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明
な
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代
に
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え
る
も
の

|
|
『
歴
史
と
未
来
』
第
一

O
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
|
|

中

嶋

嶺

雄

世
界
同
時
不
況
と
の
乙
と
で
、
先
進
工
業
諸
国
に
お
い
て
さ
え
、
失
業
や
貧
困
と
い
っ
た
社
会
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
う

の
に
、
幸
い
に
も
わ
が
国
は
?
依
然
と
し
て
経
済
的
な
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
。
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
も
、
盛
り
場
に
出
て
も
、

フ
7

シ
ョ
ナ
ヅ
ル
な
若
者
が
ζ

れ
ま
た
当
世
風
の
青
春
を
謡
歌
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
わ
が
国
は
戦
後
す
で
に
三
十
八
年
を
経
て
、
い
ま
や
世
界
の
経
済
的
活
力
の
担
い
手
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

今
日
の
世
界
に
は
、
わ
が
国
の
ご
く
近
隣
の
国
々
を
含
め
て
、
ま
だ
、
わ
が
国
の
終
戦
直
後
の
よ
う
な
国
も
あ
り
、
よ
う
や
く
六
0

年
代
の
高
度
成
長
期
に
さ
し
か
か
っ
た
ば
か
り
の
よ
う
な
国
も
存
在
す
る
。
か
と
思
え
ば
戦
時
中
の
軍
国
日
本
に
近
い
よ
う
な
国
も

あ
り
、
さ
ら
に
は
、
わ
が
国
の
明
治
維
新
前
後
の
激
動
期
に
類
似
し
た
国
も
あ
る
。
一
方
で
は
国
際
化
時
代
と
い
わ
れ
て
国
家
閣
の

相
互
依
存
関
係
が
深
ま
り
、
地
球
が
ま
す
ま
す
狭
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
に
、
他
方
に
は
、
右
の
よ
う
な
国
家
間
格
差
や
発
展

段
階
の
差
が
現
存
す
る
の
だ
か
ら
、
一
口
に
国
際
交
流
と
か
国
際
聞
の
相
互
理
解
と
か
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
な
か
な
か
難
か
し
い
。

乙
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
一
時
代
以
前
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
が
人
類
の
進
歩
の
道
標
で
あ
る
と
か
、

MUSH--E回
忠
弘
巳

ω
o
a申
許
可
へ
の
過
程
が
夢
多
き
も
の
で
あ
っ
た
頃
な
ら
、
ま
だ
安
心
し
て
未
来
を
展
望
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
乙
ろ
が
、

今
日
の
時
代
は
、
す
べ
て
が
計
量
可
能
な
よ
う
で
い
て
、
そ
の
実
、
き
わ
め
て
不
可
測
か
っ
不
透
明
な
時
代
で
あ
り
、
物
事
の
本
質

に
か
ん
す
る
人
び
と
の
受
け
と
め
方
も
、
多
様
性
を
い
い
乙
と
に
し
て
、
そ
の
実
、
き
わ
め
て
暖
昧
で
両
義
的
な
時
代
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
私
た
ち
は
、
い
よ
い
よ
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
l
ウ
ェ
ル
が
予
告
し
た
「
一
九
八
四
年
」
を
あ
と
数
カ
月
の
う

ち
に
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
乙
の
夏
、
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
合
宿
の
共
通
テ
1
7
は
「
不
透
明
な
時
代
を
読
む
」
と
な
っ
て
い
て
、

F

そ
の
下
に
「
『
一
九
八
四
年
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
亡
命
の
国
際
政
治
学
」
、
「
危
機
の
政
治
認
識
」
と
い
う
三
つ
の
柱
が
立
て
ら
れ
て

-4一



い
た
。
乙
の
辺
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
問
題
意
識
は
、
か
な
り
明
白
だ
と
自
認
し
て
い
る
砂
れ
ど
、
今
回
、
ォ
l

ウ
ェ
ル
の
予
告
は
、
い
わ
ゆ
る
管
理
社
会
批
判
の
道
具
と
し
て
も
し
ば
し
ば
利
用

8
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
l
ウ
ェ
ル
の
批
判
の

標
的
が
ス
タ
l
リ
シ
主
義
的
な
左
翼
全
体
主
義
国
家
に
乙
そ
あ
っ
た
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
不
透
明
で
両
義
的
な
時
代
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
思
想
や
哲
学
は
、
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
可
能
な
の
だ
が
、
私
た
ち
は
プ
や
は
り
、
そ
乙
を
し
か
と
透
視
で
き
る
阪
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
乙
の
と
と
ろ
三
年
近
く
、
あ
る
新
聞
紙
上
で
〈
論
壇
時
評
〉
を
担
当
し
て
い
る
乙
と
も
あ
っ
て
、
毎
月
、
数
多
く
の
論
壇
誌

に
目
を
通
し
て
い
る
が
、
論
壇
の
潮
流
も
一
時
代
以
前
と
は
大
き
く
様
変
り
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
保
守
と
革
新
、
進
歩
と
反
動
と

い
っ
た
座
標
軸
そ
れ
自
体
が
ま
っ
た
く
役
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
論
壇
に
お

け
る
左
翼
的
言
論
の
凋
落
が
著
し
い
反
面
、
論
壇
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
現
実
主
義
な
い
し
は
保
守
主
義
の
側
に
は
、
戦
後
史
の
評

価
や
憲
法
・
防
衛
問
題
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
新
し
い
右
翼
的
潮
流
も
目
立
ち
は
じ
め
て
い
る
。
私
自
身
も
最
近
、
江
藤
淳
氏
に
よ
っ

て
、
山
崎
正
和
、
粕
谷
一
希
、
猪
木
正
道
氏
ら
と
と
も
に
論
難
さ
れ
た
が
、
江
藤
氏
は
さ
ら
に
、
吉
田
政
治
批
判
や
安
全
保
障
問
題

な

ど

に

お

い

て

、

高

坂

正

発

、

永

井

陽

之

助

氏

ら

を

も

批

判

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

。

江
藤
氏
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
潮
流
の
行
き
先
が
軍
国
日
本
へ
の
回
帰
な
の
か
、
明
治
憲
法
体
制
へ
の
償
慣
な
の
か
、
乙
の
点
は
ま

だ
不
透
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
社
会
の
今
目
的
な
日
常
性
の
否
定
に
よ
る
，
社
会
の
国
家
化
'
へ
の
道
を
鶏
進
し
よ

う
と
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
乙
れ
に
反
し
て
、
少
な
く
と
も
私
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
聞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
現
代

社
会
の
日
常
性
の
な
か
で
豊
か
な
知
的
生
活
を
充
足
し
得
る
よ
う
な
国
家
的
成
熟
の
方
向
、
つ
ま
り
，
国
家
の
社
会
化
'
へ
の
道
乙

そ
、
不
透
明
な
今
日
の
時
代
に
見
え
は
じ
め
て
い
る
未
来
の
方
向
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

乙
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
イ
デ
ポ
ロ
ギ
ー
や
激
し
い
感
情
を
必
ず
し
も
呼
び
寄
せ
な
い
の
で
、
理
性
的
、
経
験
的
に
一
歩
一
歩
踏

み
固
め
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
き
わ
め
て
困
難
な
知
的
営
為
を
伴
う
道
程
で
あ
ろ
う
が
、
創
刊
以
来
十
五
年

に
し
て
第
一

O
号
を
迎
え
た
『
歴
史
と
未
来
』
の
読
者
の
方
々
と
と
も
に
、
明
日
も
ま
た
と
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
き
た
い
と
私
は
考
え

て

い

る

。

(

一

九

八

三

年

九

月

二

日

)
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|

天
皇
制
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

私
が
現
代
史
研
究
を
志
す
乙
と
に
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の

台
頭
す
る
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
さ
に
五
十
年
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

と
乙
ろ
で
、
日
本
の
研
究
者
の
聞
に
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念

が
用
い
ら
れ
る
と
と
に
は
、
当
然
一
面
の
妥
当
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
皇
制

の
特
殊
性
を
フ
7

シ
ズ
ム
一
般
か
ら
区
別
し
て
認
識
す
る
乙
と
も
必
要
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。

ど
う
い
う
と
乙
ろ
を
区
別
す
る
か
と
い
え
ば
、
一
般
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
場
合

に
は
、
す
で
に
広
範
な
大
衆
運
動
が
起
乙
っ
て
い
て
、
為
政
者
と
し
て
そ
れ
に

ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
よ
う
に
問
題
が
立
て
ら
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
イ
タ

リ
ア
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
に
し
て
も
、
戦
争
の
影
響
の
も
と
に
大
衆
の
動
き
が

口

無
視
で
き
な
い
も
の
に
ま
で
発
展
し
て
く
る
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
乙
と
を
前

提
と
し
て
、
反
体
制
勢
力
と
し
て
フ
7

シ
ズ
ム
の
運
動
が
起
乙
り
、
ま
た
発
展

し
た
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
も
ム
ッ
ソ
リ
1
子
も
、
と
に
か
く
元
へ
戻
ろ

う
と
い
う
「
復
古
的
」
あ
る
い
は
「
現
状
維
持
的
」
な
発
想
は
し
な
か
っ
た
。

と
乙
ろ
が
、
日
本
は
明
治
以
来
の
体
制
が
そ
の
ま
ま
で
間
に
合
っ
て
、
津
々

浦
々
に
ま
で
徹
底
し
、
果
て
は
治
安
維
持
法
と
い
う
乙
と
に
な
る
巾
つ
ま
り
、

天
皇
制
と
フ
7

シ
ズ
ム
と
で
は
、
権
力
と
大
衆
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
全
く
違

う
と
思
う
。
そ
し
て
、
乙
の
天
皇
制
と
い
う
も
の
が
大
き
な
世
界
史
的
意
味
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
私
は
考
え
る
。

と
に
か
く
ま
ず
、
「
伊
藤
博
文
の
や
っ
た
乙
と
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
大
し

た
と
と
だ
」
と
い
う
よ
う
な
乙
と
を
言
え
ば
、
「
諸
悪
の
根
源
を
大
し
た
も
ん

だ
と
は
何
だ
」
と
い
・
ヴ
反
発
を
受
け
て
も
い
る
の
が
、
私
の
一
つ
の
問
題
点
で

あ
ろ
う
。
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た
し
か
に
日
本
は
日
清
戦
争
を
や
っ
て
中
園
、
朝
鮮
を
犠
牲
に
し
た
か
も
知



れ
な
い
。
そ
れ
に
、
乙
う
し
た
権
威
主
義
的
な
文
教
政
策
で
日
本
人
を
少
々
石

頭
に
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
乙
れ
は
た
し
か
に
諸
悪
の
根
源
に
は
違
い
な
い
が
、

今
か
ら
考
え
て
、
「
で
は
あ
の
時
一
体
ど
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
か
ね
。
あ
の

時
日
本
人
は
東
学
党
と
か
義
和
団
み
た
い
に
玉
砕
し
て
い
れ
ば
も
っ
と
健
全
な

政
治
・
文
化
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
の
か
ね
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
現
代
の
日
本

人
は
何
と
答
え
る
べ
き
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
九
世
紀
末
の
世
界
に
乙
う
い
う
国
家
を
つ
く
り
上
げ
た

と
い
う
乙
と
は
大
変
な
乙
と
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
だ
。
中
央
権
力
が
津
々

浦
々
に
ま
で
及
ぶ
乙
と
、
文
盲
率
の
低
い
と
と
、
と
に
か
く
そ
う
し
た
乙
と
を

や
っ
て
の
け
た
の
が
天
皇
制
と
い
う
体
制
だ
っ
た
。

十
九
世
紀
の
民
族
主
義
と
日
本
の
近
代
化

十
九
世
紀
に
お
い
て
近
代
国
家
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
普
通
は
近
隣
の
弱
小

民
族
の
上
に
の
し
上
が
り
、
権
力
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
西
欧
的
な
い
わ
ゆ
る

「
国
際
関
係
」
を
利
用
し
て
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
の
し
上
が
っ
て
い
く
以

外
に
道
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の
場
合
が
そ
の
一
番
の
典
型
だ
が
、
オ
ッ
ト
マ
ン

・
ト
ル
コ
専
制
帝
国
の
衰
退
す
る
中
で
、
当
時
の
、
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
バ

ル
カ
ン
の
ス
ラ
プ
系
諸
民
族
は
、
当
然
民
族
と
し
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
民
族
と
し
て
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
5
の
が
最
も
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
運
動
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
は
、
近
隣
の
少
し
で
も
弱
い
諸
民
族
を
抑
え
、
大
国
の
国
家

関
係
の
聞
に
入
る
乙
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ロ

シ
ア
と
か
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
家
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ま
た
利
用
す
る
と
い
う
乙
と

に
な
り
、
さ
ら
に
英
・
仏
・
独
・
伊
の
利
害
な
ど
の
諸
要
因
が
錯
綜
し
て
情
勢

を
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が
言
っ
て
い
る
の
は
要
す
る
に
、
民
族
は
解
放
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
、
た
だ
そ
の
解
放
は
当
然
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
被
圧
迫
者
の

連
帯
と
し
て
の
解
放
と
な
る
。
つ
ま
り
、
民
族
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
階

級
闘
争
の
線
で
し
か
解
放
さ
れ
得
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
日
清
戦
争
に
つ
い
て
も
、
当
時
、
西
欧
列
強
の
不
平
等
条
約
で
乙
と

ご
と
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
条
件
の
中
で
日
清
両
国
が
、
さ
ら
に
弱
い
立
場
に
あ

る
朝
鮮
に
よ
り
一
層
の
圧
力
を
か
け
、
よ
り
ひ
ど
い
不
平
等
条
約
を
押
し
つ
け

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
列
強
の
圧
力
を
抜
け
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
乙
の
段
階
の
民
族
主
義
と
は
、
解
放
を

求
め
る
諸
民
族
が
互
い
に
せ
め
ぎ
合
う
乙
と
、
そ
れ
が
ま
た
大
国
の
利
害
に
利

用
さ
れ
る
と
と
、
し
た
が
っ
て
戦
争
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
乙
と
を
宿
命
と

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
提
起
し
た
問
題
が
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
乙

と
で
あ
っ
た
。

一
八
七

O
年
を
中
心
と
す
る
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
統
一
(
そ
れ
自
身
不

自
然
な
点
が
多
い
の
だ
が
)
を
最
後
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
強
固
の
「
国
際
関

係
」
の
問
題
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
に
は
じ
ま
る
人
民
勢
力
の
側
か
ら
の
批
判

の
面
か
ら
も
、
ま
た
中
園
、
イ
ン
ド
で
の
大
衆
的
抵
抗
の
面
か
ら
も
、
近
代
国

家
と
し
て
の
「
独
立
」
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
う
考
え

る
と
日
本
の
近
代
化
は
、
中
国
と
朝
鮮
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
そ
の
可
能
性
を
ギ

リ
ギ
リ
ま
で
い
わ
ば
極
端
な
無
理
を
重
ね
て
実
現
し
て
、
乙
う
い
う
国
家
を
つ

く
っ
て
じ
ま
っ
た
と
と
だ
と
言
え
る
。
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日
本
の
近
代
化
へ
の
評
価

さ
で
、
そ
の
次
の
帝
国
主
義
と
い
う
段
階
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
ど
う

し
て
も
東
洋
で
軍
事
力
が
必
要
と
な
る
。
朝
鮮
の
東
学
党
や
中
国
の
義
和
団
は
、

現
代
の
民
族
闘
争
の
は
し
り
で
あ
る
が
、
欧
米
の
帝
国
主
義
は
乙
う
し
た
反
乱

を
制
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
乙
の
世
紀
の
転
換
期
に
数
年
問
、
イ

ギ
リ
ス
は
プ
l
ア
戦
争
で
、
ア
メ
リ
カ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア
ギ
ナ
ル
ド
の
独
立

運
動
に
対
応
す
る
た
め
に
、
そ
の
陸
軍
は
釘
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
ロ
シ

ア
は
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
敷
い
て
地
続
き
で
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
く
る
。
そ
乙

で
、
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
を
利
用
し
、
乙
れ
に
よ
っ
て
日
本
は
不
平
等
条
約
を
脱

し
て
強
国
に
仲
間
入
り
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
日
本
が
こ

う
し
た
国
家
を
実
現
さ
せ
た
乙
と
は
大
し
た
乙
と
だ
と
思
う
。

さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
世
界
的
影
響
を
考
え
れ
ば
、
日
本
は
特
殊
な
例

で
、
自
国
は
戦
場
に
な
ら
ず
、
実
質
的
に
は
中
立
的
な
立
場
で
利
益
を
得
て
、

資
本
主
義
的
に
は
発
展
し
、
そ
れ
で
中
国
へ
も
か
え
っ
て
経
済
的
に
は
出
や
す

く
な
っ
た
し
、
そ
れ
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
や
中
国
へ
の
影
響
が
起
乙
る
な
ど
し
て

そ
れ
を
抑
え
る
側
か
ら
も
進
出
が
黙
認
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
情
勢
で
あ
っ
た
。

日
本
の
近
代
化
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
江
藤
淳
と
か
司
馬
遼
太

郎
と
か
い
う
人
骨
の
立
場
は
全
く
異
な
っ
て
も
い
る
が
、
一
つ
一
致
し
て
い
る

点
は
、
明
治
時
代
に
は
乙
れ
程
ま
で
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
対
処
し
て
き
た

日
本
人
が
、
大
正
に
な
っ
て
か
ら
ど
う
し
て
乙
う
頭
が
悪
く
な
っ
た
ん
だ
ろ
う

と
い
う
発
想
を
す
る
乙
と
だ
。

第
一
次
世
界
大
戦
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ア
ジ
ア
で
も
今
ま
で
の
イ
ン

テ
リ
の
あ
り
方
に
対
し
て
深
刻
な
反
省
が
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
乙
れ
か
ら
は

大
衆
の
時
代
だ
と
い
う
乙
と
を
強
烈
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
、
例
え
ば
、
ロ
マ

ン
・
ロ

l
ラ
ン
や
パ
ル
ピ
ュ
ス
、
東
洋
で
は
魯
迅
が
そ
の
典
型
だ
。

一
方
、
日
本
で
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
伊
藤
博
文
や
陸
奥
宗
光
ま
で
は
対
外

関
係
の
厳
し
い
現
実
に
対
処
し
な
が
ら
、
大
衆
に
対
し
て
も
、
維
新
、
条
約
改

正
、
朝
鮮
問
題
、
自
由
民
権
等
h
y

を
通
じ
て
内
外
の
モ
ヤ
モ
ヤ

L
た
現
実
に
ど

う
対
処
し
て
い
く
か
と
い
う
乙
と
を
考
え
て
や
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
か
ら
後

の
政
治
家
た
ち
は
、
む
し
ろ
権
威
や
原
則
に
対
し
て
点
を
取
る
乙
と
の
う
ま
い

人
聞
が
指
導
者
に
な
る
と
い
う
形
が
決
定
的
と
な
る
。

私
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
評
価
が
辛
い
ん
で
、
同
じ
く
官
僚
と
い
っ
て
も
、

下
か
ら
採
ま
れ
て
来
た
も
の
と
、
東
大
の
優
等
生
と
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
も

国
際
的
に
は
大
衆
の
役
割
が
決
定
的
に
大
き
く
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
と
に

か
く
乙
れ
を
治
安
維
持
法
で
乗
り
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
乙
ろ
に
日
本
に
お
け
る

大
衆
の
重
大
な
問
題
性
を
感
じ
て
い
る
。
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一
九
三

0
年
代
を
回
想
し
て

私
は
一
九
三
三
年
に
大
学
を
出
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
の
辺
か
ら
天
皇
制
を

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
と
に
か
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
決
定

的

κ反
動
的
な
体
制
だ
と
思
っ
た
の
は
、
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
時
期
よ
り
は

遅
い
と
思
う
。
初
め
は
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
出
て
く
る
わ
け

で
、
乙
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
か
ら
言
え
ば
、
組
織
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
組

織
さ
れ
な
い
で
い
て
、
人
民
の
側
の
問
題
が
一
面
的
に
の
み
強
調
さ
れ
る
と
い

う
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
。



と
こ
ろ
で
、
国
際
的
に
は
一
九
三

0
年
代
と
い
う
時
代
は
、
人
民
戦
線
と
か

抗
日
民
族
統
一
戦
線
と
か
、
現
代
で
い
う
「
統
一
戦
線
」
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
け
れ
ど
、
乙
う
し
た
時
代
に
日
本
で
は
治
安
維
持
法
で
貫
砂
た
と
い
う
乙
と

が
、
一
つ
の
そ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
代
に
ど
う
や

っ
て
抵
抗
し
て
い
く
か
と
い
う
と
と
が
問
題
に
な
り
、
今
だ
か
ら
乙
そ
、
そ
れ

応
対
し
て
終
始
一
貫
抵
抗
し
た
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
終

始
一
貫
が
な
か
な
か
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
網
走
の
刑
務
所
に
十

何
年
頑
張
る
と
い
う
乙
と
は
大
変
貴
重
な
乙
と
だ
け
れ
ど
、
実
際
問
題
と
し
て

あ
の
「
治
安
維
持
法
」
の
下
で
、
国
民
は
我
々
を
支
持
し
て
く
れ
て
い
る
と
い

う
考
え
方
が
ど
の
程
度
で
き
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り
、
む
し
ろ
教
条
に
し
が

み
つ
い
て
も
頑
張
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
乙
ら
辺
に
つ
い
て
は
、
小
林
多
喜
二
の
『
党
生
活
者
』
そ
の
他
の
諸
作

品
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
理
論
的
に
は
も
ち
ろ
ん
「
統
一
戦
線
」
的
な
考
え

方
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
日
本
に
い
て
は
、
や
は
り
逃
避
的
に
な
っ
た
り
、
類
廃

的
に
な
っ
て
生
活
し
て
い
た
と
い
う
の
が
当
時
の
一
般
的
な
イ
ン
テ
リ
の
あ
り

方
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
、
我
々
年
代
の
人
聞
は
、
ど
う
し
て
も
多
少
ニ

ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
と
と
ろ
の
あ
る
と
と
は
避
け
ら
れ
な
い
、
乙
れ
で
い
い
ん

だ
と
思
っ
て
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

映
画
で
い
う
と
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
や
ヱ
ノ
ケ
ン
は
現
実
を
批
判
し
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
も
、
横
目
で
に
ら
ん
で
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
乙
ろ
の
良
さ

と
い
う
の
は
我
々
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
あ
れ
が

精
一
杯
の
抵
抗
の
仕
方
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
最
近
亡
く
な
っ
た

羽
仁
五
郎
さ
ん
や
、
『
歴
史
評
論
』
で
そ
の
頃
の
乙
と
を
回
顧
し
て
お
ら
れ
る

鈴
木
正
四
君
な
ど
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
我
々
は
、
逃
げ
て
せ
い

ぜ
い
悪
い
乙
と
を
し
ま
い
と
恩
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
べ

き
抵
抗
を
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

私
が
研
究
生
請
に
入
っ
た
の
は
、
本
当
に
偶
然
の
乙
と
で
あ
る
。
私
の
卒
業

論
文
は
「
一
九

O
一
年
の
英
独
同
盟
問
題
」
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
、
乙
れ
は
内

外
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
も
い
わ
ば
外
交
史
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

た
。
当
時
ど
う
し
て
英
独
問
盟
の
可
能
性
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
乙
と
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
も
そ
も
乙
の
問
題
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
第
一

次
世
界
大
戦
の
戦
責
を
す
べ
て
ド
イ
ツ
に
負
わ
せ
た
乙
と
の
当
否
を
問
う
と
と

か
ら
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
卒
論
を
大
雑
把
に
言
う
な
ら
ば
‘
ド
イ
ツ

は
日
英
独
と
い
う
プ
ロ
ッ
ク
を
作
っ
て
ロ
シ
ア
を
押
え
、
日
英
同
盟
を
成
立
さ
・

せ
る
と
自
分
は
抜
け
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
捉
え
方
を
し
で
い
る
が
、
そ
の

場
合
た
ま
た
ま
日
本
と
ア
ジ
ア
と
い
う
テ
1
7
に
も
触
れ
る
乙
と
が
で
き
た
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
私
が
乙
の
問
題
を
取
り
上
げ
允
の
は
、
も
と
も
と
重
大

な
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
外
交
史
家
が
甲
論
乙
駁

し
て
い
る
問
題
に
割
り
込
ん
で
い
っ
た
わ
妙
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
大
変
論
文

が
書
き
や
す
か
っ
た
た
め
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
と
ソ
連

の
学
者
の
発
言
も
知
る
と
と
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
渉
猟
し
た
り
、
そ

の
後
外
務
省
に

λ
っ
て
研
究
を
続
け
て
、
自
然
に
問
題
意
識
も
深
ま
っ
て
い
っ

た。
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外
務
省
で
は
図
書
館
関
係
の
仕
事
を
し
た
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
頃
の
外
務

省
で
は
山
之
内
一
郎
先
生
と
か
的
場
徳
造
君
と
か
が
い
っ
し
ょ
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
そ
乙
で
鈴
木
正
四
君
な
ど
と
付
き
合
え
た
乙
と
は
、
良
心
を
失
わ
ず
に
済

め
た
所
以
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
戦
争
中
は
私
な
ど
よ
り
林
健
太
郎
君

の
方
が
よ
ほ
ど
楓
爽
と
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
っ
た
の
が
事
実
だ
と
思
う
。



今
後
の
日
本
を
展
望
し
て

東
大
で
点
数
を
と
る
と
と
の
う
ま
か
っ
た
者
が
指
導
者
に
な
っ
て
し
ま
う
乙

と
が
世
界
史
的
に
み
て
も
現
代
の
日
本
の
決
定
的
な
問
題
の
一
つ
だ
ろ
う
と
い

う
乙
と
を
敢
え
て
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
原
則
や
権
威
に
対
し

て
点
を
取
る
の
は
岸
さ
ん
や
福
田
さ
ん
だ
け
で
な
く
、
実
は
共
産
党
そ
の
他
革

新
の
側
で
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
反
省
す
べ
き
側
面
を
免
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
上
に
述
べ
た
よ
う
な
前
世
紀
末
以
来
の
権
威
主
義
(
点
取
主
義
)
的
な

政
治
や
文
化
の
あ
り
方
か
ら
の
脱
却
が
、
真
の
「
民
主
主
義
」
の
あ
り
方
に
つ

い
て
「
草
の
根
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
反
省
さ
れ
つ
つ
あ
る
折
柄
、
む
し
ろ
革

新
の
側
へ
の
期
待
と
し
て
大
き
い
と
恩
わ
れ
る
。

最
近
の
政
治
を
み
る
と
、
例
え
ば
日
本
福
祉
党
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
新
党
等
骨
、

そ
の
他
「
新
左
翼
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
勢
力
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
動
き
が
あ
る
け

れ
ど
、
乙
う
し
た
政
治
勢
力
の
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
今
世
紀
の
人
民
の
歴

史
の
建
前
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
の
社
会
主
義
諸
政
党
が
「
草
の
根
」
を
基
礎
と

し
て
解
決
す
べ
き
も
の
だ
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
、
彼
ら
の

主
張
を
共
産
党
等
が
ど
う
扱
う
か
と
い
う
乙
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
。

我
々
の
歴
史
的
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
と
か
、
何
々
党
と
か
、
何
々
教

と
か
い
う
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、
と
に
か
く
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
う
乙
と
を

聞
く
大
衆
が
い
る
か
ら
、
で
は
あ
そ
乙
を
援
助
し
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
乙
と
に

な
っ
て
フ
7

シ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
私
は
思
う
。

要
す
る
に
、
客
観
的
に
恐
し
い
圧
力
を
か
け
て
い
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
に

一
体
ど
う
対
処
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
か
ら
人
々
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
う

乙
と
に
耳
を
傾
け
、
フ
7

シ
ズ
ム
は
つ
ね
に
大
衆
が
何
に
一
番
悩
ん
で
い
る
の

か
と
い
う
点
を
狙
い
、
一
面
的
に
発
展
さ
せ
て
出
て
く
る
。
だ
か
ら
乙
そ
今
も

な
お
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
出
て
く
る
わ
け
だ
が
、
し
か
も
一
方
で
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

は
二
番
煎
じ
が
き
か
な
い
の
が
常
識
な
の
だ
。

例
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
『
プ
リ
ュ
メ
l
ル
十
八
日
』
の
中
で
、
「
す
べ
て
の
世

界
史
的
な
出
来
事
は
二
度
現
わ
れ
る
と
へ
l
ゲ
ル
は
ど
乙
か
で
言
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
彼
は
、
『
一
度
目
は
悲
劇
と
し
て
、
二
度
目
は
茶
番
と
し
て
』
と
付

け
加
え
る
の
を
忘
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ

リ
l
ニ
の
よ
う
な
形
で
は
、
も
は
や
反
動
は
現
わ
れ
な
い
は
ず
な
の
だ
。
と
乙

ろ
が
日
本
の
場
合
に
は
、
三
番
煎
じ
だ
か
四
番
煎
じ
だ
か
知
ら
な
い
砂
れ
ど
、

伊
藤
博
文
の
考
え
た
方
式
を
今
も
っ
て
や
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
で
一
定
の

効
果
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
日
本
人
が
問
題
と
す
べ
き
課
題
か
も
知
れ
な

、。
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そ
の
辺
の
と
ζ

ろ
は
我
々
よ
り
も
、
む
し
ろ
保
守
の
側
で
土
光
さ
ん
と
か
稲

山
さ
ん
と
か
の
方
が
も
っ
と
深
刻
に
考
え
て
い
る
。
何
か
の
週
刊
誌
で
稲
山
さ

ん
が
と
ん
な
ζ

と
を
言
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
二
番
煎
じ
だ
ろ
う
が
三
番
煎
じ

だ
ろ
う
が
か
ま
わ
な
い
、
要
は
野
球
と
同
じ
で
向
ζ

う
が
ま
ず
け
れ
ば
そ
れ
で

い
い
ん
だ
と
。

天
皇
制
の
た
め
か
、
東
大
の
た
め
か
、
近
代
日
本
の
権
威
主
義
の
下
で
は
「
よ

い
子
」
は
生
ま
れ
る
が
、
下
か
ら
の
指
導
者
は
生
ま
れ
難
い
。
野
球
で
言
え
ば

ク
リ
ー
ン
ヒ
ッ
ト
が
出
な
い
。
四
球
や
エ
ラ
l
で
試
合
を
運
ん
で
い
る
よ
う
な

も
の
で
、
強
行
採
決
を
や
っ
て
も
ら
え
ば
と
ち
ら
の
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
、

そ
ん
な
政
治
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
保
守
の
側
が

そ
の
乙
と
は
良
く
知
っ
て
い
る
ζ
と
は
、
さ
す
が
に
深
刻
な
「
危
機
感
」
に
よ

る
実
骨
跡
な
認
識
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
革
新
の
側
が
と
う



い
う
時
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
l
ニ
ン
は
何
と
言
っ
て
い
た
か
と
い
う
原
則
論
か
ら

出
発
し
て
い
た
の
で
は
、
と
ち
ら
が
負
け
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
何

と
か
な
ら
ぬ
か
と
思
っ
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
う
乙
と
を
聞
く
者
が
多
い
乙
と
を

見
て
、
フ
7

シ
ズ
ム
を
育
成
す
る
の
に
、
乙
ち
ら
が
原
則
論
の
一
本
鎗
で
は
立

場
が
弱
い
。
共
産
党
を
は
じ
め
革
新
の
側
の
乙
う
し
た
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

日
本
の
将
来
を
占
う
に
は
、
敗
戦
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
乙
と

も
意
義
あ
る
乙
と
と
恩
う
。
つ
ま
り
、
あ
の
敗
戦
が
日
本
に
お
い
て
社
会
変
動

を
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
私
は
注
目
す
る
。
第
一
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
や
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ト
ル
コ
な
ど
の
運
命
を
考
え

る
と
き
、
ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
l
ニ
が
国
民
の
支

持
を
失
ワ
て
消
え
て
い
っ
た
乙
と
を
想
う
な
ら
ば
、
日
本
は
な
ぜ
乙
の
よ
う
な

形
で
戦
争
を
終
わ
り
得
た
の
か
と
い
う
乙
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
も
第
二
次

世
界
大
戦
全
体
の
終
結
が
、
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
日
本
の
国
土
が
二
分
さ

れ
る
と
と
さ
え
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
と
の
よ
う
な
結
末
で
済
ん
だ
の

は
、
鈴
木
貫
太
郎
と
か
木
戸
幸
一
と
か
い
う
天
皇
の
側
近
の
手
腕
に
よ
る
の
か

そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
乙
ち
ら
で
ア

メ
リ
カ
が
原
爆
を
落
と
せ
ば
あ
ち
ら
か
ら
は
ソ
速
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
、
い

わ
ば
冷
戦
と
い
う
そ
の
次
の
新
し
い
「
国
際
関
係
」
が
始
ま
っ
た
か
ら
な
の
か
、

そ
れ
が
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
個
人
の
問
題
と
し
て
善
=
守
え
ば
、
天
皇
個
人
は
昭
和
二
十
年
八
月
十

五
日
に
戦
争
終
結
を
宣
言
し
た
と
と
は
や
は
り
歴
史
に
残
る
出
来
事
だ
と
思
う

け
れ
ど
、
そ
の
論
じ
方
が
歴
史
と
し
て
ま
た
難
し
い
問
題
を
も
っ
。
私
除
、
天

皇
制
が
制
度
と
し
て
問
題
で
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
天
皇
個
人
の
役
割
に
つ

い
て
の
歴
史
的
評
価
は
多
少
と
も
変
化
す
る
と
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
常
識
的
に
考
え
て
、
私
の
生
き
て
い
る
聞
に
昭
和
の
次
は

年
号
を
何
に
し
よ
う
か
と
い
う
問
題
が
起
乙
っ
て
く
る
と
と
は
必
歪
で
あ
り
、

乙
の
時
、
歴
史
研
究
者
は
何
と
答
え
る
の
か
。
そ
し
て
、
若
い
諸
君
は
何
と
言

う
の
だ
ろ
う
か
。
今
世
紀
を
通
じ
て
、
「
運
」
も
あ
っ
て
敗
戦
し
て
も
平
和
に

高
度
成
長
す
る
な
ど
何
と
か
う
ま
く
い
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の

道
を
選
ば
れ
る
な
ら
、
そ
れ
も
一
つ
の
道
で
あ
っ
て
今
さ
ら
老
人
が
何
を
か
言

わ
ん
や
と
い
う
と
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
客
観
的
に
み
て
、
果
た
し
て
従
来

の
諸
原
則
を
乙
の
ま
ま
貫
か
せ
る
乙
と
が
で
き
る
の
か
、
む
し
ろ
、
乙
の
時
期

が
日
本
の
運
命
を
ト
す
る
分
岐
点
だ
と
の
見
方
も
で
き
る
。
そ
し
て
と
の
乙
と

は
、
決
し
て
日
本
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
「
国
際
関
係
」
に
従
属
し
た
日
本

の
軍
事
化
と
、
一
面
的
な
経
済
的
、
技
術
的
進
出
の
方
向
乙
そ
は
、
「
入
園
小
在
」

の
国
際
政
治
、
国
際
経
済
の
あ
り
方
と
し
て
、
「
ま
た
も
や
」
と
ア
ジ
ア
を
は

じ
め
世
界
人
民
の
注
目
を
浴
び
て
い
く
ζ

と
は
周
知
の
と
と
で
あ
ろ
う
。

社
会
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

社
会
主
義
と
民
族
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
非
常
に
割
り
切
っ
た
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
ま
で
の
「
国
際
関
係
」
の
中
で
、
人
民
が
集
団
と
し

て
の
解
放
を
求
め
る
限
り
は
~
人
々
は
「
民
族
」
と
し
て
解
放
さ
れ
よ
う
と
す

る
の
が
最
も
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
民
族
」
が
大
衆
の
主
体

的
な
運
動
と
し
て
の
単
位
と
な
ら
な
い
限
り
、
そ
も
そ
も
民
族
は
問
題
と
な
っ

て
乙
な
い
。

実
際
、
世
界
の
民
族
す
べ
て
が
「
独
立
」
を
目
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、



ま
た
必
ず
し
も
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
中
国
に
お
け
る
チ
ベ
ヲ

ト
や
新
彊
、
そ
れ
に
内
モ
ン
ゴ
ル
や
旧
満
州
の
少
数
民
族
の
扱
い
方
が
新
た
に

問
題
と
な
る
し
、
日
本
で
は
、
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
の
問
題
を
、
民
族
の
性
質
を
考

え
る
上
で
視
野
に
入
れ
て
み
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
る
と
と
が
、
今
頃
よ
う
や
く

教
科
書
問
題
を
契
機
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
、
最
高
級
の
軍
隊
と
恩
わ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
や
プ

-
ロ
イ
セ
ン
軍
を
マ
ル
セ
l
ユ
の
人
民
的
な
義
勇
兵
が
破
り
得
た
の
も
、
フ
ラ
ン

ス
を
フ
ラ
ン
ス
自
身
が
守
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
人
民
主
権
」
の
主
体
的
な
自

覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
と
い
え
ど
も
、
職
業
的
な
軍
隊
に
対
し
て
は
無

数
で
あ
っ
て
も
、
エ
ジ
プ
ト
遠
征
で
は
シ
リ
ア
人
に
無
残
に
敗
れ
、
ス
ペ
イ
ン

の
ま
さ
に
「
ゲ
リ
ラ
」
に
は
終
始
悩
ま
さ
れ
、
最
後
に
は
モ
ス
ク
ワ
遠
征
で
、

ロ
シ
ア
農
民
に
完
全
に
敗
退
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
専
門
的
な
軍
隊
も
、
自

国
を
守
ろ
う
と
す
る
主
体
的
な
意
識
に
目
覚
め
た
軍
隊
に
は
、
計
算
で
き
ぬ
よ

う
な
弱
点
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
乙
と
だ
が
、
乙
れ
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

に
も
通
じ
る
乙
と
だ
ろ
う
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
例
に
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
チ
ト
ー
が
現
わ

れ
る
以
前
は
、
大
セ
ル
ヴ
ィ
ア
主
義
が
幅
を
き
か
せ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
や
そ
の

他
の
弱
小
民
族
を
仰
圧
す
る
体
制
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
が
ナ
チ
ス
へ

の
抵
抗
の
過
程
で
、
民
族
の
新
し
い
意
義
を
見
い
出
し
て
、
人
民
的
に
成
長
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

中
米
を
み
て
も
民
族
の
問
題
の
歴
史
的
契
機
は
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
一

体
メ
キ
シ
コ
人
と
か
キ
ュ
ー
バ
人
と
か
言
っ
て
も
、
そ
の
起
源
は
原
住
民
と
、

あ
ら
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
連
れ
ら
れ
て
来
た
黒
人
等
の
間

に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
程
度
の
混
血
を
生
み
出
し
、
そ
の
中

か
ら
ネ
l
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
だ
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
を

み
て
も
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
ネ
1
シ
ヨ
ン
が
成

り
立
っ
て
い
る
。

そ
乙
で
、
改
め
て
き
ロ
え
ば
、
少
数
民
族
の
扱
い
方
が
問
題
点
と
な
る
の
だ
が
、

少
な
く
と
も
、
民
族
と
名
の
付
く
も
の
す
べ
て
独
立
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に

は
問
題
が
立
て
ら
れ
な
い
乙
と
は
確
か
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
仮
に
民
族
を
大
衆

の
個
性
の
よ
う
な
も
の
だ
と
定
義
し
て
、
ど
の
程
度
そ
れ
が
地
域
の
中
で
生
か

さ
れ
連
帯
を
保
て
る
か
と
い
う
乙
と
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
民
族
」
の
見

い
出
す
べ
き
条
件
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
近
代
世
界
の
「
国
民
国
家
」
、
「
国
民
経
済
」
と
い
う
前
提
が
、

現
代
で
は
適
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
簡
単
に

言
え
ば
、
従
来
の
英
独
仏
伊
等
の
ス
ケ
ー
ル
の
国
家
を
越
え
た
考
え
方
が
要
請

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
雪
ロ
え
よ
う
。

ζ

れ
と
関
連
す
る
と
思
う
が
、
例
え
ば
英
語
で
言
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
か
い
う
表
現
は
ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
人
民
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
は
、
議
会

制
度
に
基
づ
き
多
数
決
に
よ
っ
て
も
の
を
決
め
て
い
く
手
続
き
の
よ
う
な
面
が

強
調
さ
れ
る
。
乙
う
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
解
釈
に
は
、
他
面
で
は
当
然
、
急

激
な
変
化
や
変
革
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
思
想
が
働
い
て
い
る
。
乙
れ
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
と
い
う
よ
り
も
特
に
ア
メ
リ
カ
的
な
考
え
方
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
立

場
か
ら
み
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
大
変
革
を
も
た
ら
す
力
と
し
て

働
く
。
民
族
の
独
立
運
動
を
考
え
る
上
で
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
ど
う
理
解
す

る
か
が
、
ま
た
一
つ
の
問
題
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
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乙
の
よ
う
な
諸
概
念
の
変
化
か
ら
生
ま
れ
る
多
面
的
な
現
実
の
説
明
に
は
、

乙
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
る
乙
と
が
便
宜
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
「
ア
ジ
ア
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
か
「
緊
張
緩
和
」
と
か
い
う
き
わ
め
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
多
い

言
葉
が
使
用
さ
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。
少
々
皮
肉
に
言
え
ば
、
「
自
由
」
と
「
民

主
主
義
」
が
自
民
党
か
ら
共
産
党
に
至
る
ま
で
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

国
際
関
係
論
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義

い
か
な
る
学
聞
を
学
ぶ
に
せ
よ
、
研
究
対
象
へ
の
主
体
的
な
取
り
組
み
か
ら

す
べ
て
が
始
ま
る
。
政
治
学
に
し
ろ
、
経
済
学
に
し
ろ
、
ま
た
歴
史
学
に
し
ろ
、

我
々
は
あ
く
ま
で
人
聞
を
問
題
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
乙
れ
は
あ

ら
ゆ
る
研
究
者
の
つ
ね
に
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
だ
。

私
自
身
の
歴
史
研
究
に
即
し
て
言
え
ば
、
自
分
の
外
に
原
則
や
権
威
を
設
定

し
て
、
そ
と
か
ら
判
断
す
る
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
乙
の
混
沌
と
し
た
時
代
を

開
拓
し
て
い
く
乙
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
が
何
を
守
ろ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
未
来
を
望
み
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
が
何
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
積
極
的
な
姿
勢
が
な
け
れ
ば
歴
史
学
も
何

も
始
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
乙
の
意
味
で
、
学
問
研
究
の
た
め
に
は
開
き
直
り

の
精
神
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。

国
際
関
係
論
と
い
う
学
聞
は
、
大
変
間
口
が
広
い
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

乙
れ
ま
で
主
流
を
占
め
て
き
た
社
会
諸
科
学
の
諸
前
提
|
|
例
え
ば
「
国
民
国

家
」
「
国
民
経
済
」
|
|
が
妥
当
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
乙
と
か
ら
、
研
究
分
野
が

閉
鎖
的
か
つ
非
現
実
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
先
細
り
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
乙

と
と
関
係
す
る
。

そ
の
点
、
国
際
関
係
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
地
域
研
究
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
現
実
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
実
際
的
な
課
題
が
重
な
っ
て
い
る
乙
と

を
認
識
で
き
る
研
究
分
野
と
雪
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
い
か
な
る
と
乙
ろ
で

も
「
園
内
事
情
」
を
捨
象
し
た
「
国
際
関
係
」
を
考
え
る
乙
と
は
無
意
味
に
な

っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
私
は
、
国
際
関
係
論
な
る
も
の
を
、

一
つ
の
専
門
分
野
|
|
ド

イ
ツ
語
で
い
う
フ
ア
ツ
ハ

1
!
と
考
え
た
と
と
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
学
の
反
省

し
合
う
「
場
」
と
考
え
て
い
る
。

乙
う
し
た
点
か
ら
私
は
、
中
嶋
先
生
を
先
頭
に
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
学
ぶ
学
生

諸
君
の
大
い
な
る
奮
闘
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
権
威

や
原
則
、
ま
た
既
存
の
組
織
に
「
安
住
」
し
な
い
主
体
性
を
確
立
す
る
乙
と
が

第
一
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
日
本
の
大
学
制
度
も
、
新
し
い
学
聞
を
開
拓
し
て
い
く
者
に
と

っ
て
は
困
難
な
点
も
多
々
あ
る
。
今
の
「
大
学
」
と
い
う
制
度
は
、
一
面
で
は

世
に
も
不
思
議
な
封
建
的
ギ
ル
ド
的
な
「
職
人
」
制
度
た
る
側
面
を
も
っ
て
い

る
。
「
フ
7

ツ
ハ
で
は
な
い
」
な
ど
と
頑
張
っ
て
も
、
研
究
者
も
霞
を
食
っ
て

生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
環
境
の
中
で
は
「
国
際
関
係
学
科
」

な
ど
と
い
う
表
現
と
も
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
他
矛
盾
は
い
く
ら
で
も

挙
げ
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
あ
く
ま
で
も
研
究
者
自
身
が
自
ら
を
組
織
で
き

な
け
れ
ば
、
制
度
を
か
え
た
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も

若
い
学
徒
一
人
ひ
と
り
の
自
覚
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
つ
ま
り
は
、
世
界
史

全
体
の
方
向
に
対
し
て
、
自
ら
が
属
す
る
日
本
が
一
体
い
か
な
る
鍵
を
握
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
乙
と
を
絶
え
ず
問
い
直
す
乙
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

η
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〈
編
集
部
よ
り
〉

去
る
七
月
十
日
に
『
歴
史
と
未
来
』
編
集
委
員
三
名
(
石
山
、
河
原
地
、

松
本
)
は
、
中
嶋
先
生
に
ど
同
行
願
い
、
藤
沢
市
の
江
口
先
生
宅
へ
取
材
に

出
か
け
た
。

乙
乙
に
掲
載
し
た
文
章
は
、
そ
の
時
の
録
音
テ
l
プ
を
お
乙
し
て
整
理
し

た
後
、
改
め
て
江
口
先
生
に
校
閲
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

江
口
朴
郎
先
生
は
、
中
嶋
先
生
の
東
大
大
学
院
時
代
の
恩
師
で
お
ら
れ
る
。

乙
う
し
た
ど
縁
か
ら
我
々
編
集
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
を
提
出
す

べ
く
、
い
さ
さ
か
緊
張
気
味
に
先
生
と
対
座
し
た
。
窓
の
外
は
午
後
の
日
だ

ま
り
に
蝶
の
舞
う
閑
静
な
客
間
で
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
先
生
の
お

名
前
そ
の
ま
ま
の
質
朴
な
語
り
が
、
時
に
深
い
沈
黙
を
お
き
な
が
ら
も
っ

き
る
乙
と
な
く
、
い
つ
し
か
日
も
落
ち
、
先
生
の
奥
さ
ん
の
ご
好
意
か
ら
ビ

ー
ル
が
出
さ
れ
簡
が
供
さ
れ
る
に
及
ん
で
佳
境
に
入
っ
て
い
っ
た
。
結
局
我

々
は
失
礼
も
顧
み
ず
、
先
生
の
お
宅
に
五
時
間
も
お
じ
や
ま
し
、
そ
の
間
も

っ
ぱ
ら
先
生
の
お
話
に
耳
を
傾
け
る
乙
と
と
な
っ
た
。
そ
の
時
先
生
に
対
し

て
覚
え
た
不
思
議
な
安
心
感
と
親
し
み
の
感
情
は
、
人
間
の
歴
史
に
対
す
る

先
生
ど
自
身
の
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
の
念
に
触
れ
得
た
乙
と
に
よ
る
も
の
と
思

.つ。

江
口
先
生
は
一
九
一
一
年
佐
賀
県
に
生
ま
れ
、
第
一
高
等
学
校
文
科
甲
類

を
経
て
、
三
三
年
東
京
大
学
文
学
部
西
洋
史
学
科
卒
。
四
一
年
旧
制
姫
路
高

等
学
校
教
授
、
四
七
年
第
一
高
等
学
校
教
授
を
歴
任
。
五

O
年
新
制
東
京
大

学
教
養
学
部
助
教
授
、
五
三
年
教
授
に
就
任
。
五
九
年
1
六
二
年
、
歴
史
学

研
究
会
委
員
長
。
七
一
年
東
京
大
学
を
停
年
退
官
、
名
誉
教
授
の
称
号
を
授

与
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
を
経
て
現
在
、
津
田
塾
大

学
教
授
、
日
本
ラ
オ
ス
友
好
協
会
会
長
及
び
日
本
・
リ
ビ
ア
友
好
協
会
会
E
R
I

主
要
著
書
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

『
帝
国
主
義
と
民
族
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
四
年
)

『
歴
史
の
現
段
階
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
)

『
帝
国
主
義
の
時
代
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
九
年
)

『
歴
史
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
(
青
木
書
庖
、
一
九
七
二
年
)

『
江
口
朴
郎
著
作
集
』
全
五
巻
(
青
木
書
底
、
一
九
七
四
1
七
五
年
)
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全
体
主
義
論
の
再
検
討

ー
現
代
史
学
と
二

O
世
紀

l

-
「
私
は
合
衆
国
滞
在
中
に
社
会
の
民
主
主
義
的
状
祝
が
:
:
:
そ
れ
自
身
町

一
奇
し
く
も
専
制
主
義
の
成
立
花
道
を
ひ
ら
く
乙
と
に
気
が
つ
い
た
。
:
:
:
川

町
だ
が
、
専
制
主
義
が
今
日
の
民
主
主
義
的
国
家
の
な
か
に
成
立
す
る
と
す
川

…
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
一

一
は
広
泥
で
穏
や
か
で
あ
り
、
人
び
と
を
拷
聞
に
か
け
る
と
い
う
よ
り
も
堕
町

一
落
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
個
人
の
一
人
ひ
と
り
が
人
聞
に
首
唾
ニ

山
か
け
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
鎖
の
端
を
も
つ
の
が
一
個
人
で
も
一
階
級
の
人
一

一
間
で
も
な
く
、
怯
会
↑
・
和
ι
r
t
T
だ
か
ら
で
あ
る
。
:
・
・
:
(
乙
う
し
て
)
か
…

…
れ
ら
は
し
だ
い
に
、
人
間
性
の
レ
ベ
ル
以
下
へ
と
さ
ら
に
第
ち
ζ
ん
で
い
一

…
く
の
で
あ
る
」
、
|
(
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
グ
イ
ル
『
ア
メ
リ
カ
ヱ

一
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

T
と

よ

り

)

…

井

尻

秀

憲

(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
大
学
院
博
士
課
程
)
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は
じ
め
に

ニO
世
紀
と
い
う
現
代
は
、
野
蛮
な
文
明
の
時
代
だ
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
。

貧
困
と
革
命
の
波
が
渦
ま
く
第
三
世
界
の
混
沌
、
社
会
主
義
諸
国
や
権
威
主
義

的
政
権
下
(2)
に
お
け
る
人
権
抑
圧
の
冗
進
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
や
物
質
的

な
豊
か
さ
で
は
解
決
し
え
な
い
先
進
工
業
諸
国
の
自
然
破
壊
と
人
間
疎
外
の
状

況
、
大
衆
畏
主
主
義
の
発
達
に
と
も
な
う
「
政
治
の
社
会
化
」
と
そ
の
国
際
的



l
l
i
l
i
-
-
投
射
と
し
て
の
「
革
命
の
戦
争
化
」
(
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
国
際
的
内
戦
」
と

な
っ
て
現
れ
る
)
さ
ら
に
は
国
際
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
頻
発

l
ー
な
ど
、
現
代
文

明
の
野
蛮
を
象
徴
す
る
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
人

聞
が
「
社
会
」
や
「
組
織
」
の
鎖
に
繋
が
れ
て
そ
の
「
非
人
間
化
」
を
増
進
さ

せ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
冒
頭
陀
引
用
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
予
言
的
考
察
が

ま
す
ま
す
真
実
味
を
帯
び
て
く
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
現
代
世
界
が
、

G
・オ
I
ウ
ェ
ル
の
未
来
小
説
『
一
九
八

四
年
』
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
全
体
主
義
の
恐
怖
へ
と
着
実
に
足
を
踏
み
入
れ
つ

つ
あ
る
と
い
う
不
気
味
な
予
感
は
、
一
九
八
四
年
の
到
来
を
ま
え
に
し
て
人
び

と
の
脳
裏
に
ま
す
ま
す
深
い
甥
り
を
落
し
て
い
る
。
と
く
に
、
人
間
主
義
者

オ
l
ウ
ェ
ル
の
予
言
が
現
代
の
機
械
文
明
に
た
い
す
る
強
烈
な
警
告
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
政
治
社
会
体
制
の
相
違
を
乙
え
た
現
代
世
界
の
普
遍

的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
わ
れ

わ
れ
は
、
「
人
聞
の
解
放
」
と
い
う
近
代
化
の
過
程
に
同
居
す
る
合
浬
的
な
も

の
と
非
合
理
的
な
も
の
の
矛
盾
に
あ
ら
た
め
て
直
面
し
、
将
来
の
世
界
史
の
方

向
性
を
め
ぐ
っ
て
、
は
た
と
途
方
に
く
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
代
文
明
批
判
の
今
目
的
意
味
を
視
野
に
お
さ
め

な
が
ら
、
二

O
世
紀
文
明
の
鬼
子
と
で
も
い
う
べ
き
両
大
戦
間
期
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
新
奇
な
運
動
に
起
源
し
、
そ
の
う
ち
革
命
後
の
ソ
速
を
は
じ
め
と
す
る
社
会

主
義
体
制
、
さ
ら
に
は
工
業
化
の
も
っ
と
も
す
す
ん
だ
ア
メ
リ
カ
社
会
な
ど
に

も
あ
て
は
め
て
論
じ
ら
れ
る
と
と
ろ
と
な
っ
た
全
体
主
義
論
の
学
説
史
的
展
開

花
照
明
を
あ
て
る
も
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
文
献
は
英
語
圏

(
翻
訳
も
含
む
〉
の
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す

る
欧
米
の
歴
史
学
、
社
会
科
学
の
一
潮
流
を
形
成
し
て
き
た
現
代
全
体
主
義
論

の
思
想
的
系
譜
と
そ
の
特
色
を
か
な
り
浮
き
彫
り
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
全
体
主
義
に
つ
い
て
語
る
歴
史
家
、
社
会
科
学
者
の
言
説
を
、
自
由
主

義
、
民
主
主
義
、
資
本
主
義
な
ど
の
危
機
が
っ
た
え
ら
れ
る
現
代
世
界
の
同
時

代
史
的
状
況
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
理
論
と
現
実

の
関
係
が
苧
む
現
代
思
想
史
上
の
い
く
つ
か
の
普
遍
的
問
題
点
に
も
ふ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
全
体
主
義
論
の
方

法
的
陥
穿
を
学
問
的
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
そ
の
な
か
か
ら
同
理
論
の
有
効
性

を
限
定
さ
れ
た
形
で
ひ
ろ
い
だ
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
同
理
論
が
照
ら
し
だ
す
現

代
史
の
基
本
的
課
題
に
迫
ら
ん
と
す
る
さ
S
や
か
な
試
み
で
も
あ
る
。
同
時
に
そ

れ
は
、
フ
7

シ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
史
の
基
本
的
テ
!
?
を
個
別
実
証

主
義
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
ま
え
に
、
全
体
主
義
論
、
近
代
化
論
、
社
会
心
理

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
中
間
層
を
中
心
と
す
る
社
会
構
造
分
析
、
マ
ル
ク
ス
主
義

的
諸
解
釈
な
ど
、
従
来
の
欧
米
の
歴
史
学
、
社
会
科
学
上
の
諸
パ
ラ
ダ
イ
ム
な

い
し
は
分
析
枠
組
の
現
代
史
に
た
い
す
る
適
用
状
況
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
を
批

判
的
に
摂
取
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
筆
者
の
研
究
計
画
の
一
端
を
成
す
小

論
で
も
あ
る
。

po 

一
、
全
体
主
義
治
の
復
権

社
会
科
学
分
野
の
百
科
事
典
と
し
て
国
際
的
に
知
ら
れ
る
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ピ
I
デ
ィ
ア
・
オ
プ
・
ザ
・
ソ
1
シ
ャ
ル
・
サ
イ
エ

(
一
九
六
八
年
版
〉
の
「
全
体
主
義
」

(
S
S
E
R
g
a
m
g
)

ン
ス
ィ
1
ズ』



の
項
目
を
執
筆
し
た
H
・
I
-
ス
ピ
ロ
は
、
一
九
三

0
年
代
に
編
ま
れ
た
旧
版

に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
か
?
た
全
体
主
義
の
語
が
二

O
世
紀
の
新
項
目
と
し
て
-

は
じ
め
て
同
版
に
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
点
に
ふ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
語
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
、
学
問
的
概
念
と
し
て
の
不
適
確
さ
な
ど
の
方
法
的
欠
陥

の
ゆ
え
に
、
将
来
の
第
三
版
で
は
読
者
が
ふ
た
た
び
全
体
主
義
の
項
目
を
見
い

出
す
ζ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
宮
)
。
ま
た
、
い
ま
一
人
の
全

体
主
義
論
批
判
者
R
・
プ
ロ
ウ
ズ
は
、
ハ
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
古
典
的
著
作
『
全

体
主
畿
の
起
源
』
の
第
三
版
こ
九
六
六
年
)
、

C
・
I
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
と

z
-
K
・
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
共
著
『
全
体
主
義
的
独
裁
と
専
制
』
の
再
版

(
一
九
六
五
年
)
に
寄
せ
た
書
評
の
な
か
で
、
す
で
に
初
版
の
時
点
か
ら
ア
メ

リ
カ
の
比
較
政
治
学
、
経
験
主
義
的
政
治
理
論
の
主
潮
流
の
新
し
い
発
展
に
の

り
お
く
れ
て
し
ま
っ
た
乙
れ
ら
二
つ
の
書
の
「
不
幸
」
は
、
再
版
に
つ
い
て
も

当
て
は
ま
る
と
し
、
そ
の
時
代
遅
れ
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
た

(
4
1

た
し
か
に
全
体
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、

「
全
体
主
義
」
を
「
隷
従
の
道
」
花
輪
え
て
自
由
主
義
社
会
の
防
衡
を
唱
え
た

F
・
A
-
ハ
イ
エ
ク
(5)
の
言
葉
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、
同
理
論
が
第
二
次

大
戦
中
の
フ
7

シ
ズ
ム
陣
営
と
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
陣
営
と
の
抗
争
、
戦
後
冷
戦
期

の
共
産
主
義
陣
営
と
非
共
産
主
義
陣
営
と
の
抗
争
と
い
う
世
界
史
の
ニ
極
分
解

的
な
状
況
の
な
か
で
一
貫
し
て
自
己
の
闘
い
を
正
当
化
せ
ん
と
し
た
、
ア
メ
リ

カ
を
中
心
と
す
る
自
由
世
界
の
政
治
的
意
図
の
反
映
で
あ
っ
た
乙
と
は
否
定
で

き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
冷
戦
の
絶
頂
期
、
五
0
年
代
前
半
に
お
い

て
支
配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
同
理
論
が
、
五

0
年
代
後

半
以
降
の
冷
戦
の
「
雪
解
け
」
現
象
を
迎
え
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
に

終
止
符
を
打
つ
か
に
見
え
た
の
も
至
極
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
プ

ロ
ウ
ズ
が
い
う
よ
う
に
、
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
げ
で
の
ア
メ
リ
カ
政

治
学
の
主
流
を
D
・
イ
ー
ス
ト
ン
、

G
-
ア
ー
モ
ン
ド
、

D
・
ア
プ
タ
ー
ら
の

政
治
体
系
論
、
政
治
過
程
論
、
比
較
政
治
学
の
理
論
化
の
作
業
で
代
表
さ
せ
る

と
す
る
な
ら
ば
(
&
、
た
し
か
に

J

全
体
主
義
モ
デ
ル
は
そ
う
し
た
学
問
的
体
系

の
辺
墳
に
位
置
し
た
の
か
も
し
れ
ず
、
の
ち
に
そ
れ
は
、
近
代
化
論
と
い
う
六

0
年
代
以
降
の
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
影
響
を
受
け
て
新
し
く
登
場
し
た
比
較

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
、
比
較
共
産
主
義
論
の
潮
流
に
よ
っ
て
ま
さ
に
の
り
乙
え
ら
れ

る
か
に
み
え
た
の
で
あ
る
。

E

だ
が
、
興
味
深
い
乙
と
に
、
そ
う
し
た
各
方
面
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
全
体
主
義
論
は
そ
の
後
の
学
説
史
的
展
開
の
な
か
で
も
生
き
つ
づ

け
、
七
0
年
代
後
半
に
お
い
て
は
あ
る
種
の
学
問
的
再
評
価
の
試
み
が
な
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
。
他
方
、
社
会
主
義
諸
国
、
権
威
主
義
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る

非
自
由
世
界
の
人
権
抑
圧
と
ア
メ
リ
カ
の
人
権
外
交
は
、
全
体
主
義
論
を
再
び

政
治
的
論
争
の
場
に
ひ
き
も
ど
す
乙
と
に
な
っ
た
が
、
今
日
そ
れ
は
、
ォ
l
ウ

エ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
再
訪
と
い
う
い
ま
一
つ
の
気
運
を
・
つ
け
て
新
た
に
人

び
と
の
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。

乙
と
で
そ
う
し
た
新
し
い
動
き
の
い
く
つ
か
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
ま

ず
一
九
七

0
年
代
後
半
の
全
体
主
義
論
再
評
価
の
動
き
は
、

F
・
I
-
グ
リ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
編
『
政
治
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、
第
三
巻
、
マ
ク
ロ
政
治
理
論
』
の

「
全
体
主
義
的
、
権
威
主
義
的
諸
政
権
」
を
執
筆
し
た
J
・
J
・
リ
ン
ズ
の
包

括
的
な
作
業
(
7
)

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
全
体
主
義
概
念
の
有

効
性
を
主
張
し
た
ほ
か
、
一
九
七
七
年
ダ
ラ
ス
で
聞
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
歴
史
学

会
の
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
多
く
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
者
を
集
め
て
同
概
念
の
再
吟

味
を
お
乙
な
い
、
そ
の
成
果
を
E
・
A
・
メ
ン
ヅ
ェ
編
『
全
体
主
義
の
再
検
討

-17ー



(8)
』
(
一
九
八
一
年
)
と
題
し
て
出
版
し
た
点
に
示
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
プ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
&
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
の
季
刊
誌
『
サ
l
ヴ
ェ
イ
』
〈
一
九
七
七

l
七
八
年
夏
季
号
)
は
、
乙
れ
ま

た
全
体
主
義
論
を
あ
つ
か
っ
た
四
論
文
を
同
時
掲
載
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
同

理
論
の
再
検
討
を
試
み
た
が
、
と
り
わ
砂
同
誌
に
寄
稿
し
た
M
・
ク
ラ
ン
ス
ト

ン
は
、
「
全
体
主
義
に
つ
い
て
語
る
乙
と
を
や
め
る
べ
き
な
の
か
?
(
9
)
」
と

題
す
る
論
文
に
お
い
て
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
全
体
主
義

論
の
有
効
性
を
強
調
し
、
さ
ら
に
い
ま
一
人
の
寄
稿
者
R
・
ア
ロ
ン
は
、

A
-

サ
ハ
ロ
フ
、

A
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
l
ツ
イ
ン
の
語
る
現
代
ソ
速
の
状
況
乙
そ
全
体

主
義
論
の
有
効
性
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
強
く
主
張
し
て
い
た
(
叩
)
。

一
方
、
全
体
主
義
を
そ
う
し
た
人
権
問
題
と
の
間
遠
か
ら
論
じ
る
新
し
い
動

き
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
委
員
会
月
刊
誌
『
コ
メ
ン
タ
リ
1
』
(
一
九
八

一
年
一
一
月
号
)
が
同
組
織
創
立
七
五
周
年
を
記
念
し
て
「
人
権
と
ア
メ
リ
カ

の
外
交
政
策
(
日
〉
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
特
集
し
、
そ
の
問
題
を
カ
I

タ
ー
か
ら
レ
ー
ガ
ン
政
権
へ
と
受
け
継
が
れ
た
人
権
外
交
に
照
ら
し
て
論
じ
て

い
る
点
に
も
っ
と
も
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
保
守
的
知
識
人
の

勢
揃
い
と
い
っ
た
観
の
あ
る
同
誌
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
付
ア
メ
リ
カ
外
交
に
占

め
る
人
権
問
題
の
役
割
と
国
益
と
の
関
連
、
口
「
権
威
主
義
」
と
「
全
体
主
義
」

概
念
の
区
別
の
有
効
性
、
白
人
権
外
交
に
み
る
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
カ
l
タ
1
政

権
と
の
相
違
点
ー
と
い
う
三
つ
の
設
聞
に
答
え
る
形
で
展
開
さ
れ
た
が
、
そ

乙
に
み
ら
れ
る
議
論
の
主
た
る
傾
向
は
、
付
ソ
連
と
ー
の
対
決
姿
勢
を
強
め
る
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
人
権
外
交
は
道
義
的
に
も
政
治
的
に
も
自
国
の
「
国
益
」
に

一
致
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
自
由
世
界
さ
ら
に
は
全
人
類
の
最
終
的
目
標
に
合

致
す
る
と
と
、
同
「
全
体
主
義
政
権
」
と
「
権
威
主
義
政
権
」
と
の
区
別
(
ロ
)

は
、
前
者
の
人
権
抑
圧
の
度
合
が
後
者
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
よ

っ
て
か
れ
ら
が
前
者
に
近
い
と
み
な
し
う
る
政
権
と
の
対
決
姿
勢
を
優
先
す
る

乙
と
を
可
能
と
し
、
同
時
に
そ
れ
は
前
者
の
後
者
へ
の
体
制
的
移
行
を
も
予
想

し
う
る
(
あ
る
い
は
そ
う
は
た
ら
き
か
け
う
る
)
も
の
で
あ
る
と
と
、
日
レ
ー

ガ
ン
政
権
は
、
ま
だ
未
知
数
の
面
が
多
い
と
は
い
え
、
政
策
の
一
貫
性
を
欠
い

た
カ
l
タ
l
政
権
の
人
権
外
交
か
ら
多
く
の
教
訓
を
ひ
き
だ
し
う
る
乙
と
ー

な
ど
を
確
認
す
る
点
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
乙
に
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
パ

ワ
ー
の
拡
大
が
自
由
の
拡
大
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
世

界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
パ
ワ
ー
の
盛
衰
は
、
世
界
に
お
け
る
自
由
と
民
主
主

義
の
盛
衰
に
重
要
な
か
か
わ
り
を
も
っ
(
日
)
」
と
い
う
S
・
P
-
ハ
ン
テ
ィ
ン

ト
ン
の
言
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
「
現
実
政
治
」

S
S
T

宮
-
5
5
遍
重
主
義
で
は
瀦
足
し
え
な
い
道
義
と
理
念
の
共
和
国
ア
メ
リ
カ
の

「
自
国
中
心
主
義
」
が
依
然
と
し
て
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
か

れ
ら
の
用
い
る
全
体
主
義
概
念
も
や
は
り
そ
う
し
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

呪
縛
か
ら
免
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
れ
に
た
い
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
オ
1
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
と
全

体
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
今
後
ま
す
ま
す
論
壇
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
い

だ
で
再
燃
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
は
す
で
に
、
一
九
七
六

年
に
祖
国
ソ
速
を
難
れ
た
の
ち
八

O
年
に
不
慮
の
自
動
車
事
故
死
を
遂
げ
た
歴

史
家
A
・
ア
マ
ル
リ
ク
の
『
ソ
速
は
一
九
八
四
年
ま
で
生
き
の
び
る
か
?
(
比
)
」

(
一
九
七

O
年
初
版
、
一
九
八

O
年
再
版
)
と
い
っ
た
刺
戟
約
な
タ
イ
ト
ル
の

著
作
が
先
鞭
を
つ
け
て
お
り
、

B
-
ク
リ
ッ
ク
の
新
著
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
l
ウ

ェ
ル
|
一
つ
の
生
涯
(
日
)
』
(
一
九
八
一
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
伝
記
な
ど

も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
の
『
コ
メ
ン
タ
リ
l
』
〈
一
九
八
三
年
五

。。



月
号
)
に
「
全
体
主
義
と
そ
の
虚
偽
(
国
)
」
と
い
う
刺
戟
的
な
表
題
の
論
文
を

寄
せ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
哲
学
者
L

・
コ
ラ
コ
ア
ス
キ
ー
は
、
一
九
六
八
年
K
ワ

ル
シ
ャ
ワ
を
離
れ
て
以
来
英
・
米
両
国
に
お
い
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ

の
か
れ
も
現
在
『
一
九
八
四
年
再
訪
』
と
題
す
る
新
著
を
準
備
中
と
い
わ
れ
、

乙
の
種
の
議
論
の
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
以
上
の
よ
う
な
動
き
は
、
筆
者
の
限
ら
れ
た
眼
に
映
っ
た
西
側
世

界
の
一
部
の
傾
向
を
・
と
ら
え
た
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
の
ア
メ
リ
カ
を
中

心
と
す
る
歴
史
学
、
社
会
科
学
の
主
要
な
潮
流
と
し
て
一
般
化
し
う
る
も
の
で

あ
る
か
と
う
か
を
結
論
つ
け
る
K
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
一
定
の
観
察
の
時
間
を

必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
乙
乙
で
確
認
し
て
お
き
た
い
乙
と
は
、
さ
き

の
E
-
A
・
メ
ン
ヅ
ェ
編
『
全
体
主
義
論
の
再
検
討
』
K
寄
稿
し
た
研
究
者
の

多
く
が
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
一
方
的
に
規
定
さ
れ
た
全
体
主
義
概
念
を
そ
の

不
遇
な
状
況
か
ら
学
問
的
に
救
出
す
る
自
的
を
も
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
全

体
主
義
、
権
威
主
義
的
政
権
の
人
権
抑
圧
と
ア
メ
リ
カ
外
交
の
対
応
を
論
じ
た

後
者
の

『
コ
メ
ン
タ
リ
l
』
誌
の
グ
ル
ー
プ
な
ど
は
、
や
は
り
今
日
の
国
際
環
境
、

世
界
政
治
の
情
勢
に
強
く
触
発
さ
れ
て
乙
の
問
題
花
対
応
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

同
時
代
史
は
、
政
治
と
学
問
の
あ
い
だ
K

一
一
線
を
画
す
乙
と
が
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
つ
ね
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
政
治
化
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
本
稿
で
主
と
し
て
論
じ
る
全
体
主
義
論
の
発
展
的
系
譜
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
歴
史
的
表
現
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

思
想
文
化
史
上
の
興
味
深
い
一
分
野
を
形
成
す
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
観
念
の
起
源
と
多
義
性

と
乙
ろ
で
、
そ
う
し
た
政
治
と
学
問
の
あ
い
だ
に
生
き
つ

P

つ
け
て
き
た
現
代

の
全
体
主
義
論
を
一再
検
討
し
て
い
く
作
業
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
遭
遇
す
る
一

つ
の
大
き
な
困
難
は
、
全
体
主
義
と
い
う
語
の
多
義
性
が
も
た
ら
す
概
念
上
の

混
乱
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
乙
の
語
が
「
全
体
主
義
的
」

(
g
g
z
gユ
包
)
と
い
う
二

O
世
紀
の

現
代
的
意
味
を
帯
び
て
は
じ
め
て
公
に
登
場
し
た
の
は
、
両
大
戦
間
期
の
イ
タ

リ
ア
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
は
一
九
二
五
年
六
月
二
二
日
の
ム

ツ
ソ
リ
l

ニ
の
演
説
に
あ
る
「
過
酷
な
全
体
主
義
的
意
志
」
と
い
う
表
現
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
の
ち
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
語
は

ム
Y

ソ
リ
l

ニ
自
身
の
造
語
で
は
な
く
、
当
時
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
論
家
と
し
て

か
れ
に
大
き
な
思
想
的
影
響
を
与
え
た
G
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
l

レ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
教
義
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
同
年
三
月
八
日
の
演
説
で
用
い
て
い
た
し
(
打
)
、

の
ち
に
は
フ
ァ
シ
ス
ト
政
党
が
追
求
し
た
政
府
の
形
態
と
い
う
意
味
で
も
使
用

さ
れ
て
い
た
。
一
方
ド
イ
ツ
で
は
、
諮
の
「
全
体
的
」

(
H
o
g
-
R
g
gご
忌
円
)

と
い
う
意
味
で
は
一
九
三

O
年
に

E
-
ユ
ン
ガ
ー
が
軍
事
的
な
「
全
体
動
員
」

の
形
で
は
じ
め
て
言
及
し
、
翌
=
二
年
K
は
ド
イ
ツ
国
家
社
会
主
義
の
理
論
家

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
「
全
体
主
義
的
国
家
」
と
い
う
表
現
で
そ
れ
を
用
い

て
い
た
ん
」
い
・
っ
。

乙
れ
K
た
い
し
て
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
陣
営
で
は
、
一
九
二
六
年
K
は
す
で
に
英

訳
の

Z
互
E
コ
告
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
、
一
九
二
八
年
の
英
国

『
ク
オ

ー
タ

リ
ー
-
レ
ヴ
ュ

l
』
誌
、
米
国

『
フ
ォ
l
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
l
ズ
』
誌
所
収
の

各
論
文
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
教
義
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
同
概
念
に
ふ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
二
月
二
日
の
ロ
ン
ド
ン

『
タ
イ
ム
ズ
』
が
自
由
世
界

の
「
議
会
政
府
」
と
は
対
照
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
語
を
用
い
、
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国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
と
共
産
主
義
ソ
連
の
両
者
に
あ
て
は
め
て
い
た
点
も
注

目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
『
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ピ
1
デ
ィ
ア
・
オ
プ
・
ザ
・
ソ
1
シ

ヤ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
ィ
I
ズ
』
(
一
九
三
四
年
版
)
は
、
全
体
主
義
の
語
を
当
.

時
の
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ソ
速
に
み
ら
れ
る
一
党
制
国
家
を
説
明
す
る
形
で

.
用
い
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
共
産
主
義
と
を
区
別
せ
ん
と
す
る
他
の
見
解
を
退
け
て

い
た
が
、
乙
う
し
て
同
概
念
は
当
時
の
政
治
的
状
況
を
直
接
的
に
反
映
し
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
化
す
る
に
い
た
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
用
語
上
の
混
乱
も
ま
す
ま

す
助
長
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
円
鳩
山
)
。

一
方
、
も
し
全
体
主
義
が
伝
統
的
な
専
制
政
治
の
一
形
態
と
み
な
さ
れ
る
な

ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
古
代
文
明
に
端
を
発
す
る
世
界
史
の
長
い
伝
統
の

な
か
で
展
開
さ
れ
た
政
治
的
抑
圧
の
諸
形
態
と
関
連
づ
け
て
議
論
す
る
乙
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
あ
る
歴
史
家
は
全
体
主
義
概
念
を
古
代
エ
ジ
プ
ト
、

イ
ン
ヵ
、
中
華
帝
国
を
は
じ
め
多
く
の
伝
統
的
支
配
に
あ
て
は
め
て
論
じ
た

し
(
印
)
、

F
・
ノ
イ
マ
ン
の
よ
う
に
(
初
)
、
紀
元
前
五
世
紀
の
ス
パ
ル
タ
や
紀

元
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
大
帝
の
集
権
政

治
が
機
能
し
た
西
ロ
1

7
帝
国
の
支
配
に
全
体
主
義
的
専
制
の
要
素
を
み
い
だ

し
た
も
の
も
い
る
。
ま
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
の
説
く
統
治

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
に
い
わ
せ
れ
ば
、
厳
格
な
階
層
分
化
、
国

家
と
支
配
階
級
の
運
命
共
同
体
的
同
一
性
、
支
配
階
級
に
よ
る
軍
隊
の
独
占
、

知
的
活
動
の
検
閲
と
宣
伝
、
国
家
の
自
己
充
足
性
を
指
向
す
る
全
体
主
義
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
(
幻
)
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
著
『
政
治
学
』
の
な

か
で
述
べ
た
専
制
者
の
衆
愚
政
治
の
手
法
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
支

配
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
さ
し
て
変
わ
り
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
(
忽
)
。
乙
う
し

て
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
H
グ
ノ
1
シ
ス
派
の
思
想
的
基
盤
、
シ
I
ザ
l
の

独
裁
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
神
権
政
治
、

7

キ
ャ
ヴ
ェ
リ
が
生
き
た
中
世
絶
対

君
主
の
世
界
ー
な
ど
、
両
大
戦
間
期
に
突
如
と
し
て
出
現
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
運
動
に
端
を
発
す
る
全
体
主
義
の
概
念
は
、
近
現
代
の
境
界
を
超
え
た
世
界

史
の
は
る
か
悠
久
の
か
な
た
へ
と
歴
史
家
の
関
心
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
(
泊
三

と
乙
ろ
で
、
そ
う
し
た
二

O
世
紀
以
前
の
世
界
史
の
な
か
に
今
日
の
全
体
主

義
的
独
裁
政
治
の
要
素
を
み
た
代
表
的
研
究
と
し
て
と
く
に
注
目
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、

K
-
A
・
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
1
.ケ
ル
の
重
要
な
著
作
『
東
洋

的
専
制
主
義
|
全
体
的
権
力
の
比
較
研
究

l
l
」
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の

「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
に
呼
応
す
る
「
水
力
社
会
。
包

g
r
s
z
g」

の
理
論
で
知
ら
れ
る
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
I
ゲ
ル
は
、
中
国
歴
代
王
朝
の
強
靭
な
る

皇
帝
権
力
の
源
泉
を
謹
概
、
洪
水
防
止
と
い
う
巨
大
な
労
働
力
の
動
員
を
必
要

と
す
る
公
共
事
業
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
社
会
的
組
織
の
管
理
能
力
と
の
関
係
の

な
か
に
求
め
、
水
を
支
配
す
る
東
洋
的
専
制
の
全
体
主
義
的
性
格
を
社
会
文
明

史
的
観
点
か
ら
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
い
わ
せ
れ
ば
、
東
洋
の
「
水
力

社
会
は
一
つ
の
純
粋
な
管
理
国
家
」
で
あ
り
、
そ
の
と
と
自
体
、
「
社
会
の
非

政
府
的
勢
力
が
政
治
機
構
に
対
抗
し
た
り
そ
れ
を
統
制
す
る
ほ
ど
に
強
力
な
独

立
体
に
結
品
す
る
と
と
を
妨
げ
る
」
と
い
う
「
重
要
な
社
会
的
意
味
」
を
も
っ

(
鈍
)
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
ヨ
l

口
事
パ
と
の
比
較
で
み
る
な
ら
ば
、

東
洋
的
専
制
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
白
1

7
さ
ら
に
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家

と
社
会
の
関
係
に
み
ら
れ
た
社
会
的
勢
力
の
独
自
の
発
展
機
会
を
封
じ
て
き
た

ζ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
強
靭
な
の
で
あ
っ
た
n話
三
し

か
も
東
洋
の
「
水
力
社
会
」
で
は
、
私
的
所
有
勢
力
が
い
く
つ
も
の
財
政
的
、

法
的
、
政
治
的
手
段
に
よ
っ
て
弱
体
な
も
の
に
と
ど
め
ら
れ

nmて
神
権
と
国

王
権
力
の
分
離
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
封
建
社
会
犯
み
ら
れ
た
重
要
な

-20一



要
素
を
経
験
す
る
と
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
ζ

で
は
宗
教
的
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
権
威
と
国
家
権
力
と
の
融
合
凸
訂
V

と
い
う
現
代
フ
7

シ
ズ
ム
、
全
体
主

義
に
共
通
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
と
ζ

で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
伝
統
的
社
会
に

み
ら
れ
る
専
制
的
要
素
と
ニ

O
世
紀
の
全
体
主
義
と
が
多
く
の
共
通
性
を
有
し

て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
共
通
性
も
L
く
は
類
似
性
を
示
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
聞
に
は
逆
に
重
要
な
異
質
性
が
存
在

す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
近
代
社
会
の
国
家
と
社
会
の
関
係
が

生
み
出
す
支
配
の
正
当
性
は
、
支
配
者
の
伝
統
的
権
威
が
社
会
の
な
か
に
徐
々

に
浸
透
す
る
と
と
に
よ
っ
て
大
衆
の
支
持
、
服
従
が
え
ら
れ
る
と
い
う
前
近
代

的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
と
に
は
近
代
以
降
の
大
衆
民
主
主
義
が
示

す
よ
う
な
、
し
ば
し
ば
熱
狂
的
で
自
発
的
な
大
衆
の
側
か
ら
の
支
持
を
広
乏
な

大
衆
動
員
に
よ
っ
て
克
ち
と
る
と
い
う
新
し
い
意
味
で
の
正
当
性
は
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
現
代
の
全
体
主
義
体
制
は
伝
統
社
会
に
お
け
る
全
体
主
義
的
要

素
と
は
一
応
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
様
の
乙
と
は
、
全
体
主
義
の
思

想
的
系
譜
を
た
ど
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
メ
シ
ア
的
な
「
全
体
主

義
型
民
主
主
義
」
と
呼
ん
で
リ
ベ
ラ
ル
社
会
の
「
自
由
主
義
型
民
主
主
義
」
と

対
比
さ
せ
、
両
者
に
共
通
の
思
想
的
基
盤
を
与
え
た
一
八
世
紀
西
洋
啓
蒙
主
義

と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
現
代
全
体
主
義
の
起
源
を
み
た
J
・
L
・
タ
ー
ル
マ
ン
の

研
究
は
(
お
て
そ
う
し
た
近
代
以
降
の
大
衆
民
主
主
義
の
新
し
さ
を
強
調
す
る

点
で
も
注
目
す
べ
き
労
作
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
同
書
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
一
時
期
を
画
し
た
ジ
ャ
コ
パ
ン
党
の
独
裁
が
、
ル
ソ
1
の

ご

般

意
志
」
概
念
な
ど
に
導
か
れ
た
近
代
の
「
革
命
の
世
紀
」
の
先
駆
け
で
あ
っ
た

点
を
鋭
く
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
一
八
世
紀
西
洋
の
啓
蒙
思
想
に
流
れ
る
自
然

主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
、
さ
ら
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
恐
怖
政
治
が
あ
み
だ
し

た
特
殊
な
テ
ロ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
、
現
代
全
体
主
義
の
野
蛮
な
側
面
を
先
取
り

し
て
い
た
点
を
た
し
か
に
描
い
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

L
・
シ
ャ
ピ
ロ
が
試
み
た
よ
う
に
窃
)
、
現
代
全
体
主
義
思
想
の
起

源
と
形
成
を
さ
ぐ
る
に
あ
た
っ
て
「
類
似
性
」
(
田
町
内
山

a
q
)
と
「
影
響
」

(日ロコロ

2
2
)
と
い
う
分
析
上
の
二
つ
の
指
標
を
設
定
し
、
た
と
え
ば
ム
ッ

ソ
リ
l

ニ
と
ヒ
ト
ラ
ー
に
与
え
た
ニ
1
チ
ミ
ム
ッ
ソ
リ
I
ニ
に
与
え
た
ソ
レ

ル
と
パ
レ
1
ト
、
ム
ッ
ソ
リ
1
ニ
と
ス
タ
ー
リ
ン
に
与
え
た
7

キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
思
想

の
直
接
的
な
「
影
響
」
を
、
カ
ル
ヴ
ィ
ン
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ル
ソ
1
、
へ
1
ゲ
ル
、

マ
ル
ク
ス
ら
の
壮
大
な
思
想
体
系
が
含
む
と
さ
れ
る
「
全
体
主
義
概
念
」
と
の

「
類
似
性
」
を
区
別
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
国
家
社
会
主
義
の

理
論
家
G
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
l

レ
と

c
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
が
与
え
た
ム
ッ
ソ

リ
1

ニ
や
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
「
影
響
」
な
ど
を
区
別
す
る
乙
と
も
や
は
り
重
要
な

筆
集
だ
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
で
、
あ
る
歴
史
家
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
ピ
ス
マ

ル
ク
が
政
治
の
世
界
か
ら
姿
を
消
し
た
一
八
九

O
年
を
「
現
代
史
」

(
8ロ
吉
国
1

宮
g
q
F
Z
g
q
)
と
「
近
代
史
」
(
自

o
e
g
z
z
s
q〉
の
分
岐
点
と
し
、

世
界
史
の
な
か
に
占
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
位
置
の
変
化
、
米
ソ
両
超
大
国
の
登

場
、
英
仏
蘭
な
ど
の
旧
帝
国
主
義
列
強
の
崩
犠
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の

拾
頭
、
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
戦
略
兵
器
革
命

l
t
な

ど
を
す
ぐ
れ
て
「
現
代
」
的
要
索
だ
と
強
調
す
る
見
解
(
鈎
)
が
存
在
す
る
点
を

想
起
し
て
み
る
乙
と
も
と
れ
ま
た
重
要
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ

-21ー



れ
ば
、
一
九
世
紀
文
明
は
勢
力
均
衡
一
体
系
、
国
際
金
本
位
制
、
自
己
調
護
市
場
、

自
由
主
義
的
国
家
と
い
う
四
つ
の
制
度
の
崩
壊
と
と
も
に
終
わ
り
を
告
げ
た

(
幻
)
と
い
わ
れ
る
が
、
た
し
か
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
急
速
な
発
展
を
背
景
と
し
て
闘
わ
れ
た
「
総
力
戦
」
と
し
て
の
第
一
次

-
世
界
大
戦
は
、
現
代
の
全
体
主
義
的
社
会
構
造
を
生
み
出
す
画
期
だ
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
ニ

O
世
紀
の
全
体
主
義
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
構
造
の
巨
大

な
変
化
を
背
景
と
し
て
国
家
と
社
会
(
も
し
く
は
公
的
領
域
と
私
的
領
域
)
の

二
元
対
立
の
緊
張
関
係
が
大
き
く
崩
れ
、
「
社
会
的
な
る
も
の
」
の
絶
対
化
と

い
う
き
わ
め
て
現
代
的
な
観
念
の
侵
蝕
に
よ
っ
て
融
解
し
て
い
く
状
況
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
国
家
を
含
め
た
す
べ
て
の
も
の
の
「
社

会
化
」
が
進
展
す
る
一
方
で
逆
に
個
人
の
社
会
生
活
の
す
み
ず
み
に
ま
で
国
家

権
力
が
侵
入
し
て
く
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
恐
る
べ
き
極
限
状
態
を
も
暗
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
ニ

O
世
紀
的
現
象
と
し
て
の
全
体
主
議

と
乙
ろ
で
一
九
世
紀
文
明
の
崩
壊
と
と
も
に
突
如
と
し
て
出
現
し
た
新
奇
な

運
動
と
し
て
の
全
体
主
義
は
、
両
大
戦
期
間
の
知
識
人
を
は
じ
め
多
く
の
論
者

の
眼
を
た
し
か
に
と
ら
え
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
手
に
す
る
と
と
ろ
の

重
要
な
著
作
に
生
き
た
材
料
を
提
供
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
現
代
独
裁
体
制
の
比
絞
論
的
視
点
か
ら
両
大
戦
周
期
の
フ
7

シ

ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
は
じ
め
て
「
全
体
主
義
」
と
い
う
諮
を
あ
て
た
ハ
ン

ス
・
コ
ー
ン
に
と
っ
て
、
全
体
主
義
は
第
一
次
大
戦
を
契
機
と
す
る
ヨ
l

ロッ

パ
の
モ
ラ
ル
の
危
機
に
乗
じ
て
成
長
し
た
世
界
史
的
規
模
の
新
奇
で
非
合
理
的

な
現
象
で
あ
り
、
戦
前
の
帝
国
主
義
と
は
根
本
的
に
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た

ay
一方、

E
・レ
1
デ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
全
体
主
義
た
る
独
裁
体
制

は
「
大
衆
が
運
動
の
実
質
を
形
成
し
、
そ
の
過
程
の
な
か
で
制
度
化
さ
れ
」
、

そ
れ
に
よ
っ
て
独
裁
者
を
権
力
に
つ
叫
り
る
と
い
う
「
破
壊
的
大
衆
運
動
」
が
造

り
出
す
史
上
ま
れ
な
る
「
大
衆
国
家
(
犯
と
で
あ
り
、
逆
に

S
・
ノ
イ
マ
ン
に

と
っ
て
そ
れ
は
、
指
導
者
の
側
か
ら
の
大
衆
国
家
の
創
出
で
あ
り
、
「
全
体
主

義
の
第
一
の
目
標
は
、
『
革
命
』
の
恒
久
化
、
『
制
度
化
(
恕
』
」
な
の
で
あ

っ
た
。ま

た
、

F
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
全
体
主
義
の
本
質
を
「
国
家
と
社
会
の
あ
い
だ

の
境
界
線
の
破
壊
で
あ
り
、
独
占
的
政
党
と
い
う
装
置
に
よ
る
社
会
の
全
体
的

政
治
化
(
お
)
」
の
過
程
に
み
い
だ
し
た
が
、
第
一
次
大
戦
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
階
級
構
造
と
国
民
国
家
の
崩
壊
と
い
う
世
界
史
的
秩
序

の
変
動
の
な
か
に
全
体
主
義
の
起
源
を
た
ど
っ
た
ハ
ナ
・
ア
レ
ン
ト
(
お
)
は
、

と
り
わ
け
人
間
同
士
の
空
間
を
破
壊
す
る
残
虐
な
テ
ロ
と
人
種
的
抑
圧
に
二

O

世
紀
的
全
体
主
義
の
新
奇
な
本
質
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、

K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
釘
)
は
、
鉄
道
、
電
話
、
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
マ
ス

.
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
急
述
な
発
達
と
か
れ
の
い
う
「
大
衆
の
基
本

的
民
主
化
」
乙
そ
、
現
代
の
全
体
主
義
的
支
配
を
伝
統
的
専
制
主
義
と
区
別
す

る
決
定
的
要
素
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、

c
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
と
Z

-
K
・
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
「
全
体
主
義
的
専
制
が
歴
史
的
に
革
新
的
で
特
殊

な
も
の
」
で
あ
り
、
「
二
O
世
紀
産
業
社
会
に
た
い
す
る
専
制
的
適
応
〈
お
)
」

な
ら
び
に
現
代
の
政
治
的
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
条
件
の
も
と
で
の
「
新
し
い
人
聞
・

の
創
造
(
鈎
ど
で
晶
君
と
し
た
が
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
も
や
は
り
、
総
力
戦
と
し



て
の
第
一
次
大
戦
が
も
た
ら
し
た
国
家
と
社
会
の
「
全
体
的
性
格
」
が
問
題
の

核
心
な
の
で
あ
っ
た
(
川
町
三

乙
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
二

O
世
紀
的
現
象
と
し
て
の
全
体
主
義
概
念
は
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
急
速
な
発
展
の
な
か

で
闘
わ
れ
た
第
一
次
世
界
大
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
を
経
た
ソ
連
邦
の
成
立
、
新
し

い
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ワ
ー
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
拾
頭
'
ー
と
い
う
一
連
の
出

来
事
に
よ
っ
て
、
世
界
史
の
舞
台
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
か
ら
地
球
的
規

模
へ
と
拡
大
す
る
き
わ
め
て
今
目
的
状
況
を
共
通
の
前
提
と
し
て
い
る
乙
と
が

理
解
さ
れ
よ
う
。
だ
が
、
以
上
の
議
論
は
同
時
に
全
体
主
義
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ

の
論
者
に
と
っ
て
現
実
に
い
か
な
る
具
体
的
現
象
を
さ
す
か
に
つ
い
て
、
驚
く

べ
き
多
様
性
と
混
乱
を
苧
ん
で
い
る
点
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

現
代
の
全
体
主
義
論
の
展
開
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
と
さ
れ
る

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
と
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
こ

O
世
紀
的
現

象
と
し
て
の
全
体
主
義
を
現
代
的
独
裁
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な
し
、
そ
の
基

本
的
特
徴
す
な
わ
ち
相
互
に
関
連
し
合
う
い
く
つ
か
の
症
候
群
(
帥
】
B
a
g自
己

を
提
示
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
全
体
主
義
論
の
体
系
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

と
乙
ろ
で
、
ナ
チ
ス
拾
頭
前
の
一
九
二
二
年
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
い
た

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
は
、
す
で
に
三

0
年
代
末
に
は
同
書
の
草
稿
を
ほ
ぼ
完
成
し

て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
〔
似
て
か
れ
の
有
名
な
全
体
主
義
的
独
裁
症
候
群
の
指

摘
は
、
一
九
五
三
年
に
聞
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
芸
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
全
体
主

義
に
か
ん
す
る
会
議
に
よ
せ
た
論
文
の
な
か
で
五
つ
の
特
徴

l
H一
つ
の
公

式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
同
単
一
の
大
衆
政
党
、
国
技
術
的
兵
器
使
用
の
独
占
、
回

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
ほ
ぼ
完
全
な
独
占
、
回
警
察
テ
ロ
の
統

制
体
制
!
と
し
て
表
わ
れ
て
い
た

2
1
つ
い
で
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
と
の
共

著
で
は
、
そ
れ
に
い
ま
一
つ
の
要
素
が
加
わ
っ
て
六
つ
の
特
徴
|

l

H

一
つ
の

入
念
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
同
「
独
裁
者
」
ま
た
は
少
数
者
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

単
一
の
大
衆
政
党
、
目
覚
と
秘
密
響
察
の
統
制
す
る
物
理
的
、
心
理
的
テ
ロ
体

制
、
回
す
べ
て
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
ほ
ぼ
完
全
な
技
術
的

独
占
管
理
、
回
す
べ
て
の
兵
器
使
用
の
ほ
ぼ
完
全
な
技
術
的
独
占
管
理
、
同
官

僚
に
よ
る
経
済
統
制
|
が
指
摘
さ
れ
(
必
)
、
最
終
的
に
は
一
九
六
九
年
の
論

文
で
|
付
一
つ
の
全
体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
同
秘
密
警
察
に
よ
っ
て
強
化
怠

れ
た
一
つ
の
政
党
、
回
産
業
社
会
に
お
け
る
マ
ス
・
コ
ミ
、
兵
器
、
経
済
組
織

の
三
つ
の
形
態
の
人
的
抗
争
の
独
占
管
理
|
へ
と
修
正
さ
れ
る
に
い
た
っ

た

(
U
1
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
に
よ
る
乙
れ
ら
の
修
正
は
同
理
論
に
た
い
す
る
多

く
の
批
判
に
応
え
る
形
で
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
乙
乙
で
注
目
に
値

す
る
の
は
、
か
れ
の
モ
デ
ル
の
原
型
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
産
業
社
会

論
の
発
展
的
影
響
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
組
織
と
官
僚
制
の
時
代
と
し
て
の

現
代
社
会
が
展
開
す
る
歴
史
的
状
況
は
、
冷
戦
の
雪
解
け
と
と
も
に
多
く
の
論

者
に
よ
っ
だ
認
識
さ
れ
る
に
い
た
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
に
代

表
さ
れ
る
全
体
主
義
論
の
そ
の
後
の
帰
結
に
も
深
刻
な
鳴
り
を
お
と
さ
ざ
る
を
.

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
全
体
主
義
論
は
、
そ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
共
通
性

を
強
調
し
た
乙
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
殊
な
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
フ

7

シ
ズ
ム
の
位
置
づ
け
と
い
う
重
要
な
作
業
か
ら
ま
す
ま
す
遠
の
く
乙
と
と
な

り
、
他
方
、
比
較
共
産
主
義
論
の
分
野
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
以
後
の
ソ
速

を
は
じ
め
社
会
主
義
各
国
の
新
し
い
政
治
的
多
元
化
の
動
き
に
た
い
し
て
新
た

な
理
論
的
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
乙
の
点
に
か
ん
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
は
、

。。。4



ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
と
の
共
著
の
初
版
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
フ
ァ
シ
ス

ト
は
「
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
「
完
全
に
同

じ
で
も
な
く
」
「
全
く
異
な
る
わ
け
で
も
な
い
」
乙
と
を
意
味
す
る
と
述
べ
て

お
り
(
必
て
さ
ら
に
再
版
で
は
さ
き
の
引
用
の
前
半
部
分
に
た
い
し
て
「
組
織

と
過
程
の
観
点
に
お
い
て

1
l
す
な
わ
ち
支
配
の
構
造
、
制
度
、
過
程
|
の

観
点
に
お
い
て
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
(
必
)
」
と
加
筆
す
る
と
い
う
、
か
れ
な

り
の
慎
重
な
配
慮
を
ほ
ど
こ
し
て
い
た
。
だ
が
、
か
れ
は
、
の
ち
に
挟
を
分
か

っ
た
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
が
、
全
体
主
義
は
、
近
代
以
前
の
専
制
政
治
も
含
む

「
独
裁
政
治
一
般
の
範
鳴
に
入
る
一
つ
の
新
し
い
形
の
政
府
と
考
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
:
:
:
技
術
的
に
発
展
し
た
政
治
権
力
手
段
が
、
指
導
部
に
よ
っ

て
宣
告
さ
れ
た
一
定
の
怒
意
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
仮
定
の
基
礎
の
う
え
に
、

人
閣
の
規
制
を
含
む
全
体
的
社
会
革
命
を
実
現
す
る
目
的
で
、
エ
リ
ー
ト
運
動

の
中
央
集
権
的
指
導
部
に
よ
っ
て
強
制
的
に
支
配
さ
れ
る
体
制
で
あ
る
(
幻
ご

と
す
る
個
性
記
述
的
定
義
に
移
行
し
、
の
ち
に
は
全
体
主
義
概
念
を
放
棄
す
る

乙
と
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
以
後
の
ソ
連
社
会
の
政
治
的
多
元
化
、
制
度
化
を

語
り
は
じ
め
た
点
を
批
判
的
に
と
ら
え
、
同
概
念
の
基
本
的
有
効
性
を
ひ
き
つ

づ
き
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
う
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
の
研
究
は
、
比
較
フ
7

シ
ズ
ム
論
の
分
野
で
は

E
・
ノ
ル
テ
(
必
)
、

E
・ウェ
1
パ
l
(
必
)
、
比
較
共
産
主
義
論
の
分
野
で
は
R
・

タ
ッ
カ
l
(
叩)、

J
・
カ
ウ
ツ
キ
l
(
日
)
ら
の
仕
事
に
よ
っ
て
の
り
乙
え
ら
れ

る
運
命
に
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
フ
リ
ー
ド
リ

ツ
ク
以
後
の
研
究
は
、
と
り
わ
け
比
較
共
産
主
義
論
の
タ
ッ
カ
l
、
カ
ウ
ツ
キ

ー
の
場
合
に
顕
著
な
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
の
全
体
主
義
論
を
継
承
、
修

正
し
つ
つ
全
体
主
義
概
念
の
有
効
性
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

も
研
究
上
の
断
絶
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
点
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
タ
ッ
カ
l
は、

H
革
命
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
口
活
発
で
組
織
的

な
大
衆
運
動
、
回
戦
闘
的
で
集
中
化
さ
れ
た
前
衛
政
党
|
と
い
う
三
要
素
を

か
れ
の
い
う
コ
党
制
下
の
大
衆
運
動
政
権
」
(
略
し
て
「
運
動
政
権
」

H

g
g冊
目
巾
昆
I
門
司
曲
一
円
百
四
回
)
の
碁
本
的
特
徴
と
し
、
そ
の
純
粋
型
を

H
共
産
主
義

の
一
党
政
権
、
同
フ
ァ
シ
ス
ト
の
一
党
政
権
、
回
民
族
主
義
の
一
党
政
権
ー

に
み
い
だ
し
、
そ
う
し
た
権
威
主
義
的
政
権
の
そ
れ
ぞ
れ
の
極
限
状
況
と
し
て

全
体
主
義
が
現
わ
れ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
(
臼
)
。
一
方
、
近
代
化
と
工
業

化
の
問
題
を
分
析
の
軸
に
す
え
る
カ
ウ
ツ
キ
l
は
、
旧
来
の
全
体
主
義
概
念
の

暖
昧
さ
を
批
判
し
つ
つ
、
「
工
業
化
乙
そ
が
全
体
主
義
に
必
要
な
技
術
的
道
具

|
主
と
し
て
近
代
的
武
器
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
ー
を
創

り
出
す
(
臼
)
」
と
し
、
全
体
主
義
的
政
治
の
具
体
的
現
象
は
「
専
制
者
の
全
体

主
義
」
と
「
知
識
人
の
全
体
主
義
」
の
二
つ
の
類
型
(
臼
)
に
現
わ
れ
る
と
し
た

の
で
あ
る
。

a
u
z
 

n
d
 

そ
し
て
と
れ
ら
の
研
究
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
全
体
主
義
概
念

の
有
効
性
を
再
確
認
す
る
新
し
い
動
き
へ
と
道
を
拓
く
乙
と
に
な
る
の
だ
が
、

興
味
深
い
こ
と
に
そ
う
し
た
傾
向
は
、
比
較
共
産
主
義
論
の
分
野
に
限
ら
ず
比

較
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
の
分
野
に
も
波
及
し
、
か
つ
て
全
体
主
義
論
を
の
り
乙
え
る

形
で
登
場
し
た
ノ
ル
テ
に
よ
っ
て
も
首
肯
さ
れ
る
と
乙
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(日)。
四
、
全
体
主
義
論
批
判
の
再
吟
味

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
が
示
す
よ
う
に
、

一
九
四

0
年
代
か
ら
五

O
年



代
に
か
け
て
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
全
体
主
義
論
は
、

そ
の
後
多
く
の
批
判
と
修
正
を
受
け
た
の
ち
、
七

0
年
代
以
降
新
た
に
再
吟
味

の
試
み
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
う
し
た
全
体
主
義
論
再
評
価
の
動
き
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
向
概
念
を
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
混
同
か
ら
救
い
出

し
、
現
代
史
上
の
普
遍
約
概
念

2
2
2山口

noロ
nsc
と
し
て
擁
護
せ
ん
と

す
る
学
閥
的
意
図
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
つ

ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
試
み
の
な
か
に
も
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題

点
を
み
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
と
乙
で
、
そ
れ
ら
の
批
判
と
反
批
判
の
展
開

を
逐
次
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
全
体
主
義
論
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
痛
烈
な
批
判
の
一
つ

は
、
す
で
に
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
同
理
論
が
一
九
三

0

年
代
、
四

0
年
代
の
危
機
的
状
況
さ
ら
に
は
五

0
年
代
の
冷
戦
絶
頂
期
の
東
西

対
決
と
い
う
歴
史
的
状
況
に
対
応
す
べ
く
形
成
さ
れ
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
一
環
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

H
・
ス
ピ
ロ
と
B
・

バ

1
パ
1
は
、
一
九
六
七
年
に
シ
カ
ゴ
で
聞
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
の
年

次
大
会
に
提
出
し
た
ペ
ー
パ
ー
{
団
)
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
を
同
一
視
す
る
全
体
主
義
論
が
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
世
界
の
反
フ

ァ
シ
ズ
ム
闘
争
か
ら
反
共
十
字
軍
へ
の
転
換
を
可
能
と
す
る
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
産
物
で
あ
っ
た
点
を
と
く
に
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、

L
-
K
・
ア
ド
ラ
!

と
T
・
G
・
パ
タ
l
ソ
ン
に
い
わ
せ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
の
脳
裏
に
や
き
つ
い

た
「
赤
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
白
山
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

s
・
ヒ
ュ
ー
ズ
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
か

つ
て
の
連
合
国
の
一
固
に
た
い
す
る
冷
戦
を
か
つ
て
の
敵
国
に
た
い
し
て
き
わ

め
て
効
果
的
で
あ
っ
た
と
と
が
明
ら
か
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
正
当
化
し
う
る
(
鴎
ど

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

R
・
プ
ロ
ウ
ズ

(
回
)
は
、
冷
戦
に
雪
解
け
が
訪
れ
た
状
況
の
も
と
で
の
同
理
論
の
時
代
遅
れ
を

痛
烈
に
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、

J
・
A
-
グ
レ
ガ
ー
の
よ
う
な
、
全
体
主
義
論
の
擁
護
者
に
い
わ
せ

れ
ば
(
印
)
、
社
会
科
学
的
概
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
全
体
主
義
概
念
に
限
っ

た
乙
と
で
は
な
く
、
「
階
級
」
、
「
民
主
主
義
」
、
「
革
命
性
」
な
ど
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
概
念
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
理
由
の
み
で
は
概
念
自

体
を
放
棄
す
べ
き
正
当
な
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、

J
-
J
・
リ
ン
ズ

や
M
・
カ
l
テ
ィ
ス
に
い
わ
せ
れ
ば
、
全
体
主
義
概
念
は
冷
戦
の
起
源
の
は
る

か
以
前
か
ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
そ
れ
は
非
自
由
世
界
の
人
び

と
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
は
、
社
会

科
学
上
の
他
の
用
語
を
続
け
て
用
い
な
が
ら
全
体
主
義
概
念
の
み
を
一
方
的
に

追
放
し
よ
う
と
す
る
批
判
者
側
の
立
場
乙
そ
逆
に
奇
妙
な
も
の
で
あ
り
、
受
け

入
れ
が
た
い
も
の
だ
と
反
論
す
る
の
で
あ
る
(
創
〉
。

乙
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
全
体
主
義
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
ん
す
る
議

論
は
、
社
会
科
学
上
の
ほ
と
ん
ど
の
概
念
が
そ
う
し
た
運
命
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
と
い
う
点
に
加
え
、
論
者
自
身
が
し
ば
し
ば
自
己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
虜
と

な
り
や
す
い
た
め
に
容
易
に
結
着
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
冒
頭
述
べ

た
よ
う
に
、
今
日
の
全
体
主
義
論
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
呪
縛
か
ら
解
放
せ
ん

と
す
る
研
究
者
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権
問
題
と
の
関
連
な
ど
か
ら
再

び
政
治
化
す
る
傾
向
さ
え
み
せ
て
お
り
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
問
時
代
史
的
状

況
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
全
体
主
義
論
に
む
け
ら
れ
た
い
ま
一
つ
の
重
要
な
批
判
は
、
同
概

念
の
定
義
の
唆
昧
さ
と
概
念
適
用
上
の
混
乱
の
問
題
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で

-25-



あ
っ
九
事
玄
の
主
要
な
全
体
主
義
論
者
の
諸
定
義
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
B
-

R
・パ

l
パ
ー
は
、
従
来
の
論
者
が
、
全
体
主
義
概
念
を
政
治
体
制
の
み
な
ら

ず
運
動
、
政
党
、
指
導
者
、
政
治
過
程
、
政
治
思
想
な
ど
に
無
制
限
に
あ
て
は

め
て
定
義
し
、
そ
の
概
念
が
表
現
す
べ
き
具
体
的
対
象
も
ソ
連
、
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
か
ら
帝
制
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ロ
!
?
、
ギ

リ
シ
ャ
、
中
国
の
伝
統
的
支
配
の
諸
形
態
、
共
産
中
園
、
一
九
六

0
年
代
と
一

八
四

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
、
明
治
日
本
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
の

諸
形
態
に
い
た
る
ま
で
さ
ま
さ
ま
で
あ
っ
て
、
学
問
的
統
一
性
を
全
く
欠
い
て
い

る
点
を
混
乱
の
極
致
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
た
(
昭
三
か
れ
は
ま
た
、
過
去
の

論
者
に
み
ら
れ
る
概
念
使
用
上
の
パ
タ
ー
ン
を
「
現
象
学
的
定
義
」

Qvgl

o
g
s
o
-
z
w包
含

2
a
z
o己
と
「
個
性
記
述
的
定
義
」

(
2帥
冊
目
立
回

Z
巳

島
市
町
伊
豆
神
宮
ロ
)
と
に
二
分
し
、

J
・
カ
ウ
ツ
キ
l
、
K
・
ド
イ
ツ
チ
品
、

c
・

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
ら
を
前
者
、

H
-
ア
レ
ン
ト
、

A
・
ハ
イ
エ
夕
、

K
-
ポ
パ

I
、

s
・
ノ
イ
マ
ン
、

J
・
タ
1
ル
マ
ン
、

z
・
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
ら
を
後
者

に
分
類
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
手
法
と
も
現
実
と
概
念
の
不
一
致
を
き
た
し
、

概
念
そ
れ
自
体
に
ひ
そ
む
意
味
論
的
欠
陥
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
点
を
指
摘
し
て

い
た
(
臼
)
。

だ
が
、
概
念
の
多
義
性
、
暖
昧
さ
に
か
ん
す
る
パ

I
パ
l
の
批
判
は
、

J
-

J
・
リ
ン
ズ
に
い
わ
せ
れ
ば
そ
れ
自
身
あ
ま
り
に
細
か
い
「
学
者
ぶ
っ
た
」
議

論
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
多
様
な
側
面
を
も
っ
全
体
主
義
的
現
象
の
よ

り
精
織
な
概
念
化
乙
そ
研
究
者
の
急
務
で
あ
っ
て
、
概
念
放
棄
の
必
要
は
毛
頭

な
い
と
反
駁
さ
れ
る
(
倒
)
。
ま
た
、

M
-
ク
ラ
ン
ス
ト
ン
は
、
パ

l
パ
l
の
批

判
が
過
去
の
全
体
主
義
論
者
の
言
説
の
一
部
を
抜
き
と
り
、
そ
れ
ら
が
全
体
主

義
的
政
権
の
諸
特
徴
の
た
ん
な
る
記
述
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の

く
だ
し
た
全
体
主
義
の
定
義
だ
と
一
方
的
に
き
め
つ
け
る
方
法
上
の
誤
り
を
お

か
し
て
い
る
点
に
反
論
を
く
わ
え
て
い
る
(
筋
三
全
体
主
義
概
念
の
多
義
性
と

そ
の
混
乱
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
乙
れ
ま
た
双
方
の
主
張
に
そ
れ
な
り
の
十
分
な

板
拠
が
存
在
す
る
だ
け
に
容
易
に
和
解
す
べ
く
も
な
い
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
に

求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
厳
格
な
定
義
か
概
念
の
放
棄
か
と
い
う
二
者
択
一
で
は

な
く
、
む
し
ろ
定
義
に
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
と
包
括
性
を
も
っ
た
概
念
を
保
持

し
、
そ
れ
を
引
照
基
準
と
し
て
現
実
の
世
界
を
論
ず
る
と
と
ろ
の
、
実
証
と
理

論
化
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

乙
れ
に
た
い
し
て
、
今
日
の
全
体
主
義
概
念
が
歴
史
上
の
具
体
的
現
象
に
十

分
あ
て
は
ま
ら
ず
、
と
り
わ
け
実
証
主
義
的
研
究
者
が
用
い
る
レ
ベ
ル
で
の
有

効
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
え
て
い
な
い
と
い
う
い
ま
一
つ
の
批
判
は
た
し
か
に
的

を
射
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
主
義
概
念
の
擁
護
論
者
も
ひ
と
し
く
認
め
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
(
町
三

ζ

の
問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
分
析
レ
ベ
ル

2
2巴
O
司

自

由

】

3
Z
)
を
高
度
に
抽
象
的
な
次
元
か
ら
ど
の
程
度
具
体
的
な

次
元
に
ま
で
さ
ザ
つ
る
か
と
い
う
、
理
論
と
実
証
の
緊
張
関
係
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
と
乙
で
、
そ
う
し
た
問
題
に
た
い
す
る
↓
つ
の
対

応
策
と
し
て
、

R
・
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
〈
釘
)
ら
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ

う
に
、
ウ
ェ

I
パ
l
流
の
理
念
型
(
曲
ロ

E
Z
=
3
m
)
が
歴
史
的
事
象
の
一
般

化
(
曲
目
ロ
m
g
Z
N
E
Zロ
)
と
異
な
り
、
分
析
上
の
引
照
基
準
と
し
て
重
要
な
役

割
を
は
た
す
点
を
想
起
し
て
み
て
も
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
全
体
主
義

概
念
も
、
従
来
の
よ
う
な
学
説
史
上
の
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
分
析
上
の
王
最

(
g
g曲目三時
n
g
o
-
)
に
限
定
し
て
用
い
る
乙
と
に
よ
っ

て
そ
の
有
効
性
が
再
評
価
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
と
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
全
体
主
議
症
候

-26ー



群
の
指
摘
は
、
グ
レ
ガ
ー
も
い
う
よ
う
に
(
伺
〉
、
全
体
主
義
論
の
理
論
化
に
必
要

な
ル
1
ス
で
標
準
的
な
定
義
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
~
理
論
化
の
作
業
が
い
ま
だ

未
熟
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
今
日
の
状
況
の
も
と
で
は
と
く
に
有
益
で
あ

っ
た
と
評
価
し
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、

A
-
グ
ロ
ス
が
指
摘
し

た
よ
う
に
n
印
て
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
が
自
己
の
研
究
を
「
記
述
的
理
論
」
(
島

g
t

n

ユヨ言。

s
g弓
)
の
構
築
と
呼
ん
で
モ
デ
ル
の
予
測
可
能
性
を
示
唆
し
た

の
は
、
多
く
の
論
者
か
ら
批
判
を
浴
び
た
最
大
の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち

M
・
カ
I
-ア
イ
ス
に
い
わ
せ
れ
ば
ハ
初
て
全
体
主
義
論
は
そ
う
し
た
予

測
を
可
能
と
す
る
理
論
化
の
段
階
に
は
ま
だ
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
今
後
の
方
法
的
課
題
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
ら
が
示
し
た
引
照
基
準
を
も
と

に
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
共
産
主
義
の
類
似
性
と
異
質
性
の
現
実
に
ど
の
程
麿
迫
り
う

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
今
日
の
全
体
主
義
論
が
、
従
来
ほ
ど
野
心
的
で
は
な
く
き
わ
め
て

限
定
さ
れ
た
形
で
再
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
乙
の
概
念
が
そ

も
そ
も
全
体
主
義
と
民
主
主
義
の
相
違
を
強
調
す
る
形
で
成
長
し
て
き
た
が
ゆ

え
に
と
り
わ
け
非
民
主
主
義
的
政
治
体
制
内
部
の
諸
状
況
を
動
態
的
に
把
握
す

る
の
に
適
さ
な
い
と
い
う
R
・
プ
ロ
ウ
ズ
の
古
く
か
ら
の
批
判
は

(nて
今

日

の
時
点
で
も
や
は
り
慎
重
な
吟
味
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
速
を
全
体
主
義
の
三
つ

の
純
粋
範
型
に
近
い
も
の
と
設
定
し
た
う
え
で
、
な
お
か
つ
指
摘
し
う
る
三
者

内
部
の
相
違
が
他
の
政
治
形
態
と
の
相
違
よ
り
も
大
き
い
と
す
る
な
ら
ば
、
同

概
念
の
存
在
意
義
は
や
は
り
薄
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
ソ
連
一
国
に
視
点

を
阪
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
と
そ
の
後
の
政
治
的
変
花
が

も
た
ら
し
た
状
況
と
の
相
違
が
全
体
主
義
概
念
の
枠
組
を
越
え
る
ほ
ど
に
大
き

い
と
す
る
な
ら
ば
、
同
概
念
は
や
は
り
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り

わ
け
後
者
の
一
全
体
主
義
政
権
の
内
部
に
お
け
る
動
態
的
変
化
を
検
証
す
る
作

業
は
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
が
短
命
に
終
わ
っ
た
だ
け
に
、

ソ
連
、
中
国
、
東
欧
諸
国
の
発
展
段
階
を
注
意
深
く
比
較
し
な
が
ら
す
す
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
ζ

で
は
や
は
り
、
リ
ン
ズ
も
い
う
よ
う
に
、
全
体
主

義
の
純
粋
型
か
ら
移
行
し
た
権
威
主
義
的
体
制
を
識
別
し
う
る
全
体
主
義
の
サ

プ
・
タ
イ
プ
の
類
型
化
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
信
三
そ
し
て
さ
ら
に
そ
と

で
は
、
サ
ル
ト
リ
が
指
指
し
た
よ
う
に
(
拘
〉
、
分
析
レ
ベ
ル
を
高
度
の
抽
象
的

次
元
か
ら
中
範
囲
の
理
論
(
自
広
島

Z
4
8宮
岳

g弓
)
に
ま
で
さ
げ
て
議
論

を
展
開
す
る
と
と
が
要
請
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

K
-
D
・
プ
ラ
ッ
ハ

1
は
、
全
体
主
義
の
起
源
を
近
代
以
前
の
伝
統
的
要
素

の
な
か
に
求
め
そ
の
「
連
続
性
」
を
主
張
す
る
「
伝
統
主
義
者
」
の
一
人
で
あ

る
が
、
同
時
に
か
れ
は
第
一
次
大
戦
を
画
期
と
す
る
工
業
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
発
達
、
大
衆
の
時
代
の
創
出
を
重
視
す
る
全
体
主
義
論
者
で
も
あ
り
、
旧
来

の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
単
純
な
同
一
視
で
は
な
く
全
体
主
義
が
包

括
す
る
諸
体
制
問
の
よ
り
精
績
な
類
型
化
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
〈
泊
三
そ

し
て
、
そ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
全
体
主
義
政
権
の
権
力
の
行
使
、
統
治
、
操

作
、
抑
圧
の
諸
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
把
握
し
う
る
全
体
主
義

論
の
有
効
性
は
高
ま
り
ζ

そ
す
れ
減
退
す
る
乙
と
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

信
三

だ
が
プ
ラ
ッ
ハ

1
の
乙
の
よ
う
な
指
摘
は
、
全
体
主
義
論
が
そ
の
方
法
的
吟

味
を
か
さ
ね
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
視
点
を
支
配
の
形
態
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問

題
に
限
定
し
、
逆
に
他
の
要
素
か
ら
眼
を
そ
ら
し
て
き
た
と
い
う
き
わ
め
て
重

要
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
し

明
副



て
き
た
よ
う
に
全
体
主
義
論
は
、
フ
7

シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
支
配
権
力

行
使
の
形
態
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
類
似
性
が
両
者
の
社
会
経
演
構
造
や
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
目
標
の
異
質
性
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
だ
と
い
う
誤
ま
っ
た
仮
説
の
う

え
に
立
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
m
均
三
そ
の
乙
と
は
、
フ
リ
ー
ド

リ
ッ
ク
の
よ
う
な
論
者
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
異
質
性
を
認
識
し
、
と
り
わ
け
前
者
が
後
者
に
た
い
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ

を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
上
・
中
層
階
級
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
点
を
明
白
に
理
解
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
相
違
点
を
そ
れ
以

上
深
く
検
討
す
る
乙
と
な

4
軽
く
一
蹴
し
て
し
ま
っ
た
点
と
も
か
か
わ
っ
て
い

る
(
円
三

か
く
て
今
日
の
全
体
主
義
論
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ク
ら
の
系
譜
を
主
潮
流
と

み
る
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
社
会
経
済
的
分
析
の
欠
如
と
い
う
負
の
遺
産
を
依
然

と
し
て
継
承
し
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
乙
か
ら
現
代
の
大
衆
民
主
主
義
が
苧
む
問

題
点
や
官
僚
制
的
全
体
主
義
の
危
険
性
を
克
服
し
て
い
く
契
機
を
み
い
だ
す
乙

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
乙
と
は
、
昨
今
の
全
体
主
義

と
人
権
外
交
を
結
び
つ
け
た
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
民
主
主
義
と
非
民
主
主
義

の
対
決
と
い
う
点
を
視
座
の
中
心
に
す
え
な
が
ら
公
的
利
益
と
私
的
利
益
を
同

一
視
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
支
配
の
「
制
度
化
」
(
町
E
E
2
8白
2
8
g
Dる
を
問

題
に
す
る
以
上
、
不
可
避
の
傾
向
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
大
衆
社
会
、
大
衆
文
化
論
と
全
体
主
義

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
と
れ
ま
で
全
体
主
義
論
が
幾
多
の
方
法
的
修
正
を
か
さ

ね
て
そ
の
有
効
性
を
主
張
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
民
主
主
義
と

非
民
主
主
義
の
対
決
と
い
う
こ
極
分
解
的
視
角
に
依
然
と
し
て
拘
束
さ
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
全
体
主
義
政
権
の
支
配
の
形
態
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
「
制
度
化
」

の
問
題
へ
と
議
論
を
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
乙

う
し
た
方
法
的
問
題
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
、
と
り
わ
け
政
治
学
の
分

野
に
お
け
る
保
守
的
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
の
主
要
な
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
方
わ
れ
わ
れ
は
、
全
体
主
義
概
念
が
両
大
戦
間
期
に
突
如
と
し
て
生
起
し

た
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
国
家
社
会
主
義
の
新
奇
な
運
動
に
た
い
し
て
適
用
さ
れ
、
語

の
ト
ー
タ
ル

(Hog-)

な
意
味
が
い
み
じ
く
も
示
す
よ
う
に
、
社
会
経
済
構

造
内
の
階
級
関
係
の
融
解
、
大
衆
運
動
に
よ
る
非
エ
リ
ー
ト
の
直
接
的
政
治
参

加
の
増
大
と
い
う
大
衆
社
会
、
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
出
現
を
合
意
し
て
い

た
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
は
、
「
大
衆
社
会
」
的
状
況
を
交
通
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
革
命
が
も
た
・
り
し
た
人
間
相
互
の
接
触
の
近
密
化
、
社
会
的
分
業
に
よ

る
人
聞
の
相
互
依
存
性
の
増
大
、
社
会
の
一
部
の
震
動
が
社
会
全
体
に
与
え
る

影
響
の
拡
大
|
と
要
約
し
た
が
(
旬
て
そ
乙
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人

聞
の
相
互
依
存
性
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
空
間
的
社
会
的
移
動
の
滋
化
に

よ
っ
て
家
族
や
地
域
共
同
体
の
中
間
的
集
団
の
鮮
が
破
壊
さ
れ
、
自
然
の
統
一

感
覚
を
喪
失
し
た
疎
外
さ
れ
た
個
人
が
政
治
経
済
権
力
と
直
接
的
に
対
崎
す
る

社
会
的
に
「
裸
か
の
」
状
態
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
分
断
さ
れ
た
群
衆
、
原
子
化
さ
れ
た
民
衆
が
共
同
体
を
追
わ
れ

道
徳
律
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
社
委
に
充
満
し
て
い
く
と
い
う
大
衆
に
つ
い
て
の

陰
歯
車
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

R
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

エ
ド
マ
ン
ド
・
パ

l
ク
を
は
じ
め
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
、
ヵ
l
ラ
イ
ル
、
ア
1
ノ
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ル
ド
、
-
フ
ス
キ
ン
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
テ
1
ヌ
、
ニ

l
チ

ェ
を
経
て
今
世
紀
の
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
I
、
オ
ル
テ
ガ
、

H
-
ア
レ
ン
ト
へ
と
受
け

継
が
れ
る
と
い
う
、
一
九
世
紀
以
降
の
知
的
風
景
画
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ

を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
(
拘
可
そ
れ
自
体
け
っ
し
て
目
新
し
い
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
大
衆
へ
の
脅
威
は
西
欧
政
治
思
想
の
す
ぐ
れ
て
保
守
主
義
』

的
な
伝
統
に
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
民
主
主
義
を
衆
愚
政
治
と
等
置

し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
(
田
万

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
大
衆
社
会
論
の
体
系
化
を
試
み
た

w
・コ
1
ンハ

ウ
ザ
l
は
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
(
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
)
社
会
の
革
命
的

変
化
に
た
い
す
る
反
作
用
と
し
て
登
場
し
た
二

O
世
紀
初
期
の
大
衆
社
会
論
の

潮
流
を
保
守
的
伝
統
に
根
ざ
し
た
「
貴
族
主
義
的
批
判
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
と

二
O
世
紀
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
、
フ
7

シ
ズ
ム
の
全
体
主
義
的
運
動
に
た
い
す
る

反
作
用
と
し
て
現
お
れ
た
「
民
主
主
義
的
批
判
」
と
し
て
の
後
期
の
大
衆
社
会

論
の
潮
流
と
を
区
別
し
た
の
で
あ
っ
た
n
副
)
。
た
し
か
に
、
「
乙
れ
ま
で
文
明
は

少
数
の
知
的
貴
族
階
級
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
導
か
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
け
っ

し
て
群
衆
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
群
集
は
破
摘
唱
に
お
い
て
だ
け
カ
を
示
す
の
で

あ
る
(
位
)
」
と
し
た
群
集
心
理
学
者
ル
・
ボ
ン
や
、
「
貴
族
と
は
努
力
に
満
ち
た

生
と
同
義
語
で
あ
る
。
:
:
:
乙
の
よ
う
に
高
貴
な
生
は
凡
庸
な
生
な
い
し
は
無

気
力
な
生
と
対
置
さ
れ
、
:
:
:
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
と
の
種
の
人
間
に
た

い
し
て
大
衆
の
語
を
あ
て
る
の
で
あ
る
窃
)
」
と
し
た
G
・
オ
ル
テ
ガ
・

y
・

ガ
セ
の
大
衆
観
は
、
一
九
世
紀
文
明
の
崩
壊
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
エ
リ
ー
ト
の

防
衛
を
説
く
意
味
で
き
わ
め
て
貴
族
主
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ル

・
ボ
ン
や
オ
ル
テ
ガ
の
大
衆
観
に
異
議
を
唱
え
つ
つ
「
大
衆
行
動
は
つ
ぎ
の
目

標
に
つ
い
て
も
究
極
の
目
標
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
と
が
多
く
、
・
:

:
・
リ
ー
ダ
ー
に
は
行
動
的
な
大
衆
の
力
を
利
用
す
る
大
き
な
機
会
が
与
え
ら
れ

て
い
る
(
倒
〉
」
と
し
た
E
・レ
1
デ
ラ
ー
や
、
「
大
衆
」
と
は
共
通
の
階
級
意

識
を
も
た
ず
「
政
党
、
市
政
府
、
職
業
組
織
、
労
動
組
合
な
ど
共
通
の
利
害
に

も
と
づ
く
い
か
な
る
組
織
に
も
統
合
さ
れ
え
な
い
人
び
と
n出
と
を
意
味
し
、

し
た
が
っ
て
「
全
体
主
義
的
運
動
は
政
治
組
織
へ
の
欲
求
を
な
ん
ら
か
の
理
由

で
獲
得
し
た
大
衆
が
存
在
す
る
と
ζ
ろ
な
ら
ど
乙
で
も
可
能
で
あ
る

aど
と

し
た
ハ
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
言
説
に
は
、
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
に
お
け
る
大
衆

行
動
の
新
し
さ
に
着
目
す
る
が
ゆ
え
に
そ
乙
か
ら
生
じ
る
全
体
主
義
と
の
対
決

姿
勢
を
明
示
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
民
主
主
義
的
批
判
の
精
神
が
流
れ
て

、る。だ
が
、
乙
う
し
た
ニ

O
世
紀
中
葉
の
大
衆
社
会
論
に
吹
き
と
ま
れ
た
民
主
主

義
的
調
子
の
新
し
さ
を
強
調
す
る
乙
と
は
、
第
二
次
大
戦
か
ら
冷
戦
へ
と
受
け

継
が
れ
た
自
由
世
界
の
当
時
の
精
神
状
況
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
は
い
え
、
高

度
に
集
中
化
さ
れ
た
産
業
社
会
の
出
現
に
と
も
な
い
個
人
が
社
会
組
織
の
鎖
に

し
だ
い
に
繋
が
れ
て
い
く
と
い
う
き
わ
め
て
現
代
的
な
歴
史
状
況
の
い
ま
一
つ

の
側
面
を
逆
に
過
少
評
価
し
が
ち
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
貴
族
主
義
的
」

全
体
主
義
論
者
と
み
な
さ
れ
た
オ
ル
テ
ガ
の
な
か
に
も
「
社
会
は
国
家
に
隷
属

し
は
じ
め
、
:
:
:
生
の
す
べ
て
が
官
僚
化
さ
れ
た
(
釘
ご
と
い
う
指
摘
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
で
、
組
織
化
さ
れ
た
社
会
と
個
人
の
関
係
が

生
み
出
す
大
衆
社
会
状
況
に
乙
そ
眼
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
当
然
の
と
と
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
議
論
を
、
す
で

に
述
べ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
グ
ら
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
全
体
主
義
論
の
い
ま
一

つ
の
系
譜
へ
と
導
い
て
い
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
社
会
経
済

構
造
を
分
析
し
た
F
・
ノ
イ
マ
ン
(
飽
)
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
示
唆
さ
れ
て
い
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た
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
本
格
的
に
は
大
衆
社
会
、
大
衆
文
化
論
の
立
場
か
ら

全
体
主
義
を
ユ
ニ
ー
ク
に
論
じ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
思
想
的
系
譜
に
よ

っ
て
強
烈
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、

M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1
、

T
-
w
・
ア
ド
ル
ノ
、

H
・マ

ル
ク
1
ゼ
に
代
表
さ
れ
る
同
学
派
は
、
ナ
チ
ス
の
猛
威
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
に

渡
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
籍
を
置
い
た
亡
命
知
識
人
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
れ
礼

S
・

ヒ
ュ
ー
ズ
の
い
う
大
西
洋
を
跨
ぐ
知
的
「
大
移
動
(
朗
〉
」
の
一
役
を
荷
担
っ
て

登
場
し
た
痛
烈
な
現
代
文
明
の
批
判
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
フ

7

シ
ズ
ム
は
共
通
の
恐
る
べ
き
原
体
験
で
あ
り
、
「
非
合
理
的
な
擬
似
哲
学
」

を
教
義
に
も
つ
文
明
の
野
蛮
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
れ
ら
の
批
判
の
鋒
先
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
フ
7

シ
ズ
ム
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
機
械

化
と
工
業
化
が
高
度
に
発
達
し
た
現
代
の
先
進
工
業
諸
国
に
あ
る
種
の
文
化
的

同
質
性
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
7
シ
ズ
ム
の
矛
盾
は
か
れ
ら
の
移
り

住
ん
だ
ア
メ
リ
カ
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
っ
た
(
叩
)
。
乙
う
し
て
ア
ド
ル

ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1
が
注
目
し
た
の
は
、
一
八
世
紀
「
啓
蒙
主
義
の
自
己
崩

壊
〈
則
)
」
の
過
程
で
あ
り
、
神
話
も
し
く
は
大
衆
的
欺
騎
と
し
て
の
啓
蒙
主
義

が
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
映
画
、
ラ
ジ
オ
、

雑
誌
と
い
っ
た
「
文
化
産
業
ハ
回
と
の
な
か
に
投
影
さ
れ
る
と
い
う
人
間
支
配

の
現
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
文
化
産
業
」
の
個
人
に
た
い
す
る
支

配
は
、
家
族
の
崩
壊
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
で
あ
り
〈
回
て
そ
れ
と
そ
ま
さ
に

全
体
主
義
の
温
床
と
な
る
べ
き
「
合
理
化
さ
れ
、
自
動
化
さ
れ
、
完
全
に
管
理

さ
れ
た
世
界
(
倒
)
」
の
創
出
な
の
で
あ
っ
た
。

一
万
マ
ル
ク
l
ゼ
は
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
た
い
す
る
抜
き
が
た
い
敵
意

を
ハ
イ
デ
ガ
1
K
学
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
抑
圧
的
性
格
に
た
い
す
る

ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
フ
ロ
イ
ト
か
ら
受
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
文
明
の
匿
名
的
抑
圧
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
労
働
の
疎
外
の
完
全
化
と
い
う
組
織
資
本
主
義
に
内
在
す
る
根
本

的
矛
盾
に
メ
ス
を
入
れ
て
い
っ
た
。
か
れ
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「
人
類
の
物
質
的
、

知
的
進
歩
が
真
に
自
由
な
世
界
を
生
み
だ
す
乙
と
を
ゆ
る
す
か
に
み
え
る
文
明

の
頂
点
に
お
い
て
、
人
聞
の
人
聞
に
よ
る
も
っ
と
も
効
果
的
な
奴
穏
化
と
破
嬢

が
生
起
し
(
町
田
)
」
、
そ
う
し
た
文
明
の
抑
圧
は
、
「
流
れ
作
業
の
機
構
、
き
ま

り
き
っ
た
事
務
所
の
仕
事
、
売
買
の
儀
礼
が
人
聞
の
潜
在
的
能
力
と
な
ん
の
関

連
も
な
く
な
り
、
仕
事
の
関
係
は
大
部
分
、
科
学
的
管
理
と
能
率
的
専
門
家
に

よ
っ
て
交
換
可
能
な
対
象
で
あ
る
個
人
の
閣
の
関
係
に
な
る
(
部
)
」
と
い
う
人

聞
の
疎
外
状
況
の
な
か
に
端
的
に
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
か
れ
の
み
た
全
体
主
義
的
社
会
と
は
、
「
社
会
の
テ
ロ
に
よ
る
政
治
的
同
質

化
の
み
な
ら
ず
、
既
得
権
益
の
諸
要
求
を
操
作
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
作
用
す
る

非
テ
ロ
の
経
済
・
技
術
的
同
質
化
(
仰
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
共
産
主
義
や
フ

7

シ
ズ
ム
の
特
殊
な
支
配
形
態
に
現
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
多
元
主
義
」

的
西
洋
社
会
の
特
殊
な
生
産
・
分
配
関
係
に
よ
っ
て
も
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。s

・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
代
文
明
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
学
派
の
見
解
一
般
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る

門
部
三
だ
と
す
れ
ば
、
そ
乙
で
か
れ
ら
が
理
解
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
対
援
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
工
業
化
の
す
す
ん
だ
西
洋
社
会
全

体
に
普
遍
的
な
傾
向
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
も
ま
た
た
ん

に
全
体
主
義
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
フ
7

シ
ズ

ム
的
要
素
に
照
ら
し
て
そ
の
全
体
主
義
的
性
格
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
た
。



も
と
よ
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
操
作
と
い
っ
た
文
化
的
「
上
部
構
造
」
に

よ
る
権
力
の
行
使
が
産
業
労
動
者
を
現
代
資
本
主
義
文
化
に
全
面
的
に
統
合
し
、

い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
の
弱
体
化
を
き
た
す
と
い
う
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
の
み
な
ら
ず
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
ほ
ぼ
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
ラ
イ

ト
・
ミ
ル
ズ
の
代
表
作
『
パ
ワ
l

・
エ
リ
ー
ト
(
鈎
)
』
の
基
本
的
主
題
で
も
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
乙
れ
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
大
衆
社
会
、
文

化
論
者
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
当
時
「
豊
か
な
社
会
」
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終

駕
」
に
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
み
い
だ
し
、
の
ち
に
「
脱
工
業
化
社
会
」
の
到

来
を
唱
え
た
論
者
に
と
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
民
主
的
機
能
を

過
少
評
価
す
る
「
現
代
生
活
へ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
抗
議
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

(m〉」

(
D
Y
ベ
ル
〉
に
す
ぎ
ず
、
一
部
の
「
思
弁
的
社
会
学
者
、
実
存
主
義
哲
学
者
、

評
論
家
、
文
芸
批
評
家
」
が
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
著
作
や
ド
イ
ツ
社
会
学
の
ロ

マ
ン
主
義
的
伝
統
か
ら
直
接
的
に
ホ
ッ
プ
ス
の
「
万
人
に
た
い
す
る
万
人
の
闘

い
」
を
夢
想
す
る
「
怒
意
的
な
解
釈
(
瑚
)
」

(
E
・
シ
ル
ズ
)
以
外
の
な
に
も
の

で
も
な
い
と
み
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
と
に
は
ま
た
、
「
人
聞
が
簡
単
に
操
作

さ
れ
、
統
制
さ
れ
や
す
い
と
仮
定
す
る
」
と
乙
ろ
の
「
歴
史
的
に
古
く
て
悔
り

が
た
い
誤
り
(
即
)
」

(
D
・
リ
ー
ス
マ
ン
〉
が
思
考
の
性
癖
と
し
て
流
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
逆
に
人
聞
社
会
を
全
体
主
義
の
生
賛
に
供
す
る
危
険
性
を
も
つ
も
の
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
m

民
主
主
義
と
政
治
的
多
元
化
の
発
展
や
物
質
的
豊
か
さ
が
人
聞
の

「
期
待
向
上
の
革
命
」
を
ひ
き
話
乙
す
と
い
う
楽
観
的
議
論
は
、
犯
罪
と
社
会

的
暴
力
の
頻
発
、
都
市
の
ス
ラ
ム
化
、
教
育
の
荒
廃
、
性
的
モ
ラ
ル
の
低
下
、

大
衆
の
公
民
と
し
て
の
価
値
意
識
の
欠
如
な
ど
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
.
の
解

体
現
象
を
ま
え
に
し
て
色
あ
せ
た
も
の
と
な
り
、
か
わ
っ
て
極
端
な
ベ
シ
ミ
ズ

ム
へ
と
道
を
ゆ
ず
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
近
代
主
義
的
芸
術
、
大

衆
文
化
の
制
度
化
、
ビ
ジ
ネ
ス
市
場
の
快
楽
主
義
を
「
資
本
主
義
の
文
化
的
矛

盾
(
即
ご
と
呼
ぴ
、
そ
乙
に
不
気
味
な
機
能
主
義
的
合
理
性
と
非
合
理
性
の
交

錯
を
み
る
に
い
た
っ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
・
ベ
ル
の
最
近
の
議
論
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
。
同
様
の
傾
向
は
、
「
他
人
志
向
型
」
の
組
織
的
人
聞
が
脱
工
業
化
社
会

に
あ
っ
て
は
労
働
よ
り
も
余
暇
と
レ
ジ
ャ
ー
の
方
に
自
律
的
価
値
を
み
い
だ
す

で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
D
・
リ
l

ス
マ
ン
が
、
そ
の
見
通
し
を
楽
観
的
に

す
ぎ
た
も
の
と
し
て
修
正
す
る
に
い
た
っ
た
(
瑚
)
点
に
も
は
っ
き
り
と
み
て
と
・

る
乙
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
、
か
つ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
試
み
た
鋭
利
な
現
代
文
明
批

判
は
、
高
度
の
官
僚
制
化
、
組
織
化
が
す
す
ん
だ
後
期
資
本
主
義
社
会
の
成
立

を
背
景
と
し
て
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
衰
退
と
全
体
主
義
的
潜
在

性
の
増
大
が
進
展
す
る
こ

O
世
紀
的
危
機
の
本
質
を
鋭
く
つ
い
て
い
た
の
で
あ

り
、
今
後
の
世
界
史
の
方
向
性
を
う
ら
な
う
う
え
で
の
重
要
な
問
題
提
起
を
お

乙
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
は
、
そ
も
そ
も
両
大
戦
筒
期
フ
7

シ
ズ
ム
の
新
奇
な
運
動
と
そ
の
解
釈

に
由
来
す
る
全
体
主
義
論
の
そ
の
後
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
、
そ
一
乙
に
み
ら
れ

る
こ
つ
の
系
譜
|
全
体
主
義
的
政
権
の
支
配
形
態
、
手
段
の
政
治
学
的
分
析

を
主
と
す
る
系
議
と
、
全
体
主
義
へ
の
潜
在
性
を
苧
む
組
織
資
本
主
義
下
の
大

衆
社
会
を
文
化
的
立
場
か
ら
批
判
す
る
系
譜
|
を
区
別
す
る
形
で
整
理
し
、

両
者
の
学
説
史
的
相
克
が
示
唆
す
る
今
目
的
意
味
合
い
と
そ
の
問
題
点
に
ふ
れ



て
き
た
。
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
以
前
の
専
制
政
治
の
諸

形
態
と
い
っ
た
伝
統
社
会
に
み
ら
れ
る
全
体
主
義
的
要
素
と
二

O
世
紀
的
現
象

と
し
て
の
全
体
主
義
と
を
区
別
し
、
後
者
が
と
く
に
大
衆
民
主
主
義
と
後
期
資

本
主
義
に
内
在
す
る
現
代
的
危
機
の
反
映
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
き
た
。

と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
住
む
現
代
社
会
は
、
巨
大
な
宮
僚
機
構
の
な
か
で
も

っ
ぱ
ら
競
争
原
理
に
も
と
づ
く
能
率
と
い
う
単
一
の
価
値
が
追
求
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
す
べ
て
の
問
題
解
決
が
計
ら
れ
ん
と
す
る
意
味
に
お
い
て
マ
ン
ハ
イ

ム
の
い
う
「
機
能
合
理
性
(
加
)
」
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
は
、

そ
う
し
た
合
理
化
と
官
僚
制
化
が
も
た
ら
す
人
間
生
活
の
過
度
の
組
織
化
と
労

働
の
疎
外
と
い
う
非
合
理
的
な
側
面
を
合
わ
せ
も
っ
。
そ
し
て
現
代
の
資
本
主

義
社
会
は
い
う
ま
で
も
な
く
動
態
的
で
あ
り
、
シ
ュ
ン
ベ
1
タ
ー
が
力
説
し
た

「
創
造
的
破
壊

(m)」
の
過
程
に
お
い
て
は
資
本
主
義
の
成
功
ゆ
え
に
窮
極
的

に
は
そ
の
活
力
を
減
退
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
を
苧
む
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
危
機
と
は
、
あ
え
て
飛
躍
を
恐
れ
ず
い
う
な
ら
ば
、

資
本
主
義
の
発
展
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
エ
ト
ス
の
世

俗
内
禁
欲
が
大
衆
の
日
常
生
活
の
合
理
化
と
同
時
に
非
合
理
的
な
も
の
を
含
み
、

大
衆
民
主
主
義
と
合
理
的
官
僚
制
の
発
達
そ
れ
自
体
が
ひ
い
て
は
非
合
理
的
指

導
者
の
拾
頭
へ
と
道
を
ひ
ら
く
と
い
う
ウ
ェ
l
パ

l
の
『
支
配
の
社
会
学
』
が

暗
示
す
る
、
「
形
式
合
理
性
」
と
「
実
質
合
理
性
」
の
棺
克
の
問
題
に
か
か
わ

る
も
の
だ
と
み
る
乙
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
乙
と
は
ま
た
、
へ
l
ゲ
ル
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
立
ち
返
る
と
と
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
た
初
期
マ
ル
ク
ス

の
疎
外
、
物
象
化
論
、
そ
れ
と
さ
き
の
ウ
ェ

1
パ

I
の
合
理
化
、
官
僚
制
論
と

を
独
立
小
商
品
生
産
者
層
分
析
と
の
関
連
で
重
ね
合
わ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
鋭

利
な
現
代
批
判
を
先
取
り
し
た
ル
カ
1
チ
の
視
点
と
も
共
鳴
し
合
う
も
の
と
い

え
る
の
か
も
し
れ
な
い

(my

乙
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
、
資
本
主
義
の
ど
の
危
機

を
さ
け
ぶ
に
せ
よ
(
瑚
て
と
れ
ら
三
者
の
結
合
と
い
う
世
界
史
の
ユ
ニ
ー
ク
な

発
展
を
と
げ
た
西
洋
近
代
の
延
長
下
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
現
代
社
会
が
、
そ
う

し
た
危
機
的
状
況
の
な
か
で
自
ら
の
歴
史
的
経
験
に
学
び
つ
つ
新
た
な
変
革
の

方
向
性
を
模
索
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
重
要
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
点

に
想
い
い
た
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
う
し
た
問
題
の
本
格
的
検
討
は
、
本

稿
の
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
主
義
論
の
一
系
譜
と
し

て
と
り
あ
つ
か
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
大
衆
社
会
、
大
衆
文
化
論
が
、

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
「
神
話
」
性
と
(
朋
)
歴
史
的
実
証
の
困
難
さ

(m)ゆ
え

に
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
民
主
化
」
の
も
っ
と
も
す
す
ん
だ

国
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
「
社
会
」
の
全
体
主
義
的
性
格
を
批
判
す
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
現
代
の
歴
史
的
状
況
に
内
在
す
る
核
心
的
問
題
の
一
つ
を
鋭
く
つ
い

て
い
た
乙
と
を
、
わ
れ
わ
れ
も
乙
乙
で
い
ま
『
度
確
認
し
て
お
き
た
い
と
恩
う
。

一
方
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
の
一
党
独
裁
的
支
配
形
態
と
大
衆
操
作
の
類
似
性
に
着
目
し
た
全
体
主

義
郭
論
の
い
ま
一
つ
の
系
譜
は
、
全
体
主
義
の
社
会
、
文
化
的
側
面
に
注
目
し
た

前
記
の
系
譜
に
よ
っ
て
厳
し
い
方
法
的
挑
戦
を
受
け
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し

て
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
呪
縛
下
陀
あ
る
現
存
社
会
主
義
諸
聞
の
諸
問
題
(
人
権

抑
圧
な
ど
)
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
上
の
有
効
性
が
再
び
確
認
さ
れ
て
き
て
い

る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
大
衆
社
会
論
の
場
合
と
同
様
に
、
「
全
体
主
義

政
権
」
の
純
粋
型
を
現
実
世
界
の
な
か
に
実
証
的
に
み
い
だ
す
乙
と
は
困
難
な

も
の
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
以
後
の
ソ
速
や
東
欧
諸
国
、
中
固
な

ど
が
西
側
の
い
う
「
多
元
主
義
」
に
近
い
側
面
を
示
し
て
き
た
実
例
を
つ
ぶ
さ

-32ー



に
目
撃
し
て
き
た
。
大
規
模
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
減
退
、
集
団
指
導
制
の
機
能
、

反
体
制
勢
力
を
構
成
す
る
自
律
的
な
利
益
集
団
の
存
在
と
い
っ
た
現
象
は
、
西

側
の
「
多
元
主
義
」
論
者

(m)が
関
心
を
寄
せ
る
重
要
な
政
治
的
指
様
で
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
う
し
た
動
き
に
盲
目
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
過
般
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
連
帯
」
逮
動
が
示
し
た
社
会
主
義
体
制
の

内
部
変
革
の
動
き
は
、
大
き
な
腰
史
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
世
界
中
の

注
目
を
沿
び
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
状
況
を
ま
え
に
し
て
、
社
会
主
義
諸
国
の
自
由
化
や
民
主

化
を
関
側
の
「
多
元
主
義
」
の
尺
度
や
期
待
に
よ
っ
て
予
想
し
、
東
西
両
世
界

の
収
歓
現
象
を
と
り
わ
け
政
治
学
的
立
場
か
ら
単
純
に
見
通
す
乙
と
に
は
、
い

ま
だ
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
(
回
)
。
す
な
わ
ち
、
サ
ハ
ロ
フ
、
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
l

ツ
イ
ン
ら
多
く
の
反
体
制
知
識
人
が
語
る
現
存
ソ
連
社
会
へ
の
悲
痛
な
ま
で
の

警
鐘
や
さ
き
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
哲
学
者
コ
ラ
コ
フ
ス
キ
ー
が
展
開
す
る
全
体
主

義
批
判
は
、
「
全
体
主
義
政
権
」
や
そ
の
移
行
形
態
と
し
て
の
「
権
威
主
義
政

権
」
と
い
う
引
照
基
準
に
照
ら
し
て
同
社
会
を
語
る
乙
と
の
有
効
性
を
わ
れ
わ

れ
に
再
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
伝
統
に
慣
れ
親
し
ん
だ
西
洋
知
識
人
の
楽
観
主
義
的
神
話
や

全
体
主
義
と
民
主
主
義
の
対
決
と
い
う
一
元
的
思
考
の
性
癖
を
打
ち
破
り
、
「
自

由
」
、
「
民
主
主
一
義
」
、
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
い
っ
た
「
多
元
主
義
」
の
概

念
が
そ
れ
自
体
全
体
主
義
を
希
求
す
る
潜
在
的
要
素
を
苧
ん
で
い
る
点
を
示
唆

し
て
く
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
ベ
で
が
「
自
由
」
だ
と
思
え
る
と
き
乙

そ
な
ん
の
「
自
由
」
も
存
在
せ
ず
、

TA~
で
が
「
民
主
主
義
」
的
で
あ
る
か
に

み
え
る
と
き
乙
そ
「
非
民
主
主
義
」
に
包
ま
れ
る
と
い
う
逆
説
の
世
界
に
生
き

て
い
る
と
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
-
そ
う
し
た
政
治
的
概
念
の
実
践
と
擁
護
は

骨
骨
か
か
わ
価
値
の
枠
内
に
お
い
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
最
後
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と

は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
社
会
科
学
の
主
た
る
潮
流
が
今
日
、
自

由
主
義
、
民
主
主
義
、
資
本
主
義
の
「
危
機
」
な
い
し
は
「
終
駕
」
を
語
る
な

か
で
国
家
と
社
会
の
関
係
に
再
度
眼
を
む
け
、
「
多
元
主
義
」
論
に
代
わ
る
新

し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
「
ニ
ュ
l

・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム

(m〉
」
論
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
政
治
経
済
学

Q
o
z
z
s
-
2
8
0呂
志
的
立
場
か
ら
の
理
論
化

と
実
証
作
業
へ
と
す
す
み
つ
つ
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。

「
ニ
ュ

l

(
ネ
オ
)
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
論
に
み
ら
れ
る
「
コ
ー
ポ
ラ

テ
イ
ズ
ム
」
の
概
念
は
一
点
に
集
約
し
え
な
い
論
議
の
拡
が
り
と
多
様
性
を
有

し
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
傾
向
は
、
六

0
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
1

.
レ
フ
ト
史
学
に
よ
る
「
大
会
社
中
心
の
産
業
資
本
主
義
」
批
判
や
七

0
年
代

後
半
以
降
の
「
新
保
守
主
義
」
的
風
潮
が
志
向
す
る
と
乙
ろ
の
「
公
共
政
策
」
、

「
公
共
の
利
益
」
重
視
と
交
錯
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
新
し
い
可
能
性
を
模
索
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
を
中
心

に
す
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学

の
行
詰
り
ゃ
多
元
主
義
的
体
制
下
の
行
政
府
の
「
統
治
能
力
」
の
喪
失
と
「
組

合
国
家
主
義
」
的
傾
向
に
た
い
し
て
下
か
ら
の
緩
や
か
な
公
私
の
協
調
を
追
求

す
る
先
進
西
欧
・
北
欧
諸
国
の
「
社
会
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
」
と
「
国
家
主

義
」
の
伝
統
を
政
治
文
化
と
し
て
も
つ
イ
ベ
リ
ア
半
島
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

諸
国
の
権
威
主
義
的
体
制
に
お
い
て
上
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
国
家
的
コ
ー
ポ
ラ

テ
イ
ズ
ム
」
と
に
二
分
さ
れ
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
と
で
は
、
国
家
と
社

会
の
関
係
に
お
け
る
「
国
家
の
死
滅
」
で
は
な
く
「
国
家
の
相
対
的
自
立
性
」
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に
眼
が
む
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
公
的
権
力
と
労
働
組
合
な
ど
の
組
織
化
さ
れ
た

-
利
益
集
団
と
の
調
整
の
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ
る
う
え
で
の
国
家
の
役
割
が
問

題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
の
議
論
を
全
体
主
義
論
と
の
関
連
で
み
る

場
合
に
は
、
組
織
化
と
官
僚
制
化
の
進
行
す
る
現
代
社
会
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
全

体
主
義
的
支
配
へ
の
道
を
ひ
ら
く
乙
と
な
く
国
家
と
社
会
の
関
係
を
い
か
に
再

編
し
う
る
か
と
い
う
課
題
に
か
か
わ
ら
.
ざ
る
を
え
ず
、
そ
乙
で
の
基
本
的
問
い

か
け
は
、
人
閣
の
英
知
が
そ
う
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
全
体
主
義
回
避
の
条
件
を

ど
の
よ
う
に
創
出
し
て
い
く
か
と
い
う
今
後
の
世
界
史
の
方
向
性
を
め
ぐ
る
議

論
の
な
か
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
で
と
り
あ
つ
か
っ
た
全
体
主
義
論
が
、
と
り

わ
け
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
思
想
的
系
譜
に
顕
著
な
よ
う
に
野
蛮
な
時
代
と

い
わ
れ
る
こ

O
世
紀
の
危
機
的
状
況
へ
の
痛
烈
な
文
明
世
朴

κと
ど
ま
っ
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
そ
乙
か
ら
す
ぐ
さ
ま
未
来
に
む
け
て
の
新
し
い
価
値
の
内
在
的

創
出
を
期
待
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
現
代
思
想
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上

に
お
け
る
全
体
主
義
論
の
方
法
的
意
義
は
現
代
世
界
の
基
本
的
矛
盾
の
い
く
つ

か
を
認
知
的
に
明
示
す
る
役
割
を
伺
う
と
い
う
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
乙
で
は
、
現
代
の
歴
史
家
や
社
会
科
学
者

か
過
去
の
歴
史
と
現
在
の
世
界
史
の
危
機
的
状
況
と
の
延
長
下
に
未
来
を
見
通

す
以
上
、
ひ
き
つ
づ
き
そ
の
有
効
性
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
既
史
的
事
象
に
た
い
す
る
一
つ
の
巨
視
的
な
分
析
枠
組
を
提
供

す
る
令
体
主
義
の
概
念
は
、
フ
7

シ
ズ
ム
紙
念
の
場
合
と
同
様
に
(
山
)
堅
持
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
多
く
の
批
判
者
が
唱
え
る
よ
う
な
概
念
の
放
棄
に
は
い
た
れ

な
い
の
で
あ
る
。
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権
威
主
義
」
の
語
は
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
な
じ
ま
な
い
タ
1
ム
で

あ
る
が
、
欧
米
の
社
会
科
学
、
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
そ
れ
は
、

「
民
主
主
義
」
の
対
極
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
と
ろ
の
「
全
体

主
義
」
の
移
行
形
態
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
両
大
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を
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な
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(
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の
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点
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的
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が
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も
広
乏
で
も
な
く
、
一
人
の
指

導
者
(
も
し
く
は
し
ば
し
ば
少
数
者
集
団
)
が
、
表
面
的
に
は
は
っ

き
り
し
な
い
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
か
な
り
予
測
可
能
な
輪
郭
の
な

か
で
権
力
を
行
使
す
る
政
治
体
制
」
と
定
義
す
る

q
z
g
M
・ロロ
p

z
k
F
回

〉

ass-仲
良
町
田

ma町
田
冊
目
白
宮
一

s・
=
開
巴
W

〉
匡
官
舎
恒
国

a

go-ロ
m
o一WR世
田
倉
島
田
・
)
・
ミ
宮
崎
、
。
m注
a
~
h明言
hHMS
言
、
。
』
町
立
g
h

h引

σ
n
-
h
o
h
σ
q
2
2
J
Z岡
田
両
日
目

0
3
8剛

J
o
g
-
E吋
2
・-u
・
MMU}
・

と
の
定
義
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
あ
り
、
「
民
主
主
義
」
と
の
対
穫
に

お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
角
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
本

--，-34-



ÞO~J~~ tQ::çミ， r 4Il坦:州韓首貴重製」ベJQ起草露外J~"V-:Q'r製蛍州

縦書醤躯JQ純附鰍印刷思宕!:!~~...)-4-!~主将 Q$書記~...)い

:!;! . Fred. r. Greenstein & Nelson W. Polsby (eds.)， 

Handbook d[ Political Science， Vol. 3 : Macropolitical 

Theo1y (Reading， Mass. : Addison-Wesley Publishing 

Company， 1975)， pp.175 -411. ~~秘匿仰~-4-!ニ。

{伺)Herbert J. Spiro， ''Totalitarianism，'' David L. Sills (ed.)， 

Intel7Ultional Encyclopedia o[ the Social Sciences. Vol. 16 

(New York : The Maαnillan Company &百leFree Press， 

1968)，pp.l06，112. 

{司)Robert Burrows， ''Totalitarianism: The Revised Standard 

Version，" World Politics (January 1969)， p. 289. 

〈叫 F出合ichA. Hayek， The Rω'd to Ser[dom (Chicago : 

University <ifChicago Press， 1944)， pp. 26 -27. 

〈喧)Robert Burrows， ''Totalltarianism''，op. cit.， p. 289 f. 

〈ト)Juan J. Linz， ''Totalltarian and Authoritarian Regimes." 

op. cit.， pp. 175 -411. 

{∞) Emest A. Menze (edふ Totalital昔anismReconsidered 

(Port Washington， N. Y.， London : Kennikat Press， 1981). 

{由)Maurice Cranston， "Sh<iuld We Cease to Speak of Totali-

tarianism，" Survey. Vo1. 23， No. 3 (104) (Summer 1977 

-78)，pp. 63 -69. 

{ヨ)Raymond Aron，“'1deology and Totalltarianism"， SUTIley. 

ibid. pp. 82'-86. 

〈ロ) "Human R単ltSand American Foreign Policy : A Sym-

posium，"Commentary (November 1981)， pp. 25 -63. 

(~) IJQ暖￥令、とJい怠初. .t¥!:!' ~-!R入揺製}ιQ40傑困阻潮

1<慰問・『・-Rー号、てム::"¥i¥宅:-.Q11潤Q穏桝~単耳障...)-4-!

1飽 neJ. Kirkpatrick， Dictatorsh抑制dDouble Standards: 

Rationalism and Reason in Politics (New York : An 

American Enterprise Institute， Simon and Schuster 

Publication， 1982)， pp. 7 -138. ~匹。

〈包) Samuel P. Huntington，“Human Rights and American 

Power，" Commentary (September 1981)， p. 38. 

〈ヨ) Andrei Amalrik (ed. by Hi1ary Sternberg)， Will the Soviet 

Union Survive Until 1984 ? (Revised and Expanded ed.， 

New York : Harper & Row， PublisheIs， 1980). 択".t¥!:! 

h端~-<礎置随!:!0 ニい:!;! Joshua Rubenstein， Soviet 

D的idents.: Their Struggle [or Human Rights (Boston : 

Beacon Press， 1980). 時JQ仰肱~...)いさま， Leonard Scha-

piro，“So吋etHeroes，''the New York Review o[ Books 

(December 18， 1980)， pp. 41. ~援。

(:2) Bemard Crick， George Orwell : A L抑制ewYork : 

At1antic Month1y I Little， Brown， 1981; Penguin Books， 

1982)， *，Q仰肱ベJ...)トJ:!;!'. Noel Annan，“Artist in Poli-

tics，" The New York Review o[ Books (Apri116， 1981)， 

pp.4，6，10，11，12. 守(J'.t¥!:! HerbGreer，“白wellin 

P回 pective，"Commentary例arch1983)， pp. 50 -54. 

ー
お
|



J .A. Jowitt & R.K.S. Taylor (eds.)， George Orwell (Brad-

ford :百leUniversity of Leeds for Adult Education， 

October 1981). ~極陸。

(:2) Leszek Kolakow虫i，吋otali加 ia凶sm & the Lie，" 

Commentary 例arch1983) pp. 33 -38. 

t巴)<・『・、~!R-~""'~:t!' '，，;\吋入 tト~-~t! 1 ・~IKl:!す

Q謹噌宇J@-<ベJ圃悩Q i 1:低記JQ::B:咽~('ニいどートミ

!:.!lll1DF越....)('('穏とAい':;'+!...IJニ，小。 A.James Gregor， 'T0ta1-

itarianism' Revisited，" Ernest A. Menze (edふ，Totalitari. 

tarianism Reconsidered. op. cit.. p. 132. 

〈包) i網越:州端JQ慨騒h!~ミ受払時議..I...j Q鱒綿!:.!í'ニ ν t!-l'O....)

~+!.!;\' Leonard Schapiro. Totalita府 nism(New York， 

Washfugton， London : Praeger Publishers， 1972)， pp. 13 -

15. 隊医属国 i'""ふ"K-4...IJ4t憎:州縛鐸Jr幽似緋磨駅』

( I~相川沿Km::砂)' K-\-l"(-~';\' ~徹底。

(~) Pitir泊1Sorokin， Social and Cultural Dynamics : A Study 

01 Change初励rjorSystems 01 Art. Tru幼.Ethics. Law 

and Social Reiationships (Revised and abridged in one 

volume by the author， Boston : Poter Sargent Publisher， 

1970)， pp. 501 -522. 

〈お) Franz Neuman (ed. and with a preface by Herbert 

Marcuse)， The Democratic and the Authoritarian State: 

Essays in Legal and Political TheOlア (Glencoe，Illinois: 

The Free Press & The Falcon's Wing Press， 1957)， pp. 

246 -247. 

(e;;) Karl Popper， The Open Society and lts Enemies. Volume 

1 : The Spell 01 Piato (New York : Harper & Row 

Publishers， 1963)， pp. 86 -87. 

(~) L伺 nardSchapiro， Totalitarianism. op. cit.. p.90. 

(t:l) Martin Greiffenhagen， ''The Concept of Totali飽rianismin 

Political Theory，" Ernest A. Menze (edふTotarittl1危nism

Reconsidered. op. cit.. pp. 37 -40. 

(~) Karl A. Wittfogel， Oriental Despotism : A Compa則的

Study 01 TotalPower刷ewEdition with a New Foreword 

by the Author， New York : Vintage Books，1981)， p. 49. 

叫'凶・〈・い九州-~~Q闘鱒蜘咽榊占
Q語字削~~主、とJいt!'恨I....)~+!.!;\-e-~噂潜 r-e-m-幽る( I 

・:;t<:!~・酒盛毘~-J (吾<<<4鐸柑， 1 ~<Il母)' IDO 

-ID 1 "(-~' ~援。
(~) K紅 1A. Wittfogel， Oriental Despotism. op. cit.. p. 49. 

(船 lbid..pp. 78 -86. 

(~) lbid.. pp. 87 -100. 

(~) J. L. Talmon， The Origins 01 Totarita巾 nDemocracy 

(London: Secker & Warburg， 1952)， pp. 1 -164. 

(~) Leonard Schapiro， Totaritarianism. op. cit.. pp. 72 -90. 

(s) Geoffrey Barraclough， An Introduction to Contemporary 

Hおto砂但armondsworth，Middlesex， England : Pe時uin

Books Ltd.，1967)， pp. 9 -42. ~ri。



(;;) Karl Pcilanyi， The Great 'h'ans{ormation : The Political 

and Economic 01なinso{ Our 7Yme (Boston : Beaeon， 

1944;taperback， 1967)， p. 3. 

(~) Hans Kohn， Revolutions and Dictatorships : Essays in 

Contempbra砂 History(Freeport， New York ': Book For 

Libraries Press， 1968; originally 1939)， pp. 5， 354，404 

415. 

(~) Emil Lederer， State o{ the Masses : The Threat o{ the 

Classless Society (New Y ork : W.W. Norton & Company， 

Publishers， 1940)， p. 18. 

(1'-:) Sigmund Neumann， Permanent Revolution : Totali-

tal抑留min the Age o{ lnternationalα'vil War (Second 

ed.; New Yotk， Washington， London : 'Frederick A. 

Praeger， Publishers，1965; originally 1942)， p. xii. 

〈認)Franz Neumann， The Democratic and Authoritarian 

State: Essays in Political and Legal Theory (Glencoe， 

Illinois : The Free Press & The Fa1eon's Wihg Press， 

1957);p.245. 

{船 HannahArendt， The Origins o{ Totalitarianism (Newed;， 

New York: Hareoutt， 'Brace & World， Ine.， 1966; originally 

1951)， p副 i叩 larlyI'P. 465 -468. 

(1;) Karl Manr由e泊1，M匝nand Socie砂 inan Age o{ Recon・

struction: S，似diesin Modem Social Structure (New York: 

Harcolitt， Brace and Company， 1951)， p. 108 f. 

(~) Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski， Totalitarian 

Dictatorship and 4utocracy (Second ed" Revised by 

Carl J. Friedrich， Cambridge， Mass. : Harvard University 

Press， 1965)"p. 15. 尽題字J:!hJQ績余主主 r~~~~Q対

去三組織説414Q1腿Q掌華経Q纏慰霊需RIlt(J-\)~~νニ~。

See"First ed. p. 3. 

(お)ibid.; p.17.-li志望書!U:thJQ制廓224ヨユ。

(~) Carl J. Friedrich， Michael Curtis， Bel¥Iamin R. Barber， 

Totalita，おnismin Perspective : Three Views (New York， 
Washington， London : Praeger Publishers， 1969)， 

pp. x，xii. 

(.) Carl J. Friedrich' and Zbigniew K. Brzezinski，' Totali-

tarian D附 M かandAutocracy，叩 cit..町 stEd，?
p~ viu; Second ed.， p. XU. ' 

(~) C釘 1J. Ft:iedrich， (ed.) ， Totalita巾 nism(New York : 

Grosset & Dunlap， The Univer鈍 1Library， 1964)， 

pp. 52 -53. 

(~) Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski， Totali-

tmおnDictatorship and Autocracy. op. cit;. First ed.， 

pp..9 -10;. Second ed.， p. 22. 

{事)Carl J. Friedrich， Michael Curtis， Benjamin R. B町ber，

Totalitarianism in Pe1官pective: Three Views. op. cit.. 

R・126.

〈駒 CarlJ. Friedrich and Zbigniew K. Bri:e泊施ki，Totalitizrian 



Dictatorship and Autocracy， op. cit.， First ed.， p. 7. 

(~) lbid.， Second ed.， p.19. 

(t;) "Zbigniew K. Brzezinski， Ideology and Power初 Soviet

Pol{tics (ReVised ed.， New York， Washington， London : 

Frederick A. Praeger Publishers， 1967)， pp. 46 -47. 

主主将'Ii[榔抑Q~密Q~~盤以やニν t!' Zbigniew K. 

BrzeziIlSki， • The Permanent Purge: Po/itics in Soviet 

Totalitananiim (Cambridge， Mass.: Harvard University 

Press， 1956) pp.l _; 37， 168 -175. ~穫。

(~) Erruit Nolte (translated from the German by Leila 

Vennewi包)， Three Faces 01 Fascism : Action Francaise， 

Italian Fascism， National Socialism刷ewY ork， Chicago， 

San Francisco : Holt， Ririehart and Winston， 1966). 

(~) Eugen Weber， Varieties 01 Fascism : Doctrines 01 Re-

volution in the Tl‘lentieth CentuηI (Princeton， New 

Jersey : D. Van Nosttand Company， Inc.， 1964). 

(fd) Robert Tucker， "Towards a Comparative Politics of 

Movement-Regimes，" The American Po/itical Science 

Review (June 1961)， pp. 281 -289. Robert Tucker， 

“The Dictator and Totalitalianism，" World Politics 

(July 1965)， pp. 555 -583. 

〈副 JohnKautsky (edふPoliticalαange in Underdeveloped 

Countries : Nationa/ism and白 mmunism(New York， 

1ρndort : John Wiley and Sons， Inc.， 1962)， pp. 3 -119. 

〈岱) Robert Tucker，“Toward a Comparative Politics. of 

MO¥'eslent-Regimes，" op. cit.， pp. 283 -289. 

(包)Jotn Kautsky， Po/itical C加nge in l[nderdeveloped 

Countries，op. cit.， p. 91. 

(芯)Ibid.， pp. 97 -113. 

(:8) Ernst Nolte，“一Despotism-Totalitarianism -Fr鎚 domー

Oriented Societyー，"Ernest A. Menze (ed.)， Tota/itari-

anism Reconsidered， op. cit.， pp.167 -178. 

(:8) H抽出 J.Sp紅oand Benjamin R: Barber，“Counter-

Ideological Uses of 'Totalitarianism，''' Po/itics and 

Society (November 1970)， pp. 3 -21. Ii[饗Q眠陸上H'

二い坦盟会ぜ Herbert J. gpiro，吋otali加担凶m，" g 
David L. Sills， (edふInternationa/Encyc/opedia 01 the I 

Social Sciences， op. cit.， PP. 112. ~匪。

〈お)Les K. Adler and Thomas G. Paterson，“Red Fasci錨 1:The 

Merger of Nazi Germany and Soviet Russia in the Americ阻

Image ofTotalitarianism， 1930s -1950s， "The American 

Historical Review (AprilI970)， pp. 104~ -1064. 

〈包) H. Stuart血ughes，The Sea Change : The Migration 01 

Social. Thought， 1930 - 1965 (New York， Franston， 

san Fr佃 cisco，London : Harper & Row， Publishers， 

1975)， p.120. 

<m) Robert Burrows，“Totalitarianism :τhe Revi鈎 dStandard 

Version，" op. cit.， p. 289. 



(&!:) A. James Gregor，“'Totalitarianism' Re'叫sited，"Emest A. 

Menze (ed.)， Totalitarianillm Reconsidered， op. cit.， 

p.132. 

(eO) Juan J. Unz， “Totalitarian 叩 dAu白oritarianR自由nes，"

op. cit.， p. 24l. Michael Curtis， Totalital世ani抑制ew

Brunswick & London : 1'ransaction Books， 1979)， p. 7. 

拘必!::!A. James Gregor， .. 'Tota1itarianism' Re吋sited，"

op. cit.， p. 143. ~11R1。

(~) Benjamin R. Barber， 

tarianism，" Carl J. Friedrich， Michael Curtis， Benjamin 

R. Barber， Totalitarianism in Perspective:・ThreeViews， 

op. cit.， pp.6 -10. 

(13) ibid.， pp.l0 -14. 

(;1;) Juan J. Linz， ''Tota1itarian and Authoritarian Regimes，" 

op. cit:， p. 243. 

〈包)Maurice Cranston，“Should We Cease to Speak of Totali-

taria凶sm，"op. cit.， pp. 64 -65. 

(:8) Juan J. Linz，“Totalitarian and Authoritarian Regimes，" 

op. cit.， p. 243. A James Gregor，“ 'Totalitarianism' 

Revisited，" op. cit.， p. 133. Karl Dietrich Bracher， 

Hτbe Disputed Concept of Totalitarianism : Experience 

and Actuality，" Emest A. Menze (ed.)， Totalitarianillm 

Reconsidered， op. cit.， p. 17. 

(fe) Reinhart Ben必死 Nation-Building and αtizenship : 

Studies o{ Our Ch，のゆ司gSocial Order (New Enlarged 

ed.， Berkeley， Los Angles， 1ρndon : University of 

California Press， 1977)， PP. 390 -396. 

〈沼) A. James Gregor，“ 'Totalit~nism' R訓話ted，"op. cit.， 

p.133. 

(lB) Alexander J. Groth，“百le‘i回ns'泊 Totalitariar由m，"

The American Political Science Review (December 1964)， 

p.888. 

(~) Michael Curtis，“Retreat from Tota1itarianism，" op. cit.， 

p.55. 

〈回目 RobertBurrows，“Totali加 ianism: The Revised Stan必rd

Version，" op. cit.， pp. 275 -276. Bemt Hagtvet and 

Reinhard Kuhnl，“Contemporary Approaches to Fascism: 

A Survey of Paradigms，" Stein Ugelvik Larsen， Bemt 

Hagtvet， J間PetterMyklebust (eds.)， Who Were the 

Fascists : Social Roots o{ European Fascism (Bergen-

OsloーTromso: Universitetsforlaget，. 1980)， p. 34. 

(~) Juan J. Linz，‘'Tota1i旬rianand Au由oritarianRegimes，" 

op. cit.， p. 244. 

(~) Giov叩 niSa目ori，“ConceptMisinformation in Comparative 

Politics，" 1百e American Political Science Review 

(December， 1970)，pp.l043 -1044. 

(t!:) Karl Dietrich Bracher，“The Disputed Concept of Totali・

tarianism: Experienceand Actua1ity，"op. cit.， pp.14 -15. 

g 



(12) lbid.， p. 16 ，'"ロ=-l<4h!i'ニドt!' Karl Die凶ch Uo) Jose ort句aY.Ga臨 t，The Revolt olthe Masses， op. cit.， 

Bracher，“Terrorism and Totalitarianism，" Emest A. 

Menze (ed.)， Totalita，地 nismReconsidered， op. cit.， 

pp. 107 -119. ~繍私堕竪:。

(~曾~) Bemt Hag民tv，拘'et and Rei泊nha釘rd:K曲hnl，

A岬pp戸仰roa叫c曲heωstωo Fa捌島却副ci且sm町m : A Survey 0ばfPa加ra'叫d取刷n凧s丸，"0，叩'p.

cit.， p. 35. 

(~) lbid. 

(i!2) Daniel Bell， The End olldeology (Clencoe : The Fr偲

Press， 1960)，pp. 21 -22. 

(~) Robert Nisbet， Sociology as an Art Form (New York : 

Oxford University Press， 1976)， p. 49. 

(2) Daniel Bell， The End olldeology， op. cit.， pp. 27 -28. 

(oo) William Komhauser， The Politics 01 Mass Society 

(New York:百leFree Press， 1959)， pp. 21 -25. 

(~) Gustave Le Bon， The Crowd (London : Ernest Bonn Ltd.， 

1947)，p.19. 

(&3) Jose Ortega Y. Gasset， The Revolt 01 the Masses 

(New York: W. W. Norton & Company， Inc.， 1932; 

Spanish ed.， 1930)，p. 71.タ

(O!i) Emil Lederer， State olthe Masses， op. cit.， pp. 42 -43. 

(18) H叩 nahArendt， The Origins 01 Totalitarianism， op. cit.， 

p.311. 

0.8> lbid. 

p.133. 

(&1) Franz Neumann， Behemoth : The Structure and Practice 

01 National Socialism， 1933 - 1944 (New York and 

Evanston : Harper & Raw， Publishers， 1966; orig泊a1ly

1942)， pp. 221 -458. 

(sn H. Stuart Hughes， The Sea Change : The Mzgrat;on 01 

Soc;al Thought， 1930 -1965， op. cit.， pp.134 -188. 

IJQ懸命， Donald Fleming and Bernard Bailyn (eds.)， 

The lntellectual Migration : Europe and Amerlca， 1930 -

1960 (Cambridge， Massachusetts :百leBulknap Press 

of Harvard University Press， 印 刷 制t釦加，The 会
Frankfurt School : The 0ぜ'ticalTheorles 01 M僻 l

Horkheimer and Theodor W. Adomo (New York， 

London， Sydney， Toronto : John Wiley & Sons， 1977). 

Lewis S. Feuer，“百le Frankfurt Marxists and the 

Columbia Liberals，" Survey (Summer 1980)， pp. 156 -

176. Sidney Hook，“The Institute of Social Res関 rch

-Addendum，" lbid.， pp. 176 -178. “百leFrankfurt 

School : A Debate"品lrvξy(Spring 1982)，pp.131 -170. 

総匿。

(l1iD H. Stuart Hughes， The Sea C加F昭e，op. cit.， pp. 137 

-138. 

(ej;) Max Horkheimer and Theodor W. Adorno (translated by 



John Cumming)， Dialectic of Enlightment (New York : 

Herder and Herder， 1972; originally 1944>， p.対ii.

(叡)lbid.， Pp. xvi，120 -167. 

<~) M回 Horkheimer(回.nslatedby Matthew J. O'conneland 

o値iers)， Critical TheoηI : Selected ESUlyS， (New York， 

8t. Louis， San Francisco， Toronto， 1972 ; originally 

1968)， pp. 47 -128. 

<~) lbid.， p. vii. 

<~) Herbert Marcuse， Eros and ci・vilization: A Philosophical 

lnquiry into Freud .(Boston : Beacon Press， 1966; 

originally 1955)，p.4. 

(S) lbid.， p. 102. 

<S) Herbert. Marcuse， One Dimensional M加 :Studies in the 

ldeology of Advanced lndusi地 1S()ciety (Boston 

B飽 conPress， 1964)， p3. 

<8D H. 8tuart Hughes， The Sea αal司ge，op. cit.， pp. 136 -

137. 

<8:) C. Wright M出s，The Power Elite (New York : Oxford 

University Press，1956)， pp. 298 -324. 

(富) Daniel Bel1， The End of ldeology， op cit.， p. 36. 

{言) Edward Shi1s， The lntellecωals and幼ePowers a1ld 

Other Essayll (Chicago and London :白iω.goUniversity 

Press，1972)， pp. 248 -264. 

{言) David回esm姐 ，Abu~油nce for W.加t?& Other Essays 

(G釘 denαty，New York : Doubleday & .Company， Inc.， 

Anchor Books，1965)，p. 85. 

{室)Daniel Bel1， The白加ralCon加 dictionsof Capitalism 

(New York : Basic Books， Inc.， Publishers，1976)， p. 84. 

〈⑨塁勤)D訓 dR馳iおe悶sm蜘叩札， w叫it也hN陶陶a針than叩nG加町 叩削dPeu附elDenney 

TheLμone(かyCrowd， (abridged ed. with a new preface， 

New Haven & London : Ya1e University Press， 1961)， 

pp. xliv-xlvi. 。・=、ー κp 入('*キj;:1!I-Nfi~揺) rJ 1+割足

ベJ~J (吾球制緩:;!<!'1・同<11母)'100' 111111 z _~).O 

〈室)Karl Mannheim， Man and Socie汐 lnan Age of Recon・

struction，op. cit:， pp. 51 -75. 

(書) Joseph Alois 8chumpeter， Capitalis民 Socialismand 

Democracy (Third ed.， New York : H紅 per& Row， 

Publishers， Harper Torchbooks， 1962)， Part 11， esp. 

pp. 81 -86. 

(告) I0 Q暖h!令、ミJν紘...)'V"t!'ヨ-N-Ir響『廊ピ認~Q幽骨{宕

~嬰一一世量苓同署Q隊鑓蛍4俗世~~...)ν 一一 J (田+母艦纏:;!<!'

1~<11 剥ー) QI陸料'怯申時4ぎ必bh!~.'講話思慮Q抑制~~

援。-!t61.!'E-<・て-~入"<t!' f'¥ r-. ;:>."< -4贈講話 Q:;!<!~許容

E宮田~~í'~('1.!毛纏単線二 ν， 1ト司ミ~--4 Q極v阻社

説~Q rト'"''"ー」訴事盟主主牢番~.t6:;!<!4M語訳-Rh!""，('ド縦摺拘
~1.!理事側FJ224き'V"' -t¥ Iiーて -Qニ小 r4.D閉会三JQ~費E思考ミ

時布、~，.、 "'''<..:1 ~Iモ官吹Q~Q \U~l{!J長州連器v誕標Jν

:;. l{!o Ta1cott Parsons，“80me Sociological Aspects of the 

司・



Fascist. Movements，" Social Forces (December 1942)， 

p.140. 

⑨山尚， Michel J. Cr伺 er，Samuel P. 耐 nt岬 on，

Joji Watanuki， The Crisis 01 Democracy : Report on the 

Govemability 01 Democra_cies . to the Trilateral Com・

mission (New York : New York University Press， 1975). 

Juan J. Linz and A1fred Stepan (eds.)， the Breakdown 01 

Democratic Regimes (Baltimore and London : The Johns 

Hopkins University Press， 1978). Theodore J. Lowi， 

The End 01 Liberalism : The Second Republic 01 the 

United States (Second ed.， .New York， London :. W.W. 

Norton & Company， 1979). ~Ii。

〈書}二~金、トQ-K僚制司W -1く僚や〈去三纏~ r-K様争〈会~Q定版J ベ)....)
い時JQ "， 1ト 4守口裕一割憾1剤事詩喜宇和IQ""， Q~....) いt!' Alan 

Swingewood， The Aかth01 Mass Culture (London and 

Basingstoke : The Macmillan Press Ltd.， 1977). ~態。

〈宝}トふ入ム'ムーIト'1'-'ω ・'-'<"1'>'入， n一入くか裕_，.iI

Q-K僚記.~縮~1:'''' 1'>'ーミヰ:K~王国Q盗軍事州ニ小幽骨(g働側

~~トJ笠宮E い紘鍵~~;/;f，:....) i' í"時JQ間縄Q~:出g:g[砲暖

~課標....)~唱酔〈ベ)....)\-1' Bernt Hagtvet，吋heTheory of 

Mass Society and the Collapse of the Weimar Republic : 

ARe・Examination，"Stein Ugelvik Larsen， Bernt Hagtvet， 

Jan Petter Myklebust (eds.)， Who Were the Fascists， 

op. cit.， pp. 66 -117. 主主~IQ。

{言) .(.!~・惚， H. Go地 n S凶 ling，唱 roupConflict and 

Political Change，" Chalmers Johnson (ed.)， Change in 

Communist Systems (Stanford : Stanford University Press， 

1970)， pp. 215 -234. H. Gordon Skilling and Franklyn 

Griffiths (eds.)， Interest Groups in Soviet Politics 

(Princeton， New Jersey : Princeton University Press， 

1971)， pp. 3 -45， 379 -416. Jerry F. Hough， The 

Soviet Perlects : The Local Party Organs in Industrial 

Decision・making(Cambridge， Mass. : Harvard U凶versity

Press，1969)， pp. 289 -318. 

(さ);--潮柑矧Q下総IgどJ為困寧Q醤寝間縄やユ小州U心Q

「ぬl酬榔」♀「記側凶州制綿J~悩矧J綬ニ必Q眠盤以 g 
p ユ νt!~....)~~ε、， Joseph La Palombara， "Monoliths I 

or Plural Systems : Through Conceptual Lenses Darkly，" 

Studies in Comparative Communism (Autumn 1975)， 

pp. 325 -328. Roy A. Medvedev (translated from the 

Russian and edited by Ellen de Kadt) ， On SocUllist 

Democracy (New York : W.W; Norton & Company，lnc.， 

1977)， pp. 37 -47. 

{き)r nー鴨 11"¥11--'<' 'r< -4 J 纏~í'ニ \..Jぜ白mparative Poli必

cal Studies (AprilI977) Q掌球団1" Philippe C. Schmitter 

and Gerhard Lehmbruch (edsふ 1)・四dstoward Corpo-

ratist IntermedUltion (Beverly 阻lls& London : SAGE 

Publica伽吋開).Ge伽 dLehmbruch &附ppe



。
・
回
n
v
S
E
a
-
、
ミ
H
n
a
。
、
町
。
『
唱
。
s
S
H
、
。
a
q
-
送
局
』
夜
、
司

(
F
b
田
島
O
回
目
白
〉
。
開
P
H
e民
n帥
巴

o
p
F
a
-
-
S
∞
M
)
・
M
N開
問
問

5

5

H
・
図
書
宮
o
p
辺
警
白
書
道
s
a
p
選
。
混
同
常
詰
九
九
詩
句
、
。
慰
霊
h

h
s
e
a
g
o
』
、
』
向
。
舎
達
也
由
選
。
n
s
a
a
p
o
白
血
o
n
H
の
g
H
明
白

〉
回
四
国
待

C
ロ
唱
宮
・
回
目
w

∞。)・明同白色同一ゆ
n
r
w・
沼
田
内
帽
曲
目
色
吋
旨
o
s
a

g
a
Z
F
(
a
c
・
昌
司
ミ

s
n宣言
、
皇
室
~
h
明
言
智
子
、
。
h
a
s
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号
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守
向
型
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害
量
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2
0
5
O
E
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F
o
E
O
回
目

C
邑
司
自
同
問
宮
崎
O同
Z
O
同
同
8
0帥
g
o
同
V
S
F
S
豆
)
・
な
ど
が
基
本
的
文

献
だ
が
、
わ
が
国
で
は
す
で
に
、
山
口
定
「
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ

ズ
ム
論
に
お
け
る
，
コ
l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
'
の
概
念
」
『
思
想
』

(
一
九
八
二
年
二
月
号
、
二
三
|
一
三
三
ペ
ー
ジ
、
に
お
い
て
そ

の
研
究
動
向
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
ュ
1

・
レ
フ
ト
史
学
」
と
「
新
保
守
主
主
義
」
論
者
が
乙
の
問
題
に
つ
い

て
示
す
奇
妙
な
見
解
の
類
似
点
な
ら
び
に
相
違
点
に
つ
い
て
は
S
ら

に
詳
細
な
吟
味
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
点
に
か
ん
し
て
た
と
え
ば
、

高
橋
章
「
ア
メ
リ
カ
『
ニ
ュ
l
・
レ
フ
ト
史
学
』
」
『
歴
史
評
論
』

(
一
九
七
八
年
九
月
可
三
三
|
四
三
ペ
ー
ジ
、
野
村
達
朗
「
ア
メ

リ
カ
労
働
史
研
究
の
新
し
い
潮
流
」
同
右
、
四
四

l
五
五
ペ
ー
ジ
、

高
橋
章
「
『
コ
l
ポ
リ
ッ
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
ノ
l
ト
」
大
阪

市
立
大
学
文
学
部
『
人
文
研
究
』
第
=
二
巻
第
八
分
冊
(
一
九
七
九

年
)
、
五
三
九
1
五
七
一
ペ
ー
ジ
、
佐
々
木
毅
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の

『
新
保
守
主
義
』
」
『
思
想
』
(
一
九
八
三
年
二
月
号
)
、
七
八

l

九
五
ペ
ー
ジ
、
司
自
苦
虫
色
同
時
四
回
♂
呂
町
ミ
8
9
-
a
h
ミ
ミ
宮
崎
~

同
ヨ
宮
堤
富
塁
。
、
言
♀
白
書
S
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送
時
之
町
号
、
。
霊
E
2
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R
H
m
g
g
g
a
回
口
吉
個
仲
間
両
-
k
p

吋
o
g
n
z
s
g
W
O
O
F
巴
∞
O
)
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を
参
照
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イ
ギ
リ
ス
の
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に
つ
い
て
は
、
二
宮
厚
美
「
現
代
コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
官
僚
機
構

l
l
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
を
中
心
に
|
」

『
経
済
』
(
一
九
八
O
年
十
月
号
)
、
一
三
五
|
一
五
三
ペ
ー
ジ
、
参

照
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お
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国
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に
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増
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昌
∞
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富
田
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昌
∞
M
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集
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さ
れ
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い
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概
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身
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o
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F
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九
六
八
年
夏
へ

の
鎮
魂
歌

『
歴
史
と
未
来
』
創
刊
の
年
、
す
な
わ
ち
一
九
六
八
年
夏
に
は
衝
撃
的
な
出

来
事
が
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
チ
ェ
コ
事
件
」
の
と
と
で
あ
る
。
「
チ

ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
の
党
と
国
家
の
活
動
家
た
ち
が
、
ソ
連
そ

の
他
の
同
盟
諸
国
に
対
し
て
、
軍
隊
に
よ
る
援
助
を
含
む
緊
急
の
援
助
を
要
請

し
た
」
と
し
て
、
社
会
主
義
五
ヶ
国
の
軍
隊
が
チ
ェ
コ
領
内
に
侵
入
し
て
き
た

の
は
八
月
二
十
一
日
の
未
明
の
乙
と
だ
っ
た
。
外
国
軍
隊
の
駐
留
に
よ
っ
て
、

「
プ
ラ
ハ
の
春
」
は
開
花
を
み
る
乙
と
な
く
終
息
し
た
。
そ
の
問
、
散
発
的
に

反
ソ
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
組
織
さ
れ
た
も
の
の
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
は
、
翌

年
四
月
の
党
中
央
委
員
会
総
会
で
ド
プ
チ
ェ
ク
の
第
一
書
記
の
解
任
と
フ
サ
l

長

谷

哲
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也

(
医
学
書
院
勤
務
)

ク
の
就
任
を
決
め
、
ふ
た
た
び
社
会
主
義
共
同
体
の
秩
序
の
な
か
に
立
ち
戻
っ

て
い
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
事
態
は
、
あ
る
て
い
ど
予
測
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
や
は
り

衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ソ
速
は
、
一
九
五
六
年
十
月
二
十
四
日
、

十
一
月
一
日
の
二
次
に
わ
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
派
兵
で
、
す
で
に
高
い
授
業

料
(
ソ
連
側
だ
け
で
七
千
の
死
者
が
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
)
を
支
払
っ
て
お

り
、
社
会
主
義
共
同
体
内
部
や
西
側
諸
国
の
多
く
の
共
産
党
の
批
判
を
抑
え
て

ま
で
軍
隊
を
派
遣
す
る
ζ

と
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
一
抹
の
期
待
が
あ
っ
た
か



ら
だ
。
ま
さ
し
く
、
「
リ
ア
ル
な
国
際
認
識
」
の
欠
知
し
た
観
念
的
な
反
応
だ

が
、
当
時
、
と
の
よ
う
な
心
情
的
な
状
況
認
識
が
一
面
で
存
在
し
て
い
た
乙
と

は
事
実
で
あ
る
。

し
か
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
の
時
と
は
状
況
は
確
実
に
異
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
圏
内
に
は
、
民
族
主
義
に
根
ざ
し
た
反
ソ
的
な
デ

モ
や
共
産
党
機
関
へ
の
武
力
攻
撃
と
い
っ
た
反
秩
序
的
な
大
衆
行
動
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
し
、
一
九
六
七
年
十
一
月
に
は
?
プ
レ
ジ
ネ
フ
が
当
時
の
ノ
ボ
ト
ニ

l
第
一
書
記
に
「
〈
園
内
改
革
の
動
き
に
対
し
て
)
内
政
干
渉
し
な
い
」
と
確

約
し
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
速
が
軍
事
介
入
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
主
義
共
同
体
へ
の
連
鎖
的
波
及
と
そ
れ
に
伴
う
ソ
速
の
支
配
力
の

低
下
、
ひ
い
て
は
(
長
期
的
に
は
)
ソ
連
圏
内
の
改
革
派
へ
の
影
響
を
恐
れ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
速
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
ス

タ
ー
リ
ン
批
判
「
個
人
崇
拝
と
そ
の
結
果
」
(
「
九
五
六
年
)
を
端
緒
と
す
る

デ
・
ス
タ
1
リ
ニ
ゼ

1
シ
ョ
ン
の
過
程
で
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
対
す
る
自

ら
の
支
配
に
何
度
も
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
ソ
速
に

お
砂
る
デ
・
ス
タ
l
リ
ニ
ゼ
l
シ
ョ
ン
が
権
力
内
部
か
ら
の
、
つ
ま
り
上
か
ら

の
改
革
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
、
待
遇
改
善
-
ノ
ル

マ
の
引
き
下
げ
要
求
と
い
っ
た
形
で
下
か
ら
盛
り
上
が
り
、
次
第
に
暴
動
的
な

性
格
を
帯
び
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
闘
争
の
目
標
が
、
ソ
速

の
支
配
を
代
表
す
る
共
産
党
保
守
派
指
導
者
(
小
ス
タ
ー
リ
ン
)
に
向
H
り
ら
れ
.

た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
圏
内
改
革
の
動
き
は
、
基
本
的
に
は
、
個
々
の
民
族
、

主
義
と
ソ
速
の
支
配
力
と
の
相
魁
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
チ

ェ
コ
の
場
合
も
、
ソ
速
の
支
配
を
は
ね
の
砂
て
真
の
独
立
を
達
成
し
た
い
と
い

う
欲
求
が
背
景
に
あ
り
、
一
九
六
八
年
の
圏
内
改
革
を
根
底
で
支
え
て
い
た
と

と
は
疑
い
な
い
。
し
か
も
チ
ェ
コ
は
、
他
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
(
ル
ー
マ
ニ
ア
、

ユ
1
ゴ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ア
ル
パ
ニ
ア
)
と
異
な
り
、
第
一
次
大
戦
後
-
ト
マ

l
シ
・
マ
サ
リ
ッ
ク
大
統
領
の
下
で
西
欧
型
の
近
代
民
主
主
義
の
洗
礼
を
'
つ
け

て
お
り
、
そ
の
経
験
が
、
社
会
主
義
制
度
の
下
で
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
に

と
ら
わ
れ
な
い
、
よ
り
人
間
的
な
民
主
主
義
社
会
を
実
現
し
よ
う
、
と
い
う
改

革
運
動
の
動
因
を
成
し
た
と
と
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。
チ
ェ
コ
の
圏
内
改
革
は
、

確
か
に
表
面
的
に
は
、
オ
タ
・
シ
ク
に
代
表
さ
れ
る
ア
カ
デ
ミ
V

ク
な
経
済
学

者
、
数
学
者
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
な
ど
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
、
作
家
や
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
プ
で
す
す
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
支
え

て
い
た
の
が
、
ソ
速
や
他
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
は
な
い
近
代
民
主
主
義
の

経
塾
た
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
チ
ェ
コ
の
革
新
派
は
な
に
を
目
標
と
し
て
園
内
改
革
を
め
ざ
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
が
、
一
九
六
八
年
四
月
九
日
に
発

表
さ
れ
た
共
産
党
の
新
行
動
綱
領
(
社
会
主
義
に
対
す
る
チ
ェ
コ
の
道
)
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
作
家
ル
ド
ピ
ク
・
パ
ツ
リ
ー
ク
の
起
草
し
た
「
二
千
語
宣
言
」

が
発
表
さ
れ
る
が
(
六
月
二
十
九
日
)
、
内
容
と
し
て
は
、
行
動
綱
領
の
域
を
一

歩
も
出
て
お
ら
ず
、
ソ
連
介
入
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。

新
行
勤
続
領
は
、
既
成
の
社
会
主
義
共
同
体
の
枠
組
を
は
る
か
に
超
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
乙
に
は
、
「
最
も
進
歩
し
た
資
本
主
義
国
よ
り
も
、
さ
ら
に

広
範
な
自
由
を
も
っ
た
本
当
の
社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
国
家
に
し
よ
う
」
と
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す
る
強
い
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

新
行
動
綱
領
は
、
過
度
の
中
央
集
権
に
対
す
る
分
権
、
経
済
お
よ
び
社
会
の

全
面
的
な
民
主
化
を
基
調
と
す
る
、
二
万
四
千
語
に
の
ぼ
る
長
文
の
も
の
で
、

実
現
の
可
能
性
に
疑
問
を
も
た
れ
つ
つ
も
、
国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
を
・
つ
け
て

い
た
。
新
綱
領
の
柱
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。

L
議
会
制
度
の
確
立
・
・
・
・
・
・
単
に
提
案
さ
れ
た
議
案
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、

民
主
的
な
手
続
き
を
経
て
、
法
律
や
重
要
な
政
治
問
題
に
つ
い
で
決
定
を
く
だ

せ
る
よ
う
な
国
民
議
会
を
つ
く
る
。
そ
の
た
め
、
新
た
に
民
主
的
な
選
挙
制
度

を
確
立
す
る
。

Z
共
産
党
の
民
主
化
:
:
:
党
の
権
威
は
強
制
で
得
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
党

員
の
活
動
、
理
想
の
正
し
さ
に
よ
っ
て
乙
れ
を
実
現
す
る
。
党
機
関
が
、
国
家

機
関
、
経
済
管
理
機
関
、
社
会
団
体
に
と
っ
て
代
っ
た
り
、
乙
れ
を
入
れ
替
え

た
り
す
る
よ
う
な
乙
と
は
完
全
に
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
民

主
的
に
選
出
さ
れ
た
機
関
の
役
割
を
強
化
し
、
党
内
民
主
主
義
を
実
現
す
る
。

社
会
主
義
社
会
の
権
力
は
、
た
だ
一
つ
の
党
あ
る
い
は
党
の
連
合
に
よ
っ
て
独

占
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

a経
済
の
民
主
化
:
:
:
企
業
の
自
主
性
と
国
家
機
関
か
ら
の
独
立
、
消
費
者

が
自
分
の
生
活
様
式
や
労
働
活
動
を
自
由
に
選
ぶ
権
利
を
保
証
し
、
企
業
の
管

理
に
責
任
と
権
限
を
も
っ
民
主
的
な
機
関
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
ソ
連
を
は
じ

め
と
す
る
コ
メ
コ
ン
諸
国
と
の
経
済
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
世
界
の
他
の
国
々

と
の
協
力
関
係
を
積
極
的
に
発
展
さ
せ
る
。

4
自
由
な
国
民
生
活
の
保
証
:
:
:
新
聞
の
検
聞
を
廃
止
し
、
保
安
機
関
の
権

限
を
縮
小
し
て
、
安
全
か
つ
自
由
な
国
民
生
活
を
保
証
す
る
。
ま
た
、
海
外
旅

行
の
自
由
、
文
化
活
動
の
自
由
を
保
証
す
る
。

&
民
族
聞
の
差
別
の
完
全
撤
廃
:
:
:
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
家
的
基
盤
を

成
し
て
い
る
の
は
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
パ
キ
ア
人
の
自
由
意
思
に
よ
る
平
等
な
共

存
で
あ
る
と
と
を
確
認
し
、
い
ず
れ
の
少
数
民
族
(
ハ
ン
ガ
リ
ー
入
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
入
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
ド
イ
ツ
入
、
ユ
ダ
ヤ
人
)
も
、
す
べ
て
の
憲
法
上

の
権
利
の
行
使
を
保
証
さ
れ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
共
産
党
の
新
指
導
者
は
、
「
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
社
会
主
義
社
会
の
建
設
」
を
新
し
い

行
動
綱
領
に
託
し
た
の
だ
っ
た
。
新
綱
領
に
は
、
社
会
主
義
と
民
主
主
義
を
語

る
際
に
提
案
さ
れ
る
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
つ
ひ
と
つ
解
答
が
用
意
さ

れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
(
も
っ
と
も
、
そ
の
実
現
可
能
性
は
全
く
別
の
問

題
だ
が
・
・
・
・
・
・
)

と
乙
ろ
で
、
チ
ェ
コ
に
お
け
る
改
革
運
動
は
、
そ
の
目
標
と
白
標
達
成
の
方

向
に
お
い
て
、
一
九
五
六
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
そ
れ
と

驚
く
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
白
つ
ま
り
、
社
会
主
義
の
国
際
的
な
性
格
や
普
通
的

な
価
値
を
否
定
す
る
乙
と
な
く
、
自
国
に
特
有
な
伝
統
や
社
会
経
済
的
条
件
に

根
拠
を
お
い
た
社
会
主
義

m
体
制
の
本
来
の
理
想
像
)
を
追
求
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
「
真
の
社
会
主
義
へ
の
回
帰
」

(
R
・
ア
ロ
ン
)
と
言
い
換
え
て
も

よ、。ζ
れ
ら
の
改
革
運
動
は
、
ソ
連
軍
の
介
入
を
防
い
だ
ゴ
ム
ル
カ
の
ポ
ー
ラ
ン

ド
で
成
功
を
収
め
た
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
ソ
連
軍
の
、
チ
ェ
コ
で
は
ソ
連
・

東
欧
五
か
国
軍
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
の
前
に
屈
服
を
強
い
ら
れ
た
。
(
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
成
功
は
、
事
件
を
あ
く
ま
で
国
内
問
題
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
、
ツ
速
と
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の
友
好
関
係
を
強
調
し
た
ゴ
ム
ル
カ
の
賢
明
さ
と
党
と
国
民
の
団
結
に
し
ば
し

ば
帰
せ
ら
れ
る
が
、
ソ
連
が
軍
事
介
入
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

ソ
速
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
情
勢
の
緊
迫
化
を
重
視
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
J

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
改
革
運
動
に
た
い
す
る
ソ
連
の
介
入
の
論
理
は
い
ず
れ
の
場

合
も
一
貫
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
圏
内
改
革
の
た
め
の
内
政
問
題
に
は

譲
歩
し
て
も
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
制
度
復
活
の
企
み
は
、
周
囲
の
社
会
主
義
国
に
も

影
響
を
お
よ
ぼ
す
問
題
で
あ
り
黙
許
で
き
な
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
チ
ェ

コ
ス
ロ
バ
キ
ア
共
産
党
に
送
ら
れ
て
き
た
七
月
十
六
日
付
ワ
ル
シ
ャ
ワ
五
ヶ
国

共
同
書
簡
は
、
乙
の
介
入
の
論
理
を
具
体
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
諸
君
の
党
や
諸
君
の
国
家
に
と
っ
て
全
く
の
内
政
問
題
で
あ
る
よ
う
な
事
項

に
干
渉
し
た
り
、
共
産
主
義
の
諸
党
、
社
会
主
義
の
諸
国
聞
の
関
係
に
お
け
る

相
互
尊
重
、
独
立
お
よ
び
平
等
の
諸
原
則
を
侵
犯
す
る
つ
も
り
は
、
乙
れ
ま
で

も
な
か
っ
た
し
今
も
な
い
。
:
:
:
反
動
勢
力
は
、
党
指
導
部
の
弱
体
化
に
つ
け

乙
み
、
一
扇
動
的
に
も
，
民
主
化
'
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
乱
用
し
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
共
産
党
と
そ
の
誠
実
で
献
身
的
な
幹
部
に
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開

始
し
た
。
彼
ら
は
乙
れ
に
よ
っ
て
党
の
指
導
的
役
割
を
解
消
し
、
社
会
主
義
制

度
を
掘
り
く
ず
し
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
を
他
の
社
会
主
義
諸
国
と
対
立
さ
せ

よ
う
と
明
白
に
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
」

つ
ま
り
、
乙
の
書
簡
の
後
半
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
が
存
在
す
れ
ば

介
入
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
で
、
後
の
プ
レ
ジ
ネ
フ
に
よ
る
「
制
限
主

権
論
」
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ソ
速
の
安
全
は
も
と
よ
り
社
会
主
義
の
存
立
基
盤
を
脅
か
す
も

の
で
な
く
、
し
か
も
、
自
国
の
「
モ
デ
ル
」
の
他
国
へ
の
輸
出
や
押
し
つ
け
を

望
ん
で
い
な
か
っ
た
チ
ェ
コ
の
改
革
運
動
は
挫
請
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ

，。。
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
l
ウ
ェ
ル
は
、
一
九
四
八
年
に
、
「
-
九
八
四
年
」
の
社
会

主
義
社
会
の
未
来
図
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
い
て
み
せ
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン

後
の
ソ
速
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
オ
l
ウ
ェ
ル
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
不
当
性
を
証

明
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
由
化
の
嵐
が
吹
き
ま
く
っ
た
。
そ
の
嵐
が
最
高
潮
に

達
し
た
の
が
一
九
五
六
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
り
、
一
九
六
八

年
の
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
だ
っ
た
。
ソ
連
は
、
そ
の
た
び
に
多
少
の
譲
歩
を
行
い

つ
つ
、
既
存
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
抑
圧
を
強
化
し
た
。
ヤ
ル
タ
会
談
で
承
認
さ
れ

た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
影
響
力
を
あ
く
ま
で
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
「
ソ
連
モ
デ
ル
」
の
危
機
は
依
然

と
し
て
と
り
除
か
れ
て
い
な
い
。
少
し
長
期
的
に
み
れ
ば
、
ソ
連
圏
内
の
非
ロ

シ
ア
民
族
主
義
の
動
向
と
連
動
し
て
、
新
た
な
質
の
、
よ
り
深
刻
な
緊
張
と
対

立
が
予
測
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
主
義
固
に
お
け
る
変
革

は
い
か
な
る
条
件
の
下
で
実
現
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ソ
連
・
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
圏
の
内
部
で
は
、
い
か
な
る
変
革
の
試
み
も
失
敗
に
終
る
運

命
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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八
地
域
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
の
四
〉

私
に
と
っ
て
の
地
域
研
究

|

|

ア

ジ

ア

研

究

を

志

す

者

と

し

て

の

覚

え

書

|

|

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
か
つ
て
は
西
欧
に
従
属
し
て
い
た
諸
地
繊
が
、
新
た

に
世
界
史
上
へ
と
登
場
し
て
来
た
と
と
に
伴
い
、
既
存
の
学
問
の
枠
を
越
え
た

学
際
的
研
究
と
し
て
、
「
地
域
研
究
」
の
必
要
性
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久

し
い
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
地
域
研
究
と
呼
ぶ
か
、
と
い
う
聞
に
答
え
る
乙

と
は
容
易
で
は
な
い
。

乙
の
聞
に
答
え
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
、
「
地

域
研
究
」
を
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
研
究
者
の
の
・
】

O
E
m
g

は
、
「
地
域
研
究
の
方
法
は

E
E
-
-
z
a
n
oロ
2
2
2
2
4申
告
官
g
n
vと
呼

ぶ
べ
き
も
の
に
近
い
」
と
述
べ
、
音
楽
の
理
論
を
借
り
て
己
主
口
曲
目
白
ロ
巴
M
B
Z

な
る
も
の
を
提
唱
し
て
い
る
(
1
Y
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
者
の
関
・
出
・

2-sz

は
、
コ

oz-
昏

g
E
g
g
-
n
o国
師
常
国

ntoロ
に
よ
っ
て
個
々
の
地
域
と
マ
ク
ロ

の
理
論
と
が
つ
な
が
る
」
と
述
べ
て
い
る

(2)
。
ま
た
、
安
場
保
吉
氏
は
「
地
域

研
究
と
は
デ
イ
シ
プ
リ
ン
と
比
較
論
と
い
う
二
つ
の
接
近
方
法
に
よ
っ
て
地
域

に
対
す
る
研
究
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
〈
3
ど
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
専
門
地
域
で
あ
る
ア
ジ
ア
を
中
心
に
し
つ
つ
、

中

島

知

恵

子

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

自
分
に
と
っ
て
地
域
研
究
と
は
何
か
、
と
い
う
と
と
を
、
よ
り
具
体
的
に
述
べ

て
い
き
た
い
。

ま
ず
初
め
に
、
地
域
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
の
概
念
に
つ
い
て
少
し
述
べ

匂』、。

J

，.‘ 筆
者
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
地
域
の
設
定
は
か
な
り
柔
軟
に
な
さ
れ
て
良

い
と
考
え
る
。
「
地
域
と
い
う
の
は
研
究
の
内
容
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
」
、
「
そ
の

設
定
の
基
準
は
、
地
域
を
結
び
つ
峠
り
て
い
る
紐
帯
に
あ
る
(4)」
と
い
行

J

矢
野
暢

氏
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。

矢
野
氏
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
治
学
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
主
観

的
・
相
対
的
に
枠
づ
け
と
意
味
づ
け
と
を
受
け
る
政
治
的
物
理
空
間
H
政
治
的

生
態
空
間
〈
5
ど
と
呼
ぴ
う
る
も
の
を
想
定
す
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
そ
乙

で
、
筆
者
自
身
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
文
化
的
生

態
空
間
」
と
で
も
呼
び
う
る
も
の
が
設
定
で
き
、
そ
し
て
そ
れ
乙
そ
が
、
筆
者

に
と
っ
て
の
「
地
域
」
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
フ
ラ
ン

-48ー



ス
の
碩
学

ρ
の

oarが
「
中
固
化
さ
れ
た
国
」
と
呼
ん
だ
地
域
、
す
な
わ
ち

中
国
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
へ
と
広
が
る
「
漢
字
文
明
圏
」
を
、
筆
者
は
、

一
つ
の
地
域
と
し
て
考
え
て
い
る
。

乙
の
「
漢
字
文
明
圏
」
に
つ
い
て
は
、
永
積
昭
氏
が
、
日
本
・
朝
鮮
・
中
国

・
グ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
砂
る
社
会
進
化
論
の
受
容
に
関
し
て
、
そ
の
素
地
と
な
っ

た
地
域
的
な
特
徴
を
以
下
の
三
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る

(
6
1

て
儒
教
の
影
響
が
非
常
に
大
き
く
、
日
本
を
除
い
て
は
み
な
宮
吏
登
用
の

た
め
の
試
験
制
度
を
持
っ
て
い
た
。
読
書
人
階
層
の
知
識
水
準
が
高
く
、

彼
ら
は
国
家
の
存
亡
に
つ
い
て
大
き
な
閥
、
心
を
持
っ
て
い
た
。

二
、
国
際
政
治
に
お
け
る
対
応
の
仕
方
は
一
般
に
世
俗
的
で
あ
り
、
宗
教
的

権
威
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。

三
、
歴
史
に
つ
い
て
の
意
識
・
関
心
が
高
か
っ
た
。

中
根
千
枝
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
中
国
社
会
は
イ
ン
ド
と
と
も
に
、
東
洋

の
基
層
文
化
を
生
み
、
東
洋
思
想
の
原
流
を
育
て
た
社
会
で
あ
る

(
7
1
乙
の

乙
と
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
質
的
に
高
度
な
思
想
を
生
み
出
し
た
社
会
」
と
、

「
そ
れ
ら
の
受
容
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

自
己
の
文
化
を
形
成
し
展
開
し
て
き
た
、
:
:
:
周
辺
諸
社
会

(
8ご
と
を
含
ん

だ
、
質
的
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
地
域
と
し
て
の
「
漢
字
文
明
圏
」
の
存
在
が

明
ら
か
に
な
ろ
う
(9)
。
異
文
化
聞
に
お
い
て
「
乙
と
ぼ
と
は
本
来
翻
訳
不
可

能
な
も
の
で
あ
る
」
が
、
西
欧
と
漢
字
文
明
圏
の
問
マ
は
、
乙
の
「
不
可
能
」

を
可
能
に
じ
よ
う
と
す
る
努
力
が
行
な
わ
れ
、
そ
し
て
ひ
と
た
び
「
翻
訳
さ
れ

た
西
欧
」
が
漢
字
文
明
圏
に
流
入
す
る
と
、
そ
の
内
部
で
は
比
較
的
容
易
に
文

化
交
流
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
字
文
明
圏
に
属
す
る
国
家
群
が
そ
ろ
っ

て
西
欧
か
ら
の
外
圧
を
受
け
て
い
た
、
と
い
う
時
代
的
背
景
の
下
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
さ
ら
に
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
た
「
地
域
」
と
し
て
、
筆
者
の
前

に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
中
国
研
究
者
で
あ
る
衛
藤
藩
吉
氏
は
、
「
地
域
専
門
家
の
負
う
四
重
の

負
担
」
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。

て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
体
系
づ
け
ら
れ
た
社
会
科
学
を
勉
強
す
る
。

二
、
そ
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
の
言
葉
を
勉
強
す
る
。

(
普
通
の
社
会
科
学
者
は
、
乙
乙
ま
で
の
二
重
の
負
担
で
す
む
J

三
、
自
分
の
専
門
地
域
の
言
葉
を
勉
強
す
る
。

四
、
言
葉
だ
け
で
な
く
、
そ
の
地
域
7

ク
ロ
な
社
会
的
背
景
を
理
解
す
る
。

乙
の
「
四
重
苦
」
は
、
主
と
し
て
中
国
研
究
者
を
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
す
べ
て
の
ア
ジ
ア
研
究
者
、
さ
ら
に
は
非
西
欧
世
界
の
研
究
を
志

す
者
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
五
番
め
の
負
担
と
し
て
、
筆
者
は
、
矢
野
暢
氏
の
言
葉
を
借
り
て

「
学
問
の
『
政
治
化
』
現
象
(
叩
)
」
の
危
険
性
、
と
い
う
点
を
挙
げ
た
い
。
以

前
、
ア
ジ
ア
に
関
し
て
、
「
運
動
家
に
な
る
の
は
易
し
い
が
学
者
に
な
る
の
は
難

し
い
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
と
と
が
あ
る
が
、
乙
の
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

乙
と
に
第
三
世
界
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
現
実
的
な
社
会
問
題
・
政
治

問
題
は
、
学
聞
に
非
常
に
近
い
所
に
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
現
代
社
会
に
お
い

て
は
、
学
問
と
雄
も
、
完
全
に
没
価
値
的
・
客
観
的
で
あ
る
乙
と
は
難
し
い
。

学
問
と
政
治
・
社
会
の
聞
に
は
、
常
に
一
種
の
緊
張
関
係
が
存
在
し
、
研
究
者

は
そ
れ
に
耐
え
て
仕
事
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
一
つ
の
地
域
を
対
象
と
し
て
研
究
を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
、
広

大
な
対
象
を
、
固
定
さ
れ
た
一
つ
の
枠
組
す
な
わ
ち
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
用
い
て
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切
り
取
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
(
口
三
さ
も
な
い
と
、
地
域
研
究
は
単
な
る
断

片
的
知
識
の
羅
列
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
学
問
と
は
、
あ
く
ま
で
体
系
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
地
域
に
つ
い
て
の
幅
広
い
知
識
・
雑
学
は
も

と
よ
り
必
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
統
一
括
し
、
そ
れ
ら
に
意
味
を
与

え
る
も
の
と
し
て
、
研
究
者
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ー
ン
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
逆
に
、
一
つ
の
枠
を
定
め
て
対
象
地
域
に
臨
ん
だ
場
合
、
そ
乙
に
は

お
の
ず
と
そ
の
枠
か
ら
は
み
出
す
部
分
が
大
き
く
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
と
き

の
た
め
に
、
地
域
と
理
論
と
は
常
に
相
互
に
検
証
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
I
ク
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
繰
り
返
し
つ

つ
、
そ
の
史
料
・
調
査
結
果
自
体
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
初
め
に

設
定
し
た
枠
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
確
認
し
つ
つ
研
究
は
行
な
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
な
う
と
・
と
は
、
地

域
研
究
者
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

zzaHLS帽
を
形
成
す
る
優
れ
た
研
究
は
同
時
に
優
れ
た
『
地
域
研
究
』

で
あ
る
'
(
ロ
ご
と
小
西
克
哉
氏
の
指
摘
に
あ
る
ご
と
く
、
デ
イ
シ
プ
リ
ン
と
地

域
研
究
と
は
、
本
質
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
デ
イ

シ
プ
リ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
地
域
研
究
を
定
義

e
つ
け
る
言
葉
と
し
て
は
、

noロ
Z
H
Eロ
E
と
い
う
も
の
が
適
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

南
ア
ジ
ア
研
究
者
の
冨
・
毛
色
ロ
耳
は
言
う
。
「
地
域
宙
望
門
家
は

SMEME-由巳

で
あ
る

pi--
一
般
的
な
理
論
を
そ
の
専
門
地
域
に
適
用
す
る
乙
と
が
困
難
で

あ
る
と
彼
が
感
じ
る
の
は
、
彼
が
そ
の
地
域
の
独
自
性
に
頑
固
に
し
が
み
つ
い

て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
、
一
般
理
論
そ
の
も
の
が
役
に
立
た
な

い
か
ら
か
、
・
或
い
は
、
理
論
さ
え
も
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う

ほ
ど
ー
一
般
化
さ
れ
た
レ
ベ
ル
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
詰
)
」
ま
た
、
非
西
欧
世
界

の
政
治
的
近
代
化
に
つ
い
て
論
じ
た
く
だ
り
で
、
自
〉
・
〉
・

ω巴
ιは
言
っ
て
い
る
。

「
政
治
的
近
代
化
の
た
め
の
最
小
限
の
必
要
条
件
が
、
与
え
ら
れ
た
国
家
的
ま

た
は
地
方
的
な

SH仲間
M
H

に
お
い
て
実
際
に
採
用
さ
れ
た
手
段
や
応
用
に
ど
の
程

度
合
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
と
と
を
決
定
す
る
と
と
が
、
有
効
な
方
法
で
あ
ろ

う

(M)
」
地
域
と
い
う

8
ロ
仲
間
三
の
中
で
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
解
釈
さ
れ
て
い
く

べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
わ
げ
だ
が
、

F
・
3
一
冊
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
極
度
に
専
門
化
・
細
分
化
し
、
歌
米

中
心
主
義
や
狭
い
地
方
主
義
に
陥
っ
た
因
襲
的
な
学
聞
の
限
界
を
越
え
る
も
の

と
し
て
、
地
域
研
究
や
比
較
文
化
と
い
う
乙
と
が
言
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

特
に
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
、
従
来
の
欧
米
中
心
の

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
価
値
観
の
適
用
が
不
可
能
な
世
界
の
出
現
が
、
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

ζ

乙
へ
来
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
自
身
が
み
ず

か
ら
の
意
義
を
相
対
化
す
る
に
い
た
っ
た
〈
日
)
」
の
で
あ
る
。

と
の
と
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
地
域
研
究
の
対
象
は
第
三
世
界
だ
け
に
限
ら
れ

な
い
。
「
西
洋
は
、
非
西
洋
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
既
知
数
で
は
な
い
(
凶
)
」
の

で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
第
三
世
界
を
知
る
た
め
に
乙
そ
、
欧
糸
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
西
洋
と
、
あ
る
非
西
洋
の
社
会
、
文
化
と
の
出
会
い
を

扱
う
に
は
、
両
世
界
の
特
性
の
な
か
に
同
時
に
、
し
か
も
可
能
な
か
ぎ
り
深
く
、

没
入
す
る
と
と
が
常
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い

(η
と

の
で
あ
る
。

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
の
対
立
点
に
つ
い
て
は
、
普
遍
主
義
対
文
化
主

義
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

F
・
3
叩
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
化

の
た
め
に
一
般
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
と
、
特
殊
性
を
理
解
す
る
た
め
に
個
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々
の
ケ
l
ス
に
正
確
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
と
に
、
社
会
科
学
者
は
二
分
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
と
か
ら
、
社
会
科
学
の
客
観
性
・
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
対
立
の
図
式
も
、
さ
ら
に
地
域
研
究
の
探
究
が
進
め

ば
、
必
ず
し
も
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
西
欧
で
あ
れ
非
西
欧
で
あ

れ
、
個
々
の
ケ
l
ス
の
特
殊
性
・
異
質
性
を
追
求
し
て
い
く
と
乙
ろ
か
ら
、
こ

れ
ま
で
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
越
え
た
、
人
類
全
体
に
普
遍
な
学
聞
に
ま
で
到
達

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
再
び
、
「
・

3
一
巾
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
膨
張
し
た
一
般
化
」
と
「
普
遍
的
科
学
的
事
実
(
路
ご
と
は
異
な
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
地
域
研
究
は
普
遍
主
義
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
乙
と
は
間
違
い
な

い
が
、
そ
乙
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
矢
野
氏
の
言
う
と
乙

ろ
の
「
巨
大
歴
史
学

(ω)」
、
或
い
は
巨
大
人
類
学
、
人
類
史
総
論
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
く
ら
い
の
境
地
に
ま
で
発
展
し
、
展
開
す
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
個
々
の
研
究
者
は
、
マ
ク
ロ
的
視
点

と
ミ
ク
ロ
的
視
点
と
を
兼
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
初
)
。
マ
ク
ロ
的
視
点
と

は
、
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
た
地
域
お
よ
び
そ
の
時
代
的
背
景
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
、
正
確
に
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

gロ丹市主

と
し
て
、
今
度
は
ミ
ク
ロ
的
視
点
で
問
題
の
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
い
く
。
(
筆
者
は

前
述
し
た
「
漢
字
文
明
圏
」
を
対
象
と
し
て
、
近
代
化
に
際
す
る
文
化
摩
擦
・

文
化
接
触
の
問
題
を
扱
い
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
ま
ず
「
近
代
化
」
と
い
う

き
わ
め
て
欧
米
的
な
タ
1
ム
を
、
地
域
的
な

g己
叩
己
で
検
討
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
そ
し
て
「
文
化
摩
擦
」
・
「
文
化
接
触
」
と
い
っ
た
枠
が
、
デ
イ
シ
プ

リ
ン
た
り
得
る
も
の
か
、
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
か
、
と
い
う
乙
と
も
考
え
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
J

こ
の
よ
う
に
、
地
域
研
究
は
、
デ
イ
シ
プ
リ
ン
と
融
合
し
て
、
大
き
な
将
来

性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
ひ
と
り
の
研
究
者
が
、
文
化

主
義
と
普
遍
主
義
と
を
統
合
さ
せ
て
「
巨
大
歴
史
学
」
の
域
に
ま
で
達
す
る
乙

と
が
可
能
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
一
方
に
あ
る
。
新
た
な
る
学
問
領
域
を

拓
く
た
め
に
、
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
地
域
を
と
ら
え
て
い
ぐ
こ
と
は
ど
の

よ
う
に
し
た
ら
可
能
か
。
乙
れ
は
現
在
の
地
域
研
究
の
持
つ
大
き
な
課
題
に
違

し
な
し
。

乙
の
課
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
仮
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
然
科
学
の
地
域

研
究
へ
の
参
加
と
い
う
乙
と
を
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
然
環
境
を
扱
っ
た

生
物
学
・
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
で
あ
る
。
文
化
の
母
胎
と
な
る
そ

の
地
域
に
固
有
な
自
然
環
境
・
風
土
性
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
る
(
幻
)
。
今
や
、
地
球
全
体
・
人
類
全
体
の
未
来
に
つ
い
て
考

え
る
べ
き
時
代
で
あ
ろ
う
し
、
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
際
の
有
効
な
手

段
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
(
た
と
え
ば
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
に

よ
る
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
が
イ
ン
ド
シ
ナ
の
生
態
系
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い

て
の
報
告
が
あ
る
(
詑
)
。
乙
乙
で
は
主
花
、
土
壌
と
植
生
の
破
壊
に
関
し
て
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
花
対
す
る
い
わ
ば
「
土
と
水
か
一

ら
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
興
味
深
い
。
)

前
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
科
学
の
分
野
で
は
、
文
化
主
義
対
普
遍
主
義
、
と

い
う
こ
者
の
対
立
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
自

然
科
学
・
科
学
思
想
の
分
野
で
は
、
マ
ル
ク
l
ゼ
や
ハ

l
パ

1

7
ス
な

E
に
よ

る
、
近
代
科
学
技
術
批
判
や
反
科
学
思
想
が
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
(
乙

の
背
景
に
は
学
園
紛
争
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
の
動
き
が
あ
る
)
。
も
ち
ろ
ん
、
反

科
学
思
想
を
安
易
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
乙
と
に
は
、
文
化
主
義
と
同
様
、
停
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滞
史
観
に
陥
る
危
険
性
が
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
科
学
技
術
が
普
遍
的

・
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
後
進
国
」
に
対
す
る
救
世
主
で
あ
る
、
と
す
る
論

理
に
対
し
て
、
反
対
に
、
近
代
科
学
技
術
乙
そ
が
南
北
聞
の
格
差
を
拡
大
す
る

・
も
の
で
あ
り
、
搾
取
の
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
声
が
、
第
三
世
界
か
ら
上
が
っ

て
い
る
と
と
は
(
お
て
あ
る
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
、
換
言
す

れ
ば
、
西
欧
的
な
近
代
化
の
理
論
が
第
三
世
界
に
対
し
て
適
用
不
可
能
で
あ
る

乙
と
の
端
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
乙
ζ

で
も
ま
た
、
科
学
の
客
観
性
が

関
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
非
西
欧
世
界
の
台
頭
」
と
い
う
世
界
史
的
な
潮
流
の
中
で
、
西
欧
の
絶
対

性
が
失
わ
れ
、
地
域
研
究
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
既
存
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の

対
立
が
起
ζ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
対
立
は
今
や
発
展
的
に
解
消
し
つ
つ
あ
り
、

地
域
研
究
の
持
つ
今
日
的
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
ア
ジ

ア
研
究
を
士
山
す
者
と
し
て
の
筆
者
は
、
出
来
る
限
り
誠
実
な
態
度
で
ア
ジ
ア
に

関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
近
代
の
産
物
と
し
て
の
蛍
由
は
、

近
代
そ
の
も
の
が
植
民
地
支
配
を
前
提
に
し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う

に
、
植
民
地
支
配
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
、
と
い
う
一
つ
の
確
固
と
し
た
事

実
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
学
の
歴
史
を
真
撃
に
ふ
り
か
え
る
乙
と

の
な
い
学
問
、
背
景
に
乙
の
歴
史
の
重
み
を
も
た
な
い
学
聞
は
、
い
か
に
課
題

の
設
定
が
う
ま
く
、
論
理
の
展
開
が
精
鍛
で
あ
っ
て
も
、
信
用
が
お
け
な
い
と

い
う
ζ

と
nM)
」
を
自
覚
し
て
ア
ジ
ア
に
臨
む
乙
と
で
あ
り
、
自
分
の
目
ざ
し

て
い
る
掌
商
へ
の
マ
ク
ロ
的
視
点
を
常
に
失
わ
な
い
で
い
る
乙
と
で
あ
る
。

注

(1〉
の
宮
白

-g角
田
』

o
g
g
p
J
O
E
s
-
P
5
8
8
ι
E回
神
宮

g

旨
S
Z
e
a
-
-
S
F
E
E
d『
・
苦
(
包
・
)
・
問
陪
医
広
川
医
旧

白
血
〉
吋

8
2邑
Z
P
E
S
-回

。

向

田

M
R
S
2
2
(
E
g
g
s由
HS
一

目
白
内
出
回
ロ
田
口
・
噌
J

同
由
J

『町一)・
H
V

・∞∞・

関
白
吉
田
口
戸
巴
宮
市
司

F
.閉

M
O
E
M
g
g
ι
s
o
ω
宮両日】可

O問
問
、
卸
神
宮

〉
邑
目
立
ロ
白

J
Z
Fロ立曲目

d『・
3、叩

(
E
-
y
g
H
P
-
P
H
a
J『・

(3)

『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
・
四
号
合
併
号
〈
一
九
八
二
年
一
月
)
、

五
三
ペ
ー
ジ
。

(4)
矢
野
暢
発
言
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
六
号
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

乙
の
点
に
関
し
て
、
中
国
・
イ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
る
以
前
の
東
南
ア

ジ
ア
の
基
層
文
化
を
探
ろ
う
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
侵
入
以
前
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
タ
ガ
ロ
グ
族
の
社
会
を
調
査
し
た
、
池
端
雪
浦
氏
の
業
績
は
興

味
深
い
。
次
を
参
照
。
池
端
雪
浦
「
東
南
ア
ジ
ア
基
層
社
会
の
一
形
態
」

『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
四
冊
、
一
九
七
一
年
。

(5)
矢
野
暢
「
地
域
研
究
と
政
治
学
」
『
日
本
政
治
学
会
年
報
政
治
学
一
九

八
0
年
度
』
、
一
二
六
ペ
ー
ジ
。

(6)
永
積
昭
「
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
に
於
け
る
社
会
進
化
論
の
系

譜
」
永
積
昭
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
留
学
生
と
民
族
主
義
運
動
』
、
一
九

八
一
年
、
四
三

1
四
四
ペ
ー
ジ
。

(7)
中
根
千
枝
「
東
洋
に
お
け
る
基
層
文
化
の
性
格
」
宇
野
精
て
中
村
元
、

玉
城
康
四
郎
編
『
講
座
東
洋
思
想
』
第
九
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

六
七
年
三

宮
〉
中
根
、
前
掲
論
文
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

(9〉
ア
ジ
ア
に
お
砂
る
，
中
国
'
化
お
よ
び
，
イ
ン
ド
'
化
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
飯
島
茂
氏
が
簡
潔
な
要
約
を
行
っ
て
い
る
。
次
を
参
照
。
飯
島

2 
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茂
「
，
イ
ン
ド
a

的
世
界
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
文
化
摩
擦
」
大
林
太
良
編

『
文
化
摩
擦
の
一
般
理
論
』
〈
巌
南
堂
書
底
、
一
九
八
二
年
三

(
叩
)
矢
野
暢
発
言
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
六
号
、
一
四
ペ
ー
ジ
。

白
)
デ
イ
シ
プ
リ
ン
と
い
う
語
に
つ
い
て
衛
藤
潜
吉
氏
は
「
方
法
的
な
枠
組
」

「
方
法
論
的
訓
練
」
と
い
う
日
本
語
を
つ
け
て
い
る
。

ζ

の
日
本
語
は

適
当
で
あ
る
と
思
え
る
。
坂
野
正
高
、
田
中
正
俊
、
衛
藤
潜
吉
編
『
近

代
中
国
研
究
入
門
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
て
四
四

0

ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
小
西
克
哉
論
文
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
七
号
、
一
七
ペ
ー
ジ
。

(
凶
)
宮
司
O
口
当
叩
宙
開
門
・

a
同U
D
-
-
H
古
田
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冊
目
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E∞・

白
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E
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E
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E
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2
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宮
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g
3
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g
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Z

Z
S
1
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冊
目
ご

MEロ、
H

，Z
2
5
0同
z
z
g田
tog-
河

mgzoロ凹
J

g
m由時円四宮内同・)・、同，
y
g
q
a
z
zヨ巳
-oロ
旦
刃
包
白
神
戸
ロ
ロ
P
H
Z刊

の
三
巴
帥
問
。

-
g
g
s〈
開
ロ
害
遺
志
O

品。
-
-
R
F
Z
・
-
H
2
2
z
n
m
l

国
主
f

-
∞∞∞)・

(
日
)
大
塚
久
雄
「
比
較
文
化
を
ど
う
考
え
る
か
」
山
本
達
郎
編
『
比
較
文
化

の
試
み
』
(
研
究
社
、
一
九
七
七
年
〉
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

(時
)

B
・
I
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
(
平
野
健
一
郎
訳
)
『
中
国
の
近
代
化
と
知

識
人
|
厳
復
と
西
洋
|
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
)
、

三
ペ
ー
ジ
。

(
げ
)
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
、
前
掲
書
、
四
ペ
ー
ジ
。

8
E
n時国ロ巧・
3
P
J
F聞
の
O
尽
き
ロ

Eoロ
Z
5
2
0
5仲立
5

曲
口
同
凶
〉
『
伺
白

ω
宮
全
冊
目
ョ

S

F
ロ
n
gロ
喝
・
同
M
3
(邑
-
Y
O
句
・
ロ
エ
J

閉

u

・叶・

(
四
)
矢
野
暢
発
言
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
六
号
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

(初
)

B
・
I
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
、
前
掲
書
は
、
乙
の
よ
う
な
視
点
の
必
要
性

に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

(
幻
)
そ
の
土
地
の
土
墳
が
そ
乙
の
文
化
を
決
定
す
る
山
と
い
う
論
さ
え
あ
る
。

箆
)
ω
弓
巴
編
(
岸
由
二
・
伊
藤
嘉
昭
訳
)
『
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
生
態
系

破
壊
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
九
年
)
。

密
)
中
山
茂
『
科
学
と
社
会
の
現
代
史
』
(
岩
波
書
信
、
一
九
八
一
年
三

(
鈍
)
加
藤
裕
三
「
学
問
と
植
民
地
支
配
に
関
す
る
覚
え
書
」
『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
五
四
冊
、
一
九
七
一
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

(
な
か
じ
ま
・
ち
え
乙

国
際
基
督
教
大
学
五
六
年
度
卒
)
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「
地
域
研
究
」

と
は
何
か

て
は
じ
め
に

地
域
研
究
研
究
科
に
入
学
し
て
間
も
な
く
半
年
が
、
経
過
し
ょ
・

2-し
て
い

「
地
域
研
究
」
と
い
う
耳
慣
れ
ぬ
名
称
に
も
、
だ
い
ぶ
親
し
み
が
持
て
る
よ
う

に
な
っ
た
。
入
学
当
初
は
、
固
有
の
方
法
論
の
な
い
学
問
と
か
、
研
究
対
象
す

ら
明
確
で
な
い
学
問
な
ど
あ
り
え
る
の
か
等
々
、
様
々
な
疑
問
が
次
々
に
浮
ん

で
き
た
。
そ
れ
は
、
今
思
う
と
自
分
の
学
聞
に
対
す
る
自
信
の
な
さ
の
現
わ
れ

で
あ
り
、
消
極
的
な
逃
げ
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

し
か
し
現
在
の
学
問
状
況
を
よ
く
検
討
し
て
み
る
と
、

ζ

れ
は
絶
対
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
理
論
も
方
法
も
存
在
し
な
い
と
と
が
、
判
然
と
す
る
。
だ
か
ら

安
易
に
既
成
の
理
論
や
方
法
論
に
飛
び
つ
い
た
と
と
ろ
で
、
得
る
と
乙
ろ
は
乏

し
い
の
で
あ
る
。
今
我
々
に
必
要
な
の
は
、
既
成
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
対
し
て

敢
然
と
挑
み
か
か
る
知
的
な
闘
争
心
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
地

域
研
究
」
と
い
う
の
は
、
乙
れ
か
ら
我
々
の
手
で
作
り
上
げ
て
ゆ
く
べ
き
創
造

過
程
に
あ
る
の
だ
。
既
成
の
デ
イ
シ
プ
リ
ン
か
ら
も
有
効
な
も
の
は
、
で
き
る

星

野

利

夫

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
〉

か
ぎ
り
吸
収
し
同
時
に
、
自
ら
も
対
象
を
適
確
に
把
握
す
る
方
法
を
う
み
出
し

て
ゆ
く
と
い
う
と
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
変
困
難

な
作
業
で
あ
る
と
思
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
厳
し
い
知
的
な
探
究
努
力

-54ー

の
は
て
に
し
か
、
豊
か
な
結
実
は
得
ら
れ
な
い
と
と
も
事
実
だ
。

さ
て
、
「
地
域
研
究
」
と
い
う
当
初
私
に
疑
惑
を
抱
か
せ
た
学
聞
に
対
し
て
、

自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
定
し
て
お
く
乙
と
は
、
意
義
あ
る
乙
と
で
あ
る
と

思
う
。
そ
れ
は
「
地
域
研
究
」
の
出
発
点
と
し
て
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
航

海
に
旅
立
つ
人
が
、
ま
ず
海
図
を
作
成
す
る
よ
う
に
、
我
々
も
自
ら
の
チ
ャ
ー

ト
を
用
意
し
て
か
か
る
と
と
が
必
要
だ
。
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
を
確
か
な
も
の
に
す

る
と
い
う
作
業
を
通
し
て
、
同
時
に
「
地
域
研
究
」
が
抱
え
る
問
題
点
や
可
能

性
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
乙
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
い
っ
そ
う
乙
の
新
し
い

学
問
が
自
分
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二、

「
地
繊
研
究
」
の
第
二
の
「
箆
生
」



一
般
に
「
地
域
研
究
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
学
問
分
野
が
発
生
し
た
の
は
、

第
二
次
大
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
戦
後
の
世
界
政
策
に
と
っ
て
有
用
な
知
識
を
集
め
、
そ
れ
を

政
策
決
定
に
活
用
し
て
ゆ
く
と
い
う
実
際
的
な
目
標
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
乙
う
し
た
事
実
が
、
「
地
域
研
究
」
と
い
う
学
聞
が
御
用
科
学
と
み
な
さ
れ
、

国
家
的
理
由

2
包

Z
E
-
2
2
8
)
に
従
属
し
、
「
学
」
と
し
て
の
独
立
を
獲

得
す
る
た
め
の
障
害
と
み
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
実
際
的
な
目
的
だ
け
が
、
「
地
域

研
究
」
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思

う
6

よ
り
深
い
理
由
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
な
り
に
あ
と
づ
け
て

み
た
い
と
思
う
。

一
九
世
紀
以
来
科
学
は
、
専
門
分
化
の
道
を
ひ
た
す
ら
つ
き
進
ん
で
来
た
。

一
九
世
紀
初
頭
、
仏
の
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
二
つ
の
法
則
を
発
表
し

た
。
ひ
と
つ
は
、
人
間
精
神
の
進
歩
に
関
す
る
コ
ニ
段
階
の
法
則
」
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
が
、
「
科
学
分
類
の
法
則
」
で
あ
る
(1)
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

精
神
は
、
神
学
的
段
階
、
形
而
上
学
的
段
階
、
実
証
的
段
階
の
三
段
階
を
経
て

進
歩
す
る
と
い
う
。
各
段
階
の
具
体
的
説
明
は
省
く
が
、
そ
の
精
神
の
進
歩
に

つ
れ
、
科
学
も
進
歩
し
、
数
学
、
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
生
物
学
、
社
会
物

理
学
の
六
部
門
に
進
化
し
分
類
さ
れ
る
と
い
う

(
2
1
彼
の
頭
の
中
に
あ
っ
た

学
問
と
は
た
っ
た
と
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
今
の
我
々
か
ら
思
う
と
、
誠
に
幸
福

な
時
代
で
あ
っ
た
と
も
一
言
守
え
よ
う
。
彼
が
、
社
会
物
理
学
(
今
日
い
う
と
乙
ろ

の
「
社
会
学
」
)
と
呼
ん
だ
領
域
か
ら
、
現
在
の
社
会
科
学
と
総
称
さ
れ
る
学

問
分
野
が
、
独
立
・
分
化
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
社
会
科
学
の

一
部
門
と
し
て
、
最
も
早
く
独
立
し
確
固
た
る
地
位
を
礎
い
た
の
が
、
経
済
学

で
あ
る
。

と
ζ

ろ
が
、
乙
う
し
て
誕
生
し
た
社
会
科
学
(
広
く
は
、
科
学
一
般
に
対
す

る
不
信
に
根
ぎ
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
)
の
中
で
、
動
揺
が
お
乙
っ
て
い
る
。
乙

と
に
経
済
学
に
対
す
る
学
界
の
内
外
か
ら
の
批
判
が
厳
し
い
。
ジ
ョ

1
ン

・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
教
授
は
、
現
代
の
経
済
学
が
陥
っ
て
い
る
危
機
を
「
第
二
の
危

機
」
と
呼
ぴ
、
世
界
恐
慌
の
時
代
の
「
第
一
の
危
機
」
の
時
よ
り
も
、
事
態
を

深
刻
に
受
け
と
め
て
い
る

(
3
1
現
代
の
経
済
学
で
は
、
世
界
の
抱
え
る
多
く

の
問
題
に
対
処
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
の
念
は
、
社
会
科
学
の

領
域
に
も
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
矢
野
暢
氏
は
、
『
歴
史
と
未

来
』
六
号
の
著
者
と
語
る
の
中
で
、
「
特
に
経
済
学
の
よ
う
な
普
遍
主
義
の
最
た

る
も
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
絶
対
応
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
ま
で
言
い
切
っ

て
い
る

(4)
。
乙
れ
は
、
従
来
の
経
済
学
に
対
す
る
絶
縁
状
を
意
味
す
る
発
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
既
成
の
デ
ィ
シ
プ
リ
に
対
す
る
蓄
積
も
な
け

れ
ば
、
独
自
な
方
法
論
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
乙
乙
ま

で
言
い
切
る
自
信
は
な
い
。
だ
が
硬
直
化
し
た
学
問
の
現
状
を
突
破
し
て
ゆ
く

に
は
、
乙
れ
ぐ
ら
い
の
勇
気
と
自
負
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
ぬ
。

乙
の
よ
う
に
歴
史
的
に
専
門
分
化
を
と
げ
る
乙
と
に
よ
り
、
成
立
し
て
き

た
社
会
科
学
の
学
問
と
し
て
の
有
効
性
に
深
い
懐
疑
か
抱
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
多
分
そ
の
最
も
大
き
な
原
因
は
、
現
在
「
第
三

世
界
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
が
学
問
の
対
象
と
し
て
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
科
学
は
、
特
殊
「
西

欧
」
地
域
で
育
く
ま
れ
、
成
長
・
発
展
を
と
げ
た
「
知
」
の
体
系
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
「
西
欧
」
近
代
と
い
う
特
殊
性
、
別
の
表
現
を
使

え
ば
、
個
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
知
」
の
体
系
が
、
「
西
欧
」
の
膨
張

に
伴
い
、
「
普
遍
性
」
を
独
占
し
、
あ
ら
ゆ
る
非
西
欧
地
域
に
対
し
て
無
原
則
に



適
用
さ
れ
る
結
果
を
招
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
学
問
・
文
化
の
帝
国

主
義
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
乙
ろ
が
、
社
会
科
学
の
理
論
は
、
「
西
欧
」

社
会
と
い
う
特
殊
な
「
地
域
」
の
研
究
を
通
し
て
、
そ
の
社
会
内
部
で
構
築
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
然
の
乙
と
な
が
ら
、
「
西
欧
」
で
育
く
ま
れ
た

パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
有
効
性
は
、
同
時
に
限
界
を
苧
む
も
の
で
あ
っ
た
。
自

ら
の
社
会
を
整
合
的
に
説
明
十
る
原
理
が
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
信

仰
に
そ
の
限
界
性
が
、
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
西
欧
」
で
生
ま
れ
た

パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
で
、
全
面
的
に
拒
否
す
る

態
度
は
、
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
西
欧
」
地
域
・
社
会
す
ら

整
合
的
に
説
明
し
え
な
い
よ
う
な
理
論
は
、
非
「
西
欧
」
地
場
に
も
役
立
た
な

い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
特
殊
を
媒
介
と
し
な
い
普
遍
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
と

と
で
あ
る
。

乙
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
経
済
学
に
例
を
と
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
第
三
世

界
」
と
い
う
地
域
か
ら
自
ら
の
お
か
れ
て
い
る
経
済
状
態
を
説
明
す
る
原
理
の

模
索
が
、
真
剣
に
お
乙
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
努
力
が
、
「
従

属
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
「
第
三
世
界
」
の
経
済
学
を
誕
生
さ
せ
て
き
た
。
乙
れ

は
、
「
西
欧
」
と
い
う
「
中
心
」
地
域
に
対
し
て
、
「
周
辺
」
地
域
か
ら
の
重
大
な

問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
た
試
み
は
、
近
代
以
降
つ
ね
に
世
界
史
の
中
心
舞

台
で
あ
っ
た
「
西
欧
」
地
域
の
相
対
化
を
暗
花
、
意
図
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

「
西
欧
」
で
誕
生
し
た
学
問
に
は
、
い
ず
れ
も
多
か
れ
少
な
か
れ
、
・
自
ら
の

普
遍
性
・
優
越
性
を
誇
る
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

「
西
欧
」
に
も
、
「
西
欧
」
の
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
持
つ
、
拘
束
性
か
ら
自
由
で

あ
っ
た
「
学
」
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
、
「
人
類
学
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
人

類
学
」
と
い
う
学
問
は
、
「
西
欧
」
世
界
の
膨
張
運
動
に
と
も
な
い
、
拡
大
さ
れ

た
新
し
い
地
域
に
珍
奇
な
も
の
・
異
質
な
も
の
を
求
め
る
好
奇
心
旺
盛
な
雑
学

の
徒
が
開
拓
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
旺
盛
な
好
奇
心
に
支
え
ら
れ
、
従
来
、

「
野
蛮
・
未
聞
」
と
見
な
さ
れ
た
「
地
域
」
に
分
け
入
っ
て
ゆ
く
乙
と
に
よ
り
、

彼
ら
は
、
「
文
明
対
野
蛮
」
と
い
う
単
純
な
図
式
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
西
欧
」
社
会
に
住
む
人
々
が
、
固
定
観
念
の
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
、
単
線
的
な
歴
史
の
進
歩
史
観
・
発
展
段
階
説
に
対
し
て
再
検

討
を
迫
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
が
、
提
示
し
た
最
も
大
き
な
問
い
か
け

は
、
そ
れ
ま
で
の
近
代
の
「
普
遍
主
義
」
に
対
し
、
文
化
の
「
相
対
主
義
」
の

主
張
で
あ
っ
た
。
現
代
の
最
も
著
名
な
人
類
学
者
で
あ
る

c・
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー

ス
は
、
『
野
性
の
思
考
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
未
開
人
に
も
「
プ
リ
コ
ラ
l

ジ
ュ
」
d

と
い
う
独
自
な
思
考
の
様
式
が
存
在
す
る
ζ

と
、
そ
れ
は
近
代
人
の
思

考
と
等
価
な
乙
と
を
巧
み
な
筆
致
で
描
き
出
し
て
い
る
(5)
。
乙
う
し
た
試
み

は
、
「
西
欧
」
近
代
の
「
学
」
と
し
て
確
立
さ
れ
た
特
殊
な
「
知
」
の
体
系
で
あ

る
自
然
・
社
会
・
人
文
諸
科
学
に
対
し
て
、
「
西
欧
」
の
内
部
か
ら
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
変
更
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
「
人
類
学
」
は
、
従
来
の
「
学
」
の

体
系
に
新
し
い
視
点
を
導
入
し
、
内
部
か
ら
活
性
化
さ
せ
る
と
と
に
最
も
役
立

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
も
、
現
高
経
済
人
類
学
、
歴
史
人
類
学
、

人
類
考
古
学
、
:
:
:
:
・
と
い
う
よ
う
に
従
来
の
学
聞
を
人
類
学
的
視
点
か
ら

見
直
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
新
し
い
学
問
領
域
が
活
発
に
ひ
ら
か
れ
て
ゆ

に
あ
る
か
ら
だ
。

「
人
類
学
」
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
視
点
と
は
何
か
。
ひ
と
つ
だ
け
例
を
あ

げ
れ
ば
、
構
造
主
義
の
人
類
学
が
、
使
い
だ
し
た
通
時
的
・
共
時
的
と
い
う
歴

史
把
握
に
対
す
る
対
概
念
で
あ
る
。
乙
の
概
念
を
用
い
る
乙
と
で
従
来
の
単
線

的
・
図
式
的
歴
史
把
握
に
対
し
て
、
歴
史
を
表
層
(
適
時
的
)
・
深
層
〈
共
時

-56ー



的
)
と
い
う
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
乙
と
を
可
能
に
し
た
。
乙
の
表
層

・
深
層
と
い
う
歴
史
の
構
造
化
に
よ
り
、
歴
史
把
握
は
よ
り
立
体
化
さ
れ
、
我

々
の
歴
史
認
識
が
い
っ
そ
う
深
化
す
る
道
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た

構
造
主
義
は
、
人
類
学
の
専
有
物
で
は
な
い
。
そ
の
源
流
は
、
一
九
世
紀
末
か

ら
二

O
世
紀
初
め
に
か
け
て
活
躍
し
た
言
語
学
者
F
・
ソ
シ
ュ

l

ル
の
業
績
に

ま
で
遡
る
。
レ
ヴ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
言
語
学
に
学
び
、
そ
乙
か
ら
構
造
主

義
的
知
と
い
う
も
の
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
人
類
学
を
鍛
え
上
げ

た
の
で
あ
る
。
我
々
に
も
、
今
そ
う
し
た
知
的
な
貧
婆
さ
と
そ
れ
を
持
続
す
る

精
神
の
強
靭
さ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
人
類
学
」
に
範
を
と
っ
て
議
論
を
進
め
て
き
た
が
、
当
初
「
人
類
学
」
な

ど
物
好
き
連
中
、
俗
に
い
う
好
事
家
た
ち
の
手
な
ぐ
さ
み
と
考
え
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
哲
学
」
が
西
欧
で
は
中
世
に
お
い
て
、
「
神
学
」
の
侍
女

と
考
え
ら
れ
て
い
た
乙
と
に
似
て
は
い
ま
い
か
。
同
じ
乙
と
は
、
「
地
域
研
究
」

に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
誕
生
は
、
政
策
科
学
の
道
具
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
国

家
的
理
由
花
従
属
し
た
価
値
の
低
い
「
学
問
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
と
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
風
潮
は
、
い
ま
で
も
強
い
。
し
か
し
「
人
類
学
」
が

乙
と
に
非
西
欧
地
域
の
社
会
・
文
化
の
研
究
を
通
し
て
、
従
来
の
「
学
」
の
体

系
に
対
し
て
、
衝
撃
を
与
え
、
自
ら
の
地
位
を
礎
い
た
よ
う
に
「
地
域
研
究
」

も
、
国
際
関
係
論
、
国
際
政
治
学
、
国
際
経
済
学
等
の
侍
女
(
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ

ィ
だ
け
を
お
わ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
)
の
役
割
を
脱
し
、
自
立
し
た
地
域
社

会
の
総
合
的
な
歴
史
・
社
会
・
文
化
研
究
と
し
て
「
誕
生
」
す
る
と
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
が
発
生
史
的
に
み
た
「
誕
生
」
と
は
異
な
る
「
学
」
と

し
て
の
新
し
い
「
誕
生
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

「
地
域
研
究
」
に
「
方
法
」
ほ
あ
る
か

「
地
域
研
究
」
が
「
学
」
と
し
て
自
立
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
方
法
論
と
い

う
べ
き
も
の
が
当
然
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
乙
と
に
つ
い
て
少
し
考
察
し

て
み
よ
う
。
「
地
域
研
究
」
の
「
方
法
」
そ
の
も
の
を
考
え
る
ま
え
に
、
従
来
の

学
問
の
方
法
論
H

そ
れ
が
前
提
と
し
て
き
た
科
学
観
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
検

討
を
加
え
る
と
ζ

ろ
か
ら
は
じ
め
る
乙
と
に
す
る
。

一
般
的
主
吉
田
っ
て
い
ま
ま
で
の
社
会
科
学
は
、
自
然
科
学
に
忠
実
で
あ
ろ
う

と
努
め
て
き
た
。
そ
の
乙
と
が
、
要
す
る
に
「
科
学
的
」
で
あ
る
と
い
う
と
と

を
意
味
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
経
済
学
な
ら
ば
、
「
経
済
人
」
と
い
う
抽
象
的
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
す
る
乙
と
に
よ
り
、
社
会
現
象
・
歴
史
事
実
の
う
ち
で
も

特
に
経
済
現
象
に
対
象
を
限
定
し
て
、
そ
の
中
で
法
則
性
を
追
求
し
て
き
た
。

そ
の
法
則
性
な
る
も
の
は
、
外
部
か
ら
の
影
響
を
遮
断
し
た
経
済
現
象
と
い
う

ひ
と
つ
の
理
念
的
に
構
成
さ
れ
た
閉
鎖
的
な
系
の
中
で
の
観
察
に
も
と
づ
く
「
事

実
」
に
よ
り
、
推
論
さ
れ
る
乙
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
之
れ
は
、
最
初

か
ら
経
済
花
関
す
る
法
則
は
、
経
済
に
つ
い
て
の
部
分
「
知
」
で
あ
る
乙
と
を

示
し
て
い
る
。
全
体
と
の
関
連
性
を
無
視
し
た
部
分
「
知
」
と
し
て
の
有
効
性
・

は
、
ど
乙
ま
で
保
証
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
乙
と
が
最
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

だ
が
、
法
則
が
部
分
に
関
す
る
「
知
」
で
あ
る
乙
と
は
、
「
自
然
科
学
」
の
方
法
、

特
に
数
学
的
な
演
縛
に
よ
っ
て
法
則
を
追
求
す
る
限
り
や
む
を
え
ぬ
乙
と
で
あ

る。
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し
か
し
社
会
科
学
が
扱
う
現
象
の
特
殊
性
を
無
視
し
た
「
自
然
科
学
」
の
方

法
の
過
信
は
、
社
会
科
学
の
論
理
そ
の
も
の
を
破
た
ん
さ
せ
か
ね
な
い
。
と
い

う
の
も
、
社
会
現
象
は
人
間
と
い
う
意
志
を
持
っ
た
集
団
が
作
り
出
す
多
面
的



-
多
元
的
で
多
様
性
を
も
っ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
象
相
E
の
影
響
を

無
視
し
え
ず
、
理
念
的
に
つ
く
ら
れ
た
モ
デ
ル
に
対
す
る
干
渉
作
用
の
大
き
さ

が
つ
ね
に
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
経
済
学
に
例
を
と
れ
ば
、
現
在
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
環
境
破
壊
と
い
う
よ
う
な
現
象
は
、
古
典
的
な
理
論
で

は
考
慮
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
、
外
部
不
経
済
の
問
題
と

し
て
発
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
大
気
・
水
・
土
壌
と
い
っ
た
本

来
「
価
値
」
を
客
観
的
に
は
決
め
る
乙
と
の
で
き
な
い
も
の
に
対
し
、
「
希
少

性
」
を
認
め
「
社
会
的
費
用
」
、
「
外
部
不
経
済
」
と
い
う
形
で
古
典
派
の
理
論

も
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る

(
6
1
乙
う
し
た
状
況
の
中
か
ら
、

従
来
の
古
典
的
理
論
(
マ
ル
ク
ス
も
含
め
て
)
を
狭
義
の
経
済
学
と
呼
ぶ
と
す

る
と
、
そ
う
し
た
理
論
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
領
域
に
対
す
る
新
し
い

ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
つ
つ
あ
る
、
広
義
の
経
済
学
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
誕
生

し
て
き
で
い
る
。

「
社
会
科
学
」
は
、
「
自
然
科
学
」
に
近
づ
乙
う
と
努
力
し
、
専
同
化
さ
れ
る

と
と
に
よ
り
、
知
識
は
限
定
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
の
部
分
「
知
」
と
し
て
ま

す
ま
す
断
片
化
さ
れ
る
。
乙
う
し
て
切
り
き
ざ
ま
れ
、
細
切
れ
に
さ
れ
た
知
識

に
は
、
全
体
を
把
え
る
有
効
性
は
も
は
や
含
ま
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
、
乙
の

よ
う
な
知
識
の
カ
ケ
ラ
に
満
足
し
て
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
豊
か

な
全
体
性
の
回
復
を
望
む
な
ら
ば
、
新
し
い
方
法
が
模
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
我
々
が
「
方
法
」
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
は
、
ミ
ク
ロ
に
部
分
化

さ
れ
た
「
知
」
を
巨
視
的
な
全
体
化
さ
れ
た
「
知
」
へ
と
有
機
的
に
組
織
す
る

「
方
法
」
の
乙
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
我
々
の
乙
と
に
戻
せ
ば
、
「
地
域
」

と
い
う
「
生
き
た
総
体
」
を
把
え
る
方
法
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
現
在
考
え
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
方
法
と
し
て
は
二
つ
あ
る
と
恩
う
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
「
学
際
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
異
な
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
専
門
家
が
、
ひ
と
つ

の
「
対
象
」
に
つ
い
て
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
乙
と
に
よ
り
、
多
面

的
・
多
角
的
に
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
有
機
的

に
組
織
さ
れ
、
専
門
の
壁
を
超
え
て
相
互
の
討
論
・
啓
発
が
有
効
に
作
用
す
れ

ば
、
い
い
結
果
を
期
待
で
き
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
有
効
に
作
用

し
な
い
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
コ
つ
ぽ
」
現
象
に
陥

a-い
た
づ
ら
に
専
門
家
同
士
の
・

相
互
不
信
を
深
め
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
異
な
っ
た
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
下
し
た
結
論
に
く
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
や
、
既
成

の
デ
イ
シ
プ
リ
ン
で
は
、
ど
乙
も
扱
っ
て
と
な
か
っ
た
境
界
領
域
の
現
象
に
対

し
て
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
っ
た
困
難
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
。

次
に
「
地
域
研
究
」
に
と
っ
て
最
も
有
効
で
あ
る
と
思
え
る
方
法
は
、
一
人

の
研
究
者
に
よ
る
「
対
象
」
に
対
す
る
複
数
の
内
部
的
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
端
的
に
い
っ
て
前
述
の
「
学
際
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
研

究
者
個
人
が
、
自
覚
的
に
自
分
の
も
の
と
す
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
つ
の
ド
グ
マ
化
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
乙
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

最
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
多
面
的
に
活
用
し
て
ゆ
く
乙
と
に
よ

り
、
対
象
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
の
だ
と
い
う
確
信
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
と
の
方
法
に
も
弊
害
は
っ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

個
人
の
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
多
く
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
自
分
の
も
の
と
し

て
取
り
込
ん
で
ゆ
く
に
は
、
多
大
な
努
力
を
要
し
、
そ
れ
は
相
当
な
負
担
と
な

る
か
ら
だ
。
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
以
前
に
、
・
疲
れ
は
て
て
し
ま
い
か
ね
な

い
。
だ
か
ら
核
と
な
る
デ
イ
シ
プ
リ
ン
を
戦
略
的
に
は
、
ま
ず
自
己
の
も
の
と

す
る
と
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
を
対
象
と
の
ギ
リ
ギ
リ
の
緊
張
関
係
の
中
で

oo 
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適
用
し
て
ゆ
く
と
と
で
、
そ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
限
界
も
明
ら
か
と
な
り
、
そ

の
時
点
で
ま
た
新
し
い
方
法
の
模
索
が
開
始
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

方
法
と
い
う
と
と
を
考
え
る
上
で
最
も
大
切
な
乙
と
は
、
何
ひ
と
つ
絶
対
な

る
方
法
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
現
在
獲
得
さ
れ
た
「
真
理
」

も
つ
ね
に
相
対
化
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
乙
と
を
自
覚
し
、
一
つ
の
方
法
や
ド
グ
マ

化
さ
れ
た
知
識
に
安
住
す
る
乙
と
な
く
、
い
つ
も
懐
疑
を
投
げ
か
け
て
ゆ
く
批

評
精
神
乙
そ
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
ζ

と

を
つ
ね
に
肝
に
銘
じ
、
自
ら
の
方
法
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
る
乙
と
が
、
何
よ

り
も
大
切
な
の
で
あ
る
。

四

「
地
域
研
究
」
と
方
法
的
措
前
提

三
、
で
「
地
域
研
究
」
の
方
法
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
考
察
を
加
え
て
み
た
。

そ
乙
で
次
に
、
具
体
的
に
「
ア
ジ
ア
研
究
総
論
」
の
授
業
で
浮
び
上
が
っ
て
き

た
問
題
点
を
検
討
し
つ
つ
、
方
法
論
に
対
す
る
考
察
を
深
め
て
ゆ
乙
う
。
そ
の

問
題
点
を
私
な
り
に
整
理
す
る
と
、

ω「
地
域
研
究
」
に
お
け
る
「
地
域
」
と

は
、
間
「
地
域
研
究
」
と
文
化
相
対
主
義
、
間
『
地
域
」
と
研
究
者
と
の
関
係
、

と
い
う
三
つ
に
ま
と
め
る
乙
と
が
可
能
だ
と
思
う
。
乙
れ
ら
に
つ
い
て
順
に
検

討
を
加
え
て
ゆ
く
乙
と
に
す
る
。

山
「
地
域
研
究
」
に
お
け
る
「
地
域
」
と
は

「
地
域
研
究
」
に
と
っ
て
「
地
域
」
を
定
義
す
る
乙
と
は
、
研
究
の
出
発
点

と
し
て
は
重
要
な
乙
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
誰
も
そ
れ
に
対
し
て
明
確
に
定
義
を

下
し
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
明
確
な
定
義
を
下
す
乙
と
陪
よ
っ
て
「
地

域
研
究
」
の
「
対
象
」
そ
の
も
の
を
非
常
に
狭
く
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
「
地
域
研

究
」
の
有
効
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
寸
例
え
ば
、
「
地

域
」
を
「
国
家
」
と
い
う
単
位
に
限
定
す
る
と
す
る
と
、
「
国
家
」
聞
の
関
係
を

扱
う
乙
と
は
対
象
か
ら
は
ず
れ
る
乙
と
に
な
り
、
「
国
際
関
係
論
」
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
放
棄
す
る
乙
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
「
地
域
」
と
い
う
図

有
の
対
象
が
所
与
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
対
象
に
対
し
て
研
究
者

が
主
体
的
に
働
き
か
け
る
〈
場
〉
と
し
て
決
定
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
場
合
の
「
地
域
」
と
は
、
あ
る
程
度
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
的
な
共
同
体

と
し
て
の
運
命
を
共
有
す
る
非
常
に
ル
ー
ズ
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
〈
場
〉
で

あ
る
と
定
義
で
き
よ
う
。
そ
の
上
で
、
研
究
者
の
主
体
的
な
働
き
か
け
が
、
「
地

域
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
活
性
化
し
て
ゆ
く
乙
と
が

可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
主
体
的
な
働
き
か
け
が
展
開
さ
れ
る
「
地

域
」
を
〈
場
〉
と
呼
ん
で
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
「
地
域
」
と
い
う
定
義
に
関
連

し
て
、
河
部
利
夫
氏
が
説
く
〈
栂
〉
の
論
理
は
、
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
議
論
と

し
て
は
抽
象
的
な
思
弁
に
終
り
や
す
く
、
成
果
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
(
7
1

結
局
研
究
者
自
ら
の
具
体
的
な
研
究
を
通
し
て
「
地
域
」
と
関
わ
る
な
か
で

〈
場
〉
と
い
う
も
の
の
意
味
が
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
見
方
を
か

え
れ
ば
、
具
体
的
な
研
究
の
成
果
を
積
む
乙
と
で
し
か
「
地
域
」
と
い
う
概
念

に
豊
か
な
意
味
を
付
与
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

間
「
地
域
研
究
」
と
文
化
相
対
主
義

三
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
既
成
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
自
体
が
現
在
科
学
と
し
て

U
有
効
性
を
疑
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
科
学
一
般
に
対
す
る
全

面
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
ま
で
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
に
よ
っ

て
も
整
合
的
に
説
明
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
現
象
が
、
大
き
く
登
場
し
て
き
た

だ
け
の
乙
と
で
あ
る
。
科
学
で
す
べ
て
解
明
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
安
直
な
科
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学
主
義
は
廃
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
現
代
の
問
題
は
、
科
学
で

は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
批
判
を
投
げ
つ
け
る
乙
と
で
、
科
学
の
全
面
否
定
を

叫
ぶ
乙
と
も
、
科
学
的
な
態
度
と
は

-z
守
え
な
い
。

既
成
の
デ
イ
シ
プ
リ
ン
の
限
界
を
認
識
し
つ
つ
、
批
判
的
に
そ
れ
を
応
用
し

て
ゆ
く
乙
と
が
大
切
で
あ
る
乙
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
ι

そ
れ
が
真
に
科
学
的
な

態
度
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
科
学
的
で
あ
る
態
度
つ
ま
り
普
遍
性

へ
の
忠
向
を
保
持
し
な
が
ら
、
「
地
域
研
究
」
に
は
、
人
類
学
の
成
果
で
あ
る
文

化
・
歴
史
の
相
対
主
義
を
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
し
て
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
よ
う
だ
が
、
西
欧
の
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
か
ら
自
由
に
な

る
た
め
に
は
、
乙
の
乙
と
は
ど
ん
な
に
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。

だ
が
文
化
の
相
対
主
義
が
め
ざ
す
「
地
域
」
の
固
有
の
歴
史
・
文
化
の
価
値

の
個
別
的
・
具
体
的
把
握
と
、
従
来
か
ら
の
学
問
の
普
遍
性
志
向
と
は
ど
う
い

う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
「
地
域
」
固
有
の
文
化
を
個
性
記
述
的

に
正
確
に
把
握
す
る
作
業
が
一
方
で
、
人
骨
文
化
と
い
う
よ
り
高
い
次
元
で
の

普
遍
性
を
獲
得
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
と
信
じ
る
。
乙
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
、

文
化
人
類
学
者
の
石
田
英
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
:
人
類
学
者
の
文
化
の
相
対
性
論
は
、
乙
れ
ま
で
の
西
欧
人
の
エ
ス
ノ
セ

ン
ト
リ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
国
際
理
解
の
か
ぎ
と
し
て
の
寛
容
の

精
神
を
学
問
的
に
裏
づ
け
よ
う
と
し
た
善
意
に
出
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
も

し
文
化
が
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
人
類
に
普
遍
の
価
値
の
規

準
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
お
よ
そ
異
民
族
同
士
が
相
E
K
理
解
し

共
感
し
う
る
た
め
の
共
通
の
公
分
母
的
な
基
盤
も
存
在
し
え
な
い
乙
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か

(8)
。

石
田
氏
が
逆
説
的
に
語
っ
て
い
る
「
共
通
の
公
分
母
的
な
基
盤
」
と
い
う
も
の

乙
そ
、
我
々
が
理
想
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
乙
の
「
共

通
の
公
分
母
的
な
基
盤
」
の
把
握
を
め
ざ
す
乙
と
が
、
河
部
氏
の
い
わ
れ
る
、

「
世
界
文
化
学
」
の
理
想
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

石
田
氏
は
、
人
類
学
者
の
立
場
か
ら
と
の
「
共
通
の
公
分
母
的
な
基
盤
」
を

人
類
と
い
う
概
念
に
基
礎
を
置
い
て
お
ら
れ
る
。
人
類
学
の
い
う
文
化
相
対
主

義
の
基
礎
に
は
、
ん
掛
と
い
う
普
遍
的
な
概
念
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
で
は

「
地
場
研
究
」
の
基
礎
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
果
た
し
て
存
在
寸
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
答
え
る
乙
と
は
大
変
困
難
な
と
と
で
あ
る
。
だ
が
、
い
や
し
く
も
文
化

の
相
対
主
義
に
立
脚
す
る
限
り
、
「
地
域
」
の
多
様
な
歴
史
・
文
化
・
社
会
の
混

沌
と
し
た
あ
り
様
を
大
切
に
す
る
が
、
一
方
そ
の
底
に
流
れ
る
ん
骨
文
化
と
い

う
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
へ
の
洞
察
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
「
地
域
」
と
研
究
者
と
の
関
係

最
近
世
界
の
金
融
情
勢
は
、
緊
張
度
を
ま
す
ま
す
つ
の
ら
せ
て
い
る
。
世
界

的
な
景
気
後
退
の
た
め
に
、
一
次
産
品
価
格
が
下
落
・
下
降
気
味
で
、
発
展
途

上
国
を
は
じ
め
中
進
国
と
言
わ
れ
る
中
南
米
の
メ
キ
シ
コ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・

ブ
ラ
ジ
ル
・
キ
ュ
ー
バ
等
の
諸
国
が
、
い
ず
れ
も
金
融
不
安
の
種
と
な
・
っ
て
い

る
。
そ
乙
で
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
債
権
国
側
に

よ
る
債
務
固
に
対
す
る
カ
ン
ト
リ
ー
-
リ
ス
ク
の
研
究
で
あ
る
。
「
地
域
研
究
」
も

意
図
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
関
ら
ず
、
「
政
策
科
学
」
と
し
て
の
側
面
を
具
備
し

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
上
記
の
よ
う
な
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
の
研
究
に
も
利
用

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
利
用
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
は
、
優
れ
た
研
究
で
あ
る

乙
と
の
証
明
で
も
あ
り
、
ま
た
優
れ
た
研
究
の
宿
命
で
も
あ
ろ
う
。

重
要
な
乙
と
は
、
科
学
の
第
一
義
的
な
目
標
で
あ
る
〈
真
理
〉
の
追
求
と
そ

の
行
為
が
及
ぼ
す
影
響
に
対
す
る
〈
責
任
〉
と
が
、
研
究
者
個
人
の
な
か
で
主
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体
的
に
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
〈
真
理
〉

の
み
の
追
求
の
た
め
に
、
〈
責
任
〉
を
放
棄
す
る
乙
と
が
あ
っ
て
も
な
ら
な
い

し
、
ま
・
骨
指
定
し
か
り
で
あ
る
。
〈
真
理
〉
の
追
求
と
〈
責
任
〉
を
と
る
ζ
と
は
、

時
に
矛
盾
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
矛
盾
に
対
し
て
研
究
者
が
強
い
自
覚

を
持
ち
、
高
一
い
理
想
を
か
か
げ
て
進
ん
で
ゆ
く
場
合
に
の
み
結
果
的
に
そ
の
研

究
を
通
し
て
、
貢
献
し
て
ゆ
く
と
と
が
可
能
な
の
だ
と
思
う
。
と
う
し
た
関
係

が
〈
地
域
〉
と
研
究
者
と
の
聞
に
成
立
し
て
い
る
乙
と
が
理
想
で
あ
る
。

ま
た

1

「
地
域
」
の
研
究
者
に
と
っ
て
大
切
な
乙
と
は
、
「
地
域
」
の
民
の
痛
み
を

知
る

l
つ
ま
り
は
、
「
共
感
」
で
き
る
心
を
も
っ
ζ

と
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ

い
て
は
、
河
部
氏
の
言
わ
れ
る
乙
と
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
研
究
者

で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
痛
み
と
い
う
直
観
的
な
理
解
を
あ
く
ま
で
「
学
問
的

方
法
」
で
追
求
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
熱
い
情
熱
を
銘
め
な
が
ら
も
、

醒
め
た
視
点
を
維
持
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
科
学
的

な
態
度
で
「
真
理
」
を
追
求
し
て
ゆ
く
と
い
う
乙
と
が
、
同
時
に
ま
た
自
ら
の
生

き
方
を
問
う
乙
と
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
つ
ね
に
自
己
の
認
識

視
座
を
問
う
乙
と
で
あ
り
、
「
地
域
」
と
い
う
対
象
に
対
し
て
無
意
識
の
う
ち
に

持
ち
や
す
い
、
非
合
理
な
内
な
る
偏
見
を
排
除
す
る
乙
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
。

豆
、
む
す
び

「
地
域
研
究
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
定
す
る
と
い
う
作
業
を
試
み
る
つ
も
り
で

あ
?
た
。
し
か
し
な
か
な
か
乙
れ
が
「
地
域
研
究
」
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

は
、
浮
び
あ
が
っ
て
乙
な
か
っ
た
。
た
だ
い
く
つ
か
の
方
法
に
関
す
る
議
論
に

つ
い
て
、
自
分
な
り
の
ま
と
め
が
で
き
た
だ
け
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

最
後
に
自
分
な
り
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
地
域
研
究
」
の
先
達
の
乙
と
を
述
べ

む
す
び
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
見
突
飛
な
見
方
か
も
知
れ
ぬ
が
、
今
私
が
思

う
ま
ま
を
率
直
に
述
べ
る
乙
と
w
比
す
る
。

私
が
思
い
描
く
あ
る
意
味
で
の
「
地
域
研
究
」
の
先
達
で
あ
り
、
私
の
理
想

像
が
林
達
夫
で
あ
る
。
彼
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
は
、
そ
の
ス
ケ
J
ル
の
壮
大
さ
、

視
点
の
独
自
性
・
:
:
・
ど
れ
を
と
っ
て
も
そ
の
後
の
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
歴
史
・
精
神
史
研
究
」
の
あ
り
方
を
先
取
り
し
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ

彼
が
、
す
べ
て
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う

(
9
1
そ
し
て
彼
が
、
数
十
年
も
以
前
に
示
し
た
研
究
の
水
準
を
真
に
超
え
る
、

独
創
性
あ
る
研
究
は
い
ま
だ
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
秘
密
は
ど
乙
に
あ
る
の
か
。
私
に
は
、
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ

と
つ
は
、
彼
の
柔
軟
な
思
考
を
支
え
る
「
批
評
精
神
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
が
彼
が
い
う
と
乙
ろ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
「
批
評

精
神
」
が
方
法
の
基
礎
に
あ
る
乙
と
は
、
す
で
に
く
旦
恋
し
述
べ
た
。
私
が
重
視

し
た
い
の
は
、
だ
か
ら
も
う
一
方
の
精
神
的
な
支
住
と
し
て
、
「
地
竣
」
研
究
者

が
保
持
す
べ
き
感
覚
と
し
て
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

自
ら
の
「
地
域
」
の
専
門
家
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
持
つ
乙
と
は
、
研
究
者

に
と
っ
て
必
要
な
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
地
域
研
究
」
と
既
成
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
と
の
関
係
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
は
何
か
ひ
と
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

を
自
ら
の
も
の
と
し
て
吸
収
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ
る
。
ま
た
ツ
現
地
の
研

究
者
と
我
々
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
我
々
の
側
の
様
々
な
「
存
在
拘

束
性
」
に
よ
り
、
我
々
は
素
人
と
見
な
さ
れ
や
す
い
立
場
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
乙
の
よ
う
に
我
々
研
究
者
に
は
、
つ
ね
づ
ね
素
人
性
が
好
む
と
好
ま
ざ
る

E
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と
に
か
か
わ
忌
す
必
ず
つ
告
量
と
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
我
々

は
ζ

の
索
人
性
を
逆
手
に
と
り
利
用
す
る
乙
と
を
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
と
と
の
真
備
で
あ
り
、
そ
れ
は
精
神
の
自

由
な
働
き
だ
け
が
可
能
に
す
る
ワ
ザ
で
あ
る
。

で
は
一
体
い
か
に
し
て
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
発
揮
さ
れ
る
の
か
。
私
が
思

う
に
は
、
専
門
家
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
盲
点
を
、
ア

マ
チ
ュ
ア
の
盛
り
な
い
白
で
指
摘
す
る
乙
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
優
れ

た
例
と
し
て
E
・
H
・
ノ
1

7
ン
の
『
日
本
史
』
研
究
や
R
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

の
『
菊
と
万
』
と
い
っ
た
業
績
を
あ
げ
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
日
本
人
が
日
本
.

の
と
と
を
最
も
よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
思
い
入
れ
か
、
う
ぬ
ぼ

れ
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
た
だ
そ
の
可
能
桂
が
高
い
と
い
う
だ
砂
だ
。
ノ
1

7
ン

も
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
も
、
あ
る
意
味
で
日
本
に
つ
い
て
は
素
人
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
索
人
の
自
に
映
っ
た
日
本
と
い
う
も
の
を
あ
り
の
ま
ま

に
と
ら
え
る
乙
と
に
よ
り
、
我
々
日
本
人
に
対
し
、
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し

て
く
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
(
だ
が
彼
ら
が
、
ノ
1

7
ン
の
場
合
歴
史
の
専

門
家
で
あ
っ
た
乙
と
、
同
様
に
ベ
ネ
デ
ィ
タ
ト
が
人
類
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た

乙
と
は
、
銘
記
す
べ
き
乙
と
で
あ
る
J

自
ら
の
中
の
「
専
門
性
」
と
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
と
を
自
ら
の
内
で
結

合
さ
せ
た
時
、
我
々
の
前
に
新
し
い
可
能
性
が
閲
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
「
地
域
」
の
研
究
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
柔
軟
な
恩

考
と
態
度
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
1
)
清
水
幾
太
郎
『
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
l

l
社
会
学
と
は
何
か

l
』

(
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
年
三
八
六
ペ
ー
ジ
。

(
2
)
清
水
、
前
掲
書
、
八
八
3
九
五
ペ
ー
ジ
。

(
3
)
佐
藤
隆
光
『
経
済
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
〉

一
0
1
一
四
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

『
歴
史
と
未
来
』
第
六
号
、
一
四
ペ
ー
ジ
。

(
5〉
C
・
レ
ヴ
ィ

H
ス
ト
ロ
ー
ス
『
野
性
の
思
考
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九

七
六
年
)
参
照
。

(
6
)
字
沢
弘
文
『
自
動
車
の
社
会
的
費
用
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
七
四
年
)
、

同
著
者
の
『
近
代
経
済
学
の
再
検
討
|
|
批
判
的
展
望

l
I
』
(
岩
波
新

書
、
一
九
七
七
年
)
等
参
照
。

(
7
)
河
部
利
夫
『
外
国
学
乙
と
は
じ
め
』

年
)
参
照
。

(
8
)
石
田
英
一
郎
『
文
化
人
類
学
入
門
』

年
可
二
四
五
ペ
ー
ジ
。

(
9
)
林
達
夫
『
林
逮
夫
著
作
集
』

特
に
I
及
び
耳
等
を
参
照
。

注
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(
玉
川
大
学
出
版
部
、

一
九
七
九

(
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
七
六

(
平
凡
社
、

一
九
七
一
:
二
年
)
I
1
m

(
ほ
し
の
・
と
し
お

ス
ペ
イ
ン
語
科
五
六
年
度
卒
〈
非
会
員
〉
)



《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

ソ

連

の

極

東

政

策

ー
ー
一
九
四
五
年

t
一
九
五

O
年

l
l

は
じ
め
に

一
九
七
九
年
末
の
ソ
連
軍
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
は
米
ソ
の
対
立
を

に
わ
か
に
高
め
、
「
新
冷
戦
の
時
代
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
厳
し
い
国
際
情
勢
を
も

た
ら
し
た
が
‘
今
日
の
世
界
は
、
中
ソ
両
国
の
着
実
な
関
係
改
善
へ
の
動
き
に

よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
を
軸
に
再
び
大
き
く
変
動
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

一
体
乙
う
し
た
中
ソ
和
解
へ
の
動
き
は
い
か
な
る
要
因
に
促
さ
れ
た
も
の
な
の

か
。
ま
た
、
乙
う
し
た
流
動
化
す
る
国
際
情
勢
に
対
し
、
わ
が
日
本
外
受
に
は

将
来
い
か
な
る
選
択
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ζ

の
小
論
は
、
乙
う
し
た
今
日
的
な
、
し
か
も
極
め
て
複
雑
な
課
題
に
対
す

る
自
分
な
り
の
取
り
組
み
の
第
一
の
作
業
と
し
て
、
戦
後
五
年
間
の
ア
ジ
ア
国

際
情
勢
の
形
成
過
程
を
、
ソ
速
の
対
外
政
策
に
即
し
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
-

乙
の
小
論
の
対
象
と
す
る
地
域
は
極
東
、
特
に
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
で
あ
る
。

対
象
地
域
を
ア
ジ
ア
に
設
定
す
る
乙
と
の
意
義
は
、
わ
が
国
が
ア
ジ
ア
の
一
員

と
し
て
そ
の
運
命
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
極
め
て
重
要
な
乙
と
と
い

え
る
。ま

た
、
対
象
時
期
を
一
九
四
五
年
1
一
九
五

O
年
に
限
定
し
た
の
は
、
一
九

四
五
年
が
ヤ
ル
タ
協
定
の
締
結
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
も
た
ら
し
、
ま

河

原

地

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

英

武

た
一
九
五

O
年
は
、
そ
の
前
年
革
命
を
成
立
さ
せ
た
中
国
が
中
ソ
条
約
を
結
ん

だ
と
と
及
び
冷
戦
の
熱
戦
化
と
し
て
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
.

時
代
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
に
よ
る
。

・
ま
ず
第
一
章
で
目
指
し
た
ζ

と
は
、
ヤ
ル
タ
秘
密
協
定
に
よ
る
米
ソ
間
取
り

引
き
の
分
析
を
通
し
て
、
戦
後
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
に
お
け

る
ヤ
ル
タ
体
制
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ

が
い
か
な
る
事
情
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
と

と
で
あ
る
。

第
二
章
か
ら
第
四
章
で
は
、
中
園
、
朝
鮮
、
日
本
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的

に
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
と
独
自
の
関
係
を
持
つ
地
域
に
お
い
て
、
戦
後
ソ
速
の

対
外
政
策
が
い
か
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
実
証
的
に
跡
付
け
る
乙
と
を
試
み
た
。

そ
の
た
め
に
各
章
第
一
節
で
は
ま
ず
ソ
連
の
ア
ジ
ア
政
策
に
お
け
る
問
題
の
所

在
を
明
確
に
し
、
次
い
で
ニ
節
以
下
で
ソ
速
の
拡
張
主
義
と
も
見
倣
し
得
る
政

策
を
多
角
的
に
検
証
し
て
い
く
方
法
を
と
り
、
単
調
な
歴
史
的
事
実
の
記
述
花
。

と
ど
ま
ら
ぬ
よ
う
努
め
た
。

最
後
に
終
章
で
は
、
地
滅
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
検
討
し
た
ソ
速
の
対
外

政
策
を
、
改
め
て
総
合
的
な
視
点
か
ら
再
構
成
し
、
ソ
連
外
交
の
本
質
を
理
解

す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
提
示
を
考
え
た
。
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も
と
よ
り
、
ソ
ビ
エ
ト
問
題
は
、
世
界
に
お
け
る
最
も
大
き
く
難
解
な
研
究

課
題
で
あ
り
、
特
に
今
日
の
西
側
世
界
で
は
、
常
に
討
議
さ
れ
、
議
論
百
出
し

て
い
る
テ
1

7
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
内
に
あ
っ
て
、
私
は
、
一
学
徒
と
し
て
、
「
群
盲
象
を
撫
で
る
」

程
度
の
結
論
を
提
示
し
得
れ
ば
幸
と
願
っ
た
。

て
ヤ
ル
タ
体
制
の
ア
ジ
ア
的
性
格

一
九
四
五
年
二
月
花
、
米
英
ソ
三
国
首
脳
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
た
ヤ
ル
タ
秘

密
協
定
は
、
第
二
次
大
戦
終
結
時
に
お
け
る
ソ
ビ
エ
ト
極
東
政
策
の
集
約
的
表

現
で
あ
る
。
ソ
速
は
乙
の
協
定
に
よ
り
、
日
露
戦
争
で
侵
害
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の

権
利
を
回
復
し
、
帝
政
ロ
シ
ア
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
ロ
シ
ア
の
極
東
政
策

が
目
的
と
す
る
と
乙
ろ
を
殆
ど
す
べ
て
実
現
す
る
乙
と
が
約
さ
れ
た
。
一
方
、

乙
の
協
定
に
よ
っ
て
ソ
速
の
負
う
義
務
は
「
ド
イ
ツ
降
伏
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦

争
終
了
後
二
カ
月
乃
至
三
カ
月
以
内
に
日
本
に
宣
戦
す
る
と
と
」
で
あ
っ
た
。

日
本
が
ソ
速
の
対
日
参
戦
後
わ
ず
か
六
日
で
降
伏
し
た
乙
と
を
考
え
れ
ば
、
結

局
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
ソ
速
に
と
っ
て
は
極
め
て
大
き
な
報
酬
で
あ
り
、
米
英
に

と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
重
大
な
譲
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
は
、
中
国

を
犠
牲
と
す
る
と
の
協
定
を
結
ぶ
乙
と
に
よ
り
、
そ
の
対
華
政
策
の
根
本
理
念

と
し
て
掲
げ
て
き
た
諸
原
則
を
放
棄
す
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
ア
メ
リ
カ
は
、
乙
の
よ
う
な
ソ
連
有
利
の
ヤ
ル
タ
密
約
を
締
結
し
た
の

だ
ろ
う
か
。

ま
ず
最
初
に
、
ヤ
ル
タ
協
定
が
第
一
義
的
に
は
、
純
軍
事
的
な
要
請
に
よ
っ

て
締
結
さ
れ
た
ζ

と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
五
年
初
め
、
日
本
の

敗
戦
は
最
阜
、
既
成
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
ア
メ
リ
カ
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
問
題
は
、
日
本
を
無
条
件
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
軍
事
的
手

段
が
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
と
と
ろ
が
一
九
四
九
年
米
国
務

省
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
『
中
国
白
書
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
軍
最
高
指
導
部

は
、
長
期
に
わ
た
る
犠
牲
の
多
い
対
日
戦
を
予
想
し
、
ソ
通
の
参
戦
を
不
可
欠

の
要
請
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ヤ
ル
タ
協
定
の
特
つ
政
治
的
意
味
に
注
目
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
ル
タ
協
定
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
の
極
東
権
益
回

復
を
大
幅
に
認
め
る
の
と
引
換
え
に
、
ソ
速
に
対
し
て
は
、
中
国
の
正
統
な
支

配
者
と
し
て
蒋
介
石
の
国
民
政
府
を
完
全
に
一
承
認
さ
せ
、
中
ソ
友
好
同
盟
条
約

・
を
締
結
せ
し
め
る
と
い
う
培
黙
の
交
換
条
件
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
ヤ
ル
タ
会

談
以
降
、
八
月
一
四
日
の
中
ソ
条
約
締
結
に
至
る
過
程
で
ソ
速
の
対
日
参
戦
と

い
う
軍
事
的
重
要
性
が
減
じ
る
に
つ
れ
、
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
ソ
連
の
国
府
支
持

を
と
り
つ
け
る
政
治
的
な
目
的
へ
と
そ
の
比
重
を
移
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は

ま
た
、
ソ
速
の
真
意
を
め
ぐ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
疑
念
を
一
層
増
幅
さ
せ
る
乙
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
第
三
と
し
て
、
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
米
ソ
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
に
支
え

ら
れ
つ
つ
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
連
の
創
設

を
最
重
要
の
問
題
と
し
て
い
た
ル
1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
に
と
っ
て
、
ヤ
ル
タ

協
定
自
体
が
二
義
的
問
題
で
あ
っ
た
。
一
た
び
国
際
機
構
が
成
立
す
れ
ば
他
の

す
べ
て
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
う
し
た
ア
メ
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リ
カ
の
普
遍
主
義
的
立
場
に
対
し
、
ソ
連
の
立
場
は
勢
力
置
の
拡
大
に
よ
っ
て

あ
く
ま
で
も
部
分
的
勝
利
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ヤ
ル
タ
協
定
は
、
乙
う
し
た
思
想
的
背
景
を
持
つ
米
ソ
の
妥
協
の
上
に
、
か
ろ



う
じ
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
東
西
冷
戦
は
ま
さ
に
乙
う
し

た
世
界
観
の
対
立
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ヤ
ル
タ
協
定
は
、
.
以
上
の
如
き
米
ソ
の
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
質
は
ソ
連
有
利
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
運
命
を
内
在
さ

せ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
協
定
の
秘
密
性
が
ス
タ
ー
リ
ン
を
し
て
戦
争

の
終
結
と
極
東
政
治
体
制
の
形
成
を
左
右
す
る
力
を
温
存
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
ソ
連
参
戦
の
軍
事
的
要
請
は
、

ソ
速
が
米
英
の
弱
い
立
場
を
利
用
し
つ
つ
対
日
戦
の
条
件
を
競
り
上
げ
る
乙
と

を
可
能
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
第
三
に
、
中
国
と
直
接
国
墳
を
接
し
、
中
国
内

部
に
共
産
勢
力
を
持
つ
ソ
連
は
、
極
東
情
勢
の
操
作
能
力
上
、
ア
メ
リ
カ
に
対

し
、
は
る
か
に
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
と
と
に
よ
る
。

結
局
ソ
速
は
ヤ
ル
タ
協
定
の
条
件
を
逸
脱
す
る
形
で
中
ソ
条
約
を
締
結
さ
せ
、

乙
乙
K
戦
後
ア
ジ
ア
の
ヤ
ル
タ
体
制
は
、
は
や
く
も
破
綻
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
乙
れ
を
最
終
的
に
打
破
し
去
っ
た
の
は
中
国
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
で
あ
っ
た
。

で
は
、
ソ
連
は
乙
う
し
た
中
圏
内
部
の
動
き
に
対
し
、
い
か
に
対
応
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

二
、
ソ
連
の
中
国
政
策

ソ
連
の
中
国
政
策
を
考
え
る
上
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
ソ
連
側
が
ヤ
ル
タ
協

定
で
、
蒋
介
石
の
国
民
政
府
承
認
と
友
好
条
約
締
結
の
条
件
を
承
認
し
た
真
意

で
あ
る
。
ソ
連
は
同
じ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
標
梼
す
る
毛
沢
東
指
導
下
の
中
国
共

産
党
に
対
し
、
な
ぜ
積
極
的
な
加
担
を
し
な
か
っ
た
の
か
。

乙
の
理
由
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
毛
沢
東
と
ス
タ
ー
リ
ン
と
い
う
三

人
の
指
導
者
の
相
反
発
し
合
う
歴
史
的
関
係
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
の
遵
義

会
議
に
至
る
毛
沢
東
路
線
の
確
立
過
程
は
、
一
貫
し
て
党
中
央
と
そ
の
背
後
の

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
対
す
る
反
逆
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
結
果
的
に
は

毛
沢
東
の
主
張
す
る
根
拠
地
革
命
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
た
も
の
の
、
当
時
の

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
各
国
共
産
党
の
い
わ
ば
総
司
令
部
で
あ
り
、
そ
の
路
線
は
絶

対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
否
定
し
独
自
の
路
線
を
歩
も
う
と
す
る
毛
沢
東
の
姿
勢

は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
首
長
た
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
苓
信
感
を
つ
の
ら
せ
た
も
の
・

と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
、
中
国
戦
線
は
、
日
独
伊
に
対

抗
す
る
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
線
の
重
要
な
一
翼
な
の
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
眼
に
は

毛
沢
東
は
日
本
軍
と
あ
ま
り
戦
お
う
と
せ
ず
、
蒋
介
石
軍
と
の
交
戦
に
重
点
を

置
い
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
毛
沢
東
に
対
す
る
不
信
は
彼
の

中
共
へ
の
過
小
評
価
と
相
倹
っ
て
、
一
九
四
五
年
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
し
て
、

国
府
と
の
全
面
合
作
を
中
共
に
強
要
さ
せ
る
乙
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
ス
タ

ー
リ
ン
は
当
時
、
中
国
共
産
党
が
国
民
政
府
に
勝
利
す
る
乙
と
は
無
理
と
み
て
、

府
国
共
産
党
の
力
を
増
大
さ
せ
中
国
内
陸
部
へ
の
ソ
連
勢
力
の
拡
大
を
は
か
る

リ
刃
ク
を
冒
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
米
国
と
の
協
調
路
線
の
上
に
立
ち
、
比
較
的

御
し
易
い
国
府
か
ら
日
露
戦
争
で
奪
わ
れ
た
領
土
、
権
益
を
回
復
し
て
、
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
地
域
へ
進
出
す
る
帝
政
ロ
シ
ア
の
伝
統
的
外
交
の
方
向
を
選
ん
だ

も
の
と
恩
わ
れ
る
。
乙
う
し
た
対
中
認
識
の
上
に
ソ
速
の
ヤ
ル
タ
協
定
承
認
は

成
り
立
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
次
大
戦
後
の
中
ソ
関
係
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
歴
史
家
が
強
調
す
る
よ
う
な

友
愛
と
無
私
の
精
神
に
彩
ら
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
中
ソ
の
関
係

は
ヤ
ル
タ
密
約
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
発
時
点
か
ら
苓
信
と
角
逐
の
歴
史
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で
あ
っ
た
。

抗
日
戦
終
結
後
、
勝
利
を
喜
ぶ
隈
も
な
く
、
中
国
は
国
共
内
戦
に
突
入
し
た
。

一
方
、
ヤ
ル
タ
協
定
の
約
束
通
り
国
府
と
の
聞
に
条
約
を
締
結
さ
せ
た
ソ
ビ
エ

ト
は
、
話
相
介
石
政
権
と
缶
衡
し
つ
つ
、
他
方
で
、
権
益
を
回
復
I
U
た
東
北
に
お

い
て
中
共
の
支
援
に
当
っ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
の
協
力
に
よ
っ
て
日
本
軍
に
破
壊
さ

れ
た
道
路
、
鉄
道
が
修
復
さ
れ
、
産
業
は
復
旧
し
た
。
東
北
地
方
は
中
国
革
命

を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
基
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
国
共
内
戦

時
に
お
け
る
と
う
し
た
ソ
ビ
エ
ト
の
援
助
は
、
も
と
よ
り
毛
沢
東
と
の
密
接
な

接
触
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
東
北
を
め
ぐ
る
と

の
経
緯
は
、
中
ソ
の
一
致
協
力
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
毛
沢

東
の
対
立
を
跡
付
妙
、
さ
ら
に
中
共
内
部
分
裂
の
危
機
を
も
匪
胎
さ
せ
て
い
た

と
恩
わ
れ
る
。
当
時
ソ
ビ
エ
ト
の
支
援
を
背
景
に
党
務
を
司
っ
て
い
た
の
は
中

国
共
産
党
中
央
委
員
会
東
北
局
で
あ
っ
た
。
乙
の
東
北
局
は
中
央
委
員
会
本
部

が
延
安
に
あ
っ
た
た
め
に
、
半
ば
独
立
的
権
威
を
持
っ
て
い
た
が
、
ソ
連
と
の

交
渉
も
、
し
ば
し
ば
単
独
約
に
な
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一

九
四
五
年
に
は
高
閥
、
劉
少
奇
を
団
長
格
と
す
る
満
州
解
放
区
代
表
団
が
ソ
連

を
訪
れ
て
ソ
連
首
脳
と
会
談
し
、
四
六
年
一
二
月
に
は
ウ
ォ
ロ
シ
l
ロ
フ
ス
ク
で
、

ソ
連
外
国
貿
易
機
関
と
中
国
東
北
区
人
民
民
主
行
政
委
員
会
の
貿
易
交
渉
が

初
め
て
行
わ
れ
、
以
後
双
方
の
通
商
関
係
は
着
々
と
進
展
し
た
。
ま
た
、
満
州

に
は
四
五
年
か
ら
四
九
年
ま
で
ソ
連
代
表
団
が
駐
在
し
、
党
東
北
局
と
の
実
務

接
触
に
当
っ
て
い
た
。
以
上
の
経
過
は
、
中
国
革
命
の
成
功
を
断
念
し
て
い
た

ス
タ
ー
リ
ン
が
、
ソ
連
の
権
益
を
保
証
さ
れ
た
東
北
を
中
国
か
ら
分
断
し
、
乙

乙
を
自
国
の
緩
街
地
帯
と
す
る
乙
と
を
画
策
し
た
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
せ

る
。
し
か
し
、
乙
う
し
た
国
家
分
立
の
動
き
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
屈
服
以
来
、
列

強
の
好
餌
と
さ
れ
て
き
た
中
国
民
衆
が
、
自
ら
の
手
に
国
家
を
取
り
戻
そ
う
と

す
る
解
放
運
動
を
欺
く
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
の
対
中
政
策
の
誤
り
は
、
中
国
革
命
成
功
後
も
、
な
お
ヤ
ル
タ

体
制
を
墨
守
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
五

O
年
、
中
ソ
友

好
同
盟
相
互
援
助
条
約
を
め
ぐ
る
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
毛
沢
東
の
激
し
い
対
立
の

内
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
毛
沢
東
は
、
東
北
問
題
に
関
し
、
ソ
連
側

の
譲
歩
を
か
ち
と
る
乙
と
に
成
功
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
交
渉
は
二
カ
月
も
要

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
中
国
側
は
、
新
廼
の
開
発
花
関
す
る
従
属
的
な
協
定

を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

中
国
は
一
九
四
九
年
六
月
に
「
向
ソ
一
辺
倒
」
を
宣
言
し
、
五

O
年
の
条
約

は
と
の
中
ソ
の
一
枚
岩
的
団
結
を
象
徴
す
る
も
の
と
諸
外
国
に
は
受
け
と
ら
れ

た
が
、
そ
の
裏
面
で
は
、
両
国
の
疑
心
と
抗
争
が
あ
っ
た
。
東
北
や
新
垣
は
、

ま
さ
に
ソ
連
と
中
国
の
利
害
の
ぶ
つ
か
り
合
う
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

革
命
後
聞
も
な
い
中
国
が
、
同
じ
社
会
主
義
の
兄
弟
国
ソ
連
へ
寄
せ
た
期
待

は
極
め
て
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
対
応
は
そ
の
期
待
を
挫

折
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
が
早
晩
「
自
力
更
生
」
を
唱
え
排
他
的
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
の
一
端
は
、
乙
の
時
毛
沢
東
の
受
け
た
孤
立
感
に

あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
ソ
速
に
と
っ
て
新
中
国
の
誕
生
は
、
自
ら
の
進
め
'
つ
つ
あ
っ
た
東
北

工
作
の
挫
折
で
あ
っ
た
。

共
産
中
国
の
成
立
が
ア
メ
リ
カ
を
し
て
「
中
国
の
喪
失
」
と
い
う
巨
大
な
打

撃
を
与
え
た
と
同
様
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
連
に
は
、
そ
の
対
中
国
政
策
の
「
喪

失
」
を
意
味
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
乙
れ
は
国
際
共
産
主
義
史
上
、
ソ
ビ
エ
ト

の
完
全
支
配
に
よ
る
一
時
代
の
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
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=
一
、
ソ
速
の
朝
鮮
政
策

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
迎
え
た
朝
鮮
民
族
に
と
っ
て
、
三
五
年
の
長
き

に
わ
た
る
日
本
植
民
地
支
配
の
終
駕
は
、
そ
の
ま
ま
民
族
解
放
へ
と
接
続
さ
れ
‘

新
た
な
る
国
家
統
合
へ
の
道
を
当
然
予
測
さ
せ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
大
戦
後
、
朝
鮮
民
族
に
も
た
ら
さ
れ
た
国
家
の
運
命
は
、
北
線
三
八
度
線

を
墳
と
す
る
南
北
二
つ
の
分
断
国
家
の
出
現
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

ζ

の
国
家

の
分
断
線
を
突
破
す
べ
く
開
始
さ
れ
た
内
戦
も
、
大
国
の
介
入
に
よ
る
局
地
的

な
国
際
戦
争
へ
と
発
展
し
た
時
点
で
、
も
は
や
彼
ら
朝
鮮
民
族
の
手
か
ら
は
、

紛
争
解
決
の
た
め
の
当
事
者
能
力
を
も
導
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
一
体
い
か

な
る
歴
史
的
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

も
と
も
と
一
時
的
な
軍
事
境
界
線
と
し
て
引
か
れ
た
三
八
度
線
が
、
国
家
の

分
断
線
と
し
て
園
出
応
化
さ
れ
る
原
因
は
、
ま
ず
第
一
に
米
ソ
冷
戦
の
犠
牲
と
し

て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ソ
速
に
と
っ
て
朝
鮮
が
、
国

家
防
衛
上
つ
と
に
死
活
的
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
に
と

っ
て
の
朝
鮮
は
、
自
国
の
威
信
を
か
け
た
名
答
の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
が
遂
に
南
朝
鮮
を
手
離
さ
ず
、
銃
火
の
代
償
を
支
払

っ
て
ま
で
乙
の
地
位
を
固
守
し
た
の
は
、
冷
戦
的
解
釈
の
み
に
よ
っ
て
は
解
消

し
得
な
い
問
題
性
を
朝
鮮
自
体
が
持
つ
も
の
で
あ
る
と
と
を
予
想
さ
せ
る
。
す

な
わ
ち
、
朝
鮮
分
断
の
原
闘
を
第
一
に
米
ソ
冷
戦
の
内
に
求
め
た
な
ら
ば
、
次

に
、
そ
の
第
二
の
要
因
と
し
て
、
大
陸
勢
力
ソ
連
と
海
洋
勢
力
ア
メ
リ
カ
の
、

地
政
学
的
角
逐
の
結
果
と
し
て
乙
れ
を
捉
え
直
す
観
点
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
一
九
一

O
年
に
日
韓
併
合
を
実
現
し
た
日
本
花
代

わ
っ
て
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
は
、
敗
戦
園
田
本
の
責
任
を
一
手
に
引
き
受
け
、
朝

鮮
の
占
領
も
、
大
陸
勢
力
ソ
連
に
対
す
る
勢
力
均
衡
的
な
思
考
を
そ
の
誘
因
と

し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ソ
連
の
極
東
政
策
の
中
で
、
北
朝
鮮
の
建
設
は
、
最
も
成
功
し
た
ケ
I
ス
で

あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
で
、
自
ら
の
理
念
を
最
も
純
粋
な
形
で
実
現
し
よ

う
と
試
み
た
が
、
ソ
速
の
北
朝
鮮
に
お
け
る
立
場
も
乙
れ
に
よ
く
似
て
い
る
。

し
か
も
、
ソ
連
が
と
の
よ
う
な
朝
鮮
政
策
を
と
り
得
た
の
も
、
ア
メ
リ
カ
の
対

日
政
策
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
速
に
と
っ
て
極

東
に
お
け
る
最
大
の
脅
威
は
、
朝
鮮
を
橋
頭
筆
に
ソ
連
侵
略
を
は
か
る
日
本
勢

力
で
あ
っ
た
。
だ
が
い
ま
や
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
完
全
に
非
武
装
化
し
、
そ

の
徹
底
し
た
民
主
化
を
目
指
し
た
乙
と
は
、
ソ
速
を
し
て
朝
鮮
に
お
け
る
施
策

を
も
宥
和
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

で
は
一
体
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
ソ
速
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
の
か
。

戦
争
勃
発
に
対
す
る
ソ
ビ
エ
ト
政
府
の
態
度
は
、
当
初
か
ら
と
れ
を
朝
鮮
人

自
身
の
内
政
問
題
で
あ
る
と
見
倣
す
乙
と
に
よ
っ
て
完
全
な
不
干
渉
政
策
を
表

明
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
ソ
連
が
乙
の
二
年
前
に
は
、
西
側
の
通
貨
改
革
に
対

抗
し
、
西
独
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
の
交
通
を
全
面
封
鎖
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
あ
え

て
武
力
衝
突
の
危
機
を
も
顧
み
な
か
っ
た
乙
と
を
考
え
れ
ば
、
自
ら
の
主
導
に

よ
っ
て
建
設
し
た
北
朝
鮮
に
対
す
る
ソ
連
の
姿
勢
は
、
あ
ま
り
に
消
極
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
ソ
速
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
朝
鮮
軍
事
介
入
を
中

固
に
対
す
る
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
の
始
ま
り
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
戦
争
の
期
間
中
、
ソ
速
が
一
貫
し
「
死
の
商
人
」
と
し
て
徹
し
た
と
と

は、

ζ

の
戦
争
を
直
接
戦
っ
た
中
国
・
朝
鮮
に
と
っ
て
、
い
き
お
い
対
ソ
不
信
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を
つ
の
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

・
し
か
も
乙
の
戦
争
は
、
北
朝
鮮
の
紡
衡
が
、
最
終
的
に
中
国
の
責
任
で
あ
る

乙
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
乙
の
事
実
は
、
ア
ジ
ア
社
会
主
義
陣
営
に

お
け
る
力
関
係
の
再
編
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
戦
争
を
機
に
金
日

成
主
席
は
対
ソ
一
辺
倒
を
脱
し
、
一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
に
は
「
主
体
思
想
」

を
標
傍
し
つ
つ
対
中
・
ソ
中
立
外
交
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
ま
た
中
ソ
の
関
係

は
、
五

0
年
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
が
、
六

0
年
代
初
め
に
は
国
際
共
産
主

義
運
動
の
主
導
権
争
い
へ
と
激
化
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
中
・
朝
・
ソ
関
係
の
推
移
を
み
る
と
き
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
、

ソ
連
の
極
東
政
策
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
大
な
戦
略
的
転
機
を
し
る
す
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

圏
、
ソ
連
の
対
日
政
策

一
九
四
五
年
九
月
二
目
、
対
日
戦
勝
を
祝
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
全
国
民
に
発
し

た
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
対
日
戦
の
意
義
が
日
露
戦
争
敗
北
の
雪
辱
を
果
た
す
も
の

で
あ
っ
た
乙
と
を
印
象
づ
け
た
。
だ
が
日
露
戦
争
当
時
、
ロ
シ
ア
の
革
命
家
た

ち
は
ロ
シ
ア
の
敗
北
が
専
制
打
倒
を
早
め
る
も
の
と
し
て
逆
に
乙
れ
を
積
極
的

に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
国
家
主
義
的
な
乙
の
主
張
は
、

ロ
シ
ア
の
革
命
派
に
と
っ
て
全
く
無
縁
の
感
情
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
乙
ζ

で
日
露
戦
争
の
う
ら
み
が
乙
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
の
は
、
ヤ
ル

タ
密
約
の
公
表
を
四
六
年
二
月
一
三
自
に
ひ
か
え
た
ソ
連
政
府
が
、
領
土
要
求

の
実
現
に
対
す
る
国
際
世
論
の
同
意
を
得
る
た
め
の
、
作
為
的
な
政
策
に
よ
る

も
の
で
あ
る
う
。

も
と
よ
り
ソ
連
に
と
っ
て
、
領
土
獲
得
は
よ
り
現
実
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
南
サ
ハ
リ
ン
、
北
方
領
土
を
含
む
千
島
全
島
は
、
ソ
速
を
太
平
洋
と
直
結

し
、
日
本
の
侵
略
か
ら
ソ
速
を
防
衛
す
る
た
め
の
基
地
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に
乙
の
時
点
で
中
国
革
命
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
断
念
さ
れ
て
い
た

た
め
、
極
東
に
お
け
る
勢
力
闘
の
拡
大
は
一
層
切
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
た
北
海
道
分
割
占
領
の
要
求
は
、
戦
後
日
本
構
想
に
関

し
、
で
き
る
だ
け
大
き
な
発
言
権
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
さ

れ
る
。そ

れ
で
は
一
体
、
対
日
占
領
政
策
に
関
す
る
ソ
連
の
影
響
力
は
実
際
ど
れ
程

の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

日
本
の
占
領
は
、
実
質
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
単
独
占
領
で
あ
っ
た
た
め
、
ソ

速
が
直
接
占
領
行
政
に
関
与
し
得
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
極
東
委
員
会
及
び
対
日

理
事
会
に
限
ら
れ
て
い
た
。

極
東
委
員
会
は
、
日
本
占
領
の
基
本
的
政
策
を
決
定
す
る
最
高
機
関
と
し
て
、

一
九
四
五
年
一
二
月
の
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
で
設
置
が
決
定
さ
れ
、
翌
年
二
月

に
発
足
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
定
期
的
な
会
議
が
聞
か
れ
た
。
だ
が
乙
れ
は
、
占

領
政
策
の
最
高
決
定
機
関
と
は
い
う
も
の
の
、
委
員
会
の
決
定
は
、
米
政
府
を

通
じ
て
の
み
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
に
伝
達
さ
れ
る
間
接
的
な
役
割
し
か
持
た

な
か
っ
た
。

一
方
、
対
日
理
事
会
は
、
米
・
英
・
中
・
ソ
の
四
カ
国
代
表
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
、
日
本
占
領
を
実
施
す
る
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
諮
問
K
応
え
、
ま
た

n
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必
要
な
勧
告
・
助
号
邑
を
す
る
乙
と
を
任
務
と
し
、
一
九
四
六
年
四
月
五
日
の
第

一
回
か
ら
橋
和
条
約
発
効
直
前
の
五
二
年
四
月
二
三
日
ま
で
計
一
六
四
回
開
か

れ
た
。
対
日
理
事
会
で
ソ
連
が
特
に
力
を
入
れ
た
の
は
、
追
放
問
題
と
農
地
改



革
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
乙
の
点
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
の
一
方
的
決
定
が
阻
止

さ
れ
、
そ
の
修
正
案
が
G
H
Q指
令
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
マ
ツ

カ
1
サ
l
は
当
初
か
ら
「
乙
の
理
事
会
の
任
務
は
、
諮
問
を
う
け
、
協
議
に
与

か
る
乙
と
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
連
合
国
唯
一
の
執
行
官
と
し
て
の
最
高
司

令
部
の
重
い
行
政
責
務
を
分
担
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
宣
言
し
、
乙
れ
を
単

な
る
討
論
ク
ラ
プ
に
か
え
て
し
ま
う
ね
ら
い
を
表
わ
し
た
。
そ
し
て
東
西
対
立

の
激
化
に
と
も
な
っ
て
対
日
理
事
会
は
両
陣
営
の
露
骨
な
宣
伝
の
場
と
化
し
、

議
題
の
な
い
ま
ま
開
会
即
解
散
の
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

結
局
ア
メ
リ
カ
は
対
日
理
事
会
発
足
以
前
花
、
す
で
に
対
日
構
想
を
屈
め
て

お
り
、
マ
ッ
カ
I
サ
1
司
令
部
の
進
め
る
政
策
は
そ
の
ま
ま
貫
徹
さ
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
基
本
方
針
で
あ
る
日
本
の
民
主
化
と
非
軍
事
化
は
、

冷
戦
の
深
化
に
と
も
な
い
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
守
る
た
め
の
反
共
政
策
へ
と

転
じ
た
の
で
あ
る
。
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
基
地
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
と

ソ
連
の
対
日
姿
勢
は
急
激
に
硬
化
し
、
一
九
五
一
年
九
月
に
日
本
が
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
で
連
合
国
の
多
く
と
講
和
条
約
を
結
ぶ
と
ソ
速
は
同
条
約
の
調
印
を

拒
否
し
、
乙
れ
に
よ
っ
て
日
ソ
関
係
は
な
お
戦
争
状
態
を
残
す
と
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

五
、
ソ
連
対
外
政
策
の
再
検
討

ソ
連
外
交
の
ア
メ
リ
カ
的
受
容

ソ
速
の
対
外
政
策
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
無
限
定
に
自
己
の
勢
力
浸

透
を
は
か
る
膨
脹
主
義
と
す
る
考
え
方
に
は
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
歴
史
的
、
思

想
的
性
格
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
注
目
す
る
乙
と
は
重
要
と
恩
わ
れ

る
ヤ
ル
タ
会
談
で
示
さ
れ
た
ル
1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
国
際
機
関
へ
の
信
頼

は
、
ア
メ
リ
カ
の
持
つ
普
遍
主
義
的
性
格
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
に
対
す
る
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
代
議
政
体

と
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
た
国
際
組
織
が
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
然
に
国
家
閣

の
平
和
が
逮
成
で
き
る
と
す
る
極
め
て
普
遍
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
れ

に
対
し
勢
力
圏
を
指
向
す
る
ソ
連
側
の
対
応
は
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
構
想
と
は

明
ら
か
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ζ

乙
に
、
ア
メ
リ
カ
政
策
決
定
者
た
ち

が
対
ソ
疑
心
を
抱
き
、
ソ
連
膨
脹
主
義
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
第
一

の
契
機
が
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
が
ソ
速
に
対
し
、
膨
脹
主
義
的
性
格
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
第
二

の
契
機
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
が
、
ソ
連
外
交
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を

過
度
に
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
点
に
見
い
出
せ
る
。
ソ
連
勢
力
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
浸
透
へ
の
恐
怖
感
は
、
ア
メ
リ
カ
政
策
決
定
者
た
ち
の
聞
に
、
一
般
rk

共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
、
戦
後
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の

ソ
連
の
拡
張
は
、
当
時
、
国
際
共
産
主
義
の
脅
威
と
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
ス
タ

ー
リ
ン
の
反
資
本
主
義
的
な
修
辞
は
、
ア
メ
リ
カ
側
に
、
今
や
ク
レ
ム
リ
ン
は

世
界
革
命
運
動
の
刷
新
に
乗
り
出
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
当

時
の
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
乙
う
し
た
ソ
速
の
対
外
政
策
を
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
世

界
制
覇
と
の
類
比
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
対
ソ
認
識
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
偏
重
が
、
ア
メ
リ
カ

の
政
策
決
定
者
の
み
な
ら
ず
、
広
く
ア
メ
リ
カ
国
民
へ
と
拡
大
さ
れ
る
過
程
に

注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ト
ル
1

7
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
発

表
に
お
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
も
と
も
と
乙
の
ド
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ク
ト
リ
ン
の
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
外
交
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
優
先
策
を
明
確
に
し
、

そ
の
政
治
的
・
経
済
的
復
興
に
よ
っ
て
ソ
連
勢
力
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
消

極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
ト
ル
l

マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
内
容
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
自
由
世
界
」
、
「
民
主
主
義
」
の
防
衛
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
過
剰
に

使
用
し
た
、
普
遍
主
義
的
修
辞
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ト
ル
1

7
ン
が
乙
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
公
約
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
理
由
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
が
も
は
や
世
界
的
責
任
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
い
以
上
、
米
国
民
の
孤
立
主
義
へ
の
回
婦
を
是
非
と
も
食
い
止
め
る
と

と
が
必
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

ソ
連
外
交
の
内
在
的
要
因

乙
の
節
で
は
、
ソ
連
対
外
政
策
の
方
向
を
決
定
し
継
続
さ
せ
て
き
た
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
の
源
泉
を
、
ソ
連
自
身
の
国
家
的
独
自
性
に
注
目
し
つ
つ
検
討
す
る
乙

と
を
試
み
た
。

ソ
連
外
交
の
特
質
は
、
国
内
政
治
上
の
要
請
と
、
対
外
関
係
に
お
け
る
最
大

限
の
国
益
確
保
と
い
う
現
実
的
追
求
と
の
聞
に
、
著
し
い
矛
盾
が
存
在
す
る
乙

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
連
外
交
は
世
界
の
諸
外
国
花
比
べ
、
外
交
に
影
響

を
与
え
る
国
肉
体
制
の
内
在
的
要
因
が
極
め
て
大
き
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
要
因
と
し
て
第
十
に
指
摘
す
べ
き
ζ
と
は
、
現
代
の
ソ
速
が
、

極
め
て
複
雑
か
つ
特
異
な
ロ
シ
ア
の
一
大
文
明
を
、
今
日
に
お
い
て
も
不
変
的

に
一
貫
し
て
継
承
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
社
会
主
義
国
ソ
速

に
内
在
す
る
政
治
的
性
格
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ソ
速
は
、
民
族
的
統
一

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
国
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
統
一
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
一
つ
の
支
配
政
党
に
よ
っ
て
諸
民
銀
の
統
合
を
可
能
と
し
て
い
る
多
民
族

国
家
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
ソ
連
外
交
を
そ
の
内
在
的
、
歴
史

的
視
角
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
役
割
と
い
う
こ
面
か
ら
検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ

て
、
ソ
連
外
交
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
ロ
シ
ア
人
の
過
剰
な
防
衛
意
識
は
、
ロ
シ
ア
史
を
通

観
す
る
時
、
真
実
伎
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
史
は
ソ
ビ
エ
ト
政
権
樹
立

後
を
も
含
め
異
民
族
侵
入
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
国
家
攻
防
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
が
そ
の
歴
史
を
通
じ
、
常
に
外
部
の
侵
略
に
附
さ
れ
て
き
た
最
大
の

要
因
は
、
ロ
シ
ア
が
地
理
的
に
天
然
の
防
衛
線
を
欠
如
し
て
い
る
ζ
と
で
あ
る
。

外
敵
の
侵
入
を
食
い
止
め
る
べ
き
山
河
を
持
た
な
い
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
、
国
家

の
安
全
は
、
空
間
H
領
土
の
観
点
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

版
図
を
拡
大
さ
せ
、
自
ら
を
そ
の
中
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
に
位
置
す
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
民
族
は
初
め
て
自
国
の
安
全
を
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
ロ

シ
ア
革
命
後
の
世
界
列
強
の
対
応
は
、

ζ

う
し
た
ロ
シ
ア
人
の
外
部
に
対
す
る

認
識
を
一
層
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ζ

の
意
味
で
、

戦
後
ソ
連
の
対
外
政
策
の
第
一
の
目
的
が
、
野
心
的
膨
脹
を
志
向
す
る
も
の
で

な
く
、
対
外
毛
信
に
根
差
し
た
「
防
衛
的
拡
張
政
策
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
性
格
を

持
つ
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

さ
ら
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
外
交
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
観
点
か
ら
み
る
と
き
注
目

す
べ
き
乙
と
は
、
自
国
を
「
聖
繊
」
と
す
る
一
元
的
世
界
観
に
基
づ
い
た
ロ
シ

ア
・
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
え
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
国
主
義
的
傾
向
と
の
間
花
、
著
し
い

符
合
の
見
い
出
せ
る
乙
と
で
あ
る
。
一
般
に
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
一
国
社
会
主
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義
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
形
成
は
、
世
界
革
命
の
可
能
性
を
断
念
し
た
ソ
ビ
エ
ト
が
、

国
際
協
調
を
は
か
る
た
め
、
対
外
的
要
請
に
促
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
が
、

乙
れ
を
ロ
シ
ア
史
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
と
き
、
一
国
社
会
主
義
へ
の
転
換
が
、

対
外
的
要
因
を
媒
介
と
し
つ
つ
も
、
実
は
ロ
シ
ア
文
明
を
継
承
す
る
ソ
連
自
体

の
歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
動
因
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
世
界
的
普
遍
性
を
担
っ
た
ソ
速
の
社
会
主
義
が
、
結
局
ス
タ
ー
リ

ン
主
義
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、

ζ
う
し
た
ソ
連
独
自
の

文
化
的
背
景
を
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

ソ
連
外
交
の
受
動
的
性
格

一
九
四
Q
年
代
の
ソ
ビ
エ
ト
の
歩
み
を
み
る
限
り
、
ソ
連
の
侵
略
主
義
乃
至

膨
脹
主
義
を
強
調
す
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
第
二
次
大
戦

後
ソ
速
は
東
西
に
領
土
を
拡
大
さ
せ
、
更
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
衛
星
国
を
打
ち

た
て
る
乙
と
に
成
幼
し
た
が
、
乙
う
し
た
ソ
連
勢
力
圏
の
拡
大
は
、
ソ
連
自
身

の
強
引
さ
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
勢
力
を
肥
大
さ
せ
た

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
ア
ジ
ア
に
版
図
を
広
げ
た
日
本
と
い
う
二
大
帝
国
の
敗
退

し
た
後
に
残
さ
れ
た
力
の
真
空
地
帯
の
内
に
、
す
で
に
、
社
会
主
義
的
気
運
が

醸
成
さ
れ
、
そ
れ
が
米
英
と
の
外
交
上
優
位
に
あ
っ
た
ソ
ビ
エ
ト
に
、
比
較
的

吸
引
さ
れ
易
か
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

ま
た
、
軍
備
増
強
の
由
を
以
っ
て
ソ
速
の
好
戦
性
を
指
摘
す
る
乙
と
に
も
問

題
が
あ
ろ
う
。
特
に
核
を
国
際
管
理
に
委
ね
よ
う
と
す
る
パ
ル
I
ク
案
に
関
し

て
ア
メ
リ
カ
側
が
原
爆
技
術
の
公
聞
に
反
対
し
た
乙
と
は
、
米
ソ
を
し
て
最
終

的
な
安
全
保
障
が
国
際
管
還
に
見
い
出
し
得
ぬ
乙
と
を
悟
ら
せ
、
軍
拡
競
争
へ

と
導
ぴ
く
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
常
に
軍
事
的
な
劣
勢
に
あ
る
ソ

連
と
し
て
対
米
追
い
上
げ
は
、
国
家
防
衛
上
当
然
の
乙
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
四
年
初
頭
、
ソ
速
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
借
款
要
請
を
行
っ
て
い
る
乙

と
は
、
ソ
連
の
外
交
方
針
を
知
る
上
で
特
に
重
要
な
ζ
と
と
恩
わ
れ
る
。
乙
の

事
実
は
、
戦
後
ソ
速
の
対
外
政
策
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
資
本
主
義
の
包
囲
」

に
対
す
る
激
し
い
言
辞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
の
平
柑
共
存
を
第
一

義
的
に
求
め
て
い
た
乙
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

だ
が
、
ル
1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
死
に
よ
り
、
戦
後
世
界
の
秩
序
回
復
の
課
題
を

引
き
継
い
だ
ト
ル
1

7
ン
大
統
領
は
、
ソ
連
の
意
図
を
世
界
征
服
を
企
図
す
る

も
の
と
短
絡
さ
せ
、

B
本
降
伏
後
、
ソ
連
へ
の
武
器
貸
与
を
急
に
打
ち
切
り
、

・
ソ
連
の
受
け
た
戦
禍
に
対
す
る
援
助
の
話
も
そ
の
ま
ま
立
ち
消
え
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
一
九
四
七
年
三
月
の
ト
ル
l

マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
及
び
同
年
六
月
の

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
、
ソ
連
と
の
協
力
を
完
全
に
絶
ち
切
り
、
東
西
プ
ロ

ッ
ク
の
自
律
的
な
秩
序
形
成
を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
事
実
か

ら
、
実
は
ア
メ
リ
カ
政
府
が
、
ソ
連
外
交
政
策
の
蔭
の
決
定
者
と
な
っ
て
い
る

局
面
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
乙
う
し
た
現
象
を
今

日
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
見
い
出
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
ソ
ビ
エ
ト
に
対
す
る
真
塾
な

研
究
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
政
策
の
持
つ
伝
統
的
な
も
の
、
革
命
的
な
も
の
、
さ

ら
に
ソ
速
が
圏
内
に
抱
え
る
民
族
問
題
等
を
歴
史
的
に
湖
及
し
な
が
ら
考
察
す

る
乙
と
が
、
不
可
欠
の
要
素
で
あ
ろ
う
。
乙
う
し
た
冷
静
な
作
業
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ビ
エ
ト
政
策
の
本
質
を
見
極
め
る
ζ
と
が
出
来
る
の

だ
と
思
う
。

(
か
わ
ら
じ
・
ひ
で
た
砂
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ソ
連
の
軍
事
戦
略
と
軍
備
管
理

「
核
」
認
識
の
変
容
と
軍
備
管
理
へ
の
移
行
|
|

は
じ
め
に

「
あ
る
日
誰
か
が
戦
争
を
仕
掛
け
て
も
、
誰
も
集
っ
て
と
な
い
よ
う
な
日
が

来
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
平
和
主
義
者
の
夢
想
だ
と
、
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は

号
一
守
つ
。
人
は
戦
争
を
非
合
法
化
し
よ
う
と
努
力
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値

観
に
対
す
る
脅
威
に
よ
っ
て
、
再
度
そ
れ
を
合
法
化
す
る
乙
と
に
な
る
。
戦
争

原
因
は
多
様
で
あ
る
。
国
家
の
国
益
に
枠
を
蔽
め
る
と
と
も
で
き
な
い
。

そ
乙
で
、
平
和
時
に
物
理
的
な
戦
争
要
因
を
減
ら
そ
う
と
い
う
考
え
が
生
ま

れ
た
。
「
軍
縮
」
で
あ
る
。

核
戦
争
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
な
か
で
、
一
九
七
八
年
に
は
第
一
回
国
連
軍
縮
特
別

総
会
が
関
か
れ
た
。
そ
の
最
終
文
書
は
、
核
兵
器
の
廃
絶
に
優
先
順
位
を
置
き

つ
つ
、
全
面
的
な
軍
縮
を
目
指
し
て
努
力
す
る
乙
と
を
宣
言
し
た
。

西

山

昌

利

だ
が
、
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。

と
言
う
の
は
、
核
大
国
を
含
め
多
く
の
国
々
の
採
っ
て
い
る
安
全
保
障
政
策
の

中
に
は
「
軍
備
管
浬
」
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
軍
備
管
理
」

と
は
、
対
立
す
る
軍
事
力
の
間
に
均
衡
を
保
持
し
な
が
ら
、
軍
事
力
の
行
使
に

つ
い
て
の
共
通
の
規
範
を
作
り
出
す
乙
と
に
よ
っ
て
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
い

う
立
場
で
あ
る
。
核
兵
器
に
対
し
て
は
、
戦
争
の
抑
止
の
機
能
を
求
め
る
。

「
軍
備
管
理
」
が
安
全
保
障
政
策
の
中
心
に
な
り
、
核
大
国
よ
り
む
し
ろ
非

同
盟
諸
国
や
民
間
団
体
が
「
軍
縮
」
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
と
は
対

照
的
に
一
九
六
一
了
六
三
年
以
前
に
は
大
国
主
導
の
軍
縮
提
案
が
数
多
く
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
と
と
に
興
味
を
持
ち
、
特
に
ソ
速
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、

「
『
軍
縮
』
か
ら
『
軍
備
管
埋
』
」
へ
の
流
れ
を
、
米
ソ
の
軍
事
戦
略
と
関
連

さ
せ
て
考
察
し
た
の
が
本
小
論
で
あ
る
。
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ま
ず
、
核
抑
止
論
の
変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
、
ソ
連
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ア

メ
リ
カ
の
軍
事
戦
略
に
追
い
つ
き
、
同
質
の
戦
略
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た

か
を
見
る
。

次
に
、
軍
縮
と
軍
備
管
理
の
細
か
な
定
義
を
考
え
た
上
で
、
軍
縮
交
渉
の

「
挫
折
」
の
歴
史
を
概
観
す
る
。
(
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
戦
略
に
関
し
て
は
、
以

前
に
同
様
の
研
究
が
あ
る
の
で
詳
述
し
な
い
。
〉

核
抑
止
槍
と
ア
メ
リ
カ
の
戦
略

抑
止
論
は
、
核
戦
略
理
論
の
中
核
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
絶
大
な
破
壊
力
を

持
つ
核
兵
器
の
登
場
は
、
戦
争
花
勝
利
す
る
と
い
う
軍
備
の
今
一
つ
の
機
能
を

あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
に
し
た
。
核
戦
争
は
、
勝
利
者
に
対
し
て
も
莫
大
な

損
害
を
予
想
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

抑
止
力
と
は
「
脅
し
あ
る
い
は
説
得
に
よ
っ
て
、
相
手
に
あ
る
行
動
を
思
い

と
ど
ま
ら
せ
る
、
と
い
う
心
理
的
効
果
を
基
本
的
要
因
と
す
る
」
(
桃
井
真
氏
)

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

G
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
抑
止
は
、
山
禁
じ
た

行
為
を
実
行
す
れ
ば
制
裁
を
加
え
る
と
い
う
脅
し
か
、
閉
そ
の
行
為
を
し
な

け
れ
ば
報
償
を
与
え
る
と
い
う
約
束
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い

，つ。
ζ

の
よ
う
な
定
義
の
も
と
に
、
抑
止
力
は
、
二
つ
の
形
態
に
大
別
さ
れ
る
。

第
一
に
報
復
(
懲
罰
的
)
抑
止
が
あ
る
。
乙
の
抑
止
は
、
侵
略
に
対
し
て
懲

罰
的
に
核
攻
撃
を
行
う
乙
と
を
明
ら
か
に
し
、
攻
撃
に
よ
っ
て
被
る
損
害
巻
、

戦
略
的
目
標
を
獲
得
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
大
き
く
す
る
ζ

と
陀
よ

っ
て
、
敵
の
侵
略
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
。

報
復
抑
止
力
を
中
心
に
据
え
た
戦
略
の
典
型
は
、
ダ
レ
ス
が
一
九
五
四
年

κ

表
明
し
た
大
量
報
復
戦
略
で
あ
る
。

彼
は
、
恒
常
的
に
保
持
さ
れ
た
強
力
な
核
兵
器
を
、
ア
メ
リ
カ
が
選
ぶ
方
法

と
場
所
で
報
復
力
と
し
て
用
い
る
乙
と
を
宣
言
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
相
手

の
出
方
に
左
右
さ
れ
な
い
手
段
の
選
択
を
可
能
に
し
、
よ
り
安
価
で
よ
り
多
い

安
全
保
障
を
得
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ダ
レ
ス
は
、
一
方
で
そ
れ
ま
で
の
「
封
じ
込
め
」
政
策
か
ら
積
極
的
な
外
交
・

策
H

「
巻
き
返
し
(
『
ロ

=
l
g
n
w
)
」
政
策
に
出
よ
う
と
し
た
。
他
方
で
彼

は
、
共
和
党
に
伝
統
的
な
、
均
衡
財
政
主
義
に
従
っ
て
支
出
の
削
減
を
行
お
う

と
し
た
。
矛
盾
す
る
二
つ
の
政
策
を
同
時
に
成
り
立
た
せ
た
の
が
大
量
報
復
戦

略
だ
っ
九
新
孤
立
主
義
の
「
要
塞
ア
メ
リ
カ
」
論
に
も
影
響
を
受
け
た
核
兵
力

中
心
主
義
と
空
軍
優
先
主
義
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。

ダ
レ
ス
の
理
論
は
、
初
め
て
核
兵
器
を
戦
略
論
の
中
に
位
置
づ
け
た
も
の
だ

っ
た
乙
と
も
あ
り
、
厳
し
い
批
判
を
受
け
る
。
大
量
報
復
で
は
、
局
地
紛
争
を

抑
止
し
得
な
い
乙
と
が
、
デ
ィ
エ
ン
・
ピ
エ
ン
・
フ
l
の
陥
落
や
ハ
ン
ガ
リ
ー

等
で
の
動
乱
の
際
に
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
彼
の
戦
略

は
局
地
戦
争
を
容
易
に
核
大
戦
犯
導
く
も
の
と
も
理
解
さ
れ
た
。

抑
止
成
立
の
要
因
に
は
大
ま
か
に
言
っ
て
次
の
三
つ
が
あ
る
。
山
カ
ハ
兵
器

・
兵
員
・
経
済
力
等
)
の
存
在
、
凶
力
を
行
使
す
る
意
志
の
存
在
と
そ
の
伝
達
、

問
相
手
側
に
よ
る
そ
の
意
志
の
評
価
、
以
上
で
あ
る
。

報
復
抑
止
に
大
き
く
依
存
す
る
乙
と
は
、
必
然
的
に
「
威
嚇
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
」
を
も
た
ら
す
。
相
手
側
に
よ
る
脅
し
の
評
価
が
下
が
り
、
同
時
に
力
を

行
使
す
る
意
志
も
希
薄
化
す
る
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
核
の
手
詰
ま
り
は

-73ー



侵
略
と
と
も
に
と
れ
に
対
す
る
抵
抗
を
抑
止
す
る
、
た
だ
戦
争
を
抑
止
す
る
の

で
は
な
く
全
面
戦
争
を
抑
止
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
報
復
抑
止
力
は
、
領
土
の
占
領
が
既
成
事
実
と
な
っ
た
後
で
は
何
ら

有
効
な
機
能
を
果
し
得
な
い
と
い
う
欠
点
も
あ
る
。

そ
乙
で
、
報
復
抑
止
を
補
完
す
る
ζ

と
に
お
い
て
「
拒
否
的
抑
止
」
が
重
要

な
意
義
を
持
つ
。

ζ

の
抑
止
は
、
ア
メ
リ
カ
本
土
に
対
す
る
直
接
的
な
攻
撃
を
抑
制
す
る
も
の

で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
で
、
主
に
在
来
兵
力
(
非
核
兵
力
)
に
依

拠
し
つ
つ
、
赦
の
、
領
土
へ
の
侵
攻
と
占
領
を
思
い
と
ど
め
さ
せ
る
。

拒
否
的
抑
止
は
防
御
力
(
戦
闘
力
)
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
す
。
但
し

抑
止
概
念
は
、
力
の
「
心
理
的
影
響
力
」
で
攻
撃
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

通
常
兵
力
の
大
幅
な
増
強
を
含
め
、
六

0
年
代
初
め
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
抑

止
理
論
を
実
際
の
政
策
に
移
し
た
の
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
下
の
7

ク
ナ
マ
ラ
国

防
長
官
で
あ
る
。
彼
は
、
通
常
裂
紛
争
か
ら
無
制
限
核
戦
争
ま
で
の
い
く
つ
か

の
局
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
相
手
側
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
、
同
じ
型
の

反
応
を
行
お
う
と
し
た
。
強
力
な
通
常
戦
力
と
核
使
用
の
柔
軟
性
を
取
り
入
れ

る
と
と
に
よ
っ
て
多
く
の
敷
居
を
設
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
の
抑
止
を
実

現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
理
論
は
「
柔
軟
反
応
戦
略
」
と

呼
ば
れ
る
。

と
乙
ろ
で
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
政
策
の
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
核

戦
力
の
非
脆
弱
化
を
考
え
る
上
で
、

A
-
ウ
ォ

I
ル
ス
テ
ッ
タ
l
の
貢
献
を
忘

れ
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
、
一
九
五
七
年
に
ソ
連
が
ス
プ
l
ト
ニ
ク
の
打
ち
上

げ
に
成
功
し
た
と
と
を
直
視
し
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
戦
争
観
(
外
戦
・
攻
撃

・
勝
利
思
想
〉
を
根
本
か
ら
覆
し
た
。
特
に
「
ソ
速
は
、
対
米
攻
撃
を
し
か
け

な
い
乙
と
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
な
い
で
す
む
」
と
い
う
「
報
償
的
抑
止
論
」

を
核
抑
止
概
念
に
導
入
し
た
乙
と
は
注
目
さ
れ
る
。

敵
か
ら
の
第
一
撃
を
受
け
て
な
お
生
残
り
、
報
復
打
撃
を
加
え
得
る
戦
力
を

確
保
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
敵
に
奇
襲
攻
撃
の
誘
惑
を
起
さ
せ
な
い
。
そ
と
に

核
の
非
脆
弱
化
の
重
要
性
が
あ
っ
た
。
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
核
戦
略
の
根
幹
を
な
す

「
損
害
限
定
」
、
「
確
証
破
壊
」
の
二
つ
も
、
報
償
的
報
復
抑
止
観
か
ら
発
展
し

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
抑
止
力
概
念
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
。

核
時
代
以
前
に
は
、
抑
止
力
と
は
拒
否
的
抑
止
力
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は

同
時
に
防
御
力
で
あ
っ
た
。

核
兵
器
は
報
復
的
抑
止
概
念
を
生
み
、
抑
止
戦
略
が
確
立
さ
れ
た
。
報
復
的

抑
止
が
絶
対
と
恩
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
拒
否
約
抑
止
力
が
再
び
重
視
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ソ
連
の
核
戦
力

の
拡
充
に
よ
り
抑
止
戦
略
は
報
復
的
抑
止
観
か
ら
、
報
償
的
抑
止
観
に
転
換
す

る。
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こ
う
し
て
、
「
乙
わ
れ
や
す
い
恐
怖
の
均
衡
」
の
現
実
に
車
咽
し
て
一
九
六
の
差
別

後
に
出
現
し
て
き
た
の
が
「
軍
備
管
理
・
(
〉
『
g
師
。
。
ロ

to-)」
論
で
あ
る
。
軍

備
管
理
、
軍
縮
局
が
創
設
さ
れ
た
川
一
九
六
一
年
は
、
軍
備
管
理
の
幕
開
け
と
言

え
る
か
も
知
れ
な
い
。

戦
略
論
の
面
で
常
に
ア
メ
リ
カ
に
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
ソ
速
、
六
円
単
代
半

ば
か
ら
急
速
に
米
軍
事
戦
略
に
接
近
し
、
米
ソ
二
大
固
に
よ
る
箪
事
的
支
配
体

制
の
強
化
へ
と
向
う
乙
と
に
な
る
。



ソ
ヴ
ィ
ヱ
ト
の
軍
事
戦
略

レ
l
=
ン
の
戦
争
観
・
軍
縮
観

ソ
連
の
社
会
主
義
理
論
に
は
、
戦
争
花
関
す
る
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。

帝
国
主
義
と
の
戦
争
は
避
け
ら
れ
な
い
と
す
る
戦
争
不
可
避
論
。
あ
ら
ゆ
る

戦
争
に
お
け
る
社
会
主
義
国
必
勝
論
等
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
見
解

へ
の
評
価
は
各
々
の
政
権
陀
よ
っ
て
異
な
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
」
の
教
父
た
る
レ
I
ニ
ン

の
理
論
が
、
乙
れ
ら
を
掴
根
本
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
先

ず
彼
の
戦
争
観
を
取
り
上
げ
る
と
と
に
す
る
。

レ
l
-
一
ン
は
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』
の
中
で
、

二
O
世
紀
初
頭
の
資
本
主
義
を
分
析
し
、
戦
争
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
「
帝
国
主
義
」
発
生
の
基
本
的
要
因
は
、
生
産
面
で
の
集

積
と
独
占
の
形
成
に
あ
る
。
そ
れ
に
次
ぎ
、
銀
行
と
産
業
の
融
合
を
通
じ
て
金

融
寡
頭
制
の
支
配
が
始
ま
り
、
先
進
諸
国
の
圏
内
で
成
熟
し
き
っ
た
金
融
資
本

は
、
資
本
の
輸
出
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
乙
う
し
て
、
国
家
的
独
占
と
一
つ
に

絡
み
合
っ
た
独
占
団
体
聞
の
闘
争
は
「
世
界
を
『
資
本
に
応
じ
て
』
、
『
力
に
応

じ
て
』
分
割
す
る
」
乙
と
に
な
る
。

し
か
し
、
分
割
の
完
成
を
も
っ
て
世
界
が
安
定
化
す
る
乙
と
は
な
い
。
カ
ウ

ッ
キ
1
の
言
う
「
超
帝
国
主
義
」
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
レ
l

ニ
ン
は
主
張
す

る
。
何
故
な
ら
、
資
本
力
と
、
「
資
本
の
た
め
の
植
民
地
お
よ
び
『
勢
力
範
囲
』

の
分
割
」
と
の
聞
の
不
均
衡
が
起
っ
た
場
合
、
戦
争
以
外
に
そ
れ
を
除
去
す
る

手
段
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
も
と
で
は
戦
争
は
不
可
避
で
あ
っ
て
、
恒
常
的
な
平
和
は
な
い

の
で
あ
る
。

「
帝
国
主
義
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
提

示
し
た
社
会
主
義
へ
の
移
行
の
必
然
性
は
一
層
強
調
さ
れ
、
歴
史
の
発
展
法
則

に
沿
っ
た
戦
争
観
が
レ
1
ニ
ン
の
中
に
形
成
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
戦
争
を
，
正
義
の
戦
争
'
と
，
悪
の
戦
争
'
に
区
別
し
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
戦
争
や
民
族
解
放
戦
争
|

端
的
に
言
っ
て
、
少
し
で
も
社
会
主
義
へ
近
づ
く
た
め
の
戦
争
・

l
を
人
類
の

発
展
に
利
益
を
も
た
ら
す
、
正
当
で
必
然
的
な
正
義
の
戦
争
だ
と
見
倣
す
。
「
階

級
を
絶
滅
し
社
会
主
義
を
建
設
し
な
け
れ
ば
戦
争
を
な
く
し
得
な
い
」
と
レ
l

ニ
ン
は
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
社
会
主
義
者
が
軍
備
撤
廃
を
唱
え
る
乙
と
は
現
実
か
ら
の
逃

避
で
あ
っ
て
、
日
和
見
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
レ
1

ニ
ン
に
と
っ
て

軍
備
撤
廃
と
は
、
狭
障
な
、
「
小
国
の
最
も
民
族
的
な
綱
領
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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ス
タ
l
H
F
ン
兵
学
-

ソ
連
で
は
原
爆
を
保
有
し
た
一
九
四
九
年
に
で
は
な
く
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後

に
初
め
て
本
格
的
な
核
時
代
の
到
来
を
見
た
。
乾
性
水
爆
の
開
発
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
に
は
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
り
な
が
ら
、
戦
略
論
に
は
核

兵
器
が
根
付
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
に
基
づ
く
戦
争
論
の
拘
束
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
ド
グ
7

に
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
戦
争
論
は
、
特
殊
な
兵
器
や
兵
科
に
決
定
的



な
重
要
性
を
お
く
乙
と
が
な
い
。
寧
ろ
人
民
大
衆
の
士
気
・
思
想
を
重
視
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
の
勝
利
は
、
歴
史
の
発
展
法
則
の
必
然
な
の
で

あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
社
会
主
義
は
、
ど
の
よ
う
な
兵
器
体
系
の
な
か
で
も
勝
.

利
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
歴
史
の
方
向
を
変
え
る
よ
う
な
強
力
な
兵
器
が
存

在
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
狸
論
上
大
き
な
矛
盾
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
ス

タ
ー
リ
ン
戦
略
論
の
長
も
大
き
な
特
徴
は
、
所
謂
「
恒
常
的
五
要
因
論
」
に
あ

る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
戦
争
に
影
響
を
与
え
る
要
因
を
、
最
終
的
な
結
果
を
も

左
右
す
る
恒
常
的
要
因
と
一
時
的
要
因
に
分
け
た
。
そ
し
て
一
九
四
二
年
の
特
別

命
令
で
前
者
と
し
て
、
山
銃
後
の
安
定
性
、
問
軍
の
士
気
、
間
師
団
の
量
と
質
、

凶
軍
の
装
備
、
間
軍
司
令
官
の
組
織
能
力
、
の
五
つ
移
取
り
ト
す
九
ま
た
、
後

者
と
し
て
天
候
・
自
然
的
地
理
的
要
因
と
と
も
に
奇
襲
要
因
を
あ
げ
、
そ
の
意

味
を
認
め
な
か
っ
た
。

コ
ロ
ト
コ
フ
大
佐
に
よ
れ
ば
、
原
子
兵
器
の
出
現
が
奇
襲
の
役
割
を
非
常
に

高
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
襲
要
因
は
一
九
四
二
年
当
時
と
ま
っ
た
く
同
様

に
し
か
解
釈
さ
れ
な
か
っ
た
。

奇
襲
要
因
軽
視
の
帰
結
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
が
強
調
し
続
け
た
の
は
、
戦
時

中
と
同
じ
長
期
消
耗
戦
の
考
え
に
よ
る
「
攻
勢
防
御
論
」
で
あ
る
。
攻
勢
防
御

と
は
「
空
間
(
領
土
)
を
売
っ
て
時
間
を
稼
ぐ
」
戦
略
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、

ク
ト
ゥ
I
ゾ
フ
将
軍
以
来
ロ
シ
ヤ
に
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
六
年
に
ア
メ
リ
カ
が
核
実
験
を
行
っ
た
際
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
「
原
子
爆

弾
は
:
:
:
戦
争
の
結
果
を
決
す
る
に
十
分
な
ほ
ど
力
は
な
い
。
」
と
述
べ
た
と
言

わ
れ
る
。
確
か
に
、
乙
の
発
言
に
は
ア
メ
リ
カ
の
核
独
占
に
対
す
る
政
治
的
考

慮
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
や
は
り
核
兵
器
の
意
味
を
充

分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
乙
と
は
、
対
独
戦
で
ド
イ

ツ
の
「
電
撃
戦
」
戦
略
に
勝
利
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
が
自
己
の
戦
略
に
自
信
を
強

め
た
た
め
、
戦
略
理
論
家
は
「
攻
勢
防
御
と
逆
襲
の
『
肯
定
的
な
』
経
験
」
の

研
究
を
半
ば
強
制
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
と
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

マ
レ
ン
コ
フ
か
ら
フ
ル
シ
チ
ヨ
フ
ヘ

一
九
五
三
年
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
亭
v
も
っ
て
ソ
速
は
本
格
的
な
核
兵
器
の
時
代
に

入
っ
た
と
書
い
た
。
だ
が
、
実
際
に
核
戦
略
論
が
全
面
的
に
解
禁
に
な
っ
た
の

は
一
九
五
六
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
な
の
で
あ
る
。
マ
レ
ン
コ
フ
時
代
に

は
今
だ
ス
タ
ー
リ
ン
の
影
が
色
漉
く
投
影
さ
れ
て
お
り
、
一
九
五
四
年
3
五
五

年
に
か
け
て
「
奇
襲
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

マ
レ
ン
コ
フ
は
一
九
五
四
年
三
月
士
一
日
ー
モ
ス
ク
ワ
で
の
演
説
で
、
冷
戦
政
策

は
「
近
代
的
な
兵
器
の
登
場
に
よ
っ
て
、
世
界
文
明
の
滅
亡
を
意
味
す
る
よ
う

な
新
し
い
世
界
戦
争
を
準
備
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
「
核
戦
争
共
倒

れ
論
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
と
れ
は
、
核
戦
争
に
対
す
る
ま
っ
た
く
新
し

い
解
釈
で
あ
っ
た
。
近
代
兵
器
H
核
兵
器
に
よ
る
世
界
戦
争
が
「
世
界
文
明
の

死
滅
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
件
は
、
い
か
な
る
戦
争
に
も
社
会
主
義
が
勝
利
す

る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
・
レ
i

ニ
ン
主
義
の
，
教
義
'
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
後
に
「
戦
争
不
可
避
論
」
を
否
定
す
る
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
マ
レ
ン
コ

フ
の
核
兵
器
に
対
す
る
考
え
方
の
聞
に
は
、
微
妙
な
違
い
が
あ
っ
た
乙
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
五
四
年
当
時
、
最
高
幹
部
会
議
の
中
に
は
核
兵
器
に
関
し
て
意
見
を
異
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に
す
る
二
つ
の
派
が
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る
。
マ
レ
ン
コ
フ
手
中

Y
E、
パ
ス
ベ

ロ
l
フ
、
ベ
ル
ブ
l
ヒ
ン
ら
が
加
わ
っ
て
い
た
派
は
ソ
速
の
核
兵
器
保
有
量
は

ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
上
で
充
分
な
も
の
だ
と
考
え
た
。
一
方
、
プ
ル
ガ
l

ニ

ン
、
モ
ロ
ト
フ
、
ヵ
ガ
ノ
ピ
ィ
チ
等
を
擁
し
、
第
一
書
記
だ
っ
た
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
が
先
導
し
て
い
た
別
の
派
は
、
核
兵
器
の
増
強
を
主
張
し
た
。

マ
レ
ン
コ
フ
は
、
ソ
速
が
原
水
爆
を
保
持
し
た
乙
と
に
よ
り
戦
争
勃
発
の
危

険
性
は
遠
ざ
か
っ
た
、
も
し
戦
争
に
介
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
在
来
型

の
戦
争
だ
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
在
来
兵
器
の
近
代
化
を
優
先

し
、
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
の
劇
的
修
正
を
行
う
乙
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
点
で
マ
レ
ン
コ
フ
は
、
長
期
消
耗
戦
を
重
視
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
戦
略
を
踏

襲
し
た
と
言
え
る
。

し
か
し
彼
の
見
解
は
、
資
本
主
義
と
共
産
主
義
を
同
レ
ベ
ル
に
お
い
て
お
り
、

共
産
主
義
の
勝
利
の
不
可
避
性
を
唱
え
る
者
逮
に
対
す
る
致
命
的
な
ミ
ス
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

「
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
再
審
の
影
響
に
よ
り
一
九
五
五
年
二
月
マ
レ
ン
コ

フ
が
正
式
に
辞
任
す
る
と
、
間
も
な
く
奇
襲
要
因
を
強
調
す
る
論
文
が
公
表
さ

れ
始
め
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
支
持
を
得
た
「
奇
襲
派
」
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
奇
襲
攻
撃
に
備
え
た
大
幅
な
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
の
修
正
へ
と
向
い
始
め
た
。

大
量
報
復
戦
略
の
確
立
と
転
換

一
九
五
六
年
二
月
の
第
二

O
回
ソ
連
共
産
党
大
会
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
行
っ
た
ス

タ
ー
リ
ン
批
判
の
秘
密
報
告
と
戦
争
不
可
避
論
の
否
定
は
、
ソ
速
を
大
量
報
復

戦
略
に
導
く
画
期
的
な
事
件
と
な
っ
た
。
乙
れ
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
兵
学
の

ド
グ
7

が
除
去
さ
れ
る
と
と
も
に
、
戦
争
観
の
根
本
的
な
転
換
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
、
「
世
界
社
会
主
義
陣
営
」
が
絶
大
な
勢
力
と
な
り
、
侵

略
者
に
「
破
滅
的
な
反
撃
」
を
加
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
戦
争
は
宿
命
的

に
不
可
避
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
し
、
ま
た
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
諸
国
に
は
二
つ
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
「
平
和

的
共
存
の
道
」
か
「
歴
史
上
も
っ
と
も
破
嬢
的
な
戦
争
へ
の
道
」
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
7

レ
ン
コ
フ
の
核
戦
争
共
倒
論
を
否
定
し
て
い
た
。
だ
が

彼
は
、
戦
争
可
避
論
と
い
う
新
し
い
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
テ
ー
ゼ
を

打
ち
出
す
乙
と
に
よ
っ
て
根
本
に
測
っ
た
と
乙
ろ
で
核
戦
争
を
も
否
定
し
た
の

で
あ
る
。
戦
争
可
避
論
は
「
裏
返
し
の
核
戦
争
共
倒
論
」
だ
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、
帝
国
主
義
の
侵
略
に
対
す
る
「
破
滅
的
な
反
撃
」
力
に
言
及
し
て
い
る
と
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と
は
、
核
兵
器
の
整
備
を
進
め
、

I
C
B
M
実
験
を
翌
年
に
控
え
た
フ
ル
シ
チ

ヨ
フ
の
自
信
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
核
兵
器
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
超
越
し
た
革
命
性
を
認
識
し
、
そ
の
蓄
積
の
中
に
戦
争
可
避
論
を
位
置
付
け

る
理
論
に
乙
そ
「
掛
戦
略
と
レ
で
か
平
和
共
存
論
」
の
本
質
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
、
乙
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
提
唱
し
た
具
体
的
政
策

は
核
ミ
サ
イ
ル
優
先
主
義
で
あ
り
、
そ
の
政
策
を
支
え
た
戦
略
は
大
量
報
復
戦

略
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ミ
サ
イ
ル
優
先
主
義
は
極
端
な
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
「
空

軍
は
ロ
ケ
ッ
ト
に
変
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
海
軍
に
つ
い
て
も
潜
水
艦
以
外
は

あ
ま
り
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
。
ダ
レ
ス
の
空
軍
優
先
主
義
と
の
類
似
性
に
注



目
さ
れ
た
い
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
は
ダ
レ
ス
同
様
、
国
内
経
済
に
対
す
る
配
慮

も
あ
っ
た
。
結
局
両
者
と
も
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
ニ

O
万
人
の
兵
力
・

削
減
を
一
九
六

O
年
に
提
案
し
、
地
域
民
兵
制
度
へ
の
移
行
も
打
ち
出
し
て
い

た

の

で

あ

る

。

.

一
九
六

O
年
一
月
、
地
上
軍
・
海
軍
・
防
空
軍
の
四
軍
と
並
ぶ
ロ
ケ
ッ
ト
軍
の
創

設
に
よ
っ
て
ソ
速
の
大
量
報
復
戦
略
は
確
立
を
見
た
。

し
か
し
、
ま
も
な
く
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
戦
略
は
行
き
詰
ま
り
を
迎
え
る
。

U

2
型
機
事
件
等
に
よ
っ
て
彼
の
政
策
は
所
謂
「
み
せ
か
け
戦
略
」
で
あ
る
乙
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
一
時
騒
が
れ
た
ミ
サ
イ
ル
・
ギ
ャ
ッ
プ
も
何
ら
実
体
の

な
い
も
の
で
、
一
九
六
一
年
に
は
「
逆
之
サ
イ
ル
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
が
米
国
内
で

ロ
に
さ
れ
始
め
た
。
そ
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
は
ソ
速
の
対
米
核
劣
位
を
決
定

的
に
印
象
づ
砂
た
。

一
方
、
軍
部
内
で
も
批
判
が
現
れ
る
。
極
端
な
核
ミ
サ
イ
ル
重
視
を
改
め
、

大
兵
力
主
義
に
よ
る
全
軍
種
の
協
力
を
は
か
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
の
だ
。

だ
が
、
ミ
サ
イ
ル
偏
重
以
上
広
大
き
な
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
政
策
の
欠
点
は
、
彼

の
戦
争
分
類
法
と
社
会
主
義
理
論
の
聞
の
理
論
的
不
整
合
性
に
あ
っ
た
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
一
九
六
Q
ヰ
二
足
戦
争
を
世
界
戦
争
・
局
地
戦
争
・
民
族

解
放
戦
争
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
新
し
い
分
類
法
を
示
し
た
。
そ
し

て
、
局
地
戦
争
も
ま
た
熱
核
戦
争
に
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
防
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
の
戦
略
は
、
同
時
期
に
ア
メ
リ
カ
で
展
開
さ
れ
て
い
た

柔
軟
反
応
戦
略
(
そ
の
中
心
た
る
限
定
戦
争
論
や
核
の
第
二
撃
論
)
を
否
定
し

て
い
た
乙
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
連
の
論
者
は
戦
争
を
限
定
す

る
乙
と
は
不
可
能
だ
と
言
う
。
何
故
な
ら
、
多
く
の
国
々
が
明
確
な
義
務
に
よ

っ
て
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
族
解
放
戦
争
を
支
持
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
れ

だ
け
を
他
の
す
べ
て
の
戦
争
か
ら
切
り
離
し
た
形
で
分
類
す
る
と
い
う
苦
肉
の

策
に
出
た
の
で
あ
る
。

初
め
ソ
速
の
軍
事
理
論
家
達
は
、
民
族
解
放
戦
争
は
一
国
の
中
で
戦
わ
れ
、

し
た
が
っ
て
核
の
使
用
が
考
え
ら
れ
な
い
戦
争
で
あ
る
と
、
苦
し
い
理
論
づ
け

を
行
っ
た
。

結
局
ζ

の
よ
う
な
理
論
的
矛
盾
は
い
か
に
し
て
も
覆
い
隠
す
と
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
失
脚
も
せ
ま
っ
た
一
九
六
四
年
初
め
に
な
る
と
限

定
戦
の
必
要
性
を
主
張
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
、
戦
争
可
避
論
も
一
九
六
五
年

前
後
の
若
干
の
論
争
を
経
て
否
定
さ
れ
る
。
プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
入
り
一
九
六

九
年
に
は
、
「
戦
争
は
暴
力
的
手
段
を
も
っ
て
す
る
政
治
の
継
承
で
あ
る
」
と
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い
う
レ

i
ニ
ン

(
Hク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
)
の
公
式
が
復
活
し
、
核
戦
争
に
お

い
て
も
社
会
主
義
は
勝
利
す
る
と
さ
れ
た
。

以
前
に
二
度
も
核
戦
争
共
倒
れ
論
が
登
場
し
て
い
る
ζ

と
で
も
あ
り
、
ソ
速

が
当
時
、
本
当
に
核
戦
争
で
の
勝
利
を
確
信
し
て
い
た
の
か
疑
問
に
恩
わ
れ
る
。

む
し
ろ
、
軍
の
士
気
に
対
す
る
考
慮
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
も
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
末
期
に
限
定
戦
が
肯
定
さ
れ
た
乙
と
で
柔
軟

反
応
戦
略
へ
移
行
す
る
上
で
の
最
大
の
障
害
は
取
り
除
か
れ
た
。
ソ
速
は
六

0

年
代
後
半
か
ら
急
速
な
軍
拡
の
時
代
に
入
る
。

プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
は
ヌ
ル
シ
チ
ョ
フ
政
権
末
期
の
戦
略
を
踏
襲
し
た
。
プ
レ

ジ
ネ
フ
の
戦
略
は
「
均
衡
以
上
戦
略
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
米
国
と
の
対
等

さ
ら
に
は
優
越
を
も
達
成
し
よ
う
と
す
る
。



そ
う
い
っ
た
軍
事
的
積
極
性
は
、
戦
略
核
戦
力
の
増
強
と
通
常
兵
器
、
殊
に

海
軍
カ
の
世
界
へ
の
展
開
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
非
脆
弱
な
ミ
サ
イ
ル
潜
水
艦

を
中
心
と
す
る
戦
略
核
戦
力
の
増
強
は
第
一
義
的
に
第
二
撃
力
の
創
出
を
狙
つ

て
の
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

ま
た
、
一
九
六
七
年
に
は
A
B
M
網
が
理
論
的
に
も
正
当
化
さ
れ
る
乙
と
に

な
っ
た
。

乙
れ
ら
の
乙
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
言
わ
れ
る
「
確
証
破
鐘
」
能
力
と
「
領
害

限
定
」
論
を
ソ
連
が
自
ら
の
戦
略
に
取
り
込
ん
だ
乙
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
、
六

0
年
代
末
ま
で
に
ソ
連
は
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
に
対
す
る
質

.
量
両
面
の
急
激
な
追
上
げ
を
な
し
と
げ
た
。

軍
縮
と
軍
備
管
理

軍
縮
と
軍
備
管
理

現
在
一
般
に
軍
縮
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
内
容
的
に
み
て
軍
備
管
理

と
い
っ
た
方
が
適
当
な
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
軍
縮
、
軍
備
管
理
と

は
い
か
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

軍
備
管
理
は
、
戦
争
の
誘
因
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
軍
備
は
も
ち
ろ
ん
、
軍

備
の
展
開
や
行
使
の
態
様
を
も
管
理
す
る
。
紛
争
を
で
き
る
だ
け
防
止
し
、
一

E
戦
争
と
な
っ
た
場
合
に
も
十
分
戦
え
る
準
備
を
す
る
。
か
っ
、
紛
争
発
生
後

に
は
局
地
化
を
は
か
る
。
軍
備
管
理
は
、
自
己
規
制
原
則
に
基
づ
く
安
全
保
障

で
あ
る
乙
と
を
最
大
の
特
徴
と
す
る
。

桃
井
真
氏
に
よ
れ
ば
軍
備
管
理
は
四
つ
の
方
式
に
分
け
ら
れ
る
。

山
削
減
方
式
H
軍
備
の
消
滅
、
旧
式
兵
器
の
破
棄
等
。

佃
積
極
方
式
H

軍
備
の
非
脆
弱
化
、
戦
略
的
増
強
。

個
消
極
方
式
H
軍
事
要
因
(
兵
力
の
展
開
、
特
定
兵
器
の
使
用
等
)
の
凍
結

や
禁
止
。

間
予
防
方
式
H
軍
事
施
設
の
監
視
、
相
E
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
に
よ

り
、
「
抑
止
力
」
を
常
に
機
能
さ
せ
る
。

一
方
、
軍
縮
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
軍
備
の
削
減
あ
る
い
は
廃
止
で

あ
る
。
乙
れ
に
関
し
て
は
次
の
如
く
分
け
る
前
田
寿
氏
の
分
類
が
あ
る
。

凶
一
般
的
な
国
際
取
決
め
に
よ
る
国
家
軍
備
の
縮
小
ま
た
は
制
限
。

倒
す
べ
て
の
国
家
軍
備
の
完
全
な
廃
止
。

間
特
定
地
域
に
適
用
す
る
双
務
的
な
箪
備
縮
小
取
決
め
。

間
敗
戦
国
の
軍
備
の
、
刑
罰
的
な
破
嬢
・
縮
小
。
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軍
備
管
理
は
、
戦
争
の
誘
因
の
制
限
を
も
含
む
と
と
に
よ
り
、
軍
縮
よ
り
広

範
囲
な
内
容
を
持
つ
。
軍
縮
は
軍
備
管
理
に
含
ま
れ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
実
際
、

軍
備
管
理
の
山
や
聞
の
方
式
は
、
軍
縮
の
凶
や
悶
に
よ
く
似
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
軍
備
管
理
は
軍
備
増
強
を
招
き
易
く
、
そ
れ
が
正
当
化
さ

れ
る
点
で
軍
縮
と
は
根
本
的
に
巽
な
る
概
念
だ
と
考
え
る
。

H
・
プ
ル
は
、
「
危

険
な
力
の
優
位
」
に
比
べ
て
「
力
の
均
衡
は
、
平
和
と
秩
序
を
も
た
ら
す
第
一

の
要
因
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
敵
の
優

位
を
防
止
す
る
た
め
の
均
衡
の
追
求
だ
か
ら
乙
そ
軍
備
管
理
で
は
積
極
方
式
が

優
先
し
、
逆
に
軍
備
削
減
は
好
機
が
訪
れ
て
も
実
行
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

軍
備
管
理
は
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
は
違
い
な
い
。
が
、
今
後

少
し
で
も
軍
縮
的
な
方
向
、
つ
ま
り
削
減
方
式
の
優
先
へ
と
向
わ
な
い
限
り
安

全
保
障
を
高
め
る
乙
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。



そ
の
乙
と
は
、
六

O
年
以
降
締
結
さ
れ
て
き
た
「
軍
備
管
理
的
措
置
」
が
成

立
時
点
で
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
込
ん
で
い
た
乙
と
を
見
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
完
全
軍
縮
案

原
子
力
の
国
際
管
理
問
題
を
も
っ
て
始
ま
る
戦
後
の
軍
縮
交
渉
は
二
九
五
五

年
五
月
一

O
日
ソ
連
が
提
出
し
た
「
マ
リ
ク
案
」
に
至
っ
て
一
つ
の
峠
を
迎
え

る
。
ソ
連
は
西
側
案
を
大
筋
で
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
熱
核
兵
器
の
開
発
が
進
行
し
て
い
た
た
め
核
兵
器
の
廃
棄
を
含
ん

だ
交
渉
は
当
時
す
で
に
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
西
側
は
マ
リ
ク
案
を
拒
否
し

た
。
そ
し
て
、
以
後
軍
縮
交
渉
は
実
質
的
に
「
部
分
的
・
副
次
的
軍
縮
錆
置
」
、

現
実
的
に
は
箪
備
管
理
の
枠
内
で
動
く
ζ
と
に
な
る
。
包
括
的
軍
縮
の
旗
そ
の

も
の
は
降
ろ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
政
治
的
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

一
九
五
九
年
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
提
示
し
た
「
全
面
的
か
っ
完
全
な
軍
備
撤

廃
」
案
も
、
多
分
に
宣
伝
的
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
言
う
の
は
、
四
年
間
に
三
段
階
で
軍
備
全
廃
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
乙
の

提
案
に
は
、
西
側
が
合
意
し
な
か
っ
た
場
合
に
検
討
す
べ
き
部
分
的
措
置
が
最

初
か
ら
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
抹
の
期
待
を
抱
か
せ
た
軍
備
全
廃
案
は
、
ま
だ
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
在
任
中
に

変
質
し
挫
折
を
予
想
さ
せ
た
。
変
質
は
次
の
点
に
明
ら
か
に
見
い
出
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
九
六
二
年
九
月
に
ソ
速
が
提
出
し
た
修
正
条
約
草
案
は
、
そ
れ
ま

で
全
国
家
が
第
一
段
階
で
同
時
に
廃
棄
す
る
と
と
に
な
っ
て
い
た
核
兵
器
の
送

達
手
段
を
米
ソ
だ
け
は
第
二
段
階
ま
で
保
持
で
き
る
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、

一
九
六
三
年
九
月
の
新
提
案
で
は
米
ソ
の
み
は
全
措
置
の
完
了
ま
で
保
持
す
る

と
改
め
た
の
で
あ
る
。

乙
の
米
ソ
主
導
的
な
傾
向
の
中
に
軍
備
管
理
へ
の
本
絡
的
な
移
行
の
兆
し
が

見
ら
れ
た
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
、
全
面
軍
縮
を
提
案
し
な
が
ら
軍
縮
か
ら
軍
備
管

理
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
結
果
に
終
っ
た
の
だ
っ
た
。

米
ソ
協
調
体
制
の
植
立

ソ
連
の
「
軍
縮
」
か
ら
「
軍
備
管
理
」
へ
の
移
行
は
、
取
り
も
直
さ
ず
米
ソ

協
調
体
制
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。
一
九
六
三
年
の
部
分
核
停
条

約
以
後
六

0
年
代
に
結
ぼ
れ
た
条
約
は
、
他
の
不
安
定
要
因
を
廃
除
し
な
が
ら
、
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米
ソ
と
い
・
2
天
軍
事
対
抗
国
が
ほ
と
ん
ど
何
の
制
約
も
受
け
ず
に
戦
略
的
軍
事

計
画
を
継
続
す
る
と
と
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
米
ソ
二
大
国
に
よ
る
平
和
維
持

体
制
|
「
パ
ッ
ク
ス
・
ル
ッ
ソ
H
ア
メ
リ
カ
l
ナ
」
!
の
確
立
へ
と
向
う

の
で
あ
る
。

部
分
核
停
(
モ
ス
ク
ワ
)
条
約
に
は
三
つ
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
第
一

花
、
同
条
約
は
前
年
に
起
っ
た
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
衝
撃
を
う
け
て
、
米
ソ
両
超

大
国
が
相
互
不
戦
を
約
し
た
紳
士
協
定
で
あ
っ
た
。
(
と
れ
に
よ
り
、
米
ソ
冷

戦
は
相
当
に
緩
和
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
)
。

第
二
に
、
モ
ス
ク
ワ
条
約
は
核
兵
器
保
有
国
に
核
実
験
を
許
し
、
非
保
有
国

に
は
実
験
を
さ
せ
な
い
た
め
の
条
約
だ
っ
た
。
確
か
に
地
下
で
の
実
験
は
認
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
般
に
核
兵
器
の
開
発
に
は
大
気
圏
内
で
の
実
験
が

不
可
欠
だ
っ
た
た
め
、
核
を
持
た
な
い
署
名
園
が
自
力
で
核
兵
器
を
開
発
す
る



道
は
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
乙
の
条
約
は
中
仏
両
国
が
加
盟
し
な
い
と
と
を
予
め
承
知
の
上
、

特
に
中
国
を
孤
立
化
す
る
目
的
を
持
っ
て
結
ぼ
れ
た
。
中
国
と
国
墳
を
接
す
る

ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
以
上
に
中
国
の
核
武
装
を
恐
れ
て
い
た
と
と
は
疑
い
な
い
。

一
九
五
九
年
に
ソ
速
が
所
調
ソ
中
新
軍
事
協
定
を
一
方
的
に
破
棄
し
、
原
爆
サ

ン
プ
ル
の
提
供
を
拒
否
し
た
乙
と
か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
る
。

中
国
の
核
武
装
と
同
様
に
ソ
速
が
恐
れ
て
い
た
の
は
、
西
側
の
核
武
装
で
あ

る
。
一
九
七

O
年
に
発
効
し
た
核
拡
散
防
止
条
約
も
‘
ア
メ
リ
カ
が
西
独
を
多

角
的
核
戦
力

(
M
L
F
〉
構
想
へ
引
き
入
れ
る
乙
と
を
断
念
し
た
時
点
で
、
実

質
的
に
締
結
へ
の
道
が
関
か
れ
た
。

核
防
条
約
は
「
N
番
目
国
(
新
核
兵
器
保
有
国
)
」
の
出
現
を
防
ぐ
上
で
、

非
常
に
重
要
な
条
約
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
同
条
約
は
核
保
有
国
自
身
に
対
し
て
は
自
ら
長
骨
骨
岱
軍
縮
義
務

を
規
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
領
土
内
に
核
兵
器
を
保
有
し
な
い
非
核
兵
器
国

の
安
全
も
保
障
し
て
い
な
い
な
ど
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
核
防
条
約
は
、
国
家
を
核
兵
器
を
開
発
し
た
固
と
し
な
い
国
で

よ
り
厳
密
に
は
米
ソ
両
核
超
大
国
と
そ
の
他
諸
国
(
核
・
非
核
兵
器
国
)
へ
階

層
化
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
何
故
な
ら
、
米
ソ
は
軍
事
利
用
・
平
和

利
用
の
両
面
に
亙
っ
て
各
々
の
陣
営
で
飛
び
抜
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〉

乙
の
よ
う
に
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
は
、
両
国
以
外
に
潜
在
す
る
戦
争
へ
の
誘
因

そ
取
り
除
き
つ
つ
、
自
ら
は
六

0
年
代
を
通
じ
て
軍
事
戦
略
を
伺
一
化
し
な
が

ら
、
一
層
軍
備
を
増
強
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

核
防
条
約
は
結
局
、
「
米
ソ
に
よ
る
世
界
平
和
維
持
体
制
」

H

「
軍
備
管
理

体
制
」
を
法
的
・
制
度
的
に
認
知
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

(
に
し
や
ま
・
ま
さ
と
し

ロ
シ
ヤ
語
科
五
七
年
度
卒
)
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八
職
業
と
学
聞
の
接
点

V
職
業
と
学
問
の
接
点

|
|
破
れ
か
ぶ
れ
告
白
録
|
|

，
楽
屋
落
ち
d

の
セ
レ
ナ
ー
デ

は
じ
め
に
、
乙
の
文
章
を
書
く
(
破
目
)
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
か
ら
。

春
の
合
宿
に
参
加
し
た
折
だ
っ
た
か
、
第
一

O
号
記
念
に
何
か
い
い
企
画
の

ア
イ
デ
ア
を
聞
か
れ
て
、
「
職
業
と
学
問
の
接
点
」
を
テ
l
マ
の
ひ
と
つ
に
し

た
ら
、
と
提
案
し
た
の
は
僕
だ
っ
た
“

中
嶋
ゼ
ミ
の

O
B
の
数
も
増
え
た
υ

昭
和
四
十
二
年
春
に
第
一
期
生
七
人
が

卒
業
し
て
か
ら
今
春
、
五
十
七
年
度
卒
業
生
七
人
に
至
る
ま
で
八
十
九
人
を
数

え
る
。
男
六
十
四
人
。
女
二
十
五
人
ω

学
科
別
で
は
中
国
科
が
三
十
九
人
で
最

勝

文

美

智

雄

(
日
本
経
済
新
聞
社
・
社
会
部
)

n
4
 

n
N
V
 

大
派
閥
だ
が
、
以
下
英
米
科
十
人
、
ロ
シ
ア
科
八
人
、
フ
ラ
ン
ス
科
乞
人
、
ド

イ
ツ
科
六
人
.
ス
ペ
イ
ン
科
四
人
.
ヒ
ン
デ
ィ
科
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
科
各
三
人
、

イ
タ
リ
ア
科
・
モ
ン
ゴ
ル
科
・
ア
ラ
ビ
ア
科
各
一
人
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、

日
本
語
科
(
外
国
人
留
学
生
)
も
三
人
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
に
出
て
、
職

業
人
と
し
て
い
ろ
ん
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
。

そ
の
人
た
ち
に
、
学
生
時
代
に
何
に
興
味
を
も
ち
‘
何
を
学
ん
だ
か
、
ど
ん

な
気
持
ち
で
職
業
選
択
じ
、
就
職
後
、
職
業
観
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
ゼ
ミ
で

国
際
関
係
論
を
学
ん
だ
と
と
が
仕
事
に
ど
う
生
き
て
い
る
か
ー
ー
な
ど
を
ザ
ツ

ク
パ
ラ
ン
に
書
い
て
も
ら
う
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
乙
の
雑
誌
の
読
者
の
大
半
を



占
め
る
学
生
諸
君
に
も
「
職
業
と
学
問
」
の
関
係
を
考
え
て
も
ら
う
う
え
で
参

考
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
恩
つ
て
の
提
案
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
執
筆
者
は
「
職
業
」
と
「
学

問
」
が
比
較
的
密
着
し
て
い
る
研
究
者
(
大
学
院
生
、
研
究
所
勤
務
者
)
よ
り

も
民
間
企
業
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
送
っ
て
い
る

O
B
の
方
が
望
ま
し
い
。

自
分
の
や
り
た
い
乙
と
と
、
現
実
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
悩
み
な
が
ら
、
職
業
人
と
し
て
社
会
的
責
任
を
果
た
し
、
家
族
を
支
え
、
生

活
に
根
を
下
ろ
す
な
か
で
「
学
問
す
る
喜
び
」
を
語
っ
て
く
れ
る
人
が
望
ま
し

い
。
中
嶋
ゼ
ミ

O
B
に
は
、
そ
う
い
う
た
く
ま
し
さ
を
備
え
た
人
が
多
い
は
ず

だ
。
そ
う
期
待
し
て
い
た
。

だ
が
、
そ
の
，
企
画
'
は
あ
ま
り
に
安
直
な
思
い
つ
き
で
あ
り
、
甘
い
見
通

し
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
「
皆
さ
ん
、
忙
し
く
て
、
と
て
も
書
い
て
も
ら
え
そ

う
に
あ
り
ま
せ
ん
」
。
夏
の
合
宿
で
、
河
原
地
編
集
長
に
そ
う
言
わ
れ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
い
や
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
当
然
の
乙
と
だ
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
決
し
て
気
楽
な
稼
業
で
は
な
い
。
満
員
の
遜
勤
電
車
に
揺

ら
れ
、
残
業
は
当
た
り
前
。
職
場
の
同
僚
や
取
引
先
の
相
手
と
飲
む
の
も
半
ば

仕
事
の
う
ち
。
家
に
仕
事
を
も
っ
て
帰
る
乙
と
も
あ
れ
ば
、
休
日
出
動
も
あ
る
。

た
ま
の
休
み
に
は
家
庭
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
だ
。
入
社
二
、
三
年
ま
で
は
先
輩
、

上
司
に
ど
な
ら
れ
な
が
ら
仕
事
を
覚
え
る
の
に
精
一
杯
。
入
社
五
l
七
年
あ
た

り
は
「
見
所
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
、
幹
部
候
補
生
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る

か
ど
う
か
の
最
初
の
関
門
期
に
あ
た
る
。
仕
事
が
面
白
く
な
っ
て
夢
中
に
な
る

時
期
だ
し
、
結
婚
、
転
勤
な
ど
環
境
変
化
が
激
し
く
、
生
活
基
盤
の
確
立
(
マ

イ
ホ
ー
ム
購
入
も
含
め
て
)
に
大
わ
ら
わ
の
時
期
で
も
あ
る
。
入
社
十
l
十
五

年
は
管
理
職
一
歩
手
前
。
文
字
通
り
企
業
の
第
一
線
で
チ
l
ム
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
活
躍
す
る
、
油
の
乗
り
き
っ
た
時
期
だ
。

ゼ
ミ
の

O
B
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
す
べ
て
乙
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
位
置
す
る
。

「A
こ
の
現
実
に
足
を
踏
ん
ば
っ
て
、
前
を
、
「
未
来
」
を
見
つ
め
て
い
る
。
ひ

た
す
ら
「
も
っ
と
時
聞
が
ほ
し
い
」
と
念
じ
る
な
か
で
、
と
て
も
深
夜
、
あ
る

い
は
休
日
、
一
人
机
に
向
か
っ
て
自
分
の
過
去
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を
文
字
に

し
て
い
く
だ
け
の
余
裕
な
ど
な
い
、
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。

外
か
ら
み
て
も
中
身
の
猿
い
生
活
を
し
て
い
る
乙
と
が
う
か
が
え
、
ぜ
ひ
書

い
て
ほ
し
い
と
思
う
人
た
ち
に
書
い
て
も
ら
え
な
い

1
l
そ
れ
が

O
B
に
寄
稿

を
依
頼
す
る
ゼ
ミ
雑
誌
の
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
(
と
い
っ
て
も
、
乙
の
雑
誌
に
寄

稿
し
た
O
B
が
「
中
身
の
薄
い
生
活
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
寄
稿
自
体
「
読

む
に
値
し
な
い
」
わ
け
で
も
毛
頭
な
い
。
皆
、
多
忙
を
極
め
る
な
か
で
、
な
ん

と
か
時
聞
を
や
り
く
り
し
、
味
読
に
耐
え
る
玉
稿
を
寄
せ
て
い
る
。
「
読
む
に

値
し
な
い
」
の
は
、
言
わ
ず
も
が
な
の
と
と
を
く
だ
く
だ
と
タ
レ
流
し
て
い
る

乙
の
文
章
く
ら
い
だ
ろ
う
J

困
っ
て
い
る
河
原
地
編
集
長
に
、
し
か
ら
ば
、
と
代
案
を
出
し
た
。
書
い
て

も
ら
う
の
が
無
理
な
ら
、
話
を
聞
い
て
乙
ち
ら
で
ま
と
め
る
形
に
し
た
ら
ど
・
つ

だ
ろ
う
。
電
話
す
る
な
り
会
う
な
り
し
て
イ
ン
タ
区
ュ

l
記
事
を
つ
く
る
方
法
目

だ
。
そ
れ
な
ら
慣
れ
て
い
る
人
の
方
が
、
と
オ
ダ
テ
ら
れ
、
安
請
け
合
い
し
て

'
U
ま
酔
つ
や
ル
。

八
十
九
人
全
部
に
聞
く
の
は
時
間
的
に
と
て
も
で
き
な
い
。
ゼ
ミ
会
員
名
簿

を
み
る
と
、
十
五
人
が
海
外
に
い
る
。
職
業
別
に
大
雑
把
に
分
凶
り
る
と
、
学
者

・
研
究
者
の
道
を
歩
ん
で
い
る
の
が
十
八
人
、
マ
ス
コ
ミ
関
係
(
新
聞
テ
レ
ビ

通
信
社
、
出
版
社
勤
務
)
が
十
六
人
、
メ
ー
カ
ー
関
係
十
五
人
、
官
公
庁
関
係

六
人
、
銀
行
九
人
、
商
社
・
証
券
五
人
、
自
営
業
八
人
、
無
職
・
不
明
(
結
婚

mw 



し
て
妻
の
座
に
あ
る
者
を
含
む
)
十
二
人
、
と
な
る
。

そ
と
で
各
分
野
別
に
数
人
ず
つ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
乙
と
に
し
、
共
通
の
質

問
項
目
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。

①
今
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
。
卒
業
後
の
略
歴
。
仕
事
の
面
白
さ
と
不

満
は
。②

職
業
観
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
。
就
職
動
機
と
就
職
後
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
。

③
学
生
時
代
を
振
り
返
っ
て
。
主
要
関
心
事
。
中
嶋
ゼ
ミ
を
と
っ
た
理
由
。

中
嶋
評
。

@
国
際
関
係
論
で
学
ん
だ
ζ
と
。
職
業
と
学
問
の
関
係
に
つ
い
て
思
う
乙
と
。

⑥
後
輩
(
学
生
)
に
与
え
る
言
葉
。

乙
れ
を
ベ

l
ス
に
二
十
人
位
か
ら
電
話
で
話
を
聞
け
ば
四
百
字
詰
め
三
、
四

十
枚
の
原
稿
に
な
る
、
と
見
当
を
つ
り
た
。
し
ば
ら
く
会
っ
て
い
な
い

O
B諸

氏
の
声
を
聞
く
の
も
楽
し
み
だ
っ
た
。
だ
が
|
|
。

文
部
省
記
者
ク
ラ
ブ
詰
め
で
丸
一
年
。
昨
年
夏
は
教
科
書
問
題
で
大
騒
ぎ
し
、

七
月
以
来
月
に
二
、
三
日
し
か
休
め
な
か
っ
た
。
今
年
乙
そ
た
っ
ぷ
り
夏
休
み

を
と
っ
て
、
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
ま
た
甘
か
っ
た
。
七
月
に
事
務
次
官
が
交

代
し
て
以
来
、
学
制
改
革
に
向
砂
て
の
動
き
や
教
科
書
法
制
定
の
動
き
、
義
務

教
育
教
科
書
の
無
償
制
度
が
ど
う
な
る
か
、
私
学
助
成
制
度
の
見
直
し
が
ど
乙

ま
で
す
す
む
か
、
な
ど
文
部
行
政
全
体
が
大
き
く
揺
れ
動
き
始
め
た
。
明
治

初
年
の
学
制
公
布
、
第
二
次
大
戦
直
後
の
六
三
三
四
制
施
行
に
次
ぐ
「
第
三
の

教
育
改
革
」
と
も
言
う
べ
き
構
造
的
変
化
が
起
き
て
き
た
。

新
聞
界
に
は
昔
か
ら
「
ニ
ッ
パ
チ
」
と
い
っ
て
二
月
と
八
月
は
事
件
が
少
な

く
ニ
ュ
ー
ス
も
な
い
の
で
ヒ
マ
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
昨
年
も
今
年
も
、
文

部
省
担
当
だ
け
は
別
。
教
育
問
題
に
対
す
る
読
者
の
関
心
も
高
い
の
で
、
原
稿

を
出
せ
ば
紙
面
で
大
き
く
扱
わ
れ
る
。
文
凱
省
の
日
々
の
動
き
が
ニ
ュ
ー
ス
に

な
る
し
、
八
月
中
に
全
省
庁
が
ま
と
め
る
五
十
九
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
何

を
盛
り
込
む
か
、
の
ス
ク
ー
プ
合
戦
に
入
っ
た
。
と
て
も
目
が
離
せ
な
い
し
、

夏
休
み
な
ど
呑
気
な
乙
と
を
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
朝
毎
読
な
ど
他
社
は
政
治

部
、
社
会
部
記
者
が
そ
れ
ぞ
れ
常
駐
し
て
い
る
か
ら
互
い
に
都
合
を
つ
り
合
っ

て
一
週
間
程
度
の
休
暇
を
と
っ
て
い
る
が
、
日
経
は
僕
一
人
。
，
抜
か
れ
'
る

の
は
す
べ
て
僕
の
責
任
だ
し
、
競
争
す
る
以
上
、
勝
ち
た
い
。
か
く
て
昨
夏
同

様
、
連
日
深
夜
ま
で
文
部
省
幹
部
に
会
っ
て
話
を
聞
き
、
流
れ
を
追
い
、
感
触

を
つ
か
み
、
ひ
た
す
ら
書
く
乙
と
で
臼
が
過
ぎ
て
い
く
。

と
て
も
O
B
K
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
時
聞
が
な
い
。
締
切
日
を
過
ぎ
、
『
歴

史
と
未
来
』
編
集
委
員
殿
に
「
申
し
訳
な
い
」
と
辞
退
し
、
う
し
ろ
め
た
さ
半

分
、
肩
の
荷
を
下
ろ
し
た
安
堵
感
半
分
で
い
た
。

文
部
省
ク
ラ
ブ
で
概
算
要
求
案
の
文
書
を
め
く
り
な
が
ら
、
朝
刊
用
に
、
「
ガ

ン
対
策
九
十
億
円
」
を
補
強
取
材
し
て
ま
と
め
よ
う
か
な
、
と
思
っ
て
い
る
と

乙
ろ
に
電
話
が
鳴
っ
た
。
声
を
聞
い
た
瞬
間
、
中
嶋
研
究
室
の
浅
川
嬢
と
わ
か

っ
た
。
「
先
生
が
ど
う
し
て
も
、
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
:
:
:
」
。
電
話
の
向
と

う
で
何
度
も
頭
を
下
げ
て
い
る
の
が
わ
か
る
よ
う
な
、
す
ま
な
そ
う
な
声
で
さ

さ
や
か
れ
る
と
、
も
う
い
け
な
い
。
勘
念
し
た
。
先
生
が
直
接
か
け
て
き
た
ら

堂
々
と
(
?
)
断
わ
る
だ
け
の
用
意
は
あ
る
。
だ
が
女
性
か
ら
の
頼
み
は
断
わ

れ
な
い
。
そ
の
弱
み
に
つ
け
乙
ま
れ
た
。

そ
の
夜
は
十
日
に
一
度
の
ベ

l
ス
で
回
っ
て
く
る
泊
ま
り
(
宿
直
番
)
。
社

会
面
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
自
分
の
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
デ
ス
ク
と
「
乙
の
と
と

ろ
文
部
省
原
稿
が
多
す
ぎ
る
っ
て
読
者
か
ら
文
句
が
来
ま
せ
ん
か
」
「
そ
ん
な
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と
と
な
い
。
他
に
目
ぼ
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
な
い
ん
だ
か
ら
も
っ
と
書
い
て
い
い

よ
」
な
ど
と
、
や
り
と
り
し
て
い
て
、
浅
川
嬢
に
先
生
宅
に
電
話
す
る
よ
う
頼

ま
れ
て
い
た
乙
と
を
思
い
出
し
た
。

午
後
十
一
時
半
。
淳
子
夫
人
が
応
答
し
、
先
生
は
つ
い
今
し
が
た
帰
宅
し
た

と
乙
ろ
だ
と
い
う
。
間
も
な
く
聞
き
慣
れ
た
、
丸
味
が
あ
っ
て
理
詰
め
で
、
相

手
に
「
ノ
l
」
と
言
わ
せ
に
く
い
威
圧
感
の
あ
る
声
が
響
い
て
き
た
。
そ
う
、

例
え
れ
ば
真
綿
で
首
を
締
め
る
よ
う
な
。
話
の
途
中
、
ホ
ー
ス
の
水
が
出
し
っ

放
し
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
点
検
に
行
っ
た
。
深
夜
に
帰
宅
し
て
ラ
フ
な

服
装
に
着
換
え
(
お
そ
ら
く
開
衿
シ
ャ
ツ
に
半
ズ
ボ
ン
可
全
面
改
築
聞
も
な

い
自
宅
の
庭
の
植
木
に
水
を
か
け
て
い
る
姿
が
想
像
で
き
た
。
「
職
業
と
学
問

の
接
点
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
み
る
い
い
機
会
じ
ゃ
な
い
か
。
僕

だ
っ
て
今
週
中
に
三
十
枚
書
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
よ
」
。
執
筆
は
植
木

に
水
を
や
っ
た
あ
と
午
前
零
時
過
ぎ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
タ
フ
さ
に
は
乙
ち
ら

も
脱
帽
す
る
。
学
者
の
世
界
も
タ
フ
で
な
く
て
は
生
き
て
い
け
な
い
時
代
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
。

引
き
受
け
る
と
決
め
た
以
上
、
仕
方
な
い
。
乙
ち
ら
も
徹
夜
覚
悟
で
，
や
る

っ
き
ゃ
な
い
'
。

忙
中
関
あ
り
。
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
全
く
何
事
も
な
か
っ
た
水
曜
日
の

夜
。
午
後
七
時
過
ぎ
か
ら
記
者
ク
ラ
ブ
の
机
に
向
か
っ
て
原
稿
用
紙
を
置
き
、

ど
う
書
き
出
す
か
で
何
枚
も
破
り
捨
て
た
う
え
、
一
気
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
走
ら

せ
る
乙
と
に
し
た
。
今
、
午
前
一
時
過
ぎ
。
六
時
間
か
け
て
ベ
ラ
(
二
百
字
詰

め
V

ち
ょ
う
ど
二
十
枚
。
書
く
乙
と
を
職
業
と
す
る
者
と
し
て
は
、
ふ
が
い
な

い
ス
ピ
ー
ド
で
は
あ
る
。
と
り
わ
け
乙
ん
な
思
い
つ
く
ま
ま
冗
長
に
流
す
文
章

な
ら
、
所
要
時
間
は
半
減
さ
せ
た
い
と
乙
ろ
だ
。
疲
労
で
ベ

l
ス
が
落
ち
る
乙

と
を
計
算
に
入
れ
る
と
、
木
曜
日
午
前
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
午

後
か
ら
夜
に
か
げ
で
は
仕
事
に
専
念
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
暗
た
ん
た
る
恩

い
で
|
|
い
き
さ
つ
を
終
え
、
本
文
に
入
る
。

「
学
問
」
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ

「
職
業
と
学
問
」
に
つ
い
て
、
い
ざ
書
と
う
と
す
る
と
、
た
め
ら
い
が
あ
る
。

「
学
問
」
と
い
う
言
葉
が
、
ズ
シ
ン
と
重
味
の
あ
る
崇
高
な
も
の
を
意
味
し
て

い
る
よ
う
で
、
考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
は
学
生
時
代
も
今
も
、
「
学
問
」
ら
し
き

乙
と
を
一
度
も
キ
チ
ン
と
や
っ
て
き
た
乙
と
は
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い

う
自
責
の
念
に
と
ら
わ
れ
る
か
ら
だ
。

た
し
か
に
い
ろ
い
ろ
本
は
読
ん
だ
。
国
際
関
係
論
だ
、
政
治
学
だ
、
社
会
学

だ
、
哲
学
だ
、
心
理
学
だ
、
と
片
っ
端
か
ら
手
を
出
し
た
。
古
典
と
い
わ
れ
る

も
の
か
ら
現
在
活
躍
し
て
い
る
学
者
・
研
究
者
の
論
文
、
エ
ッ
セ
イ
ま
で
、
目

を
通
し
た
量
は
か
な
り
の
も
の
だ
ろ
う
。
興
味
を
も
っ
た
著
者
、
テ
!
?
に
関

し
て
は
支
払
い
能
力
を
考
慮
す
る
乙
と
な
く
買
い
込
む
の
で
本
箱
K
，
ッ
ン
ド

ク
'
量
は
も
っ
と
多
い
。

だ
が
、
そ
れ
は
「
学
問
」
で
は
な
い
。
単
な
る
書
物
愛
好
家
、
書
痴
で
し
か

な
い
。
い
く
ら
読
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
国
際
関
係
が
、
政
治
が
、
社

会
が
、
心
理
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
難
解
な
漢
語
や
横
文
字
が
お
び
た

だ
し
く
、
論
理
を
た
ど
る
の
に
苦
労
す
る
よ
う
な
文
章
を
，
解
説
s

し
た
り
、

書
け
る
よ
う
に
な
る
乙
と
が
「
学
問
」
で
は
な
い
。
そ
ん
な
コ
ケ
お
ど
し
の
悪

文
に
出
会
う
と
、
乙
れ
は
筆
者
自
身
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
と
を
街
学
趣
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味
で
ご
ま
か
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
放
り
投
げ
る
か
、
飛
ば
し
て
結
論

だ
け
を
読
ん
だ
。
号
つ
し
た
悪
文
の
ほ
と
ん
ど
は
結
論
が
あ
き
れ
る
ほ
ど
平
凡
で

わ
ず
か
乙
れ
だ
け
の
乙
と
を
言
う
の
に
ど
う
し
て
と
ん
な
難
解
な
文
章
を
書
く

の
か
、
と
苦
笑
さ
せ
ら
れ
た
。

気
の
む
く
ま
ま
、
趣
味
と
し
て
読
む
|
|
そ
れ
は
映
画
や
テ
レ
ビ
を
み
た
り
、

好
き
な
作
家
の
小
説
を
読
む
の
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
要
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
学
問
」
と
は
異
な
る
の
で

は
な
い
か
。

世
界
情
勢
を
論
じ
、
政
治
を
語
り
、
社
会
を
批
判
す
る
の
が
「
学
問
」
で
は

な
い
0

・
床
屋
談
議
、
井
戸
端
会
議
と
ど
乙
が
ち
が
う
か
。
プ
ロ
野
球
の
ひ
い
き

チ
l
ム
の
勝
敗
、
ひ
い
き
選
手
の
打
率
の
上
下
に
一
喜
一
憂
し
た
り
、
有
名
人

の
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
を
楽
し
む
の
と
ど
と
が
ち
が
う
か
。

「
学
問
」
と
は
何
か
。
そ
う
大
上
段
に
構
え
る
と
、
答
え
に
窮
す
る
が
、
誰

の
言
葉
か
忘
れ
た
が
「
学
び
、
間
い
続
け
る
乙
と
」
「
問
う
乙
と
を
学
ぶ
乙
と
」

と
一
見
、
は
ぐ
ら
か
し
た
よ
う
な
表
現
に
、
僕
は
素
直
に
う
な
ず
け
る
。
何
を

学
び
、
問
う
か
は
二
の
次
。
学
聞
の
対
象
は
何
で
も
い
い
し
、
ま
た
何
で
も
対

象
に
な
る
。
対
象
が
広
が
り
、
細
分
化
さ
れ
る
ζ

と
が
学
聞
の
発
展
を
も
た
ら

し
て
き
た
は
ず
だ
。

学
ぶ
乙
と
、
問
う
乙
と
な
ら
、
日
常
誰
で
も
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と

の
批
判
が
聞
乙
え
て
き
そ
う
だ
。
そ
乙
で
「
学
問
」
の
必
要
十
分
条
件
と
し
て

僕
は
「
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
」
を
あ
げ
る
。
古
語
で
は
「
精
進
、
大
江
健
三
郎
の

表
現
を
借
り
れ
ば
「
持
続
す
る
士
山
」
。
中
途
半
端
に
投
げ
出
し
た
り
、
面
倒
臭

く
な
っ
て
安
直
に
結
論

a
つ
け
た
り
せ
ず
、
納
得
の
い
く
ま
で
追
求
す
る
姿
勢
だ
。

ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
は
「
学
問
と
は
真
理
の
探
求
」
と
定
義
し
た
。
真
理
は
誰

に
も
見
え
な
い
し
、
っ
か
め
な
い
。
真
理
が
果
た
し
て
ひ
と
つ
か
ど
う
か
も
わ

か
ら
な
い
一
。
そ
も
そ
も
真
理
が
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
、

あ
る
と
想
定
し
て
、
信
じ
て
、
ど
乙
ま
で
も
探
し
求
め
て
い
く
。
「
学
問
す
る
」

者
と
は
フ
7

ウ
ス
ト
で
あ
り
、
ド
ン
・
キ
ホ
l
テ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
志
」
を
持
ち
続
け
る
乙
と
が
、
僕
ら
凡
人
に
は
き
わ
め
て
む
ず

か
し
い
。
心
の
中
に
棲
む
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
常
に
「
無
理
す
る
乙
と
は

な
い
」
「
も
っ
と
面
白
い
乙
と
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
甘
く
誘
惑
す
る
。
学

生
時
代
の
本
の
読
み
方
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
そ
う
じ
た
「
内
な
る
誘
惑
」
の
ま

ま
に
、
お
い
し
い
と
乙
ろ
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
す
る
や
り
方
で
あ
り
、
「
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
」
の
放
棄
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
う
し
ろ
め
た

さ
が
今
で
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

，
核
鍍
き
'
の
卒
歯

n
口nE
 

で
は
「
職
業
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
乙
ち
ら
に
う
し
ろ
め
た
さ
は
な
い
。

や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
の
場
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
む
し
ろ
「
職
業
」
・
に
誇
り

を
感
じ
て
い
る
。
仕
事
に
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
大
の
不
満
は
自
分

の
能
力
、
努
力
不
足
で
、
い
い
記
事
が
書
け
な
か
っ
た
り
，
特
落
ち
e

(

大
ニ

ュ
ー
ス
を
他
社
に
抜
か
れ
る
乙
と
〉
し
た
り
し
て
い
る
乙
と
。
自
分
の
時
間
が

持
て
ず
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
が
で
き
な
い
と
と
。
だ
が
歴
史
的
事
件
を
自
分
の

目
で
見
、
意
味
づ
け
し
て
報
道
す
る
充
実
感
は
大
き
い
。

た
だ
今
回
、
そ
の
辺
の
事
情
を
書
く
の
に
は
た
め
ら
い
が
あ
る
。
本
誌
前
号

で
す
で
に
職
業
人
と
し
て
の
「
自
分
史
」
を
試
み
た
か
ら
だ
。

O
B
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
質
問
項
目
に
予
定
し
た
①
と
②
は
す
で
に
そ
乙
で
書
い
た
し
、
③
は
本



誌
第
六
号
に
寄
稿
し
た
「
『
歴
史
と
未
来
』
の
歴
史
と
未
来
|
|
中
嶋
嶺
雄
論
」

で
一
応
ふ
れ
て
い
る
。

そ
乙
で
以
下
、
@
、
⑤
を
テ
1
7
K
駄
文
を
続
け
、
読
者
の
エ
ン
タ
ー
テ
ィ

ン
メ
ン
ト
に
供
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
国
際
関
係
論
で
学
ん
だ
乙
と
。
|
|
乙
れ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
質
問

を
つ
く
っ
た
!
本
人
自
体
が
答
え
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
大
変
な
愚
聞
に
ち
が
い

な
い
。
電
話
で
唐
突
に
乙
ん
な
感
聞
を
浴
び
せ
ら
れ
な
か
っ
た
O
B諸
兄
姉
、

お
笑
い
下
さ
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
「

O
Oで
学
ん
だ
乙
と
は
何
で
す
か
」
と
聞

か
れ
て
即
答
で
き
る
よ
う
な
ら
、
「
O
O」
と
は
た
い
し
た
内
容
の
も
の
じ
ゃ

な
い
。
そ
の
程
度
な
ら
、
「
O
O」
が
な
く
た
っ
て
、
即
答
者
は
チ
ャ
ン
と
「
学

ん
で
」
い
た
だ
ろ
う
。
「

O
O」
の
中
身
そ
の
も
の
よ
り
、
指
導
教
官
の
教
授

法
、
人
柄
、
一
緒
に
勉
強
し
た
仲
間
た
ち
と
の
議
論
、
そ
の
当
時
の
生
活
ぶ
り

な
ど
が
す
べ
て
ゴ
チ
ャ
マ
ゼ
に
な
っ
て
楽
し
か
っ
た
乙
と
、
驚
い
た
と
と
、
ガ

ッ
ク
リ
し
た
乙
と
な
ど
が
記
憶
の
底
に
沈
澱
し
、
「

O
O」
の
言
葉
で
、
そ
の
う

ち
の
あ
る
ひ
と
コ
マ
が
ヒ
ョ
イ
と
浮
上
す
る
。
「
学
ん
だ
」
結
果
、
血
肉
化
し

た
も
の
ほ
ど
、
「

O
Oの
お
か
げ
で
学
ん
だ
」
と
は
、
す
ぐ
に
は
思
い
つ
か
な
い

は
ず
だ
。
反
射
的
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
あ
る
瞬
間
の
指
導
教
官
の
顔
で
あ
り
、

読
了
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
難
解
な
書
き
物
の
題
名
、
文
章
で
あ
り
、
ゼ
ミ
の
報

告
会
で
ど
う
考
え
を
ま
と
め
る
か
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
自
分
の
姿
だ
ろ
う
。

僕
自
身
そ
う
だ
し
、
「
国
際
関
係
論
か
ら
学
ん
だ
」
も
の
は
、
ち
ょ
っ
と
思
い

浮
か
ば
な
い
。
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
国
際
関
係
論
と
い
う
学
聞
の
う
さ
ん
臭
さ

で
あ
り
、
国
際
関
係
論
が
果
た
し
て
「
学
問
」
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
の
か
、

と
.
い
う
関
心
だ
っ
た
。
そ
の
う
さ
ん
臭
さ
を
通
し
て
、
逆
に
「
学
問
」
と
は
何

か
、
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。
い
わ
ば
「
反
面
教
師
」
の
役
割

を
担
っ
て
く
れ
た
領
域
だ
っ
た
。

中
嶋
ゼ
ミ
O
B
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
デ
カ
イ
顔
を
し
て
生
意
気
な
乙
と
を

言
っ
て
い
る
、
と
自
他
と
も
に
認
め
る
(
?
)
僕
だ
が
、
実
は
「
正
式
」
の
O

B
で
は
な
い
。
卒
論
は
「
初
期
丸
山
真
男
研
究
」
と
題
し
、
社
会
学
ゼ
ミ
で
書

い
た
。
指
導
教
官
は
現
学
長
の
鈴
木
幸
寿
先
生
だ
っ
た
。
学
生
時
代
、
も
っ
と

も
興
味
を
も
っ
た
の
は
政
治
学
と
社
会
学
で
あ
り
、
丸
山
真
男
の
文
章
に
心
酔

し
、
読
み
あ
さ
り
、
一
体
乙
れ
だ
け
の
学
者
・
思
想
家
が
ど
の
よ
う
に
思
想
形

成
し
て
い
っ
た
の
か
、
を
公
刊
物
だ
砂
を
通
し
て
跡
づ
け
て
み
よ
う
、
と
取
り
.

組
ん
だ
結
果
だ
っ
た
。

丸
山
真
男
は
第
一
次
大
戦
の
始
ま
っ
た
一
九
一
四
年
生
ま
れ
。
毎
日
新
聞
の

名
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
な
っ
た
丸
山
侃
堂
の
二
男
で
、
長
谷
川
知
是
閑
に
か
わ
い

が
ら
れ
た
。
学
者
の
常
と
し
て
、
個
人
史
的
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
各

種
対
談
の
断
片
や
弟
の
丸
山
邦
男
(
評
論
家
)
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
か
ら
リ
ベ
ラ

リ
ス
ト
で
放
任
主
義
の
父
親
、
明
治
婦
人
の
厳
格
な
母
親
の
男
兄
弟
の
生
活
ぷ

り
、
一
高
・
東
大
時
代
の
主
要
関
心
事
を
う
か
が
う
と
と
が
で
き
、
思
想
形
成

過
程
を
同
年
生
ま
れ
の
家
永
三
郎
と
対
比
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
家
永
を
「
転

回
型
」
、
丸
山
を
「
自
然
深
化
型
」
と
名
付
け
、
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
執
・

筆
前
夜
ま
で
た
ど
っ
た
。
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当
初
の
予
定
で
は
、
時
期
的
に
は
一
九
四
五
年
ま
で
、
荻
仲

za篠
に
「
政
治

の
発
見
」
を
し
た
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
内
容
分
析
を
卒
論
の
，
核
'

に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
人
物
論
を
ど
乙
ま
で
方
法
論
と
し
て
確
定
す
る
か

に
手
間
取
り
、
卒
論
は
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
書
き
た
か
っ
た
乙
と
ま
で
至
ら

な
い
、
，
核
抜
き
'
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間
-
方
法
論
の
面
で
は



鈴
木
先
生
に
相
当
教
え
ら
れ
た
し
、
日
本
思
想
史
に
造
詣
の
深
い
宮
川
透
先
生

の
研
究
室
に
も
押
し
か
け
教
え
を
乞
い
、
卒
論
は
鈴
木
ゼ
ミ
、
宮
川
ゼ
ミ
、
中

嶋
ゼ
ミ
の
三
カ
所
で
鍛
え
ら
れ
る
な
か
で
、
書
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
中
途

半
端
な
形
で
し
か
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
自
分
で
「
学
者
の
道
を
歩
む
の

に
失
格
」
と
結
論

e
つ
け
た
。

そ
ん
な
次
第
だ
が
、
国
際
関
係
論
ゼ
ミ
に
出
入
り
し
始
め
た
の
は
実
は
一
年

生
の
時
。
そ
の
乙
ろ
着
任
早
々
の
中
嶋
先
生
(
当
時
三
十
一
歳
)
が
一
般
教
養

科
目
「
歴
史
学
」
の
専
任
講
師
で
夏
休
み
の
課
題
図
書
と
し
て
数
冊
あ
げ
た
も

の
に
つ
い
て
、
四
百
字
詰
め
四
、
五
十
枚
書
い
て
出
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、

ゼ
ミ
参
加
を
許
さ
れ
た
。
学
識
豊
か
な
三
、
四
年
生
が
先
生
と
わ
た
り
合
う
聞

に
生
意
気
に
精
一
杯
背
伸
び
し
て
口
を
は
さ
む
緊
張
と
快
感
を
い
ま
だ
に
甘
く

思
い
出
す
。

当
時
、
英
米
科
の
英
語
劇
活
動
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
が
、

ζ

の
背
伸
び
し

た
ゼ
ミ
参
加
で
国
際
関
係
論
を
勉
強
す
る
〈
「
学
問
す
る
」
段
階
の
前
の
前
)

面
白
さ
を
味
わ
っ
た
乙
と
だ
り
は
た
し
か
だ
。

|
|
今
ち
ょ
う
ど
午
前
七
時
。
し
か
も
ベ
ラ
四
十
枚
目
が
終
わ
る
と
乙
ろ
。

や
は
り
ベ
ラ
二
十
枚
を
六
時
間
か
け
て
、
と
い
う
べ
l
ス
。
興
に
乗
っ
て
、
ま

だ
ま
だ
書
き
た
い
乙
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
い
う
思
い
と
、
早
く
終
わ
ら
せ

な
け
れ
ば
仕
事
が
悲
惨
な
と
と
に
な
る
、
と
い
う
不
安
と
が
重
な
っ
て
l
1
0

う
さ
ん
臭
い
「
国
際
関
係
強
」

「
国
際
関
係
論
」
を
な
ぜ
う
8
ん
臭
い
と
感
じ
た
か
。
各
国
の
歴
史
を
語
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
文
字
通
り
「
歴
史
学
」
の
分
野
で
カ
バ
ー
で
き
る
。
二

国
問
、
多
国
間
に
ま
た
が
る
話
で
も
同
じ
だ
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
、
乙
と
新
し
く

「
国
際
関
係
論
」
と
銘
打
つ
の
か
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン

ズ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
学
界
の
新
潮
流
の
直
訳
で
あ
る
乙
と
は
わ
か
る
。
ア
メ
リ

カ
で
新
し
く
流
行
し
て
き
た
分
野
だ
か
ら
、
と
無
批
判
に
直
訳
し
て
移
入
し
て

き
た
だ
け
、
と
い
う
事
情
で
は
あ
ま
り
情
な
い
。
な
ぜ
「
国
際
関
係
論
」
が
必

要
な
の
か
、
と
い
う
納
得
で
き
る
説
明
が
必
要
だ
。
乙
の
点
を
か
つ
て
中
嶋
先

生
に
ふ
っ
か
け
た
覚
え
が
あ
る
が
、
先
生
が
ど
う
説
明
し
た
か
は
覚
え
て
い
な

い
。
明
確
な
答
え
は
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。

う
さ
ん
臭
さ
を
と
り
わ
け
感
じ
た
の
は
、
学
生
時
代
、
国
際
政
治
学
者
と
し

て
売
り
出
し
中
だ
っ
た
関
寛
治
東
大
教
授
が
外
語
大
で
講
師
と
し
て
来
て
い
た

の
を
受
講
し
た
時
だ
。
大
国
聞
に
軍
事
、
政
治
、
経
済
面
で
ζ
れ
だ
け
の
パ
ワ

ー
が
あ
り
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
力
関
係
に
な
っ
た
時
、
ど
う
い
う
形
で
紛

争
が
起
き
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
か
、
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
延
々
と
説
明
す
る

の
を
聞
い
て
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
当
時
、
ア
メ
リ

カ
で
最
新
流
行
の
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
著
書
を
教
科

書
に
自
慢
し
た
い
の
は
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
学
問
」
と
し
て
ど
れ
だ
け
耐
久
性

が
あ
る
の
か
。
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
目
新
し
く
カ
ッ
コ
イ

イ
が
、
要
は
囲
碁
、
将
棋
、
麻
雀
、
ポ
ー
カ
ー
の
ゲ
l
ム
と
同
じ
。
相
手
が
、

乙
う
く
れ
ば
あ
あ
い
く
、
乙
ち
ら
が
乙
う
打
て
ば
あ
ち
ら
は
と
う
来
る
ハ
ズ
|

そ
ん
な
頭
の
体
操
は
「
娯
楽
」
(
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
)
に
は
な
つ
で
も
「
学
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間
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
も
の
は
新
理
論
で
も
な
い
。
古
来
伝
わ
っ

た
ゲ
l
ム
の
原
理
を
も
?
と
も
ら
し
く
説
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
何
よ
り
そ
れ

で
ど
ζ

ま
で
国
際
関
係
を
納
得
で
き
る
形
で
説
明
で
き
る
の
か
。
現
に
関
教
授

が
賛
え
る
ベ
ト
ナ
ム
解
放
戦
線
が
ア
メ
リ
カ
軍
と
闘
い
、
優
勢
で
い
る
の
も
シ



ミ
ュ
レ

l
シ
ョ
ン
理
論
で
は
十
分
説
明
が
つ
か
な
い
で
は
な
い
か
。

国
家
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
時
、
そ
の
国
が
ど
ん
な
対
応
を
す
る
か
は
決

し
て
一
様
で
は
な
い
。
為
政
者
が
ど
う
い
う
国
家
体
制
を
ど
乙
ま
で
浸
透
さ
せ

て
い
る
か
、
為
政
者
と
国
民
が
ど
ん
な
国
家
観
、
歴
史
意
識
を
も
っ
て
い
る
か
、

国
民
の
聞
で
ど
ん
な
価
値
観
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
中
で
国
家
、
国
民
、
社
会
、

家
族
、
個
人
と
い
う
概
念
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
序
列
化
さ
れ
て
い
る
か
ー
ー

そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。

「
歴
史
の
教
訓
」
と
い
っ
て
も
、
過
去
に
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
か

ら
同
じ
よ
う
な
結
果
を
生
む
は
ず
だ
、
と
考
え
る
の
は
床
屋
政
談
で
し
か
な
い
。

な
ぜ
同
じ
よ
う
な
状
況
が
起
き
た
か
、
状
況
の
ど
乙
が
似
て
い
て
、
ど
乙
が
異

な
る
の
か
、
原
因
と
な
る
も
の
が
ど
れ
だ
け
類
似
し
て
く
る
の
か
、
果
た
し
て

同
じ
原
因
が
同
じ
結
果
を
生
む
、
と
い
い
き
れ
る
か
ー
ー
な
ど
を
キ
チ
ン
と
押

さ
え
た
う
え
で
真
の
原
因
が
何
か
を
究
明
し
、
説
得
力
の
あ
る
仮
説
を
提
示
す

る
。
そ
れ
が
一
般
理
論
と
し
て
通
用
す
る
か
ど
う
か
、
歴
史
上
、
ま
た
異
な
る

地
域
間
で
比
較
検
討
す
る
作
業
を
続
け
る
。
そ
う
し
た
忍
耐
強
い
努
力
が
「
学

問
」
に
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
常
に
検
証
の
波
に
洗
わ
れ

な
叫
り
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
僕
は
思
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
「
国
際
関
係
論
」
と
い
う
一
見
マ
ク
ロ
な
替
き
を
も
っ
学
問
領

域
は
、
実
は
地
域
研
究
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
分
析
作
業
に
支
え
ら
れ
な
砂
れ
ば
な

ら
な
い
，
宿
命
'
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
っ
か
り
し
た
地
域
研
究
を
踏
ま

え
て
乙
そ
、
国
際
関
係
論
が
成
り
立
つ
。

そ
の
乙
と
は
僕
の
学
生
時
代
に
ブ
l
ム
の
よ
う
に
出
た
「
国
際
関
係
論
」
関

係
書
の
う
ち
、
十
年
の
歳
月
に
耐
え
、
今
で
も
読
む
に
値
す
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
残
っ
た
の
は
あ
る
国
の
あ
る
時
期
に
つ
い
て
丹
念
に
史
料
を
分
析
し
、

史
実
を
跡
づ
け
た
地
域
研
究
書
に
他
な
ら
な
い
と
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

歳
月
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
引
用
、
注
を
ふ
ん
だ
ん
に
つ
け
、
海
外
の

新
説
を
得
意
気
に
紹
介
し
て
学
問
的
装
飾
を
つ
叫
り
な
が
ら
も
、
事
実
に
対
す
る

賛
成
・
反
対
の
評
価
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
う
事
実
だ
け
を
取
り
上
げ
て

ま
と
め
て
い
る
様
子
が
ミ
エ
ミ
エ
の
論
文
、
著
書
。
そ
れ
は
「
学
問
」
で
は
な

く
、
自
分
の
思
い
を
学
問
的
装
い
を
乙
ら
し
た
評
論
、
エ
ッ
セ
イ
に
す
ぎ
な
い
。

著
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
う
か
が
う
に
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
作
品
は

「
学
問
的
所
産
」
と
は
言
い
が
た
い
。
乙
の
乙
と
は
特
に
読
者
に
政
治
的
態
度

決
定
を
迫
る
文
章
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。

平
和
・
軍
縮
を
声
高
に
唱
え
る
の
は
政
治
行
動
と
し
て
、
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン

と
し
て
、
よ
く
う
な
ず
け
る
。
だ
が
、
そ
の
乙
と
自
体
は
「
学
問
」
で
は
な
い

し
、
国
際
関
係
論
を
学
ぶ
者
は
必
ず
「
平
和
・
軍
縮
」
を
訴
え
、
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
平
和
・
軍
縮
」
を
ひ
と

つ
の
素
材
、
テ
1
マ
と
し
て
突
き
放
し
て
見
つ
め
、
一
体
何
が
「
平
和
」
か
、

な
ぜ
「
軍
縮
」
か
、
を
学
び
、
問
い
続
け
る
と
と
が
基
本
だ
。
米
ソ
の
軍
拡
競

争
反
対
、
日
本
の
軍
事
大
国
化
反
対
、
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
る
の
も
結
構
だ

が
、
「
学
問
」
す
る
者
は
、
な
ぜ
軍
拡
競
争
が
続
く
の
か
、
そ
の
原
因
・
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
何
か
、
「
軍
事
大
国
」
の
具
体
的
中
身
は
何
か
、
ど
う
し
て
乙
れ
ま

で
平
和
・
軍
縮
運
動
が
有
効
性
を
発
揮
し
え
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て

自
分
な
り
に
調
べ
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
立
場
の
論
説
を
比
較
検
討
し
な
が
ら

ど
の
仮
説
が
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
る
か
、
じ
っ
く
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
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「
学
問
」
と
は
「
結
婚
」
な
り

乙
乙
で
あ
ら
た
め
て
「
学
問
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
乙
と
か
、
定
義
し
直
せ

ば
、
興
味
・
関
心
を
抱
い
た
対
象
に
で
き
る
だ
け
接
近
し
、
し
か
も
常
に
距
離

を
置
い
て
観
察
し
、
内
在
的
・
総
合
的
理
解
を
試
み
る
と
い
う
芸
当
|
文
字
通

り
，
離
れ
技
a

ー
を
身
に
つ
け
る
乙
と
だ
と
考
え
る
。

そ
れ
は
「
ア
パ
タ
も
エ
ク
ボ
」
の
恋
愛
と
は
異
な
る
。
「
ア
パ
タ
は
ア
パ
夕
、
エ
ク
ボ

は
エ
ク
ボ
」
と
醒
め
た
目
で
み
て
、
し
か
も
長
く
愛
し
続
け
る
姿
勢
で
あ
り
、

い
わ
ば
結
婚
と
似
て
い
る
。
対
象
(
テ
1
て
領
域
、
著
者
)
が
好
き
に
な
り
、

魅
か
れ
る
ま
ま
に
読
み
あ
さ
る
の
は
恋
愛
段
階
。
よ
し
、
乙
の
問
題
に
本
格
的

に
取
り
組
も
う
、
と
決
断
し
、
自
分
に
デ
イ
シ
プ
リ
ン
を
荷
す
|
|
そ
れ
が
結

婚
段
階
で
あ
り
、
学
問
の
道
を
歩
み
始
め
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
「
学
問
す
る
」

と
は
、
対
象
と
「
結
婚
す
る
」
と
い
う
乙
と
だ
。

僕
自
身
は
「
結
婚
生
活
」
の
長
く
、
厳
し
い
乙
と
を
予
想
し
て
、
ズ
ル
賢
く

「
恋
愛
プ
レ
l
」
だ
け
を
楽
し
む
乙
と
を
決
め
乙
ん
だ
。
ゼ
ミ
O
B
の
二
割
が

雄
々
し
く
決
断
し
て
「
結
婚
生
活
」
を
送
っ
て
い
る
の
に
は
素
直
に
拍
手
す
る
。

(
た
だ
し
僕
も
実
生
活
で
は
卒
業
一
年
後
に
果
敢
に
も
、
軽
卒
に
も
結
婚
し
て

二
児
の
父
親
に
な
っ
て
い
る
が
|
|
自
慢
に
も
な
ら
な
い
か
)

世
間
で
は
、
社
会
に
出
る
の
が
恐
い
か
ら
、
就
職
す
る
の
が
い
や
だ
か
ら
、

留
年
し
た
り
大
学
院
に
進
む
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
」
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

東
大
、
京
大
、
筑
波
大
、
東
エ
大
な
ど
で
学
生
相
談
を
長
年
し
て
い
る
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
た
ち
に
聞
く
と
、
卒
論
、
修
論
に
何
を
書
い
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い

学
生
、
院
生
が
増
え
、
若
者
の
「
成
熟
拒
否
」
「
幼
稚
化
現
象
」
が
乙
の
数
年
、

急
速
に
進
行
し
て
い
る
と
い
う
。
研
究
室
に
残
っ
て
ほ
し
い
、
と
期
待
し
た
学

生
は
サ
ッ
サ
と
就
職
し
、
人
材
と
し
て
劣
る
者
し
か
大
学
続
に
来
な
い
、
と
乙

ぼ
す
教
授
が
増
え
て
い
る
。
た
だ
し
僕
の
知
っ
て
い
る
の
は
理
工
系
の
教
授
た

ち
の
話
。
優
秀
な
者
ほ
ど
大
学
よ
り
待
遇
も
よ
く
、
最
新
設
備
、
研
究
体
制
の

整
っ
て
い
る
民
間
企
業
の
研
究
所
に
行
っ
た
方
が
得
、
と
の
判
断
が
働
い
て
い

る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
中
嶋
ゼ
ミ
に
集
う
研
究
者
志
願
に
は
無
縁
な
話
。
な
に
し
ろ
ふ
だ

ん
の
ゼ
ミ
で
あ
れ
だ
け
鍛
え
ら
れ
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
身
に
つ
け
た
、
た
く
ま

し
い
人
た
ち
な
の
だ
か
ら
。
指
導
教
官
を
大
別
す
れ
ば
放
牧
型
と
飼
育
型
に
分

け
ら
れ
る
、
と
言
っ
た
の
は
た
し
か
林
道
義
氏
。
中
嶋
先
生
は
典
型
的
な
飼
育

型
。
卒
論
の
書
き
方
か
ら
発
表
の
仕
方
、
誤
字
脱
字
に
至
る
ま
で
細
か
〈
指
摘

し
、
生
活
相
談
、
就
職
相
談
に
も
親
身
に
な
っ
て
応
じ
る
。
た
い
へ
ん
な
飼
育

力
で
あ
る
。
そ
の
優
し
く
も
厳
し
い
保
護
の
下
に
育
ち
、
耐
え
ら
れ
た
人
に
円
幼

稚
化
」
「
成
熟
拒
否
」
症
は
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
僕
は
そ
ん
な
農
園
主
(
農
園
王
?
)
の
と
こ
ろ
で
、
全
く

好
き
勝
手
に
振
る
舞
っ
て
き
た
。
放
牧
ど
こ
ろ
か
、
自
由
に
垣
根
を
飛
び
越
え

て
走
り
回
っ
た
。
当
時
は
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
l
な
生
き
方
だ

と
カ
ッ
コ
つ
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ギ
マ
ン
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
の
な
い
や
つ
に
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
な
ど
あ
り
え
な
い

乙
と
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
か
な
い
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
無

意
味
な
の
と
同
じ
だ
。
僕
が
放
牧
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
放
浪
し
て
い
た
の
は
、

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
身
に
つ
げ
る
乙
と
を
面
倒
が
り
、
巧
み
に
逃
げ
て
い
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
今
だ
に
「
結
婚
」
で
き
ず
、
お
腹
の
脂
肪
だ
け
が
ひ
た
す
ら
蓄
積
さ

nu 
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れ
つ
つ
あ
る
独
身
中
年
で
い
る
最
大
の
理
由
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
|
|
。

『
職
業
」
+
「
学
問
」

H

「
知
識
人
」

ざ
ん
げ
録
も
そ
ろ
そ
ろ
打
ち
止
め
に
す
る
時
聞
が
来
た
。
「
職
業
と
学
問
の

接
点
」
と
い
う
テ
!
?
に
ど
れ
だ
け
即
応
し
た
話
を
し
て
き
た
か
、
は
な
は
だ

心
も
と
な
い
。
字
面
で
笑
い
、
行
聞
か
ら
意
味
を
読
み
取
る
と
い
う
高
度
な
知

的
ゲ
l
ム
を
読
者
に
期
待
す
る
駄
文
を
ど
う
締
め
る
か
。
と
っ
て
お
き
の
命
題

を
掲
げ
、
驚
か
す
乙
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
れ
っ
。

「
職
業
」
は
「
学
問
」
で
あ
る
。

ド

1
ン
。
「
接
点
」
も
へ
っ
た
く
れ
も
な
い
。
そ
の
も
の
ズ
パ
リ
で
し
ょ
う
。

別
に
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
を
も
じ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
乙
れ
ぞ
学
者
・

研
究
者
の
道
を
歩
ま
な
い
者
乙
そ
が
、
平
凡
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
自
営
業
者
乙

そ
が
、
仕
事
を
通
し
て
、
最
後
の
切
り
札
と
し
て
秘
か
に
あ
た
た
め
て
い
た
命

題
な
の
だ
。

マ
ス
コ
ミ
だ
ろ
う
と
、
メ
ー
カ
ー
だ
ろ
う
と
、
官
公
庁
、
商
社
、
銀
行
、
証

券
だ
ろ
う
と
、
職
種
が
何
だ
ろ
う
と
全
く
関
係
な
い
。
仕
事
に
取
り
組
む
姿
勢

の
骨
骨
は
、
学
問
す
る
姿
勢
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提

起
な
の
だ
。

乙
乙
で
卦
卦
と
傍
点
を
振
っ
た
の
は
、
僕
が
ま
だ
そ
の
理
想
か
ら
遠
く
隠
っ

て
い
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
想
に
近
づ
く
よ
う
時
々
、
意
を
新

た
に
し
て
は
い
る
。
昨
年
六
月
、
本
誌
前
号
に
「
自
分
史
」
を
つ
づ
っ
た
の
も
、

節
目
、
節
目
で
自
分
の
歴
史
と
未
来
を
考
え
よ
う
、
と
い
う
い
じ
ら
し
く
も
純

情
な
思
い
が
乙
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

た
し
か
に
あ
の
時
、
僕
は
理
想
に
近
づ
き
、
「
学
問
」
の
入
り
D
U
立
っ
て
、

部
厚
い
大
き
な
ト
ピ
ラ
を
聞
け
よ
う
と
、
腕
に
力
を
乙
め
て
押
し
て
い
た
。

だ
が
乙
の
一
年
間
、
振
り
返
っ
て
み
て
、
果
た
し
て
ど
乙
ま
で
聞
け
る
乙
と

が
で
き
た
か
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
き
た
ト
ピ
ラ
の
空
き
間
か
ら
も
れ
て
く
る
光

に
目
を
し
ば
た
か
せ
、
中
を
わ
ず
か
に
の
ぞ
く
だ
げ
。
入
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ

置
い
て
あ
る
も
の
を
手
に
と
っ
て
見
、
感
触
を
た
し
か
め
、
「
学
問
す
る
」
宣
彦

を
味
わ
う
、
と
い
う
と
と
ろ
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
乙
ろ
か
、
つ
い

入
り
口
か
ら
離
れ
、
街
頭
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
に
気
を
と
ら
れ
て
い
.

る
う
ち
に
ト
ピ
ラ
が
再
び
閉
ま
っ
て
い
た
。

比
輸
を
や
め
て
、
端
的
に
言
え
ば
、
文
部
行
政
、
教
育
問
題
を
対
象
に
何
が

本
当
に
問
題
か
を
追
求
す
る
努
力
を
怠
っ
て
き
た
。
黙
っ
て
座
っ
て
い
て
も
次

々
に
事
件
は
起
き
る
。
書
い
た
原
稿
量
は
相
当
な
も
の
。
自
分
の
記
事
を
ス
ク

ラ
ッ
プ
し
た
ノ
l
ト
は
七
冊
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
イ
ヤ
イ
ヤ
な
が
ら
だ
ろ
う

と
、
惰
性
だ
ろ
う
と
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
と
な
じ
て
い
く
だ
け
で
た
ま
っ
て
い

〈
も
の
だ
。

要
は
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
記
事
の
取
材
に
、
執
筆
に
ど
れ
だ
け
情
熱
を
乙

め
、
読
者
に
少
し
で
も
他
社
の
記
事
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
本
質
を
鋭

く
つ
い
た
も
の
に
す
る
よ
う
努
力
し
て
き
た
か
、
そ
れ
を
通
し
て
自
分
は
何
を

学
び
、
聞
い
続
け
て
き
た
か
、
の
問
題
だ
。
そ
の
点
や
は
り
、
乙
の
一
年
間
、

失
格
だ
っ
た
。

あ
る
政
治
的
決
断
が
、
ひ
と
つ
の
施
策
が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
牝
た

か
は
背
景
説
明
を
聞
く
乙
と
に
よ
っ
て
一
応
筋
道
立
て
て
理
解
す
る
と
と
は
で

き
る
し
、
記
事
を
書
く
の
に
は
そ
れ
だ
け
わ
か
れ
ば
体
裁
を
整
え
る
乙
と
は
で

き
る
。
だ
が
、
・
な
ぜ
決
断
、
施
策
が
今
、
乙
の
時
期
に
乙
う
い
う
形
で
行
わ
れ

n
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た
の
か
、
本
当
に
公
式
説
明
通
り
の
目
標
を
達
成
す
る
だ
け
の
目
的
整
合
性
が

あ
る
の
か
、
別
な
意
図
影
響
、
波
及
効
果
は
な
い
の
か
、
な
ど
を
調
べ
、
検

証
す
る
だ
け
の
探
求
心
に
欠
け
る
乙
と
が
多
す
ぎ
た
。

そ
れ
で
は
と
て
も
真
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
な
れ
な
い
。
真
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
と
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
堅
持
し
て
「
学
問
す
る
」
者
に
他
な
ら
な
い
は

ず
だ
。僕

の
尊
敬
す
る
学
者
に
高
橋
正
雄
九
大
名
誉
教
授
が
い
る
。
た
し
か
今
年
で

八
十
二
歳
。
大
内
兵
衛
の
高
弟
で
美
濃
部
亮
吉
元
都
知
事
の
ブ
レ
ー
ン
を
務
め
、

「
社
会
党
を
よ
く
す
る
会
」
を
創
設
し
、
向
坂
逸
郎
の
論
敵
で
も
あ
る
。
山
川

均
、
荒
畑
寒
村
の
親
友
で
今
で
は
数
少
な
い
大
物
学
者
の
一
人
だ
が
、
毎
週
夜

行
列
車
で
東
北
学
院
大
ま
で
教
え
に
行
き
、
学
生
と
話
す
の
を
乙
ょ
な
く
愛
し

て
い
る
。
僕
が
何
度
か
押
し
か
け
て
は
議
論
を
吹
っ
か
け
る
と
、
そ
の
た
び
に

実
に
楽
し
そ
う
に
応
じ
て
く
れ
、
会
っ
た
あ
と
の
さ
わ
や
か
さ
が
い
つ
ま
で
も

余
韻
に
残
る
き
さ
く
な
人
格
者
で
も
あ
る
。

そ
の
高
橋
先
生
花
入
社
三
年
目
ど
ろ
、
雑
談
の
折
に
乙
う
言
わ
れ
た
。

「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
架
砂
橋
が
乙
れ
か
ら
ま
す
ま
す
必

要
に
な
る
よ
。
僕
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
橋
を
架
M
り

た
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ス
ト
を
目
指
し
て
い
る
。
君
は

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
場
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
架
砂
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
を
目
指
し
て
ほ
し
い
な
」

そ
の
柔
和
な
笑
顔
と
言
葉
は
僕
の
胸
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
以
来
、
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ら
ん
、
と
い
う
の
が
僕
の
目
標
と
な
っ
て
き
た
。

本
誌
三
号
に
載
せ
た
美
濃
部
都
政
論
を
面
白
が
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
い
た
の

に
味
を
し
め
、
本
誌
前
号
を
贈
っ
た
と
乙
ろ
、
す
ぐ
に
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
誕
生
で
す
ね
」
と
過
分
な
、
お
ほ
め
の
薬
害
き
を
い
た
だ
き

恐
縮
し
た
。
先
生
の
新
刊
『
八
方
破
れ
私
の
社
会
主
義
』

(
T
B
Sプ
リ
タ
ニ

カ
)
で
文
字
通
り
、
二
十
世
紀
の
日
本
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
乙
ら
れ
た
軌

跡
を
軽
妙
酒
脱
な
文
章
に
引
か
れ
る
ま
ま
読
ん
で
、
乙
れ
ぞ
み
ご
と
な
「
自
分

史
」
、
僕
の
も
の
な
ど
と
て
も
足
元
に
も
及
ば
な
い
の
に
、
と
気
恥
か
し
い
思

い
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。

乙
乙
で
学
生
読
者
諸
君
K
P
R
し
て
お
乙
う
。
大
正
半
ば
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
、
第
一
級
の
知
識
人
が
時
代
の
波
を
モ
ロ
に
か
ぶ
り
続
け
な
が
ら
決
し
て

挫
け
ず
、
「
持
続
す
る
志
」
の
ま
ま
に
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し
て
き
た
か
を
、

等
身
大
で
知
り
た
い
、
と
思
う
な
ら
、
ぜ
ひ
『
私
の
社
会
主
義
』
を
手
に
と
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ス
ト
の
本
領
を
発

揮
し
た
作
品
を
読
み
た
い
人
に
は
高
橋
正
雄
著
『
マ
ル
ク
ス
と
ケ
イ
ン
ズ
の
対

話
」
正
・
続
〈
月
刊
ベ
ン
社
)
を
。

M
-
ク
ラ
ン
ス
ト
ン
の
『
政
治
的
対
話
篇
』

(
み
す
ず
書
房
)
と
同
じ
趣
好
の
架
空
対
談
だ
が
、
何
よ
り
三
途
の
川
の
向
乙

う
で
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ケ
イ
ン
ズ
、
レ
l
ニ
ン
が
和
や
か
げ
品
、
し
か

も
き
わ
め
て
中
身
の
濃
い
座
談
に
興
じ
る
設
定
が
酒
落
て
い
る
し
、
マ
ル
ク
ス

主
義
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
概
説
書
を
い
っ
ぱ
い
積
み
上
げ
て
ひ
た
い
に
シ
ワ
を

寄
せ
て
ウ
ン
ウ
ン
雪
国
う
よ
り
、
乙
の
二
冊
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
、
問
題
点
、
論

争
点
が
鮮
か
に
わ
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
乙
ん
な
芸
当
は
ま
さ
に
本
物

の
ア
カ
デ
ミ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
し
、
素
人
読
者
を
楽
し
ま
せ
な
が
ら

巧
み
に
引
き
つ
げ
て
い
く
工
夫
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
も
っ
と
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
だ
。

|

|

C

M
タ
イ
ム
終
わ
り
。
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読
者
に
は
も
う
十
分
察
し
が
つ
い
て
い
る
乙
と
と
思
う
け
ど
、
高
橋
先
生
の

言
葉
は
実
は
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
入
、
生
活
人
に
あ
て
は
ま
る
話
だ
。
自
分
の
職

業
、
生
活
の
場
に
足
を
踏
ん
ば
っ
て
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
続
砂
る
。
そ
れ
が
「
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
・

O
Oイ
ス
ト
」
の
姿
で
あ
る
、
と
。

中
嶋
ゼ
ミ

O
B
K
は
、
そ
れ
を
と
っ
く
に
実
践
し
て
い
る
人
が
多
い
は
ず
だ
。

も
ち
ろ
ん
、

O
B
の
多
く
は
笑
っ
て
否
定
す
る
だ
ろ
う
。
私
は
そ
ん
な
に
立
派

な
乙
と
は
し
て
い
な
い
、
と
。
だ
が
そ
れ
は
私
の
よ
う
な
オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ

と
異
な
っ
て
、
彼
ら
が
賢
明
で
あ
り
、
謙
虚
に
自
分
を
み
つ
め
る
乙
と
が
十
分

す
ぎ
る
ほ
ど
身
に
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
。
な
に
も
国
際
関
係
論
の
最
近
の
動
向

を
知
ら
な
い
乙
と
が
、
学
者
の
難
解
な
著
作
を
読
ま
な
い
乙
と
が
「
学
問
」
し

て
い
な
い
乙
と
で
は
な
い
。
賢
明
な
る
知
識
人
(
「
学
問
」
を
身
に
つ
叫
り
た
者
)

は
空
理
空
論
を
も
て
遊
ば
な
い
し
、
受
け
つ
け
な
い
。
知
識
人
は
仕
事
を
、
生

活
を
大
切
に
し
、
本
当
に
重
要
な
と
と
が
何
か
を
見
分
け
る
。
知
識
人
は
ま
さ

に
「
職
業
」
と
「
学
問
」
の
接
点
に
立
っ
て
い
る
。
僕
が
取
材
を
通
し
て
知
り

合
っ
た
人
の
中
に
も
、
そ
う
い
う
知
識
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
。
職
場
の
先
輩
、

後
輩
に
も
多
い
。
い
や
あ
、
人
間
っ
て
、
ホ
ン
ト
に
い
い
で
す
ね
。
彼
ら
を
見

習
っ
て
、
乙
ん
な
雑
文
を
延
々
と
タ
レ
流
す
ヒ
マ
が
あ
る
な
ら
、
も
う
ち
ょ
っ

と
「
職
業
」
に
身
を
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
:
:
:
。

そ
乙
で
結
論
。
何
と
も
奇
妙
き
て
れ
つ
な
漫
談
に
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
セ
レ
ナ
ー
デ
に
始
ま
っ
て
、
追
憶
ノ

ク
タ
ー
ン
、
「
核
抜
き
」
エ
レ
ジ
ー
、
「
結
婚
」
遁
走
曲
、
愛
の
賛
歌
‘
と
狂
騒

の
サ
ン
パ
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
お
送
り
し
た
ド
タ
パ
タ
独
演
会
、
お
楽
し
み
い

た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。
挑
戦
的
に
奏
で
た
「
国
際
関
係
論
」
間
奏
曲
に
は
ど

批
判
も
多
い
は
ず
。
お
茶
受
け
、
酒
の
さ
か
な
に
ど
利
用
下
さ
い
。

「
乙
ん
な
く
だ
ら
な
い
も
の
を
書
い
て
寄
と
し
て
」
と
苦
笑
す
る
中
嶋
先
生
、

本
誌
の
品
位
を
汚
す
乙
と
に
な
る
、
と
掲
載
す
べ
き
か
否
か
、
戸
惑
う
編
集
ス

タ
ッ
フ
諸
兄
弟
の
悩
み
を
思
い
や
り
な
が
ら
、
平
身
低
頭
し
て
ア
カ
ン
ベ
エ
を

す
る
、
ハ
ミ
ダ
シ

O
B
の
告
白
録
で
し
た
。

(
か
つ
ま
た
・
み
ち
お

英
米
語
科
五
六
年
度
卒
)
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女
性
の
職
業
選
択

古

川

薫

(
ア
メ
リ
カ
ン
プ
ラ
ザ
株
式
会
社

W
I
N
S
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
)

『
歴
史
と
未
来
』
第
一

O
号
記
念
特
集
号
の
企
画
を
伺
い
、
日
頃
学
問
と
は

遠
ざ
か
ゥ
て
い
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
，
職
業
と
学
問
の
接
点
a

と
い
う
大
き

な
テ

l
マ
に
つ
い
て
私
の
経
験
談
を
語
る
に
は
多
少
の
気
お
く
れ
を
感
じ
な

が
ら
も
、
女
子
学
生
が
半
数
近
く
に
増
え
て
い
る
と
い
う
外
語
大
生
に
む
け
て
、

女
性
が
職
業
観
を
確
立
す
る
上
で
少
し
で
も
お
役
花
立
て
た
ら
と
い
う
気
持
で

今
回
執
筆
を
お
ひ
き
う
け
す
る
乙
と
に
な
り
ま
し
た
。

高
学
歴
が
支
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
企
業
管
理
磯

過
去
十
年
間
に

M
B
A
(経
営
管
理
学
修
士
号
)
を
大
量
に
輩
出
し
た
高

学
歴
社
会
の
ア
メ
リ
カ
と
、
学
聞
は
研
究
者
が
象
牙
の
塔
で
行
う
も
の
で
あ
り
、

実
社
会
で
は
あ
ま
り
役
立
た
な
い
と
み
な
す
日
本
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
お

の
ず
か
ら
産
業
雇
用
構
造
の
違
い
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
自
由
と
平
等

を
か
か
げ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
等
で
の
立
身
出
世
の
話

が
き
か
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
金
融
業
界
、
法
曹
界
、
実
業
界
で
活
躍
し
て

い
る
男
女
と
も
東
部
の
ア
イ
ピ
l
リ
ー
グ
と
、
セ
ブ
ン
シ
ス
タ
ー
ズ
の
大
学

院
出
身
者
、
あ
る
い
は
西
部
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
院
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
州
立
大
学
よ
り
も
私

立
大
学
、
官
僚
よ
り
も
私
企
業
に
優
秀
な
人
材
が
育
ち
、
活
曜
し
て
い
る
現
実

の
裏
に
は
、
歴
然
た
る
階
級
社
会
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
四
年
間
大
学

で
学
ん
だ
後
、
更
に
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
で
経
営
管
理
学
を
学
ぶ
ζ
と
に
よ

り
、
就
職
し
た
ら
た
だ
ち
に
管
理
職
と
し
て
役
立
て
る
よ
う
に
教
育
を
・
つ
け
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
反
し
て
日
本
は
、
大
学
は
名
前
ば
か
り
で
、
企
業
は
社
員
採

用
に
あ
た
り
そ
の
将
来
性
を
期
待
し
て
、
一
般
事
務
の
仕
事
か
ら
訓
練
を
始
め

て
、
経
験
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

男
女
平
等
法

(
E
R
A
)
が
ア
メ
リ
カ
女
性
に
管
理
磁

へ
の
進
出
機
会
を
健
進

-94-

ア
メ
リ
カ
の
ウ
ー
マ
ン
リ
プ
運
動
が
獲
得
し
た
男
女
平
等
法
は
、
真
に
女
性

の
社
会
進
出
障
害
を
と
り
除
き
、
今
や
管
理
職
の
四
人
に
一
人
が
女
性
と
い
う

数
字
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
雇
用
構
造
を
ぬ
り
か

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
を
例
に
と
っ
て
み
ま
す
と
、

一
九
七
三
年
に
卒
業
し
た
女
性
の
う
ち
三
十
四
名
の
追
跡
調
査
を
し
て
み
た
と

乙
ろ
一
九
八
三
年
現
在
、
三
十
三
名
が
高
級
管
理
職
の
ポ
ス
ト
に
就
い
て
仕
事

を
続
け
て
い
ま
す
。
と
の
う
ち
十
八
名
が
結
婚
し
、
十
四
名
が
母
親
で
も
あ
り

ま
す
。
給
与
水
準
は
ト
ッ
・
プ
が
二
十
万
ド
ル
(
約
四
千
八
百
万
円
八
一
ド
ル
二

百
四
十
円
換
算
〉
)
で
一
名
、
十
万
ド
ル
(
約
二
千
四
百
万
円
)
以
上
が
四
名
、

五
万
ド
ル
ハ
約
一
千
二
百
万
円
)
か
ら
十
万
ド
ル
の
聞
が
十
九
名
、
五
万
ド
ル



が
九
名
と
な
っ
て
い
ま
す
(
『
フ
ォ
l
チ
ュ
ン
』
一
五
八
三
年
七
月
号
)
。
但
し
、

同
期
の
男
性
は
平
均
が
十
万
ド
ル
(
約
二
千
四
百
万
円
)
で
す
の
で
男
女
差
は

ま
ぬ
が
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
八
二
年
の
ア
メ
リ
カ
全
労
働
者
の
平
均

収
入
は
、
男
性
が
一
万
八
千
八
百
八
十
五
ド
ル
(
約
三
百
四
十
三
万
円
可
女
性

が
一
万
一
千
七
百
二
十
ド
ル
(
約
二
百
八
十
一
万
円
・
一
九
八
二
年
米
国
労
働

省
発
表
デ
1
タ
I
)
と
い
う
数
字
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
一
い
か
に
高
級
管
理

職
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
別
の
雑
誌
『
S
A
V
V
Y
』
一
九
八
三
年
四
月
号
に
よ
り
ま
す
と
?

一
九
八
三
年
の
「
フ
ォ

l
チ
ュ
ン
五

O
O社
」
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る

会
社
で
活
躍
し
て
い
る
女
性
ト
ッ
プ
二
十
名
を
調
べ
た
と
乙
ろ
、
十
八
名
が
大

学
院
で

M
B
Aを
取
得
し
、
弁
護
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
女
性
も
一
人
い
ま
し
・
令
、

更
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
興
味
深
い
点
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
の
卒
業
生
も
、
『
S

A
V
V
Y』
で
紹
介
さ
れ
た
女
性
遥
も
ほ
と
ん
ど
全
員
が
新
卒
で
、
就
職
し
て

五
年
位
で
転
職
し
て
成
功
し
て
い
る
乙
と
で
す
。
乙
ζ

で
も
終
身
雇
用
の
日
本

と
際
立
っ
た
相
違
が
表
わ
れ
之
い
ま
す
。

乙
の
例
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
機
業
的
に
成
功
す
る
に
は
、

ま
す
ま
す
学
歴
が
重
観
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
学
歴
重
視
と
い
う
よ

り
も
、
ハ
イ
テ
ク
時
代
に
生
き
ぬ
く
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
専
門
知
識
が
必
要
で

あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
外
資
系
企
業
に
お
切
る
女
性
の
地
位

の
サさ
l て
ビ視
ス点
業を

日
化本
粧 lと

暴思
界て
をみ
除ま
いし
てよ

つ
女

慢翼
特ら
に;司z

女白

事室
生業
のは
雇
周ー
に部

対
し
て
は
消
極
的
で
あ
り
ま
す
。
特
に
中
高
年
を
か
か
え
乙
ん
だ
現
在
の
雇
用

制
度
の
も
と
で
、
若
い
女
性
に
責
任
あ
る
仕
事
を
さ
せ
て
欲
し
い
と
注
文
す
る

乙
と
自
体
が
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
消
費
者
の
五

OMm以
上
を
女
性
が
占

め
る
現
実
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
会
社
の
製
品
決
定
に
女
性
の
声
を
反

映
さ
せ
て
い
な
い
企
業
が
大
き
な
成
長
を
で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
国

で
女
性
登
用
で
売
上
げ
を
増
大
さ
せ
た
会
社
は
、
日
本
支
社
に
お
い
て
も
大
変

積
極
的
に
女
性
の
管
理
職
を
登
用
し
て
い
ま
す
。
特
に
経
営
管
理
が
ト
ッ
ア
ダ

ウ
ン
方
式
で
行
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
企
業
の
人
事
決
定
で
次
の
よ
う
な
面
白
い
話
・

が
あ
り
ま
し
た
。
本
社
の
役
員
が
東
京
出
張
中
花
、
非
常
に
優
秀
な
女
性
向
勝
書

を
み
て
、
本
固
に
帰
国
す
る
や
否
や
、

T
E
L
E
X
で
、
な
ぜ
東
京
オ
フ
ィ
ス

は
女
性
管
理
職
が
い
な
い
の
か
、
早
急
に
候
補
を
絞
れ
と
い
う
命
令
を
入
れ
ま

し
た
。
日
本
人
の
副
社
長
は
、
あ
わ
て
て
人
事
を
み
ま
わ
L
て
み
た
と
と
ろ
、

株
主
総
会
の
ア
レ
ン
ジ
か
ら
、
年
次
報
告
書
の
作
成
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
レ
ポ

ー
ト
の
作
成
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
、
自
分
の
秘
書
の
と
と
だ
と
よ
う
や
く

気
づ
き
ま
し
た
。
自
分
の
右
腕
で
あ
る
秘
書
を
は
ず
し
て
管
理
職
候
補
に
ま
わ

す
と
い
う
乙
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
上
司
は
、
秘
書
に
話
す
乙
と
を
跨

嬉
し
て
い
た
と
乙
ろ
、
ア
メ
リ
カ
人
役
員
の
再
度
の
要
請
に
よ
り
、
女
性
の
希

望
が
か
な
っ
て
無
事
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
す
ネ
l
ジ
ャ
ー
と
し
て
昇
格
し
ま
し
た
。

乙
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
消
費
財
を
扱
う
超
一
流
メ
ー
カ
ー
の
話
で
し
た
が
、
乙
の

他
に
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
内
だ
け
で
も
最
近
は
、
多
勢
の
三
十
代
の
女
性
が

外
資
系
で
活
隠
し
て
い
ま
す
。
特
に
投
資
銀
行
の
ア
ナ
リ
ス
ト
、
外
為
の
デ
4
1

ラ
I
、
外
資
系
銀
行
駐
在
事
務
所
の
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
l
、
外
国
政
府
代

表
事
務
所
の
代
表
代
理
、
政
府
観
光
局
の
代
表
補
佐
、
国
連
大
学
職
員
等
、
い

ず
れ
も
日
本
で
い
え
ば
管
理
職
レ
ベ
ル
の
仕
事
に
就
い
て
、
給
与
的
に
も
同
年



代
の
男
性
に
十
分
匹
敵
す
る
待
遇
を
う
け
て
い
ま
す
。

私
は
、
乙
の
七
年
間
程
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ル
テ

l
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
と
、
外
資
系
企
業
に
勤
め
た
り
、
転
職

・
を
希
望
す
る
女
性
の
職
業
意
識
の
高
揚
を
促
す
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
お
り
ま

す
。
乙
の
間
約
千
五
百
名
の
女
性
が
外
資
系
の
就
職
、
転
職
に
成
功
し
て
お
り

ま
す
勺
ま
た
、
去
る
三
月
に
は
、
キ
ャ
リ
ア
を
持
ち
続
け
る
女
性
の
た
め
の
ザ
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
成
し
、
会
員
相
互
の
モ
ラ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
、
職
業
的
地
位
向

上
を
め
だ
』
し
て
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
私
共
、
ザ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
行
っ
た
、
女
性
の
職
業
意
識
調
査
(
調

査
数
百
件
、
回
答
七
十
九
件
)
で
は
、
結
婚
後
も
で
き
る
だ
け
長
く
仕
事
を
持
ち

続
け
た
い
と
い
う
回
答
が
六
一

Mm
で
、
仕
事
一
を
結
婚
ま
で
と
考
え
て
い
る
女
性

は
わ
ず
か
二
郷
で
し
ち
'
ま
た
六
七
%
の
人
が
日
本
企
業
で
勤
め
た
経
験
が
あ

り
ま
す
が
、
転
職
し
て
異
口
同
音
に
よ
か
っ
た
と
答
え
て
い
た
内
容
に
、
仕
事

と
ア
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
ラ
4
フ
の
け
じ
め
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
仕
事
が
し
や
す

く
、
自
分
の
意
見
を
率
直
に
述
べ
や
す
い
と
い
う
点
が
あ

E
号
。
仕
事
上
で
は

よ
り
責
任
の
あ
る
仕
事
を
ま
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
、
二
八
第
、
英
語
が
使
え

る
ブ
四
七
Mm
‘
待
遇
が
よ
く
な
吋
た
、
三
七
第
、
仕
事
が
面
白
い
、
一
五
%
、

と
い
う
点
も
注
目
す
べ
き
乙
と
だ
と
思
い
ま
す
。

仕
事
の
意
味
|
期
待
・
動
機
・
満
足
感
|

十
六
世
紀
の
カ
ル
ピ
ン
派
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
新
世
界
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
は
、
勤
勉
と
い
う
言
葉
で
代
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
|

噌

g
g包
曲
ロ
件
。
『
話
。
畏

a
z
n
Z
R
Y
w『
宮
帽
仏
印
刷
吾
巾

J
ロ
ロ
叩
司
ロ
申
白
色

件。

ιo
吾

m
Z弓
σ町
田
仲
間

S
F
お
宮

a-2帥
口
問
宮
司
・
.
ー
ー
。

し
か
し
な
が
ら
今
日
の
ア
メ
リ
カ
経
済
の
停
滞
は
、
高
金
利
、
設
備
投
資
の

遅
れ
以
前
に
、
労
働
者
の
勤
労
意
欲
の
低
下
が
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

「
一
九
八

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
の
仕
事
」

l
J
o
z
E由
g目

白
ロ
品
同
国
由
。
%
ー
ー
と
い
う
テ
1
7
で
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

日
本
、
ス
エ
1
デ
ン
、
西
ド
イ
ツ
の
世
界
六
ヶ
国
で
同
時
に
行
わ
れ
た
一
九
八
二

年
の
調
査
結
果
が
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
向
け
雑
誌
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ウ

ー
マ
ン
』
の
四
月

1
七
月
号
に
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
調
査
は
、
非
営
利
団
体

で
あ
る
司
E
F
Z
口
〉
岨

g色
白
司
O
ロロ色白
H
Eロ

Z
E
a
σ
可
。
丘
自
国
〈
田
口
円
冊

目

E
o
s
-
Z
司
g
Z】

O
三
口
町
と
い
う
機
関
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
特
に
、
管

浬
職
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
、
一
般
事
務
職
の
男
性
、
女
性
別
の
意
識
調
査
を
行
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
(
十
八
才
以
上
、
八
百
四
十
六
名
の
男
女
同
数
に
よ
る
サ

シ
プ
リ
ン
グ
調
査
)
。
と
の
結
果
、
勤
勉
を
是
と
す
る
倫
理
感
が
一
番
高
い

の
は
、
管
理
職
の
女
性
白
六
九
%
で
管
理
職
の
男
性
は
五
九
Mm、
ブ
ル
ー
カ
ラ

ー
の
男
性
は
四
二
Mm
と
な
っ
て
い
ま
す
。
女
性
が
管
理
職
に
進
出
す
る
た
め
に

は
、
男
性
以
上
の
勤
労
意
欲
が
高
い
と
と
が
必
要
な
乙
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
生
産
性
の
問
題
に
関
し
て
自
分
の
全
力
を
だ
し
き
っ
て
い
る
か
と

い
う
個
人
的
な
質
聞
に
対
し
て
は
、
管
理
職
の
女
性
の
五
六
Mm、
男
性
の
四
九

Mm
が
満
足
で
き
る
能
力
を
発
揮
し
、
い
づ
れ
も
五
年
前
の
自
分
自
身
よ
り
、
さ

ら
に
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
と
答
え
て
お
り
、
一
般
に
十
年
前
に
比
べ
勤
労
意

欲
が
低
下
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
て
い
る
概
念
と
対
照
を
示
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
乙
の
調
査
は
「
仕
事
の
意
味
・
仕
事
花
期
待
す
る
と
と
・
動
機
づ
け
・

仕
事
か
ら
得
ら
れ
る
満
足
感
・
仕
事
に
み
い
だ
せ
る
価
値
・
特
権
」
等
を
中
心
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に
男
女
の
求
め
る
内
容
の
相
違
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
今
の
仕
事
を
一
言
で
い
い
あ
ら
わ
す
と
、
管
理
職
レ
ベ
ル
は
い
づ
れ
も

高
い
給
与
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
男
性
管
理
職
は
む
し
ろ
決
定
権
の
重
要
性
を

強
調
し
て
権
力
志
向
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

次
に
仕
事
に
期
待
を
求
め
て
い
る
項
目
の
中
で
男
性
が
高
い
給
与
(
七

O

M
m
)

と
正
当
な
仕
事
の
評
価
(
七
二
M
m
)

を
ト
ッ
プ
に
求
め
て
い
る
の
に
対

し
、
女
性
は
、
昇
進
の
機
会
-
(
七
八
%
)
と
仕
事
の
保
証
・
安
定
性
(
七
十

M
m
)

を
ト
ッ
プ
に
求
め
て
い
ま
す
。
特
に
仕
事
の
保
証
・
安
全
性
と
い
う
項
目

は
男
性
管
理
職
の
期
待
事
項
ト
ッ
プ
テ
ン
に
す
ら
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
女
性
が

結
婚
す
る
主
な
理
由
が
生
活
の
保
証
、
安
定
性
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
考
え
て

み
ま
す
と
、
女
性
に
と
っ
て
保
証
と
安
定
が
精
神
的
に
大
切
な
要
素
で
あ
る
乙

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

仕
事
を
続
け
る
動
機
と
し
て
は
、
男
性
管
理
職
は
昇
進
の
機
会
が
あ
る
(
四

八
M
m
)

、
責
任
が
重
い
(
四
五
M

Z

が
あ
げ
ら
れ
℃
い
寄
す
夕
、
女
性
管
理

職
は
昇
進
の
機
会
(
四
七
M
m
)

の
次
に
能
力
を
向
上
す
る
と
と
(
四
四
M
m
)

が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
乙
れ
は
同
じ
管
理
職
で
も
女
性
が
ま
だ
中
堅
管
理
職
で

あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
・
事
務
職
系
に
は
、
責
任

が
重
い
、
重
要
な
決
定
に
発
言
権
の
あ
る
、
高
い
質
の
仕
事
等
は
含
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

一
般
に
満
足
で
き
る
仕
事
と
は
何
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
男
女
管
理

職
と
も
、
忙
が
し
く
な
く
、
神
経
が
疲
れ
な
い
仕
事
を
一
位
に
あ
げ
て
い
ま
す

(七一
M
m
)

。
男
性
管
理
職
は
次
に
条
件
の
良
い
仕
事
(
六
七
M
m
)

を
あ
げ
て

い
ま
す
が
、
女
性
管
理
職
は
二
番
目
に
一
人
の
人
間
と
し
て
人
格
を
認
め
て
く

れ
る
仕
事
(
五
七
百
万
)
と
い
う
答
を
だ
し
て
い
ま
す
。
男
性
に
従
属
し
た
仕
事

し
か
さ
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
乙
そ
、
乙
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
事
務
職
の
女
性
は
、
そ
の
点
、
一
位
が
便
利
な
場
所

(
六
九
%
)
、
好
き
な
相
手
と
仕
事
が
で
き
る
ハ
六
九
M
m
)

と
い
う
面
に
あ
り
、

仕
事
の
内
容
よ
り
も
、
む
し
ろ
環
境
要
因
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

ラ
イ
フ
・
プ
ラ
=
ン
グ

人
生
を
大
き
く
、
教
育
・
仕
事
・
余
暇
と
分
け
る
と
す
る
と
従
来
女
性
の
場

合
は
、
結
婚
と
い
う
形
で
終
結
し
ま
す
の
で
図
A
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク

ル
で
し
た
が
、
女
性
も
平
均
寿
命
が
伸
び
た
結
果
、
図
B
の
よ
う
な
図
式
に
か

わ
っ
て
き
年
志
し
た
。

男
性
は
昔
か
ら
ラ
イ
フ
・
プ
ラ
ニ
ン
グ
の
中
に
仕
事
が
重
要
な
目
的
事
項
と

し
て
入
・
っ
て
い
ま
し
ち
ま
た
同
時
に
男
性
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
チ
1
ム
ゲ
l
ム
と

し
て
教
え
ら
れ
て
成
長
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
は
、
大
学
に
入

る
ま
で
は
目
標
が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
て
込
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
に
生
き
ぬ
く

よ
う
な
訓
練
は
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
結
婚
と
い
う
名
の
厚
い
保
護
の
も
と
に

生
き
て
い
か
れ
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
い
ま
す
。
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図
C
と
図
D
で
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
職
業
を
持
つ
時
期
が
ラ
イ

フ
・
プ
ラ
ニ
ン
グ
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
で
、
今
後
も
生
き
続
け
て
い
ζ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
無
為
の
時
聞
が
長
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。

す
で
に
日
本
で
も
就
業
年
令
の
女
性
の
半
数
以
上
が
仕
事
を
し
て
い
る
時
代

で
す
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
例
を
一
待
つ
ま
で
も
な
く
、
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
女
性
が

仕
事
を
す
る
時
聞
が
確
実
に
長
く
な
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

一
生
の
職
業
の
選
択
を
二
十
代
前
半
に
決
定
す
る
乙
と
は
大
変
難
し
い
乙
と
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" THREE BOXES OF LIFE " 

by Richard N. Bolles 

Ten Speed Press発行

図。 The average person today spends from twenty three to forty 

ycnrs in the World of Work-as we can see from the following 

. tnble: 

1.1(0'11 ANI> WOlll{I.IFE EXI'EC'fANCY Al' sIR'J'II. 
I;OR MI1N ANJ> WOMEN. 1900・70

LI'fe Worldl'fe Nonwork 
}'ear Expectancy Expectancy Years 

Wω...cn Mcn WOslcn M副‘ w.ω剛 cn Mi:n 

1900 50，7 48，2 6.3 32.1 44.4 16.1 

1940 65.7 61.2 12.1 38.1 53.6 23.1 

1970 74.8 67.1 22.9 40.1 51.9 27.0 ， 
SOllrcc.: Scymollr 1.. WolCbcln， Chollging 1>ollll"" o/lVor1tillg Li/， (Washlnlllon: U.S. 
Dcpl. of l.ab町.Offlcc of Mallpowcr. AUI刷 nallon.alld l'raining. 1965).制1dlloward 
J. FuJI町 t側 .Jr..制1dJ旭町1CSJ.Uyrnc.吋訓1111hof Worklnll Llfc for Mcn and W叩 ¥cn.
IP70." /110111/，・lyl.obor 11 ellie叫 F・~bNary 1976， pp. 51・55.
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図 D

55y国 間

TIME THAT NEEDS MAJOR PLANNING 

7…birth. o)f(YJnω 

It's an awfully long 
time to exist simply 
at the Survivallevel. 
That is why most of us 

go on， sooner (age 23) 
。rlater (age 55)， to the 
issue of MEANING OR 
MISSION: Who am I? 
Why am 1 here 
on earth? What do 1 really want to accomplish with my Ilfe? 
Whatωill give it some real puψose and meaning? Do 1 have any 
sense o[ mission or 'driveness' about any cause or ('ny need in 
oursociety? 
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と
も
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
適
性
を
見
極
め
て
積
極
的
プ
ラ
ン
を
五
年
、
十
年
、

計
画
で
立
て
て
い
く
と
と
が
必
要
で
す
。

特
に
ハ
イ
テ
ク
時
代
に
突
入
し
た
八

0
年
代
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
は
、

職
種
の
多
様
化
も
進
み
、
女
性
が
新
規
に
進
出
し
て
い
く
機
会
は
十
分
あ
り
ま

す
。
創
造
性
、
機
敏
性
に
加
え
て
判
断
カ
ブ
決
定
力
、
実
行
力
を
駆
使
し
て
、

仕
事
と
は
集
団
の
中
で
生
き
て
い
く
ゲ
ー
ム
だ
と
思
え
れ
ば
、
参
加
す
る
乙
と

の
意
義
と
面
白
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教
育
の
時
代
を
過
ぎ
た
、
職
業
の
時
代
乙
そ
、
私
は
、
真
に
学
び
、
実
験
し
、

軌
道
修
正
を
は
か
り
、
ま
た
一
歩
前
進
し
て
い

i
Rで
あ
h
1
1

学
問
と
職
業
は

接
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
複
し
合
う
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
最
期

の
余
暇
・
隠
退
の
時
代
に
入
っ
て
、
人
生
の
意
義
、
目
的
、
成
就
し
て
き
た
乙

と
を
振
り
返
り
、
学
聞
か
ら
宗
教
に
む
か
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

(
ふ
る
か
わ
・
か
お
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
科
四
四
年
度
中
退
)

職
業
的
臨
場
感
の
内
側

|
|
週
刊
誌
編
集
十
一
年
間
の
断
章
|
|

堀

憲

昭

¥
講
談
社
『
P
E
N
T
H
O
U
S
E』
編
集
次
長
ぷ

/

前

『

週

刊

現

代

』

編

集

次

長

¥

ウ
ヨ
ク
と
の
遭
遇

私
が
週
刊
誌
の
編
集
に
携
わ
っ
て
、
最
初
に
全
身
の
総
毛
立
つ
よ
う
な
緊
張

を
覚
え
た
の
は
、
新
興
右
翼
の
抗
議
だ
っ
た
。
会
社
の
玄
関
に
現
れ
た
数
人
の

い
か
つ
い
集
団
は
、
受
付
嬢
の
前
で
大
音
声
を
発
し
、
「
社
長
を
出
せ
」
「
編
集

長
を
出
せ
」
「
乙
ん
な
会
社
は
つ
ぶ
し
て
や
る
」
と
わ
め
き
出
し
た
。
し
ぱ
し
の

や
り
と
り
の
あ
げ
く
、
彼
ら
は
私
が
担
当
し
た
記
事
に
出
て
い
た
右
翼
団
体
で

彼
ら
と
パ
レ
ス
チ
ナ
人
た
ち
と
の
関
係
に
言
及
し
た
部
分
へ
の
抗
議
だ
と
わ
か

っ
た
。
そ
乙
で
私
が
彼
ら
に
対
応
す
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

記
事
は
逃
亡
中
の
日
本
赤
軍
幹
部
と
の
独
占
会
見
記
で
あ
る
。
乙
の
中
に
、
日

本
の
某
右
翼
団
体
が
パ
レ
ス
チ
ナ
援
助
を
語
っ
て
カ
ネ
を
集
め
て
い
る
の
は
け

し
か
ら
ん
と
、
そ
の
幹
部
が
述
べ
た
く
だ
り
が
あ
っ
た
。
記
事
に
す
る
場
合
、

一
方
的
な
中
傷
に
な
る
危
険
性
を
避
け
る
た
め
に
、
い
わ
れ
る
側
の
言
い
分
も

並
記
す
る
の
が
セ
オ
リ
ー
な
の
で
、
当
然
乙
の
場
合
も
右
翼
側
の
言
い
分
は
取

材
し
て
並
記
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
抗
議
に
来
た
彼
ら
の
言
い
分
は
そ
ん
な

も
の
で
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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会
社
の
一
階
に
あ
る
応
援
聞
に
陣
ど
っ
た
彼
ら
は
、
私
が
応
待
に
出
る
と
、

耳
を
つ
ん
ざ
く
ば
か
り
の
大
声
で
「
お
マ
エ
が
乙
の
デ
ッ
チ
上
げ
の
張
本
人
か
」

と
わ
め
き
ち
ら
す
。
廊
下
や
応
接
間
は
黒
山
の
人
だ
か
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

乙
ん
な
と
き
、
乙
ち
ら
が
感
情
的
に
な
る
と
テ
キ
は
図
に
乗
る
ば
か
り
な
の
で
、

つ
と
め
て
小
さ
な
声
で
冷
静
を
装
う
。
彼
ら
の
言
い
分
は
、
赤
軍
幹
部
の
言
っ

て
い
る
内
容
は
根
も
葉
も
な
い
乙
と
で
、
乙
の
記
事
が
出
て
、
日
本
と
ア
ラ
プ

の
関
係
に
ヒ
ビ
が
入
っ
た
ば
か
り
か
、
自
分
た
ち
の
正
当
な
政
治
活
動
に
著
し

い
妨
害
を
受
け
た
。
つ
い
て
は
事
実
無
根
の
訂
正
を
出
し
、
損
害
を
償
え
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
乙
ち
ら
は
そ
の
言
い
分
を
聞
き
入
れ
る
わ
け

に
は
い
か
な
か
っ
た
。

約
一
時
間
近
く
、
彼
ら
は
私
を
ぐ
る
り
と
囲
ん
で
ガ
l
ガ
1
怒
鳴
っ
た
が
、

乙
ち
ら
が
引
く
姿
勢
を
見
せ
な
い
と
わ
か
る
と
、
急
に
静
か
に
な
っ
た
。
一
団

の
古
老
格
の
男
が
、
私
に
、
本
部
ま
で
来
て
、
自
分
た
ち
の
言
い
分
を
聞
い
て

ほ
し
い
と
提
案
し
て
き
た
。
私
は
、
そ
れ
も
断
る
と
面
倒
だ
と
思
っ
て

O
Kし

た。
約
束
の
目
、
私
は
、
単
身
そ
の
本
部
ま
で
出
か
け
た
が
、
正
直
い
っ
て
不
安

が
あ
っ
た
。
そ
乙
で
、
現
地
に
着
く
と
所
轄
の
瞥
察
に
出
む
き
、
事
情
を
話
し
、

二
時
間
後
に
連
絡
な
か
っ
た
ら
よ
ろ
し
く
と
頼
ん
だ
。
警
察
で
は
心
得
た
も
の

で
、
ま
か
せ
て
下
さ
い
と
の
返
事
だ
っ
た
の
で
、
不
安
は
半
減
し
て
私
は
本
部

に
向
か
っ
た
。

本
部
に
着
い
て
驚
い
た
。
あ
の
大
暴
れ
し
た
連
中
が
玄
関
前
に
並
ん
で
最
敬

礼
で
迎
え
る
で
は
な
い
か
。
神
殿
の
祖
つ
で
あ
る
応
接
間
に
適
さ
れ
、
身
体
の

半
分
が
沈
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
の
ソ
フ
ァ
に
か
け
て
い
る
と
、
現
れ
た
最
高
幹
部

は
に
乙
に
乙
し
て
、
「
う
ち
の
若
い
者
た
ち
が
お
騒
が
せ
し
て
す
み
ま
せ
ん
」

|大と
騒い

。 動 つ

のて
結、

末私
はは
あ彼
つり

けの

日量
幕を
切ひ
れと
』ζ し
なき
つ り
で閥
、か

拍さ
子れ
抜る
け乙
しと
てに
しな
まつ
った
た。

私
は
十
一
年
間
週
刊
誌
の
編
集
を
続
け
て
い
る
問
、
乙
れ
に
類
す
る
経
験
を

何
回
か
重
ね
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
週
刊
誌
的
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
鬼

面
人
を
驚
か
す
類
い
の
記
事
づ
く
り
を
仕
事
と
す
る
編
集
者
に
と
っ
て
、
イ
ン

パ
ク
ト
の
大
き
な
記
事
を
担
当
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
抗
議
や
告
訴
や
脅
迫
と
い

っ
た
乙
と
に
直
面
す
る
乙
と
が
多
く
な
る
。
乙
れ
は
と
き
に
、
誌
面
に
現
れ
た
・

記
事
以
上
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
合
も
あ
る
。
も
う
少
し
、
私
の
経
験
の
中
か

ら
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「
お
上
」
の
正
体
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イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
が
勃
発
し
て
、
日
本
企
業
の
現
地
従
業
員
が
命
か
ら

が
ら
逃
げ
出
し
た
事
件
は
、
ど
記
憶
の
方
も
多
か
ろ
う
。
一
九
八

O
年
の
九
月

の
乙
と
で
あ
る
。

私
は
イ
ラ
ク
脱
出
時
の
ド
ラ
マ
を
、
日
本
に
無
事
に
帰
っ
た
人
た
ち
か
ら
聞

き
出
し
て
特
集
記
事
で
構
成
し
た
。
砂
漠
を
何
時
間
も
歩
い
て
脱
出
し
た
苦
労

話
に
は
迫
力
が
あ
っ
た
。
戦
争
・
の
恐
さ
と
平
和
の
実
感
も
よ
く
表
現
で
き
た
。

し
か
し
、
現
地
の
混
乱
の
中
で
日
本
政
府
の
対
応
に
は
不
満
が
残
っ
た
と
い
う

彼
ら
の
外
務
省
へ
の
批
判
も
書
い
た
。

「
日
本
大
使
館
は
何
も
や
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
」

と
刺
激
的
な
小
見
出
し
が
い
け
な
か
っ
た
。
発
売
直
後

1

さ
つ
そ
く
取
材
協

力
し
て
く
れ
た
企
業
の
広
報
部
か
ら
「
外
務
省
に
は
日
ど
ろ
お
世
話
に
な
っ
て



.
い
る
の
w
町
、
-
あ
ん
な
与
と
脅
か
s
れ
て
は
立
場
が
な
い
」
と
い
っ
て
、
内
容
証
明

は
ず
抗
議
が
来
九
一
ζ
ζ
ま
で
な
ら
よ
く
あ
る
話
だ
が
、
問
題
は
乙
の
あ
と
に
起

J

き
た
?
当
@
外
務
省
か
白
川
り
直
接
、
編
集
長
あ
て
に
電
話
で
抗
議
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
ゆ
LIM--か
も
、
・
1

J
d

吋
歯
守
備
を
説
明
し
た
い
の
で
と
ち
ら
に
来
る
よ
う
」

一J
・と、
4

・
ま
る
で
命
令
調
だ
っ
た
か
ら
、
私
た
ち
は
怒
り
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

本
来
、

ζ

ん
な
，
命
令
'
は
無
視
す
る
の
が
一
番
な
の
だ
が
、
乙
の
際
、
乙
の

ア
ナ
ク
ロ
一
外
務
省
に
イ
ヤ
味
を
い
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
担
当
の
私
が
外
務

省
に
行
っ
た
。
外
務
省
の
部
屋
に
入
る
と
、
一
瞬
、
目
を
疑
う
よ
う
な
人
物
が

現
れ
た
。
何
と
、
外
語
ボ
l
ト
部
で
三
年
後
輩
の
O
君
で
は
な
い
か
。

「
何
だ
、
お
ま
え
か
」

「
掘
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
か
、

ζ

れ
は
ま
い
っ
た
ナ
」

と
い
う
わ
砂
で
話
は
ザ
ッ
ク
パ
ラ
ン
に
な
っ
た
。

私
は
、
取
材
で
き
ち
ん
と
証
言
が
あ
っ
た
と
と
、
出
先
で
は
相
当
混
乱
が
あ

っ
て
、
外
務
省
の
対
応
に
怒
り
を
か
み
し
め
て
帰
国
し
た
人
が
何
人
も
い
た
乙

と
は
事
実
だ
っ
た
と
と
を
説
明
し
た
の
だ
が
、
外
務
省
は
、
各
企
業
か
ら
「
感

謝
し
て
い
る
」
と
の
礼
状
が
来
て
い
る
と
し
て
批
判
が
当
た
ら
な
い
と
，
説
明
'

を
く
り
返
す
。

海
外
で
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
企
業
に
と
っ
て
、
外
務
省
と
の
関

係
を
乙
じ
ら
せ
た
く
な
い
の
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
外
務
省
が
、
ま
る
で
、

「
お
上
」
意
識
ま
る
出
し
で
企
業
を
い
じ
め
て
い
る
図
が
見
え
て
、
と
て
も
平

静
に
O
君
と
相
対
し
て
い
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
企
業
に
し
て
み
れ
ば
、

内
容
証
明
を
送
り
つ
凶
り
る
と
と
で
、
外
務
省
に
証
し
を
た
て
よ
う
と
い
う
意
図

が
あ
り
あ
り
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
訂
正
や
お
詑
び
な
ど
し
な
か
っ
た
。

お
役
所
と
い
え
ば
、
東
京
国
税
局
の
お
エ
ラ
イ
さ
ん
が
、
三
人
も
四
人
も
頭

を
揃
え
て
、
記
事
の
と
り
や
め
を
た
の
み
乙
ん
で
き
た
ζ

と
も
あ
る
。
乙
れ
も

ガ
ン
と
し
て
聞
き
入
れ
ず
記
事
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。

乙
の
記
事
の
内
容
は
税
務
署
の
役
人
の
汚
職
を
克
明
に
暴
露
し
た
も
の
だ

っ
た
。
あ
る
青
果
市
場
の
業
者
を
調
査
対
象
に
し
て
い
る
税
吏
が
、
飲
食
接
待

を
う
け
、
税
務
調
査
に
手
心
を
加
え
て
い
た
も
の
で
、
直
接
、
本
人
た
ち
に
確

認
し
て
、
み
ん
な
裏
が
と
れ
た
も
の
ば
か
り
を
字
に
し
た
。

乙
の
と
き
の
国
税
局
の
つ
ぶ
し
は
執
鋤
だ
っ
た
。
会
社
の
経
理
担
当
役
員
を

威
圧
す
る
形
を
と
り
な
が
ら
、
会
社
組
織
内
部
か
ら
の
記
事
お
ろ
し
を
画
策
し

た
。
な
か
に
は
、
乙
れ
で
来
年
か
ら
の
税
務
調
査
は
厳
し
く
な
る
ナ
、
と
顔
を

く
も
ら
せ
る
役
員
も
い
た
。

し
か
し
、
取
材
で
は
完
壁
な
ほ
ど
裏
づ
け
の
あ
る
話
が
と
れ
て
い
た
乙
と
と
、

威
圧
的
に
来
る
税
務
署
役
人
の
態
度
に
、
私
た
ち
編
集
部
は
反
発
を
覚
え
た
乙

と
で
、
そ
の
つ
ぶ
し
を
無
視
し
て
発
行
し
た
。

先
日
、
サ
ラ
金
業
者
の
武
富
士
社
長
の
前
歴
を
暴
い
た
月
刊
雑
誌
『
現
代
』

が
、
発
売
と
同
時
に
買
い
占
め
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
が
、
お
そ
ら
く

と
の
と
き
の
国
税
局
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
買
い
占
め
た
い
ほ
ど
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
乙
れ
は
、
鉄
建
公
団
の
，
公
費
天
国
'
な
ど
が
暴
か
れ
る
一
年
前
の

話
だ
。
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大
学
の
仮
面

も
う
ひ
と
つ
、
私
が
ス
ク
ー
プ
し
た

T
女
子
大
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て

触
れ
て
お
乙
う
。



事
件
は
、
の
ち
に
小
説
に
ま
で
な
っ
た
の
で
、
ご
記
憶
の
方
も
多
か
ろ
う
が
、

そ
の
発
端
は
乙
う
だ
。

私
の
と
乙
ろ
に
一
本
の
電
話
が
あ
っ
た
。
情
報
提
供
者
は
、
被
害
者
の
女
子

大
生
の
代
理
人
だ
っ
た
。
そ
の
人
物
と
会
っ
て
詳
細
を
聞
い
て
驚
い
た
。

T
女
子
大
国
文
科
の
学
生
と
教
授
が
コ
ン
パ
を
や
っ
て
の
帰
り
に
事
件
が
起

き
た
。
教
授
は
女
子
学
生
を
誘
っ
て
、
仕
事
場
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
連
れ
乙
み
、

な
か
ば
酔
っ
た
学
生
に
肉
体
関
係
を
迫
っ
て
、
抵
抗
す
る
様
子
も
な
か
っ
た
の

で
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
。
乙
の
女
子
大
生
は
、
そ
の
後
大
い
に
悩
み
、

つ
い
に
教
授
を
告
訴
す
る
乙
と
に
し
た
。
罪
名
は
強
制
ワ
イ
セ
ツ
罪
と
強
姦
罪

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
二
人
の
取
材
ス
タ
ッ
フ
と
チ
l
ム
を
組
ん
で
取
材
を
開
始
し
た
。
情
報

を
聞
い
た
日
の
夜
、
さ
っ
そ
く
教
授
宅
に
押
し
か
け
た
。
教
授
は
留
守
だ
っ
た

が
、
奥
さ
ん
は
何
も
知
ら
ず
に
、
居
所
を
教
え
て
く
れ
た
。
都
心
の
旅
館
で
国

語
の
教
科
書
の
編
集
会
議
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
。
逃
げ
穏
れ
さ
れ
て
は
困
る

の
で
、
私
た
ち
は
そ
ち
ら
へ
直
行
し
た
。

都
心
の
旅
館
に
そ
の
教
授
は
い
た
。
本
人
が
現
れ
て
か
ら
、
私
が
初
め
て
来

意
を
告
げ
る
と
、
彼
は
一
瞬
沈
黙
し
た
が
、
す
ぐ
に
観
念
し
た
よ
う
に
、

「
わ
か
り
ま
し
た
、
全
部
、
話
し
ま
し
ょ
う
」

と
、
語
り
始
め
た
。

告
発
内
容
は
ほ
ぼ
事
実
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
を
、
教
授
は
克

明
に
証
言
し
て
く
れ
た
。
語
り
終
わ
っ
た
と
き
は
朝
に
近
か
っ
た
。
六
時
間
に

も
わ
た
っ
て
正
直
に
語
っ
て
く
れ
た
あ
と
、
彼
は

『
し
か
し
、
な
ぜ
あ
の
子
は
訴
え
る
気
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
」

と
何
回
も
首
を
か
し
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
別
れ
ぎ
わ
に
「
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
」
と
頭
を
下
げ
た
。
気
の
毒
で
は
あ
っ
た
が
仕
方
が
な
い
。

社
に
帰
っ
た
私
は
、
編
集
幹
部
と
記
事
の
扱
い
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
そ
の

結
果
、
ト
ッ
プ
記
事
で
い
く
乙
と
に
決
ま
っ
た
。
さ
っ
そ
く
編
集
作
業
に
と
り

か
か
っ
て
、
翌
日
の
朝
に
は
印
刷
所
へ
入
稿
で
き
た
。

編
集
部
に
奇
妙
な
電
報
が
配
ら
れ
た
の
は
、
私
が
仮
眠
ベ
ッ
ド
で
眠
っ
て
い

る
と
き
だ
っ
た
。

T
女
子
大
学
学
長
の
名
前
で
、
文
面
は
と
う
だ
つ
た
。

「
ベ
ン
ヴ
シ
サ
シ
ム
ケ
ル
ノ
デ
キ
ジ
ヤ
メ
ラ
レ
タ
シ
」

電
報
が
来
て
し
ば
ら
く
し
て
、
会
社
の
受
付
に
、
弁
護
士
が
現
れ
た
。
私
が

応
待
に
出
る
と
、
彼
は
、
乙
の
よ
う
な
記
事
が
出
て
も
社
会
的
に
何
の
意
味
も

な
い
か
ら
、
と
め
て
ほ
し
い
と
い
う
。
元
談
で
は
な
い
。
社
会
的
意
味
が
あ
る

か
な
い
か
は
、
編
集
部
の
判
断
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
な

た
に
講
釈
を
た
れ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
よ
い
。

即
座
に
拒
否
の
返
事
を
し
て
「
お
引
き
と
り
下
さ
い
」
と
い
う
と
、
持
っ
て

い
た
皮
革
の
カ
バ
ン
か
ら
新
聞
紙
に
包
ん
だ
も
の
を
出
し
て
、

「
乙
乙
に
三
百
万
円
用
意
し
ま
し
た
。
と
れ
で
何
と
か
事
態
を
穏
便
に
収
め
て

は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」

買
収
工
作
な
の
で
あ
る
。
私
は
思
わ
ず
「
ナ
メ
る
ん
じ
ゃ
ネ
エ
」
と
い
っ
て

席
を
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
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ふ
つ
う
肉
体
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
く
ら
い
で
は
記
事
と
し
て
の
要
件
に

欠
け
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
側
が
被

害
届
を
出
し
た
場
合
、
親
告
罪
と
し
て
扱
わ
れ
、
事
件
と
な
る
。
乙
れ
は
社
会

的
に
書
き
た
て
ら
れ
で
も
仕
方
の
な
い
法
的
行
為
な
の
で
あ
る
。

私
が
担
当
し
た
記
事
は
予
定
通
り
掲
載
さ
れ
た
。
教
授
名
と
女
子
学
生
名
は

匿
名
に
し
た
。
と
乙
ろ
が
、
発
売
一
目
前
に
、
新
聞
は
訴
状
が
出
さ
れ
た
響
察



署
か
ら
の
情
報
で
、
社
会
面
の
記
事
に
し
て
、
教
授
の
実
名
を
パ
ッ
子
リ
出
し

て
し
ま
っ
た
。
乙
の
記
事
は
、
警
察
の
発
表
を
そ
の
ま
ま
字
に
し
た
だ
け
で
、

教
授
本
人
に
は
も
ち
ろ
ん
、
女
子
学
生
サ
イ
ド
応
も
何
の
取
材
も
し
て
は
い
な

か
っ
た
。

大
学
は
蜂
の
巣
を
つ
つ
い
た
よ
う
な
騒
ぎ
に
な
っ
た
ら
し
い
。
連
日
教
授
会

を
闘
い
て
、
事
実
究
明
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
取
材
攻
勢
を
う
け
て
、
事
態
は

混
乱
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

結
果
と
し
て
、
教
授
は
大
学
を
去
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
何
社
か
の

週
刊
誌
に
登
場
し
て
女
子
大
生
を
謹
告
罪
で
逆
告
訴
す
る
乙
と
を
公
言
し
、
そ

の
通
り
実
行
し
た
。
そ
し
て
、
両
者
の
主
張
は
ヤ
プ
の
中
の
よ
う
な
印
象
を
社

会
に
与
え
た
。
し
か
し
、
最
初
に
私
た
ち
が
教
授
を
取
材
し
た
と
き
、
「
真
実
」

と
し
て
語
っ
た
内
容
か
ら
は
変
質
し
て
い
た
。
カ
ネ
で
記
事
を
つ
ぶ
そ
う
と
す

る
よ
う
な
弁
護
士
の
力
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
り
は
、
そ
ん
な
仕
事
な
の
か
と

私
に
と
っ
て
は
割
り
切
れ
な
さ
だ
け
が
残
っ
た
。

さ
ら
に
私
が
我
慢
で
き
な
い
の
は
、
後
目
、
『
中
央
公
論
』
誌
上
で
、
乙
の
ハ

レ
ン
チ
教
授
を
弁
護
す
る
論
文
を
、
高
名
な
文
化
人
類
学
者
が
ト
ク
ト
ク
と
展

開
し
て
い
た
と
と
で
あ
る
。
彼
の
論
文
の
視
点
は
、
何
や
ら
高
適
な
西
洋
文
明

の
寓
意
を
や
た
ら
ふ
り
回
し
て
い
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
、
彼
と
問
題
教
授

は
東
大
時
代
か
ら
の
親
友
で
、
，
事
実
'
は
謹
告
罪
で
主
張
し
た
よ
う
に
「
.
な

か
っ
た
」
の
だ
と
い
う
伝
罰
と
個
人
的
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。

編
集
者
と
し
て
の
述
懐

乙
う
書
き
並
べ
る
と
、
週
刊
誌
の
編
集
者
は
い
つ
も
ト
ラ
ブ
ル
と
直
面
し
て

い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
は
平
穏
な
日
常
の
ほ
う
が
多

い
。
十
一
年
間
も
週
刊
誌
の
編
集
を
や
っ
て
い
る
と
、
乙
れ
く
ら
い
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
持
ち
合
わ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
詰
で
あ
る
。

し
か
し
、
週
刊
誌
が
社
会
的
に
影
響
力
を
増
し
て
い
る
現
代
で
は
、
乙
う
し

た
事
態
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
宿
命
的
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
、
週
刊
誌
は
「
週
刊
誌
的
編
集
」
を
競
争
原
理
と
し
て
い
る
特
色
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。

週
刊
誌
の
編
集
方
針
の
板
幹
を
な
す
も
の
は
、
毎
週
の
不
定
期
購
買
者
に
買

っ
て
も
ら
う
た
め
の
記
事
づ
く
り
に
あ
る
。
そ
の
た
め
の
，
商
品
価
値
あ
る
記

事
'
が
売
れ
ゆ
き
の
良
否
を
決
定
す
る
。
つ
ま
り
、
「
週
刊
誌
的
編
集
」
と
は
、

「
商
品
価
値
あ
る
記
事
」
を
い
か
に
集
め
る
か
と
い
う
と
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
何
が
週
刊
誌
的
か
と
い
う
と
、
①
意
外
性
の
あ
る
最
大
読
者
の
関
心

事
を
書
く
と
と
、
②
読
者
で
あ
る
庶
民
感
情
の
怒
り
や
疑
問
を
代
弁
し
て
く
れ

る
追
及
的
姿
勢
を
も
っ
乙
と
、
③
著
名
人
や
、
有
名
企
業
、
学
校
、
宗
教
団
体
、

そ
の
他
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
書
く
と
と
、
@
人
間
の
内
在
す
る
欲
望
(
色
、
カ

ネ
、
出
世
)
を
ど
う
す
れ
ば
満
た
せ
る
か
に
答
え
る
と
と
、
⑤
読
者
に
、
役
に

立
つ
話
題
性
の
あ
る
い
ち
早
い
情
報
を
提
供
す
る
乙
と
、
⑥
単
純
に
面
白
い
読

物
。
ざ
っ
と
、
乙
ん
な
編
集
方
針
が
、
大
な
り
小
な
り
「
週
刊
誌
的
編
集
」
の

柱
と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
方
針
に
沿
っ
た
記
事
を
書
く
上
で
、
ス
ク
ー
プ
性
は

雑
誌
の
力
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
。
ス
ク
ー
プ
記
事
の
多
い
雑
誌
ほ
ど

部
数
増
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
は
妥
協
は
許
さ
れ
な
い
。
妥
協
の

臭
い
の
す
る
記
事
は
、
読
者
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
な
る
。
そ
乙
で
、

取
材
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
と
て
も
イ
ヤ
な
乙
と
で
も
、
取
材
す
る
側
は
、
妥

協
し
な
い
取
材
姿
勢
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
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乙
乙
で
、
編
集
者
は
取
材
対
象
と
の
か
け
引
き
ゃ
、
妨
害
排
除
ゃ
、
ト
ラ
ブ

ル
処
理
が
培
え
る
わ
け
だ
。

-
第
二
に
、
週
刊
誌
の
も
つ
社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
個
人

の
名
誉
や
団
体
の
名
誉
は
、
醜
聞
の
形
で
書
か
れ
れ
ば
、
著
し
く
傷
つ
け
ら
れ

る
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
も
同
じ
と
と
は
い
え
る
の
だ
が
、
週
刊
誌
の
場
合
、
そ

の
傷
の
深
さ
と
大
き
さ
を
助
長
す
る
の
が
普
通
だ
。
た
と
え
ば
、
新
聞
広
告

の
影
響
が
そ
れ
だ
。
各
週
刊
誌
、
全
国
誌
に
「
目
次
的
タ
イ
ト
ル
」
を
広
告
と

し
て
掲
載
す
る
。
各
新
聞
の
部
数
を
合
計
し
た
数
だ
け
、
読
者
の
自
に
内
容
が

知
ら
さ
れ
る
。
乙
の
影
響
力
の
大
き
さ
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
。

そ
乙
で
、
書
か
れ
る
側
と
し
て
は
、
何
と
し
て
も
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
記

事
に
さ
れ
る
乙
と
を
避
け
た
が
る
。
記
事
の
「
つ
ぶ
し
」
に
奔
走
す
る
の
は
そ

の
た
め
だ
。

私
が
経
験
し
た
ほ
と
ん
ど
の
ケ
1
ス
の
場
合
、
自
ら
の
信
頼
性
や
名
誉
が
損

わ
れ
る
乙
と
を
懸
命
に
止
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
乙
れ
は
週
刊
誌
の
社

会
的
影
響
力
を
考
え
る
と
、
社
会
的
評
価
の
下
落
は
測
り
知
れ
な
い
か
ら
と
恩

わ
れ
る
。

さ
て
、
最
後
に
、
乙
う
ま
で
し
て
週
刊
誌
の
編
集
を
続
け
る
編
集
者
の
立
場

に
つ
い
て
触
れ
て
お
乙
う
。

編
集
者
と
い
え
ど
も
、
個
人
に
な
る
と
何
の
力
も
な
い
。
企
業
(
出
版
社
や

新
聞
社
)
の
力
、
つ
ま
り
、
社
会
的
信
頼
性
を
、
自
分
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
し

て
初
め
て
力
を
発
揮
で
き
る
の
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
雑
誌
の
ブ
ラ
ン
ド
・
イ

メ
ー
ジ
、
影
響
力
の
評
価
が
、
編
集
者
の
力
と
同
一
視
さ
れ
る
場
合
、
自
分
で

も
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
力
を
発
揮
す
る
。

と
き
と
し
て
、
乙
れ
を
自
分
の
力
と
同
じ
だ
と
錯
覚
す
る
編
集
者
が
い
た
り

し
て
、
人
生
を
狂
わ
す
ケ
l
ス
を
い
く
つ
・
も
知
っ
て
い
る
が
、
編
集
者
と
い
う

一
個
人
は
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
は
何
の
力
も
も
ち
得
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
、
取
材
先
か
ら
編
集
者
が
恐
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
組
織
や

看
板
の
ほ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
週
刊
誌
を
離
れ
た
編
集
者
は
、
無
力
な
の
だ
。

乙
の
乙
と
を
わ
き
ま
え
て
外
部
に
対
処
し
な
い
と
、
と
ん
で
も
な
い
思
い
上
が

り
に
陥
っ
て
し
ま
う
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
編
集
者
と
い
う
の
は
、
企
業
の
中
の
将
棋
の
コ
マ
に
等
し
い
。
従

っ
て
、
会
社
の
命
令
に
よ
っ
て
、
た
ま
た
ま
週
刊
誌
の
編
集
に
携
っ
て
い
る
の

で
あ
・
っ
て
、
望
ん
で
も
、
乙
の
世
界
の
経
験
を
つ
め
な
い
乙
と
は
通
例
な
の
で

あ
る
。乙

の
意
味
で
、
私
は
、
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
乙
と
は
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
と

思
っ
て
い
る
。

週
刊
誌
の
編
集
者
と
い
う
の
は
、
し
か
し
、
魅
力
的
な
仕
事
だ
。
と
き
と
し

て
三
度
の
メ
シ
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
熱
中
し
て
し
ま
う
面
白
さ
が
あ
る
。
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《
留
学
体
験
記
》パ

リ
政
治
学
院
留
学
雑
感

フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
者
な
ら
誰
で
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ

て
フ
ラ
ン
ス
留
学
は
学
生
時
代
か
ら
の
積
年
の
夢
で
あ
っ
た
。
国
家
公
務
員
に

な
っ
て
数
年
目
、
そ
ん
な
夢
を
諦
め
か
け
て
い
た
頃
、
思
わ
ぬ
チ
ャ
ン
ス
が
め

ぐ
っ
て
来
た
向
そ
れ
は
人
事
院
が
実
施
し
て
い
る
行
政
官
長
期
在
外
研
究
員
制

度
に
よ
る
留
学
で
あ
る
。
夢
は
実
現
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
夢
で
は
な
く
な
り
、

ま
た
、
夢
と
現
実
と
の
差
を
体
験
し
、
期
待
を
裏
切
ら
れ
る
と
と
も
少
な
く
な

い
。
そ
し
て
、
乙
の
留
学
が
私
に
一
体
何
を
与
え
て
く
れ
た
か
も
具
体
的
に
は

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
青
春
時
代
の
夢
が
私
の
人
生
に

と
っ
て
意
味
を
失
っ
た
乙
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
在
私
は
防
衛
局
防
衛
課
と
い
う
と
乙
ろ
に
所
属
し
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど

渡

部

厚

(
防
衛
庁
防
衛
局
防
衛
課
)
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五
九
年
度
予
算
概
算
要
求
を
大
蔵
省
に
提
出
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
庁
内
調
整

を
済
ま
せ
年
末
の
予
算
編
成
に
向
け
て
大
蔵
省
と
の
折
衝
が
始
ま
っ
た
・
と
と
ろ

で
あ
る
。
昨
年
の
六
月
末
、
二
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
終
了
し
帰
国
し
て
か

ら
一
年
二
ヶ
月
余
り
、
あ
わ
た
だ
し
い
日
々
の
連
続
の
中
で
ま
さ
に
ア
ッ
と
い

う
聞
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
痛
感
さ
れ
る
反
面
、
パ
リ
の
生
活
は
遥
か
遠
い
昔

と
恩
わ
れ
る
矛
盾
し
た
状
況
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
振
り
返

っ
て
懐
し
む
乙
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
記
憶
は
着
実
に
薄
れ
つ
つ
あ
る

状
態
に
あ
る
私
に
と
っ
て
、
硬
い
留
学
記
を
し
た
た
め
る
の
は
難
し
い
の
で
、

乙
ζ

で
は
パ
リ
政
治
学
院
の
乙
と
な
ど
思
い
つ
く
ま
ま
に
緩
っ
て
み
た
い
。

*
*
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パ
リ
政
治
学
院
は
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
寺
院
か
ら
程
近
い
サ
ン

・
ギ
ョ

l
ム
通
り
に
面
す
る
目
立
た
な
い
建
物
の
中
に
あ
る
。
す
ぐ
近
く
に
サ

弘
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
大
通
り
が
走
り
、
し
ば
ら
く
行
く
と
セ
l
ヌ
河
そ
し
て
ル
ー

ブ
ル
宮
へ
と
続
く
。
そ
ん
な
パ
リ
の
真
中
に
あ
り
な
が
ら
、
一
歩
大
き
な
通
り

を
離
れ
れ
ば
地
味
な
建
物
が
多
く
、
学
院
を
探
し
出
す
の
に
苦
労
す
る
程
で
あ

る
。
パ
リ
に
到
着
し
て
投
宿
し
た
ホ
テ
ル
か
ら
学
院
ま
で
は
、
途
中
ア
ン
ヴ
7

リ
ッ
ド
広
場
を
横
切
っ
て
、
グ
ル
ネ
ル
通
り
で
結
ぼ
れ
て
い
た
が
、
乙
れ
も
何

か
の
偶
然
か
も
し
れ
な
い
。
学
院
の
正
面
に
は
そ
の
性
格
を
物
語
る
よ
う
に
パ

リ
政
治
学
院
、
国
立
政
治
学
財
団
、
パ
リ
大
学
の
三
種
の
表
札
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
。

学
院
は
一
八
七
二
年
指
導
者
層
育
成
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
私
立
の
学

校
を
前
身
と
す
る
。
正
式
名
称
が
変
わ
っ
た
今
で
も
、
当
時
か
ら
の
呼
称
「
シ

ア
ン
ス
・
ポ
」
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
出
身
者
に
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
、
シ

ラ
ク
を
は
じ
め
と
し
て
、
政
界
、
官
界
で
活
躍
し
て
い
る
者
が
多
い
。
戦
後
、

国
立
行
政
学
院

(
E
N
A
)
の
設
立
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
役
割
の
一
部
を
譲

り
渡
し
た
感
も
あ
る
が
、

E
N
A
へ
の
入
学
者
の
大
半
が
パ
リ
政
治
学
院
出
身

で
あ
る
と
い
う
事
実
は
そ
ん
な
伝
統
を
示
し
て
い
る
。
制
度
的
な
変
遷
を
経
て
、

現
在
は
国
立
政
治
学
財
団
と
深
い
関
係
を
保
ち
つ
つ
パ
リ
大
学
と
は
別
の
独
立

し
た
教
育
機
関
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
は
一
般
大
学
と
高
等
専
門
学
校
(
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ゼ
コ

l
ル
)

が
あ
る
が
、
パ
リ
政
治
学
院
は
入
学
試
験
が
あ
り
、
修
業
期
聞
が
三
年
と
い
う

点
ぞ
は
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
に
属
す
る
。
入
試
は
か
な
り
難
し
い
ら
し
く
、
政
治

学
院
受
験
の
た
め
の
予
備
校
、
通
信
教
育
の
広
告
が
新
聞
な
ど
に
よ
く
出
る
。

パ
カ
ロ
レ
ア
取
得
者
は
第
一
学
年
に
入
学
し
、
学
士
号
以
上
の
資
格
を
有
す
る

者
は
第
二
学
年
に
編
入
す
る
と
と
と
な
る
が
、
入
学
後
も
進
級
、
卒
業
す
る
に

は
一
定
の
基
準
に
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
二
ぐ
ら
い
で
あ
る

と
聞
い
た
。
そ
の
た
め
か
学
生
は
勉
強
に
追
わ
れ
が
ち
で
あ
り
、
学
生
聞
の
交

流
に
乏
し
い
う
ら
み
が
あ
る
。
編
入
制
度
が
あ
る
せ
い
か
‘
学
生
は
リ
セ
か
ら

ス
ト
レ
ー
ト
に
来
る
者
、
大
学
あ
る
い
は
高
等
専
門
学
校
卒
業
後
来
る
者
、
会

社
等
か
ら
研
修
と
し
て
来
る
者
と
色
々
だ
あ
る
。

学
生
が
多
様
で
あ
る
と
同
様
に
教
授
陣
も
パ
リ
政
治
学
院
専
任
の
教
授
、
他

の
大
学
等
と
兼
任
の
教
授
、
国
家
公
務
員
、
実
業
家
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で

い
る
。
学
院
は
実
社
会
で
役
立
つ
よ
う
な
教
育
を
目
標
と
し
て
お
り
、
そ
の
と

と
が
教
授
陣
の
構
成

K
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
の
ゼ
ミ
の
教
授
に
は
、

外
交
官
、

E
C職
員
、

O
E
C
D職
員
、
経
済
官
僚
な
ど
い
わ
ゆ
る
学
者
以
外

の
方
が
多
か
っ
た
。
学
者
と
し
て
有
名
な
と
と
ろ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
学
界

の
大
御
所
モ
l
リ
ス
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
が
政
治
学
を
講
じ
て
い
る
。
昔
は
レ
ィ

モ
ン
・
ア
ロ
ン
も
教
え
て
い
た
。
そ
う
言
え
ば
、
国
際
関
係
史
を
担
当
し
て
い

た

1
1
E
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
教
授
は
、
か
つ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
客
員
教
授
を
し

て
い
た
頃
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
な
ど
ま
だ
少
壮
の
学
者
で
あ
っ
た
と
自
慢
気
に
話

し
て
い
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
と
は
従
来
か
ら
結
び
つ
き
が
強
く
、
同
大
学
の

欧
州
問
題
研
究
所
長
ス
タ
ン
レ
l

・
ホ
フ
マ
ン
は
学
院
卒
で
、
米
国
の
外
交
政

策
に
関
す
る
特
別
講
座
を
持
っ
て
い
る
。
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-
さ
て
、
パ
リ
政
治
学
院
を
素
描
す
れ
ば
と
の
よ
う
に
な
る
が
、
次
に
そ
乙
で

の
私
の
体
験
に
移
ろ
う
。

一
一
般
大
学
の
場
合
は
事
前
の
入
学
申
請
が
あ
っ
て
、
乙
れ
で
受
け
入
れ
通
知



を
得
て
い
れ
ば
何
の
問
題
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
に
発
つ
乙
と
が
で
き
た
の
だ
が
、

私
は
パ
リ
第
一
大
学
へ
申
請
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
事
が
来
ず
、
ま
た

政
治
学
院
の
方
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
と
と
も
あ
っ
て
、
留
学
先
の
決
ま
ら
ぬ

芸
広
一
離
日
し
て
し
ま
っ
た
。
政
治
学
院
で
勉
強
す
る
に
は
、
正
規
の
課
程
、
外

国
人
用
の
課
程
、
聴
講
生
と
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
が
、
最
悪
の
楊
合
は
聴

講
生
と
し
て
登
録
す
る
乙
と
も
考
え
、
ま
ず
は
国
際
関
係
学
部
へ
の
編
入
試
験

を
目
指
す
と
と
と
し
た
。
乙
の
た
め
、
南
仏
モ
ン
ベ
リ
エ
で
過
ご
し
た
夏
期
講

習
の
間
は
も
っ
ぱ
ら
受
験
科
目
(
歴
史
・
政
治
)
の
勉
強
に
当
て
ら
れ
、
思
わ

ぬ
と
と
ろ
で
受
験
勉
強
を
す
る
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
末
か
ら
十
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
試
験
の
結
果
予
想
外
に
も
パ
ス
し
、

や
っ
と
身
元
が
定
ま
っ
た
次
第
で
あ
る
。
発
表
後
す
ぐ
に
説
明
会
、
登
録
手
続
、

そ
し
て
授
業
開
始
と
い
よ
い
よ
政
治
学
院
の
学
生
と
し
て
の
生
活
が
始
ま
っ
た

訳
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
嶋
先
生
か
ら
パ
リ
政
治
学
院
の
客
員
教
授
と
し
て
パ

リ
に
来
ら
れ
る
と
の
連
絡
を
い
た
だ
い
た
の
は
そ
ん
な
ま
だ
慣
れ
な
い
頃
で
あ

っ
た
。
私
は
連
絡
先
を
調
べ
よ
う
と
ま
ず
現
代
中
国
の
講
義
を
し
て
い
た
ピ
ア

ン
コ
教
授
に
先
生
の
来
訪
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
尋
ね
た
と
乙
ろ
、
そ
の
時

点
で
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
乙
で
学
院
事
務
局
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
、
よ

う
や
く
メ
モ
を
渡
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
乙
と
が
で
き
た
。
と
と
ろ
が
、
そ
の

直
後
学
院
の
前
で
先
生
に
バ
ッ
タ
リ
お
会
い
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
ん

な
形
で
先
生
と
同
じ
時
期
に
政
治
学
院
で
過
ご
す
と
と
に
な
ろ
う
と
は
想
像
を

絶
す
る
乙
と
で
、
そ
ん
な
偶
然
に
驚
く
と
と
も
に
、
先
生
の
国
際
的
な
御
活
躍

を
誇
り
に
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

中
嶋
先
生
と
は
そ
の
後
何
度
も
お
会
い
し
て
、
パ
リ
に
住
ん
で
い
る
私
の
方

が
パ
リ
を
よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
か
ら
逆
に
色
々
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

例
え
ば
、
年
末
に
日
本
か
ら
や
っ
て
来
た
妻
と
一
緒
に
先
生
御
夫
妻
に
連
れ
て

行
っ
て
い
た
だ
い
た
レ
ス
ト
ラ
ン
は
想
い
出
の
場
所
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の

後
パ
リ
を
訪
れ
た
友
人
や
知
人
を
案
内
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
生
に
紹

介
し
て
い
た
だ
い
た
カ
ダ
l
ル
御
夫
妻
は
見
知
ら
ぬ
街
に
暮
ら
す
私
ど
も
に
と

っ
て
心
の
支
え
と
も
な
っ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
ピ
ア
ン
コ
教
授
に
つ
い
て

は
、
学
年
末
の
口
頭
試
験
の
時
「
戦
後
の
日
中
関
係
」
と
い
う
テ
!
?
を
与
え

ら
れ
た
。
そ
の
際
、
私
の
方
か
ら
現
代
中
固
に
つ
い
て
教
授
と
中
嶋
先
生
と
の

聞
に
考
え
方
の
差
が
あ
る
か
と
質
問
し
た
乙
と
を
覚
え
て
い
る
。

と
乙
ろ
で
、
政
治
学
院
の
学
習
体
系
に
つ
い
て
少
々
記
し
て
お
乙
う
。
履
修

科
自
に
は
必
修
と
選
択
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
数
、
科
目
数
が
定
め
ら
れ
、

各
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
取
り
、
合
計
単
位
数
が
規
定
に
達
す
れ
ば
卒
業
と
，

い
う
乙
と
に
な
る
。
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
授
業
方
法
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
暴

本
的
単
位
と
な
る
の
は
「
教
育
グ
ル
ー
プ

(
G
E
)
」
と
い
う
も
の
で
、
小
グ

ル
ー
プ
の
ゼ
ミ
形
式
の
授
業
と
い
く
つ
か
の
講
義
か
ら
な
っ
て
い
る
。
国
際
関

係
学
部
の
場
合
、
国
際
関
係
論
、
経
済

(
I、
E
H
国
際
法
、
専
攻
分
野
(
欧

州
問
題
、
第
三
世
界
、
国
際
経
済
か
ら
選
択
)
が
あ
っ
て
、
そ
の
他
必
修
科
目

と
し
て
は
地
理
学
、
統
計
学
、
外
国
語
、
体
育
、
選
択
科
自
に
は
自
由
ゼ
ミ
と

一
般
講
義
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
の
配
分
で
は
必
修
科
目
が
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
れ
だ
け
自
分
の
興
味
に
合
っ
た
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
す
る
乙
と
は

無
理
で
あ
る
が
、
国
際
関
係
論
と
い
う
学
際
的
な
分
野
に
つ
い
て
の
基
礎
的
素

養
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
広
範
囲
な
学
習
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
評

価
で
き
る
と
思
う
。

-1ω-

政
治
学
院
で
は
、
学
年
末
の
定
期
試
験
の
他
花
、
ゼ
ミ
の
発
表
、
模
擬
試
験



な
ど
に
よ
っ
て
成
績
を
判
定
す
る
乙
と
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
学
生
を
遊
ば
せ

な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
。
定
期
試
験
も
二
回
あ
っ
て
、
学
年

末
の
春
の
試
験
が
不
十
分
だ
っ
た
者
は
夏
休
み
明
け
の
秋
の
試
験
を
受
け
ら
れ

る
が
、
下
手
を
す
る
と
夏
休
み
を
棒
に
振
る
乙
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
実
は
私

も
ひ
と
つ
取
り
残
し
が
あ
っ
て
苦
労
を
さ
せ
ら
れ
た
。

G
E
の
ゼ
ミ
と
自
由
ゼ

ミ
を
同
時
に
い
く
つ
か
と
っ
て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
毎
週
の
よ
う
に
発
表
か
模

擬
試
験
が
あ
る
乙
と
と
な
り
、
そ
の
準
備
だ
け
で
も
大
変
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

私
は
自
分
の
専
門
に
近
い
も
の
と
し
て
、
自
由
ゼ
ミ
で
は
「
経
済
と
防
衛
」
「
フ

ラ
ン
ス
の
防
衛
政
策
」
を
と
り
、
講
義
で
は
戦
略
論
、
軍
隊
論
に
関
す
る
も
の

を
聡
く
乙
と
が
で
き
た
。
日
本
の
大
学
で
ち
ょ
っ
と
経
験
で
き
な
い
も
の
に
口

頭
試
験
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
試
験
官
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

原
則
と
し
て
与
え
ら
れ
た
テ
1
7
に
つ
い
て
の
短
い
発
表
と
そ
れ
に
続
く
質
疑

応
答
か
ら
な
る
。
ま
た
、
筆
記
試
験
に
つ
い
て
も
時
間
が
四
時
間
と
長
く
、
最

初
は
随
分
長
く
感
じ
ら
れ
た
の
に
、
段
々
慣
れ
て
来
て
、
時
間
内
に
答
案
を
書

き
き
れ
な
い
と
と
も
多
か
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
乙
れ
ら
の
発
表
、
答
案
の

構
成
の
仕
方
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
指
導
が
行
わ
れ
る
と
と
で
あ
る
。

そ
ん
な
訳
で
、
授
業
の
あ
る
聞
は
学
院
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
乙
な
し
て
行
く

の
が
精
一
杯
で
、
余
裕
ら
し
き
も
の
は
無
い
に
等
し
く
、
入
学
試
験
に
始
ま
り

卒
業
の
た
め
の
愚
終
試
験
ま
で
、
試
験
ず
く
め
の
パ
リ
の
日
々
で
あ
っ
た
。
時

に
は
ど
う
し
て
自
分
は
乙
ん
な
乙
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
疑
問
に

思
っ
た
り
、
日
本
で
仕
事
を
し
て
い
る
方
が
ま
だ
楽
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
考

え
た
乙
と
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り
今
と
な
っ
て
は
当
時
の
苦
労
な
ど
忘
れ
て
懐

し
い
乙
と
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
の
私
の
仕
事
に
と
っ
て
私
が
フ
ラ
ン
ス
に
留

学
し
た
乙
と
、
そ
乙
で
学
ん
だ
ζ

と
は
全
く
関
係
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も

割
り
切
れ
て
か
え
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
フ
ラ
ン
ス
、
私
の
パ
リ

政
治
学
院
は
、
と
れ
か
ら
も
姿
を
変
え
ず
私
の
記
憶
の
中
で
生
き
残
っ
て
行
く

の
だ
ろ
う
か
。

(
わ
た
な
べ
・
あ
っ
し

フ
ラ
ン
ス
語
科
五
十
年
度
卒
)
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『
歴
史
と
未
来
』

編
集
雑
記

伊

豆

見

フ巳

(
平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
研
究
員
)

わ
た
く
し
が
『
歴
史
と
未
来
』
の
編
集
に
最
初
に
タ
ッ
チ
し
た
の
が
第
二
号

発
刊
の
と
き
だ
か
ら
、
は
や
い
も
の
で
十
年
余
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
思

い
出
ぱ
な
し
を
書
く
よ
う
に
と
の
編
集
子
の
依
頼
を
受
け
た
が
、
な
に
ぶ
ん
に

も
生
来
の
不
精
か
ら
志
と
ま
っ
た
編
集
日
記
を
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

い
く
つ
か
残
っ
て
い
た
メ
モ
類
も
と
う
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
記

憶
も
定
か
で
は
な
い
が
、
第
三
号
だ
け
は
わ
た
く
し
自
身
が
編
集
長
を
つ
と
め
、

ま
た
乙
の
と
き
か
ら
紙
面
の
刷
新
を
は
か
っ
た
乙
と
も
あ
り
土
木
だ
あ
り
あ
り
と

思
い
出
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。
乙
乙
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
、

さ
し
あ
た
り
の
責
め
を
ふ
せ
が
せ
て
い
た
だ
く
乙
と
に
し
た
。

編
集
作
業
の
楽
し
さ

『
歴
史
と
未
来
』
第
三
号
を
い
ま
あ
ら
た
め
て
手
に
し
て
真
先
に
思
い
だ
す

乙
と
は
、
一
編
集
作
業
の
楽
し
さ
を
知
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本

誌
は
ゼ
ミ
の
機
関
誌
と
い
う
い
わ
ば
，
素
人
雑
誌
'
だ
し
、
編
集
と
い
っ
て
も

所
詮
は
ア
マ
チ
ュ
ア
仕
事
に
過
ぎ
な
い
乙
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
素
人

な
り
に
き
ち
ん
と
し
た
印
刷
出
版
物
を
作
ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
い
さ
さ
か
オ

ー
パ
ー
に
い
え
ば
た
い
へ
ん
な
知
的
興
奮
を
よ
び
お
乙
す
も
の
で
も
あ
る
。
実

際
、
夏
の
暑
い
最
中
に
研
究
室
に
通
い
つ
め
て
編
集
作
業
を
お
乙
な
っ
た
と
き
、

編
集
委
員
を
つ
と
め
て
い
た
当
時
の
四
年
生
諸
君
は
、
卒
論
の
執
筆
も
忘
れ
て

編
集
に
没
頭
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
自
身
も
乙
の
と
き
初
め
て
編
集

の
楽
し
さ
を
知
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ま
で
も
校
正
や
赤
入
れ
な
ど
を
し
た

と
と
は
あ
っ
た
が
、
け
っ
し
て
楽
し
い
と
い
え
る
よ
う
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
そ
の
単
純
さ
に
す
ぐ
飽
き
飽
き
し
て
し
ま
い
途
中
で
投
げ
出
し
て
し

ま
う
乙
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
『
歴
史
と
未
来
』
の
編
集
は
全
体

の
企
画
か
ら
原
稿
の
整
理
、
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
自
分
た
ち
で
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
た
い
へ
ん
な
作
業
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
他
方
、
き
わ
め

て
創
造
的
な
仕
事
で
も
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
楽
し
さ
を
十
分
に
あ
じ

わ
っ
た
の
で
あ
る
。

m
 

新
し
い
企
函
を
盛
り
込
む

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
第
三
号
の
企
画
に
あ
た
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
し
い

乙
乙
ろ
み
を
実
行
に
移
す
と
と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
卒
業
論
文
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
『
歴
史
と
未
来
』
を
、
総
合
雑
誌
的

な
ス
タ
イ
ル
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
乙
う
い
う
と
い
さ
さ
か
大
袈
裟

に
聞
乙
え
る
が
、
す
く
な
く
と
も
当
時
の
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
う
し
た
気
負
い
が

あ
っ
た
。
最
初
の
編
集
会
議
で
、
と
て
も
実
現
不
可
能
な
と
っ
ぴ
な
ア
イ
デ
ア

も
含
め
て
数
多
く
の
企
画
が
出
さ
れ
た
乙
と
を
お
も
い
だ
す
。
結
局
、
最
終
的

に
採
択
さ
れ
た
の
は
「
と
り
あ
え
ず
今
回
は
実
現
で
き
る
も
の
」
と
い
う
観
点

か
ら
、

O
B
の
寄
稿
と
エ
ッ
セ
イ
数
編
を
掲
載
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
乙
の
ほ



か
、
中
嶋
先
生
の
発
案
で
特
別
寄
稿
と
夏
期
課
題
図
書
レ
ポ
ー
ト
も
新
た
に
収

録
す
る
と
と
と
な
っ
た
。

特
別
寄
稿
は
東
京
工
業
大
学
教
授
の
岩
田
慶
治
先
生
に
お
願
い
し
、
「
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
の
国
民
形
成
を
め
ぐ
っ
て
|
|
ギ
プ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
彼
方

の
世
界
|
|
」
と
い
う
玉
稿
を
頂
戴
し
た
。

O
B
論
文
は
勝
又
・
箱
田
両
氏
に

書
い
て
い
た
だ
き
、
編
集
委
員
の
伴
・
大
楽
両
君
は
自
ら
筆
を
と
っ
て
旅
行
記

を
執
筆
し
た
。
ま
た
、
夏
期
課
題
図
書
レ
ポ
ー
ト
の
優
秀
作
品
に
は
池
田
さ
ん

の
レ
ポ
ー
ト
が
選
ば
れ
た
。
乙
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
第
三
号
は
、
幸
い
に
し

て
従
来
の
ゼ
ミ
誌
の
枠
を
破
っ
た
も
の
と
し
て
好
評
を
頂
い
た
の
で
あ
る
。
(
な

お
、
第
三
号
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
号
収
録
の
『
歴
史
と
未
来
』
総
目
次
を
参

照
さ
れ
た
い
。
)

編
集
技
術
の
妙
味
?

と
乙
ろ
で
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
三
号
を
お
も
ち
の
方
は
ベ

l
ジ
を
パ
ラ
ッ

と
捲
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
余
白
が
ま
っ
た
く
な
い
乙
と
に
気
づ
か
れ

る
乙
と
と
思
う
。
乙
れ
は
じ
つ
は
，
素
人
雑
誌
'
と
し
て
は
た
い
へ
ん
な
努
力

を
要
す
る
乙
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
行
数
を
計
算
し
き
ち
っ
と

割
付
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
余
白
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
生
ず
る
の
で
あ
っ

て
、
し
か
も
そ
れ
は
普
通
，
素
人
雑
誌
a

に
は
不
可
避
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
乙
れ
を
是
非
と
も
克
服
し
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま

ず
三
十
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
を
作
成
し
、
そ
れ
に
行
数
指
定
を
ち
ゃ
ん
と
守
っ

て
書
い
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
L
た
。
そ
れ
で
も
余
白
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
表

や
図
を
い
れ
た
り
広
告
で
埋
め
た
り
し
、
無
理
を
聞
い
て
い
た
だ
け
る
筆
者
に

は
若
干
書
き
な
お
し
も
お
願
い
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
努
力
奮
闘
の
甲
斐

あ
っ
て
余
白
な
し
に
全
ベ

l
ジ
を
編
集
じ
お
わ
っ
た
あ
と
に
は
、
編
集
員
一
向

喝
采
を
叫
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

ワ
ー
プ
ロ
で
つ
〈
る
『
歴
史
と
未
来
』

と
り
と
め
の
な
い
文
章
を
綴
っ
て
き
た
が
、
い
よ
い
よ
話
の
タ
ネ
も
尽
き

τ

し
ま
っ
た
。

ζ

の
へ
ん
で
筆
を
お
き
た
い
と
乙
ろ
だ
が
、
乙
の
ま
ま
や
め
て
し

ま
う
と
十
数
行
余
白
が
生
じ
て
し
ま
う
。
余
白
を
な
く
す
た
め
に
苦
労
し
た
話

を
披
露
し
た
て
ま
え
そ
れ
も
申
し
訳
な
い
の
で
、
最
後
に
ひ
と
と
と
蛇
足
を
述

べ
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

と
の
ど
ろ
わ
た
く
し
は
、
「
い
ず
れ
『
歴
史
と
未
来
』
は
ワ
ー
プ
ロ
で
作
成

し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
る
乙
と
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
編
集
の
作
業

は
相
当
程
度
軽
減
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
執
筆
者
『
が
皆
ワ
ー
プ
ロ
で
書

い
て
く
れ
ば
、
割
付
も
簡
単
だ
し
印
刷
も
は
や
く
で
き
費
用
も
安
く
て
す
む
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
す
ぐ
に
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
ラ
が
、
い
ず
れ
そ

れ
が
実
現
の
方
向
に
む
か
え
ば
、
編
集
委
員
は
現
在
の
重
労
働
か
ら
解
放
さ
れ

る
と
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
と
も
『
歴
史
と
未
来
』
を
定
期
的
に
発
行
し
て

ゆ
く
た
め
に
は
、
編
集
作
業
の
軽
便
化
が
是
非
と
も
望
ま
れ
る
と
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
点
で
、
ワ
ー
プ
ロ
の
使
用
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
も
・
た
ら
す
と

と
に
な
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
一
度
じ
っ
く
り
と
ワ
ー
プ
ロ
導
入
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
だ
ろ
う
。

i

(

い
ず
み
・
は
じ
め
昭
和
四
十
八
|
五
十
三
年
度

大
学
教
務
補
佐
員
)

東
京
外
国
語



今
固
ま
で
の
持
続
を
祝
す第

一
号
編
集
長

長

谷

川

哲

也

中
嶋
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
『
歴
史
と
未
来
』
が
本
号
を
も
っ
て
一

O
号
を
迎
え
る

と
い
・
っ
。
一
九
六
八
年
の
創
刊
以
来
、
十
五
年
が
経
過
し
て
い
る
な
か
で
の
一

O
号
だ
か
ら
、
そ
の
閥
、
何
年
間
か
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
乙
の
種
の
雑
誌
が
、
毎
年
一
回
の
発
行
と
は
い
え
、
一

O
号
を
数
え

る
と
い
う
乙
と
は
、
他
に
例
を
み
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
乙
ろ
で
、
私
に
対
し
て
、
乙
の
「
い
さ
さ
か
荷
の
重
い
」
(
中
嶋
嶺
雄
)

タ
イ
ト
ル
を
背
負
っ
た
、
「
世
に
も
稀
な
」
(
勝
又
美
智
雄
)
雑
誌
『
歴
史
と
未

来
』
誕
生
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
語
っ
て
ほ
し
い
と
の
、
編
集
部
の
依
頼
が
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
六
号
で
、

第
一
号
の
編
集
委
員
を
務
め
た
勝
又
君
が
名
文
を
披
露
し
て
い
る
(
勝
又
美
智

雄
「
『
歴
史
と
未
来
』
の
歴
史
と
未
来

l
ひ
と
つ
の
中
嶋
嶺
雄
論
|
『
歴
史
と

未
来
』
第
六
号
参
照
)
。
何
か
二
番
せ
ん
じ
に
な
る
感
じ
だ
し
、
ま
た
f

勝
又

君
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
補
う
べ
き
も
の
を
私
は
ま
ず
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
。

た
だ
、
編
集
委
員
諸
君
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
一
言
伝
え
て
お
き
た
い
。
企
画
立

案
、
原
稿
依
頼
、
校
正
と
ま
ず
普
通
の
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
て
は
体
験
で
き

な
い
乙
と
を
体
験
で
き
た
乙
と
は
、
私
は
大
変
す
ば
ら
し
い
乙
と
だ
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
多
大
な
る
苦
労
は
予
想
さ
れ
る
。
乙
乙
数
年
の
慣
例
な
の
か
、
『
歴

史
と
未
来
』
の
発
行
時
期
は
、
夏
休
み
以
降
で
あ
る
。
夏
休
み
が
犠
牲
に
な
る

と
と
は
自
に
み
え
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
構
想
あ
る
い
は
文
字
が
活
字
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
乙
と
は
、
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
と
と
で
は
な
い
。
校
正
段
階

で
は
ま
だ
実
感
が
わ
か
な
い
も
の
だ
が
、
一
一
怖
の
本
と
し
て
結
実
し
た
と
き
の

感
覚
は
編
集
冥
利
に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
。
乙
の
感
覚
を
毎
年
味
わ
う
た
め
に

も
、
『
歴
史
と
未
来
』
の
一
層
の
発
展
を
期
す
べ
き
だ
と
私
は
恩
う
。
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と
も
か
く
血
と
汗
の
結
日
間

第
四
号
一
編
集
長

伴

武

澄

五
十
二
年
五
月
、
通
信
社
記
者
と
な
っ
て
滋
賀
県
の
大
津
支
局
に
赴
任
し
た
。

そ
の
時
研
究
室
か
ら
『
歴
史
と
未
来
』
第
四
号
を
約
二

O
冊
ほ
ど
編
集
者
特
権

と
し
て
頂
戴
し
た
。
以
来
、
取
材
で
世
話
に
な
っ
た
人
、
話
が
あ
っ
た
同
僚
記

者
ら
に
一
冊
ず
つ
差
し
上
げ
続
け
、
残
り
あ
と
数
冊
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
と

な
っ
て
は
誰
に
あ
げ
た
か
一
人
ひ
と
り
は
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
読
ん
で
く
れ

た
か
ど
う
か
も
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
名
古
屋
・
岐
阜
・
滋
賀
・
京
都
・
大
阪



-
香
川
県
の
ど
ζ
か
に
乙
の
二

O
冊
ほ
ど
の
『
歴
史
と
未
来
』
が
保
存
さ
れ
て

い
る
、
と
信
じ
る
乙
と
は
楽
し
い
。

そ
の
第
四
号
の
編
集
後
記
に
「
本
誌
は
編
集
委
員
の
血
と
汗
の
結
晶
」
な
ど

と
大
げ
さ
な
乙
と
を
書
い
た
。
今
目
、
卒
業
生
が
倍
増
し
て
い
る
だ
け
に
、
資

金
集
め
が
少
し
や
り
や
す
く
な
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
で
、
あ
と
の
事

情
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
当
時
、
研
究
室
の
教
務
補
佐
だ
っ
た

伊
豆
見
さ
ん
が
大
い
に
助
け
て
下
さ
っ
た
。
仕
事
場
と
し
て
自
由
ヶ
丘
の
:
・
豪

華
マ
ン
シ
ョ
ン
:
・
の
一
室
を
提
供
し
て
く
れ
た
乙
と
も
あ
り
が
た
か
っ
た
。
集

中
的
に
や
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
夏
休
み
一
杯
か
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
じ
て
い

る
。
仕
事
は
四
、
五
人
で
分
担
し
た
の
で
大
し
た
量
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、

卒
業
論
文
で
一
番
忙
し
い
時
期
と
重
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
何
分
に
も
忙
し
か
っ
た
。

留
学
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り
の
人
、
留
学
試
験
を
ひ
か
え
た
人
、
特
に
学
生
生
活

五
年
目
で
就
職
に
あ
せ
り
を
感
じ
て
い
た
人
の
立
場
が
一
番
悲
劇
的
だ
っ
た
。

た
だ
、
暑
い
夏
を
と
う
し
て
一
緒
に
過
ご
し
た
乙
と
で
、
ゼ
ミ
の
人
的
つ
な

が
り
が
強
く
な
っ
た
乙
と
は
確
か
。
今
と
な
っ
て
は
楽
し
い
乙
と
ば
か
り
思
い

出
さ
れ
る
。
余
録
と
し
て
伝
え
る
な
ら
ば
、
伊
豆
見
さ
ん
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
お

か
げ
で
そ
の
後
、
ゼ
ミ
の
学
生
の
格
好
の
た
ま
り
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

だ。

「
先
生
の
帰
国
前
に
」
を
合
言
葉
に

「
本
誌
歴
代
編
集
長
の
苦
労
談
を
」
と
い
わ
れ
て
一
番
困
る
の
は
、

自
分
が
編
集
長
の
と
き
に
そ
ん
な
大
き
な
苦
労
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
あ
ら

た
め
て
自
分
に
聞
い
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
で
す
。
乙
う
言
う
と
、

「
井
尻
さ
ん
は
研
究
室
で
あ
ま
り
苦
労
を
感
じ
な
か
っ
た
人
だ
か
'bi--・
」
と

誰
か
ほ
か
の
「
苦
労
し
た
」
歴
代
編
集
長
に
一
蹴
さ
れ
そ
う
だ
け
れ
ど
、
と
り

わ
け
現
在
の
よ
う
に
外
国
に
身
を
置
い
て
い
る
と
、
す
べ
て
が
懐
し
く
感
じ
ら

れ
る
ば
か
り
で
、
特
別
な
苦
労
話
な
ど
湧
い
て
き
ま
せ
ん
。

日
本
か
ら
自
分
で
持
っ
て
き
た
本
誌
の
パ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
や
近
年
送
ら
れ

て
き
た
号
誌
を
手
元
で
見
る
に
つ
け
て
も
、
研
究
室
に
い
た
当
時
と
現
在
と
で

は
受
け
る
印
象
が
全
く
違
っ
て
い
て
、
毎
年
「
編
集
長
や
編
集
部
諸
氏
は
い
ろ

い
ろ
大
変
だ
ろ
う
な
あ
」
と
思
い
つ
つ
、
や
は
り
一
つ
で
も
新
し
い
号
が
ふ
え

る
た
び
に
懐
し
く
も
嬉
し
く
も
あ
り
、
ま
た
次
の
も
の
を
期
待
し
て
し
ま
う
の

で
す
。私

が
第
五
号
を
編
集
し
て
い
た
頃
は
丁
度
中
嶋
先
生
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

A
N
U
に
客
員
教
授
と
し
て
一
年
間
滞
在
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
当
時
私
の
傍

に
は
「
編
集
の
魔
術
師
」
伊
豆
見
さ
ん
(
当
時
教
務
補
佐
員
、
現
平
和
安
保
研

第
五
号
編
集
長

井

尻

秀

憲「
は
て
、
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研
究
員
)
が
先
生
の
留
守
を
あ
ず
か
つ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
二
人
で
相
談
し
な

が
ら
、
「
先
生
の
帰
国
前
ま
で
に
は
」
を
合
一言
拾
に
比
較
的
の
ん
び
り
と
編
集

し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
今
の
私
が
記
憶
し
て
い
る
ζ
と
と
い
え
ば
、
中
嶋
先
生
の
帰
国

直
前

κ最
新
刊
を
キ
ャ
ン
ベ
ラ
ま
で
送
り
届
け
、
「
荷
造
り
の
王
手
休
め
て
読
ん

だ
け
ど
、
大
変
立
派
な
出
来
で
す
」
と
先
生
か
ら
感
激
の
返
事
を
い
た
だ
い
た

ζ

と
、
帰
国
後
、
な
に
か
の
折

κ研
究
室
で
、
「
井
尻
君
、
ポ
ク
が
い
な
い
の

に
よ
く
『
歴
史
と
未
来
』
で
き
た
ネ
」
と
例
の
あ
の
八
重
歯
で
言
わ
れ
た
乙
と

位
で
し
ょ
う
か
。

私
が
そ
の
時
思
っ
た
の
は
、

「
や
は
り
帰
国
さ
れ
る
前
ま
で
に
仕
上
げ
て
お

い
て
よ
か

っ
た
・
;
・
」
と
い
う
乙
と
で
、
そ
れ
だ
け
は
、
今
で
も
本
山
↓
正
そ
う

思
っ
て
い
ま
す
。
ホ
ン
ト
ニ
・
:
・

。

初
代
女
性
編
集
長
ざ
っ
く
ば
ら
ん

第
六
号
編
集
長

花

館

山

軍
子

初
代
女
性
編
集
長
な
ど
と
取
立
て
て
仰
脅
し
く
言
わ
れ
る
乙
と
に
恥
ず
か
し

さ
と
反
感
を
覚
え
つ
つ
も
、
ど
乙
か
で
女
性
だ
か
-b
a
---
と
品一一一口
わ
れ
る
の
が
い

や
で
、
若
干
意
地
に
な
っ
て
と
に
か
く
形
に
し
よ
う
と
頑
張

っ
た
の
が
昨
日
の

と
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
『
歴
史
と
未
来
』
は
今
年
で
す
で
に
一

O
号

に
な
る
の
だ
か
ら
、
六
号
の
編
集
な
ど
は
す
で
に
，
懐
し
い
思
い
出
'
と
な

っ

て
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
率
直
に
言
っ

て
大
変

だ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

大
変
だ
っ
た
乙
と
の
ひ
と
つ
は
、
編
集
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
指
導
し
て
下
さ

っ
て

い
た
教
務
補
佐
の
伊
豆
見
元
氏
が
、
平
和
・
安
保
研
の
方
へ
移
ら
れ
て
し
ま

っ

た
乙
と
に
も
あ
る
が
、
何
よ
り
当
時

『
歴
史
と
未
来
』
そ
れ
自
体
が
抱
え
て
い

た
問
題
に
よ
る
と
乙
ろ
が
多
い
。
そ
れ
は
、
出
版
費
用
の
値
上
り
と
い
う
財
政

上
の
問
題
と
、

『
歴
史
と
未
来
』
そ
の
も
の
の
性
格
の
変
化
か
ら
来
る
問
題
、

乙
の
切
り
離
す
乙
と
の
で
き
な
い

こ
つ
の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も

『
歴
史
と
未
来
』
は
、
卒
論
を
是
非
活
字
に
し
て
よ
り
多
く
の
人

に
読
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
情
熱
の
も
と
に
、
卒
論
執
筆
者
が
質
問
を
出
し
合
い
、

足
り
な
い
部
分
を
ゼ
ミ
の
会
費
で
補
う
と
い
う
形
で
始
め
ら
れ
た
の
だ
。
し
か

し、

六
号
に
到
る
頃
に
は
、
内
容
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
な

っ
た
か
わ
り
に
、
卒
論

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
の
ウ
ェ

ー
ト
が
低
下
し
て
い
た
。
ζ

う
な
っ
て
く
る
と
、
ま
ず

卒
論
執
筆
者
の
個
人
分
担
金
(
当
時
二
万
円
。
現
在
は
、
執
筆
者
全
員
五
千
円

と
な

っ
て
い
る
)
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
一
方
、

一
年
間
に

通
常
集
ま
る
ゼ
ミ
の
会
設
で
は
到
底
賄
い
得
な
い
ほ
ど
に
値
上
り
し
た
出
版
費

用
を
と
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
起
き
て
き
た
。
卒
論
執
筆
者
負
担
を
な
く
そ

う
と
い
う
意
見
、
毎
年
出
版
せ
ず
隔
年
に
し
よ
う
(
五
号
は
、
二
年
間
分
の
会

貨
を
も
と
に
出
版
さ
れ
て
い
る
ペ
ゼ
ミ
の
活
動
全
体
を
考
え
る
と
、

『歴
史

と
未
来
』
の
出
版
に
よ
っ
て
会
費
が
全
部
と
言
っ

て
い
い
ほ
と
使
わ
れ
て
し
ま
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う
の
は
問
題
で
は
な
い
か
な
ど
パ
微
々
な
意
見
が
曲
さ
れ
た
。

乙
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
と
に
か
く
第
六
号
を
出
版
し
、
発
行
部
数
も

二
百
部
増
や
す
乙
と
が
で
き
た
の
は
、
当
時
会
計
だ
っ
た
渋
谷
司
氏
の
努
力
に

負
う
と
と
ろ
が
多
く
、
編
集
委
員
は
じ
め
私
も
会
費
を
集
め
に
諸
先
輩
方
の
所

を
回
っ
て
歩
い
た
。
今
思
う
と
、
夏
休
み
と
い
う
学
生
に
と
っ
て
貴
重
な
時
閣

を
割
い
て
み
ん
な
良
く
協
力
し
て
く
れ
た
も
の
だ
と
感
謝
し
て
い
る
。
毎
年
、

春
の
合
宿
で
合
評
会
が
あ
る
が
、
「
乙
の
雑
誌
を
手
に
し
た
だ
け
で
、
本
当
に

心
の
と
も
っ
た
雑
誌
だ
と
い
う
乙
と
が
良
く
わ
か
る
」
と
言
っ
て
く
れ
た
O
B

の
言
葉
が
今
も
あ
り
が
た
く
心
に
残
っ
て
い
る
。

『
歴
史
と
未
来
』
も
今
年
で
よ
う
や
く
『

O
号
、
本
当
に
良
く
続
い
た
も
の

だ
と
つ
く
づ
く
思
う
が
、
困
難
を
克
服
し
つ
つ
と
れ
か
ら
も
号
を
重
ね
て
行
っ

て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ク
'
の
後
に
編
集
を
引
き
受
け
て

第
八
・
九
合
併
号
編
集
長

石

山

庸

子

心
強
い
顧
問
の
花
薄
さ
ん
に
手
と
り
足
と
り
教
え
て
い
た
だ
き
な
が

6
初
め

て
経
験
し
た
編
集
の
仕
事
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
く
、
す
で
に
敷
か
れ
た
レ
ー

ル
の
土
を
進
め
ば
よ
か
っ
た
私
に
と
っ
て
は
苦
労
よ
り
も
、
様
々
な
人
に
接
し

て
感
激
し
た
乙
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
恩
う
。
特
に
、
す
で
に
号
を
重
ね

て
い
る
雑
誌
の
実
績
の
大
き
さ
を
し
み
じ
み
と
か
み
し
め
た
の
は
広
告
の
依
頼

を
出
版
社
に
し
た
時
だ
っ
た
。
電
話
の
向
乙
う
で
「
あ
て
い
つ
も
の
雑
誌
ね
」

と
二
つ
返
事
で
了
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
。

幸
い
私
は
ス
タ
ッ
フ
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
イ
ラ
ス
ト
、
コ
ピ
l
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ
、
販
売
に
長
け
た
編
集
委
員
た
ち
、
ま
た
、
私
が
金
銭
的
に
き
わ
め
て
疎

い
と
乙
ろ
を
よ
く
カ
バ
ー
し
て
く
れ
た
会
計
。
ゼ
ミ
の
財
政
を
し
っ
か
り
握
り
、

文
字
通
り
東
奔
西
走
し
て
お
金
を
工
面
し
て
く
れ
た
会
計
の
西
山
君
な
し
に
は

第
八
・
九
合
併
号
は
陽
の
呂
を
見
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

九
月
に
回
し
た
合
宿
に
是
非
と
も
聞
に
合
わ
せ
る
た
め
、
忙
し
さ
は
加
速
度

を
増
し
、
つ
い
に
最
後
の
一
週
間
は
毎
日
印
刷
所
に
速
い
づ
め
だ
っ
た
。
そ
の

う
ち
一
日
は
、
編
集
委
員
一
同
乙
ぞ
っ
て
出
張
校
正
に
出
掛
け
、
い
つ
に
な
く

わ
い
わ
い
と
活
気
が
あ
っ
た
:
:
:
乙
れ
も
楽
し
い
夏
の
思
い
出
で
あ
る
。

『
歴
史
と
未
来
』
は
今
、
転
機
に
あ
る
。
在
学
生
の
乙
の
雑
誌
へ
の
思
い
入

れ
、
卒
論
と
自
己
と
の
関
り
が
、

O
B
の
方
々
の
と
き
と
確
か
に
変
わ
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
雑
誌
が
大
量
に
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

ゼ
ミ
自
体
が
大
所
帯
に
な
り
、
そ
の
性
格
が
変
化
し
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
状
況

の
変
化
に
鑑
み
て
、
雑
誌
の
内
容
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
乙
れ
か
ら
も
向
上
あ
る
の
み
で
あ
る
。
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八
研
究
ノ

l
卜
〉

麗

溝

橋

事

件

調

査

備

忘

録

一
、
総
論
|
文
献
解
題
|

.
日
中
戦
争
主
に
つ
い
て

H
秦
都
彦
『
日
中
戦
争
史
』

一
九
七
二
年
)

白
白
井
勝
美
『
日
中
戦
争
』
(
中
公
新
書
、
一
九
六
七
年
)

回
歴
史
学
研
究
会
編
「
太
平
洋
戦
争
史
」
『
日
中
戦
争
』

I
・
E
(青
木

書
底
、
一
九
七
二
年
)

回
今
井
武
夫
『
支
那
事
変
の
回
想
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
)

回
夏
文
運
『
黄
塵
万
丈
』
(
現
代
書
房
、
一
九
六
七
年
)

内
松
本
重
治
『
上
海
時
代
』
上
・
中
・
下
(
中
公
新
書
、
一
九
七
四
年
)

が
挙
げ
ら
れ
、

付
は
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
纏
め
た
実
証
的
研
究
、
同
は
入
門
書
、

回
も
あ
る
が
、
四
は
旧
軍
人
の
回
想
と
し
て
、
田
は
麓
溝
橋
事
件
に
就

い
て
の
中
国
人
の
証
言
と
し
て
出
色
、
同
は
一
九
三

0
年
代
日
中
関
係

史
を
現
場
で
体
験
し
た
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
回
想
で
あ
る
。

ま
た
、
麗
溝
橋
事
件
雲
に
つ
い
て
、
回
、
内
が
独
特
、
各
様
に
参
考
と

(
河
出
聾
房
新
社
、

一
九
六
一
年
、
増
補
版

新

満

(
東
京
医
科
歯
科
大
学
医
学
部
)

中

明

な
る
が
、
今
一
編
、
現
地
交
渉
を
担
当
し
た
、

肘
寺
平
忠
輔
『
誼
溝
橋
事
件
』
(
読
売
新
聞
社
、
一
九
七

O
年
)

が
加
わ
る
。
四
は
一
面
、
同
は
全
面
的
に
乙
れ
を
支
持
、

H
は
側
、
出

等
に
依
拠
、
総
括
。

中
園
、
恐
怖
説
|
出
、
中
園
、
湯
玉
祥
説
l
岡
、
中
園
、
中
共
説
|

回
、
見
方
で
付
。

注
工
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
、
誼
溝
橋
事
件
を
契
機
と
し
て
起
乙
っ
た
日

本
と
中
国
と
の
戦
争
、
と
例
え
ば
岩
波
書
庖
の
『
広
辞
苑
』
が
記
述
。
が
、

過
日
筆
者
が
東
京
外
語
の
中
嶋
研
究
室
の
学
生
を
任
意
に
打
診
し
た
と

乙
ろ
、
一
名
の
例
外
を
除
き
ほ
と
ん
ど
全
員
が
異
口
同
音
花
、
「
士
主
年

戦
争
」
を
指
摘
し
、
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
、
柳
条
溝
事
件
と
そ
「
日

中
戦
争
」
の
開
始
で
あ
る
と
し
、
虚
溝
橋
事
件
を
開
始
と
す
る
者
が
無

か
っ
た
。
乙
の
一
事
を
も
っ
て
も
ま
た
、
私
は
斯
様
な
冗
句
を
連
ね
ざ

る
を
得
な
い
不
始
末
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
間
繰
に
例
え
ば
先
程
の
岸
『
広
・

苑
が
、
満
州
事
変
の
項
で
、
日
本
が
中
国
大
陸
を
軍
事
的
に
侵
略
す
る

最
初
の
契
機
と
な
っ
た
事
件
、
第
二
次
大
戦
の
根
本
を
成
す
中
日
両
国

抗
争
の
事
実
上
の
起
点
と
な
る
、
と
記
述
す
る
の
と
大
同
小
異
の
発
想
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で
あ
ろ
う
。
乙
の
記
述
の
思
想
、
論
理
、
用
語
の
問
題
点
を
も
含
め
、

乙
ζ

で
は
敢
え
て
否
定
は
行
な
わ
な
い
乙
と
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
私
は
、
「
日
中
戦
争
」
が
満
州
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
に

至
る
日
本
帝
国
主
義
の
連
鎖
的
膨
張
過
程
に
お
砂
る
必
然
的
な
一
段
階

で
あ
る
と
い
う
、
先
程
の
知
き
一
般
的
評
価
に
止
ま
っ
て
満
足
す
る
乙

と
が
出
来
な
い
。
斯
様
な
評
価
が
し
ば
し
ば
前
提
と
す
る

①
中
国
侵
略
の
方
向
と
時
機
が
、
日
本
支
配
層
の
一
致
し
た
共
同
計
画
に

基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
そ
れ
が
選
択
の
余
地
を
持

た
な
い
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た

君

"

'

a

7

ル

②
中
国
革
命
の
指
導
と
方
針
が
、
ソ
連
H
第
三
国
際
共
産
主
義
運
動
、
中

国
共
産
党
に
依
る
機
会
主
義
に
委
ね
ら
れ
た
の
も
ま
た
、
選
択
の
余
地

を
持
た
な
い
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た

の
知
き
結
果
論
に
対
し
て
、
秦
郁
彦
の
知
く
、

①
近
代
日
本
史
を
貫
く
政
治
権
力
の
多
元
的
分
裂
と
い
う
特
異
な
現
象
が
、

国
務
と
統
帥
の
不
統
て
指
導
者
層
に
お
け
る
無
責
任
の
体
系
、
或
い

は
拡
大
派
と
不
拡
大
派
の
対
立
と
い
う
様
な
形
で
乙
の
時
期
に
集
中
的

に
表
現
し
て
い
る
事
実
を
強
調
す
る
ま
で
も
な
く
、
東
京
裁
判
に
お
け

る
検
察
側
の
共
同
謀
議
論
と
、
弁
護
側
の
非
計
画
論
を
綴
る
一
連
の
論

争
経
過
を
想
起
す
る

②
中
国
侵
略
の
方
向
が
巨
視
的
に
見
る
時
は
、
不
可
避
の
歴
史
の
必
然
性

を
否
定
し
な
い
。
や
や
、
微
視
的
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
が
歴
史
の
必

然
的
動
向
、
就
中
強
力
な
経
済
的
要
求
及
び
そ
れ
に
便
乗
し
た
機
会
主

義
と
目
的
合
理
的
な
世
界
戦
略
論
と
の
対
立
、
論
争
、
調
整
を
含
む
複

雑
な
政
治
過
程
の
集
積
で
あ
っ
た

乙
と
を
挙
げ
て
取
り
敢
え
ず
反
論
し
た
い
。

今
世
一
九
三
七
年
、
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
、
北
平
、
即
ち
北
京
西
郊
、
誼

溝
橋
畔
の
銃
声
は
、
一
兵
卒
の
行
方
不
明
、
現
場
指
揮
官
の
軽
率
と
も

7

9

7

 

相
侠
っ
て
、
日
中
戦
争
、
更
に
は
太
平
洋
戦
争
へ
と
続
く
亜
細
亜
の
悲

劇
の
直
接
的
な
引
金
と
な
っ
た
。
そ
の
真
相
は
謎
と
さ
れ
、
今
な
お
、

様
々
な
論
争
の
余
地
を
残
す
。

「
藍
溝
橋
事
件
」
は
単
な
る
偶
発
的
事
件
で
も
な
く
、
ま
た
、
単
な

る
陰
謀
に
依
る
事
件
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
無
定
形
な
大
衆
が
主
役
で

あ
っ
て
、
没
個
性
的
な
糞
察
、
二
十
九
軍
兵
士
に
依
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
乙
れ
を
恐
怖
、
怯
儒
説
で
説
明
し
た
り
、
抗
日
民
族
統

一
戦
線
、
宣
伝
工
作
の
影
響
、
旧
西
北
軍
の
存
在
、
等
の
故
を
も
っ
て
、

中
共
説
、
宮
崎
玉
祥
説
で
説
明
し
た
り
、
と
い
う
の
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

有
力
な
諸
説
は
、
肯
定
的
根
拠
に
乏
し
く
否
定
的
根
拠
に
富
む
も
、

右
を
否
定
せ
ず
。
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ニ
、
各

鎗

I
日
本
説

支
那
駐
屯
軍
参
謀
な
い
し
特
務
機
関
の
個
人
的
陰
謀
と
認
め
る
が
、
さ

ほ
ど
の
根
拠
が
存
在
せ
ず
、
現
地
の
事
件
関
係
者
主
は
大
抵
、
と
れ
を

認
め
ず
。

E
中
園
、
恐
怖
説

事
変
直
後
、
直
溝
橋
域
内
で
不
法
第
一
発
の
真
相
探
察
と
事
件
不
拡
大

交
渉
を
担
当
し
た
、
北
平
特
務
機
関
の
寺
平
忠
輸
に
よ
る
と
、



清
水
証
言
雲
等
を
総
合
、
弾
は
永
定
河
提
防
上
か
ら
飛
来
し
た
事
は

明
瞭
で
あ
り
、
中
間
地
区
か
ら
で
は
決
し
て
な
く
、
ま
た
、
そ
の
閃
光

か
ら
判
断
す
れ
ば
、
散
兵
の
間
隔
を
持
っ
た
数
名
か
ら
射
撃
、

と
な
し
、
日
本
説
に
対
し
て
は
、

①
中
国
兵
買
収
を
必
要
と
し
非
現
実
的
、

②
徹
底
不
拡
大
の
伝
統
の
天
津
軍
玄
、

③
旅
団
長
、
北
京
駐
屯
隊
出
張
不
在
、
軍
司
令
官
危
篤
の
悪
条
件
下
、
清

水
中
隊
即
時
撤
退
、

を
挙
げ
て
乙
れ
を
否
定
、
さ
ら
に
、

①
提
防
上
よ
り
飛
来
と
い
う
現
実
、

@
日
中
双
方
を
刺
戟
、
然
る
に
日
本
側
の
み
刺
戟
し
た
と
い
う
現
実
、

を
挙
げ
、
中
間
策
動
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。

ま
た
、

①
不
拡
大
工
作
に
お
け
る
努
力
奮
闘
、

②
不
法
射
撃
の
効
果
、
そ
の
利
用
措
置
講
ぜ
ず
、

と
し
て
、
中
園
、
実
察
、
二
十
九
軍
現
地
指
揮
官
の
計
画
担
行
動
を

否
定
す
る
。

中
園
、
中
共
説
に
対
し
て
は
、

①
逆
九
・
一
八
守
)
発
動
時
期
は
昭
和
十
二
年
秋
予
定
、

②
乾
坤
一
部
の
大
決
戦
に
し
て
は
迫
力
を
欠
く
射
撃
状
態
、
即
ち
、
嫌
が

ら
せ
程
度
に
過
ぎ
ず
、

と
し
て
、
そ
の
策
謀
を
否
定
す
る
。

結
局
、

①
中
園
、
現
地
交
渉
で
日
本
が
射
撃
と
は
せ
ず
、

②
中
国
、
対
日
本
夜
間
演
習
、
厳
重
警
戒
を
訓
示
、

③
七
月
七
日
中
日
衝
突
の
謡
言
、
華
北
で
流
布
、

@
他
意
無
く
、
二
、
三
発
の
初
回
射
撃
、

⑤
攻
撃
開
始
と
誤
解
の
集
合
痢
帆
、
十
数
発
誘
う
、

等
に
よ
り
、
二
十
九
軍
下
級
兵
士
が
、
恐
怖
の
余
り
、
覚
え
ず
引
鉄

花
指
が
掛
か
っ
た
、
と
い
う
。

E
中
園
、
濁
玉
祥
説

北
平
大
使
館
付
陸
軍
武
宮
と
し
て
、
中
国
側
と
の
接
衝
に
専
心
、
和
平

早
期
招
来
の
た
め
努
力
し
た
今
井
武
夫
に
よ
れ
ば
、

①
梅
津
何
鹿
欽
協
定
成
立
以
来
幸
運
の
座
、

②
六
月
末
、
遊
溝
橋
城
壁
に
弾
痕
、

を
指
摘
、
業
察
二
十
九
軍
、
少
な
く
も
上
級
指
揮
を
否
定
、
さ
ら
に
、

①
石
友
三
、
事
件
前
目
、
麓
溝
橋
で
衝
突
を
示
唆
、

S
7

・

②
六
月
末
、
東
京
で
、
七
月
七
日
夜
華
北
で
事
件
、
と
の
謡
言
流
布
、

を
挙
げ
、
偶
然
、
恐
怖
説
に
疑
問
を
残
し
、

-
中
共
が
局
部
的
事
件
を
直
ち
に
取
り
上
げ
、
数
時
間
後
七
月
八
日
付
で

通
嚢
&
を
発
信
、

を
挙
げ
、
中
共
陰
謀
説
の
而
能
性
を
、

-
巽
東
貿
易
よ
り
挙
が
る
巨
利
に
巣
喰
っ
た
支
那
浪
人
の
一
団
が
横
行
、

ま
た
不
穏
な
流
言
蛮
語
あ
り
、

を
挙
げ
、
支
那
浪
人
の
陰
謀
の
可
能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
示
唆
、
と
同
時

F

』、
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を
企
図
、
抗
日
を
煽
動
、
孫
殿
英
、
石
友
三
軍
を
誘
惑
、
旧
西
北
軍
北

上
を
期
待
、

②
石
友
三
軍
旅
長
、
鴻
執
鵬
、
即
ち
旧
西
北
軍
系
に
よ
る
日
華
両
軍
衝
突

の
企
図
を
証
言
、

③
渇
玉
祥
夫
人
李
徳
金
、
事
件
当
時
、
北
平
東
城
船
板
胡
悶
で
旧
西
北
軍

系
将
領
と
連
絡
、

を
挙
げ
、
国
民
党
左
派
な
い
し
旧
西
北
軍
の
動
向
を
重
視
す
る
。

W
中
園
、
中
共
説

秦
郁
彦
は
、
主
著
『
日
中
戦
争
史
』
に
お
い
て
、
以
上
を
総
括
し
、

H
日
本
側
と
な
す
説

同
中
国
側
と
な
す
説
、
そ
の
内
で
も

①
恐
怖
鋭
、
実
察
兵
士
に
よ
る

②
渇
玉
祥
説
、
孫
-
石
・
陳
等
を
指
揮

③
中
国
共
産
党
説

に
諸
説
を
分
類
、
さ
ら
に
、

事
件
関
係
者
の
聞
で
中
共
陰
謀
説
が
強
い
の
は
、
以
上
の
知
き
事
実
に

よ
る
よ
り
、
寧
ろ
、
当
時
の
日
中
関
係
に
お
い
て
中
共
の
占
め
た
利
害

関
係
と
そ
の
後
の
歴
史
の
推
移
と
の
対
比
に
よ
る
べ
き
と
し
つ
つ
も
、

中
共
が
局
部
的
小
事
件
を
当
時
鮮
烈
に
感
受
、
七
月
八
日
付
「
日
軍
麗

溝
橋
進
攻
に
関
す
る
通
電
」
は
、
国
民
党
政
府
が
十
九
日
に
至
っ
て
漸

く
蒋
介
石
の
「
最
後
の
関
頭
」
演
説
を
公
表
し
た
の
と
比
べ
興
味
深
い
。

事
態
の
真
相
が
殆
ど
判
明
し
-
な
か
っ
た
数
時
間
な
い
し
十
数
時
間
後
の

対
応
で
あ
り
、
中
共
陰
謀
説
に
対
す
る
有
力
な
根
拠
た
る
可
能
性
で
あ

る、

i主

と
結
ん
で
い
る
。

な
お
、
麓
溝
橋
事
件
を
発
端
と
す
る
、
華
北
に
お
け
る
翼
祭
政
権
と
日

本
現
地
軍
と
の
交
渉
の
成
り
行
き
に
立
会
っ
た
夏
文
運
は
、
事
件
の
原

因
と
し
て
次
の
六
項
目
を
挙
げ
る
。

①
巽
察
政
権
内
部
権
力
闘
争
、
張
目
忠
の
野
心
、
現
地
軍
、
対
翼
察
側
、

不
必
要
に
刺
戦
、

②
日
本
軍
方
弘
町
、
一
貫
性
欠
如
、

同
日
本
軍
、
対
中
国
側
情
報
不
備
、
即
ち
、
対
中
共
軍
、
対
蒋
介
石
南
京

政
府
、
対
翼
察
政
権
二
十
九
軍
、

四
日
本
軍
内
部
に
功
名
心
、
競
争
あ
り
、

回
日
本
軍
、
対
中
共
動
向
花
関
し
て
無
知
、

内
鴻
玉
祥
夫
人
の
策
動
、

と
し
中
国
側
の
動
き
で
拡
大
し
た
、
と
結
論
。
中
共
に
そ
の
責
あ
り
、

と
す
る
。

$
当
時
、
世
界
情
勢
を
分
析
、
展
望
し
て
、
対
ソ
戦
に
備
え
て
満
州
を

育
成
し
、
中
国
本
土
に
は
進
出
せ
ず
、
と
す
る
新
国
防
方
針
が
打
ち
出

さ
れ
、
国
防
軍
備
、
軍
需
工
業
力
の
飛
躍
的
増
強
を
目
指
す
中
央
陸
軍

に
対
し
て
、
乙
れ
に
従
属
服
命
の
支
那
駐
屯
軍
、
現
地
軍
幹
部
は
、
停

頓
せ
る
現
地
経
済
開
発
交
渉
の
打
聞
に
専
心
し
て
い
た
。
漸
次
昂
植
樹
す

る
抗
日
意
識
、
気
速
に
対
し
て
、
乙
れ
を
武
力
に
よ
っ
て
打
開
せ
ん
と

す
る
策
動
傾
向
は
、
一
触
即
発
の
空
気
を
液
ら
せ
た
。

満
州
事
変
を
演
出
し
た
、
参
謀
本
部
石
原
莞
爾
の
戦
略
思
想
を
基
礎

と
す
る
先
程
の
新
国
防
方
針
に
も
拘
ら
ず
、
充
分
の
準
備
も
無
く
、
無

適
告
戦
争
に
突
入
、
と
い
う
日
本
の
世
界
戦
略
の
立
場
で
の
矛
盾
は
、
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む
し
ろ
、
拡
大
派
と
不
拡
大
派
の
対
立
と
い
う
主
題
の
中
で
取
り
扱
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
事
を
付
け
加
え
て
、
本
研
究
ノ
l
卜
に
続
く
筆
者
自

身
の
課
題
と
し
て
、
ま
た
、
賢
明
か
つ
意
識
的
な
読
者
諸
子
に
対
す
る

問
題
提
起
と
し
て
、
注
意
を
促
し
た
い
。

雲
最
初
、
誼
溝
橋
で
中
国
軍
に
射
撃
さ
れ
た
、
日
本
軍
第
八
中
隊
の
中

隊
長
清
水
節
郎
大
尉
に
よ
れ
ば
、

中
隊
教
練
の
検
闘
を
ニ
日
後
に
控
え
、
「
薄
暮
の
接
敵
と
夜
間
の
攻

撃
築
城
」
を
訓
練
、
夜
十
時
四
十
分
演
習
を
終
了
、
其
旨
を
伝
達
に
行

っ
た
伝
令
に
対
し
、
我
仮
設
敵
が
誤
っ
て
放
っ
た
か
、
三
、
四
十
発
の

軽
機
の
銃
声
(
空
包
)
、
乙
れ
と
全
く
相
呼
応
し
て
永
定
河
の
提
防
上
か

ら
、
突
如
、
不
法
の
第
一
弾
が
発
せ
ら
れ
て
来
た
。
直
ち
に
人
員
を
点

検
し
た
。
が
、
兵
が
一
名
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
。
そ
ζ

で
早
速
集
合

劇
帆
を
吹
奏
し
た
。
す
る
と
今
度
は
、
乙
の
痢
M

引
の
音
め
が
け
て
、
ま

た
も
や
十
数
発
の
実
弾
が
麓
溝
橋
の
方
向
か
ら
飛
ん
で
来
た
、
と
い
う
。

ま
た
、
そ
れ
と
前
後
し
て
、
麗
溝
橋
城
壁
と
提
防
上
に
懐
中
電
灯
ら

し
き
明
滅
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。
行
方
不
明
の
兵
は
程
無
く
発
見
さ

れ
た
が
、
連
絡
が
遅
滞
す
る
う
ち
、
大
隊
長
は
乙
れ
を
実
弾
射
撃
よ
り

も
重
視
、
行
動
へ
。

$
明
治
三
十
三
年
、
北
清
事
変
議
定
書
に
基
づ
く
。

そ
の
任
務
は
「
公
館
及
び
北
京
と
海
港
に
至
る
交
通
通
信
の
確
保
並

び
に
居
留
民
の
保
護
」
と
規
定
。
昭
和
十
一
年
五
月
、
従
来
の
兵
力
約

二
子
名
か
ら
約
六
千
名
に
増
強
。
事
件
当
時
、
軍
司
令
官
は
田
代
暁
一

郎
中
尉
で
関
東
軍
司
令
官
と
同
格
、
参
謀
長
は
橋
本
群
少
将
、
そ
の
主

力
は
、
支
那
駐
屯
歩
兵
旅
団
(
旅
団
長
、
河
辺
正
三
少
将
〉
に
所
属
す

る
第
一
、
第
二
の
ニ
個
連
隊
。
第
一
連
隊
(
連
隊
長
、
牟
田
口
廉
也
大

佐
)
は
本
部
を
北
平
に
置
き
、
そ
の
第
三
大
隊
(
大
隊
長
、
一
木
清
直

少
佐
)
を
豊
台
兵
営
に
駐
屯
さ
せ
、
演
習
地
と
し
て
麗
溝
橋
城
北
方
の

荒
蕪
地
を
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
。
牟
田
口
、
一
木
は
後
に
各
々
、

中
将
、
大
佐
と
し
て
ピ
ル
マ
戦
線
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
に
参
加
、
悲
劇
の

演
出
家
、
主
役
と
な
る
。
誼
溝
橋
事
件
の
際
に
は
、
軍
司
令
官
は
幽
明

の
境
に
伸
吟
し
、
旅
団
長
、
主
力
部
隊
は
不
在
、
と
い
う
悪
条
件
下
、

現
場
指
揮
官
の
慎
重
が
望
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

主
満
州
事
変
に
よ
っ
て
東
北
三
省
を
占
領
し
た
日
本
は
、
昭
和
八
年
熱

河
へ
、
昭
和
十
年
後
半
つ
い
に
中
国
本
土
へ
の
南
下
を
開
始
。
親
目
的

華
北
五
省
政
権
を
樹
立
し
て
南
京
、
国
民
党
中
央
政
府
に
対
し
緩
衝
地

帯
を
設
定
せ
ん
と
し
た
が
、
中
間
的
な
宙
開
察
政
務
委
員
会
(
委
員
長
宋

哲
元
)
と
関
東
箪
の
傭
債
で
あ
る
巽
東
、
内
蒙
両
政
権
に
終
わ
る
。

日
満
経
済
が
破
綻
、
日
本
に
よ
る
華
北
進
出
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
十

プ
-
ヲ
タ

年
、
日
満
華
経
済
が
盛
大
に
提
唱
さ
れ
る
。
世
界
的
地
区
経
済
化
動
向

は
市
場
対
立
を
尖
鋭
に
し
、
英
米
資
本
の
抵
抗
が
比
較
的
弱
い
華
北
に

注
目
し
た
が
‘

①
華
北
経
済
は
、
英
米
資
本
を
背
景
と
す
る
禁
中
経
済
に
従
属
し
て
い
た
、

②
国
民
政
府
、
英
国
人
リ
I

X
ロ
ス
に
よ
る
幣
制
改
革
を
成
功
さ
せ
、
経

済
的
統
一
を
達
成
、

等
の
為
、
逆
に
日
貨
排
斥
を
招
来
、
対
華
貿
易
は
縮
小
傾
向
を
示
す
。

以
上
の
如
き
日
本
の
動
向
に
対
し
、
中
国
共
産
党
は
数
次
に
及
ぶ
国

冒

νグ
マ
'
チ

民
党
に
よ
る
剰
共
作
戦
に
耐
え
て
、
大
長
征
を
敢
行
し
、
西
北
、
山
西

に
拠
っ
た
。
そ
の
途
上
、
昭
和
十
年
八
月
一
日
の
所
謂
八
・
一
宣
言
は
、
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国
民
党
に
抗
日
容
共
を
説
き
、
世
界
的
な
第
三
次
闘
機
共
産
主
議
運
動

の
戦
略
と
相
応
じ
、
袈
年
十
二
月
、
西
安
事
変
を
生
み
出
す
に
至
る
。

西
安
事
変
に
象
徴
さ
れ
る
民
族
主
義
に
誘
導
さ
れ
て
、
全
本
土
の
政

治
・
経
済
的
統
一
を
大
概
達
成
し
た
国
民
党
政
権
は
、
世
界
的
潮
読
に

掴
乗
じ
て
、
日
本
に
対
し
て
反
墜
に
転
ず
る
。

糞
察
政
権
は
、
南
京
、
国
民
党
中
央
政
府
の
直
接
続
制
に
は
服
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
国
民
党
及
び
中
共
特
務
機
関
の
工
作
に
よ
っ
て
、
第

二
十
九
箪
の
下
級
将
校
・
兵
士
閣
に
お
け
る
抗
日
意
識
の
昂
傷
は
顕
著

で
、
支
那
駐
屯
軍
と
の
聞
に
小
紛
争
を
惹
起
、
ま
た
、

①
関
東
軍
の
焦
慮
、
緩
遠
事
件
は
国
民
党
の
華
北
へ
の
直
接
的
介
入
を
容

ヨ一ワレ』、

g
h
z
，
凋
可

②
緩
街
地
帯
の
消
失
、
喪
失
化
傾
向
、

③
日
本
軍
の
敗
北
、
華
北
地
方
各
中
国
軍
、
抗
日
意
識
昂
進
、

等
の
結
果
、
実
際
に
は
、
日
本
軍
恐
る
る
に
足
ら
ず
、
と
の
「
麻
樽

児
打
狼
」
の
如
き
隠
語
の
流
行
が
象
徴
す
る
状
況
の
下
、
中
共
に
よ
る

逆
九
・
一
八
の
宣
伝
効
果
は
、
満
州
を
故
郷
と
す
る
東
北
草
花
対
し
て

'
'
a
a
7占

7
V
M噂
牟

'b

は
勿
論
、
鴻
玉
祥
の
下
、
他
の
軍
閥
と
は
異
な
っ
て
家
族
的
団
結
の
強

固
で
あ
る
西
北
軍
の
系
統
、
糞
察
第
二
十
九
軍
に
対
し
て
も
多
大
で
あ

っ
た
。

$
日
く
、
日
窪
の
誼
溝
橋
に
お
け
る
か
か
る
挑
発
行
動
が
遂
に
大
規
模
な

る
侵
略
戦
争
に
ま
で
拡
大
す
る
か
、
或
い
は
外
交
圧
迫
条
件
を
造
成
、

以
て
将
来
の
侵
略
戦
争
へ
の
導
入
を
期
す
る
か
に
拘
ら
ず
、
平
津
と
華

北
は
固
定
に
武
装
侵
略
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
、
極
め
て
切
迫
し
て
い
る

(
略
)
。
今
や
煙
幕
は
巳
に
取
り
除
か
れ
た
。
日
本
帝
国
主
義
の
平
津
華

北
武
力
侵
略
の
危
険
は
己
に
全
て
の
中
国
人
の
面
前
に
在
る
。

全
中
国
の
同
胞
よ
、
中
華
民
族
今
や
危
急
全
民
族
が
抗
戦
と
実
行
す

る
事
乙
そ
我
々
の
出
頭
だ
。
(
中
略
)
我
々
は
宋
哲
元
将
軍
が
全
二
十

九
軍
を
即
時
動
員
し
、
前
線
に
出
動
応
戦
す
る
を
要
求
す
。
我
々
は
南

京
中
央
政
府
が
即
時
か
っ
切
実
に
二
十
九
軍
を
援
助
す
る
を
要
求
す
る

と
共
に
全
国
民
衆
の
愛
国
運
動
を
解
放
し
、
抗
戦
的
意
気
を
発
揚
し
、

全
国
海
陸
空
軍
を
動
員
し
応
戦
を
準
備
(
以
下
略
)
。

追

補問
題
は
、
乙
の
よ
う
な
小
局
地
紛
争
が
日
本
中
央
の
一
部
分
、
中
国
側

首
脳
の
大
部
分
、
特
に
現
地
日
本
草
幹
部
を
含
む
善
意
の
処
置
と
不
拡

大
へ
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
全
面
戦
争
を
連
鎖
的
に
惹
起
し
て
行
く
に

足
る
必
然
的
な
政
治
経
済
的
背
景
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う
指
摘
〈
秦

郁
彦
〉
は
意
味
深
長
で
誤
り
で
な
い
。

と
同
時
に
、
乙
の
一
小
局
地
紛
争
に
様
々
な
主
題
が
集
約
的
に
表
現

さ
れ
て
い
る
と
思
う
時
、
乙
の
事
件
を
方
便
と
し
て
表
現
し
て
い
る
数

多
く
の
主
題
の
本
質
を
垣
間
見
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
自
分
の
手
で
触
り
、

捕
え
た
い
と
思
っ
て
始
め
た
の
が
乙
の
作
業
で
あ
る
。

先
程
の
指
摘
を
正
し
く
理
解
し
て
、
更
に
、

①
拡
大
派
・
不
拡
大
派
の
対
立
、
そ
の
政
治
権
力
構
造
、

②
中
国
革
命
に
お
け
る
、
大
衆
運
動
の
存
在

イ

'
1
9
6
・
ツ
プ

③
対
中
国
認
識
、
印
象
裂
溝

等
に
つ
い
て
作
業
を
続
け
た
い
。
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朝
鮮
戦
争
の
地
政
学
的
一
考
察

最
近
、
巷
聞
に
「
地
政
学
」
と
冠
し
た
書
物
が
、
マ
ス
コ
ミ
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ

イ
ト
を
浴
び
て
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
地
政
学
」

(
地
理
政
治
学
)
と
は
言
う
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
、
「
学
」
に
は
程
遠
く
、
真

面
目
な
学
術
研
究
書
は
皆
無
に
等
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
原
因

は
「
地
政
学
」
と
聞
く
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
の
悪
夢
|
|
ナ
チ
・
ド
イ
ツ

が
、
地
政
学
者
カ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
ホ
l
フ
7
l
の
「
統
合
地
域
論
」
を
理
論
的

拠
所
と
し
て
、
世
界
再
分
割
に
乗
り
出
し
た
と
さ
れ
る
ー
ー
が
我
々
の
心
に
匙

り
、
特
に
敗
戦
国
と
な
っ
た
日
本
で
は
戦
後
完
全
に
タ
プ
1
視
さ
れ
、
そ
の
研

究
が
全
く
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
乙
ろ
が
、
倉
前
盛
通
氏
が
『
悪
の
論
理
|
|
ゲ
オ
ポ
リ
テ
ィ
ク
(
地
政
学
)

と
は
何
か

lr』
で
、
我
々
日
本
人
に
「
地
政
学
」
の
存
在
を
喚
起
し
て
以
来
、

「
地
政
学
」
が
人
口
に
槍
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
国
際
政
治

学
者
の
永
井
陽
之
助
氏
や
中
嶋
嶺
雄
氏
ま
で
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
的
労
作

『
冷
戦
の
起
源
』
や
『
中
ソ
対
立
と
現
代
』
の
中
で
「
地
政
学
」
と
い
う
用
語

を
用
い
始
め
た
の
で
あ
る
。

特
に
永
井
氏
は
そ
の
著
書
で
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・

D
・ロ
l
ズ
ベ
ル
ト
大
統

領
や
ジ
ョ
ー
ジ
・

F
・
ケ
ナ
ン
(
有
名
な
X
論
文
「
ソ
連
行
動
の
源
泉
」
で
世

谷

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

渋

司

論
形
成
上
絶
大
な
影
響
力
を
与
え
た
)
ら
が
、
青
年
時
代
マ
ハ
ン
の
海
洋
地
政

学
に
慣
れ
親
し
み
、
多
大
な
る
影
響
を
受
け
左
l
v
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
興
味

深
い
。
も
し
、
永
井
氏
の
い
う
《
疫
学
的
地
政
学
》
(
ア
メ
リ
カ
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
+
地
政
学
〉
か
ら
あ
の
「
封
じ
込
め
政
策
」
が
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

一
九
四

0
年
代
後
半
か
ら
五

0
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
は
「
地

政
学
」
と
深
く
関
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
地
理
学
者
の
「
地
政
学
」
に
対
す
る
見
方
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

う
か
。

W
-
A
・
D
-
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
横
山
昭
市
氏
ら
は
『
政
治
地
理
学
』
(
大

明
堂
、
一
九
七
九
年
)
の
中
で
「
地
政
学
」
を
非
難
し
て
、
「
そ
の
擬
似
科
学

習由

E
O
R芯ロ
8
が
、
ナ
チ
ス
の
侵
略
を
正
当
化
し
て
い
っ
た
乙
と
と
、
世
界

の
他
の
地
域
の
地
理
学
的
思
考
に
影
響
を
与
え
た
乙
と
、
そ
し
て
近
年
、
回
復

の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
政
治
地
理
学
の
分
野
に
少
な
か
ら
ぬ
害
を
与
え
た
乙
と

は
事
実
で
あ
っ
た
」
と
手
厳
し
い
。
乙
れ
に
対
し
、
『
地
政
学
入
門
』
(
原
書
房

一
九
八
一
年
)
を
著
し
た
河
野
収
氏
は
、
「
毒
物
学
の
知
識
が
犯
罪
者
に
利
用

さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
.
毒
物
学
を
否
定
し
て
そ
の
研
究
を
や
め
て
し
ま
っ
た

ら
、
健
全
な
医
学
、
医
療
の
発
達
に
も
支
障
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
&
、
巧
み

な
比
輸
を
用
い
て
「
地
政
学
」
の
発
展
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
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と
乙
ろ
で
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
白
鳥
令
氏
が
可
『
政
治
発
展
論
』
(
東
洋

経
済
新
報
社
、
一
九
六
八
年
)
の
努
頭
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
以
来
、
科

学
が
価
値
の
問
題
を
扱
わ
な
い
乙
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
対
し
批
判
的
見

解
を
述
べ
て
い
る
。
白
鳥
氏
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
問
題
の
特
質
は
、
現
状
分
析

と
価
値
判
断
と
を
結
び
つ
け
、
月
乙
う
な
る
だ
ろ
う
」
と
予
測
し
な
が
ら
、
同
時

に
「
乙
う
す
べ
き
だ
」
と
志
向
す
る
乙
と
に
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
「
乙
う

す
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
政
治
学
は
も
は
や
政
治

学
た
り
え
な
い
、
と
も
い
う
。
確
か
に
、
白
鳥
氏
の
政
治
学
に
対
す
る
独
創
的

な
見
解
は
傾
聴
に
値
し
よ
う
が
、
問
題
は
「
乙
う
す
べ
き
だ
」
と
い
う
目
的
志

向
が
強
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
社
会
科
学
が
合
目
的
な
方
向
へ
と
一
人
歩
き
す
る
危

険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
特
に
「
地
政
学
」
に
は
そ

の
傾
向
が
強
く
、
為
政
者
に
利
用
さ
れ
や
す
い
の
で
、
価
値
判
断
を
問
わ
な
い

態
度
に
徹
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
横
山
氏
の
よ
う
に
「
地

政
学
」
を
異
端
視
し
、
簡
単
に
「
擬
似
学
問
」
と
し
て
片
づ
砂
て
し
ま
う
や
り

方
も
問
題
が
あ
る
。
「
政
治
地
理
学
」
的
見
地
か
ら
、
「
地
政
学
」
の
ど
う
い

う
点
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
か
論
点
を
挙
げ
て
論
駁
す
る
の
が
正
当
で
は
あ
る
ま

し，

nさ
て
、
乙
の
小
論
を
書
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
問
題
意
識
を
披
露
し
た
い
。
そ

れ
は
、
「
大
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
冷
戦
構
造
が
、
な
ぜ

ア
ジ
ア
で
は
固
定
さ
れ
ず
熱
戦
化
し
た
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
乙
の
点

に
つ
い
て
は
、
中
嶋
嶺
雄
氏
が
既
に
言
及
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ア
ジ
ア
に
は

歴
史
的
に
西
欧
国
家
体
系
の
よ
う
な
成
熟
し
た
国
際
体
系
が
欠
議
し
て
い
た
た

め
、
一
挙
に
沸
勝
点
に
達
し
熱
戦
化
し
た
【
2
v
め
で
あ
り
、
第
二
に
、
米
ソ
の
、

中
国
と
い
う
畏
敬
す
べ
き
悠
久
の
文
明
の
「
中
心
地
域
」
と
朝
鮮
半
島
や
イ
ン

ド
シ
ナ
半
島
と
い
う
文
明
の
「
周
辺
地
域
」
に
対
す
る
認
識
の
違
い
か
ら
、
中

国
を
中
心
と
す
る
こ
つ
の
「
周
辺
地
域
」
を
武
力
介
入
の
直
接
的
な
対
象
地
域

と
し
た
す
v
た
め
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
l
ヒ
ン
は
、
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。
米
ソ
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
戦
闘
は
余
り
に
深
刻

で
あ
っ
た
か
ら
、
双
方
が
直
接
的
な
対
決
を
避
砂
る
よ
う
努
め
た
。
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
に
介
入
す
る
場
合
、
リ
ス
ク
(
ソ
速
の
反
応
や

反
撃
)
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
結
局
は
介
入
に
踏
み
切
り
熱

戦
化
し
た
の
だ
ρ
土
と
。

な
る
ほ
ど
、
中
嶋
氏
と
ケ
l
ヒ
ン
の
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
も
の
の
、
ど
ち

ら
も
今
一
つ
説
得
力
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
氏
と
も
米
ソ

の
介
入
か
否
か
の
意
志
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア

の
パ
ワ
ー
に
関
す
る
客
観
的
情
勢
を
見
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
そ
の
問
題
を
「
地
政
学
」
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
問
題
の
三
地
域
を
注
視
す
る
と
、
意
外
な
事
実
が
浮
び
上
が
る
。
朝
鮮

半
島
と
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
は
す
ぐ
ど
ち
ら
も
半
島
国
家
だ
と
気
付
く
が
、
実
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
見
方
に
よ
っ
て
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
半
島
部
分
に
相
当
し
よ

う
宮
司
す
る
と
、
な
ぜ
か
偶
然
に
も
、
三
地
域
が
半
島
国
家
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

半
島
国
家
静
)
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
着
目
し
て
筆
を
進
め
る
乙
と
に
す
る
。

現
在
に
至
る
ま
で
の
人
類
の
歴
史
を
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流
に
大
陸
勢

力
と
海
洋
勢
力
の
闘
争
と
し
て
捉
え
る
官

E
、
半
島
国
家
は
絶
え
ず
大
陸
勢
力

と
海
洋
勢
力
の
板
ば
さ
み
と
な
り
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
。
大

陸
勢
力
が
強
大
で
あ
れ
ば
、
半
島
国
家
は
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
逆
に
海
洋

勢
力
が
伸
長
し
て
き
た
楊
合
、
撃
退
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
統
治
下
に
置
か
れ
る
、

と
い
う
具
合
に
、
長
く
独
立
を
保
つ
の
が
難
し
か
っ
た
。
か
ろ
う
じ
て
大
陸
勢
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カ
並
び
に
海
洋
勢
力
が
同
時
に
弱
体
化
し
た
時
、
独
立
国
家
と
し
て
存
続
し
た

も
の
の
、
つ
ね
に
大
陸
勢
力
と
海
洋
勢
力
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
両
者
が
共
に

強
大
に
な
る
と
支
配
領
有
を
め
ぐ
っ
て
半
島
国
家
は
戦
場
と
作
し
た
。
そ
の
典

型
的
な
例
が
、
朝
鮮
半
島
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
半
島
国
家
に
関
す
る
一
般
的
仮
説
を
、
朝
鮮
半
島
を
モ
デ
ル
と

し
て
そ
の
歴
史
を
概
観
し
な
が
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

北
朝
鮮
で
は
、
前
三
世
紀
に
箕
子
朝
鮮
が
興
り
、
次
い
で
前
二
世
紀
頃
に
は

中
国
か
ら
燕
王
の
一
族
が
亡
命
し
て
衛
氏
朝
鮮
を
建
国
し
た
、
と
言
わ
れ
る
バ
7
v

漢
の
武
帝
は
と
れ
を
討
滅
し
、
楽
浪
郡
を
は
じ
め
四
郡
を
置
い
た

J
S
前
一
世

紀
後
半
に
満
州
東
部
か
ら
朝
鮮
北
部
に
か
け
て
、
高
句
麗
と
い
う
部
族
国
家
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。
と
乙
ろ
で
、
南
朝
鮮
に
は
三
世
紀
頃
韓
人
に
よ
っ
て
馬
韓

・
弁
韓
・
辰
韓
の
い
わ
ゆ
る
三
韓
が
作
ら
れ
た
。
四
世
紀
初
頭
、
高
句
麗
が
楽

浪
郡
を
滅
ぼ
し
て
北
朝
鮮
を
そ
の
支
配
下
に
治
め
た
。
そ
の
後
、
高
句
麗
は
再

三
再
四
階
と
唐
の
遠
征
軍
を
撃
退
さ
せ
た
も
の
の
、
七
世
紀
後
半
内
紛
を
生
じ
、

唐
と
新
羅
と
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
滅
亡
し
て
い
る
。
さ
て
、
南
朝
鮮

で
は
四
世
紀
の
中
頃
相
次
い
で
、
辰
韓
の
地
に
新
田
幡
、
馬
韓
の
地
に
百
済
が
興

っ
た
。
ま
た
n

四
世
紀
末
に
は
よ
う
や
く
日
本
が
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
を
果

た
し
、
弁
韓
(
任
那
)
に
進
出
し
た
が
、
六
世
紀
後
半
に
は
任
那
の
日
本
府
も

滅
び
半
島
か
ら
撤
退
し
た
。
し
か
し
ペ
日
本
は
七
世
紀
中
葉
、
百
済
の
復
興
を
授

け
て
再
び
出
兵
し
地
盤
回
復
を
は
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
白
村
江
の
戦
い
で
唐
軍

に
敗
退
し
挫
折
し
た
の
だ
っ
た
。

唐
は
一
時
、
高
句
麗
と
百
済
の
故
地
を
支
配
し
た
が
、
実
力
を
蓄
え
た
新
羅

は
次
第
に
唐
の
勢
力
を
半
島
か
ら
駆
逐
し
て
、
七
世
紀
後
半
に
は
半
島
最
初
の

統
一
国
家
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
新
羅
は
名
目
上
、
唐
の
保
護
国

と
な
っ
た
。
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
新
羅
は
王
室
の
内
紛
や
貴
族
聞
の
争
い

が
起
乙
り
、
唐
の
滅
亡
後
高
温
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
十
世
紀
以
来
、
高
麗
が
半
島

を
統
一
し
て
い
た
。
し
か
し
、
北
満
に
興
っ
た
女
真
に
敗
れ
て
乙
れ
に
臣
礼
を

と
り
、
蒙
古
が
発
展
す
る
と
そ
の
勢
力
に
服
し
、
元
の
属
国
と
し
て
元
窟
の
先

導
を
つ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
元
窓
以
後
、
倭
窓
が
朝
鮮
半
島
の
沿
岸
を
荒
ら

し
ま
わ
り
、
高
麗
滅
亡
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

十
四
世
紀
末
に
李
氏
朝
鮮
が
建
て
ら
れ
た
が
、
太
祖
も
明
朝
の
保
護
を
受
け

た
。
十
六
世
紀
に
入
る
と
、
両
班
ら
が
私
的
党
争
に
明
け
暮
れ
、
そ
の
上
、
王

位
継
承
を
め
ぐ
る
内
紛
も
起
乙
っ
て
国
力
は
衰
退
し
た
。
十
六
世
紀
末
に
は
、

豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
で
首
都
京
域
は
陥
落
し
、
七
年
に
わ
た
る
占
領
時
代
に

国
土
は
荒
廃
し
た
。
明
は
宗
主
国
の
立
場
か
ら
朝
鮮
に
援
軍
を
送
っ
た
が
、
そ

れ
が
自
ら
を
滅
亡
へ
と
導
い
た
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
李
朝
は

十
七
世
紀
に
満
州
軍
の
侵
入
を
受
け
て
降
伏
し
、
再
び
清
の
服
属
国
と
な
っ
た
。

十
九
世
紀
中
葉
、
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
迫
ら
れ
鎖
国
を
解
き
、
い
ち

早
く
明
治
維
新
を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
と
通
商
を
聞
と
う
と
し
て
江
翠
島

事
件
を
起
乙
し
、
そ
れ
を
契
機
に
日
韓
修
好
条
約
を
結
ん
だ
。
そ
乙
で
、
古
来

よ
り
朝
鮮
の
宗
主
国
を
自
認
す
る
清
朝
と
対
立
し
、
朝
鮮
は
日
清
両
国
の
争
奪

の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
に
東
学
党
の
乱
が
発
生
し
、
そ
れ
が

引
き
金
と
な
っ
て
日
清
戦
争
が
勃
発
し
た
。
日
本
は
勝
利
を
お
さ
め
、
下
関
条

約
で
消
に
対
し
て
朝
鮮
の
独
立
を
認
め
さ
せ
た
。

二
O
世
紀
に
入
る
と
、
今
度
は
、
朝
鮮
(
及
び
満
州
)
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本

と
ロ
シ
ア
が
鋭
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
と
で
、
日
露
は
開
戦
し
た
が
、

日
本
が
戦
い
を
有
利
に
進
め
、
ポ
l
ツ
マ
ス
条
約
で
ロ
シ
ア
に
対
し
て
韓
国
に
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お
け
る
日
本
の
特
殊
地
位
を
承
認
さ
せ
た
。
そ
し
て
、

い
に
韓
国
を
併
合
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一

O
年
日
本
は
つ

乙
の
よ
う
に
二
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
半
島
は
、
大
陸
勢
力
中
国
と

海
洋
勢
力
日
本
(
二

O
世
紀
以
降
は
大
陸
勢
力
の
ロ
シ
ア
も
加
わ
る
)
か
ら
多

大
な
る
外
圧
を
受
け
な
が
ら
、
苦
汁
に
満
ち
た
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
と
い
え
る
。

【
旦
そ
の
意
味
で
も
、
前
述
の
、
「
半
島
国
家
に
お
け
る
一
般
的
仮
説
」
は
少

な
く
と
も
朝
鮮
半
島
に
関
し
て
は
十
分
に
検
証
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
抽
出
可
能
な
朝
鮮
半
島
の
地
政
学
的
解
釈
は
、
第
一
に
、
朝
鮮
半
島

は
絶
え
ず
大
陸
勢
力
や
海
洋
勢
力
か
ら
単
独
あ
る
い
は
同
時
に
圧
迫
・
干
渉
を

受
け
て
き
た
。
第
二
に
、
朝
鮮
半
島
は
大
陸
勢
力
か
海
洋
勢
力
に
征
服
さ
れ
や

す
か
っ
た
。
第
三
に
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
国
家
は
、
大
陸
勢
力
や
海
洋
勢
力

の
ど
ち
ら
か
一
方
と
容
易
に
結
託
し
て
「
宗
主
国
H
保
護
国
関
係
」
を
つ
く
り
、

他
の
勢
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
乙
の
場
合
、
特
応
大
陸
勢
力
と
結
び
付
き

ゃ
す
か
っ
た
。
帰
納
法
的
に
以
上
の
結
論
へ
到
達
で
き
る
。

朝
鮮
半
島
の
場
合
、
文
明
の
一
大
中
心
地
た
る
中
国
(
ラ
ン
ド
・
パ
ワ
l
)

と
極
東
の
一
大
勢
力
た
る
日
本
(
シ
1
・
パ
ワ
1
)
と
い
う
世
界
の
二
大
パ
ワ

l

(
後
に
ロ
シ
ア
を
含
め
、
三
大
パ
ワ
l
)
の
狭
聞
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、

他
の
半
島
国
家
と
事
情
が
多
少
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
程
の
三
つ
の
理

解
の
中
の
「
朝
鮮
半
島
」
や
「
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
国
家
」
を
「
半
島
国
家
」

と
置
き
換
え
て
敷
街
す
る
乙
と
も
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、

l
、
半
島
国
家
は
絶
え
ず
大
陸
勢
力
や
海
洋
勢
力
か
ら
単
独
あ
る
い
は
同
時

に
圧
迫
・
干
渉
を
受
け
る
。

2
、
半
島
国
家
は
大
陸
勢
力
か
海
洋
勢
力
に
征
服
さ
れ
や
す
い
。

3
、
半
島
国
家
は
大
陸
勢
力
や
海
洋
勢
力
の
ど
ち
ら
か
一
方
と
容
易
に
結
託

し
て
「
宗
主
国
H
保
護
国
関
係
」
を
つ
く
り
、
他
の
勢
力
を
排
除
し
よ

う
と
す
る
。
(
乙
の
場
合
、
特
に
大
陸
勢
力
と
結
び
つ
き
ゃ
す
い
。
)

以
上
を
地
政
学
的
「
半
島
国
家
の
一
般
理
論
」
と
呼
ぶ
乙
と
に
す
る
。

乙
の
ご
般
理
論
」
は
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
歴
史
に
は
適
合

す
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
歴
史
的
に
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

半
島
の
場
合
、
果
し
て
そ
れ
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
。
基
本
的
に
は
、
ウ
エ

ス
ト
フ
7

リ
ア
条
約
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
半
島
は
、
「
西
欧
国
家
体
系
」
の
枠
組

の
中
で
「
勢
力
均
衡
政
策
」
が
追
求
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
半
島
国
家
の
命
運
と
は

か
け
離
れ
た
感
が
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
「
鉄
の
カ
l
デ

ン
」
(
バ
ル
ト
海
の
ス
テ
ッ
チ
ン
か
ら
ア
ド
リ
ア
海
の
ト
リ
エ
ス
テ
ま
で
)
で
東

西
が
分
断
さ
れ
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ソ
連
の
勢
力
圏
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ア
メ

リ
カ
の
勢
力
圏
と
い
う
具
合
い
に
冷
戦
構
造
が
次
第
に
確
定
し
始
め
る
と
、
に

わ
か
に
乙
の
「
一
般
理
論
」
が
有
効
性
を
発
揮
し
て
く
る
乙
と
が
理
解
で
き
る
。

と
乙
ろ
で
、
中
嶋
嶺
雄
氏
は
、
朝
鮮
半
島
の
地
政
学
的
位
置
に
関
し
て
は
い

く
つ
か
議
論
が
あ
る
、
古
》
と
示
唆
し
て
い
る
が
、
果
し
て
、
朝
鮮
半
島
が
日
・

中
(
清
)
・
ソ
(
露
)
の
国
際
的
競
争
の
対
象
と
し
て
の
「
緩
衝
国
」
で
あ
る
と

い
う
神
谷
不
二
氏
ら
の
見
方
ゃ
、
臼
・
中
・
ソ
三
国
の
「
橋
梁
地
区
」
で
あ
る

と
い
う
朴
斗
福
氏
の
見
方
は
、
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
日
本
に
と
っ
て
の
朝
鮮
半
島
は
、
任
那
日
本
府
設
置
以
来
、
一
貫
し

て
大
陸
侵
攻
へ
の
足
場
で
あ
っ
て
、
決
し
て
中
・
ソ
〈
露
)
の
圧
力
を
弱
め
る

べ
く
消
極
的
な
意
味
で
の
「
緩
衝
国
」
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
積
極
的
な

意
味
で
の
「
橋
梁
地
区
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
ソ
連
(
ロ
シ
ア
)
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は
、
歴
史
的
に
自
国
の
安
全
保
障
の
た
め
辺
墳
に
「
緩
衝
国
」
を
求
め
な
が
ら

膨
獲
し
て
き
た
の
で
、
朝
鮮
半
島
も
そ
の
線
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て

も
さ
し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
よ
う
に
積
極
的
な
意
味
で

の
「
橋
梁
地
区
」
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
中
国
だ
が
、
実
は
朝

鮮
半
島
は
中
固
に
と
っ
て
「
緩
衝
国
」
で
も
「
橋
梁
地
区
」
で
も
な
く
、
「
中
国

的
世
界
秩
序
(
の
E
5
8
g
2
5
0邑
脅
〉
」
に
お
け
る
(
朝
貢
制
度
を
通

じ
て
「
宗
主
国
H
保
護
国
関
係
」
を
保
つ
)
辺
境
地
域
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。乙

の
よ
う
に
、
三
国
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
思
惑
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、

一
概
区
「
緩
衝
国
」
と
か
「
橋
梁
地
区
」
と
か
決
め
付
砂
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
雪
ロ
う
な
ら
ば
、
朝
鮮
半
島
は
日
本
に
と
っ
て
の
「
橋
梁

地
区
」
で
あ
り
バ
ソ
速
に
と
っ
て
の
「
緩
衝
国
」
で
あ
る
。
(
中
固
に
と
っ
て

は
「
保
護
国
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
)
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、

マ
ク
ロ
的
視
野
に
立
っ
て
朝
鮮
半
島
二
千
年
の
歴
史
を
鳥
敵
す
る
と
、
朝
鮮
半

島
は
日
・
中
・
ソ
(
露
)
の
角
逐
の
場
と
言
っ
て
も
、
実
際
ソ
連
(
ロ
シ
ア
)

が
そ
乙
に
進
出
し
よ
う
と
試
み
始
め
た
の
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
乙
と
で

あ
っ
て
、
ま
だ
一
世
紀
も
経
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
朝
鮮
半
島
は
、
本
来
日

本
と
中
国
の
角
逐
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

乙
の
あ
た
り
で
、
現
代
史
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。

戦
後
、
特
に
「
四
七
年
以
降
、
ト
ル

i
7
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル

・
プ
ラ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
空
輸
、
チ
ェ
コ
の
ク
ー
デ
タ
ー
、

N
A
T
O
の
形
成
等
、

二
年
も
の
問
、
米
国
民
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
西
対
立
に
集
中

さ
れ
て
い
た
日
こ
。
そ
乙
で
、
冷
戦
の
形
成
に
伴
っ
て
ソ
連
と
の
対
決
に
備

え
て
い
た
ア
メ
ワ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
防
衛
す
べ
く
最
大
限
の
援
助
を
与
え

た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
と
り
ヨ
l
ロ
ヲ
パ
は
「
死
活
地
域
」
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
大
陸
国
家
ソ
速
を
極
と
す

る
東
欧
と
大
陸
型
海
洋
国
家
ア
メ
リ
カ
を
極
と
す
る
西
欧
の
聞
で
「
力
の
均
衡

(
バ
ラ
ン
ス
・
オ
プ
・
パ
ワ
l
)
」
が
保
た
れ
た
。
要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
防
衛
へ
の
強
固
な
意
志
の
も
と
に
大
量
の
物
質
的
援
助
を
与
え
た

が
ゆ
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
つ
い
~
に
熱
戦
を
見
る
ζ

と
な
く
冷
戦
化
さ
れ

た
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
「
戦
略
的
優
先
順
位
」
の
低
か
っ
た
朝
鮮
半
島
に
対
し
て
、
ア
メ

リ
カ
は
大
戦
中
よ
り
一
九
四
五
年
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
至
る
ま
で
、
朝
鮮

へ
米
軍
を
派
遣
す
る
計
画
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
、
八
月
の

広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
、
日
本
が
意
外
に
も
早
く
降
伏
し
て
し

ま
っ
た
。
当
時
、
ま
だ
赤
軍
が
朝
鮮
へ
の
行
動
を
開
始
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
の

で
、
「
国
務
省
の
役
人
た
ち
は
、
朝
鮮
が
後
に
な
っ
て
モ
ス
ク
ワ
と
の
駆
け
引
き

の
材
料
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
朝
鮮
の
一
部
を
占
領
す
べ
き
だ
と
急

速
主
張
し
始
め
た
。
新
任
の
国
務
長
官
ジ
手
イ
ム
ズ
・

F
・パ

l
y
ズ
は
と
の

考
え
に
賛
同
し
、
陸
軍
の
反
対
を
抑
し
切
り

2
こ
三
八
度
線
ま
で
、
マ
ッ
カ

l
サ
ー
が
占
領
す
る
よ
う
、
指
令
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
問
題
に
関
心
を
向
け
て
い
た
ソ
速
か
ら
格
別
の
抗
議
・
も
な
く
、
米
軍
二

個
師
団
は
北
上
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
，
即
興
的
'
K
引
か
れ
た
三
八

度
線
を
墳
に
、
米
軍
と
赤
軍
が
対
時
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
年
十
二
月
に
、
米
・
実
・
ソ
は
モ
ス
ク
ワ
で
外
相
会
議
を
聞
き
、
モ
ス
ク

ワ
協
定
を
結
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
設
置
さ
れ
た
「
米
ソ
合
同
委
員
会
」
は
再
三

行
詰
ま
り
、
朝
鮮
独
立
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
と
で
、
「
ア
メ
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リ
カ
は
、
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
支
持
票
の
圧
倒
的
に
多
い
国
連
総
会
で
、
世
界

世
論
の
圧
力
を
借
り
て
ソ
連
と
の
妥
協
に
達
す
る
ζ
と
に
望
み
を
託
し
な
が
ら
、

・
他
方
で
は
、
問
題
を
国
連
に
移
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
妥
協
の
成
立
し
な
い
場
合

に
も
ア
メ
リ
カ
が
単
独
で
朝
鮮
問
題
の
重
荷
を
負
う
ハ
メ
を
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と

し
た
詰
こ
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・

L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
統
一
に
向
け
て
の

米
ソ
の
対
談
が
決
裂
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
南
朝
鮮
の
政
府
を
極
右
に
す
る
か

極
左
に
す
る
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
が
、
ソ
連
を
利
す
る
極
左
を
採
る

わ
け
に
は
い
か
ず
、
結
局
、
李
承
晩
の
極
右
勢
力
を
選
び
、
南
朝
鮮
に
は
李
承

晩
政
権
が
誕
生
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
威
信
の
問
題
と
軍
事

コ
ス
ト
の
問
題
の
ジ
レ
ン
マ
に
悩
む
乙
と
に
な
っ
た
。
二
十
五
年
後
の
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
同
様
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
者
は
華
麗
な
る
撤
退
を
模
索
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

av

そ
の
当
時
、
ソ
連
及
び
南
北
朝
鮮
の
共
産
主
義
者
の
思
惑
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
小
此
木
政
夫
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
ソ
連
は
ヤ
ル
タ
協

定
で
の
満
州
権
益
を
守
る
た
め
、
朝
鮮
半
島
の
北
半
分
に
親
ソ
政
権
を
維
持
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
(
「
現
状
固
定
」
論
)
ま
た
、
朴
憲
永
ら
南
朝
鮮
共
産
主

義
者
は
、
統
一
朝
鮮
を
代
表
す
る
「
朝
鮮
人
民
共
和
国
」
の
樹
立
闘
争
を
推
進

し
よ
う
と
し
て
冒
険
主
義
的
闘
争
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
(
「
南
朝
鮮
革
命
」
憩

そ
し
て
、
金
日
成
ら
北
朝
鮮
共
産
主
義
者
は
、
ソ
連
軍
の
支
持
の
も
と
で
権
力

を
掌
握
し
て
ソ
連
型
の
体
制
作
り
を
推
し
進
め
、
北
半
分
の
「
民
主
基
地
」
か

ら
の
民
族
解
放
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
「
民
主
基
地
」
論

)SV

乙
の
金
目
成
の
や
り
方
は
、
ま
さ
に
地
政
学
的
「
半
島
国
家
の
一
般
理
論
」
の

3
rあ
た
る
。

乙
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
九
年
六
月
に
統
合
容
謀
本

部
の
意
向
に
従
っ
て
、
在
樟
米
軍
の
段
階
的
撤
退
を
行
な
っ
た
。
と
の
乙
と
は

一
般
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ま
が
り
な

り
陪
も
、
三
八
度
線
を
境
に
大
陸
勢
力
ソ
連
・
北
朝
鮮
と
海
洋
勢
力
ア
メ
リ
カ

・
緯
国
が
「
力
の
均
衡
」
(
バ
ラ
ン
ス
・
オ
プ
・
パ
ワ
l
)
を
保
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
、
米
軍
の
撤
退
に
よ
り
、
に
わ
か
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
始
め
た
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
ダ
メ
を
押
す
か
の
ご
と
く
、
翌
年
の
一
月
十
二
日
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
.

レ
ス
・
ク
ラ
ブ
で
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
が
、
ア
メ
リ
カ
の
「
不
後
退
防
衛
線
」

が
ア
リ
ュ
l
シ
ャ
ン
列
島
|
|
日
本
|
|
沖
縄
|
l
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
結
ぶ
線
で

あ
る
と
し
て
、
台
湾
と
韓
国
を
除
外
す
る
旨
の
有
名
な
演
説
を
行
な
っ
た
0

・そ

の
中
の
台
湾
除
外
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
チ
ソ
ン
の

演
説
に
先
立
っ
て
一
月
五
日
に
ト
ル

i
マ
ン
大
統
領
が
、
台
湾
の
国
府
軍
援
助

も
し
く
は
軍
事
顧
問
を
提
供
し
な
い
、
と
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
米
国
三
軍

と
国
務
省
は
一
致
し
て
、
年
内
中
に
北
京
が
台
湾
を
占
領
す
る
と
予
測
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
掛
鴨
居
が
「
不
後
退
防
衛
線
」
内
か
ら
は
ず
さ

れ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
略
上
の
「
費
用
対
効
果
比
」
に
よ
る
決
定
で
あ
り
、

優
先
順
位
の
低
か
っ
た
韓
国
は
必
然
的
に
落
さ
れ
除
外
さ
れ
た
、
と
い
う
説
明

も
納
得
で
き
な
い
乙
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
問
題
は
一
体
ど
の
よ
う
な
基
準

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
優
先
順
位
だ
っ
た
か
、
で
あ
る
。
そ
乙
に
、
米
政
策

決
定
者
の
海
洋
型
地
政
学
的
思
慮
|
|
大
陸
内
部
に
深
入
り
せ
ず
、
島
艇
を
重

視
す
る
ー
ー
が
働
い
て
い
た
、
と
考
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
蒔
v

そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
ア
チ
ソ
ン
演
説
で
ア
メ
リ
カ
は
緯
国
防
衛
の
意

志
が
な
い
乙
と
を
世
界
に
公
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
時
、
北
朝
鮮
の
指
導
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者
の
限
に
南
進
へ
の
好
機
到
来
と
映
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か

し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
短
絡
的
に
ア
チ
ソ
ン
演
説
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
の
樟
国
侵

攻
が
引
き
起
乙
さ
れ
た
、
な
ど
と
結
論
す
る
の
は
阜
計
で
あ
る
。

乙
乙
で
は
、
ア
チ
ソ
ン
演
説
の
与
え
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。

朝
鮮
半
島
の
「
力
の
均
衡
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
物
理
的
(
軍

事
的
)
な
バ
ラ
ン
ス
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
「
綜
合
国
力
」
の
分
析
〔
初
}
と
同

様
、
乙
の
場
合
も
、
韓
国
民
衆
の
「
士
気
」
(
米
軍
の
「
士
気
」
)
及
び
北
朝

鮮
民
衆
の
「
士
気
」
が
「
パ
ワ
l
」
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
考
え
う
る
。

ア
チ
ソ
ン
演
説
が
李
承
晩
政
府
や
韓
国
民
衆
に
与
え
た
衝
撃
と
失
望
は
、
当
然

「
士
気
」
の
低
下
に
つ
な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
(
ま
た
米
軍
の
朝
鮮
半
島
で
の

戦
闘
意
欲
喪
失
に
拍
車
を
か
砂
た
で
あ
ろ
う
)
逆
に
、
当
時
す
で
に
侵
攻
を
意

図
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
北
朝
鮮

B
v
は
、
ア
チ
ソ
ン
演
説
で
「
士
気
」
が
一

段
と
高
揚
し
た
と
見
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
に
、
米
軍
の
朝
鮮
半
島
か
ら
の
段
階
的
撤
退
で

生
じ
た
物
理
的
な
「
力
の
不
均
衡
」
と
、
第
二
に
、
ア
チ
ソ
ン
演
説
で
惹
起
さ

れ
た
南
北
民
衆
の
相
対
的
「
士
気
」
の
落
差
と
い
う
二
重
の
不
均
衡
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
半
島
の
「
力
の
均
衡
」
は
崩
壊
寸
前
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の

状
態
(
す
な
，
わ
ち
「
見
せ
か
け
の
力
の
均
衡
」
)
下
で
、
も
し
イ
ン
パ
ク
ト
が

与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
容
易
に
均
衡
が
破
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

果
し
て
、
実
際
に
イ
ン
パ
ク
ト
|
|
北
朝
鮮
内
部
で
の
金
日
成
と
朴
憲
永

の
権
力
闘
争
が
引
き
金
と
な
っ
て
緯
国
侵
攻
が
開
始
さ
れ
た
詰
』

l
l
が
与
え

ら
れ
、
「
民
族
解
放
闘
争
」
と
し
て
の
性
格
が
、
朝
鮮
半
島
の
特
殊
性
(
地
政

学
的
「
半
島
国
家
の
一
般
理
論
」
山
の
項
目
)
ゆ
え
に
米
・
ソ
・
中
を
巻
き
込

む
世
界
的
な
戦
争
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
冷
戦
化
さ
れ
た
の
に
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
(
特
に
朝

鮮
半
島
)
で
は
熱
戦
化
し
た
の
か
」
と
い
う
問
題
を
地
政
学
的
に
考
察
を
試
み

た
が
、
十
分
論
証
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
問
題
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
を

含
め
て
今
後
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
テ
1
7
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

注

(
中
央
公
論
社
、

(
l
)
永
井
陽
之
助
『
冷
戦
の
起
源
』

九
ペ
ー
ジ
お
よ
び
三
一
ペ
ー
ジ
。

(
2
)
中
嶋
嶺
雄
『
中
ソ
対
立
と
現
代
』

三
五
ペ
ー
ジ
。

(
3
)
同
右
一
四
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
京
都
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
討
議
録
『
戦
後
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
』

(
「
国
際
環
境
に
関
す
る
・
基
礎
的
研
究
」
総
括
班
編
)
五

0
ペ
ー
ジ
。

尚
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
中
、
乙
の
問
題
に
対
し
て
永
井
陽
之
助
氏
は
、
「
N
A
T

O
と
S
E
A
T
O
や
A
N
Z
U
S
と
比
べ
て
・
み
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
同

じ
く
「
冷
戦
連
合
体
制
」
と
い
っ
て
も
、
欧
州
と
ア
ジ
ア
と
で
は
、
欧
州

の
N
A
T
O
で
は
、

g
z
sロ5
8
H

ロ
ロ
∞
上
の

g包
な
面
と
出
n
H
F
O
白色

な
面
と
の
差
が
比
較
的
極
小
化
さ
せ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
‘
そ

の
ギ
ャ
ッ
プ
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
乙
に
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
熱

戦
レ
ベ
ル
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。

(
5
)
倉
前
盛
通
『
悪
の
論
理
』
(
日
本
工
業
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
三
一
七

四
1
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

(
6
)
カ
l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
生
松
敬
三
・
前
野
光
弘
訳
『
陸
と
海
と
l
l

一
九
七
八
年
)

(
中
央
公
論
社
、

一
九
七
八
年
可
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世
界
史
的
一
考
察
l
l
』
(
福
村
出
版
、
一
九
七
一
年
)
、
一
二
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
国
家
の
起
源
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
旗
因
縁
氏
が
、
『
新
朝
鮮

史
入
門
』
(
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
一
年
)
中
の
論
文
「
朝
鮮
史
像
の
諸
問

題
」
で
取
り
上
げ
て
、
「
か
つ
て
は
中
国
の
亡
命
者
が
東
来
し
て
朝
鮮
土

着
人
を
制
圧
し
古
朝
鮮
国
を
建
て
た
と
い
わ
れ
た
が
、
い
ま
や
古
朝
鮮
は

朝
鮮
人
自
身
が
つ
く
っ
た
菌
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
っ
た
」
と
述
べ
、
中
国

か
ら
の
亡
命
者
箕
子
・
衛
満
が
王
朝
を
闘
い
た
と
い
う
説
を
誤
り
と
し
て

い
る
。

〈8
)
さ
ら
に
楽
浪
郡
に
関
し
て
も
、
旗
田
氏
は
前
掲
の
論
文
中
、
共
和
国
の

歴
史
家
の
見
解
を
紹
介
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
従
来
は
漢
の

武
帝
が
朝
鮮
を
征
服
し
て
大
同
江
の
下
流
域
に
楽
浪
郡
を
お
い
た
と
考
え

ら
れ
て
き
た
が
、
共
和
国
の
歴
史
家
は
そ
れ
を
否
定
し
、
い
わ
ゆ
る
楽
浪

遺
蹟
・
楽
浪
文
化
は
中
国
の
植
民
者
が
残
し
た
も
の
で
な
く
、
古
代
朝
鮮

人
が
建
て
た
楽
浪
園
の
遺
蹟
・
文
化
で
あ
る
と
い
う
」
O

(
9
〉
た
だ
し
、
乙
乙
で
極
端
に
単
純
化
し
て
綴
っ
た
圧
迫
・
抵
抗
の
中
朝
日

三
国
関
係
史
の
中
に
、
(
日
本
、
朝
鮮
が
一
時
的
に
鎖
国
状
態
で
あ
っ
た

に
せ
よ
)
平
和
裡
に
行
な
わ
れ
て
い
た
交
易
及
び
文
化
交
流
が
綿
々
と
し

て
続
い
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り

K
・
J
・
ホ
ル
ス
テ
ィ
が
、
名
著
『
国
際
政
治
の
理
論
』
(
宮
里
政
玄
訳
、

動
車
書
房
、
一
九
七
二
年
)
の
中
で
、
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「
国
家
聞
の
関
係
は
平
和
的
で
平
穏
で
、
安
定
し
て
い
て
予
測
可
能
で
あ

り
、
条
約
義
務
に
厳
密
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
大
部
分
で
あ
る
」

か
も
し
れ
な
い
。

(
叩
)
前
掲
『
中
ソ
対
立
と
現
代
』
、
十
一

1
十
二
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
前
掲
『
冷
戦
の
起
源
』
、
二
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

(ロ
)
7
1
ネ
ス
ト
・

R
・
メ
イ
進
藤
栄
一
訳
『
歴
史
の
教
訓
|
|
戦
後
ア
メ

リ
カ
外
交
分
析
l
|
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
六
七
五
3
七
六
ベ

eノ。

(
中
公
新
憲
司

(
悶
)
神
谷
不
二
『
朝
鮮
戦
争
|
|
米
中
対
決
の
原
形
|
|
』

一
九
六
六
年
九
十
五
ペ
ー
ジ
。

(

M

凶

)

』

O
Z
F
2跡
。
昆
向
日
仲
間
-

s
間
内

O『

g
ぽ
〉
自

3
8国
司

O
E
E・
E-

g
z
s
-
自
向
山
口
笠
o
g
gア

E
S
I
g・
事
仲
ロ
ペ
町
田

O由回
wozpm-巴
・

宮

内

同

〉

E
S
E苫
(
色
白
・
)
・
コ
輔
情
。
ミ
h
u
.
5
q
¥
同
社
両

mush低
唱
で

h
q
s

b
包

.P(
寸

o-QOHC弘
司
自
『
回

F
S
O同

40-qoMMg回
目
h

H
由
4
4
)
同

M
M
∞。・旬日∞
ω
・

(
防
)
小
此
木
政
夫
「
民
族
解
放
戦
争
と
し
て
の
朝
鮮
戦
争
|
|
革
命
認
識
の

三
類
型
l
i
」
『
法
学
研
究
』
第
必
巻
第
3
号
(
一
九
七
五
年
三
月
)

参
照
。

(
路
)
・
永
井
陽
之
助
氏
の
前
掲
書
〈
二
五
一
ペ
ー
ジ
〉
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
マ
ハ

γ
の
影
響
を
受
け
た
ジ
ョ
ー
ジ
・

F
・
ケ
ナ
ン
の
報
告
に
も
と

づ
き
、
中
固
に
か
わ
る
ア
ジ
ア
封
じ
と
め
線
の
一
大
拠
点
と
し
て
日
本
を

再
建
す
る
構
想
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

(口
)

J
・
フ
ラ
ン
ケ
ル
『
国
際
関
係
論
』
田
中
治
男
訳
(
東
大
出
版
会
、
一

九
七
二
年
)
参
照
。

(
路
)
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想
録
』
(
タ
イ
ム
ラ
イ
フ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ぺ
一
九
七
二
年
可
三
二
七
ペ
ー
ジ
。

(
m
m
)

ロ
パ

1
ト
・

R
・
シ
モ
ン
ズ
林
建
彦
・
小
林
敬
爾
訳
『
朝
鮮
戦
争
と
中

ソ
関
係
』
(
コ
リ
ア
評
論
社
、
一
九
七
六
年
可
参
照
。
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切
っ
て
執
筆
に
臨
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

五
月
に
は
、
パ
シ
ィ
フ
ィ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
主

催
の
現
代
中
固
に
関
す
る
国
際
会
議
に
招
か
れ
、
ハ

ワ
イ
の
風
光
明
婚
な
7

ウ
イ
島
で
、
中
国
の
政
治
動

五
号
館
新
研
究
室
に
移
っ
て
は
や
、
一
年
。
夏
は
向
と
中
ソ
接
近
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
折
か

電
気
オ
l
プ
ソ
の
よ
う
な
暑
さ
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
ら
の
中
ソ
接
近
ム
l
ド
に
、
各
国
の
研
究
者
ら
の
質

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ピ
ル
や
新
宿
聞
が
集
中
し
て
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
有

高
層
ビ
ル
、
富
士
山
ま
で
茜
色
に
染
め
る
雄
大
な
タ
意
義
な
会
議
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

日
を
眺
め
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま
す
。
ま
た
昨
年
の
十
一
月
に
は
、
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ピ

暑
さ
に
お
強
い
先
生
は
相
変
わ
ら
ず
エ
ネ
ル
ギ
ッ
ジ
ネ
ス
よ
り
『
中
ツ
同
盟
の
衝
撃
』
を
出
版
さ
れ
、

シ
ュ
な
御
活
躍
ぷ
り
で
、
乙
の
夏
休
み
も
前
半
は
台
ホ
ッ
ト
な
話
題
を
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
注
目
の
中
ソ

湾
・
中
国
(
深
釧
)
を
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
租
借
期
和
解
の
可
能
性
を
明
解
に
分
析
し
た
、
タ
イ
ム
リ
ー

限
切
れ
迫
る
香
港
や
、
中
国
の
経
済
特
区
深
捌
の
現
な
好
著
で
す
。
是
非
、
御
一
読
下
さ
い
。

状
を
つ
ぶ
さ
に
視
察
さ
れ
て
、
そ
の
収
積
も
大
き
か
当
研
究
室
で
は
、
昨
年
十
月
よ
り
「
中
国
・
東
ア

っ

た

よ

う

で

す

。

ジ

ア

お

よ

び

国

際

関

係

コ

ロ

キ

ュ

ア

ム

」

を

毎

月

閉

ま
た
、
昨
年
末
か
ら
今
年
に
か
け
て
は
、
ハ

i
パ
催
し
て
お
り
、
ゼ
ミ
の
会
の
会
員
を
始
め
、
学
内
・

l
ド
大
学
の
中
国
史
叢
書
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
ヒ
ス
外
の
方
々
に
開
放
し
て
お
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
国
際

ト
リ
l

・
オ
プ
・
チ
ャ
イ
ナ
』
の
執
筆
者
会
識
に
出
環
境
を
分
析
す
る
勉
強
会
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
広

席
さ
れ
る
折
に
メ
キ
シ
コ
経
由
で
キ
ュ
ー
バ
を
訪
れ
、
く
交
流
の
場
と
し
て
も
発
展
さ
せ
て
行
き
た
い
と
思

，
熱
帯
系
社
会
主
義
'
国
家
を
観
察
し
て
い
ら
っ
し
っ
て
お
り
ま
す
。
参
加
御
希
望
の
方
は
御
連
絡
下
さ

ゃ
い
ま
し
た
。
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
-
ぃ
。
報
告
希
望
者
も
歓
迎
致
し
ま
す
。
本
年
に
入
つ

オ
ブ
・
チ
ャ
イ
ナ
』
は
、
中
国
の
古
代
か
ら
現
代
ま
て
か
ら
の
報
告
者
と
テ
l
7
は
次
の
通
り
で
す
。

で
を
網
羅
す
る
壮
大
な
歴
史
叢
書
で
、
日
本
人
学
者
一
月
二
十
二
日
|
|
中
嶋
嶺
雄
「
ア
メ
リ
カ
・
キ

と
し
て
唯
一
人
現
代
史
部
門
を
担
当
の
先
生
も
張
り
ュ

l
パ
訪
問
を
終
え
て
」
、
望
月
克
哉
「
米
共
和
党

l師

研
究
室
だ
よ
り

政
権
の
政
策
決
定
過
程
」
。
二
月
十
九
日
|
|
渡
辺

啓
貴
「
ス
タ
ン
レ

l
・
ホ
フ
マ
ン
の
国
際
政
治
観
」
、

木
村
卓
司
「
レ
ー
ガ
ン
外
交
の
諸
相
」
。
四
月
二
十

三
日

l
l
金
重
紘
「
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
」

渋
谷
司
「
現
代
中
国
外
交
と
そ
の
伝
統
的
要
因
」
。

五
月
十
四
日

l
l
五
島
文
雄
「
『
レ
・
ズ
ア
ン
集
団

指
導
体
制
』
の
確
立
過
程
と
国
際
環
境
」
。
六
月
二

十
五
日
|
|
木
村
卓
司
「
戦
争
権
限
と
ア
メ
リ
カ
議

会
」
、
四
宮
瑞
枝
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
1
1
文
化
的
基
盤

と
経
済
発
展
に
つ
い
て
」
。
九
月
十
七
日
|
|
森
明

子
「
中
国
外
資
導
入
の
実
態
」
、
レ
オ
ン
・
ベ
ン
ダ

ー
「
環
太
平
洋
に
お
け
る
国
際
関
係
」
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お
隣
り
の
宇
佐
美
滋
先
生
が
フ
ル
プ
ラ
イ
ト
で
ワ

シ
ン
ト
ン
に
行
か
れ
、
国
際
関
係
共
同
研
究
室
も
少

し
淋
し
く
な
り
ま
し
た
。
宇
佐
美
先
生
は
ジ
ョ
ー
ジ

・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
中
ソ
問
題
研
究
所
で
、
戦
後
の

米
中
関
係
に
つ
い
て
一
年
間
研
究
さ
れ
る
予
定
で
す
。

卒
業
生
プ
の
御
活
躍
ぶ
り
、
海
外
留
学
・
海
外
勤
務

の
便
り
な
ど
楽
し
く
拝
見
し
て
い
ま
す
。
お
近
く
に

お
越
し
の
節
は
、
当
研
究
室
に
も
是
非
、
足
を
お
運

び
下
さ
い
。
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
を
用
意
し
て
御
待
ち
し

て
い
ま
す
。

(
へ
カ
テ
)



…
「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
の
ぺ

l
ジ

記
念
す
べ
き
『
歴
史
と
未
来
』
第
一

O
号
の
ベ
l

ジ
を
お
借
り
し
て
、
昨
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の

ゼ
ミ
の
会
の
活
動
及
び
会
員
の
消
息
等
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

昨
年
の
九
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
、
恒
例
の

夏
の
合
宿
を
信
州
の
白
馬
「
雪
の
荘
」
で
行
い
ま
し

た
。
テ
ー
マ
は
「
日
・
中
・
米
一

O
年
の
軌
跡
を
求

め
て
|
l
対
外
ア
プ
ロ
ー
チ
の
再
検
討
l
l
」
と
題

し
、
ま
た
、
お
り
か
ら
、
教
科
書
問
題
も
発
生
し
、

学
生
・
院
生
、

O
Bジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
の
聞
で
日

中
関
係
、
米
中
関
係
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が

関
わ
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
に
入
っ
て
、
春
の
研
修
旅
行
は
、
三
月
二
一

目
、
二
二
日
と
箱
根
へ
。
一
夜
の
宿
は
「
宮
の
下
保

養
所
九
卒
論
発
表
は
、
ど
れ
も
み
な
秀
作
ぞ
ろ
い

で
し
た
が
、
中
嶋
先
生
の
コ
メ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
厳

し
く
、
か
っ
、
暖
く
包
容
力
の
あ
る
も
の
で
、
出
席

者
は
多
大
な
啓
発
を
受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
先
日
、
夏
休
み
に
入
っ
て
す
ぐ
七
月
十
六

日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
は
、
今
年
度
の
夏
の
合
宿

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
場
所
は
松
本
市
郊
外
、
牛
伏
寺
喜
ば
じ
い
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
は
、
先
に
あ
げ
た
川

山
崎
障
の
「
静
山
荘
、
天
候
は
あ
い
に
く
の
雨
続
き
副
さ
ん
、
横
山
さ
ん
の
ほ
か
、
小
泉
聖
子
さ
ん
が
結

だ
っ
た
の
で
す
が
、
合
宿
の
雰
囲
気
は
熱
気
を
帯
び
婚
さ
れ
て
花
淳
に
改
姓
。
さ
ら
に
伊
藤
努
さ
ん
(
時

て
い
ま
し
た
。
特
に
今
回
は
、
多
紋
の
三
年
生
の
参
事
通
信
社
)
、
宮
本
明
彦
さ
ん
(
日
本
経
済
新
聞
社
文

加
を
得
て
、
「
不
透
明
な
時
代
を
よ
む
|
一
九
八
四
年
浜
本
良
一
さ
ん
(
読
売
新
聞
社
三
渋
谷
司
さ
ん
(
東
外

を
前
に
し
て
我
々
は
l
L
の
テ
1
7
の
下
、

G
・
オ
大
大
学
院
)
が
そ
れ
ぞ
れ
、
独
身
生
活
に
ピ
リ
オ
ド

1
ウ
三
ル
『
一
九
八
四
年
』
の
読
書
会
、
亡
命
問
題
、
を
打
っ
て
、
ゴ
ー
ル
イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。

政
治
認
識
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
大
い
最
後
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校

に

盛

り

上

が

り

ま

し

た

。

留

学

中

の

井

尻

秀

憲

さ

ん

(

東

外

大

大

学

院

五

四

年

で
は
、
次
に
会
員
の
方
骨
の
消
息
を
お
知
ら
せ
い
度
修
了
)
が
執
筆
さ
れ
た
力
作
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の

た

し

ま

す

。

歴

史

意

識

と

ア

ジ

ア

」

が

、

『

思

想

』

一

九

八

三

年

ま
ず
、

O
B会
員
の
異
動
と
し
て
は
、
川
副
泰
治
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
御
一
読
下
さ

さ
ん
(
東
京
銀
行
)
が
、
昨
秋
結
婚
後
、
北
京
へ
赴
い
。

任
。
松
倉
恒
彰
さ
ん
(
日
本
長
期
信
用
銀
行
)
も
、
と
乙
ろ
で
、
昨
年
の
夏
の
合
宿
で
、
「
ゼ
ミ
の
会
」

や
は
り
北
京
へ
赴
任
。
中
嶋
ゼ
ミ
出
身
の
初
の
女
性
の
臨
時
総
会
が
聞
か
れ
、
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
会
則
改

外
交
官
、
高
橋
妙
子
さ
ん
(
外
務
省
)
は
、
七
月
上
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
乙
の
会
則
は
、
旧
会
則

旬
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
E
N
A
へ
二
年
間
の
留
学
(
『
歴
史
と
未
来
』
第
六
号
参
照
)
三
、
の
条
文
に

に
出
発
。
機
山
佳
生
子
さ
ん
(
筑
波
大
学
大
学
院
、
星
準
会
員
資
格
を
含
め
、
さ
ら
に
七
、
終
身
会
員
及
び

に
改
姓
)
も
、
結
婚
後
、
単
身
マ
レ
ー
シ
ア
へ
留
学
八
、
『
歴
史
と
未
来
』
執
筆
者
負
担
の
項
目
を
新
た

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
木
村
卓
司
さ
ん
(
東
外
大
大
に
加
え
た
も
の
で
す
。
以
下
、
新
た
に
定
め
ら
れ
た

学
院
五
五
年
度
修
了
)
は
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
会
則
を
記
載
し
ま
す
。

ス
大
学
大
学
院

(
S
A
I
S〉
で

M
.
A
.
を
取
得
後
、

昨
年
十
二
月
帰
国
さ
れ
、
現
在
、
東
外
大
A
-
A
研

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
と
し
て
活
慮
中
で
す
。

-131-



「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
会
則

昭
和
五
十
年
十
月
一
日
制
定

昭
和
五
周
年
七
月
七
日
改
定

昭
和
五
七
年
九
月
四
日
改
定

一
、
目
的

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
(
以
下
「
ゼ
ミ
の
会
」
と
略
記

す
る
)
は
、
国
際
関
係
論
お
よ
び
地
域
研
究
に
か

ん
す
る
研
究
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
卒
業
生

と
在
学
生
と
の
親
陸
、
研
究
、
研
鍍
の
場
の
提
供

を
目
的
と
す
る
。

二
、
活
動

「
ゼ
ミ
の
会
」
は
つ
ぎ
の
活
動
を
お
と
な
う
。

付
研
究
会
な
ど
の
開
催

同
研
修
旅
行
の
実
施

国
『
歴
史
と
未
来
』
の
発
行

同
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
l
、
名
簿
の
作
成

田
そ
の
他
種
々
の
研
究
活
動

三
、
会
員
及
び
準
会
員

A
、
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
会
員
資
格
は
次
の
と
お
り

と
し
、
入
会
金
一
万
円
を
事
務
局
に
納
め
る
乙

と
に
よ
っ
て
会
員
と
な
る
。

H
中
嶋
ゼ
ミ
に
お
い
て
卒
論
を
執
筆
し
た
者

口
大
学
院
諜
程
で
中
嶋
先
生
に
論
文
指
導
を

受
け
た
者
お
よ
び
受
け
よ
う
と
す
る
者

国
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
目
的
に
賛
同
し
、
と
く

に
入
会
を
希
望
す
る
者

B
、
・
中
嶋
ゼ
芝
で
卒
論
を
執
筆
し
よ
う
と
す
る
学

部
四
年
生
及
び
、
そ
の
他
特
に
希
望
す
る
学
部

在
学
生
は
、
会
費
三
千
円
を
支
払
う
乙
と
に
よ

り
準
会
員
と
な
れ
る
。
準
会
員
に
は
、
『
歴
史

と
未
来
』
、
「
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
l
」
が
無
料
配

布
さ
れ
、
又
、
「
ゼ
ミ
の
会
」
諸
活
動
へ
の
参

加
が
認
め
ら
れ
る
。

四
、
組
織

付

総

会
総
会
は
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
議
決
機
関
と
し
て

の
機
能
を
も
ち
、
原
則
と
し
て
年
一
回
開
催
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
総
会
を

開
く
乙
と
が
で
き
る
。

同

幹
事
会

幹
事
会
は
幹
事
・
会
計
・
『
歴
史
と
未
来
』

編
集
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
「
ゼ
ミ
の
会
」

の
活
動
運
営
お
よ
び
会
計
監
査
の
責
任
を
有
し
、

原
則
と
し
て
年
四
回
開
催
さ
れ
る
。

同
事
務
局

事
務
局
は
「
ゼ
ミ
の
会
」
役
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
、
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
日
常
的
運
営
を
そ

の
任
務
と
す
る
。
事
務
局
は
東
京
外
国
語
大
学

中
嶋
嶺
雄
研
究
室
に
お
く
。

五
、
役
員「

ゼ
ミ
の
会
」
は
つ
ぎ
の
役
員
を
定
め
る
。

付
代
表
幹
事
一
名
、
幹
事
五
名
(
代
表
幹
事
を

含
む
〉

会
計
一
名
、
『
歴
史
と
未
来
』
編
集
長
お
よ
び

編
集
委
員
な
ど
の
役
員
を
定
め
、
各
々
任
期
を

一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

同
代
表
幹
事
は
幹
事
会
に
よ
っ
て

E
選
さ
れ
る
。

回
幹
事
は
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

同
会
計
は
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

国
編
集
長
は
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

同
編
集
委
員
は
編
集
長
が
委
嘱
す
る
。

六
、
会
費「

ゼ
ミ
の
会
」
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
会

員
は
年
会
費
五
千
円
(
た
だ
し
、
学
部
学
生
は
三

千
円
)
・
を
毎
年
七
月
七
日
(
七
夕
)
ま
で
に
つ
ぎ

の
民
座
も
し
く
は
会
計
宛
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

三
井
銀
行
巣
鴨
支
庖

悶
庖
番
号

1
8
4
口
座
番
号
4
1
2
6
4
5
6

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
宛

七
、
終
身
会
員

希
望
に
よ
り
、
一
括
七
万
円
の
会
費
を
納
め
る

と
と
に
よ
り
、
終
身
会
員
と
な
る
。
た
だ
し
本
国
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に
帰
国
す
る
留
学
生
の
終
身
会
費
は
三
万
円
と
す

る。
八
、
『
歴
史
と
未
来
』
執
筆
者
負
担

『
歴
史
と
未
来
』
に
寄
稿
す
る
会
員
は
、
す
べ

て
一
律
に
、
最
低
一
口
五
千
円
の
掲
載
料
を
納
め

る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
寄
稿
省
に
は
一
口
に
つ

き
『
歴
史
と
未
来
』
五
冊
を
進
呈
す
る
。

(
0
・M
)

* 
新
役
員
紹
介

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」

代
表
幹
事
石
山
庸
子
〈
東
外
大
大
学
院
)

幹
事
勝
又
美
智
雄
(
日
本
経
済
新
聞
社
)

幹
事
伊
豆
見
元
(
平
和
安
全
保
障
研
究
所
)

幹
事
諏
訪
一
幸
(
中
国
語
科
四
年
)

幹

事

松

本

修

(

中

国

語

科

四

年

)

会
計
小
松
立
夫
(
中
国
語
科
四
年
)

『
歴
史
と
未
来
』

編
集
長
河
原
地
英
武
(
東
外
大
大
学
院
)

編
集
委
員
浅
川
あ
や
子
(
東
外
大
教
務
補
佐
員
)

編
集
委
員
絵
本
修
(
中
国
語
科
四
年
)

編
集
顧
問
石
山
庸
子
(
東
外
大
大
学
院
〉

八
編
集
部
よ
り
〉

『
歴
史
と
未
来
』
第
七
号
及
び
第
八
・
九
合
併
号

に
残
部
が
あ
り
ま
す
の
で
、
入
手
希
望
の
方
は
中
嶋

研
究
室
宛
に
ど
一
報
下
さ
い
。

* 
事

• 

『
歴
史
と
未
来
』
第
八
・
九
合
併
号
発
行
後
、
各

方
面
か
ら
暖
か
い
激
励
の
お
手
紙
が
続
々
と
研
究
室

に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
乙
乙
に
、
そ
の
一
部
を
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
。
(
敬
称
略
)

-
貴
誌
を
手
に
し
て
い
つ
も
感
じ
ま
す
乙
と
は
、
中

嶋
先
生
の
卓
越
し
た
多
面
的
な
才
能
と
組
織
力
、
そ

し
て
貴
会
の
皆
さ
ん
の
旺
盛
な
研
究
心
等
で
す
。
じ

っ
く
り
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。(

谷
川

祭
彦
)

-
大
変
函
白
く
拝
見
。
同
時
に
極
め
て
活
発
な
ゼ
ミ

活
動
が
う
ら
や
ま
し
く
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
長
い

間
、
私
も
ゼ
ミ
を
持
っ
て
き
ま
し
た
が
、
未
だ
か
つ

て
乙
ん
な
に
活
気
の
あ
る
ゼ
ミ
を
経
験
し
て
い
ま
せ

ん

の

で

。

(

市

古

宙

三

)

-
中
嶋
ゼ
ミ
の
雰
囲
気
が
全
誌
面
に
生
き
生
き
と
感

じ
ら
れ
る
編
集
で

A

感
銘
を
受
け
て
い
ま
す
。

(
石
井
米
雄
)

-
美
し
い
切
手
の
た
く
さ
ん
貼
つ
で
あ
る
思
い
が
け

な
い
郵
便
物
を
帰
宅
早
々
聞
く
と
、
中
か
ら
出
て
き

た
絵
の
あ
る
表
紙
、
中
嶋
さ
ん
の
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

パ
l
グ
に
て
」
、
「
巻
頭
き
己
、
そ
れ
か
ら
目
次
に

並
ん
で
い
る
記
事
の
題
目
を
み
て
い
く
う
ち
に
吾
識

ら
ず
ひ
き
と
ま
れ
て
、
夕
食
も
忘
れ
て
通
読
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
聞
記
者
や
銀
行
員
と
な
ら
れ

て
そ
の
体
験
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
の
文
章
は
ほ

ん
と
に
面
白
く
て
感
動
し
ま
し
た
。
ま
た
す
で
に
就

職
さ
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
企
業
で
働
い
て
お
ら
れ
る
方

々
が
国
際
関
係
に
関
す
る
論
文
を
寄
せ
て
い
る
の
も

頭
の
下
が
る
思
い
が
し
ま
す
。
乙
う
い
う
方
々
は
、

忙
し
い
劃
務
の
あ
い
ま
に
も
勉
強
を
つ
づ
け
ら
れ
、

国
際
問
題
に
生
き
た
興
味
を
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
る
方

方
で
あ
ろ
う
と
恩
い
ま
し
た
。

乙
の
よ
う
な
文
集
の
発
行
を
可
能
に
し
て
お
ら
れ

る
中
嶋
先
生
の
情
熱
お
よ
び
ゼ
ミ
の
学
生
の
皆
さ
ま

の
ど
努
力
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ど
う
か
今
後
と
も

が
ん
ば
っ
て
下
さ
い
。
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『
歴
史
と
未
来
』

号

創j

有j

目

次

「歴史と未来」の創刊に当って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中

国
連
と
中
国

掘

民
族
理
論
と
ソ
速
の
民
族
政
策
(
上
)
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
j
i
-
-
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
:
・
:
:
長
谷
川

帝
国
主

警
の
イ
ン

木
綿
工
業

石

陳
独
秀
と
中
国
共
産
党

111 

和

田

ス
ペ
イ
ン
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
l
ウ
ェ
ル

:
:
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
・
:
:
島

台湾を考える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市

沖
縄
問
題
，、、
む

視
角

上

中
国
の
試
練

中
国
革
命
史
と
文
化
大

芸

大

ア
シ

ア
』ζ

お
け
る
日
本
の
役
割

古

-， 

力
の
均
衡
Lー

と
平
和

ー勝

編

集

後

記

嶋井回橋原島)11 又

嶺

雄

憲

昭・・・・・・・・・

3

哲

也---------惜山

直

木

---------m
“
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『
歴
史
と
未
来
』

第

Eヨ
可

目

次

〈
巻
頭
言
〉

中

嶋

嶺

雄
/
『
歴
史
と
未
来
』
第
二
号
発
刊
に
当
っ
て

^ 論

文
〉

小

田

健

/

朝

鮮

戦

争

と

ソ

速

の

安

保

理

欠

席

j
i
-
-
:
:
:
・

(
ロ
シ
ア
語
科
四
八
年
卒
)

島

田

博

/

中

印

国

境

紛

争

と

ソ

連

の

政

策

------------------------------------------------------------------------m

(
ロ
シ
ア
語
科
四
九
年
卒
)

長
谷
川
哲
也
/
ロ
シ
ア
の
日
本
語
学
校
の
と
と
な
ど
:
:
:
γ
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
;
:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
初

(
ロ
シ
ア
語
科
四
二
年
卒
)
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積

口

牧

子

/

現

代

中

国

の

文

学

と

政

治

------------------------------------------------------------------------------M

(
中
国
語
科
四
九
年
卒
)

l

l

い
わ
ゆ
る
「
周
揚
批
判
」
を
め
ぐ
っ
て

田
端
悦
子
/
金
門
・
馬
祖
事
件
と
中
ソ
関
係
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
担

〈
中
国
語
科
四
九
年
卒
〉

箱
田
順
哉
/
一
九
六
九
年
日
米
共
同
声
明
極
東
条
項
に
関
す
る
一
つ
の
考
察
:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
:
:
:
:
i
a

(
英
米
語
科
四
九
年
卒
)

伴
美
喜
子
/
国
際
関
係
論
と
民
族
・
人
種
問
題
(
中
間
報
t
e
i
-
-
:
:
:
:
-
j
i
-
-
・:
:
:
:
j
i
-
-
j
i
-
-
:
叩

(
中
国
語
科
四
年
)

(勝
フ
ラ

ヌ茂
君夫
男占
年豆
き見

忠ラ
~A
副争寸

裂誉
教日

議室
誓肴
E ・
0 え

る

56 



『
歴
史
と
未
来
』

第
三
号

目

八
巻
頭
言

V

国
際
認
識
の
不
確
か
さ

l

『
歴
史
と
未
来
』
第
三
号
刊
行
に
当
っ
て

l

特

}JIJ 

寄

稿

東
南
ア
ク
ア
諸
国
の
国
民
形
成
を
め
ぐ
っ
て

ー
ギ
プ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
タ
の
彼
方
の
世
界

美
渡
部
都
政
へ
の
挽
歌

l
革
新
知
事
の
変
質

i

卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

次

中

嶋

東
京
工
業
大
学
教
授

岩

田

鹿

複
合
民
族
国
家
の
苦
悩
と
試
練

i
T
ν
l
u
r
ア
の
，
五
・
一
三
暴
動
a

を
め
ぐ
っ
て

l

フ
ラ
ン
コ
の
外
交
政
策
と
国
際
関
係

1

一
九
三
九
年

t
一
九
四
三
年

1

1

勝伴

叉沢

嶺

蜂

m
i
l
-
-

治
・
・
:
:

美
智
雄

美
喜
子
:
:
・
・

茂

雄
:
:
:

3 
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「
大
躍
進
」
運
動
の
発
足
と
挫
折

中
華
人
民
共
和
国

k

b
け
る
人
口
問
題
の
変
遷
・

日
中
関
係
と
中
国
の
「
日
本
軍
国
主
義
」
像

イ
ン
ド
ネ

γ
ア
で
の
あ
る
体
験

ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン

一
九
七
四
年
夏

全
体
主
義
社
会

K
か
け
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
真
実

l

『
一
九
八
四
年
』
を
読
ん
で
考
え
た
と
と

l

一
タ
ソ
ン
新
経
済
政
策
を
振
り
返
っ
て

樟
園

k
h
f
け
る
朝
鮮
戦
争
研
究

「
中
嶋
ゼ
さ
の
会
」
発
足

K
あ
た
っ
て

「
中
嶋
ゼ
さ
の
会
・
」
会
則
・
原
案

:
:
:
:
j
i
-
-

研
修
旅
行
メ
モ

編

集

後

記

ー

l
 

j
 

松井伴大池箱伊
豆
見 副倉尻楽回回

恒泰

治
:
;
・
・

彰
:
:
・
・

秀

憲
・
・
:
:

武

置・・・:・

文

彦
:
:
・
・

保

子

願

哉
:
:
:

元
:
:
・
・

•••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••• 

41 50 59 68 71 75 80 
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『
歴
史
と
未
来
』
第
四
号自

次

八

巻

頭

言

V

い

度

の

出

発

『
歴
史
と
未
来
』
第
四
号
刊
行
に
当
っ
て

ま

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

『
現
代
日
本
の
政
治
|
|
中
央
と
地
方
|
|
|
』

中

嶋

嶺

雄

報

告

3 

デ
イ
ス
カ
ス
ァ
サ
ン
ト
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『
歴
史
と
未
来
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目
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史
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嶋
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潮
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イ
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究
室
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よ
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・
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・
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「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
の
ベ

l
ジ
:
・
:
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:
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編
集
後
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・
・
・
・
・
・
・
・
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・
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t
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:
:
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カ
ッ
ト
・
太
田
美
紀
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-
昨
年
の
爽
や
か
な
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
サ

7
l
k

比
べ
て
、
や
は
り
日
本
の
夏
は
暑
い
/
座
っ
て
い
る

だ
け
で
汗
の
吹
き
出
る
研
究
室
で
、
編
集
長
以
下
よ

く
頑
張
り
ま
し
た
。
い
ま
は
涼
風
吹
き
抜
け
る
研
究

・
昨
年
の
夏
は
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
，
内
乱
'
、
室
で
、
山
出
来
あ
が
っ
た
『
歴
史
と
未
来
』
を
眺
め
つ

今
年
の
夏
は
映
画
『
東
京
裁
判
』
の
異
常
プ
l
ム
と
‘
つ
悦
に
入
っ
て
い
る
姿
を
想
像
し
て
い
ま
す
。

当
の
映
画
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
が
、
大
い
に
「
日
本
(
フ
イ
リ
ッ
プ
・

7
l
ロ
l
の
妻
)

が
揺
れ
る
」
状
況
が
現
出
し
た
。
そ
乙
で
問
わ
れ
た

も
の
は
、
政
府
の
姿
勢
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、

軍
国
主
義
像
だ
け
で
も
な
い
。
他
な
ら
ぬ
我
今
日
本

人
全
体
心
歴
史
観
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
や
我

我
が
墨
守
し
続
け
て
き
て
い
た
皇
国
史
観
、
近
代
主

義
P

唯
物
史
観
等
.
h
y

あ
ら
ゆ
る
歴
史
観
は
そ
の
有
効

性
を
疑
わ
れ
始
め
て
い
る
。
新
た
な
る
歴
史
観
の
確

立
を
求
め
て
倉
闘
す
る
人
々
に
現
代
史
像
の
再
検
討

を
試
み
た
『
歴
史
と
未
来
』
第
一

O
号
を
乙
乙
に
お

送
り
致
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
。

(
厳
し
い
ウ
ヨ
ク
の
た
め
の
葬
送
幽
)

編

集

後

記

-
ヴ
ォ
l
ゲ
ル
教
授
が
デ
イ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
と
し
て

名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
四
年
前
の
乙

と
で
す
。
ま
た
、
今
年
に
入
っ
て
に
わ
か
に
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
チ
ャ
ド
内
戦
は
、
本
誌
八
・
九

合
併
号
を
み
る
と
、
「
チ
ャ
ド
共
和
国
|
内
戦
と
そ

の
国
際
環
境
|
」
と
い
う
卒
論
で
、
す
で
に
一
年
前

に
論
じ
て
い
た
O
B
が
い
ま
す
。
地
味
で
は
あ
る
が

・
今
回
は
、
創
刊
第
一

O
号
に
ふ
さ
わ
し
い
記
念
特
ひ
た
む
き
な
、
わ
が
ゼ
ミ
生
の
知
的
営
為
は
、
い
つ

集
を
企
画
し
ま
し
た
。
六
月
末
に
原
稿
依
頼
、
八
月
の
聞
に
時
代
感
覚
を
先
取
り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か

か
ら
は
原
稿
催
促
、
ゲ
ラ
制
校
正
、
資
金
調
達
と
、
の
よ
う
で
す
。
と
ん
な
乙
と
を
恩
い
な
が
ら
、
今
、

本
格
的
な
活
動
を
展
開
し
、
九
月
下
旬
に
し
て
よ
う
『
歴
史
と
未
来
』
の
今
後
の
発
展
を
楽
観
し
て
い
ま

や
く
肩
の
荷
を
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
と
と
ろ
で
す
η

す。

内
容
は
、
市
販
の
総
合
雑
誌
に
遜
色
な
い
と
自
負
し
今
回
、
我
々
の
企
画
の
た
め
に
特
別
寄
稿
し
て
下

て
い
ま
す
が
果
た
し
て
い
か
が
で
し
ょ
う
。
さ
っ
た
江
口
朴
郎
先
生
に
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

第
一
心
号
の
出
来
ば
え
を
予
想
し
な
が
ら
机
上
の
そ
し
て
最
後
に
、
本
誌
に
広
告
を
下
さ
っ
た
筑
摩
書

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
バ
ラ
バ
ラ
め
く
れ
ば
、
第
四
号
房
、
時
事
通
信
社
、
光
文
社
、
霞
山
会
に
厚
く
御
礼

に
は
、
ゼ
ミ
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
エ
ズ
ラ

-
F

申
し
上
げ
ま
す
。
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対
立
か
ら
一
転
和
解
へ

l
l
ア
メ
リ
カ
の

世
界
政
策
も
、
日
本
の
安
全
保
障
も
、
す
べ

て
中
ソ
対
立
を
前
提
と
し
て
い
た
そ
の

国
際
環
境
が
い
ま
、
中
ソ
和
解
を
軸
に
大

き
く
変
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
ρ

こ
の
混

沌
の
中
て
、
中
ソ
和
解
の
も
つ
今
日
的
な

意
味
と
波
紋
を
-
分
析
し
、
わ
が
留
の
と
る

べ
き
姿
勢
を
明
示
す
る

-
高
坂
正
桑
氏
(京
都
大
学
教
綬
)評
:
中
嶋
さ

ん
は
、
二
、
三
年
ま
え
か
ら
中
ソ
和
解
が

起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た

う
え
に
、
今
回
、
中
ソ
和
解
は
中
ソ
同
盟

に
ま
で
進
み
う
る
と
主
張
し
て
い
る
中

嶋
さ
ん
ほ
ど
、
中
国
の
社
会
と
外
交
の
性

を
、
深
く
正
し
く
見
ぬ
い
て
い
る
人
は

い
の
で
あ
る
。
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