象
徴
さ
れ
る
チェ
コ
の
励

中国の政治改革と宮古小平体制

に
文
革一
O
年
及
び
毛
沢
東
の
社
会
主
義
体

制
に
お
け
る
約
三
O
年
の
治
世
が、
い
か
に

中
国
社
会
の
停
滞
と
社
会
的
な
亀
裂
を
も
た

ら
し
て
し
まっ
た
か
と
い
う
状
況へ
の
根
本

的
な
自
己
批
判
を、
大
き
な
前
提
に
し
て
い

た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
わ
け
で
す。

そ
う
し
た
中
で
七
0
年
代
後
半
か
ら
は
中

国
共
産
党
内
部
で
旧
実
権
派
勢
力、
す
な
わ

ち
劉
少
脊、
郡
小
平
体
制
に
連
な
る
人
た
ち

が
権
力
を
確
立
し
て
い
く
過
程
で
あ
り、
ζ

の
過
程
は
同
時
に
毛
沢
東
派
と
言
わ
れ
る
慈

国
鋒
体
制
の
凋
落
過
程
で
あっ
た
わ
け
で
す

が、
早
く
も
と
の
時
期
に
部
小
平
氏
ら
は
い

ろい
ろ
の
改
革．フ
ラ
ン
を
提
起
し
て
お
り
ま

し
た。
一
九
七
五
年
の
い
わ
ゆ
る
総
網
論
と

し
て
知
ら
れ
る
郵
小
平
改
革、
さ
ら
に一
九

八
O
年
に
提
起
さ
れ
た
庚
申
改
革
と
言
わ
れ

る
試
み
な
ど
も
そ
の一
環
で
あっ
た
と
言
え

ま
し
ょ
う。

と
う
し
た
政
治
改
革、
民
主
化へ
の
要
求

は
毛
沢
東
型
の
党
装
置
を
根
本
的
に
改
革

し、
知
強
入、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
な
ど
の
新

中

嶋

嶺

雄

き、
さ
ら
に
は
「
迎
帯」
に
象
徴
さ
れ
る一

九
八
O
年
の
新
し
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
胎
励

が
先
駆
け
と
し
て
あ
り
ま
し
た。
し
か
し
な

が
ら、
い
ず
れ
も
と
れ
ら
の
社
会
主
義
内
部

の
民
主
化
及
び
政
治
改
革
は一
時
的
な
挫
折

を
ζ
う
むっ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない

わ
け
で
す。
そ
う
し
た
中
で
登
場
し
た
ソ
連

の
ゴ
ル
バ
チョ
フ
指
現
下
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ

カ
体
制
は、
今
急
速
に
ソ
連
社
会
を
変
化
さ

せ
つ
つ
あ
り
ま
す。

と
うい
う
世
界
的
な
潮
流
の
中
に
あっ

て、
中
国
の
政
治
改
革
を一
体
ど
の
よ
う
な

しい
社
会
的
な
受
益
者
屈
の
発
想
を
基
礎
に

し
て
い
た
と
言
え
る
わ
け
で、
こ
う
し
た
政

治
改
革
の
動
き
が
郡
小
平
体
制
を
支
え
て
き

た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
わ
け
で
す。

し
か
し、
そ
と
に
は
大
き
な
矛
盾
が
あっ

た
と
言
え
ま
し
ょ
う。
そ
の
矛
盾
の
一
つ

は、
中
国
の
場
合
ど
う
し
て
も
政
治
改
革
が

路
線
闘
争
の一
環
と
し
て
位
置づ
け
ら
れ
ざ

る
を
得
ない
と
い
う
問
題
で
あっ
て、
改
革

派
と
保
守
派
ない
し
は
原
則
派
と
い
う
路
線

闘
争
が
存
在
し
て
き
た
と
と
は
否
定
で
き
ま

せ
ん。
し
た
がい
ま
し
て
郡
小
平
氏
も
み
ず

か
ら
の
権
力
を
確
立
す
る
過
程
で
は
民
主
化

を
非
常
に
強
調
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
一

た
び
権
力
が
確
立
さ
れ
た
過
程
で
は
逆
に
民

主
化
を
抑
え
る
方
向
に
転
ず
る
ζ
と
が
過
去

二
回
あっ
た
わ
け
で
す。
そ
の
第一
回
は

『
四
五
論
壇』
『
探
索』
の
グ
ル
ー
プ
に
象

徴
さ
れ
る、
非
毛
沢
東
化
を
求
め
る、
部
小

平
改
革
に
勢い
づ
け
ら
れ
た
反
体
制
知
脇
人

の
動
き
で
し
た。
し
か
し、
と
れ
は
い
わ
ゆ

る
「
民
主
の
壁」
が
大
き
な
社
会
的
反
響
を

コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
受
け
と
め
た
らい
い
の
で

あ
ろ
う
か。

と
の
点
は
中
国
の
改
革
及
び
開
放
の
政
策

の
将
来、
そ
し
て
中
国
現
代
化
と
い
う一
種

の
国
家
目
標
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
問

題
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
わ
け
で
す。

と
と
で
確
認
すべ
き
ζ
と
は、
中
国
に
お

け
る
政
治
改
革
の
潮
流
は、
や
は
り
特
殊
中

国
的
な
性
格
を
著
し
く
帯
び
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
り
ま
す。
そ
れ
は
い
わ
ば
毛
沢
東
体

制
か
ら
の
脱
却
の
過
程
を
毛
沢
東
の
カ
p
ス

マ
的
な
専
制
支
配、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
特
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も
た
ら
し、
一
九
七
八
年
秋
をピ
1
ク
に
し

て
燃
え
さ
か
り
ま
し
た
が、
部
小
平
は
同
年

一
二
月
の
三
中
全
会
で
み．す
か
ら
の
権
力
を

確
立
し
た
後
に
は、
そ
う
し
た
反
体
制
派
の

動
き
を
封
じ
込
め
ざ
る
を
得
・な
く
なっ
た
と

い
うジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
す。
そ
れ
は
例
え

ば、
説
京
生
ら
の
反
体
制
派
の
先
進
的
な
知

践
人
の
要
求
が
極
め
て
ラ
ジ
カ
ル
で
あっ
た

と
い
う
と
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う。

そ
う
し
た
中
で
党
内
の
政
治
改
革
を
見
て

み
ま
す
と、
一
九
八
二
年
の一一一
回
党
大
会

以
来
集
団
指
埠
制
を
目
指
す
中
で、
毛
沢
東

型
動
員
体
制
か
ら
党
権
力、
党
の
統
治
機
能

の
制
度
化
と
い
う
方
向
を
目
指
し、
同
時
に

党
主
席
に
集
中
す
る
権
力
の
分
散
を
図
ろ
う

と
し
た
わ
け
で
す。

と
の
よ
う
な
状
況
は一
た
ん
挫
折
し
た
民

主
化
運
動
に
再
び
刺
激
を
与
え
た
と
い
う
結

果
が
出
て
まい
り
ま
し
た。
象
徴
的
な
の
は

一
九
八
六
年
末
の
い
わ
ゆ
る
学
生
運
動
を
中

心
と
し
た
す
さ
ま
じ
い
民
主
化
要
求
で
あっ

た
と
思い
ま
す。
と
の
民
主
化
要
求
は
中
国
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の
改
革
派
の
中
心
的
な
知
識
人
で
あ
り
当
時

中
国
科
学
技
術
大
学
副
学
長
で
あっ
た
方
励

之
氏、
『
人
民
日
報』
副
絹
集
長
で
あっ
た

王
若
望
氏、
作
家
の
劉
賓
雁
氏
ら
を
中
心
と

し
た
い
わ
ば
民
主
化
要
求、
自
由
化
要
求
で

あっ
た
わ
け
で
す
が、
と
の
民
主
化
運
動
は

ま
と
と
に
す
さ
ま
じ
い
勢い
で
拡
大
し
て
い

っ
た
の
で
あ
り
ま
す。

と
の
民
主
化
要
求
の
中
で
出
て
き
た
の
が

胡
摺
邦
総
岱
記の
関
与
で
あ
り
ま
し
た。
胡

摺
邦
氏
は
郵
小
平
体
制
の
中
で
ど
ち
ら
か
と

い
う
土
学
生
運
動
な
り
民
主
化
運
動
に
密
活

し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
し、
部
小
平
批
判
を

避
け
る
た
め
に
集
中
し
た
胡
飽
邦へ
の
批
判

を
回
避
す
る
た
め
に
も
と
れ
ら
の
運
動
に
依

拠
し
た
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。
し

か
し
な
が
ら、
一
方
ζ
う
し
た
状
況
の
流
動

化
に
対
す
る
党
内
の
原
則
派
及
び
保
守
派
の

抵
抗
も
極
め
て
強
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す。
と
の
と
と
は
八
七
年一
月
の
衝
撃
的
な

胡
掘
邦
失
墜
と
い
う
ド
ラ
マ
に
なっ
て
あ
ら

わ
れ
ま
し
た。
と
の
胡
招
邦
失
監
に
最
終
的

中国の政治改革と郡小平体制l

十
分
で
あ
る。
そ
う
し
た
中
で
は
経
済
が
順

調
に
推
移
し
て
い
る
限
り
で
は
民
主
化
要
求

が
か
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
す
が、
一

た
び
経
済
の
混
乱、
そ
し
て
そ
の
混
乱
の
賀

任
に
対
す
る
追
及
な
ど
が
仔
な
わ
れ
る
ζ
と

に
な
る
と、
た
ち
ど
こ
ろ
に
肝
心
の
民
主
化

の
ほ
う
を
ス
トッ
プ
せ
ざ
る
を
得
ない
と
い

う
状
況
が
あ
る
わ
け
で、
ζ
れ
は
今
日
の
部

小
平
体
制
が
そ
の
後、
政
治
改
革
を
あ
ま
り

強
調
し
な
く
なっ
て
い
る
大
き
な
原
因
だ
ろ

う
と
思い
ま
す。

第
三
点
目
の
要
因
と
し
て
は、
中
国
の
権

力
構
造
に
お
け
る
特
殊
中
国
的
な
専
制
体

制、
カ
リ
ス
マ
体
制
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん。
と
れ
は
い
わ
ば
儒
教
的
権
威
主
義
体

制
と
い
う
ζ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が、
部
小
平
ほ
ど
の
し
た
た
か
な
政
治
窓

識
を
持
ち、
し
か
も
毛
沢
東
の
独
裁の
犠
牲

者
で
あっ
た
指
現
者
に
お
い
て
さ
え、
今
日

の
中
国
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に、
部
小

平
氏
に
お
い
て
は
い
わ
ば
ワ
ン
マ
ン
体
制
を

敷い
て
お
り
ま
す。． 
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な
役
割
を
演
じ
た
の
が
部
小
平
そ
の
人
で
あ

っ
て、
い
わ
ば
彼
は
郵
小
平
体
制
を
擁
護
す

る
た
め
に
胡
摺
邦
を
ス
ケ
1
プゴ
l
ト
に
し

た
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
り、
と
れ
ら
の
路

線
闘
争、
党
内
闘
争
が
中
国
の
民
主
化
に
極

め
て
深い
関
連
を
持っ
て
い
た
と
い
う
意
味

で、
他
の
諸
国
に
は
例
を
見
ない
状
況
が
あ

り
ま
す。
ζ
れ
は
い
わ
ば
毛
沢
東
休
制
か
ら

の
脱
却
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る、
一
つ
の
自

己
矛
盾
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
で
し
ょ
う。

依
然
と
し
て
脆
弱
な
経
済
基
盤
と

儒
教
的
権
威
主
義
的
専
制
体
制

も
う一
つ
の
中
国
的
な
特
徴
を
考
え
て
み

ま
す
と、
と
れ
は
中
国
の
経
済
基
盤
が
依
然

と
し
て
極
め
て
脆
弱
で
あ
り、
一
人
当
た
り

G
N
P
が
二
五
O
J
と
い
う
社
会
主
義
の
後

進
国
と
い
う
状
況
の
中
で、
部
小
平
の
改
革

と
開
放
路
線
に
対
応
し
た
外
か
ら
の
が
西
側

の
風H
が
学
生、
知
識
人
を
と
ら
え
た
の
で

す
が、
そ
う
し
た
状
況
が
中
国
の
経
済
の
現

状
と
う
ま
く
結
び
つ
か
ない。
つ
ま
り
経
済

民
主
化
要
求
の
中
で
出
て
き
た
い
わ
ば
ジ

エ
ロ
ン
ト
ク
ラ
シ
I
（
老
人
支
配
体制）
か
ら

の
脱
却
と
い
う
要
求
に
対
し
て
も、
世
代
世

代
を
進
め
つ
つ
あ
る
と
は
い
え、
部
小
平
そ

の
人
が
八
四
歳の
高
齢
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
依
然
と
し
て
実
質
的
に
は
最
高
の
櫛
力

を
保
持
し
て
い
る
と
と
自
体、
部
小
平
氏
自

身
に
お
け
る
大
き
な
矛
盾
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
ない
の
で
あ
り
ま
す。

と
の
よ
う
な
卑
近
な
例
の一
つ
と
し
て、

一
九
八
四
年
の
建
国
三
五
周
年
記
念
を
挙
げ

る
と
と
が
で
き
ま
す。
と
の
と
き
に
中
国
は

国
家
行
事
と
し
て
盛
大
な
祝
賀セ
レ
モ
ニ
ー

を
行
ない
ま
し
た。
日
本
か
ら
も
三
0
0
0

名
の
背
年
た
ち
が
訪
中
し
て
話
題
を
呼
び、

と
れ
が
逆
に
胡
飽
邦
個
人
の
イニ
シ
ア
テ
ィ

プ
だ
と
い
う
と
と
で、
後
に
胡
掘
邦
氏
自
・山河

の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
出
来
事
で
も
あ
り
ま

し
た
し、
胡
招
邦
氏
と
中
世
相恨
政
権
と
の
過

度
の
密
治
が
と
れ
ま
た
個
人
的
なレ
ベ
ル
だ

と
い
う
ζ
と
で、
後
に
胡
綿
邦
批
判
の
材
料

に
も
なっ
た
と
い
うエ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
た

的
に
は
ま
だ
非
常
に
お
く
れ
た
状
況
で
あ

り、
言っ
て
み
れ
ば
大
衆
的
規
模
で
の
貧
困

が
存
在
し
て
い
・な
が
ら、
は
た
し
て
民
主
化

が
可
能
か
と
い
う
問
題
が
あっ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す。

中
国
以
外
の
多
く
の
途
上
国
を
見
て
い
る

と、
一
人
当
た
り
G
N
P
が
約二
O
O
O
J

前
後
に
な
る
と
社
会
体
制
と
し
て
も
民
主
化

が
余
儀
な
く
さ
れ、
政
治
改
革
を
せ
ざ
る
を

得
ない。
い
わ
ば
独
義
体
制
あ
る
い
は
綴
威

主
義
体
制
か
ら
民
主
体
制へ
の
移
行
が
社
会

の
経
済
的、
社
会
的
成
熟
に
不
可
避
で
あ
る

と
い
う
状
況
は、
今
日
の
韓
国
及
び
台
湾
を

見
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
と
思い
ま
す。

中
国
の
揚
合
に
も、
さ
ま
ざ
ま
な
民
主
化

の
プロ
グ
ラム
が
存
在
し、
あ
る
い
は
党
政

分
離
の
試
み
が
現
に
行
な
わ
れ、
国
務
院
の

機
能
の
拡
大、
つ
ま
り
党に
対
し
て
政
府
の

機
能
の
相
対
的
な
強
化
が
新
し
い
中
国
共
産

党の
方
針
及
び
新
しい
憲
法
に
よ
っ
て
も
認

め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
や
は
り

民
主
化
に
対
す
る
社
会
的
成
熟
が
非
常
に
不
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あ
の
建
国
三
五
周
年
の
記
念
式
典
を
見
て
み

る
と
はっ
き
り
す
る
と
思い
ま
す。

建
国
三
五
周
年
の
天
安
門
前
広
場
に
お
け

る
式
典
は、
中
国
共
産
党の
行
事
で
は
な
く、

ま
さ
に
国
家
の
行
事
で
あ
り
ま
す。
し
か
も

と
の
と
き
に
は
既
に
国
家
主
席
と
し
て
李
先

念
氏
が
就
任
を
し
て
い
た
の
で
す
が、
彼
は

と
の
国
家
的
行
事
に
お
い
て、
国
家
主
席
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あい
さ
つ
さ
え
し
・な

か
っ
た。
すべ
て
部
小
平
氏
が
午
耳っ
た
と

い
う
近い
過
去
が
思い
起
ζ
さ
れ
ま
す。

そ
し
て
今
日
の
中
国
の
政
治
体
制
を
見
て

み
る
と、
部
小
平
民
は
党の
総
書
記
で
も
な

く、
ま
た
国
務
院
の
首
相、
す
な
わ
ち
総理

で
も
な
く、
い
わ
ば
党
中
央
軍
事
委
員
会
主

席
と
い
う
軍
関
係
の
最
高
指
噂
者
に
し
か
す

ぎ
ない。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
恐
ら
く
八
九

年
前
半
に
予
定
さ
れ
る
中
ソ
首
脳
会
談
に
・お

い
て
も、
あ
る
い
は
多
く
の
外
国
首
脳
の
訪

問
に
・お
い
て
も、
最
後
は
郡
小
平
氏
が
内
外

情
勢
全
般
を
統
括
す
る
と
い
う
実
質
的
な
ワ

ンマ
ン－休
制
が
続い
て
い
る
の
で
あっ
て、
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と
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と、
い
わ
ば
毛

沢
東
型
権
威
主
義
体
制
か
ら
の
脱
却
が
改
革

派
指
導
者
で
あ
る
部
小
平
氏
自
身
に
・お
い
て

も
不
十
分
で
あ
り、
多
く
の
矛
盾
を
は
ら
ん

で
い
る
と
い
う
問
題
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
り
ま
す。

以
上
の
よ
う
に、
中
国
の
民
主
化
に
は
三

－－z

 

つ
の
大
き
な
特
徴
及
び
民
主
化
を
臨
む
要
因

が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あっ
て、
と

の
点
を
今
後
の
中
国
が
ど
の
よ
う
に
脱
却
し

て
い
く
か
と
い
う
と
と
が、
大
き
な
謀
題
だ

と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん。

「
四
つ
の
現
代
化
」

の
達
成
因
緩

か
ら
出
て
き
た
「
初
級
段
階
箇
」

そ
と
で
次
に、
と
の
三
つ
の
要
因
が
ど
の

よ
う
に
除
去
さ
れ
る
か
を
考
え
て
み
ま
す

と、
ま
ず
経
済
問
題
を
見
て
み
る
と、
今
日

の
「
四
つ
の
現
代
化」
が
は
た
し
て
順
調に

推
移
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す。
「
四
つ
の
現
代
化」
、
つ
ま
り
工
業、

農
業、
国
防、
科
学
技
術
の
現
代
化
と
い
う

中国の政治改革と野小平体制l

ま
な
資
本
主
義
的
な
残
揮
を
公
認
せ
ざ
る
を

得
ない
と
い
うい
わ
ば
国
家
戦
略
で
あ
り、

ζ
れ
は
決
し
て
柏
極
的
な
も
の
で
は
な
く、

非
常
に
受
動
的
か
つ
余
儀
な
く
さ
れ
た
選
択

だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
し、
い
わ
ば
社
会

主
義
初
級
段
階
論
と
い
う
形
で
理
論
づ
け
を

し
ない
限
り、
現
状
の
中
国
の
経
済
水
準
を

説
明
で
き
ない
と
い
うジ
レ
ン
マ
だ
ろ
う
と

思い
ま
す。

し
か
も一
方
で
は、
と
れ
ま
で
の
中
国
は

解
放
前
と
比べ
て
生
活
が
よ
く
なっ
た
と

か、
あ
る
い
は
革
命
後
社
会
の
建
設
が
進
展

し
た
と
と
を
あ
る
意
味
で
は
誇
示
す
る
と
と

が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
う
し
た
過

去
と
の
垂
直
的
な
比
較
の
み
な
ら
ず、
周
辺

の
活
力
あ
る
新
興
工
業
諸
国、
し
か
も
そ
れ

ら
は
すべ
て
中
国
の
文
化
的
影
響
を
受
け
た

い
わ
ゆ
る
儒
教
文
化
圏
で
あっ
て、
近
接
す

る
香
港、
そ
し
て
中
国
が
み
ず
か
ら
の
領
土

と
し
て
主
強
し
て
い
る
台
湾、
さ
ら
に
は
稀

園、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等々
の
著
し
い
経
済
発

展
の
影
響
が
大
陸
に
も
及
ん
で
く
る
時
代
で

国
家
目
標
で
す
が、
と
れ
を
わ
か
り
や
す
く

説
明
す
る
と、
一
九
八
O
年
を
起
点
と
し
て

所
得
の
四
倍
増
政
策
に
よ
っ
て一
人
当
た
り

G
N
P
を
今
世
紀
末
ま
で
に
は一
O
O
O
J

に
す
る
ζ
と
が
当
初
の
目
標
で
あ
り
ま
し

た。
今
日
の
中
国
は
こ
け
た
台
の
経
済
成
長

を
続
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
一
人
当

た
り
G
N
P
ない
し
は
国
民
所
得
の
伸
び
は

ゼロ
成
長
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す。

と
れ
は一
つ
に
は
人
口
が一
人っ
子
政
策

に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
年々
一
五
O

O
万
人
単
位
で
増
加
し
て
い
る
と
い
う
深
刻

な
問
題
が
あ
る
半
面、
分
配
所
得
と
生
産
所

得
の
不
均
衡、
つ
ま
り
貧
富
の
差の
拡
大
に

よ
っ
て、
平
均
的
に
中
国
の
経
済
水
準
が
民

衆レ
ベ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
上
昇
し
て
い
ない

と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い
ま
す。
し
か
も

最
近
は
経
済
秩
序
の
混
乱、
拝
金
主
義
の
不

正、
賄
賂
の
蔓
延
等々
の
矛
盾
や
混
乱
の
中

で、
西
側
世
界に
鼓
吹
さ
れ
た
形
で
の
消
費

性
向
の
著
し
い
伸
長、
物
不
足
等々
が
重
な

り
合っ
て
著
しい
イ
ン
フ
レ、
と
れ
は
平
均

あ
り
ま
す。
そ
う
し
た
周
辺
の
儒
教
経
済
圏

諸
国
あ
る
い
は
経
済
園
地
域
と
の
格
差
が
ま

す
ま
す
大
き
く
な
る
中
で、
中
国
の
低い
経

済
水
準
を
合
理
的
に
説
明
せ
ざ
る
を
得
ない

一
つ
の
逃
げ口
上
と
し
て
の
社
会
主
義
初
級

段
階
論
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
の
で
あ
り

ま
す
か
ら、
ζ
の
点
で
も
中
国
経
済
の
将
来

に
は
か
な
り
の
危
険
信
号
を
感
ず
る
の
で
あ

り
ま
す。

そ
う
す
る
と
恐
ら
く
中
国
の
G
N
P
が
二

o
o
o
J
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
の
は一一一
世

紀
の
中
ご
ろ
で
は
ない
か。
そ
の
レ
ベ
ル
に

立っ
た
と
き
に、
経
済
の
成
熟
が
政
治
を
変

え
て
い
く
と
い
う
原
理
が
本
格
的
に
有
効
性

を
帯
び
て
と
ざ
る
を
得
ない
わ
け
で、
そ
れ

ま
で
待
た
ざ
る
を
得
ない
と
い
う
問
題
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
思い
ま
す。

中
国
の
指
務
者
は
部
小
平
氏
を
は
じ
め
と

し
て
李
鵬
氏
な
ど
も、
中
国
の
社
会
主
義
建

設
は
五
0
年
代
の
前
半
ま
で
よ
か
っ
た、
特

に
五
七
年
の
百
家
争
鳴
運
動
を
反
右
派
闘
争

に
転
換
し、
や
が
て
五
八
年
の
人
民
公
社
大

tet
且・3・泊14叫1251
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的
に
は
二
十
数
%と
言
わ
れ
る
が、
品
目に

よ
っ
て
は
対
前
年
比
二
O
O
打、
三
O
OWれ

と
い
う
物
価
の
上
昇
が
あ
り、
こ
う
し
た
中

で
中
国
の一
般
大
衆
は
改
革
と
開
放
の
恩
恵

を
ほ
と
ん
ど
受
W
吋
い
ない。
一
部
の
幹
部

と
対
外
接
触
の
本
に
あ
る
よ
う
な
受
益
者
層

及
び
万
元
戸に
象
徴
さ
れ
る
富
設の
存
在
が

目
立
つ
の
み
で
あ
る。
多
く
の
矛
盾
や
混
乱

を
来
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。

と
う
し
た
中
で
中
国
の「
四
つ
の
現
代
化」

は、
今
世
紀
末
ま
で
に
当
初
の
目
標
が
遥
成

で
き
ない
ζ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た。

と
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
出
て
き
た
の

が
「
社
会
主
義
初
綬
段
階
論」
だ
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん。

社
会
主
義
初
綾
段
階
論
は、
八
七
年
秋
の

一
三
回
党
大
会
で
も
追
認
さ
れ
た
誼
紫
陽
総

書
記の
提
案
で
あ
り
ま
し
た
が、
い
わ
ば
長

期
に
わ
たっ
て、
建
国一
O
O
年
の
二
O
四

九
年
に
至
る
ま
で
中
国
は
社
会
主
義
の
初
経

段
階
と
し
て
極
め
て
低い
経
済
水
準、
そ
し

て
そ
の
中
で
は
市
場
原
理
の
導
入
や
さ
ま
ざ

54 

間
進
政
策、
そ
し
て
六
0
年
代
半
ば
か
ら
の

文
化
大
革
命
に
至
る
約
三
0
年
間
の
中
国
の

政
治
は
中
国
の
社
会
主
義
建
設
に
根
本
的
な

打
繋
を
与
え
た、
と
い
う
自
己
批
判
を
最
近

提
起
し
て
い
ま
す。
ζ
れ
は
私
自
身
が一
九

六
四
年
の
私
の
処
女
作
『
現
代
中
国
論』
以

来
主
張
し
て
き
た
と
と
ろ
で
あ
り
ま
す
が、

ま
さ
に
毛
沢
東
型
社
会
主
義
の
三
0
年
間
と

い
う
も
の
は
単
に
中
国
の
経
済
を
停
滞
さ
せ

社
会
を
分
断
し
た
の
み
な
ら
ず、
多
く
の
マ

イ
ナ
ス
遺
産
を
残
し
て
き
で
し
まっ
た
わ
け

で、
と
の
マ
イ
ナ
ス
遺
産
か
ら
の
脱
却
が
今

後
数
十
年
必
要
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
状

況
が
存
在
し
て
お
り
ま
す。

そ
の一
方
で
中
国
社
会
の
中
の
民
衆レ
ベ

ル
の
意
識
の
変
化
は
急
速
で、
「
四
つ
の
現

代
化」
に
つ
い
て
も
ζ
れ
は
い
わ
ば
香
港
に

隣
接
す
る
深
例
経
済
特
別
区
の
香
港
化
で
あ

り、
海
南
向
の
台
湾
化
で
あ
り、
広
東
省
全

体
の
深
別
化
で
あ
り、
中
国
全
体
の
広
東
省

化
で
あ
る
と
い
う一
種
の
ブ
ラ
ッ
クユ
ー
モ

ア
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が、
と
れ
は
単
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に
ブ
ラ
ッ
クユ
ー
モ
ア
で
は
な
く、
誼
紫
陽

氏
ら
の
改
革
派
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
政

策
は
ζ
う
し
た
中
国
社
会
の
停
滞
的
な
状

況、
経
済
的
混
乱
と
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
は
不

可
避
的
に
そ
ち
ら
の
方
向
に
行
か
ざ
る
を
得

ない
の
で
は
ない
か
と
読
み
取
る
と
と
が
で

き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。

路
線
闘
争
か
ら
脱
却
で
き
な
い
中
国

に
し
の
び
寄
る
台
湾
の
大
き
な
影

そ
の
よ
うに
考
え
ま
す
と、
と
う
し
た
状

況
に
対
す
る
批
判
が
当
然
出
て
き
ま
す。
今

日
の
国
務
院
総
理
で
あ
る
李
鵬
氏
は
挑
依
林

政
治
局
員
ら
と
と
も
に
原
則
派
の
9
1
ダ
！

と
目
さ
れ
る
わ
け
で、
部
小
平
型
の
拡
大
均

衡
路
線
に
対
し
て
縮
小
均
衡
型
の
社
会
主
義

の
原
理
原
則
に
よ
り
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る

党
中
央
商
問
委
員
会
主
任
の
陳
雲
氏
の
経
済

路
線
に、
よ
り
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
た

ち
で
あ
り
ま
す。

陳
雲
氏
は
老
齢・
病
弱
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
郵
小
平
氏
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
偉
大
な

中国の政治改革と郊小平体制

あ
り
な
が
ら
と
の
と
と
ろ
目
覚
ま
しい
政
治

改
革
を
進
め
て
い
る
台
湾へ
の
注
目
と
期
待

が
急
速
に
高
まっ
て
お
り
ま
す。

私
も
と
の
問、
八
八
年
夏
の
訪
中
の
と
き、

さ
ら
に
怯
最
近
も
何
人
か
の
中
国
社
会
科
学

院
の
指
噂
的
立
場
に
あ
る
学
者
と
意
見
を
交

換
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た。
そ
と
で
の
話

題
は、
台
湾
が
国
際
的
孤
立
の
中
で
蒋
介
石

独
裁
体
制
か
ら
蒋
経
国
権
威
主
義
体
制へ、

そ
し
て
李
登
輝
新
総
統
時
代
の
民
主
体
制
と

い
うい
わ
ば
政
治
改
革
の
テ
キ
ス
ト
ど
お
り

の
よ
う
な
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ、
戒
厳

令の
撤
廃
や
複
数
政
党
制
の
実
質
的
容
認、

大
陸
と
の
人
的
交
流、
文
化
的・
学
術
的
交

流
の
拡
大
等、
国
民
党
の
組
織
体
系
及
び
権

力
基
盤
を
根
本
的
に
修
正
す
る
か
の
よ
う
な

大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
と
と
に
対
す
る

注
目
だ
と
言っ
て
い
い
で
し
ょ
う。

と
う
し
た
台
湾の
政
治
改
革
は、
言
う
ま

で
も
な
く
台
湾
経
済
の
著
し
い
成
功
と
表
裏

一
体
化
し
て
い
る
と
と
は
否
定
で
き
ま
せ

ん。
今
や
台
湾
は一
人
当
た
り
G
N
P
が
五

指
滋
者
で
あ
り、
中
国
の
経
済
が
部
小
平
型

路
線
で
う
ま
く
い
か
・な
く
な
る
と
き
に
は
必

ず
陳
雲
路
線
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
存

在
で
あっ
て、
当
面
と
の
改
革
派
と
原
則
派

の
路
線
闘
争
も
引
き
続
き
存
在
す
る
と
見
ざ

る
を
得
ない
の
で
あ
り
ま
す。
そ
う
な
り
ま

す
と、
も
う一
つ
の
中
国
的
特
徴
で
あ
る

酪
線
闘
争
か
ら
も、
な
か
な
か
脱
却
で
き
な

い
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
は
ない
か。

最
後の
矛
盾
と
し
て、
部
小
平
氏
の
い
わ

ば
権
威
主
義
体
制、
ワ
ン
マ
ン
体
制
で
す

が、
恐
ら
く
と
の
点
は
部
小
平
氏
の
肉
体
的

な
生
命い
か
ん
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思い

ま
す。し

か
し、
考
え
て
み
る
と
中
国
の
政
治
改

革
の
方
向
が一
人
の
指
埠
者
の
肉
体
的
な
条

件
に
左
右
さ
れ
る
と
と
自
体、
中
国
的
政
治

改
革
の
持
つ
落
と
し
穴
が
依
然
と
し
て
大
き

く
あい
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あっ
て、
私

は
部
小
平
氏
が
今
日
の
よ
う
な
ワ
ン
マ
ン
体

制
を
続
け
て
い
っ
た
揚
合
に
は、
部
小
平
氏

な
き
後
も
部
小
平
批
判
の
可
能
性
も
否
定
で

o
o
o
J
を
超
え、
一
人
当
た
り
外
貨
準
備

高
は
日
本
を
追い
越
し
て
世
界一
と
い
う
状

況
を
考
え
る
と、
台
湾
が
経
済
の
成
功
を
て

と
に
独
哉
体
制
か
ら
民
主
体
制へ
政
治
的
改

革
を一
歩一
歩
進
め
て
き
て
い
る
現
笑
を
無

視
す
る
わ
け
に
は
い
か
ない
の
で
あ
り
ま

す。
と
う
し
た
台
湾の
成
功
と
い
う
も
の
が

中
固
に
逆
に
影
響
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
今
後
の
方
向
で
は
ない
か
と
思

い
ま
す。も

う
ひ
と
つ
の
イ
ン
パ
ク
ト
・

ソ
連
と

蛇
行
が
予
測
さ
れ
る
中
国
の
政
治
改
革

一
方、
も
う一
つ
の
イン
パ
ク
ト
は
ソ
連

のペ
レ
ス
トロ
イカ
で
あ
る
と
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん。
ペ
レ
ス
トロ
イカ
に
つ

い
て
は
わ
が
国
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ

り、
日
本
政
府・
外
務
省
や
ソ
迎
研
究
者
の

か
な
り
の
部
分
はペ
レ
ス
ト
ロ
イカ
に
つ
い

て
依
然
と
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
ま
す。
そ
し

て
ブ
レ
ジ
ネ
フ
型
の
官
僚
支
配
体
制
か
ら
の

脱
却
は
今
日
の
ソ
迎
の
政
治
体
質
か
ら
す
れ

き
ない
面
が
あ
る
よ
うに
恩
い
ま
す。

と
れ
は
単
に
中
国
圏
内
で
毛
沢
東
の
よ
う

な
生
前
に
は
圧
倒
的
なカ
リ
ス
マ
性
と
権
力

を
持っ
て
い
た
指
導
者
が、
そ
の
死
後
次

次
に
批
判
さ
れ
る、
あ
る
い
は
ソ
連
に
・お
い

で
さ
え
プ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
が
今
日
批
判
さ
れ

て
い
る
現
状
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど、
社
会
主

義
全
体
の
民
主
化
要
求
の
中
で
は
避
け
ら
れ

ない
と
と
に
な
り
か
ね
ない
宿
命
を
持っ
て

い
る
の
で
は
ない
か
と
見
て
お
り
ま
す。

そ
と
で、
そ
う
し
た
民
主
化
要
求
の
中
で

最
近
の
中
国
の
知
識
人
の
聞に
は
「
中
国
の

サハ
ロ
フ」
と
言
わ
れ
る
方
励
之
氏
の
よ
う

に
極
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
意
見
を
保
持
し
続
け

る
人
が
存
在
し、
そ
う
し
た
中
国
的
体
制
は

中
国
自
身
が
解
散
し
ない
限
り
変
わ
ら
ない

と
い
う
意
見
ゃ、
あ
る
い
は
台
湾の
反
体
制

作
家
柏
楊
氏
の
よ
うに
そ
れ
ζ
そ
中
国
人
の

持っ
て
い
る
事
大
主
義
の
体
質
だ
と
い
う
意

見
も
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が、
と
う
し

た
中
国
的
特
性へ
の
批
判
も
含
め
て
現
状へ

の
不
満
が
募
る一
方、
同
じ
中
国
人
社
会
で
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ば
不
可
能
で
あ
り、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イカ
は
み

せ
か
け
に
す
ぎ
ない
と
い
う
意
見
が
わ
が
国

に
も
横
行
し
て
お
り
ま
す。
そ
し
て
同
時
に

グ
ラ
ス
ノ
ス
チ（
情
報
公
開）
は
い
わ
ば
ソ
連

の
権
力
的
が
民
衆
に
与
え
る
ア
メ
で
あっ

て、
必
ずム
チ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う

意
見
も
強い
よ
うに
思い
ま
す。

し
か
し
な
が
ら、
私
はゴ
ル
バ
チョ
フ
体

制
の
登
場
以
来
そ
の
よ
う
な
意
見
と
は
異
な

っ
て、
ソ
連
が
こ
れ
ま
で
維
持
し
て
き
た
社

会
主
義
体
制
の
硬
直
化
が
深
刻
で
あ
る
が
ゆ

え
に、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
以
外
に
ない
と
い

う
強
烈
な
自
覚
を
持っ
た
指
導
者
が、
ゴ
ル

バ
チョ
フ
書
記
長
で
は
な
か
っ
た
か
と
見
て

お
り
ま
す。

ζ
う
し
たゴ
ル
バ
チョ
フ
書
記
長
の
p
l

ダ
l
シ
ッ
プ
の
も
と
で、
ζ
の
と
と
ろ
ソ
連

は
か
な
り
大
胆
な
政
治
改
革
を
行
なっ
て
い

る
ζ
と
は、
八
八
年
七
月
の
全
ソ
党
協
議
会

及
び
八
八
年一
一
月
の
ソ
連
最
高
幹
部
会
議

に
お
け
る
憲
法
改
正
案
の
可
決
等
に
よ
っ
て

も
明
ら
か
で
す。
そ
と
に
は、
強
力
な
9
1
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ダ
1
シ
ッ
プ
の
も
と
に
政
治
改
革
を
進
め、

上
か
ら
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
l（
打
開策）
に
よ

っ
て
ソ
連
社
会
の
硬
直
性
を
打
破
し
て
い
こ

う
と
い
う
強い
信
念
が
見
ら
れ
ま
す。

と
の
と
と
は
外
交
的
に
は
い
わ
ゆ
るニ
ュ

ー
シ
ン
キ
ン
グ
の
外
交
と
し
て
米
ソ
関
係
の

打
開、
中
ソ
関
係
の
改
善、
日
本
以
外
の

・
西
欧
諸
国
と
の
緊
密
な
相
互
依
存
体
制
の
確

立、
そ
し
て
軍
拡
か
ら
軍
縮へ
の
大
胆
な
歩

み
と
し
て
世
界の
注
目
を
浴
び
て
い
る
と
と

ろ
で
あっ
て、
と
れ
は
ソ
連
自
身
が
経
涛
を

活
性
化
せ
ざ
る
を
得
ない、
そ
の
た
め
に
は

軍
縮
が
必
要
だ
と
い
う
と
と
に
帰
指
す
る
わ

け
だ
ろ
う
と
思い
ま
す。

私
も
八
八
年一
一
月
の
日
ソ
同
卓
会
議へ

の
参
加
を
通
じ
て
確
認
し
た
よ
う
に、
ペ
レ

ス
トロ
イ
カ
は
ま
ず
何
よ
り
思
想
の
開
放
で

あ
り、
多
様
な
意
見の
表
出
で
あ
り、
上
部

構
造
に
お
け
る
自
由
の
拡
大
で
あっ
て、
そ

の
と
と
に
よ
っ
て
硬
構
造
社
会
主
義
体
制
と

し
て
の
ソ
連
の
社
会・
経
済
シ
ス
テム
が一

準
化
柔
軟
化
す
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん。

中
国
の
場
合
は
余
儀
な
く
さ
れ
た
政
治
改

革へ
の
歩
み
で
あ
る
の
に
対
し
て、
ソ
連
の

場
合
は
積
極
的
に
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
い

う
政
治
改
革
と
い
う
違い
が
あ
る
わ
け
で、

と
れ
ら
の
相
違
は
今
後の
中
国
に
と
っ
て
大

き
な
教
訓
に
な
る
で
は
ない
か。

社
会
主
義
工
業
先
進
国・
ソ
連
と
社
会
主

義
発
展
途
上
国・
中
国
と
の
聞
に
は
極
め
て

多
く
の
相
互
補
完、
相
互
依
存
の
関
係
が
あ

る
わ
け
で、
出・
ソ
接
近
は
単
に
二
国
間
関
係

の
み
な
ら
ず
社
会
主
義
諸
国
の
延
命
あ
る
い

は
改
革
の
た
め
に
も、・
み
ず
か
ら
の
再
編
成

緩
やy
な
同
盟
関
係
の
形

と
中
ソ
聞
の
グ

中閣の政治改革と野小平体制

月
刊
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" 

．
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早い
話
が
学
者
や
イ
ン
テ
リJ、
あ
る
い
は

党
幹
部
を
含
め
て
極
め
て
自
由
に
発
言
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が、
し
か
し
・な
が
ら
ソ

連
で
朝、
私
の
好
物
で
あ
る
ヨ
ー
グ
ル
ト
を

飲
も
う
と
す
る
と
四
O
分
行
列
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ない。
ホ
テ
ル
に
は
た
く
さ
んカ
ギ

番
の
婦
人
が
暇
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
わ
け

で、
彼
女
を一
人
そ
ζ
に
つ
け
れ
ば
時
間
は

半
分
で
済
む
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
れ
が
で

き
ない
と
い
う
の
が、
恐
るべ
き
社
会
主
義

の
惰
伎の
シ
ン
ポ
pッ
ク
な
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
て、
と
の
よ
う
な
と
と
を
考
え
る
と、
ソ

迎
社
会
全
体
の
柔
軟
化、
活
力の
増
大
と
い

う
点
に
関
し
て
は
長
期
の
改
革
が
要
請
さ
れ

る
と
思い
ま
す。

し
か
し
な
が
ら、
今
日
の
ソ
連
は
そ
う
し

たペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
単
に
政
治・
思
想
の

問
題
の
み
な
ら
ず、
歴
史
の
ぺ
レ
ス
トロ
イ

カ
を
含
め
て
歴
史
を
再
評
価
し、
根
本
的
な

体
制
の
改
革
を
試
み
て
い
る
と
い
う
点
で

は、
中
国
の
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
受
動

的
な
政
治
改
革、
そ
し
て
常
に
途
中
で
挫
折

成
が
次
の
ス
テッ
プ
と
し
て
出
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で、

ソ
連
の
中
国へ
の
影
響
が
か
な
り
大
き
く
・な

っ
て
い
く
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

と
い
う
ζ
と
に
な
る
と、
要
は
中
国
が
今

の
経
済
をい
か
に
脱
却
し
上
昇
気
流に
乗
せ

て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
り、
さ
ら
に
伝

統
的
な
中
国
社
会
の
体
質
か
らい
か
に
脱
却

す
る
か
と
い
う
と
と
で
あ
り
ま
す
が、
と
の

こ
っ
と
も
そ
う
簡
単
で
は
ない
と
す
る
と、

当
面
中
国
の
政
治
改
革
は
粁
余
曲
折
を
経
・な

が
ら、
後
戻
り
は
し
ない
ま
で
も、
右へ
左

へ
と
蛇
行
を
繰
り
返
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な

す
る
と
い
う
プロ
セ
ス
と
は
違っ
た
可
能
性

を
強
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う。

と
れ
は
同
時
に、
ソ
連
が
既
に
社
会
主
義

先
進
工
業
国
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
中
国

と
の
根
本
的
な
社
会
的
基
盤
の
相
違
だ
ろ
う

と
思い
ま
す。

中
国
の
場
合
に
は
ソ
連
が
硬
構
造
社
会
主

義
で
あ
る
の
に
対
し
て
柔
構
造
社
会
主
義

で
あ
り、
ま
た
中
国
は
長い
伝
統
社
会
の
上

に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あっ
て、
社
会
シ

ス
テム
そ
の
も
の
は
地
縁、
血
縁
的
な
横
社

会
的、不ッ
ト
ワ
l
ク
の
中
に
存
在
し
て
い
ま

す
か
ら、
そ
の
点
で
は
表
面
的
な
フ
レ
キ
シ

ピ
Hこア
ィ
l、
表
面
的
な
活
力
は
常
に
ソ
連

と
比べ
も
の
に
な
ら
友い
ス
ピ
ー
ド
で
動い

て
い
ま
す
が、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
と
の
中

国
的
伝
統
が
も
た
ら
す
呪
縛
か
ら
の
脱
却

段、
経
済の
停
滞
と
と
も
に
よ
り
困
難
が
あ

ろ
う
と
思い
ま
す。

し
た
がっ
て、
よ
り
根
本
的
な
改
革
は
む

し
ろ
中
国
よ
り
ソ
連
の
ほ
う
が
先
行
し
て
い

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ない
わ
け
で
す。

58 

い
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
中
国
の
現
状
を
冷
静
に
見
き

わ
め
つ
つ、
わ
が
国
と
し
て
は
表
面
的
な
日

中
友
好
で
は
な
く
て、
よ
り
本
格
的
な
中
固

と
の
対
話
が
必
要
で
あ
り、
そ
の
た
め
に
は

外
交
的
に
常
に
中
国
の
主
張
に
ひ
ざ
ま
ずい

て、
位
負
け
外
交
を
繰
り
返
す
と
い
うパ
タ

ー
ン
か
ら
脱
却
し、
積
極
的
に
中
国
の
経
済

改
革、
政
治
改
革
に
対
し
て
も
物
申
す
と
い

う
日
中
関
係
が
必
要に
な
る
の
で
は
ない
か

と
思
わ
れ
ま
す。
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を
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