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に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
ま
た
同
様
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
学
問
の
担
い
手
で
あ
る
は
ず
の
ド
イ
ツ
史
研
究
者
た
ち
が
直
面
す

る
、
研
究
対
象
か
ら
の
「
疎
外
」
の
問
題
に
い
か
よ
う
な
「
希
望
の
地
平（

3
（

」
を
見
い

だ
し
得
、
そ
し
て
若
手
ド
イ
ツ
史
研
究
者
の
立
場
か
ら
今
日
の
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研

究
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
と
を
如
何
に
見
直
し
得
る
の
か
を
模
索
す
る
試
み
で
あ

っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

報
告
者
は
佐
々
木
淳
希
、
テ
ィ
ル
・
ク
ナ
ウ
ト
（Till K

naudt

）、
安
藤
丈
将
、

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
西
田
慎
、
田
中
晶
子
で
あ
っ
た
（
敬
称
略
、
報
告
及
び
コ
メ
ン

ト
順
、
な
お
肩
書
き
（
当
時
）
に
つ
い
て
は
本
誌
例
会
一
覧
を
ご
覧
頂
き
た
い
）。

全
て
日
独
「
六
八
年
運
動
」
史
の
分
野
で
独
日
両
国
の
研
究
を
牽
引
さ
れ
て
い
る（

4
（

。

佐
々
木
氏
が
日
本
の
側
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
運
動
史
の
研
究
を
進
め
る
若
手
研

究
者
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
対
照
を
な
す
の
が
ク
ナ
ウ
ト
氏
で
あ
る
。
そ
し
て
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
日
本
の
新
左
翼
運
動
に
関
す
る
博
士
論
文
を
提
出
さ
れ
た
安
藤

氏
は
第
三
極
に
位
置
す
る
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
両
氏
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門

と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
よ
り
「
メ
タ
」
な
次
元
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。

　

そ
れ
で
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
議
論
の
中
心
軸
は
ど
こ
に
置
か
れ
た
の

か
。
報
告
者
及
び
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
は
、
筆
者
の
側
よ
り
、
個
別
研
究
報
告
と
あ

わ
せ
て
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
よ
う
事
前
に
お
願
い
し
て
い
た
。（
一
）

日
本
人
が
ド
イ
ツ
史
を
学
ぶ
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
人
が
日
本
史
を
学
ぶ
意
義
は
今
日

ど
こ
に
見
定
め
う
る
の
か
。（
二
）
そ
の
際
比
較
史
の
見
地
は
有
効
か
否
か
。
前
者

の
場
合
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
導
き
だ
せ
る
の
か
。（
三
）「
六
八
年
運
動
」
の
今
日

的
意
義
、
な
い
し
は
社
会
の
転
換
点
と
し
て
の
歴
史
的
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
と
い
え

る
か
。（
四
）
そ
し
て
日
本
の
史
学
研
究
の
議
論
と
蓄
積
が
今
後
日
本
語
話
者
間
の

み
な
ら
ず
、
世
界
で
共
有
さ
れ
る
た
め
に
、
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
四
つ

の
問
い
か
け
は
一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
ナ
イ
ー
ブ
」
と
し

　
　
　

主
旨
説
明

鈴
木
健
雄

　

本
稿
は
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
（
以
下
ド
現
研
）
三
月
例
会
（
二
〇
一
四
年
三
月

二
十
二
日
、
於
同
志
社
大
学
至
誠
館
）
と
し
て
開
催
さ
れ
た
、
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
六
八
年
を
通
し
て
考
え
る
日
独
比
較
研
究
の
意
味

―
日
独
若
手
研
究
者
か
ら
の

提
言
」
の
開
催
ま
で
の
経
緯
と
主
旨
、
及
び
そ
こ
で
の
議
論
に
つ
い
て
記
す
も
の
で

あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
筆
者
は
、
企
画
の
提
案
、
準
備
及
び
当
日
の
総

合
司
会
を
担
当
し
た
。

　

開
催
に
至
っ
た
経
緯
を
語
る
前
に
ま
ず
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
い
。
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
目
的
を
端
的
に
語
る
な
ら
ば
、
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研
究
に
お
け
る
「
研
究

の
蛸
壺
化（

1
（

」
が
叫
ば
れ
る
中
、
若
手
研
究
者
の
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
提
言
が
出
来
る

の
か
と
い
う
点
を
日
独
若
手
研
究
者
間
の
議
論
と
日
独
比
較
と
い
う
視
点
を
通
じ

て
再
考
す
る
場
を
設
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
四
年
後
に
五
〇
周

年
を
迎
え
、
今
日
過
去
へ
と
過
ぎ
去
る
ど
こ
ろ
か
益
々
そ
の
重
要
性
を
ま
し
て
い

る
「
六
八
年
運
動（

2
（

」
が
議
論
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
。
な
ぜ
同
運
動
が
選
ば
れ
る
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六
八
年
を
通
し
て
考
え
る
日
独
比
較
研
究
の
意
味

　
　

─
日
独
若
手
研
究
者
か
ら
の
提
言

─
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て
一
笑
に
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
私
自
身
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
半
年
余
り

を
経
た
結
果
、
も
う
少
し
洗
練
さ
れ
た
問
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
気
持

ち
も
正
直
な
く
は
な
い
。
た
だ
し
か
し
「
ナ
イ
ー
ブ
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
ま
れ

る
効
果
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
回
答
者
に
「
繕
う
」
こ
と
を
許
さ
な
い
こ

と
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
に
自
由
闊
達
な
議
論
を
促
す
こ
と
な
ど
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
問
い
の
背
景
に
は
、「
人
文
学
の
危
機
」
が
叫
ば
れ
て

久
し
い
中
、
地
理
的
に
離
れ
た
ド
イ
ツ
の
歴
史
を
学
ぶ
若
手
研
究
者
た
ち
が
恐
ら
く

避
け
て
は
通
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
先
述
の
一
点
目
の
問
い
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
日
本
人
研
究
者
が
ド
イ
ツ
史

を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
が
今
日
見
定
め
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
に
関
わ
り
を
も
つ
者
な
ら
す
ぐ
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
今
日
に
ま
で
至

る
日
独
の
歴
史
的
発
展
は
極
め
て
異
な
る
道
を
辿
り
、
社
会
状
況
も
ま
た
今
日
極
め

て
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る（

5
（

。
そ
の
点
、「
遅
れ
て
き
た
近
代
国
家
ド
イ
ツ
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
今
日
的
意
義
を
失
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る（

6
（

。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
介
す
る
情
報
伝
達
の
迅
速
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
先
行
研
究
、
史
料
へ

の
ア
ク
セ
ス
の
簡
便
化
は
、
日
本
人
ド
イ
ツ
史
研
究
者
を
国
際
的
競
争
の
渦
中
へ
と

誘
い
、
結
果
、
細
分
化
が
進
む
研
究
状
況
の
中
で
言
語
上
の
困
難
を
抱
え
る
日
本
人

が
何
故
ド
イ
ツ
史
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
点
が
い
っ
そ
う
前
景
化
し
て
き
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　

こ
の
素
朴
な
が
ら
切
迫
し
た
問
題
を
考
え
る
重
要
な
、
錨
泊
地
（anchor point

）

と
し
て
筆
者
が
認
め
た
の
が
「
六
八
年
運
動
」
と
そ
の
後
の
日
独
両
国
の
歩
み
に
関

す
る
比
較
検
討
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
先
述
の
二
点
目
、
三
点
目
の
問
い
か
け
は
相
関

関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
社
会
運
動
が
歴
史
的
に
も
っ
た

影
響
力
と
そ
の
帰
趨
に
つ
い
て
比
較
史
的
に
ど
う
理
解
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い

か
け
で
あ
っ
た（

7
（

。
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
、
片
や
「
新
社
会
運
動
」
の
端
緒
と
し

て
今
日
へ
と
繋
が
り
、
ま
た
「
脱
原
発
の
ド
イ
ツ
」
を
準
備
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い

る
ド
イ
ツ
の
「
六
八
年
運
動
」
と
、
片
や
安
保
闘
争
以
来
の
「
院
外
活
動
」
に
ピ
リ

オ
ド
を
打
っ
た
と
評
さ
れ
る
日
本
の
「
学
生
運
動
」、
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
認
め

ら
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
独
日
両
国
の
比
較
は
可
能
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た（

8
（

。
近
年
の
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
問
い
は
「
三
・
一
一
」

を
経
験
し
な
が
ら
、
原
発
再
稼
働
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
特
定
秘
密
保
護

法
案
の
採
決
を
も
社
会
運
動
に
よ
っ
て
止
め
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
私
た
ち
に
と

っ
て
も
極
め
て
重
要
な
今
日
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う（

9
（

。
そ
し
て
こ
の
問
い
を
通

じ
て
、（
一
見
）
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
「
ド
イ
ツ
現
代
史
」
を
自
ら
の
手
元
に
手

繰
り
寄
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
い
う
の
が
、
二
点
目
、
三
点
目
の
問
い
か
け
の

背
後
に
あ
っ
た
問
題
意
識
で
あ
る
。

　

最
後
の
問
い
は
、
今
日
ド
イ
ツ
史
の
み
な
ら
ず
史
学
一
般
が
国
際
競
争
の
渦
中
に

放
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
前
提
に
、
日
本
で
の
研
究
蓄
積
は
今
日
も
な
お

世
界
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
何
が
問

題
で
あ
り
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
え
ら
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
こ
こ
二
年
の
う
ち
に
筆
者
が
参
加
し
た

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
経
験
に
よ
っ
て
も
ま
た
強
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

さ
て
、
既
に
多
く
の
経
験
を
も
つ
先
輩
諸
氏
が
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
問

い
か
け
は
多
く
の
先
達
が
「
こ
れ
ま
で
通
っ
た
道
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

「
業
績
主
義
」
の
さ
な
か
、
長
期
の
国
外
留
学
す
ら
業
績
「
稼
ぎ
」
の
妨
げ
に
な
る

と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
蛸
壺
」
す
な
わ
ち
日
本
国
内
の
学
問
市
場
で
の
み
通
じ
る
「
新

奇
性
」
の
中
へ
と
迷
い
込
も
う
と
す
る
若
手
研
究
者
の
数
が
決
し
て
少
な
く
な
い
今

日
の
状
況
に
鑑
み
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
「
古
く
て
新
し
い
」
問
い
を
立
て
、
そ
れ

に
対
す
る
考
察
の
場
を
設
け
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
意
義
を
も
と
う（

（（
（

。
研
究
主
体
の

研
究
対
象
か
ら
の
「
疎
外
」
と
も
い
え
る
状
況
を
解
消
す
る
可
能
性
を
探
り
、
今
日
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が
安
藤
で
あ
っ
た
。
彼
は
先
述
の
問
い
か
け
を
そ
れ
ぞ
れ
、
読
み
解
く
と
と
も
に
、

広
範
な
背
景
知
識
に
基
づ
き
そ
の
考
え
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
そ
の
多
く
は
ま
さ

に
眼
を
開
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仮
に
そ
れ
を
乱
暴
な
が
ら
端
的
に
ま
と
め
る

と
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
地
域
研
究
と
し
て
の
日
本
の
ド
イ
ツ
史

も
、
比
較
史
の
見
地
も
、「
六
八
年
運
動
」
の
今
日
的
意
義
も
、
そ
し
て
日
本
の
史

学
研
究
の
世
界
的
共
有
も
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
し
、
程
度
の
度
合
も
ま
た
異
な

る
が
、
十
分
に
意
義
と
可
能
性
と
を
も
つ
。
た
だ
、
そ
の
可
能
性
を
目
指
す
以
上
、

方
法
論
、
語
り
の
戦
略
と
様
式
、
切
り
口
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に

十
分
な
考
察
、
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
よ
り
多
く
の
人
間
が
納
得
す
る
形
で
提

示
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
努
力
こ
そ
が
「
意
味
の
解
釈
」
と
し
て
の
地
域
史
を
実

現
す
る
と
と
も
に
そ
の
研
究
を
外
へ
と
開
く
道
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
「
六
八
年
運
動
」
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
非
工
業
国
と
の
比
較
も
ま
た
検
討
す

べ
き
と
い
う
指
摘
も
ま
た
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
応
答
の
う
ち
、
興
味

深
か
っ
た
も
の
を
一
点
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
政
治
学
と
り
わ
け
福
祉
国
家
論

の
分
野
に
お
い
て
日
本
と
ド
イ
ツ
は
極
め
て
似
通
っ
た
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
お
い
て
比
較
の
意
義
は
疑
問
に
付
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
自
明
の
存
在
で
あ
る
と
い

う
近
藤
正
基
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
問
題
を
認
識
す
る
う
え
で
広
い

視
野
を
も
つ
こ
と
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
筆
者
に
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
当
日
会
場
で
配
布
し
た
質
問
票
か
ら
は
「
六
八
年
運
動
」
が
及
ぼ
し
た
文

化
、
思
想
面
で
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
政
治
、
統
治
制
度
面
で
の
影
響
も
ま
た
考
察

す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
新
自
由
主
義
と
福
祉
国
家
両
体
制
へ
の
志
向
性

を
切
り
口
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
干
渉
と
い
う
規
律
化
、
計
画
化
の
問
題
が
考
察
出

来
る
の
で
は
と
の
提
言
は
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。　

　

以
上
が
議
論
の
概
要
で
あ
る
。
仮
に
当
初
の
問
い
か
け
に
従
っ
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ

苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
人
文
学
の
基
礎
を
再
度
固
め
る
一
助
に
な
れ
ば
と
考
え
た

次
第
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
を
抱
え
る
筆
者
に
対
し
て
、
考
察
、
議
論

の
場
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
ド
現
研
代
表
で
あ
る
高
橋
秀
寿
先
生
及
び
、
報

告
者
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
ド
現
研
会
員
の
諸

氏
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　

で
は
当
日
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
報
告
内
容
の
詳
細

は
後
に
続
く
各
論
考
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
紙
幅
の
関
係
上
全
て

の
議
論
を
追
う
こ
と
は
出
来
ず
、
こ
こ
で
は
各
報
告
と
フ
ロ
ア
か
ら
の
応
答
に
関
し

て
、
と
り
わ
け
印
象
的
だ
っ
た
点
の
み
を
紹
介
す
る
に
留
め
た
い
。
ま
ず
佐
々
木
報

告
で
あ
る
が
、
そ
の
主
眼
は
、
ド
イ
ツ
「
六
八
年
運
動
」
の
議
会
外
活
動
の
裏
で
そ

れ
と
並
行
し
て
進
ん
だ
政
党
（
具
体
的
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
内
で
の
議
論
を
追

う
こ
と
で
、
今
日
ま
で
続
く
政
治
的
意
思
決
定
へ
の
個
人
の
参
加
、
決
定
を
重
視
す

る
政
策
の
端
緒
が
、
同
運
動
以
前
の
政
党
内
議
論
の
中
に
既
に
見
て
取
れ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
個
人
の
政
治
参
画
に
関
す
る
議
論
が

同
運
動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
進
展
し
た
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
そ
の
種
の
思
想
が
同

運
動
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
佐
々
木
報
告
は
指
摘
し
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ナ
ウ
ト
は
、
一
九
六
八
年
か
ら
七
〇
年
代
前
半
ま

で
の
日
本
新
左
翼
の
思
想
を
追
う
こ
と
で
、
同
運
動
の
問
題
軸
が
「
階
級
闘
争
」
か

ら
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
代
弁
運
動
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
例
証
す
る
と
と
も
に
、
こ

の
間
の
思
想
展
開
が
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
が
い
う
よ
う
な
「
不
可
解
な
反
乱（

（1
（

」

と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
国
際
的
な
思
想
動
向
と
同
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
我
々
日
本
人
研
究
者
が
「
六
八
年
運
動
」
を
考

察
す
る
に
際
し
て
、
自
ら
の
理
想
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
ド
イ
ツ
現
代
史
に
向
き
合

う
危
険
性
に
対
し
て
警
鐘
を
な
ら
す
。
こ
の
言
明
は
筆
者
に
と
っ
て
啓
示
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
筆
者
の
問
い
か
け
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
回
答
を
試
み
た
の
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い
。
し
か
し
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
経
て
再
度
認
識
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
困
難

な
時
代
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
と
に
先
述
の
研
究
の
基
準
点
と
も
い
う
べ
き
事
柄

に
対
し
時
に
思
い
を
馳
せ
、
ま
た
僅
か
ば
か
り
の
勇
気
を
奮
っ
て
声
を
あ
げ
る
こ
と

に
こ
そ
重
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
仮
に
今
日
世
代
間

で
の
意
思
疎
通
が
不
全
状
態
に
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
若
手
研
究
者
が

果
た
す
べ
き
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
１
：

平
成
二
四
年
度
～
二
六
年
度
：
終
了
済
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
同
会
か
ら
の

寛
大
な
研
究
助
成
に
対
し
て
、
こ
こ
に
謝
辞
を
述
べ
た
い
。

　

注
（
1
） 

な
お
、
こ
の
言
葉
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
一
、二
二
日
、
福
岡
大
学
に
て
開
催

さ
れ
た
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
三
六
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
提
示
さ
れ
た
問

題
提
起
の
一
つ
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

後
に
続
く
安
藤
論
文
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
史
の
分
野
に
お
い
て
「
六
八
年
運

動
」
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
用
語
に
よ
れ

ば
「
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
運
動
」、
一
般
に
普
及
し
た
も
の
と
し
て
は
「
全
共
闘
運

動
」
な
ど
が
、
日
本
史
の
文
脈
に
お
い
て
同
時
期
の
学
生
を
中
心
と
す
る
抵
抗
運

動
を
指
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
母
体
が
ド

現
研
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ド
イ
ツ
史
の
分
野
で
今
日
定
着
し
て
い
る
「
六
八
年

運
動
」（D

ie 68er-B
ew

egung

）
と
い
う
呼
称
を
採
用
し
た
。

（
3
） 

こ
の
言
葉
は
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
成
句
「
期
待
の
地
平
」
に

習
い
筆
者
が
作
り
出
し
た
造
語
で
あ
る
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
「
期
待
の
地
平
」
は

ウ
ム
内
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
な
ら
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
日
本
の
ド
イ
ツ
現
代

史
研
究
に
も
比
較
史
と
い
う
視
点
に
も
十
分
な
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
際
、
研
究
か
ら
の
「
疎
外
」
を
克
服
し
、
研
究
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
う
え

で
重
要
と
な
る
の
は
、
絶
え
間
な
い
思
索
と
折
に
触
れ
て
の
思
想
交
流
を
通
じ
て
研

究
を
練
り
上
げ
る
こ
と
で
学
問
を
外
へ
開
く
と
い
っ
た
、「
古
く
て
新
し
い
」
と
も

い
え
る
正
道
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
希
望
の
地
平
」
の
一
つ
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
そ
の
際
「
六
八
年
運
動
」
は
、
例
え
ば
既
存
政
党
内
の
思
想
動
向
や
国
際
的

思
想
潮
流
と
い
っ
た
運
動
外
部
の
要
因
或
は
社
会
の
規
律
化
と
い
っ
た
観
点
に
お
い

て
、
重
要
な
比
較
の
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
以
上
の
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
と
そ
こ
で
の
経
験
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
我
が
国
の
ド
イ
ツ
史
研
究
者
を
取
り
巻
く
状
況
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
僭
越

な
が
ら
私
見
を
述
べ
た
い
。
恐
ら
く
今
後
も
国
際
競
争
の
圧
力
は
増
大
す
る
と
と
も

に
、
ド
イ
ツ
史
な
い
し
人
文
学
の
危
機
も
ま
た
叫
ば
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
と
き
に
解
決
の
糸
口
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
既
に
同
様
の
テ
ー
マ
を
扱
う
、
よ

り
優
れ
た
先
行
研
究
が
海
外
に
あ
り
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る

と
い
っ
た
、
可
視
の
課
題
を
不
可
視
化
す
る
内
向
き
の
競
争
を
通
じ
勝
ち
得
た
「
如

才
」
で
も
な
け
れ
ば
、
限
ら
れ
た
パ
イ
を
巡
る
世
代
間
闘
争
で
も
な
い
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

そ
こ
で
む
し
ろ
重
要
と
な
る
の
は
研
究
を
省
察
の
も
と
、
自
己
と
他
者
と
の
往
還
を

通
じ
て
整
理
し
直
し
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
外
へ
と
開
こ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
そ
の
営
み
の
重
要
な
基
盤
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
研
究

蓄
積
の
継
承
と
い
っ
た
世
代
間
で
の
繋
が
り
で
あ
り
、
絶
え
間
な
い
思
索
と
外
界
と

の
交
流
を
通
じ
て
培
っ
た
広
い
視
野
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
や
や
も
す
る

と
純
朴
す
ぎ
る
と
誹
ら
れ
も
し
よ
う
。
ま
た
筆
者
自
身
、
そ
の
よ
う
な
理
想
を
掲
げ

つ
つ
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
道
を
進
む
べ
き
か
に
つ
い
て
は
今
日
も
悪
戦
苦
闘

し
、
将
来
へ
の
不
安
か
ら
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
断
っ
て
お
き
た
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「
経
験
の
空
間
」
と
補
完
的
関
係
に
あ
る
も
の
の
、
経
験
的
歴
史
叙
述
と
い
う
点

に
お
い
て
必
ず
し
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
「
希
望
の
地
平
」
は
よ
り
字
義
通
り
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
の
足
を
止
め
る
も
の
が
絶
望
と
諦
念
と
し
、
そ
の
対
局
に
存
在
す

る
の
が
希
望
と
想
定
す
る
と
き
、
研
究
の
次
元
に
お
い
て
、
自
己
懐
疑
か
ら
抜
け

出
し
将
来
の
希
望
と
展
望
を
も
っ
て
継
続
的
に
研
究
に
取
り
組
も
う
と
す
る
者
の

眼
に
映
る
の
は
「
希
望
の
地
平
」
で
あ
ろ
う
。
な
お
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
「
期
待
の
地

平
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。R

einhart K
oselleck, "Erfahrungs-

raum
" und "Erw

artungshorizont" - zw
ei historische K

ategorien, in: ders., Ver-

gangene Zukunft, Frankfurt am
 M

ain 1979, S. 349- 375.

（
4
） 

紙
幅
の
問
題
か
ら
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
ご
研
究
に
つ
い
て
紹
介
す

る
こ
と
は
差
し
控
え
る
。
ご
寛
恕
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
5
） 

移
民
人
口
の
増
加
と
そ
の
同
化
と
い
っ
た
人
的
流
動
性
の
相
違
や
、
労
働
環
境
の

違
い
な
ど
、
そ
の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
な
お
近
年
の
ド
イ
ツ
国
内
で

の
移
民
を
巡
る
議
論
を
端
的
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
以
下
の
研
究
を
挙
げ

た
い
。
川
村
陶
子
「『
移
民
国
』
ド
イ
ツ
を
揺
る
が
し
た
ザ
ラ
ツ
ィ
ン
論
争

―

多
様
性
の
多
次
元
性
、
文
化
間
対
話
の
可
能
性
」『
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
』

一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
七
―
一
六
〇
頁
。

（
6
） 

こ
の
言
明
は
無
論
、「
過
去
の
克
服
」
に
代
表
さ
れ
る
諸
問
題
の
重
要
性
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、「
過
去
の
克
服
」
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
、
日

本
語
で
ア
ク
セ
ス
出
来
、
か
つ
今
も
な
お
古
典
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て

は
以
下
の
研
究
が
あ
ろ
う
。
望
田
幸
男
『
戦
争
責
任
と
戦
後
責
任

―
祖
父
の
罪

を
孫
が
償
う
の
か
』
か
も
が
わ
出
版
、
一
九
九
四
年
、
石
田
勇
治
『
過
去
の
克
服

―
ヒ
ト
ラ
ー
後
の
ド
イ
ツ
』
白
水
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
7
） 

過
去
二
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
三
十
六
回
、
三
十
七

回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
が
、
筆
者
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
比
較
と
い
う

視
点
を
取
り
込
も
う
と
考
え
た
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
付
言
し

た
い
。
な
お
、
第
六
号
、
並
び
に
第
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
以
下
の
特
集
記
事
か
ら

は
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
星
乃
治
彦
、
木
谷
勤

「
日
本
の
ド
イ
ツ
近
現
代
史
研
究
」『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
五
五

―
七
〇
頁
、
望
田
幸
男
、
石
田
勇
治
、
橋
本
伸
也
「
日
本
に
お
け
る
戦
後
史
学
の

歩
み
」『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
七
号
、
二
〇
一
四
年
、
四
三
―
七
〇
頁
。
中
で
も
以
下

の
星
乃
氏
の
担
当
箇
所
内
に
て
鳴
ら
さ
れ
る
、
現
在
の
若
手
研
究
者
の
研
究
状
況

に
対
す
る
警
鐘
に
は
、
か
つ
て
自
分
の
能
力
以
上
に
業
績
を
追
い
求
め
て
い
た
若

手
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
筆
者
も
真
摯
な
反
省
を
促
さ
れ
た
。
従
っ
て
本
稿
で

提
示
さ
れ
て
い
る
各
問
題
提
起
は
、
既
に
記
し
た
よ
う
に
、
過
去
数
年
の
個
人
的

な
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
中
で
も
度
々
提
示
さ
れ
て
い
る
「
業
績

主
義
」
批
判
も
ま
た
、「
他
者
」
の
問
題
で
は
な
く
「
自
己
」
の
問
題
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
星
乃
「
潮
目
の
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究

―
「
階
級
」

の
復
権
？
」『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
―
六
三
頁
。

（
8
） 

こ
の
形
式
化
は
と
り
わ
け
以
下
の
論
文
に
拠
っ
て
い
る
。
田
村
栄
子
「『
ナ
チ
ス

の
ド
イ
ツ
』
か
ら
『
脱
原
発
の
ド
イ
ツ
』
へ
の
政
治
文
化
の
変
容

―
近
代
批
判

の
両
義
性
か
ら
み
る
一
試
論
」『
季
論
二
一
』
一
六
、二
〇
一
二
年
、
同
「『
脱
原

発
』
決
断
に
至
る
ド
イ
ツ
の
長
い
歩
み

―
対
抗
潮
流
、
市
民
運
動
、
政
党
、
選

挙
制
度
」『
広
島
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
八
八
―

九
六
頁
。
な
お
こ
の
両
論
文
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
至
る
重
要

な
着
想
を
得
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

（
9
） 

と
り
わ
け
前
者
の
点
に
つ
い
て
、
近
年
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
日
独
比
較
の
視
点

か
ら
論
じ
ら
れ
た
重
要
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
を
挙
げ
た
い
。

坪
郷
實
『
環
境
政
策
の
政
治
学

―
ド
イ
ツ
と
日
本
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
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二
〇
〇
九
年
、
若
尾
祐
司
、
本
田
宏
（
編
）『
反
核
か
ら
脱
原
発
へ

―
ド
イ
ツ

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
選
択
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
二
年
。

（
10
） 
こ
の
点
を
端
的
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
拙
論
考
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

鈴
木
健
雄
「
誰
が
歴
史
を
描
く
の
か
、
そ
し
て
「
世
界
性
」
は
ど
の
よ
う
に
担
保

さ
れ
る
の
か

―
二
つ
の
第
一
次
世
界
大
戦
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
見
え

て
き
た
も
の
」『
図
書
新
聞
』
三
一
五
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
五
日
付
。

（
11
） 

「
古
く
て
新
し
い
」
問
い
と
い
う
点
に
関
係
し
て
で
あ
る
が
、
以
下
の
コ
メ
ン
ト

で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
研
究
者
の
タ
コ
ツ
ボ
（
マ
マ
）
化
」
に
対
す
る
懸

念
が
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
私
た
ち
が
い

か
に
頻
繁
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
問
題
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い
る
の
か
と
い
う
点

で
示
唆
的
と
い
え
る
。
そ
し
て
同
時
に
、「
時
代
が
違
う
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ

て
、
先
人
の
言
葉
を
封
殺
す
る
こ
と
が
い
か
に
危
険
な
試
み
か
と
い
う
こ
と
が
、

そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。
木
戸
衛
一
「
事
務
局
代
表
を
退
任
す
る
に
あ
た
っ

て
」『
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会　

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
四

月
、
六
頁
。

（
12
） 

こ
こ
で
挙
げ
た
皆
さ
ま
に
は
感
謝
し
て
も
し
き
れ
な
い
が
、
と
り
わ
け
高
橋
先
生

は
本
企
画
の
提
案
か
ら
準
備
、
実
現
に
至
る
ま
で
激
励
と
ご
助
言
、
ご
協
力
を
惜

し
み
な
く
与
え
て
下
さ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
権
限
を
提
案
者
で
あ
る
筆
者
に
委

ね
ら
れ
た
。
こ
こ
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
13
）  

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
（
下
村
由
一
訳
）『
一
九
六
八
年

―
反
乱
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
（
ド
イ
ツ
語
版
原
著
は
二
〇
〇
八
年
）、

一
五
四
頁
。

（
14
） 

こ
こ
で
筆
者
は
現
実
に
存
在
す
る
研
究
者
間
の
「
階
級
」
の
問
題
を
等
閑
視
す
べ

き
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
階
級
」
の
存
在
を
認
め
克
服
す
る

た
め
に
も
、
世
代
間
「
闘
争
」
を
越
え
た
「
連
帯
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
そ
こ
で
そ
の
連
帯
の
紐
帯
と
な
る
べ
き
は
、
研
究
を
通
じ
て
何
を

得
、
何
を
語
る
か
と
い
う
点
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
点
へ
の
確

信
を
も
て
な
い
状
況
こ
そ
が
今
日
の
若
手
研
究
者
の
悲
劇
の
一
端
を
な
し
て
い
る

と
み
な
す
筆
者
に
と
っ
て
、
一
研
究
主
体
と
し
て
そ
の
懐
疑
を
如
何
に
払
拭
し
得

る
の
か
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
本
稿
及
び
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題
意
識
の
骨
幹

を
な
し
て
い
た
と
い
う
点
を
、
こ
こ
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
す
ず
き　

た
け
お
・
京
都
大
学
大
学
院
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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（R
alf D

ahrendorf

）
の
活
動
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

　

こ
の
両
者
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
が
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
つ
い
て
は
、

加
藤
や
檜
山
の
諸
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
者
は
、
社
会
理
論
と
比
べ
、
日
本
で
は

認
知
度
の
低
い
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
理
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
東
西
ド
イ

ツ
の
政
党
制
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
の
な
か
で
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ

の
活
動
に
も
触
れ
て
い
る（

3
（

。
よ
り
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
は
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
転
換
に
与
っ
た
「
左
派
リ
ベ
ラ
ル
」
と
し
て
知
ら
れ

る
四
人
の
知
識
人
・
政
治
家
を
分
析
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

も
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
転
換
に
果
た
し
た
役
割
を
評
価
し
て
い
る
が
、

一
九
六
九
年
に
は
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
個
人
的
な
影
響
力
が
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
と

捉
え
る
た
め
、「
左
派
リ
ベ
ラ
ル
」
へ
と
党
路
線
の
転
換
を
図
っ
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
政
治
理
念
が
新
た
に
生
ま
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
は
答
え
ら
れ
て

い
な
い（

4
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
関
し
て
は
一
定
の
研
究
が
あ
る
一
方
で
、

エ
ー
ム
ケ
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
第
三
章
で
参
照
す
る
よ
う
に
、

　
「
六
八
年
」
と
Ｓ
ｐ
Ｄ
／
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
社
会
像

　
　
　

―
ホ
ル
ス
ト
・
エ
ー
ム
ケ
と
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ

―佐
々
木
淳
希

　
　
　

１　

は
じ
め
に

―
な
ぜ
ド
イ
ツ
、
な
ぜ
「
六
八
年
」
な
の
か

―

日
本
の
「
フ
ク
シ
マ
」
事
故
後
の
官
邸
前
デ
モ
や
、
タ
イ
に
お
け
る
タ
ク
シ
ン

派
・
反
タ
ク
シ
ン
派
の
街
頭
活
動
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
年
、
議
会
内
で
の
決

定
と
議
会
外
の
「
民
意
」
と
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、

「
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
21
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て
州
政
府
と
住
民
運
動
が

攻
防
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
だ
ろ
う（

1
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
代
議

制
民
主
主
義
と
直
接
民
主
主
義
と
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
今
一
度
問
い
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
段
階
に
き
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
際
に
参
考
と
な
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
「
六
八
年
」
の
経
験
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、「
六
八
年
運
動
」
が
生
じ
た
一
つ
の
政
治
的
き
っ
か
け
と
し
て
、
キ
ー
ジ

ン
ガ
ー
大
連
立
政
権
の
成
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
、
反
対
派
が
「
議

会
外
反
対
派
（
Ａ
Ｐ
Ｏ
）」
と
称
し
た
よ
う
に
、
九
割
超
を
与
党
が
占
め
る
議
会
に

お
け
る
意
思
決
定
の
是
非
が
争
点
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

2
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
代
議
制
民
主
主
義
に
立
脚
し
た
政
党
が
、
議
会
外
か
ら
の

異
議
申
し
立
て
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
上
記
の
問
題
を

考
え
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、「
社
会
の
民
主
化
」
を
掲
げ
て
、
一
九
六
九
年
に
連

立
政
権
を
発
足
さ
せ
た
社
会
民
主
党
（
以
下
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
自
由
民
主
党
（
以
下
、

Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
で
改
革
を
推
進
す
る
中
心
的
な
立
場
に

あ
っ
た
ホ
ル
ス
ト
・
エ
ー
ム
ケ
（H

orst Ehm
ke

）
と
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ

公
法
学
の
分
野
に
お
け
る
エ
ー
ム
ケ
の
学
問
上
の
見
解
に
関
す
る
研
究
は
あ
る
も
の

の
、
政
治
家
と
し
て
の
エ
ー
ム
ケ
の
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な

い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（

5
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
学
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
二
人
の
思
想
と
、
そ
の
思
想
を
通
じ

て
各
党
の
政
策
転
換
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
新
し
い
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
Ｆ

Ｄ
Ｐ
の
政
策
に
お
け
る
転
換
を
考
察
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
一
九
六
九
年
の
連
邦

議
会
選
挙
戦
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
選
挙
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
主
な
分
析
対
象
と
な

る
。
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２　

ホ
ル
ス
ト
・
エ
ー
ム
ケ
と
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
略
歴

本
章
で
は
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
エ
ー
ム
ケ
と
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
と
い
う
二
人

の
人
物
の
略
歴
を
簡
単
に
紹
介
す
る（

6
（

。

エ
ー
ム
ケ
は
、
一
九
二
七
年
に
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
で
生
ま
れ
、
終
戦
間
際
に
、
後
に

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
西
ド
イ
ツ
）
と
な
る
地
区
へ
と
移
住
し
、
ゲ
ッ
テ
ィ

ン
ゲ
ン
大
学
で
法
学
を
学
ぶ
傍
ら
、
四
七
年
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
に
入
党
、
五
二
年
か
ら
五
六

年
に
か
け
て
は
、
法
学
の
知
識
を
活
か
し
て
ア
ド
ル
フ
・
ア
ル
ン
ト
連
邦
議
員
の
活

動
を
補
佐
し
た
経
歴
を
も
つ
。
一
九
六
一
年
に
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
公
法
学
の

教
授
に
就
任
し
て
い
た
が
、
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
大
連
立
政
権
が
成
立
す
る
と
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ

の
ハ
イ
ネ
マ
ン
法
相
（G

ustav H
einem

ann
）
の
下
で
事
務
次
官
を
務
め
（
ハ
イ
ネ

マ
ン
が
大
統
領
に
就
任
し
た
後
、
法
相
に
昇
格
）、
中
央
政
界
へ
と
進
出
し
た
。
こ

う
し
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
で
地
歩
を
築
い
た
エ
ー
ム
ケ
は
、
党
内
き
っ
て
の
実
力
者
で

あ
っ
た
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ナ
ー（H

erbert W
ehner

）
を
継
ぐ
人
物
と
目
さ
れ
、

七
三
年
に
は
首
相
候
補
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
報
道
さ
れ
る
な
ど（

7
（

、
世
間
で
も
存

在
感
を
高
め
、
六
九
年
に
ブ
ラ
ン
ト
政
権
が
誕
生
す
る
と
、
首
相
府
長
官
と
し
て
政

権
の
中
枢
に
参
画
し
た
。
し
か
し
、
七
二
年
に
は
研
究
・
技
術
相
兼
郵
便
・
通
信
相

へ
と
転
じ
、
ブ
ラ
ン
ト
辞
任
と
同
時
に
閣
僚
を
辞
し
た
。
そ
の
後
も
、
連
邦
議
会
議

員
と
し
て
活
動
を
続
け
、
長
く
連
邦
議
員
団
の
副
団
長
も
務
め
た
が
、
九
四
年
に
政

界
か
ら
引
退
し
て
い
る
。

　

一
方
の
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
で
あ
る
が
、
彼
は
一
九
二
九
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
生
ま

れ
、
四
七
年
か
ら
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
で
哲
学
を
学
ん
だ
。
一
九
五
二
～
五
四
年
に

は
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
へ
留
学
し
、
カ
ー
ル
・
ポ

パ
ー
と
親
交
を
結
ん
だ
。
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
と
の
か
か
わ
り
は
、
一
九
六
〇

年
代
半
ば
か
ら
教
育
改
革
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
六
七
年
に
Ｆ
Ｄ

Ｐ
へ
入
党
、
翌
六
八
年
に
は
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
議
会
議
員
に
当
選

し
た
。
さ
ら
に
、
同
年
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
党
大
会
で
党
の
連
邦
幹
部
会
へ

選
出
さ
れ
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
「
輝
か
し
い
将
来
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
す
」
存
在
と
し
て
脚

光
を
浴
び
た（

8
（

。
そ
し
て
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
連
邦
議
会
議
員
へ
と
転

身
し
、
シ
ェ
ー
ル
外
相
の
下
で
政
務
次
官
を
務
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
影

響
力
が
衰
え
始
め
、
そ
の
後
、
七
〇
～
七
四
年
ま
で
欧
州
委
員
会
委
員
を
務
め
た
の

ち
に
、
政
界
か
ら
引
退
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
青
年
時
代
に
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
支
配
と
敗
戦
を
経
験
し
て
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
な
い
合
理
性
を
志
向
し
た
と
い
う
意
味
で
、
エ
ー
ム
ケ
と
ダ
ー

レ
ン
ド
ル
フ
は
と
も
に
「
四
五
年
世
代
」
へ
属
し
て
お
り
、
学
者
と
し
て
の
経
歴
を

背
景
に
「
六
八
年
」
前
後
に
党
内
で
影
響
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。

加
え
て
、
両
者
と
も
七
〇
年
代
前
半
に
は
そ
の
影
響
力
が
衰
え
た
と
い
う
点
で
も
、

「
六
八
年
運
動
」
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
六
〇
年
代
後
半
か

ら
七
〇
年
代
前
半
の
時
代
状
況
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
下
、
三
章
で
エ
ー
ム
ケ
、
四
章
で
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
活
動
を
分
析
す
る
。

　
　
　

３　

ホ
ル
ス
ト
・
エ
ー
ム
ケ
と
「
共
同
決
定( M

itbestim
m

ung)

」
の
変
容

　
　
　
（
１
）
エ
ー
ム
ケ
の
理
論
的
基
盤

公
法
学
者
と
し
て
の
エ
ー
ム
ケ
の
理
論
的
考
察
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
、
六
〇

年
代
以
降
展
開
さ
れ
た
国
家
と
社
会
の
分
離
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る（

9
（

。

一
九
五
〇
年
代
の
公
法
学
に
お
い
て
は
、「
国
家
」
と
「
社
会
」
と
を
分
離
さ
れ

た
領
域
と
み
な
す
二
元
論
的
な
学
説
が
主
流
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
中
立
性
・
独

立
性
を
前
提
に
個
人
の
自
由
を
追
求
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
産
業
革
命
に
よ
る
階
級
的
な
社
会
権
力
構
造
の
出
現
、
科
学
技
術
の
急
速
な
発
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達
に
伴
う
決
定
問
題
の
政
治
化
、
社
会
の
専
門
化
に
よ
る
相
互
依
存
の
増
大
な
ど
に

よ
っ
て
、
国
家
の
干
渉
が
求
め
ら
れ
、「
国
家
の
社
会
化
」
が
生
じ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
社
会
の
側
も
公
的
機
能
を
獲
得
し
て
「
社
会
の
国
家
化
」
が
進
ん
だ
こ
と

で
、「
国
家
」
と
「
社
会
」
と
の
分
離
が
現
代
の
社
会
に
も
妥
当
す
る
の
か
と
い
う

問
題
が
浮
上
し
た
。

そ
の
結
果
、
六
〇
年
代
に
入
る
と
「
国
家
」
と
「
社
会
」
を
と
も
に
「
政
治
的

公
共
体
（Politisches G

em
einw

esen

）」
の
も
と
に
包
含
す
る
、
公
共
体
論
が
新
た

に
登
場
し
た
。
公
共
体
論
の
特
徴
と
し
て
、
木
村
は
、
以
下
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。

第
一
に
、
社
会
的
諸
団
体
が
非
国
家
的
公
共
性
の
多
様
な
主
体
と
し
て
、
公
共
体
の

構
成
に
参
加
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
点
。
第
二
に
、
憲
法
を
固
定
的
な
も

の
と
み
な
さ
ず
、
そ
の
日
常
的
形
成
過
程
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
動
態
的
な
視

点
に
立
つ
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
法
学
上
の
「
新
傾
向
」
は
、
福
祉
国
家
的
政

策
や
「
計
画
」
の
拡
大
を
契
機
と
し
て
、
六
〇
年
代
を
通
じ
て
徐
々
に
有
力
と
な
っ

て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
代
表
的
な
提
唱
者
が
エ
ー
ム
ケ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
エ
ー
ム
ケ
の
主
張
を
や
や
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。「
新
傾
向
」
を
代
表
す

る
彼
の
主
著
は
、
一
九
六
二
年
に
公
表
さ
れ
た
「
憲
法
理
論
問
題
と
し
て
の
『
国

家
』
と
『
社
会
』」
で
あ
り（

（1
（

、
そ
の
中
で
彼
は
、「
国
家
」
と
「
社
会
」
と
い
う
概

念
に
、
英
米
の
法
理
論
で
用
い
ら
れ
る
「
政
府
」
と
「
市
民
社
会
（civil society
）」

を
対
置
し
た
う
え
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
国
家
」
概
念
が
発
展
し
て
き
た
歴
史
的

背
景
を
説
明
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
本
稿
の
問
題
関
心
と
の
関
連
で
興
味

深
い
指
摘
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

ま
ず
、「
国
家
」
と
「
社
会
」
と
い
う
二
元
論
が
現
在
の
多
元
主
義
的
な
社
会
状

況
に
対
応
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
二
元
論
者
は
、
国
家
が
社
会
集

団
か
ら
独
立
し
て
執
行
権
を
ふ
る
う
こ
と
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
社
会
的
・
経

済
的
な
関
係
が
複
雑
化
す
る
中
で
社
会
集
団
が
果
た
す
役
割
を
評
価
す
る
エ
ー
ム
ケ

は
、
独
立
し
た
「
国
家
」
概
念
を
退
け
、
単
一
の
「
政
治
的
公
共
体
」
の
存
在
を
想

定
す
る
。
そ
し
て
、
意
思
形
成
や
指
導
、
調
整
を
司
る
機
関
を
、（
適
切
な
ド
イ
ツ

語
が
な
い
た
め
に
）「
政
府
（governm

ent

）」
と
呼
び
、
政
治
的
公
共
体
の
一
部
と

し
て
理
解
す
る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
、「
経
済
憲
法
」
な
る
も
の
も
否
定
し
、
あ
く

ま
で
も
「
一
つ
の

4

4

4

憲
法
が
存
在
し
、
そ
れ
は
政
治
的
公
共
体
の
も
の
で
あ
る（

（（
（

」
と
述

べ
た
こ
と
に
も
、「
政
治
的
公
共
体
」
の
単
一
性
が
現
れ
て
い
る
。

次
に
批
判
さ
れ
た
点
は
、
政
党
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
元
論

的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
政
党
は
「
国
家
の
中
の
国
家
」
と
し
て
否
定
的
に
し
か
捉

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
が
し
な
が
ら
、
公
共
体
論
で
は
、
政
治
的
な
統
合
機
能

を
担
う
と
い
う
中
心
的
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
様
々
な
社
会
的
集

団
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
政
党
こ
そ
が
、
個
々
の
利
益
の
寄
せ
集
め
と
し
て

で
は
な
い
、
集
合
と
し
て
の
公
共
体
の
秩
序
や
政
策
を
発
展
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
、「
多
元
主
義
と
政
治
的
統
一
と
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、

第
一
に
執
行
機
関
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
強
力
で
責
任
を
自
覚
し
た
政
党
に
あ
る
」

と
評
価
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
英
米
の
「
政
府
」
概
念
を
無
批
判
に
受
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、「
国
家
」
と
「
社
会
」
の
分
離
を
批
判
し
た
こ
と
は
、
公
法
学
上
の
意
義
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
政
治
的
な
意
味
も
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
領
域

全
体
の
民
主
化
を
目
標
と
し
、
民
主
主
義
を
国
家
秩
序
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
生

活
全
般
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
秩
序
と
し
て
捉
え
直
す
試
み
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
で
同
時

期
に
芽
生
え
て
い
た（

（1
（

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
エ
ー
ム
ケ
の
公
共
体
論
は
、
民

主
主
義
を
国
家
の
み
に
妥
当
す
る
秩
序
で
あ
る
と
主
張
し
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社

会
同
盟
（
以
下
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
と
差
異
化
し
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
「
社
会
の
民
主

化
」
を
唱
え
る
こ
と
に
理
論
的
側
面
か
ら
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
２
）
Ｓ
Ｐ
Ｄ
に
お
け
る
エ
ー
ム
ケ
の
役
割
と
「
共
同
決
定
」

　

本
節
で
は
、
前
節
で
概
観
し
た
エ
ー
ム
ケ
の
理
論
的
基
盤
を
も
と
に
、
彼
が
Ｓ
Ｐ

Ｄ
の
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
、「
共
同
決
定
」
と
い
う
単
語
に

注
目
し
つ
つ
検
討
す
る
。

　

二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
で
重
要
な
立
場
を

占
め
て
い
た
エ
ー
ム
ケ
が
、
西
ド
イ
ツ
の
「
民
主
主
義
」
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
か
、
一
九
六
八
年
に
開
か
れ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
で
論
じ

て
い
る
。
党
大
会
の
三
日
目
、
三
つ
の
部
会
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
基
調
演
説
と
討

論
が
行
わ
れ
た
う
ち
の
、
部
会
Ｃ
「
不
断
の
課
題
と
し
て
の
民
主
的
立
憲
国
家
」
に

お
け
る
基
調
演
説
が
そ
れ
で
あ
る（

（1
（

。

エ
ー
ム
ケ
は
、「
平
和
の
世
代
」
が
、
現
在
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
代
議
制
民
主
主

義
に
初
め
て
国
内
か
ら
疑
問
を
突
き
つ
け
た
と
指
摘
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
こ
そ
が
そ
の
挑
戦

を
受
け
止
め
、
立
憲
国
家
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
基
調
演
説
を

始
め
た
。
そ
の
よ
う
な
異
議
申
し
立
て
が
生
じ
た
要
因
と
し
て
、
非
ナ
チ
化
・
反
共

的
な
観
点
・
急
速
な
経
済
復
興
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
き
た
西
ド
イ
ツ
の
民
主
主

義
に
対
す
る
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
共
有
し
て
い
な
い
世
代
か
ら
の
不
満
や
、
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
る
西
側
諸
国
の
道
義
性
の
問
題
、
社
会
を
統
合
し
て
い
く
過
程
で

の
様
々
な
政
治
問
題
の
タ
ブ
ー
化
や
妥
協
へ
の
反
発
と
い
っ
た
、
西
ド
イ
ツ
に
特
有

の
事
情
が
列
挙
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
西
ド
イ
ツ
を
越
え
て
他
の
先
進
工
業
諸
国
と

も
共
通
し
て
い
る
重
要
な
要
因
が
、「
民
主
主
義
の
理
論
と
現
実
と
の
不
一
致
」
で

あ
る
と
話
を
進
め
る
。

彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
と
議
会
制
は
、「
今
日
と
は
根
本
的
に
異
な
る

社
会
的
・
政
治
的
諸
条
件
に
対
す
る
歴
史
的
な
解
答
」
で
あ
っ
て
、「
現
在
流
布
し

て
い
る
民
主
主
義
や
議
会
制
の
理
論
が
、
わ
れ
わ
れ
の
民
主
的
な
秩
序
の
重
要
な
問

題
を
覆
い
隠
し
て
い
る
と
い
う
学
生
た
ち
の
批
判
は
正
し
い
と
認
め
ら
れ
う
る
」
と

い
う
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
六
八
年
運
動
」
に
よ
っ
て
代
議
制
民
主
主
義
の

信
頼
性
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
エ
ー
ム
ケ
は
察
知
し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
意
思

形
成
や
決
定
に
関
わ
る
民
主
的
・
政
治
的
な
過
程
が
、
一
部
の
社
会
集
団
や
権
力
の

集
中
に
抗
し
て
、
国
民
の
主
権
を
主
張
し
う
る
状
態
に
あ
る
の
か
、
も
し
あ
る
と
し

て
ど
の
程
度
そ
う
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
」
の
緊
急
性
が
増
し
て
い
る
と
、
現

状
を
捉
え
て
い
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、「
一
般
的
な
選
挙
へ
の
参
加
に

よ
っ
て
は
、
市
民
が
自
身
の
利
害
関
心
や
要
求
を
十
分
に
表
明
で
き
な
い
」
と
い
う

点
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
エ
ー
ム
ケ
の
解
答
こ
そ
が
「
共
同
決
定
」
や
「
協

働
（M

itw
irkung

）」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
エ
ー
ム
ケ
は
、
前
述
し
た
多
元
主
義

的
な
社
会
理
解
を
基
礎
に
、「
多
元
主
義
的
な
民
主
主
義
理
論
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

領
域
で
協
働
し
う
る
可
能
性
」
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
問
題
が
解
決
さ

れ
う
る
、
そ
の
た
め
に
「
あ
ら
ゆ
る
集
団
に
影
響
を
及
ぼ
す
チ
ャ
ン
ス
を
開
く
」
必

要
が
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
で
可
決
さ
れ
た
「
七
〇
年
代
に
向
け
た
社
会
民

主
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」（
以
下
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」）
に
お
い
て
、
以

下
の
よ
う
な
構
想
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
策
方
針
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。「
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
」
は
、
エ
ー
ム
ケ
の
主
導
で
作
成
さ
れ
、
党
指
導
部
に
よ
っ
て
公
式
に
は

「
議
論
の
た
た
き
台
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
た
が
、
党
内
や
メ
デ
ィ
ア
上
で
は

ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
以
来
の
綱
領
的
文
書
と
し
て
注
目
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
提
起
さ
れ
た
目
標
の
中
に
、
政
府
や
行
政
全
般
の
合
理
化
・
効
率
化
と
並

ん
で
、
市
民
の
「
共
同
決
定
」
の
強
化
が
、
多
く
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
市
民
に
よ
る
自
治
を
拡
大
す
る
目
的
で
、「
共
同
決
定
の
思
想
が
、
今
日
の
工
業

社
会
を
形
成
す
る
中
心
的
な
思
想
と
な
る
に
違
い
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
共
同
決
定
」
は
、
企
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業
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
学
校
や
大
学
、
裁
判
所
、
官
庁
に
も
適
用
さ

れ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
行
政
に
お
い
て

は
、「
関
係
す
る
市
民
や
集
団
が
行
政
の
領
域
で
活
発
に
共
同
作
業
（die aktive M

it-

gestaltung

）
し
う
る
」
よ
う
に
行
政
当
局
を
再
編
で
き
る
か
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
、
行
政
の
決
定
過
程
に
市
民
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
正
統
性
を
担
保
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
経
済
領
域
に
お
け
る
労
使
共
同
決
定
、
政
治
的
な
意
思

形
成
に
協
働
す
る
前
提
と
し
て
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
規
制
、
市
民
が
政
治
的
な
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
選
択
に
可
能
な
限
り
影
響
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
選
挙
法
の
制
定
と

い
っ
た
、
市
民
の
「
共
同
決
定
権
」
を
高
め
る
た
め
の
方
策
が
並
べ
ら
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
政
治
的
意
思
決
定
に
対
す
る
市
民
の
影
響
力
を
強
め
る
直
接
民

主
主
義
的
な
要
素
を
多
く
盛
り
込
ん
だ
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
は
、
部
会
Ｃ
と

続
く
四
日
目
の
総
会
で
も
好
意
的
に
評
価
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
修
正
も
な
く
可
決
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
ー
ム
ケ
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
、
議
会
制
民
主
主
義
に
対
す

る
不
満
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
し
、
社
会
全
般
に
お
け
る
意
思
決
定
に
個

人
や
集
団
を
「
参
加
」
さ
せ
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
、
Ｓ
Ｐ

Ｄ
内
で
一
定
の
基
盤
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

過
程
で
、
そ
も
そ
も
は
企
業
の
監
査
役
会
に
労
働
者
が
加
わ
る
こ
と
で
経
済
権
力
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
っ
た
「
共
同
決
定
」
と
い
う
思
想
が
、
経
済
領
域
に
限
ら
ず
、

大
学
を
経
て
、
社
会
全
体
へ
と
拡
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
を
象
徴

す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

４　

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
転
換

　
　
　
（
１
）
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
理
論
的
基
盤

　

本
章
で
は
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「
紛
争
理
論
」
や
「
役
割
理
論
」
と
い
っ
た
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
社
会
理
論
は

日
本
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
加
藤
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
彼
の
政

治
理
論
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
次
節
で
論
じ

る
よ
う
に
政
治
に
も
深
く
関
与
し
た
彼
に
と
っ
て
、
政
治
理
論
の
持
つ
意
義
は
決
し

て
小
さ
く
は
な
い
。
多
岐
に
わ
た
る
理
論
を
こ
こ
で
す
べ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
特
徴
的
な
点
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
は
、「
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
」

と
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
い
う
二
つ
の
理
念
が
存
在
す
る
。

前
者
の
「
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
」
と
は
、「
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と
「
リ
ガ
ー

チ
ャ
ー
」
と
い
う
、
理
論
上
は
独
立
し
た
二
つ
の
要
素
の
関
数
と
し
て
定
義
さ
れ

る
。「
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
文
字
通
り
可
能
な
行
為
の
選
択
肢
を
意
味
し
、
帰
属

や
つ
な
が
り
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
「
リ
ガ
ー
チ
ャ
ー
」
は
、
社
会
的
地
位
や
役
割

に
伴
う
結
び
つ
き
・
つ
な
が
り
の
こ
と
で
、
個
人
に
意
味
を
付
与
す
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
近
代
に
は
、「
リ
ガ
ー
チ
ャ
ー
」
が
破
壊
さ
れ
る
一
方
、「
オ
プ
シ
ョ

ン
」
は
増
大
す
る
こ
と
で
、「
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
」
が
拡
大
し
て
き
た
が
、
両
者

の
関
係
は
反
比
例
的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
加
え
て
、
両
者
と
も
社
会
構
造
に

よ
っ
て
「
付
与
」
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
最
適
な
バ
ラ
ン
ス
を
導

く
よ
う
な
社
会
構
造
を
作
り
上
げ
、
個
人
の
「
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
」
を
最
大
限
拡

大
さ
せ
る
こ
と
が
、
政
治
の
課
題
と
な
る（

（1
（

。

一
方
、
後
者
の
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
は
、「
政
治
に
お
い
て
は
善
や
正
義
を
確

定
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
異
な
っ
た
考
え
を
も
つ
政
治
勢
力
の
競
合
を
保
つ
こ
と
で

進
歩
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
端
的
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
が
不
断

に
変
革
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
理
念
で
あ
る
。
こ
の
「
開
か
れ
た

社
会
」
と
い
う
理
念
は
、
真
理
は
確
定
し
得
な
い
と
想
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
常
に
理

論
が
反
証
へ
と
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
、
理
論
の
競
争
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る

カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
認
識
論
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
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は
、
ポ
パ
ー
の
認
識
論
を
政
治
に
応
用
し
て
、
政
治
に
お
け
る
競
争
を
保
障
す
る
制

度
設
計
を
行
う
こ
と
で
、
社
会
が
変
革
し
続
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

こ
の
変
革
へ
と
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
付
随
し
て
、
以
下
の
点
に
も
触
れ
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
代
議
制
民
主
主
義
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
ダ
ー
レ

ン
ド
ル
フ
は
、
市
民
参
加
の
目
的
が
変
革
を
導
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
直

接
民
主
主
義
は
不
適
当
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
こ
の
見
解
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
を
大
き
く
越

え
て
お
り
、
直
接
に
エ
ー
ム
ケ
の
思
想
と
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
過
剰
な

「
参
加
」
が
社
会
の
変
革
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
、
代
表
者
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
よ
る
変
革
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
を
期
待
し
て
、
代
議
制
民
主
主

義
こ
そ
が
民
主
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
自
身
の
政
治
的
挫
折
を
経
て
説
く
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
　
　
（
２
）
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
お
け
る
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
役
割

　

さ
て
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
九
六
四
年
に

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
教
育
計
画
審
議
会
（B

eirat für B
ildungs-

planung

）
に
参
加
し
た
こ
と
が
、
具
体
的
な
政
治
活
動
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
し

て
、
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
教
育
は
市
民
権
』
と
『
ド
イ
ツ
の
社
会
と
民
主
主
義
』

の
二
冊
の
著
作
が
評
判
と
な
っ
て
、「
左
派
リ
ベ
ラ
ル
」
を
代
表
す
る
知
識
人
と
し

て
世
間
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（1
（

。
こ
れ
以
後
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ

ル
ク
州
だ
け
で
な
く
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
も
の
も
含
め
て
、
教
育
政
策
に
関
す
る
様
々

な
審
議
会
・
委
員
会
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
教
育
改
革
を
き
っ
か
け
と
し
て
西

ド
イ
ツ
政
治
に
関
わ
っ
て
い
く
。

　

Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
六
七
年
一
〇
月
に
入
党
し
、
直
後
の
六
八
年

一
月
に
開
か
れ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
党
大
会
で
、
二
日
目
の
冒
頭
を
飾
る
演
説
を
任

さ
れ
た
。
こ
の
演
説
が
党
内
で
も
高
く
評
価
さ
れ
、
ま
た
、「
計
画
へ
の
陶
酔
（Pla-

nungseuphorie

）」
と
称
さ
れ
る
時
代
状
況
の
な
か
、
学
問
と
政
治
と
の
垣
根
が
低
く

な
っ
て
い
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
Ｆ
Ｄ
Ｐ
党
内
で
大
き
な
影
響

力
を
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た（

（1
（

。

　
「
膠
着
し
た
同
盟
に
代
わ
る
リ
ベ
ラ
ル
の
政
治
」
と
題
さ
れ
た
演
説
の
論
旨
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
い
う
二
大
政
党
に
よ
っ
て
大
連
立
政
権
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
で
、
西
ド
イ
ツ
政
治
が
膠
着
状
態
（U

nbew
eglichkeit

）
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
こ
と
に
、
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
個
人
か

ら
不
安
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
『
安
全
』」
と
「
個
人
に
チ
ャ
ン

ス
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
『
開
か
れ
た
状
態
』」
と
を
対
置
し
て
、
開
か
れ

た
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
政
策
を
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
実
行
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
そ
の
主
な
内
容

は
、
以
下
の
諸
点
か
ら
な
る
。

　

ま
ず
、「
社
会
的
生
活
へ
参
加
す
る
実
質
的
な
可
能
性
」
を
生
む
た
め
、
教
育
・

医
療
・
社
会
福
祉
な
ど
の
分
野
で
社
会
階
層
間
の
格
差
を
縮
小
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
、
次
に
、
流
動
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
職
場
や
職
種
の
変
更
を
可
能
に
す
る

教
育
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
さ
れ
た
。
続
け
て
、
業
績
主
義
の
導
入
、
多
様
で
脱
中
央

集
権
的
な
行
政
、
国
際
的
な
連
帯
の
強
化
、
競
合
的
な
政
治
の
促
進
と
い
っ
た
主
張

が
列
挙
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
総
じ
て
、
多
様
性
や
流
動
性
を
高
め
て
、
各
個
人
に
平

等
な
機
会
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
求
め
る
内
容
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
よ
っ
て
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
持
ち
込
ま
れ
た
政
治
思
想

は
、
一
九
六
九
年
連
邦
議
会
選
挙
に
向
け
た
選
挙
プ
ロ
グ
ラ
ム
、「
ド
イ
ツ
の
た
め

の
現
実
的
な
政
治
：
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
コ
ン
セ
プ
ト
」（
以
下
、「
コ
ン
セ
プ
ト
」）
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
九
年
六
月
下
旬
に
開
か
れ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た

「
コ
ン
セ
プ
ト
」
全
体
を
貫
く
理
念
は
、
当
時
、
連
邦
議
会
議
員
団
長
と
い
う
要
職
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こ
の
よ
う
に
、「
六
八
年
運
動
」
を
通
じ
て
表
さ
れ
た
社
会
不
安
の
原
因
を
政
治

的
決
定
の
不
透
明
化
に
見
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
、
解
決
策
と
し
て
直
接
民
主
主
義
的
な
制
度

の
採
用
を
主
張
し
た
。
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
を
掲
げ
た
最
初
の
一
文
が
、「
直
接
民
主
主

義
の
新
た
な
形
式
が
、
市
民
に
よ
り
多
く
の
影
響
力
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
文
言
で
始
ま
り
、
住
民
請
願
権
や
連
邦
大
統
領
の
直
接
選
挙
の
導
入
を
掲
げ
、
ま

た
、
市
民
の
影
響
力
を
弱
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
議
員
の
任
期
延
長
に
反
対
し
て
も

い
る
。
逆
に
、
市
民
も
政
治
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
お
り
、
選
挙

資
格
年
齢
の
十
八
歳
へ
の
引
き
下
げ
に
加
え
て
、
議
員
候
補
者
の
選
定
や
他
の
意
思

形
成
に
協
働
で
き
る
可
能
性
を
実
感
す
る
た
め
に
も
、
市
民
が
政
党
に
積
極
的
に
協

力
（m

itarbeiten

）
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
政
党
は
そ
の
た
め
に
候

補
者
選
定
を
公
開
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
市
民
が
議
員
の
活
動
を
検
証

で
き
る
よ
う
に
、
委
員
会
に
お
け
る
討
議
の
公
開
、
利
害
団
体
や
専
門
家
に
対
す
る

意
見
聴
取
の
公
開
と
い
っ
た
、
議
会
活
動
を
透
明
化
す
る
措
置
も
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
項
目
が
、
第
一
章
の
上
位
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
市
民
の
政
治

参
加
を
積
極
的
に
促
す
こ
と
を
目
指
し
た
制
度
改
革
を
、
こ
の
時
期
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
志

向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

続
く
第
二
章
は
、「
開
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
新
た
な
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
」
と

い
う
名
称
そ
れ
自
体
か
ら
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
影
響
が
見
て
取
れ
、「
教
育
は
市
民

権
」
と
い
う
彼
の
著
書
の
題
名
と
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
社
会
政
策
の
中

心
が
教
育
政
策
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。「
総
合
学
校
」
を
示
唆
す
る
「
開
か
れ

た
学
校
」
や
全
日
制
学
校
の
導
入
、
同
一
学
年
学
級
の
柔
軟
化
、
選
択
科
目
の
拡
充

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
策
的
に
も
、
機
会
の
均
等
と
生
徒
の
「
オ
プ

シ
ョ
ン
」
の
拡
大
と
い
う
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
主
張
と
重
な
る
点
が
多
い
こ
と
が

わ
か
る
。
同
時
に
、
第
二
章
で
は
労
使
共
同
決
定
制
度
も
扱
わ
れ
て
お
り
、
企
業
に

お
け
る
労
働
者
の
協
働
と
共
同
責
任
を
強
化
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
と
は
言

に
あ
っ
た
ミ
シ
ュ
ニ
ッ
ク
（W

olfgang M
ischnick

）
に
よ
れ
ば
、「
市
民
の
個
人
的

な
自
己
決
定
権
の
強
化
と
拡
充
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
、
官
僚
、
中
産

階
級
と
い
っ
た
社
会
階
層
・
職
業
に
よ
る
区
分
を
前
提
と
し
た
、
集
団
的
な
モ
デ
ル

に
従
っ
た
現
在
の
政
策
が
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
連
邦
政
府
が
個
人

の
権
利
を
強
め
る
政
策
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、
職
業
横
断

的
な
最
低
年
金
の
設
定
、
主
婦
へ
の
年
金
給
付
、（
労
組
を
通
じ
て
で
は
な
い
）
各

労
働
者
の
権
利
拡
大
な
ど
を
通
じ
て
、「
集
団
へ
の
帰
属
と
は
関
係
な
く
、
個
人
と

し
て
の
市
民
」
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

1（
（

。

で
は
、
次
に
、
可
決
さ
れ
た
「
コ
ン
セ
プ
ト
」
の
内
容
を
考
察
し
て
み
よ
う（

11
（

。

「
コ
ン
セ
プ
ト
」
は
、
前
文
、
そ
れ
ぞ
れ
政
策
分
野
別
に
整
理
さ
れ
た
一
か
ら
四
章

ま
で
の
各
章
、
お
よ
び
結
語
か
ら
成
る
比
較
的
短
い
文
書
で
あ
る
。
前
文
は
、
ご
く

短
く
、
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
大
連
立
政
権
の
膠
着
性
を
批
判
し
て
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
課
題
が
、

理
性
的
な
内
政
改
革
、
進
歩
的
な
経
済
政
策
、
自
覚
的
な
外
交
政
策
に
あ
る
と
述
べ

る
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
第
一
章
が
、「
自
由
な
市
民
の
た
め
の
制
度
」
と
題
さ
れ
、
政
治
制
度

全
般
を
扱
う
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、「
協
調
行
動
」
や
大
連
立
政
権
の
連
立
交
渉
が
行

わ
れ
た„K

reßbronner K
reis”

を
名
指
し
し
て
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
政
権

に
批
判
を
加
え
る
。
そ
の
批
判
は
主
に
、
市
民
の
意
思
が
政
治
に
効
果
的
に
反
映

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
重
要
な
政
治

決
定
が
民
主
主
義
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
で
下
さ
れ
て
い
る
」、
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ

は
、
個
人
に
協
働
を
約
束
す
る
自
由
な
基
本
法
を
有
し
て
い
る
の
に
、
多
く
の
市
民

は
、
自
分
の
票
が
重
要
な
の
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
」
と
い
っ
た
文
章
が
続
い
て

い
る
と
お
り
、
二
大
政
党
に
よ
る
連
立
が
政
治
的
決
定
の
不
透
明
化
に
つ
な
が
り
、

そ
れ
が
現
在
の
西
ド
イ
ツ
政
治
の
停
滞
と
社
会
の
不
安
定
化
を
招
い
て
い
る
と
問
題

視
し
た
の
で
あ
る
。
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象
と
す
る
よ
う
な
政
治
理
念
が
芽
生
え
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。さ

て
、「
共
同
決
定
」
に
象
徴
さ
れ
る
政
治
参
加
の
高
ま
り
は
、
西
ド
イ
ツ
に

限
定
さ
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
中
北
に
よ
れ
ば
、
世
界
史
的
に
一
九
七
〇
～
八
〇

年
代
は
「
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
」
で
あ
り
、「
そ
の
象
徴
的
な
起
点
は
、

一
九
六
八
年
の
世
界
的
な
学
生
反
乱
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
」。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
自
己
管
理
や
地
方
自
治
体
に

お
け
る
自
治
拡
大
の
た
め
の
地
方
分
権
な
ど
、
幅
広
い
領
域
へ
広
が
る
も
の
で
あ
っ

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
の
諸
政
党
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
が
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
社
会
党
で
委
員
長
公
選
制
度
、
自
民
党
で
は
総
裁
予
備
選
挙
が
導
入

さ
れ
て
、
党
の
代
表
を
選
出
す
る
過
程
に
一
般
党
員
が
参
加
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
や
、
神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
政
党
が
誕
生
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
多
少
時
代
は
下
る
が
、
一
九
九
二
年
に
細
川

護
煕
ら
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
日
本
新
党
も
、
中
選
挙
区
連
記
制
や
議
員
候
補

者
の
公
募
な
ど
、「
有
権
者
の
政
治
参
加
の
促
進
」
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲

げ
て
い
た（

11
（

。

　

政
党
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
「
参
加
の
モ
メ
ン
ト
」
の
導
入
が
日
独
で
共
通
す

る
も
の
で
あ
る
う
え（

11
（

、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
「
競
争
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
へ
の
移
行

も
、
有
権
者
の
政
治
参
加
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
興
味
深
い
。
小
選
挙
区
制
を
基

調
と
し
た
選
挙
制
度
が
初
め
て
実
施
さ
れ
た
翌
年
の
九
七
年
に
、
経
営
者
や
労
働
組

合
指
導
者
、
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
た
民
間
政
治
臨
調
は
、

「
構
造
改
革
を
担
う
新
し
い
政
党
と
政
治
の
あ
り
方
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
、

民
間
政
治
臨
調
が
小
選
挙
区
制
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
あ
げ
た
の
が
、「
有
権
者

と
政
党
の
間
の
委
任
関
係
を
明
確
化
し
、
有
権
者
の
政
党
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
強
め
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
、
政
権
の
枠
組
み
や
首
相
候
補
、
具
体
的
な
一
連
の

う
も
の
の
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
や
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
が
要
求
し
て
い
た
、
労
使
同
数
代

表
か
ら
成
る
監
査
役
会
の
設
置
を
規
定
し
た
モ
ン
タ
ン
共
同
決
定
法
の
拡
大
に
対
し

て
は
、
新
た
な
権
力
の
集
中
を
助
長
す
る
の
み
で
、
個
人
の
自
由
を
拡
大
し
な
い
と

い
う
理
由
か
ら
、
反
対
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　

結
語
で
も
、「
個
人
が
多
様
な
可
能
性
の
中
か
ら
自
ら
の
道
を
自
ら
決
定
し
う
る

社
会
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
政
策
目
標
で
あ
る
と
、
改
め
て
強
調
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、「
開
か
れ
た
社
会
を
備
え
た
国
に
西
ド
イ
ツ
を
刷

新
す
る
こ
と
に
協
働
す
る
」
よ
う
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
求
め
て
、「
コ
ン
セ
プ
ト
」
は

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
も
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
議
会
選
挙
へ
向
け
て
、
直
接

民
主
主
義
的
な
政
治
参
加
、
と
り
わ
け
組
織
体
の
そ
れ
で
は
な
く
、
個
々
人
の
政
治

参
加
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
西
ド
イ
ツ
政
治
の
改
革
を
進
め
る
と
い
う
方
針
を
受
容

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
　
　

５　

お
わ
り
に

―
日
本
と
の
比
較
の
試
み

―

　

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
エ
ー
ム
ケ
と
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
社
会
の
あ
り
方

や
民
主
主
義
に
関
す
る
学
問
的
な
考
察
を
背
景
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
加
速
し

た
戦
後
秩
序
の
揺
ら
ぎ
に
直
面
し
た
西
ド
イ
ツ
政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
。
二
人
が
全

く
同
一
の
主
張
を
繰
り
広
げ
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
人
の
活
動
を
梃
子
と
し
て
、
多
様
な
利
益
主
体
を
決
定
過
程
に
参
加
さ
せ
る
こ
と

で
民
主
主
義
の
活
性
化
を
図
り
、
そ
の
主
体
と
し
て
「
個
人
」
を
想
定
す
る
と
い
う

政
治
理
念
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
で
浸
透
し
て
い
っ
た
と
評
す
る

こ
と
は
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
西
ド

イ
ツ
で
、「
階
級
」
や
「
階
層
」
と
い
っ
た
単
位
に
代
え
て
、「
個
人
」
を
統
治
の
対
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ム
ケ
は
他
方
で
「
共
同
決
定｣

を
唱
え
て
民
主
主
義
を
活
性
化
し
よ
う
と
し
、
ダ
ー

レ
ン
ド
ル
フ
も
直
接
民
主
主
義
の
導
入
を
主
導
し
た
。
そ
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の

「
六
八
年
運
動
」
が
「
計
画｣

の
官
僚
主
義
的
で
権
力
固
定
的
な
性
格
を
批
判
し
た

よ
う
に（

11
（

、「
計
画
」
理
念
は
様
々
な
批
判
を
受
け
て
い
た
。

一
方
で
、
日
本
の
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
も
社
会
の
「
規
律
化｣

に
抗
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。「
秩
序
、
効
率
性
、
安
定
性
、
予
測
可
能
性
を
高
め
る
」
こ
と
と
定
義

さ
れ
る
「
規
律
化
」
が
、
工
業
化
の
進
展
に
合
わ
せ
て
、
経
済
に
お
い
て
の
み
な
ら

ず
政
治
に
よ
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
健
康
増
進
策
の
実
施
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

国
民
の
私
生
活
の
管
理
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
は
そ
の

よ
う
な
政
治
の
「
規
律
化
」
に
挑
戦
す
る
動
き
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
、
安
藤
は
論
じ
て
い
る（

11
（

。

「
計
画
」
と
個
人
の
自
由
・
参
加
と
の
関
係
性
も
解
明
す
べ
き
重
要
な
課
題
で

あ
る
が
、
世
界
史
的
な
観
点
か
ら
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
計
画
」
と
日
本
に
お

け
る
「
規
律
化
」
を
同
様
の
現
象
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が

問
題
と
な
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
異
議
申
し
立
て
運
動
に
関
す
る
研
究
で

は
、
運
動
の
国
際
的
な
広
が
り
や
同
時
性
、
反
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
・
反
米
と
い
っ
た

テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
共
通
性
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
裏
を
返

せ
ば
、
そ
れ
ら
の
社
会
背
景
も
共
通
性
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
問
う
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
産
業
構
造
の
変
化
・
大
学
進
学
率
の
上

昇
な
ど
の
共
通
し
た
社
会
経
済
的
な
指
標
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
上
述
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
日
独
両
国
、
ひ
い
て
は
先
進
工
業

社
会
で
発
生
し
た
異
議
申
し
立
て
運
動
が
、
多
様
な
相
違
点
を
抱
え
つ
つ
も
、
合
理

性
を
基
盤
と
す
る
「
計
画
」
や
「
規
律
化
」
が
社
会
を
包
み
込
ん
で
い
く
流
れ
に
抗

す
る
運
動
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
今
後
追
究
さ
れ
る
べ

き
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

政
策
に
対
し
て
、
民
意
を
直
接
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
中
北
に
お
い
て
は
、「
競
争
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は

対
抗
関
係
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
採
用
も
有
権
者
の
選

択
権
を
実
効
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り（

11
（

、
市
民
を
政
治
へ
参
加
さ
せ
そ
の
影
響

力
を
高
め
る
と
い
う
意
味
で
は
、（
少
な
く
と
も
言
説
上
の
）
目
的
は
共
通
し
て
い

た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
参
加
の
モ
メ
ン
ト
」
そ
の
も
の
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
不
信
の
蔓
延
す
る
昨
今
の
日
本
に
お
い
て
、
い
か
な
る
政
治

参
加
の
形
態
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
考
え
る
際
に
、
日

独
の
「
一
九
六
八
年
」
の
経
験
が
、
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
起
点
」
と
し
て
新
た

な
重
要
性
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
論
じ
て
お
く
べ
き
点
は
、
エ
ー
ム
ケ
や
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
そ
れ

ぞ
れ
の
考
察
に
基
づ
い
て
改
革
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
上
述
の
「
参
加
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
が
提
起
さ
れ
た
き
っ
か
け
で
あ
る
異
議
申
し
立
て
運
動
が
生
じ
る
背
景
と

な
っ
た
、
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
。

メ
ッ
ツ
ラ
ー
が
詳
細
に
論
じ
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代

前
半
に
か
け
て
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
権
参
加
を
通
じ
て
、
学
問
的
な
知

見
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
政
治
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
「
計
画
」
理
念
が
、
現
代
的

な
統
治
手
法
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
潮
流
を
代
表
し
た
の
は
、
各
種
の
経

済
指
標
を
も
と
に
中
・
長
期
的
計
画
を
練
り
上
げ
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
手
法
や
「
協

調
行
動
」
を
通
じ
て
経
済
の
「
総
体
的
制
御
」
を
目
指
し
た
カ
ー
ル
・
シ
ラ
ー
経
済

相
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
エ
ー
ム
ケ
も
、
第
一
次
ブ
ラ
ン
ト
政

権
で
首
相
府
長
官
と
し
て
政
府
機
能
の
効
率
化
を
企
図
し
、
各
省
庁
の
事
業
計
画
を

収
集
・
総
合
す
る
部
局
を
設
置
す
る
な
ど
、
行
政
に
お
け
る
計
画
立
案
の
集
約
化
を

担
っ
て
い
た（

11
（

。

こ
の
よ
う
な
「
計
画
へ
の
陶
酔
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
時
代
状
況
の
中
で
、
エ
ー



ゲシヒテ第 8 号　70

H
ildegard H

am
m

-B
rücher

で
あ
る
。

（
5
） 

公
法
理
論
を
扱
っ
た
研
究
は
、
例
え
ば
、
木
村
周
市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想

史
』
未
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
栗
城
壽
夫
「
西
ド
イ
ツ
公
法
理
論
の
変
遷
」『
公

法
研
究
』
第
三
八
号
、
一
九
七
六
年
、
七
六
‐
一
一
一
頁
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
6
） 

以
下
の
略
歴
紹
介
で
は
、
エ
ー
ム
ケ
に
つ
い
て
は
、H

orst Ehm
ke, M

ittendrin: 

Von der G
roßen K

oalition zur D
eutschen Einheit, B

erlin, 1994

を
、
ダ
ー
レ
ン

ド
ル
フ
に
つ
い
て
は
、W

eber, a.a.O
.

を
そ
れ
ぞ
れ
主
に
参
照
し
た
。

（
7
） D

er Spiegel, 18.03.1968. 

同
記
事
で
は
、
当
時
「
ト
ロ
イ
カ
」
と
呼
ば
れ
Ｓ
Ｐ
Ｄ

の
実
力
者
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ン
ト
、
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ヴ
ェ
ー
ナ
ー
の
三
者
と
良

好
な
関
係
を
築
い
て
い
る
唯
一
の
人
物
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） D

er Spiegel, 05.05.1968.

（
9
） 

以
下
の
論
争
に
関
し
て
は
、
木
村
、
前
掲
書
、
四
七
五
‐
五
〇
〇
頁
お
よ
び 

栗

城
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
10
） H

orst Ehm
ke, „„Staat“ und „G

esellschaft“ als verfassungstheoretisches Pro-

blem
,“ in: K

. H
esse, S. R

eicke, U
. Scheuner (H

rsg.), Staatsverfassung und 

K
irchenordnung: Festgabe für Rudolf Sm

end zum
 80. G

eburtstag am
 15. Ja-

nuar 1962, Tübingen, 1962.

（
11
） Ebenda, S.46. 

傍
点
は
、
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。

（
12
）  R

obert Philipps, Sozialdem
okratie, 68er-Bew

egung und G
esellschaftlicher 

W
andel 1959-1969, B

aden-B
aden, 2012, S.280.

（
13
）  

以
下
、
エ
ー
ム
ケ
の
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、Protokoll der Verhandlungen 

des Parteitages der Sozialdem
okratischen Partei D

eutschland vom
 17. bis 21. 

M
ärz in N

ürnberg, B
onn, o. J., S.515-530

を
参
照
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
も
同
じ
演

説
に
言
及
し
て
い
る
が
、
過
激
派
と
は
距
離
を
取
り
つ
つ
、
民
主
化
を
求
め
る

「
六
八
年
運
動
」
の
一
部
に
は
理
解
と
共
感
を
示
す
と
い
う
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
基
本
方
針

以
上
の
よ
う
に
、
直
接
民
主
主
義
と
代
議
制
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
問
い
は
依
然

と
し
て
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
六
八
年
」
を
通
じ
て
日
独
の
社
会
を
考
え
る
こ
と

の
意
義
は
今
日
で
も
い
さ
さ
か
も
減
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
逆

に
、
こ
の
よ
う
な
比
較
を
通
じ
て
、「
六
八
年
運
動
」
を
「
文
化
革
命
」
と
し
て
だ

け
で
な
く
、「
統
治
」
や
「
政
治
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
捉
え
な
お
す
視
点
を
手

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、「
六
八
年
」
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
に
資
す
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

注
（
1
）  

も
っ
と
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
止
を
問
う
州
民
投
票
の
結
果
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト

ガ
ル
ト
市
域
に
限
っ
て
も
、
投
票
者
の
五
二
．
九
％
が
中
止
に
反
対
し
た
よ
う

に
、
住
民
運
動
の
規
模
と
投
票
に
よ
っ
て
現
れ
る
「
民
意
」
と
が
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
こ
と
に
も
付
言
し
て
お
く
。
投
票
結
果
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

http://statistik.stuttgart.de/w
ahlen/htm

l/volksabstim
m

ung/2011/va2011_stutt-

gart.htm
l

（
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
七
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）。

（
2
） 

「
六
八
年
運
動
」
と
い
う
呼
称
・
定
義
に
つ
い
て
は
、
井
関
に
よ
る
も
の
を
踏
襲

し
て
い
る
。
井
関
正
久
『
ド
イ
ツ
を
変
え
た
六
八
年
運
動
』
白
水
社
、
二
〇
〇
五

年
、
九
頁
を
参
照
。

（
3
） 

加
藤
秀
治
郎
／
檜
山
雅
人
編
・
監
訳
『
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ　

政
治
・
社

会
論
集

―
重
要
論
文
選
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
（
増
補
版
）、
檜
山
雅
人

『
自
由
と
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

―
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
・
社
会
理
論
』
一
藝

社
、
二
〇
一
一
年
、
加
藤
秀
治
郎
『
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
党
制

―
東
西
ド
イ
ツ
政

党
の
政
治
社
会
学
的
分
析
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
五
年
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
4
） K

laus W
eber, D

er Linksliberalism
us in der Bundesrepublik um

 1969, Frank-

furt am
 M

ain, 2012. 

他
の
三
名
と
は
、K

arl-H
erm

ann Flach, W
erner M

aihofer, 
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後
政
治　

一
九
四
五
～
二
〇
〇
九
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
第
三
章

お
よ
び
当
該
注
を
参
照
。

（
26
）  

中
北
、
前
掲
書
、
九
〇
‐
九
七
頁
。

（
27
）  

「
計
画
」
に
関
し
て
は
、G

abriele M
etzler, K

onzeptionen politischen H
andelns 

von Adenauer bis Brandt: Politische Planung in der pluralistischen G
esell-

schaft, M
ünchen, 2005

お
よ
び
、
山
井
敏
章
「『
計
画
』
の
二
十
世
紀

―
ド

イ
ツ
近
代
史
研
究
の
再
構
築
に
向
け
て
」『
立
命
館
経
済
学
』
第
六
一
巻
、
第
五

号
、
二
〇
一
三
年
、
八
二
九
‐
八
四
三
頁
を
参
照
。
エ
ー
ム
ケ
に
つ
い
て
は
、

B
enjam

in Seifert, Träum
e vom

 m
odernen D

eutschland: H
orst Ehm

ke, Reim
ut 

Jochim
sen und die Planung des Politischen in der ersten Regierung W

illy 

Brandts, Stuttgart, 2010

も
参
照
の
こ
と
。

（
28
）  M

etzler, a.a.O
., S.282-288.

（
29
）  

安
藤
丈
将
『
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
と
市
民
社
会

―
「
六
〇
年
代
」
の
思
想
の
ゆ

く
え
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
三
年
、
四
七
頁
。

（
さ
さ
き　

じ
ゅ
ん
き
・
京
都
大
学
大
学
院
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

を
、
エ
ー
ム
ケ
が
代
表
し
た
と
評
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。Philipps, a.a.O

., 

S.296-297.

（
14
）  

可
決
さ
れ
た
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
は
、Ebenda, S. 1021-1058

に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

（
15
）  

加
藤
秀
治
朗
「
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
民
主
主
義
論
」『
法
学
研
究
』
第

六
二
巻
、
第
二
号
、
一
九
八
九
年
、
二
三
‐
四
〇
頁
。

（
16
）  

加
藤
／
檜
山
、
前
掲
書
、
九
七
‐
一
二
六
頁
。

（
17
） 

同
上
書
、
二
一
九
‐
二
二
一
頁
。
引
用
は
、
二
二
〇
頁
に
よ
る
。

（
18
） R

alf D
ahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht: Plädoyer für eine aktive Bildungs-

politik, O
snabrück, 1965; D

ers, G
esellschaft und D

em
okratie in D

eutschland, 

M
ünchen, 1965.

（
19
） W

eber, a.a.O
., S.220-221.

（
20
） Protokoll des FD

P-B
undesparteitags vom

 29. bis 31. Januar 1968 in Frei-

burg, A
1-363, B

estand B
undesparteitag, A

rchiv des D
eutschen Liberalism

us 

(A
D

L).

（
21
） Protokoll des FD

P-B
undesparteitags vom

 23. bis 25. Juni 1969 in N
ürnberg, 

A
1-389, B

estand B
undesparteitag, A

D
L.

（
22
） W

ahlprogram
m

 zur Bundestagsw
ahl 1969 der Freien D

m
okratischen Partei, 

„Praktische Politik für D
eutschland: D

as K
onzept der F.D

.P.“ 

外
交
と
経
済
政

策
を
そ
れ
ぞ
れ
扱
っ
た
第
三
章
・
第
四
章
は
割
愛
し
た
。

（
23
） 

中
北
浩
爾
『
現
代
日
本
の
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
、

十
五
‐
二
三
頁
。

（
24
） 

同
上
書
、
四
四
‐
五
一
頁
。

（
25
） 

西
ド
イ
ツ
の
政
党
に
お
け
る
「
参
加
の
モ
メ
ン
ト
」
導
入
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
、
近
藤
正
基
『
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
軌
跡

―
国
民
政
党
と
戦





73　特集　「一九六八年を通して考える日独比較研究の意義」

た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
突
飛
な
発
想
と
は
い
え
ま
い
。

　

し
か
し
先
行
研
究
を
み
た
と
き
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
か
ら
日
本
の
学
生
運
動

へ
と
注
目
し
た
研
究
は
今
日
も
な
お
少
数
に
留
ま
る
。
例
え
ば
「
一
九
六
八
」
の

四
〇
周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
八
年
、
欧
米
の
諸
大
学
を
中
心
に
「
欧
米
に
お
け
る
学

生
運
動
」
の
研
究
が
急
増
し
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
日
本
の
学
生
運
動
に
注
意
が

払
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
現
代
史
を
専
門
と
す
る
ノ
ル
ベ

ル
ト
・
フ
ラ
イ
に
よ
る
著
書
『
一
九
六
八
年

―
反
乱
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
に
お

い
て
も
例
外
で
は
な
い（

1
（

。
二
〇
一
二
年
の
日
本
語
版
の
チ
ャ
プ
タ
ー
で
は
、
邦
語
文

献
、
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
学
生
運
動
を
し
て
「
不
可
解
な
反
乱
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
満
足
す
る
も
の
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

む
し
ろ
左
翼
思
想
史
の
世
界
的
な
枠
組
み
か
ら
見
た
と
き
、
社
会
的
、
歴
史
的
な

個
別
的
特
徴
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
に
お
け
る
新
左
翼
思
想
（
理
論
）
の
歴
史

は
決
し
て
「
不
可
解
」
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次

元
で
の
思
想
的
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
新
左
翼
思
想
及
び
理
論
の
変
化
を
、
七
〇
年
代
前
半
か

　

日
本
の
「
ポ
ス
ト
一
九
六
八
年
」
に
お
け
る
反
帝
国
主
義
と
反
日
論

テ
ィ
ル
・
ク
ナ
ウ
ト

　
　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
三
月
例
会
（
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
日
、
於
同
志

社
大
学
至
誠
館
）
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
六
八
年
を
通
し
て
考
え
る
日
独
比
較
研
究
の

意
味

―
日
独
若
手
研
究
者
か
ら
の
提
言
」
に
お
い
て
、
筆
者
が
報
告
し
た
内
容

に
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
で
あ
る
が
、
次
章
「
序
」
か
ら
「
結

論
」
に
至
る
ま
で
が
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
内
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
内
容
に
、「
お

わ
り
に
」
が
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で
あ
る
鈴
木
健
雄
氏
か
ら
の

問
題
提
起
に
対
す
る
筆
者
か
ら
の
回
答
に
対
応
し
て
い
る
。
本
論
へ
と
入
る
前
に
、

筆
者
に
対
し
て
貴
重
な
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
る
と
と
も
に
原
稿
化
の
お
話
を

持
ち
か
け
て
下
さ
っ
た
、
高
橋
秀
寿
先
生
以
下
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
の
皆
様
に
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
。

　

戦
後
日
本
の
学
生
運
動
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
学
生

運
動
の
一
環
と
し
て
起
こ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ

で
の
公
民
権
運
動
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
五
月
革
命
」、
西
ド
イ
ツ
の
「
議
会
外
反
対
勢

力
」、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
学
生
と
労
働
者
の
共
闘
ス
ト
、
そ
し
て
日
本
の
大
学
闘

争
、
こ
れ
ら
は
世
界
的
に
絡
み
合
っ
た
社
会
運
動
の
一
過
程
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
れ
ら
新
左
翼
と
し
て
の
学
生
運
動
の
思
想
・
理
論
が
、
共
産
主
義
、
社
会
主
義
、

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
く
過
程

で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
と
な
り
、
国
境
を
超
え
る
知
識
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ

ら
中
葉
ま
で
を
中
心
に
、
一
次
史
料
に
基
づ
き
検
討
し
て
ゆ
く
。

　
　
　

１　

赤
軍
派
に
お
け
る
共
産
主
義
定
型
の
反
帝
国
主
義

　

新
左
翼
党
派
と
し
て
の
組
織
「
共
産
主
義
者
同
盟
赤
軍
派
」
は
、
一
九
六
八
年
か

ら
一
九
六
九
年
に
か
け
て
ピ
ー
ク
に
達
し
た
大
学
闘
争
の
過
程
を
経
て
、
一
九
六
九

年
七
月
、
成
立
し
た
。
赤
軍
派
の
母
体
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
九
年
に
日
本
共
産

党
か
ら
分
裂
し
、
六
〇
年
安
保
闘
争
の
終
結
と
と
も
に
崩
壊
す
る
も
、
六
〇
年
代
後

半
に
再
建
さ
れ
た
「
第
二
次
ブ
ン
ト
」（
以
下
、
ブ
ン
ト
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
ブ
ン

ト
が
新
左
翼
各
派
の
中
で
保
持
し
た
政
治
的
・
理
論
的
な
勢
力
は
非
常
に
強
く
、
カ
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テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
ブ
ン
ト
系
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ

ン
ト
系
各
党
派
の
理
論
に
お
い
て
、「
革
共
同
系
」
や
「
社
青
同
系
」
な
ど
の
党
派

よ
り
も
、「
国
際
同
時
革
命
」、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
論
」、
レ
ー
ニ
ン
系
の
「
反
帝
国
主
義
」
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ブ
ン
ト
が
残
し
た
理
論
面
で
の
遺
産
は
、
赤
軍
派
が
発
行
し
た
機
関
誌
に
も
確
認

で
き
る
。
赤
軍
派
の
理
論
に
見
ら
れ
た
特
徴
は
当
初
よ
り
、
超
戦
闘
的
な
性
格
を
除

く
と
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
」
と
い
う
政
治
的

世
界
観
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
赤
軍
派
は
、「
学
生
運
動
」
と
い
う

表
現
こ
そ
使
わ
な
か
っ
た
も
の
の
一
九
六
九
年
の
日
本
に
お
け
る
大
学
闘
争
を
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
学
生
反
乱
の
一
環
と
し
て
の
世
界
革
命
の
「
前
段
階
」
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
た
。
そ
し
て
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
赤
軍
派
の
理
論
と
活
動
実
践
は
、

ア
メ
リ
カ
の
「
民
主
的
社
会
の
た
め
の
学
生
連
盟
」（Students for a D

em
ocratic 

Society

、
以
下
Ｓ
Ｄ
Ｓ
と
略
）
の
分
裂
過
程
で
成
立
し
た
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
ウ
ェ
ザ
ー
マ
ン

派
（SD

S-W
eatherm

en

、
以
下
ウ
ェ
ザ
ー
マ
ン
派
と
略
）
と
い
う
過
激
派
、
お
よ

び
一
九
五
九
年
の
キ
ュ
ー
バ
革
命
で
有
名
に
な
っ
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
チ
ェ
・
ゲ
バ
ラ

の
ゲ
リ
ラ
論
と
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
絡
み
合
っ
て
い
た
。

　

一
九
六
八
年
八
月
、
ブ
ン
ト
の
活
動
家
は
、「
国
際
反
戦
会
議
」
で
東
京
の
中
央

大
学
な
ど
に
集
結
す
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
Ｄ
Ｓ
、
学
生
非
暴
力
調

整
委
員
会
（
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
の
代
表
や
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
解
放
運
動
に
お
け
る
超
戦
闘

的
組
織
の
一
つ
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
パ
ン
サ
ー
党
の
代
表
ら
と
、
日
米
両
国
に
お
け
る

学
生
運
動
に
つ
い
て
討
論
を
行
っ
た（

2
（

。
こ
の
集
会
内
で
の
議
論
は
、
一
九
六
九
年
後

半
に
ブ
ン
ト
か
ら
分
裂
し
始
め
た
赤
軍
派
に
大
き
な
理
論
的
影
響
を
与
え
る
。
九
月

版
の
『
赤
軍
』
と
い
う
機
関
誌
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
を
見
た
ま
え
！
彼
等
も
戦
争
宣
言
を
発
し
た
。「B

ring the W
ar 

H
om

e! A
ll Pow

er to the People! (C
hicago O

ctober 11)

」（
3
（

と
Ｓ
Ｄ
Ｓ
は
宣

言
し
た
。
国
際
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
成
長
は
今
、
全
世
界
の
根
底
的
止
揚

へ
の
道
を
過
渡
期
世
界
の
革
命
主
体
と
し
て
武
装
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
本

格
的
運
動
へ
の
転
換
を
、
時
あ
た
か
も
敵
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
な
し
崩
し
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
権
力
再
編
の
時
期
に
行
な
お
う
と
し
て
い
る（

4
（

。

　

そ
し
て
赤
軍
派
は
、
十
月
に
ウ
ェ
ザ
ー
マ
ン
派
が
計
画
し
た
デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
暴

力
を
伴
っ
た
街
頭
闘
争
と
時
を
合
わ
せ
て
、「
大
阪
戦
争
」
や
「
東
京
戦
争
」
と
彼

ら
が
呼
ん
だ
「
武
装
蜂
起
」
を
行
う
こ
と
を
企
図
し
た
。
し
か
し
そ
の
計
画
は
失
敗

す
る
。
警
察
は
事
前
に
、
地
下
組
織
で
は
な
い
赤
軍
派
に
暴
力
へ
の
志
向
性
が
存
在

し
て
お
り
、「
武
装
蜂
起
」
と
い
う
方
針
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
を
詳
細
に
把
握
し
て

お
り
、
十
一
月
初
旬
に
は
警
察
の
介
入
に
よ
っ
て
、
山
梨
県
の
大
菩
薩
峠
の
旅
館
で

「
ゲ
リ
ラ
戦
」
を
準
備
し
て
い
た
若
い
赤
軍
派
活
動
家
の
五
十
三
人
が
逮
捕
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
十
一
月
の
敗
北
」
の
の
ち
、
赤
軍
派
の
指
導
者
間
に
お
い
て
は
闘
争
方
針

を
巡
っ
て
論
争
が
生
じ
た
。
そ
の
論
争
の
結
果
定
め
ら
れ
た
方
針
こ
そ
が
「
国
際

根
拠
地
論
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
計
画
で
は
、
拠
点
を
「
労
働
国
家
」
と
い
わ
れ
た
キ

ュ
ー
バ
に
移
す
と
と
も
に
、
同
国
政
府
か
ら
兵
站
面
で
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
ゲ
リ
ラ
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
確
か

に
、
そ
の
方
針
に
対
し
て
否
定
的
な
意
見
を
表
す
る
メ
ン
バ
ー
も
存
在
し
た
が
、
機

関
紙
で
あ
る
『
赤
軍
』
の
一
九
七
〇
年
一
月
版
に
お
い
て
は
、
結
局
こ
う
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
限
界
の
突
破
口
の
道
が
三
ブ
ロ
ッ
ク
（
ソ
連
を
含
む
帝
国
主

義
ブ
ロ
ッ
ク
、
社
会
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
、
第
三
世
界
の
こ
と
：
筆
者
補
足
）
の
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階
級
闘
争
を
、「
前
段
階
武
装
蜂
起
貫
徹
と
国
際
根
拠
地
建
設
」
を
媒
介
し

て
、
世
界
党
＝
世
界
赤
軍
（
蜂
起
の
軍
隊
）
創
出
に
於
て
あ
る
こ
と
を
対
象

化
す
る
階
級
へ
到
達
せ
し
め
た
。（
略
）
我
々
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
、
七
〇

年
、
日
、
米
、
西
独
前
段
階
武
装
蜂
起
に
向
け
て
、「
労
働
者
国
家
」「
第
三

世
界
」
の
闘
争
を
、
こ
れ
に
統
合
す
べ
く
、
国
際
的
な
分
派
闘
争
に
の
り
出

す
こ
と
で
あ
る（

5
（

。

こ
の
「『
第
三
世
界
』
の
闘
争
を
統
合
す
べ
き
」
と
い
う
引
証
か
ら
は
、
赤
軍
派
の

第
三
世
界
的
反
帝
国
主
義
が
明
確
に
み
ら
れ
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
・
カ
ル
タ
ー
が
提
示

す
る
よ
う
に（

6
（

、「
第
三
世
界
の
発
見
」
は
フ
ラ
ン
ス
「
一
九
六
八
年
」
の
学
生
運
動

の
思
想
的
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
赤
軍
派
の
理
論
を
子
細
に
分
析
し
た
と
き
、
こ
の

「
第
三
世
界
の
発
見
」
と
い
う
現
象
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の

学
生
運
動
に
お
い
て
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
第
三
世
界
の
発
見
」
の
端
緒
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
非
植
民
地
化
戦
争
（
一
九
五
四
年
～
一
九
六
二
年
）
に
際
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

新
左
翼
は
「
第
三
世
界
の
発
見
」
を
発
見
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
全
く
の
同
時

期
に
、
東
京
大
学
内
に
て
成
立
し
た
ブ
ン
ト
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
解
放
戦
線
の

闘
い
を
評
価
し
つ
つ
、「
ア
ジ
ア
・
ア
ラ
ブ
の
植
民
地
革
命
」
に
対
し
て
「
巨
大
な

革
命
」
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を
確
認
し
て
い
た
の
で
あ
る（

7
（

。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
は
、
赤
軍
派
の
反
帝
国
主
義
（
理
論
）
は
、
古
典
共
産
主
義
に
お
け
る
「
階

級
闘
争
」
と
い
う
枠
組
み
を
放
棄
し
た
訳
で
は
な
く
、
彼
等
の
世
界
観
は
ま
だ
近
代

共
産
主
義
的
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
い
う
二
つ
の
敵

対
的
階
級
の
関
係
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
対
す
る
赤
軍
派
の
歴
史
観
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

君
達
｛
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
帝
国
主
義
者
｝
は
植
民
地
を
略
奪
す
る
た
め
に

我
々
の
仲
間
を
殺
し
た
。
仲
間
を
そ
そ
の
か
し
、
植
民
地
を
略
奪
し
た
ら
そ

の
わ
け
ま
え
を
や
る
と
言
っ
て
、
後
進
国
の
仲
間
を
、
君
達
が
そ
そ
の
か
し

た
仲
間
を
つ
か
っ
て
殺
さ
せ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
や
っ
て

略
奪
し
た
植
民
地
を
君
達
同
士
で
奪
い
合
う
強
盜
戦
争
に
も
、
同
じ
よ
う
に

仲
間
を
そ
そ
の
か
し
殺
し
合
わ
せ
た
の
だ
。
我
々
が
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
諸
君
！
君
達
に
も
噓
と
は
言
わ
せ
な
い
。「
富
国
強
兵
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

も
と
、
日
清
、
日
露
、
第
一
次
、
第
二
次
の
強
盜
を
や
っ
て
来
た
で
は
な
い

か（
8
（

。

こ
の
理
論
は
、
戦
争
責
任
は
「
そ
そ
の
か
し
た
」
日
本
人
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で

は
な
く
、
間
違
い
な
く
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
帝
国
主
義
者
に
あ
る
と
い
う
点
で
、
近

代
的
世
界
観
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
三
月
三
一
日
の
「
よ
ど
号
」
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
に
よ
っ

て
赤
軍
派
の
「
軍
隊
」
た
ち
が
北
朝
鮮
へ
と
亡
命
し
て
の
ち
は
、
国
内
に
残
っ
た
指

導
者
た
ち
が
警
察
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
で
「
赤
軍
派
」
と
い
う
組
織
は
な
く

な
る
。
し
か
し
、
元
赤
軍
派
関
西
支
部
の
活
動
家
た
ち
は
、
次
章
で
み
て
い
く
よ
う

に
新
た
な
「
革
命
主
体
」
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

２　
「
階
級
闘
争
」
か
ら
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
代
弁
運
動
へ

　

小
熊
英
二
の
『
一
九
六
八
』
や
、
絓
秀
実
の
『
一
九
六
八
年
』
に
よ
る
と
、

一
九
七
〇
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
に
、
日
本
の
左
翼
運
動
の
理
論
に
、
大
変
化
つ
ま

り
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」
が
初
め
て
起
き
た
。「
階
級
闘
争
」
か
ら
「
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
」
代
弁
運
動
へ
と
い
う
シ
フ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
左
翼
活
動
家
が
、
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「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
い
う
「
革
命
主
体
」
か
ら
離
れ
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

運
動
を
発
見
し
た
こ
と
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
大
阪
の
釜
ヶ
碕

「
寄
せ
場
」
の
日
雇
い
労
働
者
運
動
か
ら
二
つ
の
例
を
あ
げ
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

大
阪
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
を
皮
切
り
に
、
全
国
的
に
建
設
工
事
が
増
え
て

い
っ
た
一
九
七
〇
年
代
前
半
は
、
釜
ヶ
碕
の
日
雇
い
労
働
者
に
と
っ
て
、
比
較
的

「
豊
か
な
時
代
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
新
左
翼
の
活
動
家
が

注
目
し
た
の
は
、
釜
ヶ
碕
で
活
動
す
る
暴
力
団
の
「
手
配
師
」
制
度
、
つ
ま
り
日
雇

い
労
働
者
に
対
す
る
犯
罪
的
な
経
済
的
支
配
と
搾
取
で
あ
っ
た
。

　

前
章
で
触
れ
た
大
菩
薩
峠
で
の
一
斉
検
挙
に
お
い
て
逮
捕
さ
れ
た
若
宮
正
則
と
ほ

か
の
元
赤
軍
派
活
動
家
は
、
一
九
七
二
年
四
月
、
釜
ヶ
碕
周
辺
で
ア
ジ
ト
を
兼
ね
た

ラ
ー
メ
ン
屋
を
開
店
す
る
。
若
宮
ら
の
ラ
ー
メ
ン
屋
を
拠
点
と
す
る
元
赤
軍
派
活
動

家
た
ち
が
目
指
し
た
の
は
、
釜
ヶ
碕
の
日
雇
い
労
働
者
を
オ
ル
グ
し
、
暴
力
団
に
対

す
る
抵
抗
運
動
を
組
織
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
大
衆
の
中
」
で
武
装
蜂
起
を
準
備

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
七
二
年
、
若
宮
が
「
遊
撃
戦
の
ス
タ
イ
ル
」
と
呼
ん
だ

方
針
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

革
命
拠
点
（
事
務
所
）
を
軸
に
活
動
す
る
。
こ
れ
は
兵
士
の
放
浪
性
の
否
定

で
あ
る
。
毛
沢
東
が
流
賊
的
な
軍
を
否
定
し
、
革
命
根
拠
地
の
必
要
性
を
説

い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
質
を
持
つ
も
の
だ
。
革
命
拠
点
（
事
務
所
）
が
な
け

れ
ば
、（
略
）
大
衆
と
の
間
に
水
と
魚
の
関
係
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
（
略
）（

9
（

。

こ
の
若
宮
の
方
針
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
彼
が
間
違
い
な
く
毛
沢
東
系
の
共
産

主
義
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
大
衆
と
の
間
に

水
と
魚
の
関
係
を
構
築
」
す
べ
き
と
い
う
彼
の
主
張
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
共
産

主
義
運
動
と
し
て
の
新
左
翼
に
お
け
る
組
織
構
築
制
度
や
党
と
活
動
家
と
の
関
係
は

否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
社
会
概
念
そ
の
も
の
も
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
あ
る
い

は
「
階
級
」
か
ら
「
大
衆
」
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
こ
の
よ
う

な
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
生
じ
た
「
階
級
」
か
ら
「
大
衆
」
へ
の
表
現
の
転
換
は
、

何
も
「
風
変
わ
り
」
な
若
宮
の
み
が
備
え
た
考
え
方
で
は
な
く
、
新
左
翼
運
動
全
体

に
見
ら
れ
た
変
遷
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
の
安
保
闘
争
に
参
加
し
た
経
験
を
も
つ

長
崎
浩
が
一
九
七
九
年
に
発
表
し
た
論
文
に
よ
る
と
、
過
去
十
年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の

「
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
運
動
の
理
論
に
お
い
て
は
、
社
会
運
動
の
主
体
と
し
て
の
「
階

級
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
言
葉
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
「
市
民
」・「
大
衆
」・「
人
類
」
と
い
う
概
念
が
提
唱
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

他
方
、
実
践
的
活
動
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
、
若
宮
ら
は
釜
ヶ
碕
日
雇
い
労
働

者
の
運
動
を
支
援
す
る
「
暴
力
手
配
師
追
放
釜
ヶ
碕
共
闘
会
議
」
の
デ
モ
に
参
加
す

る
と
と
も
に
、
ま
た
別
の
機
会
に
お
い
て
は
、
燃
え
た
豚
肉
の
ホ
ル
モ
ン
を
釜
ヶ
碕

警
察
署
に
投
げ
入
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
そ
の
後
「
武
装
蜂
起
」
を
再
び
試
み
、
交

番
を
爆
破
し
た
若
宮
は
、
一
九
七
二
年
九
月
に
再
度
逮
捕
さ
れ
た（

（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
若
宮
と
同
時
期
に
思
想
的
指
導
者
と
し
て
釜
共
闘
で
活
動
し
た
船
本

洲
治
も
、
学
生
運
動
が
提
唱
し
た
「
革
命
統
一
戦
線
」
す
な
わ
ち
、
日
本
の
学
生
と

労
働
者
が
連
帯
し
て
革
命
を
実
現
す
る
と
い
う
観
念
を
こ
う
否
定
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
現
実
の
日
本
の
労
働
者
階
級
の
状
態
を
知
ら
ぬ
生
産

に
関
与
せ
ぬ
学
生
ル
ン
ペ
ン
の
批
判
に
対
し
て
諸
君
ら
は
プ
チ
ブ
ル
、
イ
ン

テ
リ
革
命
を
や
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ン
ペ
ン
革
命
を
や
る
と
い
っ
て
お
い
た

が
、
彼
ら
の
い
う
組
織
労
働
者
と
は
、
社
民
に
組
織
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の

こ
と
で
、
彼
ら
こ
そ
、
現
実
は
日
本
帝
国
主
義
に
買
収
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
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な
ら
、
植
民
地
人
民
を
搾
取
し
、
収
奪
し
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
が
自
国
の
労
働
者
を
買
収
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
生
活
様
式

が
「
市
民
」
で
あ
る
労
働
者
の
「
商
品
」
と
「
道
徳
」
は
山
谷
・
釜
ヶ
碕
に

代
表
さ
れ
る
流
動
的
下
層
労
働
者
の
「
品
性
下
劣
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

こ
の
船
本
の
言
葉
か
ら
は
、「
革
命
の
主
体
」
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
明
確
に

読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
は
日
本
の
労
働
者
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
は
革
命
の
主
体

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
流
動
的
下
層
労
働
者
」
や
、「
植
民
地
人
民
」
に
対
す
る
反

動
的
、
敵
対
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
章
で
の
議
論
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ポ
ス
ト
学
生
運
動
の
新
左

翼
活
動
家
た
ち
の
多
く
は
、
七
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
、「
階
級
闘
争
」「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
革
命
」
と
い
っ
た
近
代
的
共
産
主
義
の
枠
組
み
を
放
棄
し
て
、
そ
の
活
動

の
軸
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
運
動
へ
と
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

３　

東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ポ
ス
ト
共
産
主
義
定
型
の
反
日
帝
主
義

　

内
ゲ
バ
殺
人
事
件
は
、
新
左
翼
学
生
内
部
で
同
運
動
に
対
す
る
困
惑
と
紛
糾
の
雰

囲
気
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
大
学
・
沖
縄
・
安
保
闘
争
で
の
敗
北
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
新
左
翼
党
派
間
に
お
い
て
も
ま
た
同
時
に
、
若
い
活
動
家
の
熱
心
な
超
過

圧
力
の
は
け
口
と
し
て
内
ゲ
バ
が
頻
繁
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
活
動
・
デ
モ
・
運
動
を
行
う
学
生
新
左
翼
は
、
積
極
的
に
日

本
の
社
会
運
動
に
貢
献
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
部
落
民
運
動
、
在
日
コ
リ

ア
ン
運
動
、
日
雇
い
労
働
者
運
動
、
沖
縄
闘
争
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
活
動
と
同
時
に
発
展
し
た
「
反
日
論
」
と
い
う
理
論
の
背

景
に
は
、
一
九
七
〇
年
ご
ろ
の
思
想
的
変
化
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
日
論
を
決
定
的

に
左
右
し
た
新
左
翼
活
動
家
が
、
新
左
翼
の
出
発
点
と
な
っ
た
一
九
五
七
年
の
「
ト

ロ
ツ
キ
ス
ト
連
盟
」
を
共
同
創
設
し
た
太
田
竜
で
あ
る
。

　

一
九
五
八
年
、
太
田
は
「
第
四
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
組
織
を
建
設
し

た
。「
第
四
イ
ン
タ
ー
」
と
、
同
じ
く
太
田
が
一
九
六
七
年
に
成
立
し
た
「
武
装
蜂

起
準
備
委
員
会
／
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
軍
団
」、
両
者
が
学
生
運
動
に
対
し
て
も
っ
た
影

響
力
は
決
し
て
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
か
ら
太
田
が
展
開
し

た
「
ア
イ
ヌ
革
命
論
」
は
「
反
日
論
」
の
根
底
を
な
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

太
田
の
「
ア
イ
ヌ
解
放
論
」
に
基
づ
く
反
日
論
の
根
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
は
、「
大
和
人
」
の
支
配
と
、
ア

イ
ヌ
人
の
「
同
化
」
つ
ま
り
抑
圧
が
続
い
て
き
た
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
国
内
植
民

地
制
度
と
い
う
構
造
が
あ
り
、
こ
の
国
内
植
民
地
制
度
を
無
自
覚
に
支
援
す
る
日
本

人
労
働
者
は
、
実
質
的
に
は
日
本
帝
国
主
議
の
相
棒
た
る
抑
圧
者
で
あ
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
環
境
保
全
主
義
者
か
ら
反
セ
ム
主
義

者
へ
の
変
形
を
遂
げ
た
太
田
は
、
現
代
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
否
定
に
留
ま
る

の
み
な
ら
ず
、
欧
米
・
中
華
・
日
本
に
お
け
る
「
帝
国
主
義
的
文
明
」
を
も
批
判
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
太
田
の
考
え
に
よ
る
と
、
悪
の
根
源
は
す
で
に
帝
国
文
明

に
存
在
し
、
日
本
は
そ
の
先
兵
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

ア
テ
ル
イ
（
八
世
紀
日
本
の
王
朝
国
家
と
闘
っ
た
「
蝦
夷
」
の
指
導
者
：
筆

者
補
足
）
は
誰
と
戦
争
し
た
の
か
。
彼
は
、
た
ん
に
奈
良
・
京
都
の
ヤ
マ
ト

朝
廷
と
闘
っ
た
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
、
中
華
の
二
つ
の
大
帝
国
の
文
明
と

闘
っ
た
の
で
あ
る
。
儒
教
、
仏
教
、
道
教
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
武
器
と

し
た
ヤ
マ
ト
国
家
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
つ
の
大
帝
国
の
尖
兵
と
し
て
東
国
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の
蝦
夷
征
伐
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。（
略
）
さ
ら
に
、
一
六
六
九
年
の
シ
ャ

ク
シ
ャ
イ
ン
蜂
起
、
一
七
八
九
年
の
ク
ナ
シ
リ
蜂
起
を
継
承
す
る
幻
の
ア
イ

ヌ
共
和
国
は
、
オ
ノ
レ
の
敵
と
し
て
、
た
ん
に
中
華
と
古
代
イ
ン
ド
の
帝
国

の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
帝
国
を
も
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
太
田
が
「
ア
イ
ヌ
解
放
論
」
で
名
指
し
し
た
敵
は
「
文
明
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
文
明
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々

―
す
な
わ
ち
こ
の

場
合
、
ア
イ
ヌ
で
あ
る
が

―
の
代
弁
者
た
る
活
動
家
た
ち
は
、
文
明
と
は
自
身
離

れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
介
す

る
こ
と
で
、
初
め
て
、
一
般
市
民
を
含
む
文
明
と
い
う
帝
国
の
参
与
者
に
対
す
る
テ

ロ
攻
撃
が
実
際
に
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
同
様
の
思
想
傾
向
を
も
っ
た
活
動
家
の
一
人
が
、
北
海
道
釧
路
市
出
身
の

大
道
寺
将
司
で
あ
る
。
十
代
の
頃
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
差
別
を
観
察
し
た

大
道
寺
は
、
一
九
六
七
年
か
ら
大
阪
釜
ヶ
碕
で
日
雇
い
労
働
者
と
し
て
働
い
た
。

一
九
六
八
年
一
月
、
上
京
し
た
彼
は
「
ノ
ン
セ
ク
ト
・
ラ
ジ
カ
ル
」
と
し
て
、
学
生

新
左
翼
運
動
の
デ
モ
つ
ま
り
「
街
頭
闘
争
」
に
参
加
し
、
太
田
竜
の
創
設
し
た
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
軍
団
」
と
い
う
党
派
が
支
配
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（
彼
ら
の
言
葉

に
よ
る
な
ら
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
し
た
」）
法
政
大
学
で
活
動
し
た（

（1
（

。
こ
れ
ら
の
過
程
を

経
て
、
大
道
寺
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
論
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
前
述
の
太
田
が

創
設
に
携
わ
っ
た
レ
ボ
ル
ト
社
の
『
世
界
革
命
運
動
情
報
』
と
い
う
雑
誌
の
発
行
に

も
関
与
す
る
。『
世
界
革
命
運
動
情
報
』
の
内
容
は
、
新
左
翼
の
定
説
的
理
論
雑
誌

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
南
米
の
「
ゲ
リ
ラ
読
本
」
や
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル

理
論
家
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
の
論
文
の
翻
訳
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
の
ち
に
大
道
寺
が
逮
捕
さ
れ
た
際
、
警
察
が
家
宅
捜
査
を
行
っ
て
押
収
し
た

書
物
の
中
に
は
、
多
く
の
「
ア
イ
ヌ
」・「
在
日
朝
鮮
人
」
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

と
並
び
、
一
冊
の
書
物
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
欧
米
の
反

帝
国
主
義
的
左
翼
で
有
名
に
な
っ
た
『
我
が
魂
を
聖
地
に
埋
め
よ
：
ア
メ
リ
カ
・
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
闘
争
史
』
で
あ
る（

（1
（

。

　

大
道
寺
の
思
想
的
世
界
観
は
三
つ
の
次
元
に
区
別
で
き
る
。
す
な
わ
ち
①
日
本

の
「
ポ
ス
ト
一
九
六
八
」
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
運
動
で
あ
る
新
左
翼
の

「
加
害
者
意
識
」 

へ
の
変
化
、
②
非
植
民
地
化
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思

想
環
境
に
お
け
る
「
反
帝
国
主
義
的
民
族
解
放
ゲ
リ
ラ
闘
争
」、
③
環
境
保
護
運
動

の
成
立
初
期
過
程
に
お
け
る
ロ
マ
ン
的
「
反
近
代
主
義
」
つ
ま
り
「
自
然
的
原
始
共

産
制
の
自
由
対
合
理
的
近
代
文
明
の
弾
圧
」
と
い
う
二
分
法
、
以
上
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
三
者
の
綜
ジ
ン
テ
ー
ゼ
合
こ
そ
が
「
反
日
論
」
の
思
想
的
根
底
を
な
す
と
い
う
の
が
、

大
道
寺
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　

日
本
帝
国
主
義
の
被
害
者
を
代
弁
し
て
行
う
「
遊
撃
戦
」
の
必
要
性
を
確
信
し
た

大
道
寺
は
、
他
の
新
左
翼
か
ら
疎
外
さ
れ
た
活
動
家
と
と
も
に
、「
東
ア
ジ
ア
反
日

武
装
戦
線
」
と
い
う
地
下
テ
ロ
組
織
を
創
設
す
る
と
と
も
に
爆
破
「
闘
争
」
を
行
い

始
め
る
。
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
継
続
さ
れ
た
そ
の
爆
破
活
動
の

主
眼
は
不
特
定
多
数
の
人
々
の
命
を
奪
う
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
の
植
民
地
支
配
史

を
象
徴
す
る
と
目
さ
れ
た
も
の
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
四

年
八
月
一
四
日
、
終
戦
記
念
日
の
前
日
に
際
し
て
、
大
道
寺
の
グ
ル
ー
プ
は
昭
和
天

皇
を
目
的
と
す
る
暗
殺
爆
破
を
企
図
す
る
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　

そ
の
後
大
道
寺
の
「
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線

―
狼
部
隊
」
は
一
九
七
四
年
八

月
三
〇
日
、
東
京
都
青
山
に
あ
る
三
菱
重
工
ビ
ル
を
爆
破
す
る
。
当
時
ビ
ル
で
働
い

て
い
た
三
菱
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ら
八
人
が
死
亡
し
、
三
百
八
十
五
人
が
重
軽
傷
を
負

っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
爆
破
事
件
が
起
き
た
の
は
、
日
本
で
は
こ
の
時
が
初
め

て
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
警
察
が
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
の
メ
ン
バ
ー
を
逮
捕
す
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（Fixpunkt

）
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
「
世

界
同
時
革
命
」
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
失
敗
に
終
わ
る
。
た
だ
、
近
代
共
産

主
義
的
思
想
傾
向
を
も
つ
新
左
翼
党
派
の
盲
点
が
日
本
の
社
会
的
問
題
つ
ま
り
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
問
題
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
一
九
七
〇
年
以
降
に
始
ま
る
思
想
的

転
化
に
よ
っ
て
、
新
左
翼
の
世
界
観
・
活
動
・
理
論
は
、
近
代
的
共
産
主
義
の
階
級

概
念
を
捨
て
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
活
動
に
向
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
七
〇
年
代

以
降
の
日
本
に
存
在
す
る
、
学
生
運
動
側
か
ら
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
間
違
い
な
く
社
会
に
有
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、

「
階
級
闘
争
」
と
い
う
概
念
を
捨
て
る
と
同
時
に
、「
う
ち
」
へ
と
内
向
化
し
た
「
反

日
論
」
が
発
展
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
理
論
と
実
践
に
は
、
新
左
翼
運
動
と
は
関
係

の
な
い
一
般
市
民
を
殺
す
可
能
性
も
ま
た
内
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
の
「
内
向
的
」
傾
向
は
、
新
左
翼
運
動
に
と
ど
ま
ら

ず
、
日
本
社
会
全
体
の
思
想
的
推
移
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
は
断
っ
て
お

き
た
い
。

 　
　
　

鈴
木
氏
の
問
題
提
起
に
応
え
て

　

さ
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
合
司
会
を
務
め
た
鈴
木
氏
か
ら
頂
い
た
問
題
提
起

に
対
応
す
る
形
で
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、「
六
八
年
運
動
」
の
歴
史
に
関
す
る

日
独
両
国
研
究
の
可
能
性
、
つ
ま
り
よ
り
具
体
的
に
は
比
較
研
究
と
い
う
問
題
意
識

及
び
そ
の
手
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
六
八
年
」
に
関
し
て
、
日
独
両
国
の
研
究
者

た
ち
が
日
本
と
西
ド
イ
ツ
を
比
較
す
る
と
い
う
手
法
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
る
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
自
身
を
取

り
巻
く
社
会
的
、
政
治
的
環
境
に
必
ず
し
も
常
に
は
制
限
さ
れ
な
い
、
他
国
史
を
学

ぶ
研
究
者
こ
そ
が
、
新
鮮
で
か
つ
新
し
い
視
点
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、

る
一
九
七
五
年
五
月
ま
で
に
、
三
つ
の
細
胞
（
狼
、
さ
そ
り
、
大
地
の
牙
）
が
八
件

の
爆
破
事
件
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
が
そ
れ
以
前
の
新
左
翼
に
よ
る
爆
破
事

件
と
異
な
っ
た
点
が
、
反
日
武
線
の
攻
撃
目
的
が
警
察
庁
や
交
番
で
は
な
く
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
一
般
的
な
労
働
者
も
勤
務
し
て
い
る
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
工
場
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
三
月
掲
載
さ
れ
た
『
は
ら
は
ら
時
計
』
で
大
道
寺
は
こ

う
述
べ
て
い
る
。

日
帝
は
、
三
六
年
間
に
及
ぶ
朝
鮮
の
侵
略
、
植
民
地
支
配
を
始
め
と
し
て
、

台
湾
、
中
国
大
陸
、
東
南
ア
ジ
ア
等
も
侵
略
、
支
配
し
、「
国
内
」
植
民
地
と

し
て
、
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
、
沖
縄
を
同
化
、
吸
収
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は

そ
の
日
本
帝
国
主
義
者
の
子
孫
で
あ
り
、
敗
戦
後
開
始
さ
れ
た
日
帝
の
新
植

民
地
主
義
侵
略
、
支
配
を
、
許
容
、
黙
認
し
、
旧
日
本
帝
国
主
義
者
の
官
僚

群
、
資
本
家
共
を
再
び
生
き
返
ら
せ
た
帝
国
主
義
本
国
人
で
あ
る
。
こ
れ
は

厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
、
す
べ
て
の
問
題
は
こ
の
認
識
よ
り
始
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
。（
略
）
日
帝
本
国
の
労
働
者
、
市
民
は
植
民
地
人
民
と
日
常
不
断

に
敵
対
す
る
帝
国
主
義
者
、
侵
略
者
で
あ
る（

（1
（

。

　
　
　

４　

結
論　

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
確
か
に
一
九
七
〇
年
以
前
の
学
生
運
動
新
左
翼
に
お
け

る
「
反
帝
国
主
義
」
は
一
方
で
近
代
的
共
産
主
義
の
枠
組
み
（
世
界
観
）
に
も
と
づ

く
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
彼
ら
の
理
論
が
も
っ
た
新
し
い
観
点
で
あ

る
「
第
三
世
界
の
発
見
」
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
学
生
運
動
の
中
に
存
在
し
た
反
帝
国

主
義
の
特
徴
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。「
国
際
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
連
帯
」
を

重
視
す
る
赤
軍
派
の
理
論
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
Ｄ
Ｓ
、
キ
ュ
ー
バ
の
革
命
を
定
点
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し
、
右
翼
「
マ
フ
ィ
ア
」（
す
な
わ
ち
日
本
の
場
合
「
ヤ
ク
ザ
」
で
あ
る
）
と
闘
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
思
想
史
的
に
み
た
と
き
、
両
国
で
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
か

ら
「
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
」
運
動
（
イ
タ
リ
ア
で
は
オ
ペ
ラ
イ
イ
ズ
ム
・
マ
ル
チ
チ
ュ
ー

ド
（M

ultitude

）、
日
本
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
代
弁
活
動
・
反
日
論
な
ど
）
が
生

ま
れ
、
そ
れ
ら
が
古
典
的
共
産
主
義
の
後
釜
に
座
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
期
の
日
本

と
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
思
想
的
変
化

が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
諸
外
国
と
比
べ
て
も
早
い
時
期
に
現
出
し
て
い
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
本
稿
内
で
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
鈴
木
氏
か
ら
の
問
題
提
起
に
対
す

る
私
の
意
見
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
こ
う
な
ろ
う
。
日
独
両
国
間
で
の
「
一
九
六
八

年
」
の
比
較
研
究
は
確
か
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
が
「
内
な
る
他
者
（D

as eigene Frem
de

）」、
す
な
わ

ち
、
自
ら
の
理
想
を
投
影
し
そ
れ
を
強
い
る
対
象
、
を
追
い
求
め
る
こ
と
に
も
繋
が

り
か
ね
な
い
と
い
う
危
険
性
を
、
研
究
者
た
ち
は
絶
え
ず
気
に
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

注
（
1
） 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
（
下
村
由
一
訳
）『
一
九
六
八
年

―
反
乱
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
（
ド
イ
ツ
語
版
原
著
は
二
〇
〇
八
年
）。

（
2
） 

『
戦
旗
』
一
四
三
号
、
一
九
六
八
年
八
月
二
五
日
、
二
頁
。

（
3
）  

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
は
原
文
マ
マ
、
引
用
段
落
内
、
特
に
指
定
が
な
い
場
合
、

以
下
同
。

（
4
） 

査
証
編
集
委
員
会
『「
赤
軍
」
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
』
新
線
社
、
一
九
七
五
年
、
六
三

頁
。

（
5
） 

共
産
主
義
者
同
盟
赤
軍
派
『
赤
軍　

N
o. 7　

共
産
主
義
者
同
盟
赤
軍
派　

政
治
理

両
国
研
究
に
対
し
て
寄
与
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
一
方
で
仮
に
「
遅
れ
て
き
た
近
代
国
家
」
と
さ
れ
る
両
国
の
歴
史
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
可
能
性
が
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他

方
で
「
比
較
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
危
険
も
ま
た
常
に
存
在
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
私

が
こ
れ
ま
で
よ
く
受
け
た
質
問
の
ひ
と
つ
に
、「
な
ぜ
西
ド
イ
ツ
の
学
生
運
動
と
異

な
り
、
日
本
の
学
生
運
動
か
ら
は
『
緑
の
党
』
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
質
問
で
含
意
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
や
っ
ぱ
り
、
そ
の
点
で

日
本
学
生
運
動
は
失
敗
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
最
近
の
反
原
発
運
動
も
ま
た
弱
い
の

だ
」
と
い
っ
た
認
識
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
世
界
同
時
的
に
起
き

た
「
一
九
六
八
年
」
学
生
運
動
の
歴
史
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
諸
活

動
組
織
か
ら
展
開
し
た
「
エ
コ
党
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
で
成
立
し
た
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
諸
国
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ

ア
・
ア
メ
リ
カ
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
発
展
に
鑑
み
、「
歴
史
的
例
外
（
＝S onderfall

）」

と
「
歴
史
的
法
則
（
＝R

egel

）」
が
存
在
し
、
前
者
に
ド
イ
ツ
が
、
後
者
に
日
本

が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
歴
史
研
究
者
は
両
国
の
比
較
以
外
に
存
在
す
る
多

く
の
諸
問
題
に
対
し
て
も
同
時
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

例
を
挙
げ
る
な
ら
、
学
生
運
動
が
生
じ
た
歴
史
的
・
社
会
的
舞
台
へ
と
目
を
転
じ
た

と
き
、
日
本
と
比
べ
ら
れ
る
べ
き
は
、
西
ド
イ
ツ
で
は
な
く
て
、
イ
タ
リ
ア
で
は
な

か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
学
生
運
動
を
め
ぐ
る
歴
史
的
、
社
会
的
背
景
、
そ
し
て

そ
の
後
の
歴
史
的
発
展
と
い
う
点
に
お
い
て
、
日
伊
両
国
の
類
似
点
は
、
日
独
両
国

の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
イ
タ
リ
ア
に
も
、
共

産
主
義
・
社
会
主
義
運
動
、
つ
ま
り
旧
左
翼
の
一
大
勢
力
が
存
在
し
、
そ
の
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
こ
そ
が
一
九
六
〇
年
代
の
知
識
人
学
生
に
影
響
力
を
与
え
た
。
そ
こ
で
は
、

日
本
と
同
様
に
、
新
左
翼
つ
ま
り
若
い
共
産
主
義
者
が
旧
左
翼
の
共
産
党
を
否
定
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論
機
関
誌
』
一
九
七
〇
年
一
月
三
〇
日
、
一
六
頁
。

（
6
） K

alter, C
hristoph, D

ie Entdeckung der D
ritten W

elt. D
ekolonisation und neue 

radikale Linke in Frankreich, Frankfurt am
 M

ain, 2011.

（
7
） 

姫
岡
玲
治
「
激
動
・
革
命
・
共
産
主
義
」『
理
論
戦
線
』
第
二
号
、
一
九
五
八

年
、
六
四
頁
。

（
8
） 

査
証
編
集
委
員
会
、
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
9
） 

孝
平
真
公
『
釜
ヶ
碕
赤
軍
兵
士
若
宮
正
則
物
語
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
一
年
、
六
四

頁
。

（
10
） 

長
崎
浩
「
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
現
代
的
異
相
」『
流
動
』
第
一
一
号
、
一
九
七
九

年
、
五
二
頁
。

（
11
） 

孝
平
、
前
掲
書
、
七
六
―
八
八
頁
。

（
12
） 

釜
共
闘
・
山
谷
現
闘
編
集
委
員
会
『
や
れ
た
ら
や
り
か
え
せ
！
』
田
畑
書
店
、

一
九
七
四
年
、
一
〇
頁
。

（
13
） 

松
下
竜
一
『
狼
煙
を
見
よ

―
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
″
狼
″
部
隊
』
河
出
書

房
新
社
、
一
九
八
七
年
、
四
一
頁
。

（
14
） 

太
田
竜
「
大
ア
ジ
ア
主
義
と
ア
イ
ヌ
・
蝦
夷
独
立
戦
線
」『
情
況
』
第
一
号
、

一
九
七
三
年
、
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

（
15
） 

松
下
竜
一
、
前
掲
書
、
一
一
〇
―
一
二
〇
頁
。

（
16
） 

東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
を
救
援
す
る
会
「
大
道
寺
あ
や
子
さ
ん
・
大
道
寺
将

司
く
ん
の
居
住
等
か
ら
官
憲
が
強
奪
し
て
い
っ
た
も
の
」『
通
信
』
第
二
号
、

一
九
七
六
年
、
二
九
―
四
五
頁
。
ハ
ワ
イ
大
学
高
沢
文
庫
、TA

7521

。

（
17
） 

東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
″
狼
″ 

『
は
ら
は
ら
時
計　

都
市
ゲ
リ
ラ
兵
士
の
読
本

Vol. 1

』
一
九
七
四
年
、
一
―
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Till K

naudt

・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
）
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他
分
野
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
資
金
や
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
競
争
で
も

劣
位
に
立
た
さ
れ
る
。
歴
史
研
究
の
分
野
で
は
、
特
に
そ
れ
が
深
刻
で
あ
る
。
こ
の

「
ド
イ
ツ
史
学
の
危
機
」
の
問
題
を
「
地
域
研
究
の
危
機
」
と
い
う
形
で
論
じ
直
し

て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
史
学
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
地
域
の
研
究
に
も

深
く
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
外
国
の
特
定
の
地
域
に
関
す
る
知
の
生
産
を
い
か
に
し

て
意
義
づ
け
で
き
る
の
か
と
い
う
の
は
、
地
域
研
究
の
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
「
地
域
研
究
の
危
機
」

　

一
九
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
地
域
研
究
の
危
機
」
が
騒
が
れ
た
。
こ
の

時
、
日
本
近
代
史
の
研
究
者
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
、「
地
域
研

究
の
危
機
」
が
常
に
財
政
危
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
点
を
思
い
返
す
べ
き
と

言
っ
て
い
る
（H

arootunian and Sakai 1999=1997 : 6

）。
ア
メ
リ
カ
の
地
域
研
究

は
、
連
邦
政
府
と
民
間
財
団
に
よ
っ
て
資
金
提
供
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
財
団
の

意
向
に
よ
っ
て
、
研
究
費
の
増
減
が
決
め
ら
れ
る
。
地
域
研
究
の
危
機
は
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
財
政
に
関
し
て
表
明
さ
れ
て
き
た
（H

arootunian and Sakai 1999=1997 

　

地
域
研
究
・「
六
八
年
運
動
」・
比
較
史

　
　
　

―
企
画
提
案
者
か
ら
の
課
題
に
応
え
て

―

安
藤
丈
将

　
　
　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
の
例
会
で

の
報
告
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
趣
旨
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
企
画
提
案
者
か

ら
は
報
告
に
際
し
て
課
題
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
課
題
を
次
の

三
つ
に
整
理
し
て
応
答
を
試
み
て
い
る
。

第
一
は
、
日
本
で
ド
イ
ツ
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
筆
者
は
ド
イ
ツ
史

の
研
究
者
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
テ
ー
マ
を
外
国
の
地
域
研
究
の
意
義
と
い
う
よ
り

一
般
的
な
形
に
置
き
換
え
て
論
じ
て
い
く
。

第
二
は
、「
六
八
年
運
動
」
の
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
六
八
年
運
動
」

が
い
か
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
今
、
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
を
、

日
本
の
文
脈
に
即
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く（

1
（

。

最
後
は
、
比
較
史
の
見
地
の
有
効
性
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
直
接
「
六
八
年
運

動
」
の
比
較
に
取
り
組
む
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
用
い
な

が
ら
、
比
較
の
観
点
か
ら
日
本
の
ケ
ー
ス
を
見
る
こ
と
の
意
義
を
示
し
て
い
く
。

　
　
　

１　
「
地
域
研
究
の
危
機
」
と
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」

　　

趣
旨
説
明
か
ら
若
手
研
究
者
に
よ
る
ド
イ
ツ
史
学
の
状
況
を
め
ぐ
る
危
機
感
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
究
す
る
地
域
が
社
会
的
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
減
り
、

: 5

）。
特
定
地
域
の
研
究
を
支
え
る
財
政
的
支
援
が
減
少
し
た
り
途
絶
え
た
り
し
た

時
、
そ
れ
が
「
地
域
研
究
の
危
機
」
と
し
て
叫
ば
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
関
係
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
の
場
合
を
考
え

て
み
よ
う
。
か
つ
て
一
九
八
〇
年
代
に
そ
れ
が
政
府
や
財
団
の
潤
沢
な
財
政
的
支
援

を
受
け
ら
れ
た
の
は
、
日
本
の
東
ア
ジ
ア
の
大
国
と
し
て
の
経
済
的
、
政
治
的
、
文

化
的
な
力
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
内
で
は
、
中
国
研
究
の

存
在
感
が
目
立
ち
、
以
前
の
日
本
研
究
の
位
置
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
超
大
国
と
し
て
の
中
国
が
急
速
に
そ
の
力
を
伸
長
さ
せ
て
い
る
と
い
う
状
況
に

対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
日
本
研
究
へ
の
財
政
的
支
援
が
減
り
、
そ
れ
が
利
害
関

係
者
で
あ
る
研
究
者
た
ち
に
危
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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し
か
し
「
地
域
研
究
の
危
機
」
を
、
単
な
る
財
政
危
機
と
し
て
の
み
捉
え
る
べ

き
で
は
な
い
。
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
あ
る
地
域
の
文
化
と
政
治

の
知
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
も
っ
と
も
よ
く
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
に
関

す
る
危
機
と
し
て
問
う
べ
き
で
あ
る
（H

arootunian and Sakai 1999=1997 : 6

）。

　
　
　
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」

　

そ
れ
で
は
、「
地
域
研
究
の
危
機
」
の
中
で
、
特
定
の
地
域
を
対
象
に
し
た
知
を

つ
く
り
出
す
こ
と
の
意
義
を
い
か
に
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下

で
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
（A

PSA

）
で
起
き
た
「
ペ
レ
ス
ト
ロ

イ
カ
論
争
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
論
争
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
研
究
の
中
で

の
「
政
治
科
学
」
化
の
風
潮
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特

に
地
域
研
究
の
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
に
注
目
し
て
い
く
。

論
争
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
一
通
の
メ
ー
ル
で
あ
る
。
筆
者
は
「
ミ

ス
タ
ー
・
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の
メ
ー
ル
は

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
友
人
や
同
僚
に
送
ら
れ
た
。
メ
ー
ル
の
内
容
はA

PSA

に

対
す
る
厳
し
い
批
判
を
含
ん
で
い
た
（Perestroika 2005 : 9-11

）。
こ
の
メ
ー
ル
が

広
く
拡
散
さ
れ
、
そ
の
後
、
雑
誌
で
政
治
学
や
社
会
科
学
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論

が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

論
争
はA

PSA

の
人
事
の
白
人
支
配
やA

PSR

（A
m

erican Political Science 

R
eview

）
の
掲
載
分
野
の
偏
重
に
関
す
る
批
判
を
含
ん
で
お
り
、
小
野
耕
二
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、「
学
会
内
政
治
的
な
問
題
提
起
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
た

（
小
野 

二
〇
一
一
：
八
三
）。
メ
ー
ル
そ
れ
自
体
は
大
雑
把
な
問
題
提
起
を
し
た
と

い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
論
争
が
政
治
学
の
あ
り
方
に
関

す
る
学
問
的
な
討
論
を
喚
起
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
論
争
で
問
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
観
点
を
整
理
し
た
サ
ン
フ
ォ

ー
ド
・
シ
ュ
ラ
ム
の
議
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

シ
ュ
ラ
ム
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
論
争
は
、
政
治
学
の
「
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の

共
有
す
る
次
の
前
提
を
批
判
し
て
い
る
。
第
一
に
、
政
治
学
と
は
政
治
に
つ
い
て
の

真
理
を
理
解
す
る
た
め
の
学
で
あ
る
。
第
二
に
、
政
治
学
は
、
政
治
に
つ
い
て
の
客

観
的
な
知
の
基
盤
を
蓄
え
る
。
第
三
に
、
こ
の
知
の
基
盤
を
育
て
ら
れ
る
か
は
、
政

治
を
説
明
す
る
理
論
を
構
築
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
理
論
の
構
築

は
、
政
治
的
行
為
者
の
行
動
の
普
遍
的
な
一
般
化
が
で
き
る
か
に
拠
る
。
第
五
に
、

一
般
化
は
、
検
証
可
能
な
因
果
仮
説
を
検
証
す
る
こ
と
で
起
き
る
。
第
六
に
、
政
治

行
動
に
つ
い
て
の
予
測
は
、
多
数
の
ケ
ー
ス
の
サ
ン
プ
ル
か
ら
変
数
を
見
つ
け
出
す

研
究
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
第
七
に
、
客
観
的
な
因
果
関
係
の
知
は
、
国
家
の
政

策
作
成
者
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
、
世
の
中
に
役
立
て
ら
れ
る
（Schram

 2006 : 

18-19

）。
こ
こ
で
は
、
一
般
化
を
志
向
し
な
い
も
の
は
、「
非
科
学
的
」
と
さ
れ
る
。
シ
ュ

ラ
ム
は
、
こ
の
見
方
が
、
近
代
科
学
の
誕
生
後
に
生
ま
れ
た
「
物
理
学
者
へ
の
あ
こ

が
れ
」
に
由
来
す
る
と
言
う
。
物
理
学
以
外
の
諸
科
学
は
、
物
理
学
ほ
ど
明
確
に
は

普
遍
的
な
因
果
関
係
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
科
学
的
な
方
法
を
や
り
損
ね

て
い
る
と
い
う
劣
等
感
を
抱
え
て
い
た
。
物
理
学
に
象
徴
さ
れ
る
抽
象
的
な
理
性
の

優
位
は
、
そ
の
後
、
社
会
科
学
に
ま
で
広
が
っ
て
い
く
（Schram

 2006 : 24

）。
社

会
科
学
の
中
で
も
そ
の
志
向
性
が
強
い
の
は
、
経
済
学
で
あ
る
。
市
場
の
中
で
人

び
と
が
い
か
に
行
動
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
普
遍
的
理
性
を
発
見
す
る
の

が
、
経
済
学
の
仕
事
と
さ
れ
て
き
た
（Schram

 2006 : 25

）。

シ
ュ
ラ
ム
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
カ
テ
リ
ー
ノ
と
の
共
著
論
文
の
中
で
、
政
治
学

も
一
般
化
傾
向
に
追
随
し
て
き
た
と
付
け
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
大
戦

後
、
行
動
科
学
的
な
分
析
が
流
行
す
る
中
で
、
予
測
可
能
な
因
果
モ
デ
ル
の
構
築
に

向
か
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
傾
向
が
政
治
学
研
究
内
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に
「
因
果
の
説
明
」
と
「
意
味
の
解
釈
」
の
二
分
法
を
つ
く
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る

（C
aterino and Schram

 2006 : 3

）。

こ
の
二
分
法
が
規
範
分
析
と
実
証
科
学
と
い
う
政
治
学
の
古
典
的
な
も
の
と
は

異
な
る
と
い
う
点
を
注
記
し
て
お
こ
う
。
古
典
的
な
二
分
法
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、

政
治
学
と
は
、
政
治
が
か
く
あ
る
べ
き
と
い
う
理
想
を
論
じ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ

と
も
、
政
治
の
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点

が
当
た
っ
て
い
た
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
で
は
、
こ
の
二
分
法
で
は
見
落
と
さ
れ

て
し
ま
う
政
治
学
の
分
析
対
象
が
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
意
味
の
解
釈
」

と
名
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
は
、
個
別
の
事
例
を
対
象
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

一
般
性
、
普
遍
性
を
欠
く
「
意
味
の
解
釈
」
を
行
な
う
研
究
は
、
二
次
的
な
重
要
性

し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

教
科
書
で
あ
るK

K
V

（
キ
ン
グ
、
コ
ヘ
イ
ン
、
ヴ
ァ
ー
バ
）
の
『
社
会
科
学
の
リ

サ
ー
チ
デ
ザ
イ
ン
』
で
は
、
事
例
研
究
は
新
た
な
因
果
モ
デ
ル
の
構
築
に
つ
な
が
る

場
合
に
価
値
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
そ
れ
は
、
因
果
モ
デ
ル
を
構
築
す

る
作
業
に
従
属
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
（Caterino and Schram

 2006 : 6

）。

「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
で
は
、
政
治
学
が
、
経
済
学
、
さ
ら
に
は
物
理
学

の
よ
う
な
普
遍
的
な
因
果
モ
デ
ル
を
探
る
た
め
の
学
問
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
疑
問
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
メ
ー
ル
に
あ
る
よ
う
に
、

政
治
学
が
「
失
敗
し
た
経
済
学
」
で
は
な
い
の
な
ら
ば
、
い
か
な
る
政
治
学
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
地
域
研
究
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ

け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
　

２　
「
問
題
志
向
」
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
地
域
研
究
の
再
評
価
へ

　
　
　
「
説
明
」
と
「
解
釈
」
の
二
分
法
批
判

以
上
の
よ
う
に
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
で
は
、「
解
釈
」
が
「
説
明
」
に
従
属

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
批
判
を
も
う
少
し
具
体
的
に
理

解
す
る
た
め
に
、
論
争
そ
れ
自
体
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
日
本
の
労
働
史
の
研

究
者
で
あ
る
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
の
議
論
を
参
照
し
よ
う
。
ゴ
ー
ド
ン
は
、

一
九
九
八
年
、「
日
本
研
究
共
同
委
員
会
」
の
解
散
を
め
ぐ
っ
て
書
か
れ
た
論
考

で
、「
理
論
化
」
と
「
デ
ー
タ
収
集
」
の
二
分
法
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
、「
デ
ー

タ
収
集
」
が
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
使
い
走
り
」
的
な
仕
事
と
見
ら
れ
て
い
て

「
抽
象
化
と
い
う
最
も
重
要
な
知
的
営
為
」
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た

（G
ordon 1998=2002 : 93-94

）。

ゴ
ー
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
文
学
、
人
類
学
、
歴
史
学
、
政
治
学
ま
で
人
文
社
会
科

学
の
最
高
の
学
問
的
業
績
で
は
、「
理
論
化
の
仕
事
」
と
「
デ
ー
タ
の
収
集
分
類
の

仕
事
」
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、「
理
論
化
」
と
「
デ
ー
タ
収
集
」
を
レ
ン

ズ
と
カ
メ
ラ
の
た
と
え
で
説
明
す
る
。
こ
の
た
と
え
に
よ
れ
ば
、
研
究
者
は
写
真
家

や
画
家
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
人
間
の
経
験
を
投
影
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
純
粋
理
論
家
は
、
レ
ン
ズ
職
人
の
よ
う
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
地
域
研

究
者
の
中
に
は
、
良
く
考
え
ず
に
理
論
の
レ
ン
ズ
を
棚
か
ら
取
り
上
げ
、
選
び
取
っ

た
レ
ン
ズ
が
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
写
真
の
出
来
栄
え
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
事

実
を
考
え
な
い
者
も
い
る
。
し
か
し
単
に
写
真
を
撮
る
だ
け
で
な
く
、
レ
ン
ズ
の
性

能
評
価
や
選
択
、
ま
た
そ
の
改
良
に
関
わ
っ
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
そ
れ
は
、
一

流
の
写
真
家
が
レ
ン
ズ
の
選
択
に
注
意
を
払
い
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
レ
ン
ズ
製
作

者
が
良
い
写
真
を
撮
る
た
め
の
コ
ツ
を
知
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
（G

ordon 

1998=2002 : 94

）。
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ゴ
ー
ド
ン
は
、
社
会
科
学
や
人
文
学
の
優
れ
た
研
究
の
作
業
が
、「
理
論
化
」
と

「
デ
ー
タ
収
集
」
の
両
方
に
及
ぶ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
ム
の
言
う
「
支

配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
内
の
二
分
法
に
あ
て
は
め
れ
ば
、「
理
論
化
」
が
「
因
果
の
説

明
」、「
デ
ー
タ
収
集
」
が
「
意
味
の
解
釈
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二

分
法
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
文
社
会
科
学
の
優
れ
た
業
績
が
「
説
明
」
と
「
解
釈
」
の
二
分
法
に
お
さ
ま

り
き
ら
な
い
こ
と
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
の
研
究
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か

で
あ
る
。
彼
の
『
弱
者
の
武
器
（W

eapons of the W
eak

）』
で
は
、
主
に
マ
レ
ー

シ
ア
の
農
民
た
ち
の
抵
抗
を
「
解
釈
」
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、

国
家
と
直
接
対
決
す
る
こ
と
を
避
け
、
遅
滞
、
猫
か
ぶ
り
、
知
ら
な
い
ふ
り
や
従
っ

て
い
る
ふ
り
、
サ
ボ
り
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
次
元
で
の
抵
抗
を
行
な
っ
て
い
る
。

農
民
の
抵
抗
の
「
解
釈
」
に
は
基
本
的
な
デ
ー
タ
の
収
集
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般
化
可
能
な
因
果
モ
デ
ル
の
構
築
こ
そ
意
図
し
て
い

な
い
が
、「
解
釈
」
な
く
し
て
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
社
会
変
動
を
十
分
に
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
表
面
的
な
変
動
が
起
き
る
ま
で
に
は
、
目
に
見
え
に
く
い
農
民
の

抵
抗
の
蓄
積
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ス
コ
ッ
ト
の
作
品
は

「
説
明
」
に
も
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
び
と
の
生
活
世
界
の
意
味
を
「
解
釈
」
す
る
こ
と
は
、
出
来

事
の
因
果
関
係
を
「
説
明
」
す
る
こ
と
と
切
り
分
け
ら
れ
な
い
。「
解
釈
」
は
、「
説

明
」
に
従
属
す
る
も
の
で
も
な
い
。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
人
び
と
や
制
度

に
関
す
る
解
釈
的
な
知
の
提
示
の
仕
事
に
対
す
る
再
評
価
に
行
き
着
く
。

　
　
　
「
問
題
志
向
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ

「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
に
戻
ろ
う
。
シ
ュ
ラ
ム
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
論
争
に
お
い
て
も
「
意
味
の
解
釈
」
の
仕
事
の
再
評
価
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
地
域
研
究
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地

域
研
究
の
重
要
な
貢
献
の
一
つ
が
、「
意
味
の
解
釈
」
の
仕
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
論

争
の
中
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
「
問
題
志
向
（problem

-driven

）」
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。「
問
題
志
向
」
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
般
化
可
能

で
普
遍
的
に
適
用
で
き
る
因
果
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
す
「
方
法
志
向
（m

ethod-

driven

）」
や
「
理
論
志
向
（theory-driven

）」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
照
さ
れ
て
い

る
。
イ
ア
ン
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
整
理
に
よ
れ
ば
、「
問
題
志
向
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

は
、
次
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
あ
る
現
象
を
説
明
す
る
の
に
、
現
存
す
る
試
み
は

何
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど
ん
な
欠
陥
が
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、
ど
ん
な
説

明
の
仕
方
が
あ
り
得
る
の
か
を
考
え
、
最
後
に
、
自
分
が
ど
ん
な
デ
ー
タ
を
使
い
、

い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
明
で
き
る
の
か
に
向
か
う
（Shapiro 2005 : 93

）。

こ
れ
は
、「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
の
中
で
、
方
法
論
的
多
元
主
義
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
関
わ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
象
に
対
し
て
、
合
理
的
選
択
論
の
よ
う

な
単
一
の
理
論
的
枠
組
み
で
説
明
を
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
現
象
に
忠
実
に

向
き
合
う
。
そ
こ
か
ら
異
な
る
理
論
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
そ
れ
で
不
十
分
な
理
解

し
か
で
き
な
け
れ
ば
理
論
を
修
正
し
た
り
し
て
理
解
の
枠
組
み
を
つ
く
り
出
し
て
い

く
。
そ
の
意
味
で
、
研
究
の
作
業
の
方
向
性
を
決
め
る
の
は
「
問
い
」
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ド
ラ
イ
ゼ
ク
は
、
二
〇
〇
五
年
に
出
さ
れ
た
論
争
に
関
す
る
論
文
集

に
お
い
て
、「
重
要
な
政
治
・
政
策
問
題
に
対
す
る
関
連
性
（relevance

）」
こ
そ
が

「
問
題
志
向
調
査
」
の
特
徴
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
「
問
題
志
向
調
査
」
に
適
す

る
方
法
が
、
地
域
研
究
で
あ
る
と
続
け
る
（D

ryzek 2005 : 512

）。
こ
こ
で
も
、
研

究
上
の
問
い
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
。
何
を
「
分
析
」
す
る
の
か
は
、
所
与
で
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
発
見
す
る
作
業
こ
そ
が
、
政
治
学
に
は
重
要

で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
問
い
に
対
す
る
答
え
を
い
か
に
し
て
説
得
的
に
示
せ
る
の

か
、
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
後
に
続
く
。
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注
記
し
て
お
く
べ
き
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
政
治
学
で
価
値
あ
る
問
い
と

は
、
学
会
の
人
び
と
だ
け
が
関
心
を
持
つ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
、
学
会
の
外
部
の
人
び
と
、
広
い
意
味
で
の
政
治
に
携
わ
る
人
び
と
が
何
ら

か
の
形
で
関
連
す
る
「
政
治
問
題
」
で
あ
る
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
政
治
学
の
中
で

地
域
研
究
が
評
価
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
方
法
志
向
」
や
「
理
論
志
向
」
の
ア
プ

ロ
ー
チ
よ
り
も
研
究
者
の
問
題
発
見
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。「
方
法
志
向
」
や
「
理

論
志
向
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
で
に
学
会
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
議
論
を
足
し
た

り
修
正
し
た
り
す
る
の
で
、
問
い
は
学
会
内
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
地
域
研
究
者
は
、「
政
治
」
に
関
わ
る
様
々
な
フ
ィ
ー
ル
ド
（
議
会
や
官

僚
制
の
よ
う
な
公
式
の
政
治
制
度
だ
け
で
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
家

族
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
な
市
民
社
会
組
織
も
含
む
）
に
足
を
運
び
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド

を
深
く
理
解
し
、
そ
こ
で
行
為
者
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
共
有
す
る
。
そ
の

中
で
、
自
ら
の
研
究
上
の
問
い
を
練
り
上
げ
、
そ
の
問
い
を
考
察
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
、
さ
ら
に
自
ら
の
仮
説
を
説
明
す
る
根
拠
を
提
示
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
研
究
者
が
対
象
と
関
わ
り
な
が
ら
解
釈
的
な
知
を
提
供
す
る
地
域
研
究

は
、
政
治
的
に
関
連
す
る
問
題
の
発
見
を
促
す
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
で
は
、
政
治
学
の
仕
事
を
「
因

果
の
説
明
」
に
還
元
す
る
傾
向
に
対
す
る
批
判
か
ら
、「
意
味
の
解
釈
」
を
実
践
す
る

学
と
し
て
の
地
域
研
究
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
消
極
的
な
形
で
言
え
ば
、

「
解
釈
」
と
「
説
明
」
は
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
前
者
は
後
者
に
従
属
す
る

も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
積
極
的
な
形
で
言
え
ば
、「
解
釈
」
を
す

る
作
業
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
政
治
的
行
為
者
に
囲
ま
れ
、
彼
ら
が
直
面
し
て
い
る
問
題

を
シ
ェ
ア
す
る
過
程
を
経
る
の
で
、
研
究
者
の
問
題
発
見
を
促
す
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
ま
で
地
域
研
究
と
い
う
形
で
一
般
化
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
解
釈
的
な
知
の

提
供
の
意
義
は
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
と
い
う
学
問
領
域
に
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。

地
域
研
究
は
文
字
通
り
、
特
定
の
地
域
を
基
盤
に
す
る
研
究
の
集
ま
り
な
の

で
、
そ
の
中
身
は
雑
多
で
あ
る
。「
因
果
の
説
明
」
に
従
事
す
る
地
域
研
究
者
も
そ

の
集
ま
り
に
含
ま
れ
て
い
る
。「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
で
「
問
題
志
向
」
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
模
索
さ
れ
る
中
、
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
意
味
の
解
釈
」

と
し
て
の
地
域
研
究
の
側
面
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

地
域
研
究
に
対
す
る
留
保

　

以
上
の
よ
う
に
、「
意
味
の
解
釈
」
の
学
と
し
て
の
地
域
研
究
の
役
割
を
再
評
価

し
つ
つ
、
二
点
の
留
保
を
つ
け
よ
う
。

一
つ
目
は
、
地
域
研
究
の
政
治
的
性
格
に
関
わ
る
。
こ
れ
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
で
指
摘
し
た
問
題
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
に
よ

れ
ば
、「
オ
リ
エ
ン
ト
」
の
研
究
は
、
ア
ラ
ブ
と
い
う
逸
脱
者
を
理
解
す
る
枠
組
み

を
構
築
し
た
い
と
い
う
、
西
洋
世
界
の
植
民
地
主
義
的
な
欲
望
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ

れ
が
制
度
と
し
て
の
学
問
分
野
を
構
成
し
、
人
び
と
が
参
照
す
る
知
の
構
造
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
。

ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
を
事
例
に
し
な
が
ら
、
地
域

研
究
の
政
治
性
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
日
本

近
代
史
研
究
は
、
政
策
担
当
者
の
政
治
的
な
欲
望
の
鏡
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
冷
戦

構
造
の
中
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
い
ず
れ
に
も
同
調
し
て
い
な
い
国
を
自
ら
の

陣
営
に
引
き
入
れ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
近
代
化
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
各
地
に
輸
出

し
た
。
そ
の
際
に
同
盟
国
で
あ
る
日
本
は
、
非
西
洋
で
あ
り
な
が
ら
近
代
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
遂
行
に
成
功
し
た
例
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
は
、
明
治
以
降

に
近
代
化
を
推
進
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
一
時
的
に
脱
線
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
、

「
自
由
」
で
「
民
主
的
な
社
会
」
の
ル
ー
ト
に
復
活
し
た
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る

（H
arootunian 1993=1992 : 71

）。
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
、
地
域
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研
究
が
生
み
出
す
知
が
、
植
民
地
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
受
け

て
形
成
さ
れ
た
と
言
う
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
論
争
」
の
中

で
の
地
域
研
究
に
対
す
る
再
評
価
は
、
無
条
件
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
知
の
性
格

を
め
ぐ
る
方
法
論
的
反
省
を
踏
ま
え
た
う
え
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、「
政
治
問
題
へ
の
関
連
性
」
に
関
わ
る
。
先
に
ド
ラ
イ
ゼ
ク
の
議
論

を
確
認
し
た
よ
う
に
、「
問
題
志
向
」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
い
か
な
る
問
い
を
提
示

す
る
か
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
政
治
的
行
為
者
の
直
面
す
る
政
治
問
題

を
提
示
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
政
治
問
題
」
は
、
あ

い
ま
い
さ
を
逃
れ
て
い
な
い
。
何
が
重
要
な
政
治
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う

に
対
象
と
問
い
の
重
要
性
を
説
得
で
き
る
の
か
。
こ
の
作
業
は
、
手
仕
事
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　

３　
「
六
八
年
運
動
」
を
研
究
す
る
こ
と
の
「
関
連
性
」

　
　
　

一
九
八
〇
年
代
の
「
全
共
闘
ブ
ー
ム
」

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
節
で
は
、
企
画
提
案
者
か
ら
提
示
さ
れ
た

二
つ
目
の
課
題
に
移
っ
て
い
く
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
六
八
年
運

動
」
に
は
い
か
な
る
意
味
で
「
政
治
問
題
へ
の
関
連
性
」
が
あ
る
の
か
。
い
か
な
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
「
六
八
年
運
動
」
を
論
じ
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
の
専
門
で
あ
る
日
本

の
ケ
ー
ス
を
対
象
に
し
て
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
を
考
察
す
る
。

日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
は
、
ど
う
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
言

及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
一
九
八
三
～
八
四
年
頃
の
「
全
共
闘
ブ
ー
ム
」
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
全
共
闘
の
関
連
書
が
出
版
さ
れ
、
雑
誌
で
も
特
集
が
組
ま
れ
、
全
共
闘

の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
が
人
気
を
博
し
た
。

当
時
大
学
生
で
『
優
し
い
サ
ヨ
ク
の
た
め
の
嬉
遊
曲
』
と
い
う
小
説
を
ヒ
ッ
ト

さ
せ
た
島
田
雅
彦
は
、
新
聞
の
取
材
の
中
で
、
左
翼
の
政
治
文
化
に
距
離
を
と
り
な

が
ら
、
し
か
し
全
共
闘
の
問
題
提
起
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
戦
後
と
い
う
の
は
、「
物
の
豊
か
さ
が
価
値
を
決
め
る
社
会
」
で
あ
る
。
全
共

闘
運
動
は
、「
反
安
保
」
の
よ
う
な
政
治
的
な
問
題
を
き
っ
か
け
に
し
て
、「
物
の

価
値
で
は
な
い
何
ら
か
の
精
神
性
」
を
求
め
た
。
島
田
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、

「
変
に
斜
に
構
え
」、「
ヘ
ラ
ヘ
ラ
笑
い
な
が
ら
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
抱
え
て
生
き
る
」

こ
と
が
「
一
つ
の
ポ
ー
ズ
」
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
再
び
「
物
の
時
代
」

に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
続
け
る
。

島
田
に
よ
れ
ば
、「
物
、
物
、
物
、
の
社
会
」
に
食
傷
気
味
の
大
学
生
が
、「
ひ

と
つ
の
比
ゆ
み
た
い
な
も
の
」
と
し
て
全
共
闘
に
興
味
を
持
つ
の
は
、
日
本
社
会
の

現
状
か
ら
し
て
当
然
だ
。
全
共
闘
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
精

神
性
へ
の
あ
こ
が
れ
」
で
あ
る（

2
（

。
こ
の
よ
う
な
彼
の
語
り
は
、「
物
」
に
還
元
さ
れ

な
い
「
精
神
性
」
の
重
視
を
全
共
闘
の
特
徴
と
し
、
全
共
闘
を
鏡
に
し
て
日
本
の
戦

後
社
会
を
批
判
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
き
ら
び
や
か
な
消
費
に
彩
ら
れ

た
バ
ブ
ル
時
代
に
、
日
本
の
戦
後
、
さ
ら
に
は
近
代
の
経
済
至
上
主
義
を
再
検
討
す

る
た
め
の
参
照
点
と
し
て
、「
六
八
年
運
動
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
ゼ
ロ
年
代
」
の
全
共
闘
批
判

「
物
の
豊
か
さ
が
価
値
を
決
め
る
社
会
」
を
批
判
す
る
の
に
全
共
闘
を
参
照
す

る
と
い
う
方
法
は
、「
六
八
年
運
動
」
を
語
る
際
の
一
つ
の
潮
流
を
形
成
し
て
い

た
。
し
か
し
、
二
一
世
紀
に
入
り
日
本
社
会
内
部
の
格
差
と
貧
困
が
問
題
に
さ
れ
て

い
く
中
で
、
こ
の
見
方
は
後
景
に
退
い
て
い
く
。

評
論
家
の
斎
藤
貴
男
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
、
全
共
闘
世
代
が
二
〇
歳

前
後
の
頃
、
日
本
社
会
に
は
反
骨
精
神
を
大
切
に
す
る
空
気
が
あ
っ
た
と
言
う
。
し

か
し
「
闘
志
を
燃
や
し
て
い
た
は
ず
の
先
輩
た
ち
」
が
、
浅
間
山
荘
事
件
な
ど
、
連
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貧
困
化
の
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
よ
り
実
証
的
に
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」

の
問
題
点
を
示
し
た
の
が
、
小
熊
英
二
『
一
九
六
八
』
で
あ
る
。
彼
は
、「
過
去
の

英
雄
譚
や
活
劇
物
語
」
と
し
て
回
顧
す
る
の
で
は
な
く
、「
一
九
六
八
年
」
を
「
社

会
科
学
的
」
に
「
検
証
」
し
、「
現
代
に
お
い
て
汲
み
と
れ
る
教
訓
」
を
引
き
出
す

こ
と
を
目
指
し
た
（
小
熊 

二
〇
〇
九
a
：
一
一
）。
小
熊
は
、
日
本
の
「
六
八
年

運
動
」
が
「
高
度
経
済
成
長
に
対
す
る
集
団
摩
擦
反
応
」（
小
熊 

二
〇
〇
九
b
：

七
七
七
）
で
あ
っ
た
と
し
て
、
特
に
学
生
運
動
を
中
心
と
す
る
各
運
動
の
分
厚
い
証

拠
を
示
し
な
が
ら
、
政
治
運
動
と
し
て
の
未
熟
さ
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
、
単
な
る
歴
史
上
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
社
会
運
動
の
指
針

に
関
わ
る
。
小
熊
に
よ
れ
ば
、「
六
八
年
運
動
」
は
、「
一
九
七
〇
年
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

を
つ
く
り
出
し
た
。
そ
れ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
差
別
、
戦
争
責
任
、
ア
ジ
ア
へ
の
経

済
進
出
、
天
皇
制
、
公
害
や
障
が
い
者
問
題
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
争
点
か
ら

構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
成
長
が
生
み
出
し
た
物
質
的
に
豊
か
な
社

会
を
前
提
に
構
成
さ
れ
た
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
転
機
が
訪
れ
て
い
て
、「
一
九
七
〇

年
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
枠
組
み
が
現
状
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、

彼
の
議
論
の
主
旨
で
あ
る
（
小
熊 

二
〇
〇
九
b: 

八
三
九-

八
四
九
）。
以
上
の
よ

う
に
、「
ゼ
ロ
年
代
」
の
日
本
社
会
の
構
造
的
変
化
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
六
八
年
運

動
」
を
異
な
る
形
で
論
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
三
・
一
一
」
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
引
き
続
く
福
島

第
一
原
発
事
故
は
、「
六
八
年
運
動
」
に
関
す
る
「
ゼ
ロ
年
代
」
的
な
問
題
群
に
さ

ら
な
る
論
点
を
付
け
加
え
た
。
そ
の
論
点
の
一
つ
が
、「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
原
発
事
故
が
照
ら
し
出
し
て
し
ま
っ
た
日
本
社
会
の
問
題
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。

合
赤
軍
関
係
の
事
件
を
契
機
に
、「
世
間
か
ら
全
否
定
」
さ
れ
、「
挫
折
」
し
て
、
最

後
に
は
「
転
向
」
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
「
革
命
戦
士
」
は
、
大
企
業
に
何
事
も

な
か
っ
た
よ
う
に
就
職
し
て
い
っ
た
（
斎
藤 

二
〇
〇
六
：
一
二
二-

二
三
）。

斎
藤
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
の
時
代
に
、
保
険
業
界
は
、

本
業
と
関
係
の
な
い
投
機
に
手
を
出
し
、
従
来
の
収
益
以
外
の
部
門
で
暴
利
を
む
さ

ぼ
っ
た
。
こ
の
「
い
ん
ち
き
な
商
売
」
に
は
、
当
時
、
四
〇
歳
前
後
で
、「
中
堅
か

ら
ベ
テ
ラ
ン
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
団
塊
世
代
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
（
斎
藤 

二
〇
〇
六
：
一
二
四
）。
斎
藤
は
、
バ
ブ
ル
で
小
金
持
ち
に
な
っ
た
団
塊
世
代
が
、

「
自
身
の
利
益
を
守
る
た
め
に
羞
恥
心
も
な
く
保
守
化
し
、
後
の
世
代
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
す
ら
も
厭
わ
な
く
な
」
っ
た
と
続
け
る
。
政
府
は
一
九
九
〇
年
代
、
新
自
由

主
義
の
方
向
に
か
じ
を
切
り
、「
す
べ
て
を
市
場
原
理
に
委
ね
、
所
得
の
再
分
配
機

能
を
放
棄
し
か
ね
な
い
勢
い
」
で
構
造
改
革
を
進
め
た
。
こ
の
新
自
由
主
義
が
定
着

し
た
の
も
、
今
、
世
の
中
が
「
い
び
つ
な
ま
で
に
右
傾
化
し
た
」
の
も
、「
団
塊
世

代
の
無
責
任
な
保
守
化
」
が
原
因
で
あ
る
（
斎
藤 

二
〇
〇
六
：
一
二
四
）。

以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
う
え
で
、
斎
藤
は
、
団
塊
世
代
の
「
転
向
」
を
な
ぞ
っ

て
み
る
と
、
彼
ら
が
本
当
に
世
の
中
に
革
命
を
起
こ
す
気
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

安
保
も
バ
ブ
ル
も
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
消
費
」
し
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
言
う
（
斎
藤 

二
〇
〇
六
：
一
二
五
）。
バ
ブ
ル
や
新
自
由
主
義
の
原
因
を
全
共

闘
世
代
に
帰
す
る
に
は
、
も
う
少
し
丁
寧
な
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
斎
藤
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
彼
の
議
論
が
全
共
闘
に
関
す

る
語
り
の
変
化
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
全
共
闘
に
対
す
る
批

判
的
な
見
方
は
、
一
つ
の
潮
流
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
見
方
が
新
自
由
主
義

批
判
と
結
び
つ
く
中
で
、
よ
り
広
い
支
持
を
獲
得
す
る
言
説
と
し
て
再
編
さ
れ
た
。

背
景
と
し
て
は
、
近
年
の
日
本
社
会
の
変
化
を
指
摘
で
き
る
。
斎
藤
が
言
う
新
自
由

主
義
的
な
構
造
改
革
の
結
果
、
日
本
国
内
の
貧
困
問
題
が
深
刻
化
し
た
の
だ
。
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じ
た
。
最
後
に
、
企
画
提
案
者
か
ら
出
さ
れ
た
課
題
に
即
し
つ
つ
、「
六
八
年
運
動
」

を
考
察
す
る
う
え
で
の
比
較
史
の
重
要
性
に
関
す
る
議
論
に
移
ろ
う
。

こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ロ
ス
の
著
作
で
あ
る
。
彼
女

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
六
八
年
五
月
の
「
革
命
」
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、「
革
命
」

と
い
う
出
来
事
の
後
に
「
政
治
的
主
体
性
」
と
「
社
会
集
団
」
と
の
切
り
離
し
が
行

な
わ
れ
た
と
言
う
（R

oss 2002=2014 : 12

）。
出
来
事
の
主
た
る
担
い
手
に
な
っ
た

学
生
や
青
年
と
い
っ
た
社
会
集
団
は
、
出
来
事
の
後
に
そ
れ
を
語
る
過
程
か
ら
切
り

離
さ
れ
、
出
来
事
に
関
す
る
記
憶
と
忘
却
が
彼
ら
と
は
関
係
な
く
進
ん
で
い
っ
た
。

ロ
ス
の
議
論
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
、「
六
八
年
運
動
」
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
別
物
と
し
て
論

じ
る
必
要
が
あ
る
。
出
来
事
に
関
す
る
語
り
は
、
当
事
者
の
意
図
と
は
別
に
構
築
さ

れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
の
「
六
八
年
運
動
」
の
研
究
で
は
、「
一
九
六
八
」
と
い

う
象
徴
的
な
符
号
に
主
た
る
関
心
が
集
ま
っ
て
き
た
。
し
か
し
一
九
六
八
年
の
祝
祭

的
な
出
来
事
の
後
に
何
が
起
き
た
の
か
に
関
す
る
歴
史
を
描
く
こ
と
な
く
し
て
、
十

分
な
理
解
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

「
祭
り
の
後
の
比
較
史
」
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
リ
ッ
ク
・
ボ
ル

タ
ン
ス
キ
ー
と
エ
ヴ
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
『
資
本
主
義
の
新
た
な
精
神
』
と
い
う
著
作
で

あ
る
（B

oltanski and Shapiro 1999=2013

）。
二
人
は
、
一
九
九
〇
年
代
フ
ラ
ン

ス
の
経
営
者
言
説
の
分
析
を
し
て
、
資
本
主
義
を
支
え
る
精
神
が
い
か
に
刷
新
さ
れ

た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
自
律
性
、
創
造
性
、
柔
軟
性
と
い
っ
た
「
資
本
主
義
の
新

し
い
精
神
」
は
、「
六
八
年
運
動
」
が
提
起
し
、
そ
の
後
、
政
治
家
、
官
僚
、
経
営

者
、
専
門
家
の
議
論
の
中
で
、
批
判
的
な
意
味
を
抜
き
取
ら
れ
、
経
営
者
の
言
葉
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
。

ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
と
シ
ャ
ピ
ロ
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
他
の
国
の
展
開
を
参

照
し
つ
つ
、
祭
り
の
後
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
、「
六
八
年
運
動
」
を
論

日
本
の
原
発
は
、
資
源
に
乏
し
く
、
有
力
な
産
業
も
な
く
、
交
通
の
不
便
な
小

さ
な
村
や
町
に
建
設
さ
れ
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
部
分
が
、
大
都

市
に
送
ら
れ
て
い
た
。
今
も
な
お
故
郷
に
帰
れ
な
か
っ
た
り
、
被
ば
く
し
続
け
た
り

し
て
い
る
の
は
、
福
島
の
小
さ
な
村
や
町
の
人
び
と
で
あ
る
。
原
発
事
故
後
、
多
く

の
人
び
と
が
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
量
消

費
型
の
生
活
を
見
直
し
、
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
動
き
を
生
み
出
し
、

広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

日
本
の
市
民
社
会
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
変
革
の

思
想
が
最
初
に
広
く
共
有
さ
れ
た
の
は
、「
六
八
年
運
動
」
の
後
に
お
い
て
で
あ

る
。
し
か
し
、「
三
・
一
一
」
を
経
験
し
た
今
、
こ
の
生
き
方
を
変
え
る
運
動
が
、
い

っ
た
い
何
を
変
え
た
の
か
、
原
発
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
の
政
治
や
社
会
の
あ

り
方
に
、
ど
れ
だ
け
の
楔
を
打
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
の

を
禁
じ
得
な
い
。

こ
う
し
て
、
今
、
日
本
の
「
一
九
六
八
年
」
の
く
ぐ
り
方
と
い
う
問
題
に
注
目

が
集
ま
っ
て
い
る
。「
六
八
年
運
動
」
が
残
し
た
も
の
を
広
い
視
野
か
ら
考
え
る
際

に
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
「
六
八
年
運
動
」
を
位
置

づ
け
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。「
原
子
力
ム
ラ
」
を
規
制
で
き
な
か
っ
た
社
会

運
動
の
効
果
の
「
弱
さ
」
は
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
。
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」

は
、
こ
の
「
弱
さ
」
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
以
上
の
よ
う
な
問
い
が

「
六
八
年
運
動
」
の
「
政
治
問
題
へ
の
関
連
性
」
を
強
く
し
て
い
る
。

　
　
　

４　

祭
り
の
後
の
比
較
史

　
　
　
「
祭
り
」
か
ら
「
祭
り
の
後
」
へ

前
節
で
は
、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
を
研
究
す
る
こ
と
の
今
日
的
意
義
を
論
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る
。「
規
律
化
」
へ
の
抵
抗
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
傾
向
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
現
れ
方
は
各
国
で
異
な
っ
て
い
る
。
外
国
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
の
は
、

日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
の
生
真
面
目
な
文
化
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ア
プ
タ
ー
は
、
日
本
の
運
動
の
「
と
て
つ
も
な
い
真
摯
さ
」
を
指
摘
し
て
い

る
。
外
国
の
同
様
の
運
動
で
は
あ
る
は
ず
の
ド
ラ
ッ
グ
使
用
や
音
楽
な
ど
の
活
動
が

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
活
動
に
対
し
て
驚
く
ほ
ど
の
誠
実
さ
を
持
っ
て
取
り
組
む
一

方
、
快
楽
の
要
素
が
不
在
で
あ
る
（A

pter 1984

）。

他
の
工
業
社
会
と
同
じ
く
、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
に
お
い
て
も
、
非
暴
力

直
接
行
動
が
人
気
の
抗
議
レ
パ
ー
ト
リ
ー
だ
っ
た
。
普
段
は
車
が
通
る
は
ず
の
道
路

を
占
拠
し
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
、
ゲ
バ
棒
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
こ
を
自
由
に

駆
け
回
る
よ
う
な
行
動
は
、
運
動
の
解
放
的
性
格
を
担
保
し
て
い
た
。
し
か
し
警

察
は
、
一
九
六
八
～
七
一
年
の
間
に
警
察
官
の
人
数
を
増
や
し
、
逮
捕
し
た
り
起
訴

し
た
り
し
て
運
動
を
力
づ
く
で
統
制
し
た
。
警
察
の
厳
し
い
介
入
の
中
で
、
直
接
行

動
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
か
ら
自
分
を
解
き
放
つ
喜

び
が
失
わ
れ
る
一
因
と
な
る
（
安
藤 

二
〇
一
三
：
二
章
）。
こ
う
し
て
日
本
の
「
反

規
律
政
治
」
は
、
解
放
的
な
性
格
を
欠
い
た
、
生
真
面
目
な
文
化
の
中
で
展
開
さ
れ

た
。
運
動
か
ら
快
楽
的
な
側
面
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
特
に
青
年
の
動
員
を
難
し
く

す
る
と
い
う
副
産
物
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　

ポ
リ
シ
ン
グ

二
つ
目
は
、
ポ
リ
シ
ン
グ
、
す
な
わ
ち
、
警
察
に
よ
る
運
動
の
取
り
締
ま
り
で

あ
る
（
安
藤 

二
〇
一
三
：
三
章
）。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
、

日
本
の
警
察
は
、「
六
八
年
運
動
」
を
力
づ
く
で
統
制
し
た
。
し
か
し
、
強
引
な
取

り
締
ま
り
に
対
し
て
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
反
発
も
強
く
、
警
察
は
必
ず
し
も
国
民
的

な
支
持
を
獲
得
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
反
省
の
も
と
、
一
九
七
二
年

じ
る
う
え
で
の
課
題
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
出
来
事
や
思
想
の
当
初
秘
め
て
い

た
批
判
的
な
可
能
性
が
、
そ
の
後
、
ど
こ
に
向
か
い
、
い
か
に
し
て
統
治
さ
れ
て
い

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
拙
著
（
安
藤 

二
〇
一
三
）
を
も
と
に
、「
祭
り
の

後
」、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
の
遺
産
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
、
三
つ
の
論
点
を
示
そ
う
。

　
　
　
「
反
規
律
政
治
」

一
つ
目
は
、「
反
規
律
政
治
」
で
あ
る
。「
六
八
年
運
動
」
を
生
み
出
し
た
社
会

経
済
的
な
背
景
を
考
え
る
と
、
ピ
ー
タ
ー
・
ワ
グ
ナ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
規
律

化
」
を
指
摘
で
き
る
（W

agner 1994

）。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
大
量
生
産
方
式
が
工

場
や
職
場
に
広
く
導
入
さ
れ
る
中
、
労
働
者
の
行
動
の
自
由
を
縛
る
規
則
が
つ
く
ら

れ
、
彼
ら
は
仕
事
の
仕
方
や
時
間
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
他
方
で

管
理
者
は
、
経
営
の
見
通
し
を
た
て
易
く
な
り
、
生
産
が
効
率
的
に
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
秩
序
、
効
率
性
、
安
定
性
、
予
測
可
能
性
の
高
ま
り
と
い
う
意
味

の
「
規
律
化
」
は
、
職
場
だ
け
で
な
く
、
消
費
、
政
治
制
度
、
福
祉
制
度
に
ま
で
及

び
、
人
び
と
の
生
活
全
般
を
規
定
し
て
い
く
。

社
会
経
済
的
な
次
元
で
の
「
規
律
化
」
の
進
展
に
対
し
て
、
人
び
と
の
日
常
生

活
の
次
元
で
の
抗
議
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
、
暮
ら
し
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
中

に
表
現
さ
れ
る
。
ジ
ュ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
や
対
抗
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
こ
の
動
き
を
「
反
規
律
政
治
（anti-

disciplinary politics

）」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
序
列
、
計
画
、
指
導
、
官
僚
組
織

と
い
っ
た
「
規
律
化
」
に
よ
る
拘
束
の
拒
否
を
指
す
（Stephens 1998

）。

こ
の
「
反
規
律
政
治
」
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
が
、「
六
八
年
運
動
」
で
あ
る
。

「
規
律
化
」
は
工
業
社
会
の
副
産
物
で
あ
り
、「
反
規
律
政
治
」
は
工
業
社
会
と
ポ
ス

ト
工
業
社
会
の
転
換
点
に
お
い
て
世
界
同
時
的
に
現
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
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運
動
の
暴
力
か
ら
市
民
を
防
衛
す
る
守
護
者
と
い
う
警
察
の
表
象
が
つ
く
り
出
さ
れ

た
。警

察
と
の
表
象
を
め
ぐ
る
争
い
で
後
手
を
踏
ん
だ
こ
と
は
、
日
本
の
「
六
八
年

運
動
」
の
言
説
に
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
。
運
動
へ
の
大
衆
的
な
支
持
が
失
わ
れ
る

中
で
、
自
己
の
生
き
方
や
暮
ら
し
方
の
変
革
の
先
に
あ
っ
た
政
治
の
変
革
の
展
望
が

消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
一
時
期
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ

ィ
ス
ト
の
言
説
上
で
は
こ
の
二
つ
の
変
革
に
ゆ
る
や
か
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
し

か
し
運
動
の
動
員
が
衰
え
る
中
で
、
政
治
変
革
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く

な
り
、
自
己
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
変
革
に
傾
斜
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
、「
政
治
変

革
な
き
自
己
変
革
」
と
い
う
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
の
言
説
的
な
性
格
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」

三
つ
目
は
、「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
新
し
い
政
治
）」
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
北
米
の
工
業
社
会
の
事
例
研
究
に
よ
れ
ば
、「
六
八
年
運
動
」
は
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
反
原
発
と
い
っ
た
「
新
し
い
社
会
運
動
」
に

転
換
し
、
官
僚
制
と
政
党
へ
の
影
響
力
を
強
め
、
そ
の
価
値
や
議
題
を
政
治
制
度
内

に
反
映
さ
せ
て
い
く
。
ド
イ
ツ
現
代
史
の
研
究
成
果
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
だ
が

（
西
田 

二
〇
〇
九 ; 

小
野 

二
〇
一
四
）、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
「
六
八
年
運

動
」
か
ら
「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
へ
の
転
回
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の

「
六
八
年
運
動
」
の
特
徴
は
、
こ
の
転
回
の
不
在
で
あ
り
、
こ
の
不
在
が
「
新
し
い

社
会
運
動
」
の
政
治
制
度
へ
の
影
響
を
限
定
さ
れ
た
も
の
に
し
た
。

日
本
で
「
六
八
年
運
動
」
の
制
度
化
が
狭
く
限
定
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
要

因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
運
動
の
言
説
の
性
格
で
あ

る
。
一
九
七
〇
年
代
、「
政
治
変
革
な
き
自
己
変
革
」
の
思
想
が
広
が
る
中
、
自
分

六
月
に
、
警
察
庁
と
内
閣
が
中
心
に
な
っ
て
、『
七
〇
年
代
の
警
察

―
激
動
と
変

化
へ
の
対
応
』
と
い
う
報
告
書
を
出
し
、
一
九
七
〇
年
代
の
ポ
リ
シ
ン
グ
の
方
向
性

を
打
ち
出
し
た
。

七
〇
年
代
の
ポ
リ
シ
ン
グ
に
は
、
二
つ
の
方
針
が
含
ま
れ
て
い
た
。
第
一
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
対
策
で
あ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
路
上
で
し
ば
し
ば
機

動
隊
と
衝
突
し
た
が
、
両
者
の
衝
突
に
よ
る
被
害
か
ら
自
分
た
ち
を
守
る
た
め
に
自

警
団
を
組
織
す
る
地
域
グ
ル
ー
プ
が
出
現
し
た
。
地
域
か
ら
出
て
き
た
ニ
ュ
ー
レ
フ

ト
運
動
へ
の
不
満
を
利
用
し
な
が
ら
、
警
察
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ぐ
る
み
で
運
動
を

監
視
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
く
。
ま
ず
、
一
九
六
〇
年
代
に
犯
罪
の
広
域
化
、
都

市
化
の
対
策
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
派
出
所
と
駐
在
所
の
統
廃
合
政
策
が
見
直
さ

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
域
の
交
番
で
働
く
警
察
官
で
あ
る
「
外
勤
警
察
」
の
存
在

に
光
が
あ
て
ら
れ
た
。
外
勤
警
官
が
地
域
の
家
庭
や
事
業
所
を
訪
問
す
る
巡
回
連
絡

に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
提
携
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
活
動
と
い
う
位

置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
外
勤
警
官
を
中
心
に
地
域
社
会
の
協
力

を
求
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ぐ
る
み
で
運
動
を
包
囲
す
る
戦
略
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

る
。第

二
に
、
メ
デ
ィ
ア
対
策
で
あ
る
。
警
官
が
デ
モ
行
進
を
取
材
中
の
新
聞
記
者

に
暴
行
を
ふ
る
う
な
ど
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
警
察
は
、
メ
デ
ィ
ア
対
策
に
さ
し

た
る
関
心
を
寄
せ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
自
ら
が
メ
デ
ィ

ア
上
で
い
か
に
報
道
さ
れ
る
か
に
も
気
を
配
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
警
察
は
、

記
者
ク
ラ
ブ
に
対
し
て
犯
罪
事
件
の
詳
細
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
熱
心
に
な
っ

た
。
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
に
友
好
的
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
た
警
察
の
努
力
は
、
一
定

の
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
く
。
対
決
的
な
直
接
行
動
を
と
る
グ
ル
ー
プ
に
「
過
激

派
」
と
い
う
呼
称
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
メ
デ
ィ

ア
上
で
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
は
自
分
勝
手
で
暴
力
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、
他
方
で
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お
わ
り
に

本
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
提
案
者
の
趣
旨
説
明
に
即
し
、
ド
イ
ツ
史
学
や

「
六
八
年
運
動
」
を
め
ぐ
る
三
つ
の
問
い
に
応
答
を
試
み
た
。
一
つ
目
は
、
日
本
で

ド
イ
ツ
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
史
を
外
国
の
地
域
研
究
に
置

き
換
え
て
議
論
を
進
め
た
。
特
に
注
目
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
ペ
レ
ス
ト
ロ

イ
カ
論
争
で
あ
り
、
社
会
科
学
の
自
然
科
学
化
を
批
判
す
る
中
で
、「
意
味
の
解
釈
」

を
行
な
う
学
と
し
て
の
地
域
研
究
の
側
面
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
本
稿
は
ド
イ
ツ
研
究
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
外
国
の
人
び
と
や
制

度
に
関
す
る
解
釈
的
な
知
を
提
示
す
る
地
域
研
究
の
意
義
は
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究

に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

二
つ
目
は
、「
六
八
年
運
動
」
の
今
日
的
意
義
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、「
六
八

年
運
動
」
の
研
究
は
、
戦
後
や
近
代
の
あ
り
方
を
反
省
的
に
捉
え
る
た
め
の
鏡
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
最
近
で
は
、
社
会
の
構
造
的
な
変
化
を
背
景
に
、
日

本
の
「
六
八
年
運
動
」
の
く
ぐ
り
方
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
出
て
き
て
い

る
。
こ
の
必
要
性
は
、「
三
・
一
一
」
以
後
、
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。

三
つ
目
は
、
比
較
史
の
見
地
の
有
効
性
で
あ
る
。
二
つ
目
で
確
認
し
た
問
題
を

踏
ま
え
て
、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
の
特
徴
を
述
べ
た
。「
反
規
律
政
治
」、
ポ
リ

シ
ン
グ
、「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
、
い
か

に
し
て
運
動
の
遺
産
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
概
括
し
た
。
と
り
わ
け
比
較
史
と
い
う

観
点
か
ら
は
、「
一
九
六
八
」
と
い
う
象
徴
的
な
符
号
に
と
ら
わ
れ
ず
、
祝
祭
的
な

出
来
事
の
後
、
運
動
の
思
想
が
い
か
に
統
治
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
歴
史
を
描

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
六
八
年
運
動
」
の
対
象
を
ド
イ
ツ
や
日
本

の
よ
う
な
当
時
の
工
業
社
会
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
広
げ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
の
練
り
上
げ
も
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
ち
の
価
値
や
議
題
を
政
治
制
度
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
無
関
心
、

時
に
は
敵
対
的
な
態
度
が
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
間
に
広
が
っ
て
い
く
（
安
藤 

二
〇
一
三
：
四
～
五
章
）。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
問
い
直
し
を
政
治
的
に
表
現
し
て

く
れ
る
勢
力
が
い
な
い
と
い
う
苛
立
ち
を
多
く
の
人
び
と
が
抱
え
、
政
治
不
信
や
無

関
心
が
広
が
る
土
壌
を
用
意
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
変
革
と
政
治
の
変
革
と

の
間
に
深
い
溝
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
が
、
日
本
の
「
六
八
年
運
動
」
が
残
し
た
遺

産
の
特
徴
で
あ
る
。

「
六
八
年
運
動
」
か
ら
「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
へ
の
転
回
と
い
う
観
点

か
ら
日
本
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
、
日
本
研
究
の
枠
を
超
え
た
い
か
な
る

「
関
連
性
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
八
年
に
制
作
さ
れ
、
日
本
語
字
幕
で
の

上
映
も
さ
れ
た
『
自
由
と
壁
と
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
』（
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
リ
ー
ム
・
サ
ッ

ロ
ー
ム
監
督
）
と
い
う
映
画
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
通
じ
て
イ
ス
ラ

エ
ル
支
配
に
抵
抗
す
る
若
者
を
描
い
て
い
る
。
ア
セ
フ
・
バ
ヤ
ッ
ト
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
文
化
運
動
は
、
今
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
広
が
っ
て
い
る
。

彼
が
「
非
運
動
」
と
呼
ぶ
、
髪
形
、
ジ
ー
ン
ズ
、
遊
び
場
、
食
べ
物
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
を
通
し
て
伝
統
的
な
ア
ラ
ブ
世
界
の
規
範
を
破
る
こ
と
で
、
青
年
た
ち
は
、
権
威

や
エ
リ
ー
ト
を
否
定
す
る
実
践
を
行
な
っ
て
い
る
（B

ayat 2010

）。

こ
の
ア
ラ
ブ
版
の
「
反
規
律
政
治
」
は
、「
ニ
ュ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
的
転
回

を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
場
合
、
生
き
方
や
暮
ら
し
方
を
変
え
る
運
動
と

政
治
制
度
と
の
間
に
は
深
い
溝
が
あ
り
、
こ
の
溝
は
、
市
民
社
会
が
制
度
政
治
に
効

果
的
な
影
響
を
与
え
る
の
を
妨
げ
た
。
ド
イ
ツ
や
他
の
欧
米
の
事
例
を
参
照
し
な
が

ら
日
本
の
「
祭
り
の
後
」
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ

た
知
見
を
も
っ
て
非
欧
米
世
界
の
社
会
運
動
を
見
る
と
い
う
の
は
、「
六
八
年
運
動
」

研
究
の
さ
ら
な
る
研
究
領
域
と
し
て
展
開
が
期
待
で
き
よ
う
。
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注
（
1
） 

日
本
研
究
の
文
脈
で
は
、「
六
八
年
運
動
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と
は
ま

れ
で
あ
る
。
私
も
こ
れ
ま
で
海
外
の
研
究
動
向
を
意
識
し
な
が
ら
、「
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
て
き
た
。
し
か
し
今
回
は
、
企
画
者
の
問
題

意
識
に
即
し
、
ド
イ
ツ
史
と
の
比
較
を
意
識
し
な
が
ら
「
六
八
年
運
動
」
と
い
う

呼
び
方
を
使
っ
て
い
る
。

（
2
） 

「
な
ぜ
い
ま
全
共
闘
な
の
か
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
三
年
一
〇
月
二
六
日
、
一
四

面
。

（
あ
ん
ど
う　

た
け
ま
さ
・
武
蔵
大
学
准
教
授
）




