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的
な
学
術
交
流
を
模
索
し
て
い
る
国
際
学
会
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
ル

l

ヴ
ァ
ン
で
の
学
会
そ
の
も
の
の
様
子
は
「
認
識
と
相
互
理
解
」

と
題
し
て
、
『
紀
要
比
較
文
化
研
究
』
(
東
京
大
学
教
養
学
部
、
第
二
十
七
号
、
一
九
八
八
年
)
に
報
告
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
そ
ち
ら

を
も
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
蛇
足
で
あ
る
が
、
本
稿
に
述
べ
た
事
柄
は
、

い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
・
構
造
主
義
的
な
知
的
風
土
の
な
か
で
の
現
代
思
想
が
、
そ
の

議
論
の
出
発
点
な
い
し
前
提
に
据
え
て
い
る
、

い
わ
ば
す
で
に
時
代
遅
れ
の
問
題
を
、
お
そ
ろ
し
く
単
純
化
し
て
確
認
し
た
も
の
に
過
ぎ

ず
、
本
文
の
最
初
に
断
っ
た
よ
う
に
、
他
我
論
や
第
三
項
排
除
を
巡
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
哲
学
や
社
会
学
の
ご
専
門
の
か
た
が
た
の

目
か
ら
み
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
杜
撰
な
初
歩
的
覚
書
で
し
か
な
い
こ
と
は
著
者
自
身
が
痛
切
に
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
事
実

ピ
エ
l

ル
・
ブ
ル
デ
ュ

l

の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
る
才
媛
、

ナ
タ
リ
l

・
エ
イ
ニ
ッ
ク
嬢
か
ら
は
完
膚
な
き
ま
で
の
批
判
を
蒙
っ
た
)
。

そ
の
点
く
れ
で
れ
も
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
学
問
の
厳
密
さ
が
寛
容
と
は
背
馳
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
理
の
追
求
は
不
寛
容

の
独
善
た
る
ほ
か
な
い
と
の
諦
念
か
ら
申
し
述
べ
る
。

目リ

口

上

伝
達
不
可
能
性
に
つ
い
て
お
話
申
し
上
げ
よ
う
と
存
じ
ま
す
が
、
伝
達
不
可
能
な
も
の
を
語
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
、
伝
達
不
可
能

な
も
の
は
伝
達
不
可
能
な
訳
で
す
か
ら
。
こ
こ
に
私
の
伝
達

H

報
告
(
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン
)
の
限
界
が
あ
り
、
ま
た
学
会
報
告
(
コ
ミ
ユ

ニ
カ
シ
オ
ン
)
一
般
の
限
界
が
あ
る
こ
と
も
最
初
に
認
識
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

異
文
化
聞
の
対
話
と
い
う
こ
と
が
、
ず
い
ぶ
ん
と
言
わ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
対
話
(
デ
ィ
ア
ロ

l

グ
)
と
い
う
も
の
は
、
論
理

(
ロ
ジ
ッ
ク
)
に
の
っ
と
っ
た
領
域
で
し
か
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
論
理
と
い
う
も
の
が
即
正
義
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
倫
理
に
対
す
る
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裏
切
り
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
文
化
圏
(
孔
子
の
場
合
な
ど
)
に
お
い
て
は
、
対
話
と
は
む
し
ろ
不
実
、
背
信
、
思
知
ら
ず
の
表
現
で
あ
る

と
言
え
ま
し
ょ
う
。
お
よ
そ
伝
達
可
能
な
も
の
と
は
、
外
交
上
の
必
要
悪
と
し
て
の
修
辞
上
必
言
い
逃
れ
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
(
日

本
語
で
は
「
語
る
」
と
は
同
時
に
嘘
を
つ
い
て
欺
く
こ
と
を
も
意
味
し
ま
す
)
。
こ
の
よ
う
な
文
化
と
対
話
を
試
み
る
こ
と
は
、
相
手
に

腹
を
割
ら
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
相
手
を
見
失
い
、
土
俵
に
乗
ら
な
い
「
他
者
」
に
つ
い
て
の
、
有
り
も
し
な
い
幻
想
を
繁
殖
さ
せ

る
こ
と
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
「
他
者
」
認
識
に
関
す
る
哲
学
的
な
い
し
社
会
学
的
な
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
ま
た
理
解
不
可
能
な
国
日
本
と
い

う
神
話
を
蒸
し
返
す
こ
と
も
避
け
ま
す
。
た
だ
、
定
義
か
ら
し
て
不
可
能
な
「
対
話

H

弁
証
」
の
結
果
生
じ
た
悲
喜
劇
の
具
体
的
な
一
例

を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
果
た
し
て
日
本
の
前
衛
義
術
と
い
う
も
の
を
西
欧
の
観
衆
に
提
示
(
プ
レ
ザ
ン
テ
)
な
い
し

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
ま
す
が
、
「
前
衛
」
と
か
「
日
本
」
「
東
洋
」
「
西
洋
」
「
非
西
欧
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
は
、
と
り
あ
え

「
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表
象
(
ル
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テ
)
す
る
こ
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が
可
能
か
、
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い
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の
が
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
立
て
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問
い
で
す
。
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の
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の
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え
で
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符
丁
と
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考
え
戴
き
た
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い
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い
ろ
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次
元
で
置
き
換
え
可
能
な
も
の
で
、

フ
ラ
ン
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と
日
本
の
間
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l
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「
西
洋
」
「
非
西
欧
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
は
、
と
り
あ
え

表
象
(
ル
プ
レ
ザ
ン
テ
)
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
立
て
る
問
い
で
す
。

ず
の
操
作
の
う
え
で
の
符
丁
と
お
考
え
戴
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
の
次
元
で
置
き
換
え
可
能
な
も
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
間

の
対
話
(
デ
ィ
ア
ロ
!
グ
)
が
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
理
屈
(
ロ
ジ
ッ
ク
)

で
、
日
本
と
韓
国
や
そ
の
他
の
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
や
、

フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
さ
ら
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
さ
ら
に
非
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国

と
の
関
係
と
い
っ
た
も
の
も
、
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
以
下
の
考
察
は
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
出
発
点
以
上
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。



日
本
の
前
衛
、
そ
の
本
質
的
な
暖
昧
さ

日
本
流
で
す
が
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
話
し
を
始
め
ま
す
。
(
そ
も
そ
も
誤
解
の
有
る
限
り
、
弁
証
法
的
止
揚
(
ジ
ン
テ
ー
ゼ
)

在
り
え
な
い
訳
で
す
か
ら
、
誤
解
を
論
じ
る
の
に
、
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
た
総
合
(
ジ
ン
テ
ー
ゼ
)
に
飛
び
付
い
た
の
で
は
、
問
題
そ

の
も
の
を
取
り
逃
し
て
し
ま
い
ま
す
)
。
絵
画
に
お
け
る
今
世
紀
初
頭
の
野
獣
派
(
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
)
と
か
立
体
派
(
キ
ュ
l
ビ
ス
ム
)

と
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
運
動
が
自
ら
の
前
衛
た
る
所
以
の
保
証
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
ア
フ
リ
カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア
の
い

わ
ゆ
る
「
未
開
墾
術
」
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
「
未
開
民
族
」
が
同
じ
「
未
開
墾
術
」
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
で
「
前
衛
」
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
在
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
よ
う
な
選
択
は
た
か
だ
か
「
伝
統
主
義
」
と
認
知
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
時

代
遅
れ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
選
択
が
「
反
近
代
主
義
」
に
属
す
る
も
の
と
分
類
さ
れ
る
の
は
、
近
代
主
義
が
西
欧
主
義

H

西
欧
化
と
同
義
で
あ
る
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
必
然
の
帰
結
で
す
。

こ
れ
と
同
じ
ジ
レ
ン
マ
が
日
本
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
「
ハ
イ
カ
イ
」
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
み
な
ら
ず
英
語
圏
に
も
広
が
っ

た
、
こ
れ
は
文
句
な
く
「
前
衛
」
的
な
「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
と
い
う
詩
の
運
動
に
霊
感
を
ふ
き
こ
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

「
伝
統
的
」
な
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
は
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で
、
そ
れ
を
い
か
に
「
近
代
化
」
す
る
か
が
論
ぜ
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
西
欧
の
文
脈
で
は
「
前
衛
」
に
迎
え
ら
れ
る
も
の
が
、
「
東
洋
」
に
あ
っ
て
は
「
近
代
化
」
の
た
め
に
捨
て
去
る
べ

き
「
封
建
造
制
」
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
。

こ
こ
に
、
日
本
の
前
衛
の
本
質
的
な
暖
昧
さ
が
在
り
ま
す
。

一
方
で
、
「
ハ
イ
カ
イ
」
が
「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
た
ち
の
着
想
源
と
な
っ
た

A
F
 

t

か
ら
と
い
っ
て
、
俳
句
を
ひ
と
か
ら
げ
に
「
前
衛
」
だ
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
他
方
、日
本
の
詩
的
前
衛
を
、
折
り
紙
付
き
の

「
ダ
ダ
イ
ス
ト
」
や
「
シ
ュ
l
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
選
択
的
に
過
ぎ
ま
し
ょ
う
。

な
に
も
「
前
衛
」 は

ハh
u

nべ
U

日
本
の
前
衛
、
そ
の
本
質
的
な
暖
昧
さ

日
本
流
で
す
が
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
話
し
を
始
め
ま
す
。
(
そ
も
そ
も
誤
解
の
有
る
限
り
、
弁
証
法
的
止
揚
(
ジ
ン
テ
ー
ゼ
)

在
り
え
な
い
訳
で
す
か
ら
、
誤
解
を
論
じ
る
の
に
、
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
た
総
合
(
ジ
ン
テ
ー
ゼ
)
に
飛
び
付
い
た
の
で
は
、
問
題
そ

の
も
の
を
取
り
逃
し
て
し
ま
い
ま
す
)
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絵
画
に
お
け
る
今
世
紀
初
頭
の
野
獣
派
(
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
)
と
か
立
体
派
(
キ
ュ
l
ビ
ス
ム
)

と
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
運
動
が
自
ら
の
前
衛
た
る
所
以
の
保
証
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
ア
フ
リ
カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア
の
い

わ
ゆ
る
「
未
開
雲
術
」
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
「
未
開
民
族
」
が
同
じ
「
未
開
墾
術
」
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
で
「
前
衛
」
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
在
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
よ
う
な
選
択
は
た
か
だ
か
「
伝
統
主
義
」
と
認
知
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
時

代
遅
れ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
選
択
が
「
反
近
代
主
義
」
に
属
す
る
も
の
と
分
類
さ
れ
る
の
は
、
近
代
主
義
が
西
欧
主
義
H

西
欧
化
と
同
義
で
あ
る
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば
必
然
の
帰
結
で
す
。

こ
れ
と
同
じ
ジ
レ
ン
マ
が
日
本
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
o

「
ハ
イ
カ
イ
」
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
み
な
ら
ず
英
語
圏
に
も
広
が
つ

た
、
こ
れ
は
文
句
な
く
「
前
衛
」
的
な
「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
と
い
う
詩
の
運
動
に
霊
感
を
ふ
き
こ
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

「
伝
統
的
」
な
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
は
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で
、

そ
れ
を
い
か
に
「
近
代
化
」
す
る
か
が
論
ぜ
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
西
欧
の
文
脈
で
は
「
前
衛
」
に
迎
え
ら
れ
る
も
の
が
、
「
東
洋
」
に
あ
っ
て
は
「
近
代
化
」
の
た
め
に
捨
て
去
る
べ

き
「
封
建
造
制
」
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
。

こ
こ
に
、

日
本
の
前
衛
の
本
質
的
な
暖
昧
さ
が
在
り
ま
す
。

一
方
で
、
「
ハ
イ
カ
イ
」
が
「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
た
ち
の
着
想
源
と
な
っ
た

λ
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か
ら
と
い
っ
て
、
俳
句
を
ひ
と
か
ら
げ
に
「
前
衛
」
だ
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
他
方
、

日
本
の
詩
的
前
衛
を
、
折
り
紙
付
き
の

「
ダ
ダ
イ
ス
ト
」
や
「
シ
ュ
l
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
だ
け
に
限
定
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
選
択
的
に
過
ぎ
ま
し
ょ
う
。

な
に
も
「
前
衛
」 は
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ト
」
た
り
に
陪
定
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
選
択
的
に
過
ぎ
ま
し
ょ
う
。

な
に
も
「
前
衛
」

と
「
非
前
衛
」
と
を
区
分
す
る
明
確
な
境
界
線
を
画
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
区
分
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ

る
の
か
が
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
「
近
代
化
ー
現
代
化
」
(
モ
デ
ル
ニ
ザ
シ
オ
ン
)
と
い
う
言
葉
で
す
。
日
本
開
国
後
の
絵
画
に
お
け
る
、

し、

わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の
根
本
は
、
い
さ
さ
か
単
純
化
し
ま
す
と
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
で
あ
る
「
透
視
画
法
」
、
「
明
暗
法
」
、
「
肉

付
け
」
を
学
ぶ
に
在
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
し
く
こ
れ
と
同
じ
時
代
、
当
の
西
洋
で
は
、
画
壇
の
「
前
衛
」
は
か
か
る
ア
カ
デ
ム
ス

ム
の
規
矩
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
十
九
世
紀
後
半
の
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
に
お
け
る
日
本
美
術
の
流
行
た
る
「
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
」
は
、
こ
の
文
脈
で
理
解
で
き
る
現
象
で
す
。
日
本
の
近
代
以
前
の
塞
術
は
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
の
モ
デ
ル
と
為
り
え
た
訳
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
西
洋
の
画
壇
が
進
路
を
変
更
し
た
結
果
、
日
本
の
画
壇
の
西
洋
絵
画
に
対
す
る
反
応
は
矛
盾
し
た
も
の
と
な
る
他
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
も
三
重
の
矛
盾
で
す
。
ま
ず
第
一
に
、
「
近
代
化
」
と
「
前
衛
」の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
が
対
立
し
て
し
ま
う
。

と
い

v
つ
の
'
も

「
近
代
化
」
の
名
の
下
に
西
洋
か
ら
学
ん
だ
ば
か
り
の
も
の
を
、
否
定
し
な
け
れ
ば
「
前
衛
」
た
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
第
三
世
界
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
近
代
化
」
と
「
前
衛
」
と
の
聞
に
断
絶
な
い
し
対
立
の
介
入
す
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

第
二
の
矛
盾
と
し
て
、
「
前
衛
」
た
る
も
の
、
「
伝
統
」
と
の
対
決
を
も
っ
て
身
上
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
西
洋

ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
を
放
棄
す
る
と
、
自
動
的
に
こ
の
対
決
す
べ
き
日
本
の
「
伝
統
」
に
回
帰
し
て
し
ま
う
。
解
放
の
障
害
と
目
さ
れ

る
「
伝
統
」
が
実
は
西
欧
の
「
前
衛
」
と
ひ
そ
か
な
共
犯
関
係
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
次
第
で
、
西
欧
の
「
前
衛
」
に
根
拠
を
求
め
た
の

で
は
日
本
の
「
前
衛
」
は
、

日
本
の
「
伝
統
」
と
明
確
に
対
決
す
る
契
機
を
か
え
っ
て
失
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。こう
し
て
日
本
の

「
前
衛
」
は
、
伝
統
の
権
威
に
造
形
の
上
で
反
抗
す
る
と
い
う
内
的
な
必
然
性
を
欠
い
た
運
動
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
「
非
前
衛
」
と
を
区
分
す
る
明
確
な
境
界
線
を
画
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
区
分
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ

る
の
か
が
こ
こ
で
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
「
近
代
化
l
現
代
化
」
(
モ
デ
ル
ニ
ザ
シ
オ
ン
)
と
い
う
言
葉
で
す
。
日
本
開
国
後
の
絵
画
に
お
け
る
、

し、

わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の
根
本
は
、

い
さ
さ
か
単
純
化
し
ま
す
と
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
で
あ
る
「
透
視
画
法
」
、
「
明
暗
法
」
、
「
肉

付
け
」
を
学
ぶ
に
在
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
し
く
こ
れ
と
同
じ
時
代
、
当
の
西
洋
で
は
、
画
壇
の
「
前
衛
」
は
か
か
る
ア
カ
デ
ム
ス

ム
の
規
矩
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
十
九
世
紀
後
半
の
、

い
わ
ゆ
る
西
洋
に
お
け
る
日
本
美
術
の
流
行
た
る
「
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
」
は
、
こ
の
文
脈
で
理
解
で
き
る
現
象
で
す
。
日
本
の
近
代
以
前
の
襲
術
は
、
西
洋
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
の
モ
デ
ル
と
為
り
え
た
訳
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
西
洋
の
画
壇
が
進
路
を
変
更
し
た
結
果
、

日
本
の
画
壇
の
西
洋
絵
画
に
対
す
る
反
応
は
矛
盾
し
た
も
の
と
な
る
他
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
も
三
重
の
矛
盾
で
す
。
ま
ず
第
一
に
、
「
近
代
化
」
と
「
前
衛
」

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
が
対
立
し
て
し
ま
う
。

と
い
う
の
も

「
近
代
化
」
の
名
の
下
に
西
洋
か
ら
学
ん
だ
ば
か
り
の
も
の
を
、
否
定
し
な
け
れ
ば
「
前
衛
」
た
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
第
三
世
界
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
近
代
化
」
と
「
前
衛
」
と
の
聞
に
断
絶
な
い
し
対
立
の
介
入
す
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

第
二
の
矛
盾
と
し
て
、
「
前
衛
」
た
る
も
の
、
「
伝
統
」
と
の
対
決
を
も
っ
て
身
上
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
西
洋

ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
規
矩
を
放
棄
す
る
と
、
自
動
的
に
こ
の
対
決
す
べ
き
日
本
の
「
伝
統
」
に
回
帰
し
て
し
ま
う
。
解
放
の
障
害
と
目
さ
れ

る
「
伝
統
」
が
実
は
西
欧
の
「
前
衛
」
と
ひ
そ
か
な
共
犯
関
係
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
次
第
で
、
西
欧
の
「
前
衛
」
に
根
拠
を
求
め
た
の

で
は
日
本
の
「
前
衛
」
は
、

日
本
の
「
伝
統
」
と
明
確
に
対
決
す
る
契
機
を
か
え
っ
て
失
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
日
本
の

「
前
衛
」
は
、
伝
統
の
権
威
に
造
形
の
上
で
反
抗
す
る
と
い
う
内
的
な
必
然
性
を
欠
い
た
運
動
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。



以
上
か
ら
演
縛
さ
れ
る
三
番
目
の
矛
盾
と
し
て
、
西
欧
的
前
衛
と
東
洋
的
伝
統
の
総
合
と
い
っ
た
締
麗
事
は
、
同
義
反
復
の
撞
着
で
あ
っ

て
、
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
ま
で
極
論
で
き
ま
す
。
「
前
衛
」
の
精
神
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
は
「
伝
統
」
に
反
旗
を
翻
さ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、

日
本
の
場
合
、
む
し
ろ
日
本
の
伝
統
に
従
順
で
あ
る
こ
と
が
、
造
形
的
な
水
準
で
、
西
欧
寸
前
衛
」
へ
の
忠
実
さ
を
保
証

す
る
こ
と
に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
状
況
で
は
、
西
洋
と
東
洋
の
総
合
な
ど
、
雲
術
家
の
意
志
に
反
す
る
か
た
ち
で
し
か
実
現
さ
れ

な
い
で
し
ょ
う
。
「
前
衛
」
の
精
神
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
「
前
衛
」
の
形
式
に
惇
る
こ
と
に
な
り
、
形
式
に
忠
実
な
ら
ば
精
神
が
盲
目
に
な

る
か
ら
で
す
。
東
西
の
統
合
と
い
っ
た
楽
天
的
な
夢
が
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
裏
切
り
を
は
ら
ん
だ
脅
威
で
あ
る
こ
と

に
も
気
付
か
な
い
よ
う
で
は
、
感
覚
麻
輝
か
反
省
能
力
の
退
行
を
疑
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
で
し
ょ
う
。

「
前
衛
」
あ
ま
り
に
「
西
欧
的
」
な

以
上
の
よ
う
な
相
互
浸
透
の
な
か
で
「
伝
統
主
義
」
と
「
前
衛
」
と
を
画
然
と
分
か
つ
の
は
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
む
す
び
目
を
断
ち
切
る

に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
行
為
で
し
ょ
う
が
、
困
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
分
断
行
為
そ
の
も
の
が
「
前
衛
」
を
定
義
す
る
こ
と
の
謂
な
の
で

す
。
換
言
す
れ
ば
、
第
三
世
界
に
お
い
て
「
正
統
」
な
「
前
衛
」
と
い
う
立
場
を
占
め
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
何
故
な
の
か
と
い
え
ば
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
前
衛
」
と
は
「
西
欧
」
に
し
か
妥
当
し
な
い
概
念
だ
か
ら
で
す
。
「
前
衛
」
の
流

行
っ
た
時
代
が
「
帝
国
主
義
」
華
や
か
な
り
し
時
代
だ
っ
た
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
基
礎
づ
け
の
更
新
の
た
め

に
「
他
者
」
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
と
い
う
「
西
欧
」
の
運
動
の
究
極
的
な
位
相
が
、
ふ
た
つ
な
が
ら
こ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
不
可

避
的
に
、
「
西
欧
」
自
身
の
自
己
同
一
性
の
危
機
を
も
含
意
し
て
い
ま
し
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
「
非
西
欧
」
に
お
い
て
「
伝
統
的
」
な
も
の

が
、
「
西
欧
」
に
於
い
て
「
前
衛
」
を
代
表
し
得
た
訳
で
す
が
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
逆
転
が
、
西
欧
に
よ
る
一
方
的
な
奪
取
で
し
か
な

n
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か
っ
た
点
で
す
。
「
非
西
欧
」
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
二
重
の
疎
外
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
非
西
欧
」
は
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
に
ア
リ

パ
イ
を
提
供
し
つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
と
い
う
迂
路
を
介
し
て
し
か
自
ら
の
伝
統
文
化
に
立
脚
で
き
な

い
と
い
う
、
根
無
し
草
的
状
況
に
立
た
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
迂
路
か
ら
生
ま
れ
る
の
は
、
も
は
や
「
前
衛
」
で
は
な
く
、
た
か
だ

か
「
西
欧
」
の
「
後
衛
」
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。

ひ
と
つ
の
盲
点
と
そ
の
三
つ
の
帰
結

以
上
が
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
定
義
を
第
三
世
界
に
機
械
的
に
適
用
す
る
の
が
不
可
能
な
理
由
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
非
西
欧
」

に
お
け
る
「
前
衛
」
と
い
う
も
の
の
コ
ー
パ
ス
を
集
成
す
る
と
な
る
と
、
選
択
の
基
準
と
し
て
、
こ
の
「
西
欧
」
流
の
「
前
衛
」
定
義
を

作
と
し
て
「
構
想
」
す
る
こ
と
自
体
が
、
二
重
の
意
味
で
不
可
能
と
な
り
ま
す
。一方
で
、
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
形
状
が
「
西
欧
」
の

基
準
と
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
認
識
上
の
盲
点
が
あ
り
、
そ
の
結
果
「
非
西
欧
」
に
固
有
の
「
前
衛
」
と
い
う
も
の
を
知
的
操

例
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
前
衛
」
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
は
、
定
義
か
ら
し
て
、
「
西
欧
」
の
追
従
者
と
見
な
さ
れ
る
。
他

方
、
こ
の
「
既
視
」
性
の
範
鴎
か
ら
免
れ
た
よ
う
な
作
品
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
動
的
に
「
日
本
」
の
「
伝
統
」
と
同
一
視
さ
れ
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。

「
西
欧
」
の
追
従
で
な
け
れ
ば
「
伝
統
」
墨
守
と
い
う
二
律
背
反
を
強
い
ら
れ
た
第
三
世
界
は
、
か
く
し
て
み
ず
か
ら
に
「
正
統
」
な

「
前
衛
」
を
所
有
す
る
権
利
を
は
じ
め
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
循
環
論
法
で
あ
っ
て
、
第
三

世
界
に
固
有
で
「
正
統
」
な
「
前
衛
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
出
現
す
れ
ば
、そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
前
衛
」
の
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
「
非
西
欧
社
会
」
に
お
い
て
適
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す
る
「
前
衛
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と
い
う
も
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は
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必
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に
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創
性
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、
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こ
と
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の
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と
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日
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に
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、
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の
形
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に
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の
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有
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れ
は
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う
ま
で
も
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く
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つ
の
循
環
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法
で
あ
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て
、
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世
界
に
固
有
で
「
正
統
」
な
「
前
衛
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
出
現
す
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
前
衛
」
の
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
言
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ば
、
「
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会
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に
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用
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と
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は
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必
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に
「
独
創
性
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を
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た



ま
ず
第
一
に
、
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
を
日
本
文
化
の
伝
統
に
「
接
ぎ
木
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
す
べ
て
自
動
的
に
「
前
衛
」
を
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も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
通
用
す
る
「
前
衛
」
と
は
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
の
追
従
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
る
も
の
に
限
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
第
三
世
界
に
お
け
る
「
独
創
的
」
な
創
作
に
は
、
従
っ
て
「
前
衛
」
と
は
別
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
一
見
明
解
な
解
決
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
「
回
収
不
能
」
と
い
う
そ
も
そ
も
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
か
わ
り
に
放
棄

し
て
し
ま
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
自
己
検
閲
以
上
に
不
条
理
な
二
枚
舌
を
演
ず
る
の
も
難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
わ
ば
第
三
世
界
に
お
け
る
「
前
衛
」

の

「
コ
ー
パ
ス
」
を
集
成
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
抽
出
基
準
と
す
る
「
前
衛
」
定
義
ゆ
え
に
、
所
期
の
目
的
と
す
る
対
象
は
、
形
成
さ

れ
る
べ
き
「
コ
ー
パ
ス
」
か
ら
あ
ら
か
じ
め
組
織
的
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
。
こ
れ
は
自
己
正
当
化
が
同
時
に
自
己
欺
繭

で
も
あ
る
よ
う
な
文
化
的
抑
圧
と
で
も
称
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
て
、
問
題
な
の
は
こ
の
二
重
操
作
の
論
理
が
首
尾
一
貫
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、

そ
こ
に
盲
点
が
生
じ
て
い
る
点
で
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
三
つ
の
タ
イ
プ
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

め
ぐ
る
考
察
の
視
野
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
み
や
す
い
例
が
、
「
現
代
日
本
の
伝
統
的
国
風
様
式
絵
画
」
と
で
も
訳
す
ほ
か
な
い
、

い
わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
の
場
合
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
洋
風
絵
画
」
が
「
洋
画
」
(
日
本
人
画
家
に
よ
る
西
洋
様
式
の
絵
画
)

と
し
て

日
本
に
定
着
す
る
の
と
並
行
し
て
は
じ
め
て
「
日
本
画
」
な
る
も
の
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
ひ
と
つ
取
っ
て
み
て
も
、
「
日
本
画
」
な
る
範

鴎
が
西
洋
的
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
日
本
へ
の
移
入
の
一
環
と
し
て
要
請
さ
れ
た
「
近
代
」
の
発
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

(
一)

こ
の
点
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
の
べ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
翻
訳
の
問
題
に
限
っ
て
、
誤
解
の
様
態
を
略
述
す
る
に
止
め
ま
す
。

日
本
の
「
国
風
」
様
式
と
い
え
ば
、
西
洋
の
目
か
ら
見
て
日
本
の
「
伝
統
」
様
式
と
同
一
視
さ
れ
る
の
は
し
か
た
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
こ
の
置
換
自
体
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
す
が
、
そ
の
結
果
「
日
本
画
」
は
、
権
利
問
題
と
し
て
「
前
衛
」
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
通
用
す
る
「
前
衛
」
と
は
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
の
追
従
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
る
も
の
に
限
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
第
三
世
界
に
お
け
る
「
独
創
的
」
な
創
作
に
は
、
従
っ
て
「
前
衛
」
と
は
別
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
一
見
明
解
な
解
決
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
「
回
収
不
能
」
と
い
う
そ
も
そ
も
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
か
わ
り
に
放
棄

し
て
し
ま
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
自
己
検
閲
以
上
に
不
条
理
な
二
枚
舌
を
演
ず
る
の
も
難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
わ
ば
第
三
世
界
に
お
け
る
「
前
衛
」

「
コ
ー
パ
ス
」
を
集
成
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
抽
出
基
準
と
す
る
「
前
衛
」
定
義
ゆ
え
に
、
所
期
の
目
的
と
す
る
対
象
は
、
形
成
さ

れ
る
べ
き
「
コ
ー
パ
ス
」
か
ら
あ
ら
か
じ
め
組
織
的
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
。
こ
れ
は
自
己
正
当
化
が
同
時
に
自
己
欺
踊

で
も
あ
る
よ
う
な
文
化
的
抑
圧
と
で
も
称
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
て
、
問
題
な
の
は
こ
の
二
重
操
作
の
論
理
が
首
尾
一
貫
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、

そ
こ
に
盲
点
が
生
じ
て
い
る
点
で
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
三
つ
の
タ
イ
プ
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
、
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
を
日
本
文
化
の
伝
統
に
「
接
ぎ
木
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
す
べ
て
自
動
的
に
「
前
衛
」
を

め
ぐ
る
考
察
の
視
野
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
み
や
す
い
例
が
、
「
現
代
日
本
の
伝
統
的
国
風
様
式
絵
画
」
と
で
も
訳
す
ほ
か
な
い
、

い
わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
の
場
合
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
洋
風
絵
画
」
が
「
洋
画
」
(
日
本
人
画
家
に
よ
る
西
洋
様
式
の
絵
画
)

と
し
て

日
本
に
定
着
す
る
の
と
並
行
し
て
は
じ
め
て
「
日
本
画
」
な
る
も
の
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
ひ
と
つ
取
っ
て
み
て
も
、
「
日
本
画
」
な
る
範

鴎
が
西
洋
的
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
日
本
へ
の
移
入
の
一
環
と
し
て
要
請
さ
れ
た
「
近
代
」
の
発
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

(

一

)

こ
の
点
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
の
べ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
翻
訳
の
問
題
に
限
っ
て
、
誤
解
の
様
態
を
略
述
す
る
に
止
め
ま
す
。

日
本
の
「
国
風
」
様
式
と
い
え
ば
、
西
洋
の
目
か
ら
見
て
日
本
の
「
伝
統
」
様
式
と
同
一
視
さ
れ
る
の
は
し
か
た
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
こ
の
置
換
自
体
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
す
が
、
そ
の
結
果
「
日
本
画
」
は
、
権
利
問
題
と
し
て
「
前
衛
」
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と の
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(一
一)

と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
「
日
本
風
」
で
あ
る
か
ぎ
り
「
前
衛
」
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
「
伝
統
的
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
現
代
」
の
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
矛
盾
し
た
名
称
し
か
持
ち
え
な
い
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
は
、
定
義
の
う
え
か
ら
し
て
、

現
代
に
生
き
残
っ
た
過
去
の
遺
物
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
外
国
人
に
向
け
て
「
日
本
の
絵
画
」
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
日
本
の

「
洋
画
」
を
指
し
(
!
)
、い
わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
は
西
欧
的
見
地
か
ら
し
て
「
絵
画
」
で
は
な
く
「
装
飾
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
議
論

が
生
ま
れ
る
の
も
、
多
く
は
こ
の
用
語
の
定
義
か
ら
必
然
的
に
演
縛
さ
れ
る
「
ひ
ず
み
」
で
す
が
、
逆
に
い
え
ば
外
国
人
に
と
っ
て
、

し、

わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
は
「
日
本
の
絵
画
」
と
は
異
な
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
は
、
も
う
こ
れ
は
定
義
不
明
即
実
体
不
明
の
存
在
で
し
か
な
い

わ
け
で
す
し
、

(一一
一
)

第
で
す
。

そ
れ
を
敢
え
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
逸
脱
の
誤
解
を
必
然
的
に
産
ん
で
し
ま
う
次

次
に
、
ふ
た
つ
め
の
脱
漏
|
|
そ
れ
が
時
間
的
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
れ
、
遅
れ
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
「
西
欧
」

の

A

斗A

「
前
衛
」
に
そ
の
等
価
物
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
な
産
物
は
、
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
と
し
て
考
察
す
べ
き
対
象
か
ら
組
織
的
に
排
除
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
「
生
け
花
」
、
「
陶
塞
」
、
「
書
道
」
と
い
っ
た
「
伝
統
萎
能
」
の
場
合
が
そ
れ
で
、
「
伝
統
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合

た
ん
に
対
応
物
が
「
西
欧
」
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
形
容
詞
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
ひ
と
た
び
こ

の
領
域
で
形
態
的
に
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
の
ま
ね
事
が
行
わ
れ
た
り
、
逆
に
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
が
そ
の
ま
ね
を
始
め
た
り
す
る
と
、

と
た
ん
に
「
前
衛
生
け
花
」
「
前
衛
陶
雲
」
「
前
衛
書
道
」
と
い
っ
た
名
称
が
授
け
ら
れ
、
「
伝
統
」
は
消
去
さ
れ
ま
す
。
裏
返
し
て
み
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
雲
能
」
な
り
「
工
雲
」
は
「
美
術
」
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
と
い
う
「
伝
統
的
」
価
値
判
断
が
「
前
衛
」
の
定
義
と
表

裏
一
体
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
前
衛
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
「
美
術
」
に
属
す
る
以
上
同
時
に
「
雲
能
」
と
か

「
工
雲
」

の
範
曙
を
離
脱
す
る
仕
組
み
で
す
。

(ニ)

と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
「
日
本
風
」
で
あ
る
か
ぎ
り
「
前
衛
」
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
「
伝
統
的
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
現
代
」
の
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
矛
盾
し
た
名
称
し
か
持
ち
え
な
い
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
は
、
定
義
の
う
え
か
ら
し
て
、

現
代
に
生
き
残
っ
た
過
去
の
遺
物
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
外
国
人
に
向
け
て
「
日
本
の
絵
画
」
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
日
本
の

「
洋
画
」
を
指
し
(
!
)
、

い
わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
は
西
欧
的
見
地
か
ら
し
て
「
絵
画
」
で
は
な
く
「
装
飾
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
議
論

が
生
ま
れ
る
の
も
、
多
く
は
こ
の
用
語
の
定
義
か
ら
必
然
的
に
演
縛
さ
れ
る
「
ひ
ず
み
」
で
す
が
、
逆
に
い
え
ば
外
国
人
に
と
っ
て
、

し1

わ
ゆ
る
「
日
本
画
」
は
「
日
本
の
絵
画
」
と
は
異
な
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
は
、
も
う
こ
れ
は
定
義
不
明
即
実
体
不
明
の
存
在
で
し
か
な
い

わ
け
で
す
し
、

(
一
一
一
)

第
で
す
。

そ
れ
を
敢
え
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
逸
脱
の
誤
解
を
必
然
的
に
産
ん
で
し
ま
う
次

次
に
、
ふ
た
つ
め
の
脱
漏
|
|
そ
れ
が
時
間
的
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
れ
、
遅
れ
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
「
西
欧
」

の

A
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「
前
衛
」
に
そ
の
等
価
物
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
な
産
物
は
、
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
と
し
て
考
察
す
べ
き
対
象
か
ら
組
織
的
に
排
除
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
「
生
け
花
」
、
「
陶
妻
」
、
「
書
道
」
と
い
っ
た
「
伝
統
萎
能
」
の
場
合
が
そ
れ
で
、
「
伝
統
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合

た
ん
に
対
応
物
が
「
西
欧
」
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
形
容
詞
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、

ひ
と
た
び
こ

の
領
域
で
形
態
的
に
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
の
ま
ね
事
が
行
わ
れ
た
り
、
逆
に
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
が
そ
の
ま
ね
を
始
め
た
り
す
る
と
、

と
た
ん
に
「
前
衛
生
け
花
」
「
前
衛
陶
肇
」
「
前
衛
書
道
」
と
い
っ
た
名
称
が
授
け
ら
れ
、
「
伝
統
」
は
消
去
さ
れ
ま
す
。
裏
返
し
て
み
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
墾
能
」
な
り
「
工
事
ど
は
「
美
術
」
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
と
い
う
「
伝
統
的
」
価
値
判
断
が
「
前
衛
」
の
定
義
と
表

裏
一
体
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
前
衛
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
「
美
術
」
に
属
す
る
以
上
同
時
に
「
雲
能
」
と
か

「
工
事
云
」

の
範
曙
を
離
脱
す
る
仕
組
み
で
す
。



こ
れ
は
二
重
の
意
味
で
、
随
分
と
奇
怪
で
戯
画
的
な
排
除
の
法
則
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
ま
ず
こ
れ
が
、
自
分
の
範
障
に
合
致
し
な

い
現
実
を
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
切
り
刻
む
、
と
い
う
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
っ

と
重
大
な
の
は
、
「
伝
統
」
に
対
す
る
反
抗
と
い
う
、
本
来
の
意
味
で
「
前
衛
」
的
な
選
択
で
あ
っ
た
は
ず
の
運
動
が
、

、も
ん
γ
も
ム
」
こ
v
つ

し
た
「
伝
統
工
嚢
」
の
領
域
で
こ
そ
闘
わ
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
に
対
し
て
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
で
す
。
実
際
、
「
西
欧
派
」
に

と
っ
て
は
西
欧
の
最
新
流
行
を
移
入
し
さ
え
す
れ
ば
「
前
衛
」
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
訳
で
す
が
、
「
伝
統
派
」

は
、
自
ら
の
対
応

物
が
「
西
欧
」
に
存
在
し
な
い
限
り
、
「
西
欧
」
に
追
従
す
る
こ
と
で
即
「
前
衛
」
を
自
称
す
る
、
と
い
う
可
能
性
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
逆
に
「
前
衛
」
と
認
知
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
の
代
価
に
、
み
ず
か
ら
の
自
己
同
一
性
を
も
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
訳

で
す
。
と
い
う
の
も
「
西
欧
」
の
側
か
ら
見
た
場
合
の
「
前
衛
」
と
し
て
の
認
定
基
準
は
、
絵
画
な
い
し
彫
刻
に
お
け
る
西
欧
の
「
前
衛
」

的
達
成
と
の
形
態
的
類
似
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
実
際
、
実
用
に
耐
え
な
い
「
前
衛
」
の
器
で
は
も
う
「
陶
萎
」
と
は
言
え

ま
す
ま
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
て
「
伝
統
」
と
「
前
衛
」
と
の
懸
隔
の
う
ち
に
取
り
残

さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
呪
わ
れ
た
部
分
」
で
す
。

最
後
に
三
つ
目
の
欠
落
を
指
摘
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
を
指
示
な
り
表
象
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
論

理
的
な
必
然
と
し
て
生
じ
る
欠
落
で
あ
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
皮
肉
な
帰
結
で
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
物
事
の
順
序
と
し
て
、

我
々
は
ま
ず
日
本
の
塞
術
作
品
の
な
か
か
ら
、
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
に
類
似
し
た
も
の
を
抽
出
し
、

つ
い
で
そ
の
抽
出
さ
れ
た
サ
ン
プ

ル
の
な
か
に
優
れ
て
「
日
本
的
」
な
特
徴
を
認
め
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
操
作
は
一
見
論
理
的
な
よ
う
に
映
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
ず
い

ぷ
ん
と
お
か
し
な
転
倒
が
生
じ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
「
前
衛
」
の
コ
ー
パ
ス
を
集
成
す
る
過
程
で
は
組
織
的
に
排
除
し
て
き
た
筈

の
「
日
本
性
」
を
、

一
日
一
コ
ー
パ
ス
が
出
来
上
が
っ
た
段
に
な
っ
て
、
今
度
は
事
後
的
に
件
の
コ
ー
パ
ス
の
中
に
強
い
て
み
つ
け
だ
そ
う

こ
れ
は
二
重
の
意
味
で
、
随
分
と
奇
怪
で
戯
画
的
な
排
除
の
法
則
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
ま
ず
こ
れ
が
、
自
分
の
範
鴎
に
合
致
し
な

い
現
実
を
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
切
り
刻
む
、
と
い
う
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
っ

と
重
大
な
の
は
、
「
伝
統
」
に
対
す
る
反
抗
と
い
う
、
本
来
の
意
味
で
「
前
衛
」
的
な
選
択
で
あ
っ
た
は
ず
の
運
動
が
、

-
も
と
・
も
と
こ
v

つ

し
た
「
伝
統
工
事
ど
の
領
域
で
こ
そ
闘
わ
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
に
対
し
て
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
で
す
。
実
際
、
「
西
欧
派
」
に

と
っ
て
は
西
欧
の
最
新
流
行
を
移
入
し
さ
え
す
れ
ば
「
前
衛
」
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
訳
で
す
が
、
「
伝
統
派
」
は
、
自
ら
の
対
応

物
が
「
西
欧
」
に
存
在
し
な
い
限
り
、
「
西
欧
」
に
追
従
す
る
こ
と
で
即
「
前
衛
」
を
自
称
す
る
、
と
い
う
可
能
性
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
逆
に
「
前
衛
」
と
認
知
さ
れ
た
時
に
は
、

そ
の
代
価
に
、
み
ず
か
ら
の
自
己
同
一
性
を
も
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
訳

で
す
。
と
い
う
の
も
「
西
欧
」
の
側
か
ら
見
た
場
合
の
「
前
衛
」
と
し
て
の
認
定
基
準
は
、
絵
画
な
い
し
彫
刻
に
お
け
る
西
欧
の
「
前
衛
」

的
達
成
と
の
形
態
的
類
似
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
実
際
、
実
用
に
耐
え
な
い
「
前
衛
」
の
器
で
は
も
う
「
陶
計
雲
」
と
は
言
え

ま
す
ま
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
て
「
伝
統
」
と
「
前
衛
」
と
の
懸
隔
の
う
ち
に
取
り
残

さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
呪
わ
れ
た
部
分
」
で
す
。

最
後
に
三
つ
目
の
欠
落
を
指
摘
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
を
指
示
な
り
表
象
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
論

理
的
な
必
然
と
し
て
生
じ
る
欠
落
で
あ
る
だ
け
に
、

い
っ
そ
う
皮
肉
な
帰
結
で
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

つ
ま
り
、
物
事
の
順
序
と
し
て
、

我
々
は
ま
ず
日
本
の
嚢
術
作
品
の
な
か
か
ら
、
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
に
類
似
し
た
も
の
を
抽
出
し
、

つ
い
で
そ
の
抽
出
さ
れ
た
サ
ン
プ

ル
の
な
か
に
優
れ
て
「
日
本
的
」
な
特
徴
を
認
め
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
操
作
は
一
見
論
理
的
な
よ
う
に
映
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
ず
い

ぷ
ん
と
お
か
し
な
転
倒
が
生
じ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
「
前
衛
」
の
コ
ー
パ
ス
を
集
成
す
る
過
程
で
は
組
織
的
に
排
除
し
て
き
た
筈

の
「
日
本
性
」
を
、

一
旦
コ
ー
パ
ス
が
出
来
上
が
っ
た
段
に
な
っ
て
、
今
度
は
事
後
的
に
件
の
コ
ー
パ
ス
の
中
に
強
い
て
み
つ
け
だ
そ
う
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と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。
な
に
が
皮
肉
と
い
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
日
本
」
臭
さ
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
清
算
し
よ
う
と
努
め
た
当
の
試
み

の
な
か
に
「
日
本
」
臭
さ
を
嘆
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
。
実
際
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
た
ち
の
抱
い
て
い
た
「
夢
」
と
は
、
「
西

欧
」
の
「
前
衛
」
と
無
条
件
で
一
体
化
・
同
一
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
無
理
だ
っ
た
の
を
検
証
す
る
作
業
が
、

言
葉
の
本
来
の
意
味
で
皮
肉
(
イ
ロ
ニ
i
)
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
す
。

裏
切
り
と
し
て
の
表
象
H

代
表
H

代
行

さ
て
皮
肉
な
矛
盾
は
こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
「
西
欧
」
と
無
条
件
に
同
一
化
し
よ
う
と
い
う
、
世
界
市
民
的
な
夢
は
、

日
本
人
た

ち
が
ひ
と
た
び
実
際
に
西
欧
と
交
渉
を
も
つ
よ
う
に
な
る
や
、
深
刻
な
疎
外
を
巻
き
起
こ
し
ま
す
。
「
日
本
人
」
を
脱
す
る
が
た
め
に
ヨ

l

ロ
ッ
パ
を
目
指
し
て
き
た
と
い
う
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
「
日
本
人
」
ら
し
さ
を
誇
示
せ
ね
ば
認
め
ら
れ
ず
、
逆
に
日
本
で
は
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「
日
本
人
」
ば
な
れ
し
た
様
子
を
演
じ
な
け
れ
ば
「
国
際
人
」
と
認
め
ら
れ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
二
重
拘
束
」
と
い
う
事
態
で
す
が
、
こ
れ
を
脱
す
る
に
は
誼
弁
を
弄
す
る
に
限
り
ま
す
。
ヤ
ヌ
ス
宜
し
く
二
つ
の
顔
を
使

い
分
け
、
日
本
人
相
手
に
は
パ
リ
社
交
界
の
花
形
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
日
本
」
の
美
学
の
具
現
で
あ
る
か
の
ご
と
く

振
る
舞
う
と
い
う
訳
で
す
。
こ
れ
は
抵
抗
し
が
た
い
誘
惑
だ
け
に
不
誠
実
な
態
度
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
日

和
見
主
義
の
二
枚
舌
な
く
し
て
は
、
洋
の
東
西
で
等
し
く
「
国
際
的
」
有
名
人
と
な
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
。
も
っ
と
も
こ
う
し
て

「
国
際
的
塞
術
家
」
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、い
わ
ば
文
化
的
な
二
重
ス
パ
イ
を
演
じ
る
心
理
的
負
担
を
常
に
身
に
抱
え
る
拷
問
で
す
。
「
前

衛
」
と
「
日
本
」
と
の
同
居
も
、
っ
き
つ
め
れ
ば
こ
う
し
た
意
識
的
折
衷
の
境
涯
に
耐
え
る
覚
倍
な
く
し
て
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の

時
も
は
や
「
日
本
」
と
い
う
国
籍
に
固
執
す
る
の
は
、ひ
と
つ
の
演
技
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
エ
コ

l

ル
・

と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。
な
に
が
皮
肉
と
い
っ
て
、

そ
も
そ
も
「
日
本
」
臭
さ
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
清
算
し
よ
う
と
努
め
た
当
の
試
み

の
な
か
に
「
日
本
」
臭
さ
を
嘆
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
。
実
際
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
た
ち
の
抱
い
て
い
た
「
夢
」
と
は
、
「
西

欧
」
の
「
前
衛
」
と
無
条
件
で
一
体
化
・
同
一
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
無
理
だ
っ
た
の
を
検
証
す
る
作
業
が
、

言
葉
の
本
来
の
意
味
で
皮
肉
(
イ
ロ
ニ

l
)
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
す
。

裏
切
り
と
し
て
の
表
象
H
代
表
H
代
行

さ
て
皮
肉
な
矛
盾
は
こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
「
西
欧
」
と
無
条
件
に
同
一
化
し
よ
う
と
い
う
、
世
界
市
民
的
な
夢
は
、

日
本
人
た

ち
が
ひ
と
た
び
実
際
に
西
欧
と
交
渉
を
も
つ
よ
う
に
な
る
や
、
深
刻
な
疎
外
を
巻
き
起
こ
し
ま
す
。
「
日
本
人
」
を
脱
す
る
が
た
め
に
ヨ
l

ロ
ッ
パ
を
目
指
し
て
き
た
と
い
う
の
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
「
日
本
人
」
ら
し
さ
を
誇
示
せ
ね
ば
認
め
ら
れ
ず
、
逆
に
日
本
で
は
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「
日
本
人
」
ば
な
れ
し
た
様
子
を
演
じ
な
け
れ
ば
「
国
際
人
」
と
認
め
ら
れ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
二
重
拘
束
」
と
い
う
事
態
で
す
が
、
こ
れ
を
脱
す
る
に
は
論
弁
を
弄
す
る
に
限
り
ま
す
。
ヤ
ヌ
ス
宜
し
く
二
つ
の
顔
を
使

い
分
け
、

日
本
人
相
手
に
は
パ
リ
社
交
界
の
花
形
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
日
本
」
の
美
学
の
具
現
で
あ
る
か
の
ご
と
く

振
る
舞
う
と
い
う
訳
で
す
。
こ
れ
は
抵
抗
し
が
た
い
誘
惑
だ
け
に
不
誠
実
な
態
度
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
日

和
見
主
義
の
二
枚
舌
な
く
し
て
は
、
洋
の
東
西
で
等
し
く
「
国
際
的
」
有
名
人
と
な
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
。
も
っ
と
も
こ
う
し
て

「
国
際
的
雲
術
家
」
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、

い
わ
ば
文
化
的
な
二
重
ス
パ
イ
を
演
じ
る
心
理
的
負
担
を
常
に
身
に
抱
え
る
拷
問
で
す
。
「
前

衛
」
と
「
日
本
」
と
の
同
居
も
、

っ
き
つ
め
れ
ば
こ
う
し
た
意
識
的
折
衷
の
境
涯
に
耐
え
る
覚
倍
な
く
し
て
は
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、

そ
の

時
も
は
や
「
日
本
」
と
い
う
国
籍
に
固
執
す
る
の
は
、

ひ
と
つ
の
演
技
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
エ
コ
ー
ル
・



ド
・
パ
リ
」
の
画
家
た
ち
が
、
そ
の
大
部
分
「
故
郷
喪
失
者
」
の
マ
l
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
逆
手
に
取
っ
た
、
し
た
た
か
な
無
国
籍
遊
民
た

ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
も
無
駄
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

独
創
性
の
欠
知
と
し
て
の
「
日
本
」
ら
し
さ

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
典
型
的
に
「
日
本
的
」
な
「
前
衛
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
知
的
な
偽
善
の
産
物
で
し
か
な
い
、
と
ま
で
極
論
す
る

こ
と
も
可
能
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
西
欧
」
の
忠
実
な
模
倣
に
日
本
の
独
創
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
ぐ
ら
い
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
こ
に
「
日
本
」
ら
し
さ
が
現
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
模
倣
」
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
前
衛
」
た
る
た
め
に
は
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
「
国
粋
」
的
な
残
津
が
露
呈
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
否
定
的
状
況
を
前
に
し
て
、
我
々
は
む
し
ろ
視
点
を
転
倒
さ
せ
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
か
の
「
日
本
」

ら
し
さ
な
る
も
の
を
、
も
は
や
「
日
本
」
を
特
徴
づ
け
る
な
ん
ら
か
の
「
独
創
性
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
独

創
性
」
の
欠
如
と
定
義
し
て
み
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
も
、
「
日
本
」
ら
し
さ
が
「
模
倣
」
の
「
忠
実
L
さ
に
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

符
丁
と
し
て
「
独
創
性
」
の
欠
如
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
基
準
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
た
帰
結
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
広
く
一
般
大
衆
に
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
を
提
示
す
る
の
に
、

(
四
)

そ
の
「
独
創
性
」
の
欠
如
を
よ
く
賞
味
し
て
ほ
し
い
な
ど
と
訴
え
た
の
で
は
、
こ
れ
は
噴
飯
も
の
で
し
ょ
う

。

し
か
し
な
が
ら
、
少
し

は
ま
じ
め
に
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
の
程
度
の
ジ
レ
ン
マ
は
い
く
ら
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
位
は
、
再
確
認
し
て
お
い
た
方
が
宜
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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ド
・
パ
リ
」
の
画
家
た
ち
が
、
そ
の
大
部
分
「
故
郷
喪
失
者
」
の
マ
!
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
逆
手
に
取
っ
た
、
し
た
た
か
な
無
国
籍
遊
民
た

ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
も
無
駄
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

独
創
性
の
欠
如
と
し
て
の
「
日
本
」
ら
し
さ

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
典
型
的
に
「
日
本
的
」
な
「
前
衛
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
知
的
な
偽
善
の
産
物
で
し
か
な
い
、
と
ま
で
極
論
す
る

こ
と
も
可
能
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
西
欧
」
の
忠
実
な
模
倣
に
日
本
の
独
創
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
ぐ
ら
い
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
こ
に
「
日
本
」
ら
し
さ
が
現
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
模
倣
」
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
前
衛
」
た
る
た
め
に
は
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
「
国
粋
」
的
な
残
津
が
露
呈
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

土
品
、
し
ょ
v

つ。

こ
の
よ
う
な
否
定
的
状
況
を
前
に
し
て
、
我
々
は
む
し
ろ
視
点
を
転
倒
さ
せ
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
か
の
「
日
本
」

ら
し
さ
な
る
も
の
を
、
も
は
や
「
日
本
」
を
特
徴
づ
け
る
な
ん
ら
か
の
「
独
創
性
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
独

創
性
」
の
欠
如
と
定
義
し
て
み
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
も
、
「
日
本
」
ら
し
さ
が
「
模
倣
」
の
「
忠
実
」
さ
に
存
す
る
な
ら
ば
、

そ
の

符
丁
と
し
て
「
独
創
性
」
の
欠
如
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
基
準
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
た
帰
結
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
広
く
一
般
大
衆
に
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
を
提
示
す
る
の
に
、

(
四
)

そ
の
「
独
創
性
」
の
欠
如
を
よ
く
賞
味
し
て
ほ
し
い
な
ど
と
訴
え
た
の
で
は
、
こ
れ
は
噴
飯
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
し

は
ま
じ
め
に
「
日
本
」
の
「
前
衛
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
こ
に
こ
の
程
度
の
ジ
レ
ン
マ
は
い
く
ら
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
位
は
、
再
確
認
し
て
お
い
た
方
が
宜
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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三
つ
の
境
界
例
の
検
討

で
は
こ
の
悪
循
環
を
脱
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
認
識
装
置
の
自
家
中
毒
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

困
難
な
の
は
、
我
々
の
突
き
当
た
る
袋
小
路
が
、
ま
さ
に
我
々
が
取
る
組
織
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
内
在
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
我
々
の
手
の
内
に
あ
る
「
前
衛
」
と
い
う
引
き
出
し
に
分
類
可
能
な
作
品
の
み
を
抽
出
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
解
決
は
有
り

え
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
私
は
こ
こ
で
「
日
本
人
」
と
し
て
、い
ま
ひ
と
つ
別
の
分
類
体
系
を
提
示
す
る
任
に
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
権
威
も
も
っ
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
「
土
着
民
」
の
視
点
が
、
「
西
欧
」
の
視
点
以
上
に
「
正
統
性
」
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
す
。
む
し
ろ
私
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
規
範
的
」
な
い
し
「
権
威
的
」
な
も
の
の
見
方
の
横
暴
に
屈
服
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
境
界
例
と
で
も
言
う
べ
き
現
象
を
前
に
し
て
、
互
い
に
両
立
す
る
訳
で
は
な
い
、
様
々
の
文
化
に
特
有

の
視
線
が
相
互
に
交
錯
し
て
、
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
模
様
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
か
、
そ
れ
を
残
る
時
間
で
手
短
か
に
検
討
し
よ
う

A

斗A

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
三
つ
の
例
は
、
通
常
に
は
西
欧
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
い
て
も
「
前
衛
」
の
定
義
か
ら
は

み
出
る
か
、
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
排
除
の
論
理
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
と
り
あ
げ
た
い
の
が
、
「
日
本
に
於
け
る
民
衆
工
雲
運
動
」
(
い
わ
ゆ
る
「
民
警
」
運
動
)
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
「
民
衆
塞
術

運
動
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
西
欧
近
代
的
な
大
義
術
と
小
雲
術
と
の
上
下
関
係
を
問
い
直
す
と
こ
ろ
に
そ
の
眼
目
が
あ
る

の
で
す
か
ら
。
今
世
紀
二
0
年
代
に
お
け
る
こ
の
運
動
の
推
進
者
で
あ
る
柳
宗
悦
は
、
無
垢
で
無
名
の
職
人
の
手
に
な
る
日
常
の
雑
器
よ

り
純
粋
で
美
し
い
作
物
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
は
近
代
の
個
人
作
家
の
利
己
的
な
野
心
や
豪
著
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
は
い

な
い
か
ら
、
と
主
張
し
ま
す
。
日
本
で
「
前
衛
」
と
目
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
流
派
が
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
的
作
物
の
「
形
骸
」
を
外
面

的
に
な
ぞ
っ
た
に
と
ど
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
民
義
運
動
」
は
「
西
欧
前
衛
」
の
「
精
神
」
を
汲
ん
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
「
西
欧
」
か

三
つ
の
境
界
例
の
検
討

で
は
こ
の
悪
循
環
を
脱
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
認
識
装
置
の
自
家
中
毒
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

困
難
な
の
は
、
我
々
の
突
き
当
た
る
袋
小
路
が
、
ま
さ
に
我
々
が
取
る
組
織
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
内
在
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
我
々
の
手
の
内
に
あ
る
「
前
衛
」
と
い
う
引
き
出
し
に
分
類
可
能
な
作
品
の
み
を
抽
出
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
解
決
は
有
り

え
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
私
は
こ
こ
で
「
日
本
人
」
と
し
て
、

い
ま
ひ
と
つ
別
の
分
類
体
系
を
提
示
す
る
任
に
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
権
威
も
も
っ
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
「
土
着
民
」
の
視
点
が
、
「
西
欧
」
の
視
点
以
上
に
「
正
統
性
」
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
す
。
む
し
ろ
私
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
規
範
的
」
な
い
し
「
権
威
的
」
な
も
の
の
見
方
の
横
暴
に
屈
服
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
境
界
例
と
で
も
言
う
べ
き
現
象
を
前
に
し
て
、
互
い
に
両
立
す
る
訳
で
は
な
い
、
様
々
の
文
化
に
特
有

の
視
線
が
相
互
に
交
錯
し
て
、
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
模
様
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
か
、
そ
れ
を
残
る
時
間
で
手
短
か
に
検
討
し
よ
う
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と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
三
つ
の
例
は
、
通
常
に
は
西
欧
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
い
て
も
「
前
衛
」
の
定
義
か
ら
は

み
出
る
か
、
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
排
除
の
論
理
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
と
り
あ
げ
た
い
の
が
、
「
日
本
に
於
け
る
民
衆
工
萎
運
動
」
(
い
わ
ゆ
る
「
民
警
」
運
動
)
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
「
民
衆
塾
術

運
動
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
西
欧
近
代
的
な
大
喜
術
と
小
萎
術
と
の
上
下
関
係
を
問
い
直
す
と
こ
ろ
に
そ
の
眼
目
が
あ
る

の
で
す
か
ら
。
今
世
紀
二

0
年
代
に
お
け
る
こ
の
運
動
の
推
進
者
で
あ
る
柳
宗
悦
は
、
無
垢
で
無
名
の
職
人
の
手
に
な
る
日
常
の
雑
器
よ

り
純
粋
で
美
し
い
作
物
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
は
近
代
の
個
人
作
家
の
利
己
的
な
野
心
や
豪
著
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
は
い

な
い
か
ら
、
と
主
張
し
ま
す
。
日
本
で
「
前
衛
」
と
目
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
流
派
が
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
的
作
物
の
「
形
骸
」
を
外
面

的
に
な
ぞ
っ
た
に
と
ど
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
民
警
運
動
」
は
「
西
欧
前
衛
」
の
「
精
神
」
を
汲
ん
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
「
西
欧
」
か



ら
そ
の
果
実
を
も
い
で
食
べ
る
の
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
果
樹
を
手
に
入
れ
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
日
本
と
い
う
土
壌
に
移
植
し

ょ
う
と
す
る
態
度
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
運
動
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
を
批
判
的
に
継
承
し
た
「
伝
統
主
義
」
呼
ば
わ
り
す
る

の
は
無
論
容
易
な
こ
と
で
す
が
、
む
し
ろ
そ
こ
で
気
付
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
「
伝
統
主
義
」
と
い
う
選
択
そ
の
も
の
が
「
西
欧
」
の
教

訓
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
文
化
的
遺
産
を
「
再
評
価
」
す
る
に
は
「
西
欧
」
と
い
う
「
外
」
の
ま
な
ざ
し
が
必

要
だ
っ
た
わ
け
で
す
し
、
ま
た
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、そも
そ
も
「
西
欧
」

「
前
衛
」
が
、
「
中
世
主
義
」
な
い
し
「
始
源
主
義

の

日
本
で
は
「
反
近
代
的
」
「
伝
統
主
義
」

(
五
)
}

に
化
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
す
り
替
え
の
問
題
性
は
、
す
で
に
我
々
が
こ
の
論
考
の
冒
頭
で
指
摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
す

c

(
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
)
」
を
志
向
し
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
精
神
的
同
族
が
、

ふ
た
つ
め
の
例
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
創
作
版
画
」
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
「
民
雲
」
が
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
.
l
を

支
え
に
「
伝
統
」
を
更
新
さ
せ
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
「
創
作
版
画
」
は
一
度
に
西
欧
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
日
本
の
伝
統
と
を
否
定
せ
ね

一
方
で
西
欧
の
「
美
術
」
ハ
イ
エ
ラ
l
キ

l
に
お
け
る
「
版
画
」
の
従
属

(
六
)}

的
な
地
位
を
打
破
し
、
他
方
日
本
の
「
浮
世
絵
」
の
伝
統
に
た
い
し
て
も
、
こ
れ
と
対
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す

c

し
か
し

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
重
の
否
定
と
申
し
ま
す
わ
け
は
、

「
創
作
版
画
」
が
ひ
ろ
く
「
民
衆
」
の
嚢
術
的
媒
体
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
は
、
と
り
わ
け
中
国
に
お
い
て
で
し
た
。
魯
迅
の
手
で
中
国

に
伝
え
ら
れ
た
近
代
木
版
画
は
、
大
衆
的
伝
達
の
手
段
と
し
て
、
と
り
わ
け
共
産
党
の
指
導
下
に
人
民
解
放
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
ひ
ろ
く

利
用
さ
れ
ま
し
た
。
民
衆
の
表
現
媒
体
と
し
て
、
社
会
革
命
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
小
雲
術
た
る
「
版
画
」
は
文
字
ど
お
り
「
前
衛
」

へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
す
ぐ
れ
て
萎
術
の
前
衛
的
革
命
と
呼
ん
で
は
、
論
理
撞
着
で
は
な
い
に
せ
よ
、
あ
ま
り
に
楽
天

的
と
お
叱
り
を
'
つ
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
版
画
の
兄
弟
分
で
あ
る
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
l
ト
は
日
本
に
お
い
て
は
六

0
年
代
末
に
は
、
「
前
衛
」
そ
の
も
の
の
枠
を
越
え

ら
そ
の
果
実
を
も
い
で
食
べ
る
の
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
果
樹
を
手
に
入
れ
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
日
本
と
い
う
土
壌
に
移
植
し

ょ
う
と
す
る
態
度
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
運
動
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
を
批
判
的
に
継
承
し
た
「
伝
統
主
義
」
呼
ば
わ
り
す
る

の
は
無
論
容
易
な
こ
と
で
す
が
、
む
し
ろ
そ
こ
で
気
付
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
「
伝
統
主
義
」
と
い
う
選
択
そ
の
も
の
が
「
西
欧
」
の
教

訓
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
文
化
的
遺
産
を
「
再
評
価
」
す
る
に
は
「
西
欧
」
と
い
う
「
外
」
の
ま
な
ざ
し
が
必

要
だ
っ
た
わ
け
で
す
し
、
ま
た
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
「
西
欧
」

の

「
前
衛
」
が
、
「
中
世
主
義
」
な
い
し

「
始
源
主
義

日
本
で
は
「
反
近
代
的
」
「
伝
統
主
義
」

(
五
)

に
化
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
す
り
替
え
の
問
題
性
は
、
す
で
に
我
々
が
こ
の
論
考
の
冒
頭
で
指
摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

(
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
)
」
を
志
向
し
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
精
神
的
同
族
が
、

ふ
た
つ
め
の
例
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
創
作
版
画
」
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
「
民
雲
」
が
「
西
欧
」
の
「
前
衛
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
-
ー
を
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支
え
に
「
伝
統
」
を
更
新
さ
せ
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
「
創
作
版
画
」
は
一
度
に
西
欧
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
日
本
の
伝
統
と
を
否
定
せ
ね

一
方
で
西
欧
の
「
美
術
」
ハ
イ
エ
ラ
l
キ
l
に
お
け
る
「
版
画
」
の
従
属

(
六
)

的
な
地
位
を
打
破
し
、
他
方
日
本
の
「
浮
世
絵
」
の
伝
統
に
た
い
し
て
も
、
こ
れ
と
対
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
重
の
否
定
と
申
し
ま
す
わ
け
は
、

「
創
作
版
画
」
が
ひ
ろ
く
「
民
衆
」
の
雲
術
的
媒
体
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
は
、
と
り
わ
け
中
国
に
お
い
て
で
し
た
。
魯
迅
の
手
で
中
国

に
伝
え
ら
れ
た
近
代
木
版
画
は
、
大
衆
的
伝
達
の
手
段
と
し
て
、
と
り
わ
け
共
産
党
の
指
導
下
に
人
民
解
放
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
ひ
ろ
く

利
用
さ
れ
ま
し
た
。
民
衆
の
表
現
媒
体
と
し
て
、
社
会
革
命
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
小
雲
術
た
る
「
版
画
」
は
文
字
ど
お
り
「
前
衛
」

へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
す
ぐ
れ
て
萎
術
の
前
衛
的
革
命
と
呼
ん
で
は
、
論
理
撞
着
で
は
な
い
に
せ
よ
、
あ
ま
り
に
楽
天

的
と
お
叱
り
を
v

つ
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
版
画
の
兄
弟
分
で
あ
る
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
l
ト
は
日
本
に
お
い
て
は
六

0
年
代
末
に
は
、
「
前
衛
」
そ
の
も
の
の
枠
を
越
え



て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
九
七
O
年
の
大
阪
万
国
博
覧
会
に
多
数
動
員
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
、
以
降
広
告
業
界
や
商

業
市
場
の
歯
車
に
呑
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

こ
の
傾
向
に
抵
抗
す
る
者
た
ち
も
含
め
て
、
人
々
が
喪
失
感
と
と
も
に
悟
っ
た
の
は
、

「
前
衛
」
の
時
代
と
は
、
選
ば
れ
た
才
能
が
全
世
界
と
直
接
に
一
体
と
な
れ
る
と
い
う
幻
想
の
存
在
し
た
、
良
く
も
悪
し
く
も
ロ
マ
ン
主

義
的
な
風
土
の
最
後
の
祭
典
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
夢
の
後
の
幻
滅
の
な
か
で
創
作
を
は
じ
め
た
今
日
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
、
も
は
や
み
ず
か
ら
を
「
前
衛
」
と
規
定
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
醒
め
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
日
本
の
建
築
に
一
瞥
を
く
れ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
前
衛
」
の
終
意
は
、
な
お
い
っ
そ
う
主
体
的
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
代
主
義
(
モ
ダ
ニ
ズ
ム
)
の
騎
手
と
な
っ
た
「
父
」
の
世
代
が
国
際
的
な
評
価
を
得
は
じ
め
て
い
く
ば
く
も
な
く
、
「
子
」
の
世
代
は

「
近
代
」
の
終
駕
を
宣
言
し
、
「
前
衛
」
と
い
う
標
語
も
過
去
の遺
物
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

い
わ
ば
日
本
近
代
が
百
年
を
か
け
て

バ
斗ム

「
西
欧
」
に
対
す
る
「
遅
れ
」
を
取
り
戻
し
た
と
こ
ろ
で
、
偶
然
の
一
致
か
否
か
、
当
の
「
西
欧
」
は
、
日
本
に
た
い
す
る
模
範
で
あ
る

こ
と
も
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
前
衛
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
日
本
」
で
あ
る
と
い
う
両
立
が
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
一
種
の
歴
史
の
皮
肉
と
言
う
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
建
築
の
跳
梁
と
と

も
に
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
と
い
う
「
前
ー
近
代
」
文
化
へ
の
「
回
帰
」
が
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
け
っ
し

て
偶
然
の
事
態
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

「
前
衛
」
の
彼
方
は
、
は
た
し
て
「
前
近
代
」
の
再
来
な
の
か
、
と
問
う
べ
き
地
点
に
我
々
は
今

置
か
れ
て
い
ま
す
。

「
前
衛
」
の
彼
方
、
な
い
し
は
反
動
的
退
行
の
危
険

我
々
は
「
前
衛
」
で
あ
る
こ
と
の
「
存
在
理
由
」
を
失
う
場
所
に
さ
し
か
か
り
ま
し
た
。
今
後
「
西
欧
」
が
日
本
に
対
し
て
、

い
か
に

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
九
七

O
年
の
大
阪
万
国
博
覧
会
に
多
数
動
員
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
、
以
降
広
告
業
界
や
商

業
市
場
の
歯
車
に
呑
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
に
抵
抗
す
る
者
た
ち
も
含
め
て
、
人
々
が
喪
失
感
と
と
も
に
悟
っ
た
の
は
、

「
前
衛
」
の
時
代
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、
選
ば
れ
た
才
能
が
全
世
界
と
直
接
に
一
体
と
な
れ
る
と
い
う
幻
想
の
存
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し
た
、
良
く
も
悪
し
く
も
ロ
マ
ン
主

義
的
な
風
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の
最
後
の
祭
典
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
夢
の
後
の
幻
滅
の
な
か
で
創
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を
は
じ
め
た
今
日
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・

デ
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イ
ナ
ー
た
ち
は
、
も
は
や
み
ず
か
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を
「
前
衛
」
と
規
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す
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は
、
あ
ま
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に
醒
め
て
い
ま
す
。
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築
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、
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で
は
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衛
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罵
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、
な
お
い
っ
そ
う
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体
的
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
代
主
義
(
モ
ダ
ニ
ズ
ム
)
の
騎
手
と
な
っ
た
「
父
」
の
世
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が
国
際
的
な
評
価
を
得
は
じ
め
て
い
く
ば
く
も
な
く
、
「
子
」
の
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代
は

「
近
代
」
の
終
駕
を
宣
言
し
、
「
前
衛
」
と
い
う
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語
も
過
去
の
遺
物
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し
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い
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日
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西
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に
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る
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遅
れ
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を
取
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戻
し
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と
こ
ろ
で
、
偶
然
の
一
致
か
否
か
、
当
の
「
西
欧
」
は
、
日
本
に
た
い
す
る
模
範
で
あ
る

こ
と
も
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
前
衛
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
日
本
」
で
あ
る
と
い
う
両
立
が
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
一
種
の
歴
史
の
皮
肉
と
言
う
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
建
築
の
跳
梁
と
と

も
に
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
と
い
う
「
前
ー
近
代
」
文
化
へ
の
「
回
帰
」
が
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
け
っ
し

て
偶
然
の
事
態
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
「
前
衛
」
の
彼
方
は
、
は
た
し
て
「
前
近
代
」
の
再
来
な
の
か
、
と
問
う
べ
き
地
点
に
我
々
は
今

置
か
れ
て
い
ま
す
。

「
前
衛
」
の
彼
方
、
な
い
し
は
反
動
的
退
行
の
危
険

我
々
は
「
前
衛
」
で
あ
る
こ
と
の
「
存
在
理
由
」
を
失
う
場
所
に
さ
し
か
か
り
ま
し
た
。
今
後
「
西
欧
」
が
日
本
に
対
し
て
、

い
か
に



も
「
日
本
」
的
な
作
品
を
提
示
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
く
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
「
典
型
的
日
本
人
」
を
演
じ
な
い
わ
け
に
参
り
ま

し
よ
う
。
も
は
や
日
本
の
「
前
衛
」
ぷ
り
で
は
な
く
、
「
日
本
」
ぶ
り
を
外
国
に
向
っ
て
開
陳
す
る
時
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
外
人
む
け

の
倒
立
し
た
国
粋
的
改
宗
と
で
も
形
容
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
七
0
年
代
以
降
、
海
外
で
活
躍
す
る
多
く
の
日
本
人
妻
術
家
が
こ
の
途
を
選

び
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
あ
ら
た
な
責
務
は
、
我
々
が
こ
こ
ま
で
に
分
析
し
て
き
た
日
本
の
「
前
衛
」
の
諸
矛
盾
を
解
消
す
る

ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
を
か
え
っ
て
倍
増
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
民
族
美
学
的
な
国
粋
主
義
と
い
う
も
の

は
、
所
詮
「
前
衛
主
義
」
的
な
「
帝
国
主
義
」
の
裏
返
し
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
あ
ら
た
な
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
日
本
回
帰
」
が
実

際
に
は
文
化
的
な
裏
切
り
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
あ
ら
た
な
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
し
か
も
、

「
西
欧
」

そ
れ
が
今
度
は

に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
東
洋
」
み
ず
か
ら
の
手
で
演
出
さ
れ
た
「
東
洋
趣
味
L
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
十
九
世
紀
に
お
け
る

「
西
欧
」
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
「
西
欧
」
に
よ
る
「
東
洋
」
纂
奪
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
「
西
欧
」
は
「
東
洋
」
を
己
が
も
の
に

コ
ー
ド
そ
し
て
お
の
が
借
称
す
る
「
普
遍
主
義
」
へ
と
「
還
一
正
)
し
た
こ
と
を
、

す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
自
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

ア
」
ア
」

で
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
単
純
に
倒
立
さ
せ
た
価
値
観
こ
そ
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
な
価
値
の
復
権
と
い
う
美
名
の
下
で
、

ま
ま
さ
に
我
々
を
狙
っ
て
い
る
危
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
我
々
は
日
本
の
何
を
外
国
に
示
す
の
か
、
こ
れ
が
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
し
ょ
う
。
逆
説
的
な
こ
と
で
す
が
、
代
表
的
H

典
型
的
(
ル
プ
レ
ザ
ン
タ
テ
ィ
フ
)
な
日
本
と
い
っ
た
も
の
は
代
表
H

表
象
(
ル
プ
レ
ザ
ン
テ
)
す
る
に
値
せ
ず
、
報
道
も
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
、
記
事
に
な
る
の
は
、
民
俗
学
的
な
奇
習
と
か
受
験
地
獄
の
よ
う
に
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
事
態
で
す
。つ
ま
り
唯
一
日

本
の
特
異
な
面
の
み
が
、
表
象
し
う
る

H

上
演
可
能
(
ル
プ
レ
ザ
ン
タ
i

ブ
ル
)
な
日
本
で
あ
る
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
国
際
的
な
次
元

で
出
演
可
能
な
「
日
本
人
」
は
い
わ
ば
「
本
当
の
」
日
本
人
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
。
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し、

も
「
日
本
」
的
な
作
品
を
提
示
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
く
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
「
典
型
的
日
本
人
」
を
演
じ
な
い
わ
け
に
参
り
ま

し
よ
う
。
も
は
や
日
本
の
「
前
衛
」
ぷ
り
で
は
な
く
、
「
日
本
」
ぶ
り
を
外
国
に
向
っ
て
開
陳
す
る
時
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
外
人
む
け

の
倒
立
し
た
国
粋
的
改
宗
と
で
も
形
容
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
七

0
年
代
以
降
、
海
外
で
活
躍
す
る
多
く
の
日
本
人
嚢
術
家
が
こ
の
途
を
選

び
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
あ
ら
た
な
責
務
は
、
我
々
が
こ
こ
ま
で
に
分
析
し
て
き
た
日
本
の
「
前
衛
」
の
諸
矛
盾
を
解
消
す
る

ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
か
え
っ
て
倍
増
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
民
族
美
学
的
な
国
粋
主
義
と
い
う
も
の

は
、
所
詮
「
前
衛
主
義
」
的
な
「
帝
国
主
義
」
の
裏
返
し
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
あ
ら
た
な
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
日
本
回
帰
」
が
実

際
に
は
文
化
的
な
裏
切
り
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
あ
ら
た
な
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
れ
が
今
度
は

「
西
欧
」

に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
東
洋
」
み
ず
か
ら
の
手
で
演
出
さ
れ
た
「
東
洋
趣
味
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
十
九
世
紀
に
お
け
る

「
西
欧
」
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
「
西
欧
」
に
よ
る
「
東
洋
」

纂
奪
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
「
西
欧
」
は
「
東
洋
」
を
己
が
も
の
に

(
七
)

コ
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ド
そ
し
て
お
の
が
倦
称
す
る
「
普
遍
主
義
」
へ
と
「
還
元
」
し
た
こ
と
を
、

す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
自
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

ア
」
ア
」

で
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
単
純
に
倒
立
さ
せ
た
価
値
観
こ
そ
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
な
価
値
の
復
権
と
い
う
美
名
の
下
で
、

ま
ま
さ
に
我
々
を
狙
っ
て
い
る
危
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
我
々
は
日
本
の
何
を
外
国
に
示
す
の
か
、
こ
れ
が
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
し
ょ
う
。
逆
説
的
な
こ
と
で
す
が
、
代
表
的
H

典
型
的
(
ル
プ
レ
ザ
ン
タ
テ
ィ
フ
)
な
日
本
と
い
っ
た
も
の
は
代
表
H

表
象
(
ル
プ
レ
ザ
ン
テ
)
す
る
に
値
せ
ず
、
報
道
も
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
、
記
事
に
な
る
の
は
、
民
俗
学
的
な
奇
習
と
か
受
験
地
獄
の
よ
う
に
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
事
態
で
す
。

つ
ま
り
唯
一
日

本
の
特
異
な
面
の
み
が
、
表
象
し
う
る
H
上
演
可
能
(
ル
プ
レ
ザ
ン
タ
l
ブ
ル
)
な
日
本
で
あ
る
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
国
際
的
な
次
元

で
出
演
可
能
な
「
日
本
人
」
は
い
わ
ば
「
本
当
の
」
日
本
人
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
。

-148-

し、



日
本
人
に
居
る
「
普
通
の
」
日
本
人
に
も
っ
と
も
分
か
り
に
く
い
強
迫
観
念
の
ひ
と
つ
が
お
そ
ら
く
「
自
己
同
一
性
」
で
あ
っ
て
、
そ

の
日
本
語
訳
が
示
す
と
お
り
、
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
は
同
義
反
復
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
問
わ
れ
る
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
「
外
国
人
」
の
面
前
に
出
て
は
じ
め
て
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
問
と
な
る
も
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
日
本
人
の
集
合

的
表
象
と
し
て
の
「
日
本
」
と
い
う
国
に
は
、
外
人
は
ど
う
や
ら
存
在
し
な
い
ら
し
い
。
外
の
眼
の
介
入
が
前
提
と
さ
れ
れ
ば
、
当
然
問

い
直
さ
れ
る
べ
き
あ
ま
た
の
現
象
が
ど
こ
の
国
の
場
合
に
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
次
第
で
日
本
で
は
、
特
殊
日
本
的
と
日
本

人
が
思
っ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
あ
え
て
説
明
が
加
え
ら
れ
る
様
子
も
な
い
。

そ
う
し
た
、
あ
え
て
言
挙
げ
も
さ
れ
ず
、
意
識
に
も
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
日
常
を
一
体
ど
う
や
っ
て
外
に
提
示
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
よ
う
か
。
「
内
」
で
は
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
質
問
に
答
え
る
の
は
、
既
に
外
向
け
の
「
ず
れ
」
を
作
り
出
す
経
験
で
す
。
明
白
な
論
理

-149-

を
取
り
結
ぶ
ま
で
も
な
い
と
い
う
風
情
で
う
ご
め
い
て
い
る
事
態
に
筋
を
通
す
の
は
、
す
で
に
実
生
活
の
感
覚
か
ら
自
ら
を
隔
て
る
運
動

で
す
。
こ
う
し
て
無
媒
介
的
な
世
界
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
、
既
に
、
あ
る
「
根
こ
そ
ぎ
」
状
態
を
体
験
す
る
異
常
事
態
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
「
外
む
き
」
の
説
明
を
定
式
化
し
、
媒
介
性
を
と
も
な
っ
た
伝
達
に
与
す
る
の
は
、
も
は
や
一
種
の
裏
切
り
で
な
け
れ
ば
、
わ

ざ
と
ら
し
い
芝
居
仕
立
て
の
よ
う
な
感
覚
な
し
に
は
遂
行
出
来
な
い
暴
力
行
為
で
あ
る
、
と
当
事
者
に
は
感
じ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
と

い
う
の
も
、
忠
実
に
外
と
の
伝
達
を
試
み
れ
ば
、
そ
れ
は
内
輪
の
文
化
な
い
し
生
活
信
条
に
た
い
す
る
不
忠
実
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

あ
や

で
す
。
内
へ
の
信
頼
と
外
に
対
す
る
信
頼
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
表
裏
の
文
、
こ
う
し
た
象
徴
的
次
元
で
の
傷
を
負
う
こ
と
な
く
し
て
は
、

そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
成
立
し
え
な
い
筈
で
す
。
媒
介
者
の
口
利
き
と
は
常
に
こ
の
よ
う
な
制
裁
(
サ
ン
タ
シ

オ
ン
)
を
蒙
ら
ず
し
て
は
裁
可
(
サ
ン
ク
シ
オ
ン
)
さ
れ
な
い
両
義
的
な
背
信
行
為
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
、
我
々
が
と
り
わ

け
異
文
化
問
の
交
渉
に
お
い
て
耐
え
H

支
え
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
外
交
的
使
命
の
偉
大
と
悲
惨
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人
に
居
る
「
普
通
の
」
日
本
人
に
も
っ
と
も
分
か
り
に
く
い
強
迫
観
念
の
ひ
と
つ
が
お
そ
ら
く
「
自
己
同
一
性
」
で
あ
っ
て
、
そ

の
日
本
語
訳
が
示
す
と
お
り
、
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
は
同
義
反
復
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
間
わ
れ
る
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
「
外
国
人
」
の
面
前
に
出
て
は
じ
め
て
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
問
と
な
る
も
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
日
本
人
の
集
合

的
表
象
と
し
て
の
「
日
本
」
と
い
う
国
に
は
、
外
人
は
ど
う
や
ら
存
在
し
な
い
ら
し
い
。
外
の
眼
の
介
入
が
前
提
と
さ
れ
れ
ば
、
当
然
問

い
直
さ
れ
る
べ
き
あ
ま
た
の
現
象
が
ど
こ
の
国
の
場
合
に
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
次
第
で
日
本
で
は
、
特
殊
日
本
的
と
日
本

人
が
思
っ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
あ
え
て
説
明
が
加
え
ら
れ
る
様
子
も
な
い
。

そ
う
し
た
、
あ
え
て
言
挙
げ
も
さ
れ
ず
、
意
識
に
も
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
日
常
を
一
体
ど
う
や
っ
て
外
に
提
示
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
よ
う
か
。
「
内
」
で
は
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
質
問
に
答
え
る
の
は
、
既
に
外
向
け
の
「
ず
れ
」
を
作
り
出
す
経
験
で
す
。
明
白
な
論
理

で
す
。
こ
う
し
て
無
媒
介
的
な
世
界
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
、
既
に
、
あ
る
「
根
こ
そ
ぎ
」
状
態
を
体
験
す
る
異
常
事
態
で
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て
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そ

A
斗
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取
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動
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介
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す
る
の
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、
も
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や
一
種
の
裏
切
り
で
な
け
れ
ば
、
わ

ざ
と
ら
し
い
芝
居
仕
立
て
の
よ
う
な
感
覚
な
し
に
は
遂
行
出
来
な
い
暴
力
行
為
で
あ
る
、
と
当
事
者
に
は
感
じ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
と

い
う
の
も
、
忠
実
に
外
と
の
伝
達
を
試
み
れ
ば
、
そ
れ
は
内
輪
の
文
化
な
い
し
生
活
信
条
に
た
い
す
る
不
忠
実
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

あ
や

で
す
。
内
へ
の
信
頼
と
外
に
対
す
る
信
頼
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
表
裏
の
文
、
こ
う
し
た
象
徴
的
次
元
で
の
傷
を
負
う
こ
と
な
く
し
て
は
、

そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
成
立
し
え
な
い
筈
で
す
。
媒
介
者
の
口
利
き
と
は
常
に
こ
の
よ
う
な
制
裁
(
サ
ン
タ
シ

オ
ン
)
を
蒙
ら
ず
し
て
は
裁
可
(
サ
ン
ク
シ
オ
ン
)
さ
れ
な
い
両
義
的
な
背
信
行
為
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
、
我
々
が
と
り
わ

け
異
文
化
間
の
交
渉
に
お
い
て
耐
え
H
支
え
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
外
交
的
使
命
の
偉
大
と
悲
惨
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
知
性
に
把
握
し
う
る
限
界
、
認
識
論
的
な
闘
が
顔
を
覗
か
せ
て
居
て
、
我
々
は
そ
の
彼
方
に
進
む

ハ
U

耐
え
ら
れ
な
い
使
命
と
し
て
の
覧
容
さ
|
|
結
論
に
か
え
て

お
よ
そ
「
日
本
」
を
外
国
に
提
示
な
い
し
表
象
す
る
と
い
う
作
業
は
、
右
に
見
た
よ
う
な
外
傷
を
蒙
る
こ
と
な
く
し
て
は
達
成
さ
れ
ま

せ
ん
。
媒
介
者
な
り
情
報
提
供
者
(
メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
l

ル
)
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
情
報
源
か
ら
隔
て
ら
れ
(
メ
デ
ィ
ア
テ
ィ
ゼ
さ
れ
)

た
、
知
的
な
デ
ラ
シ
ネ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
「
代
表
者
」
の
役
割
を
演
じ
る
H

表
象
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
ら
代
表

H

表
象
す
べ
き
当
の
も
の
か
ら
隔
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、

そ
れ
を
代
表
H

表
象
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
自
己
否
定
を
契
機
と
し
た
使
命
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
負
の
侵
犯
行
為
の
聖
痕
を
身
に
刻
ん
で
ゆ
く
の
は
、
し
か
し
果
た
し
て
倒
錯
的
な
行
為
で
し
ょ
う
か
。

否
、
む
し
ろ
「
日
本
」
が
理
解
不
能
の
(
架
空
の
)
場
所
と
し
て
魅
力
を
発
し
続
け
る
原
因
で
あ
り
結
果
で
も
あ
る
の
が
、
こ
の
傷
痕

わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
我
々
に
伝
達
可
能
な
も
の
は
、
た
か
だ
か
象
徴
的
な
暴
力
と
い
う
か
、
記
号
の
暴
力
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
力

に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
た
真
実
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
知
的
活
動
の
責
務
と
は
、
間
違
っ
て
も
、
自
ら
を
真
実

の
、
ま
し
て
や
「
真
理
」
の
守
護
者
な
ど
と
思
い
違
い
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
た
す
ら
件
の
「
傷
」
を
顕
示
し
つ
づ
け
る
窓
代
に

殉
じ
る
を
措
い
て
ほ
か
に
無
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

恐
ら
く
も
は
や
口
を
つ
ぐ
む
べ
き
刻
で
し
ょ
う
。
畢
わ
る
に
あ
た
っ
て
、

ひ
と
つ
昔
か
ら
の
ア
ポ
リ
ア
を
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
寛
容
に
関
す
る
も
の
な
の
で
す
が
、
「
寛
容
は
不
寛
容
に
対
し
て
寛
容
た
り
う
る
か
」
と
い
う
、
皆
様
ご
存
じ
の
問
い
で
す
。
不

寛
容
に
対
し
て
寛
容
で
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
不
寛
容
を
容
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
逆
に
不
寛
容
を
許
さ
な
い
と
い
う
態

度
も
ま
た
自
ら
不
寛
容
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
我
々
の
知
的
活
動
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
こ
の
耐
え
が
た
い
(
寛

容
で
き
な
い
)
条
件
に
耐
え
、
甘
ん
じ
て
そ
の
野
蛮
さ
の
犠
牲
と
な
る
覚
悟
を
養
う
に
尽
き
る
か
と
存
じ
ま
す
。
甚
だ
野
蛮
な
フ
ラ
ン
ス

耐
え
ら
れ
な
い
使
命
と
し
て
の
寛
容
さ
|
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に
提
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い
し
表
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る
と
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う
作
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は
、
右
に
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よ
う
な
外
傷
を
蒙
る
こ
と
な
く
し
て
は
達
成
さ
れ
ま

せ
ん
。
媒
介
者
な
り
情
報
提
供
者
(
メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ

l
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)
と
い
う
も
の
は
、

そ
の
情
報
源
か
ら
隔
て
ら
れ
(
メ
デ
ィ
ア
テ
ィ
ゼ
さ
れ
)

た
、
知
的
な
デ
ラ
シ
ネ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
「
代
表
者
」
の
役
割
を
演
じ
る
H
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
ら
代
表
H

表
象
す
べ
き
当
の
も
の
か
ら
隔
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
代
表
H
表
象
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
自
己
否
定
を
契
機
と
し
た
使
命
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
負
の
侵
犯
行
為
の
聖
痕
を
身
に
刻
ん
で
ゆ
く
の
は
、
し
か
し
果
た
し
て
倒
錯
的
な
行
為
で
し
ょ
う
か
。

否
、
む
し
ろ
「
日
本
」
が
理
解
不
能
の
(
架
空
の
)
場
所
と
し
て
魅
力
を
発
し
続
け
る
原
因
で
あ
り
結
果
で
も
あ
る
の
が
、
こ
の
傷
痕

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
知
性
に
把
握
し
う
る
限
界
、
認
識
論
的
な
闘
が
顔
を
覗
か
せ
て
居
て
、
我
々
は
そ
の
彼
方
に
進
む

わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
我
々
に
伝
達
可
能
な
も
の
は
、
た
か
だ
か
象
徴
的
な
暴
力
と
い
う
か
、
記
号
の
暴
力
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
力

に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
た
真
実
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
知
的
活
動
の
責
務
と
は
、
間
違
っ
て
も
、
自
ら
を
真
実

の
、
ま
し
て
や
「
真
理
」
の
守
護
者
な
ど
と
思
い
違
い
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
た
す
ら
件
の
「
傷
」
を
顕
示
し
つ
ご
つ
け
る
窓
代
に

殉
じ
る
を
措
い
て
ほ
か
に
無
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

恐
ら
く
も
は
や
口
を
つ
ぐ
む
べ
き
刻
で
し
ょ
う
。
畢
わ
る
に
あ
た
っ
て
、

ひ
と
つ
昔
か
ら
の
ア
ポ
リ
ア
を
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
寛
容
に
関
す
る
も
の
な
の
で
す
が
、
「
寛
容
は
不
寛
容
に
対
し
て
寛
容
た
り
う
る
か
」
と
い
う
、
皆
様
ご
存
じ
の
問
い
で
す
。
不

寛
容
に
対
し
て
寛
容
で
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
不
寛
容
を
容
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
逆
に
不
寛
容
を
許
さ
な
い
と
い
う
態

度
も
ま
た
自
ら
不
寛
容
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
我
々
の
知
的
活
動
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
こ
の
耐
え
が
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い

容
で
き
な
い
)
条
件
に
耐
え
、
甘
ん
じ
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そ
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野
蛮
さ
の
犠
牲
と
な
る
覚
悟
を
養
う
に
尽
き
る
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と
存
じ
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す
。
甚
だ
野
蛮
な
フ
ラ
ン
ス (寛



語
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
ご
静
聴
の
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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(
二
)
こ
う
し
た
見
解
の
最
も
単
純
か
つ
極
端
な
も
の
と
し
て
、
千
葉
成
夫
、
『
戦
後
美
術
逸
脱
史
』
、
晶
文
社
、
一
九
八
六
が
あ
る
。

(
三
)
ほ
と
ん
ど
笑
い
話
に
聞
こ
え
る
が
、
最
近
パ
リ
第
四
大
学
の
美
術
史
教
室
に
日
本
の
近
代
絵
画
に
つ
い
て
の
千
頁
近
い
大
博
士
論
文
を
提
出
し
た

イ
ザ
ベ
ル
・
シ
ャ
リ
エ
夫
人
は
、
指
導
主
任
(
あ
え
て
名
を
記
さ
な
い
が
、
西
欧
近
代
美
術
研
究
の
最
高
権
威
と
目
さ
れ
る
長
老
で
あ
る
)
に
、

「
日
本
画
」
と
「
洋
画
」
の
区
別
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
つ
い
に
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。

(
四
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
独
創
性
」
志
向
の
文
化
土
壌
そ
の
も
の
の
批
判
か
ら
出
発
し
て
「
前
衛
」
神
話
を
解
体
す
る
蓮
貫
重
彦
氏
の

よ
う
な
「
独
創
」
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(
五
)
「
民
雲
」
に
対
す
る
筆
者
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
前
衛
と
華
道
と
の
陸
路
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
目
を
借
り
て
民
塞
を
考
え
る
」
、
『
比
較
文
皐

研
究
』
、
(
東
大
比
較
文
皐
曾
)
、
五
十
四
号
、
一
九
八
八
年
、
二
五O

二
六
一
頁
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

(
六
)
も
っ
と
も
こ
の
常
識
的
見
解
に
は
保
留
が
必
要
で
あ
る
。
∞

E
向
。
日
ニ
ロ
仰
向
P
R
〉

E
Z

怠
0
0
戸
〈
∞
ユ
の
含
円
I
C
E可
O
t
o
u
z
m
m
g
〈
2
円
∞

∞
戸
円

σ
o
E
P
E
g
o
y
o
円
O
F
O〔
円
戸
口ω
E
E

け
〔
日.
9
2
3
H
O
E
-臼
m
u
oロ
門
山
内
戸
口
ω
E
ι
2
u
巳
U
B
O
B
O
E
F
巴
ロ
凶
ロ
ハ
の
の
け
m
E
ι
S
E

門
四
戸
凶
凶0

2
f
-
o
m
-
-
-
~

く
o
c
c

ぬ
と2

色
町
内
、g
E
5
M
Uぬ

Z
。

a
w
一七
日υ
・
品
広
参
照
。

(
七)
n
H
S口
下
型
E
0
・
可
。S
E
3
M
U
C
3
R
\
O
R
Q
C
Q
ミ
l
h
Q

ミ
?
・
ト
2
0

江
S
E

史
的
、
、
Y
H
S
E
g
-
-
u
g
(
巳
m
H
2
1
0
m
g
u
E
r
)
u
C
E
4
0

円
ω
立
小
品
。

同
)
内
戸
円
い

m
山
戸
]
-
U
斗
印l、

1
p
u
-
c
u
・

語
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
ご
静
聴
の
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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(
二
)
こ
う
し
た
見
解
の
最
も
単
純
か
つ
極
端
な
も
の
と
し
て
、
千
葉
成
夫
、
『
戦
後
美
術
逸
脱
史
』
、
晶
文
社
、
一
九
八
六
が
あ
る
。

(
三
)
ほ
と
ん
ど
笑
い
話
に
聞
こ
え
る
が
、
最
近
パ
リ
第
四
大
学
の
美
術
史
教
室
に
日
本
の
近
代
絵
画
に
つ
い
て
の
千
頁
近
い
大
博
士
論
文
を
提
出
し
た

イ
ザ
ベ
ル
・
シ
ャ
リ
工
夫
人
は
、
指
導
主
任
(
あ
え
て
名
を
記
さ
な
い
が
、
西
欧
近
代
美
術
研
究
の
最
高
権
威
と
目
さ
れ
る
長
老
で
あ
る
)
に
、

「
日
本
画
」
と
「
洋
画
」
の
区
別
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
つ
い
に
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。

(
四
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
独
創
性
」
志
向
の
文
化
土
壌
そ
の
も
の
の
批
判
か
ら
出
発
し
て
「
前
衛
」
神
話
を
解
体
す
る
蓮
貫
重
彦
氏
の

よ
う
な
「
独
創
」
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(
五
)
「
民
義
」
に
対
す
る
筆
者
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
前
衛
と
義
道
と
の
隆
路
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
目
を
借
り
て
民
萎
を
考
え
る
」
、
『
比
較
文
息
子

研
究
』
、
(
東
大
比
較
文
皐
舎
)
、
五
十
四
号
、
一
九
八
八
年
、
二
五

O
ー
二
六
一
頁
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

(
六
)
も
っ
と
も
こ
の
常
識
的
見
解
に
は
保
留
が
必
要
で
あ
る
。
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