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▼
研
究
ノ
ー
ト

    
第
一
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
る
開
戦
責
任
問
題
の
現
在

　
　
　
　

―
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
に
よ
せ
て

―　
　
　

 

村
上
　
亮
　　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
ま
で
の
経
過
を
叙
述
し
た
Ｃ
・
ク
ラ
ー

ク
の
著
書
『
夢
遊
病
者
た
ち
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
は
い
か
に
し
て
始
ま
っ
た
か
』

（
以
下
、『
夢
遊
病
者
た
ち
』）
を
糸
口
と
し
て
開
戦
責
任
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
を

た
ど
る
こ
と
を
目
的
と
す
る（

1
（

。

　

第
一
次
大
戦
の
開
戦
（
戦
争
）
責
任
問
題
に
つ
い
て
は
、
誰
が
大
戦
を
引
き
起
こ

し
た
の
か
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
、
と
く
に
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
（
一
九
一
四
年
六

月
二
八
日
）
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
す
る
ま
で
の
期
間
、
い
わ
ゆ
る
「
七
月
危
機
」

に
つ
い
て
は
非
常
に
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。「
九
〇
〇
万
人
以
上
の
死

者
、
一
九
〇
〇
万
人
以
上
の
負
傷
者
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
膨
大
な
犠
牲
、
言
い
尽
く

せ
ぬ
惨
状
の
責
任
が
誰
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
は
至
極
当
然
の
も
の
で
あ

る
。
も
し
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
な
ら
ば
、
歴
史
学
は
破
綻
す
る
だ
ろ
う（

2
（

」
と
の

Ｕ
・
ヴ
ル
ヴ
ァ
の
言
葉
は
正
鵠
を
射
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

最
初
に
筆
者
が
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
開
戦
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
が
歴
史
学

に
お
い
て
初
め
て
「
修
正
主
義
」
の
対
象
と
な
っ
た
事
実
で
あ
る（

3
（

。
パ
リ
講
和
会
議

に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
二
三
一
条
は
、
ド
イ
ツ
と
そ
の
同
盟

国
の
み
に
戦
争
責
任
を
認
め
た（

4
（

。
ド
イ
ツ
は
こ
の
正
当
性
を
否
定
し
よ
う
と
試
み
、

あ
く
ま
で
自
国
に
と
っ
て
は
「
防
衛
戦
争
」
で
あ
る
旨
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
の
議

論
の
概
要
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
た
め
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
責
任
の
比
重
が
現
在
ま
で

あ
た
か
も
「
振
り
子
運
動（

5
（

」
を
続
け
て
い
る
こ
と
の
み
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。 

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
は
「
な
ぜ
」
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う

に
」
し
て
大
戦
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
視
座
か
ら
議
論
を
展
開
し
、
国
際
関
係
に
重

点
を
お
く
。
同
書
は
刊
行
直
後
か
ら
「
ク
ラ
ー
ク
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（

6
（

」
に
た
と
え
ら

れ
る
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
日
本
語
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た（

7
（

。
当

該
問
題
に
精
通
す
る
研
究
者
も
ま
た
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。

Ｗ
・
マ
リ
ガ
ン
は
、
Ｌ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ニ
書
以
来
の
包
括
的
な
著
作
と
評
し
、

Ａ
・
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
Ｆ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
書
と
同
様
の
衝
撃
を
与
え
る
と
と
も

に
、
こ
の
問
題
に
従
事
す
る
将
来
の
研
究
者
に
「
議
論
の
新
た
な
展
開
と
参
照
軸
を

提
供
す
る
」
と
展
望
し
た（

8
（

。
も
っ
と
も
、『
夢
遊
病
者
た
ち
』
へ
の
異
論
や
反
論
に

も
留
意
し
た
い
。
は
た
し
て
、
ク
ラ
ー
ク
書
に
は
い
か
な
る
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
開
戦
責
任
論
争
が
わ
が
国
の
大
戦
研
究
で
は
詳
ら
か
に
さ
れ
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て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
ク
ラ
ー
ク
書
を
軸
と
し
た
動
向
の
整
理
は
有
益
と
思

わ
れ
る（

9
（

。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
研
究
史
に
お
け
る
ク
ラ
ー
ク
書
の
意
義
を
浮
き
彫

り
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
も
っ
と
も
紙
幅
の
都
合
上
、
開
戦
責
任
論
争
の
経
過

や
昨
今
の
研
究
状
況
の
立
ち
入
っ
た
分
析
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
、
従

来
の
議
論
に
つ
い
て
は
大
要
の
み
に
と
ど
め
、
そ
の
な
か
に
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
を

位
置
づ
け
る
こ
と
で
同
書
の
問
題
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　

２　

第
一
次
大
戦
の
開
戦
責
任
研
究
と
『
夢
遊
病
者
た
ち
』

　
　
　
（
１
）
開
戦
責
任
を
め
ぐ
る
研
究
史

　

開
戦
責
任
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
・
Ｒ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
に
よ
る
時

代
区
分
に
ク
ラ
ー
ク
書
の
刊
行
を
加
味
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
で
き

る
だ
ろ
う
。
①
一
九
二
〇
年
代
（
敗
戦
国
側
の
単
独
責
任
）、
②
一
九
三
〇
年
代
～

五
〇
年
代
（
参
戦
各
国
の
責
任
分
担
論
）、
③
一
九
六
〇
年
代
（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
論

争
）、
④
一
九
七
〇
年
代
～
二
〇
〇
〇
年
代
（
ド
イ
ツ
を
重
視
す
る
責
任
分
担
論
）、

⑤
二
〇
一
二
年
以
降
（『
夢
遊
病
者
た
ち
』
を
め
ぐ
る
論
争
）
の
五
段
階
で
あ
る（

（1
（

。

こ
こ
で
議
論
の
経
過
を
瞥
見
し
て
お
く
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
は
自
国
に
開
戦
責
任
が
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
、
政
府
と
学
界
が
一
体
と
な
っ
て
宣
伝
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
ひ
と

つ
が
、
全
四
〇
巻
に
及
ぶ
『
グ
ロ
ー
セ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク 

一
八
七
一
‐
一
九
一
四
』

に
結
実
し
た
外
交
資
料
の
公
刊
で
あ
る（

（（
（

。
こ
れ
が
他
国
に
も
同
様
の
動
き
を
促
し
、

大
戦
に
至
る
外
交
史
研
究
は
お
お
い
に
進
展
し
た
。
そ
の
な
か
で
と
く
に
影
響
力
を

も
っ
た
の
は
、
元
イ
ギ
リ
ス
首
相
Ｄ
・
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
視
座
、
す
な
わ
ち

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
「
戦
争
と
い
う
沸
騰
す
る
鍋
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た（

（1
（

」
の
で
あ

り
、
大
戦
勃
発
は
列
強
諸
国
の
誤
解
や
偶
然
が
重
な
っ
た
結
果
と
み
な
す
も
の
で
あ

る
。
こ
の
い
わ
ば
「
魔
法
の
言
葉（

（1
（

」
は
、
対
立
の
鎮
静
化
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
。 

　

論
争
に
再
び
火
を
つ
け
た
の
は
、
前
掲
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
『
世
界
強
国
の

道
』
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
か
ね
て
よ
り
戦
争
を
計
画
し
て
い
た
ド
イ
ツ
が

サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
を
機
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
（
以
下
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
）
を
戦
争
へ
と
突
き
動
か
し
、
故
意
に
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
た
と
論
じ

た（
（1
（

。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
ド
イ
ツ
の
開
戦
責
任
の
大
き
さ
を
認
め
た
最
初
の
ド
イ
ツ
の

歴
史
家
と
い
え
る
が
、
彼
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
学
界
の
み
な
ら
ず
、
政
界
や
メ
デ
ィ

ア
を
も
巻
き
込
む
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
た（

（1
（

。
Ｇ
・
Ｇ
・
イ
ッ
ガ
ー
ス
に
よ
れ

ば
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説
の
核
心
は
「
七
月
危
機
」
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
責
任
の
大
き

さ
と
ド
イ
ツ
の
戦
争
目
的
を
貫
く
攻
撃
的
性
格
に
あ
る
。
さ
ら
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説

の
意
義
と
し
て
、
①
外
交
と
国
内
の
政
治
、
経
済
、
社
会
的
要
素
の
関
係
に
目
を
向

け
、
い
わ
ゆ
る
「
内
政
の
優
位
（
Ｈ
・
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ー
ラ
ー（

（1
（

）」
を
提
起
し
た

こ
と
。
②
第
一
次
大
戦
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
へ
と
至
る
ド
イ
ツ
の
政
策
の
連
続
性
を
示
唆

し
た
こ
と
も
補
う
べ
き
で
あ
る（

（1
（

。

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
論
争
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
詳
論
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
の
考
察
を
提
示
し
て
お
く
。
①
前
掲
の
「
内
政
の
優
位
」
に
つ

い
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
。
②
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
視
線
が
も
っ
ぱ
ら
ド

イ
ツ
に
向
い
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
参
戦
各
国
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
た

こ
と
。
③
他
国
に
比
べ
、
相
対
的
に
ド
イ
ツ
の
開
戦
責
任
が
重
い
と
み
な
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
自
著
の
刊
行
時
点
（
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い

て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
主
張
は
―
―
ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
が
軍
部
の
首

脳
陣
た
ち
と
と
も
に
、
戦
争
に
向
け
た
準
備
を
協
議
し
た
と
す
る
―
―
「
戦
争
評
議

会
」
の
位
置
づ
け
と
ド
イ
ツ
の
戦
争
目
的
を
除
き
、
大
筋
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

旨
を
記
す（

（1
（

。
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い
ま
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
は
、
一
九
九
〇
年
代
を
境
と
す
る
責
任
分
担
論
の
変
化

で
あ
る
。
Ｄ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
支
持

（「
白
紙
小
切
手
」）
が
軍
事
行
動
に
優
先
権
を
与
え
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
ド
イ
ツ

と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
双
方
が
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
の
前
に
戦
争
を
決
断
し
て
い
た
と
は

い
え
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
行
動
が
「
世
界
強
国
」
を
企
図
し
た
と
す
る

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
ロ
シ
ア
の
部
分
動
員
令
が
危
機
を
増

幅
さ
せ
た
と
し
た
う
え
で
、
ロ
シ
ア
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
「
白
紙
小
切
手
」
を
得
て
い

た
と
指
摘
す
る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
露
仏
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
視
座
が
ク
ラ
ー

ク
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ
い（

（1
（

。
さ
ら
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
派
の
研

究
者
も
分
担
論
を
受
け
入
れ
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
弟
子
に

あ
た
る
Ｉ
・
ガ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
大
戦
勃
発
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
責
任
は
一
九
九
〇

年
代
初
頭
に
は
九
割
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
は
七
割
か
ら
八
割
ま
で
減
少

し
た
分
、
ロ
シ
ア
や
セ
ル
ビ
ア
の
比
重
が
増
し
た
と
い
う（

11
（

。

　
　
　
（
２
）
ク
ラ
ー
ク
書
の
主
旨

　

以
上
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ク
ラ
ー
ク
書
の
主
旨
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
、
セ
ル
ビ
ア
へ
の
注
目
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
は
、
セ
ル
ビ
ア
に

お
け
る
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
陰
謀
の
伝
統
」
が
「
外
交
・
内
政
両
面
で
の
不
安
定
要
因

を
つ
く
っ
た（

1（
（

」
と
の
Ｊ
・
ジ
ョ
ル
の
示
唆
を
敷
衍
し
た
と
い
え
る
。
彼
が
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
寄
り
の
セ
ル
ビ
ア
国
王
オ
ブ
レ
ノ
ヴ
ィ
チ
夫
妻
の
暗
殺
（
一
九
〇
三
年
）
か
ら

話
を
起
こ
し
た
の
は
、
読
者
に
セ
ル
ビ
ア
政
治
の
粗
暴
さ
を
印
象
づ
け
る
意
図
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
セ
ル
ビ
ア
の
膨
張
を
ロ
シ
ア
が
煽
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
間

接
的
に
そ
れ
を
支
援
し
た
と
す
る
、
ク
ラ
ー
ク
独
自
の
「
バ
ル
カ
ン
を
着
火
点
と
す

る
シ
ナ
リ
オ（

11
（

」
も
見
逃
せ
な
い
。

　

セ
ル
ビ
ア
へ
の
批
判
的
論
調
は
、
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
後
の
経
過
に
関
す
る
叙
述

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ク
ラ
ー
ク
は
、「
七
月
危
機
」
が
戦
争
に
至
っ
た

一
端
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
ド
イ
ツ
の
政
策
に
求
め
た
も
の
の
、
セ
ル
ビ
ア
や
ロ
シ
ア

に
対
す
る
視
線
は
よ
り
厳
し
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
セ
ル
ビ
ア
に

突
き
付
け
た
諸
要
求
、
い
わ
ゆ
る
「
最
後
通
牒（

11
（

」（
一
九
一
四
年
七
月
二
三
日
）
の

く
だ
り
に
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
ク
ラ
ー
ク
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
セ
ル
ビ
ア
に
対

す
る
開
戦
の
口
実
を
得
る
た
め
に
厳
し
い
内
容
を
突
き
つ
け
た
と
す
る
通
説
と
は
異

な
り
、
そ
の
妥
当
性
を
認
め
る（

11
（

。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
「
最
後
通
牒
」
と
後
の
コ
ソ

ヴ
ォ
危
機
に
お
け
る
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
セ
ル
ビ
ア
（
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
）
に
対
す
る
最
後
通
牒
を
比
較
し
、
前
者
を
「
随
分
穏
当
」
と
す
る
見
方（

11
（

さ
え
示
す
。
一
方
、
セ
ル
ビ
ア
が
自
国
の
主
権
を
侵
さ
な
い
か
ぎ
り
で
す
べ
て
の
要

求
を
受
け
入
れ
た
と
す
る
見
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
回
答
を
「
受
容
、
条
件
付
き
受

容
、
言
い
逃
れ
、
拒
否
の
微
妙
な
混
合（

11
（

」
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
た
。

　

上
記
に
関
連
し
て
ク
ラ
ー
ク
は
、
セ
ル
ビ
ア
が
「
最
後
通
牒
」
の
一
部
を
拒
絶
し

た
理
由
を
ロ
シ
ア
に
よ
る
動
員
準
備
と
推
測
し
た（

11
（

。
時
の
ロ
シ
ア
外
相
Ｓ
・
サ
ゾ
ー

ノ
フ
の
外
交
に
つ
い
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
拡
張
要
求
を
容
認
し
た
一
方
、
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
に
は
セ
ル
ビ
ア
へ
の
対
抗
措
置
を
認
め
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
軍
事
行
動

に
よ
る
応
酬
を
計
画
し
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
そ
の
攻
撃
性
を
力
説
す
る（

11
（

。
そ
れ

は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
バ
ル
カ
ン
の
「
子
ど
も
た
ち
」
の
代
理
と
し
て
の
汎
ス
ラ
ヴ
的

な
諸
要
求
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
色
彩
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
生
存

圏
構
想
よ
り
も
正
当
と
は
い
え
な
い
と
の
一
節
に
も
看
取
で
き
る（

11
（

。
こ
の
文
脈
で

は
、
フ
ラ
ン
ス
首
相
Ｒ
・
ポ
ア
ン
カ
レ
が
、「
七
月
危
機
」
最
中
の
訪
露
時
に
平
和

の
維
持
よ
り
も
ロ
シ
ア
と
の
同
盟
強
化
を
優
先
し
、
先
に
述
べ
た
「
バ
ル
カ
ン
を
発

火
点
と
す
る
シ
ナ
リ
オ
」
に
執
着
し
た
と
の
一
節
に
も
注
意
し
た
い（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
ク
ラ
ー
ク
は
、
大
戦
勃
発
を
「
犯
罪
で
は
な
く
、
悲

劇
」
と
み
な
し
、
ド
イ
ツ
の
責
任
を
強
調
す
る
「
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
・
テ
ー
ゼ
を
希
釈
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し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
に
疑
義
を
呈
し
、
責
任
の
追
及
を
拒
否
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

戦
争
を
招
来
し
た
の
は
ド
イ
ツ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
を
含
め
た
「
各
国
に
共
有
さ
れ

て
い
た
政
治
文
化
の
帰
結
」
で
あ
り
、
そ
の
「
相
互
作
用
的
」
な
性
格
が
大
戦
勃
発

と
い
う
「
現
代
史
上
最
も
複
雑
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
理
由
」
と
結
ん
で
い
る（

1（
（

。
ク

ラ
ー
ク
は
一
連
の
検
討
を
通
じ
て
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説
に

反
駁
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
よ
り
も
、
セ
ル
ビ
ア
や
ロ
シ
ア
、
フ
ラ

ン
ス
の
好
戦
性
に
力
点
を
お
い
た
。
も
っ
と
も
彼
の
叙
述
は
自
ら
否
定
し
た
は
ず
の

「
犯
人
捜
し
」、
具
体
的
に
い
え
ば
ロ
シ
ア
や
セ
ル
ビ
ア
の
責
任
を
随
所
で
ほ
の
め
か

し
、
あ
た
か
も
こ
の
両
国
が
大
戦
勃
発
の
「
犯
人
」
で
あ
る
と
の
読
後
感
を
残
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

３　

ク
ラ
ー
ク
書
の
問
題
点

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
を
め
ぐ
る
研
究
者
の
評
価
は
割
れ

て
い
る
。
前
掲
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
ク
ラ
ー
ク
に
依
拠
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
か
ら

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
与
え
ら
れ
た
「
白
紙
小
切
手
」
が
ロ
シ
ア
か
ら
セ
ル
ビ
ア
に
、
フ

ラ
ン
ス
か
ら
ロ
シ
ア
に
も
振
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
争
を
招
い
た
と
述

べ
る（

11
（

。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
ク
ラ
ー
ク
書
へ
の
反
対
意
見
の
方
が
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説
を
支
持
し
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
責
任
を
重
視

す
る
Ｊ
・
Ｃ
・
Ｇ
・
レ
ー
ル
は
、
ク
ラ
ー
ク
に
よ
る
「
修
正
主
義
」
を
前
述
の
ロ
イ

ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
見
方
の
よ
う
な
「
戦
間
期
の
水
準
に
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
戻
す
よ
う

な
も
の
」
と
批
判
す
る（

11
（

。
研
究
動
向
を
概
観
し
た
Ｈ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
必
ず
し
も

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
説
に
賛
同
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
共
同

責
任
論
を
排
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
と
書
き
と
め
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
ク
ラ
ー

ク
書
の
問
題
点
と
し
て
参
戦
各
国
の
好
戦
性
を
め
ぐ
る
問
題
、
そ
れ
と
関
連
す
る

「
夢
遊
病
者
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
二
つ
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
１
）
参
戦
各
国
の
好
戦
性

　

こ
こ
で
の
第
一
の
疑
問
点
は
、
ク
ラ
ー
ク
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
開
戦
決
断
に
ド
イ

ツ
の
「
白
紙
小
切
手
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
点
、
ド
イ
ツ
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
他
の

列
強
諸
国
よ
り
も
先
に
戦
争
を
最
優
先
の
選
択
肢
と
し
た
点
を
軽
視
し
た
こ
と
で
あ

る
。
前
出
の
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
、
こ
の
「
白
紙
小
切
手
」
を
ベ
ル
リ
ン
が
ウ
ィ
ー
ン

へ
の
支
持
を
約
束
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
好
機
を
セ
ル
ビ
ア
と
の
決
着
を
つ
け

る
た
め
に
利
用
す
べ
き
と
の
「
圧
力
」
と
み
な
し
、
そ
の
同
盟
国
フ
ラ
ン
ス
を
巻
き

込
み
か
ね
な
い
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
拡
大
す
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
点
で
「
七
月

危
機
」
の
重
要
局
面
と
評
価
し
た（

11
（

。
Ｇ
・
ク
ル
マ
イ
ヒ
は
ベ
ル
リ
ン
と
ウ
ィ
ー
ン
の

責
任
を
重
視
す
る
点
で
は
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
。
た
だ
し
、
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
の
セ
ル
ビ
ア
に
対
す
る
戦
争
の
決
意
は
ド
イ
ツ
に
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
は
―
―
自
国
の
「
世
界
強
国
」
化

で
は
な
く
―
―
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
セ
ル
ビ
ア
の
武
力
衝
突
の
「
局
地
化
」
に
努
め
る

と
と
も
に
、「
こ
の
機
に
ロ
シ
ア
の
戦
争
へ
の
意
志
を
試
す
用
意
が
あ
っ
た（

11
（

」
と
論

じ
て
い
る
。

　

第
二
の
疑
問
点
は
、
セ
ル
ビ
ア
と
ロ
シ
ア
、
な
ら
び
に
フ
ラ
ン
ス
の
好
戦
性
を
過

度
に
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
セ
ル
ビ
ア
政
府
の
行
動
が
開
戦
に
い
た
る
経
過
に
少

な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
最
初
に
戦
争
を
決
断
し
た
の
は
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
で
あ
る
こ
と
を
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
ク
ラ
ー
ク
は
セ
ル
ビ
ア

が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
「
最
後
通
牒
」
を
拒
絶
し
た
理
由
を
ロ
シ
ア
に
よ
る
支
持
と
す

る
根
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
ロ
シ
ア
の
支
持
が
セ
ル
ビ
ア
の
頼
み
の
綱

で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
セ
ル
ビ
ア
が
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
か

ら
支
援
の
確
約
を
得
た
の
は
、
最
後
通
牒
へ
の
返
答
（
七
月
二
五
日
）
時
点
で
は
な
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く
、
七
月
二
七
日
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

な
お
ク
ラ
ー
ク
が
「
七
月
危
機
の
諸
決
定
の
な
か
で
も
最
も
重
大
な
も
の
の
一

つ（
11
（

」
と
す
る
ロ
シ
ア
の
総
動
員
令
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
・
カ
ニ
ス
が
直
接
的
な
安
全
保

障
上
の
脅
威
が
な
い
状
況
で
こ
れ
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
ク
ラ
ー
ク
と
一
致
す
る
一

方
、
Ｄ
・
リ
ー
ヴ
ェ
ン
は
ド
イ
ツ
に
よ
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
抑
止
が
戦
争
回
避
の
唯

一
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
過
大
評
価
に
は
否
定
的
で
あ
る（

11
（

。
モ
ン
バ

ウ
ア
ー
は
列
強
に
よ
る
交
渉
の
余
地
を
奪
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
動
員

令
よ
り
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
対
セ
ル
ビ
ア
宣
戦
の
方
が
危
機
を
深
化
さ
せ
た
と
論
じ

る（
11
（

。
ク
ラ
ー
ク
の
論
及
し
た
「
七
月
危
機
」
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
ポ
ア
ン
カ

レ
の
強
硬
な
態
度
に
つ
い
て
も
、
彼
が
仏
露
同
盟
の
価
値
の
再
確
認
よ
り
も
踏
み
込

ん
だ
発
言
を
し
た
証
拠
は
な
い
と
す
る（

1（
（

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
の
「
バ
ル

カ
ン
を
着
火
点
と
す
る
シ
ナ
リ
オ
」
は
、
や
や
一
面
的
な
解
釈
に
立
脚
し
た
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
（
２
）「
夢
遊
病
者
」
の
妥
当
性

　

ク
ラ
ー
ク
は
、「
七
月
危
機
」
の
主
要
人
物
た
ち
を
「
用
心
深
か
っ
た
が
何
も
見

よ
う
と
せ
ず
、
夢
に
取
り
憑
か
れ
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
今
ま
さ
に
世
界
に
も
た
ら

そ
う
と
し
て
い
る
恐
怖
の
現
実
に
対
し
て
な
お
も
盲
目
」
な
状
態
に
あ
る
「
夢
遊
病

者
」
と
表
現
し
た（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
点
で
着
目
す
べ
き
は
「
夢
遊
病
者
」
の
概
念

を
最
初
に
打
ち
出
し
た
の
は
ク
ラ
ー
ク
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
で

は
、
大
戦
時
の
軍
事
計
画
に
関
す
る
非
合
理
性
を
説
明
す
る
際
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

諸
大
国
が
次
々
と
、
夢
遊
病
者
の
不
気
味
な
密
集
行
進
の
よ
う
に
戦
争
に
突
き
進
ん

で
い
っ
た
〔
…
〕」
と
記
し
た
Ｗ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
が
初
出
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
ク
ラ
ー
ク
が
描
き
だ
し
た
「
七
月
危
機
」
の
様
相
は
、
各
国
の
指
導
者
た
ち

が
情
勢
把
握
に
努
め
、
相
手
の
動
向
を
予
想
し
な
が
ら
行
動
し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ

け
る
も
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
「
夢
遊
病
者
」
と
の
見
方
に
は
多
く
の
疑
義
が
差
し
は

さ
ま
れ
て
い
る
。
前
出
の
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
「
戦
争
は
不
慮
の
事
故
で
も
、
過
失
や

怠
慢
の
結
果
で
も
な
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
の
要
路
者
た
ち
は
「
夢
遊
病
者
た
ち
」

（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
）
で
は
な
く
、
彼
ら
は
自
身
の
お
こ
な
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
」
と
反
論
す
る
。
彼
女
は
パ
リ
や
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク

の
役
割
を
無
視
し
た
訳
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
ウ
ィ
ー
ン
と
ベ
ル
リ
ン
の
決
断

が
戦
争
を
招
い
た
と
み
る（

11
（

。
そ
も
そ
も
「
夢
遊
病
者
」
は
決
定
を
下
す
こ
と
は
で
き

ず
、
―
―
ク
ラ
ー
ク
が
描
い
た
「
七
月
危
機
」
の
要
路
者
の
よ
う
に
―
―
涙
を
流
す

よ
う
な
感
情
を
も
っ
て
い
な
い
と
述
べ
、「
夢
遊
病
者
」
と
い
う
題
目
と
ク
ラ
ー
ク

に
よ
る
叙
述
の
齟
齬
を
言
い
あ
て
た
の
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
ヴ
ル
ヴ
ァ
で
あ
る（

11
（

。

　

す
な
わ
ち
、
ク
ラ
ー
ク
が
明
ら
か
に
し
た
「
七
月
危
機
」
の
全
貌
は
「
夢
遊
病

者
」
の
さ
ま
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
国
の
政
府
首
脳
や
軍
人
た
ち
が
抱
い
て
い
た
根

拠
な
き
楽
観
的
な
見
通
し
、
敵
対
陣
営
へ
の
猜
疑
心
、
誤
算
の
連
鎖
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
を
恐
る
べ
き
破
局
へ
の
道
を
進
ん
で
い
る
こ
と
を
察
知

し
て
い
た
「
ポ
ー
カ
ー
プ
レ
イ
ヤ
ー（

11
（

」
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
出
の
マ
リ
ガ
ン
は
、「
七
月
危
機
」
が
大
戦
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、
国
際
体
制

の
変
容
や
軍
備
拡
張
、
民
族
主
義
の
広
ま
り
を
通
じ
て
外
交
面
で
の
安
定
が
掘
り
崩

さ
れ
た
こ
と
、
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
が
「
ウ
ィ
ー
ン
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
、

ベ
ル
リ
ン
の
三
首
都
の
指
導
者
が
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
心
を
向
け
て

い
な
い
瞬
間
に
起
き
た（

11
（

」
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
従
前
の
国
際
危
機

と
は
異
な
り
「
イ
タ
リ
ア
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
列
強
は
そ
の
〔
全
面
戦
争
〕
危
険

を
冒
す
こ
と
を
い
と
わ
な
か
っ
た（

11
（

」
と
記
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
「
七
月
危
機
」

終
盤
に
陥
っ
た
混
乱
を
考
え
る
う
え
で
、
以
上
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。
こ
れ
ら

の
諸
研
究
に
鑑
み
る
と
、
筆
者
は
「
夢
遊
病
者
」
と
い
う
視
座
に
も
若
干
の
無
理
が

あ
る
と
考
え
る
。
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４　

お
わ
り
に

　

ク
ラ
ー
ク
書
は
大
戦
勃
発
に
至
る
過
程
を
詳
説
し
た
点
の
み
な
ら
ず
、「
夢
遊
病

者
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
責
任
論
を
排
し
た
点
で
研
究
史
の
画
期
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
同
書
は
従
来
の
責
任
分
担
論
に
掉
さ
し
つ
つ
、
通
説
を
覆
す
に
足
る

新
史
料
を
示
さ
ず
し
て
セ
ル
ビ
ア
と
ロ
シ
ア
の
責
任
を
過
剰
に
非
難
し
た
。
す
な
わ

ち
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
は
必
ず
し
も
創
見
に
富
む
成
果
と
は
言
え
ま
い
。
事
実
、

ク
ラ
ー
ク
の
い
う
「
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
・
テ
ー
ゼ
を
希
釈
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
は
ポ
ス

ト
・
ク
ラ
ー
ク
期
に
お
い
て
も
定
説
の
位
置
を
占
め
続
け
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
研
究

史
の
総
括
は
で
き
な
い
た
め
、
現
時
点
で
も
っ
と
も
穏
当
と
思
わ
れ
る
Ｊ
・
レ
オ
ン

ハ
ル
ト
の
一
節
を
あ
げ
て
お
く
。「
ド
イ
ツ
は
〔
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
最
後
通
牒
を
手

交
す
る
〕
七
月
二
三
日
ま
で
の
状
況
を
利
用
し
て
セ
ル
ビ
ア
と
決
着
を
つ
け
る
べ
く

ウ
ィ
ー
ン
に
圧
力
を
加
え
た
か
ど
で
、
七
月
危
機
の
な
か
で
格
別
の
責
任
を
負
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
見
方
が
各
国
の
動
向
、
と
り
わ
け
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス

の
政
策
を
度
外
視
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
不
完
全
な
ま
ま
で
あ
る（

11
（

」
と
。
以
下
、
本

稿
に
関
す
る
若
干
の
展
望
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
『
夢
遊
病
者
た
ち
』
で
批
判
の
的
と
な
っ
た
セ
ル
ビ
ア
で
は
、
大
戦
は
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
や
ド
イ
ツ
か
ら
の
侵
略
に
対
す
る
自
衛
戦
争
、
解
放
戦
争
と
捉
え
ら
れ
て
い

る（
1（
（

。
そ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
セ
ル
ビ
ア
に
衝
撃
的
な
批
判
を
浴
び
せ
た
、
つ
ま
り

「
明
白
な
か
た
ち
で
野
蛮
な
政
治
的
文
化
」
を
証
明
し
た（

11
（

」
ク
ラ
ー
ク
へ
の
非
難
も

十
分
に
う
な
ず
け
る
。
Ｄ
・
ヴ
ィ
ド
イ
コ
ヴ
ィ
チ
は
、
近
年
の
セ
ル
ビ
ア
へ
の
批
判

を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ク
ラ
ー
ク
書
に
歴
史
修
正
主
義
の
傾
向
を
読
み
取
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
夢
遊
病
者
」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
セ
ル
ビ
ア

に
よ
り
重
い
開
戦
責
任
を
割
り
あ
て
て
い
る
と
論
じ
た
。
彼
の
眼
に
は
、
ク
ラ
ー
ク

に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
と
ロ
シ
ア
へ
の
責
任
転
嫁
が
大
戦
を
め
ぐ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
記

憶
文
化
」
に
と
っ
て
き
わ
め
て
心
地
よ
い
も
の
と
映
じ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

最
後
に
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
に
よ
る
ク
ラ
ー
ク
書
へ
の
警
鐘
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
彼

女
は
、
ク
ラ
ー
ク
の
提
起
を
一
九
八
〇
年
代
の
「
歴
史
家
論
争
」
で
表
出
し
た
第
二

次
世
界
大
戦
の
修
正
主
義
と
結
び
つ
け
た
。
具
体
的
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
略
的
要

求
を
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
で
、
彼
の
責
任
を
軽
減
す

る
Ｅ
・
ノ
ル
テ
に
以
下
の
よ
う
な
憂
慮
の
念
を
示
す
。「〔
中
略
〕
一
九
一
四
年
の
戦

争
責
任
問
題
の
政
治
的
、
歴
史
政
策
的
な
重
要
性
は
明
白
で
あ
る
。
も
し
第
一
次
世

界
大
戦
の
責
任
を
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
転
嫁
す
る
論
拠
を
押
し
通

せ
る
な
ら
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
諸
要
求
」
も
正
当
化
で
き
る
だ
ろ

う
。
ド
イ
ツ
が
一
九
一
四
年
に
防
衛
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
に
お
い
て
不
当
な
方
法
で
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
点
で
一
致
を
み
る

な
ら
ば
、
そ
し
て
一
九
三
九
年
に
勃
発
し
た
戦
争
を
旧
国
境
の
回
復
に
限
定
す
る
な

ら
ば
、
両
大
戦
の
戦
争
責
任
は
す
ぐ
さ
ま
修
正
さ
れ
よ
う（

11
（

」。
ク
ラ
ー
ク
書
が
「
大

戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
責
任
を
免
じ
た
」
と
ド
イ
ツ
公
衆
に
曲
解
さ
れ
た
こ
と
、
ド

イ
ツ
の
歴
史
家
の
ほ
と
ん
ど
が
ク
ラ
ー
ク
の
新
た
な
修
正
主
義
に
沈
黙
し
て
い
る
こ

と
が
、
こ
の
く
だ
り
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
わ
れ
わ
れ
は
モ
ン
バ
ウ
ア
ー
の

警
句
を
想
起
し
つ
つ
、『
夢
遊
病
者
た
ち
』
に
向
き
あ
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
、
基
盤
研
究
Ａ
（
１
７
Ｈ

０
０
９
３
５
）「
一
九
一
八
‐
一
九
年
像
の
再
構
築

―
継
続
と
変
容

―
」（
代

表
：
大
津
留
厚
、
二
〇
一
七
年
～
二
〇
二
〇
年
）
の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。
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