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土
屋
健
治
・
白
石
陸
編

『
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
と
文
化
』
(
国
際
関
係
論
の

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

3
)

北

淳

原

本
書
は
、
一

九
六

0
年
代

・
七

0
年
代
に
東
京
大
開
学
教
養
製
部
教
養
曲
学
科
園

際
関
係
論
分
科
、
同
大
皐
院
園
際
関
係
論
課
程
に
お
い
て
、
衛
藤
滋
吉
氏
の
指

導
を
受
け
た
研
究
者
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
編
集
し
た
『
園
際
関
係
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
』
叢
奮
の
第
三
分
加
に
あ
た
る
。
同
叢
書
は
四
年
前
か
ら
計
重
さ
れ
た

そ
う
で
あ
り
、
八
四
年
三
月
の
衛
藤
滋
吉
教
授
の
退
官
記
念
に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ

く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
衛
藤
門
下
の
う
ち
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
志
す
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
本
書
に
寄
稿
し
た
人
々

の
う
ち
岡
部
達
味
、
卒
川
祐
弘
雨
氏
を
除

く
、
ほ
ぼ
三

O
代
の
若
き
世
代
の
人
々
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
よ
う
な
若
い
世

代
の
人
々
が
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
中
堅
ど
こ
ろ
を
占
め
て
い
る
所
に
、
わ
が
園

の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
歴
史
の
若
さ
ー
ー
も
ち
ろ
ん
戦
前
・
戦
中
か
ら
名
を
成

し
て
き
た
何
人
か
の
大
家

・
碩
皐
が
お
ら
れ
る
が
|

|
と
、
若
手
研
究
者
の
才

能
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
ら
の
在
象
時
代
は
外
は
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
、
内
は
大
事
紛
争
と
い
う
大
紋
況
に
と
り
固
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
東
南
ア
ジ
ア
研
究
を
士
山
す
研
究
者
群
が
生
じ
た
こ
と
は

決
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

「
知
識
社
曾
翠
」
的
考

察
は
書
評
の
範
囲
を
こ
え
て
し
ま
う
の
で
こ
れ
で
と
ど
め
て
お
こ
う
。

お
よ
そ
書
評
の
形
式
に
は
い
く
つ
も
の
タ
イ
プ
が
あ
り
う
る
。
拙
許
は
次
の

特
徴

・
限
界
を
も
つ
こ
と
を
申
し
の
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
一
は
、
自
ら
の
関
心

に
従
い
や
む
に
や
ま
れ
ず
筆
を
と
っ
た
と
い
う
動
機
に
乏
し
い
こ
と
。
第
二

は
、
専
門
家
の
書
評
で
は
な
く
素
人
の
、

一
般
請
者
と
し
て
の
書
評
で
あ
る
こ

と
。
第
三
は
、
本
書
の
筆
者
諸
氏
の
濁
立
の
他
の
著
作
を
ほ
と
ん
ど
奔
見
し
て

な
い

こ
と
。
第
四
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
植
民
地
支
配
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め

ぐ
る
研
究
朕
況
に
ほ
と
ん
ど
無
知
な
こ
と
。
第
五
は
、
「
政
治
と
文
化
」
と
い

う
領
域
は
評
者
の
も
っ
と
も
苦
手
と
す
る
領
域
で
あ
る
こ
と
。
以
下
要
す
る

に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
若
干
の
関
心
を
も
っ

一
般
調
者
が
、
室
回
庖
で
た
ま
た
ま
目

に
と
ま
っ
た
本
書
を
通
謝
し
て
感
じ
た
讃
後
感
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の

「書
評
」

に
す
ぎ
な
い
。

本
叢
書
の
ね
ら
い
は
「
日
本
と
ア
ジ
ア
の
園
際
関
係
の
理
解
に
基
礎
と
な
る

理
論
的
、
歴
史
的
な
親
黙
と
新
し
い
分
析
方
法
を
示
す
こ
と
」
(
i
頁
)
に
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
全
四
加
か
ら
な
る
同
叢
品
背
中
第
三
品川自
に
あ
た
る
本
書
は
、

個
別
濁
立
論
文
の
集
成
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
女
の
よ
う
に
ゆ
る
や
か
に
く
く
る

こ
と
の
で
き
る
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
。

「
そ
れ
は
、
西
欧
と
ア

ジ
ア
及
び
日
本
と
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
園
際
的
な

権
力
拡
況
の
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
表
出
の
様
相
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
権

力
朕
況
が
も
た
ら
し
た
袋
化
と
袋
容
を
東
南
ア
ジ
ア
そ
れ
自
陸
が
(
政
府
で
あ

れ
個
人
で
あ
れ
〉
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ま
た
そ
れ
に
関
興
し
て
い
た
の
か
と
い

う
局
面
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
東
南
ア
ジ
ア
は
、
〈
ア
ジ
ア
〉
と

〈
西
欧
〉
、
〈
俸
統
〉
と
〈
近
代
〉
、
〈
周
溢
〉
と
〈
中
心
〉
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ

の
牧
倣
の
極
熱
を
異
に
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
重
な
り
合
う
状
況
に
お
い

て
捉
え
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ら
れ
る
一
方
、
こ
の
い
わ
ば
切
り
さ
か
れ
た
状
況
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
自
鐙

の
主
鐙
的
鐙
震
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
h
m

頁)。

正
直
言

っ
て
こ
の
表
現
は
一
般
讃
者
に
は
抽
象
的
で
あ
り
す
ぎ
る
。

「
園
際

的
権
力
紋
況
」
と
「
主
鐙
的
管
盛
岡
」
と
い
う
表
現
が
、
園
際
関
係
論
の
常
識
で

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
歴
史
的
事
寅
(
概
念
化
さ
れ
た
事
質
〉

で
は
、
植
民
地
支
配
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ふ
つ
う
い
わ
れ
て
い
る
現
象
で
あ

る
。
一
般
讃
者
と
し
て
は
、
本
書
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
支
配
、
日

本
軍
政
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
図
家
形
成
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
だ
と
ま
と

め
て
も
ら
う
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
事
質
、
こ
の
ま
と
め
に
先
行
す
る
個
別
論

文
紹
介
の
部
分
の
「
ま
え
が
き
」
で
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
「
植
民
地
支
配

下
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
一
向
さ
し
っ
か
え
な

い
は
ず
で
あ
る
。

あ
る
い
は
古
田
元
夫
氏
の
第
一
論
文
、
卒
川
祐
弘
氏
の
第
七

論
文
等
が
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
か
ら
多
少
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
考
慮
か

ら
、
上
記
の
抽
象
的
表
現
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
植
民
地
支
配
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
単
純
な
善
悪
、
プ

ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
と
い
っ
た
基
準
で
お
し
は
か
れ
な
い
こ
と
は
本
書
の
個
別
論

文
の
寅
詮
例
が
示
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
ベ

ト
ナ
ム
の
民
族
一
意
識
は
封
北
方
H

中
園
と
の
封
抗
関
係
で
は
明
確
で
あ
っ
た
も
の
の
、
刑
判
西
方
H
ラ
オ
ス
・
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
封
し
て
不
明
確
と
な
り
、
西
方
に
射
し
て
園
民
園
家
的
認
識
を
も
っ

共
産
主
義
者
で
さ
え
、
掌
初
は
こ
れ
を
自
園
防
衛
の
戦
略
的
一
意
義
か
ら
と
ら
え

た
に
す
ぎ
な
い
(
古
田
論
文
)
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
威
を
包
含
す
る
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
の
ナ
シ
一
コ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

一
方
で
の
宮
廷
詩
人
の
博
承
詩
に
象
徴
さ
れ
る

人
民
レ
ベ
ル
の
文
化
と
、
他
方
で
の
こ
れ
と
相
克
し
な
が
ら
確
立
し
た
、
オ
ラ

ン
ダ
語
で
表
現
さ
れ
る
「
ジ
ャ
ワ
皐
」
に
象
徴
さ
れ
る
知
識
人
レ
ベ
ル
の
文
化

と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
(
土
産
論
文
〉
、
日
本
軍
政
下
で
の
地
方
行
政
は
、
彼

ら
が
オ
ラ
ン
ダ
支
配
下
で
保
持
し
て
き
た
俸
統
的
特
権
、
権
威
、
身
分
を
ゆ
る

が
し
、
す
で
に
濁
立
革
命
前
に
彼
ら
の
階
層
的
繁
質
を
も
た
ら
し
て
い
た
(
倉

浮
論
文
)
、
等
々
の
事
賀
が
そ
れ
で
あ
る
。
植
民
地
支
配
や
軍
政
は
、
あ
る
局

面
に
お
い
て
は
、
政
治
的
、

経
済
的
の
み
な
ら
ず
文
化
的
に
も
園
民
的
統
合
に

貢
献
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
逆
設
的
に
で
は
あ
る
が
育
て
た
。
他
方
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
民
族
園
家
の
政
治
的
濁
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
図
民
的

統
合
に
成
功
せ
ず
、
権
威
主
義
に
陥
り
、
ま
た
よ
り
弱
少
な
圏
内
少
数
民
族
や

他
民
族
抑
座
の
プ
チ
一
帝
図
主
義
的
傾
向
さ
え
招
き
か
ね
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の

よ
う
な
諸
事
寅
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

〈
ア
ジ
ア
〉
と
〈
西
欧
〉
、
〈
俸
統
〉
と
〈
近
代
〉
、
〈
周
遊
〉
と
〈
中
心
〉
等
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
重
な
り
あ
い
と
そ
の
中
で
の
「
主
鐙
的
管信用
」
と
い
う
表
現
は

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
事
態
を
も
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
問

題
は
、
植
民
地
支
配
や
軍
政
の
も
た
ら
し
た
「
文
明
化
作
用
」
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
も
た
ら
し
た
権
威
主
義

・
排
外
主
義
な
ど
の
諸
側
面
を
寅
設
的
に
明
ら

か
に
す
れ
ば
足
り
る
、
と
い
う
所
に
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

賃
設
的
作
業
を
支
え
る
研
究
者
の
問
題
関
心
の
あ
り
ょ
う
こ
そ
問
題
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
研
究
者
の
問
題
関
心
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ

ル
が
あ
り

う
る
が
、
た
と
え
ば
現
代
と
い
う
時
代
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
園
の
問
題
紋
況
と
に

規
定
さ
れ
た
問
題
閥
心
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
と
イ
ン
ド

シ
ナ
祉
禽
主
義
圏
の
成
立
、
民
族
主
義
の
挫
折
と
「
開
放
経
済
鵠
制
」
へ

の
移

行
に
よ
る
A
S
E
A
N
閣
の
成
立
と
い
う
状
況
を
ふ
ま
え
て
生
じ
た
研
究
者
の

問
題
関
心
か
ら
、
過
去
の
植
民
地
支
配
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
再
評
債
を
試

み
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
例
、
つ
ま

り
現
代
的
関
心
か
ら
の
植
民
地
支
配
・
軍
政
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
-評
領、

で
あ
る
。
研
究
者
は
、
こ
う
し
た
再
評
債
の
基
準
の
明
確
化
と
相
弱
化
と
い
う
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二
鮎
に
お
い
て
自
魔
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
本
書
を
『述

調
し
て
み
る
と
、
植
民
地
支
配
・
軍
政

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
再
評
債

の
気
運
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

以
下
で
は
各
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
ゆ
く
こ

と
と
し
た
い
。

古
田
元
夫
「
ベ
ト
ナ
ム
人
の
『
西
方
開
輿
』
の
史
的
考
察
|

l
イ
ン
ド
シ
ナ

の
中
の
ベ
ト
ナ
ム
|
|
」
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
共
産
主
義
者
〈
そ
し
て
お
そ
ら
く

は
イ
ン
ド
シ
ナ
枇
曾
主
義
閣
内
で
の
ベ
ト
ナ
ム
〉
の
劉
ラ
オ
ス

・
カ
ン
ボ
ジ
ア

認
識
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
、
西
方

(
H
西
北
地
方
及
び
ラ
オ
ス
)
政
策
に
限
定

し
て
、

歴
史
的
縫
承
性
、
逮
繍
性
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
西
方
の
意
義
は
、
西
北
部
山
岳
地
帯
が
抗
戦
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
こ
と
、
西
側
か
ら
脅
威
を
う
け
た
時
自
ら
の
安
全
が
脆
弱
で
あ
る

こ
と
、
の
二
貼
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
認
識
は
歴
史
的
封
外
行
動

の
パ
タ
ー
ン
の
中
で
形
成
さ
れ
た
。
第
一
の
黙
は
、
西
北
の
山
岳
地
幣
が
反
飢

軍
や
抵
抗
軍
の
抵
抗
の
擦
貼
と
な
っ
た
歴
史
的
事
貨
に
も
と
づ
く
。
第
二
の
黙

も
、
西
方
の
強
園
ラ
ン
サ
ン
王
図
に
封
し
、

一
四
七
九
年
祭
翠
宗
が
遠
征
を
行

な
い
、
西
北
部
土
侯
図
の
ラ
ン
サ
ン
王
園
へ
の
服
腐
関
係
を
断
っ
た
故
事
な
ど

に
う
か
が
え
る
。
西
北
地
方
山
岳
部
は
シ
ッ
プ
ソ
ン

・
チ
ュ

l
・

タ
イ
な
ど
タ

イ
系
諸
族
の
土
侯
園
が
分
布
し
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム
は
、
「
北
方
」
「
南
方
」
と
異

な
り
直
接
関
興
、
統
合
策
を
と
ら
ず
、
半
ば
楓
倒
立
し
た
地
位
を
輿
え
て
い
た
。

も
っ
と
も
一
九
世
紀
に
、
ツ
ャ
ム
王
図
が
強
力
と
な
っ
て
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
影
響
を
及
.
ほ
す
に
至
る
と
、
ラ
オ
ス
の
小
土
侯
図
を
廊
燦
州
に
編
入

し
、
西
北
部
に
「
改
土
間
間
流
」
を
強
要
す
る
等
、
西
方
統
合
が
強
ま
っ
た
。

し

か
し
総
じ
て
、
「
北
方
」
、

「南
方
」
と
比
べ
た
場
合
の
、
「
西
方
」
統
合
政
策
の

あ
い
ま
い
さ
は
、
領
土
蹄
腐
や
政
治
秩
序
の
あ
い
ま
い
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
関
輿
の
パ
タ
ー

ン
が
、
フ
ラ
ン
ス
植
民

地
支
配
下
で
の
ベ
ト
ナ
ム
の
劉
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
認
識
を
規
定
し
た
。

「
侍
統
的
な
『
西
方
開
輿
』
に
お
け
る
境
界
一
意
識
の
あ
い
ま
い
さ
と
、
フ

ラ
ン
ス

支
配
形
式
の
直
前
に
は
、
西
方
に
ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
の
明
確
な
秩
序
が
確
立

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
西
方
を
包
含
し
て
成
立
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ

と
い
う
枠
組
に
関
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
認
識
に
、
混
飢
を
も
ち
こ
ん
で
い
た
」

(二

ニ
頁
)
。
結
局
共
産
主
義
者
が
西
方
秩
序
の
鐙
系
的
回
答
者
と
な
っ
た
。

古
田
氏
は

「
西
方
」
と
し
て
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
西
北
部
と
ラ
オ
ス
を
念
頭
に

お
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
西
方
は
主
と
し
て

西
北
部
で
あ
り
、
そ
れ
が
の
ち
の
ラ
オ
ス
認
識
ま
で
も
規
定
し
た
か
の
よ
う
に

想
定
す
る
の
は
や
や
飛
躍
が
あ
る
気
、か
す
る
が
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

白
石
昌
也

「
チ
ャ
ン
・
チ
ョ
ン

・
キ
ム
内
閣
成
立
〈

一
九
四
五
年
四
月
〉
の

背

ER--日
本
賞
局
の
封
ベ

ト
ナ
ム
統
治
構
想
を
中
心
と
し
て
|
|
」
は
日
本

占
領
下
で
の
併
印
武
力
庭
理
と
チ
ャ
ン

・チ

ョ
ン

・
キ
ム
内
閣
樹
立
に
至
る
過

程
を
、
日
本
嘗
局
の
残
し
た
史
料
と
嘗
時
の
閥
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
と
を

用
い
て
貨
誼
的
に
検
討
し
て
い
る
。

一
九
四
五
年
三
月
九
日
イ
ン
ド
シ
ナ
の
日
本
軍
は
反
俳
ク
ー
デ
タ
(
「明
競

作
戦
」
)
を
賀
行
し
、
パ
オ
・

ダ
イ
帝
は
濁
立
宣
言
を
行
な
い
、
チ
ャ
ン

・
チ

ョ
ン
・
キ
ム
新
内
閣
が
成
立
し
た
。
こ

の
キ
ム
内
閣
に
つ
い
て
、
親
目
的
政
治

活
動
家
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
す
る
設
と
、
技
術
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
す

る
設
と
が
あ
る
が
、
白
石
氏
は
後
者
を
正
し
い
と
断
定
す
る
。
四
五
年
八
月
革

命
で
ベ
ト
ミ
ン
が
勝
利
す
る
が
、
パ
オ
・

ダ
イ
||
キ
ム
内
閣
が
政
治
的
イ
ニ

シ
ア
を
と
る
の
に
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
、
そ
の
諸
要
因
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
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る
、
と
い
う
の
・
か
白
石
氏
の
問
題
関
心
で
あ
る
。

四
四
年
一
二
月
フ
ィ
リ
ピ

ン
戦
敗
北
を
機
に
、
日
本
に
と
り
最
前
線
と
な
っ

た
併
印
の
武
力
庭
理
が
念
逮
現
質
化
し
四
五
年
二
月
一
日
最
高
戦
争
指
導
舎
議

に
お
い
て
正
式
決
定
を
み
た
。
そ
れ
ま
で
現
地
軍
に
は
林
秀
澄
憲
兵
中
佐
の
、

親
日
政
権
樹
立
に
よ
る
安
南
濁
立
案
の
よ
う
な
統
治
案
も
出
た
が
、
南
方
紙

軍
、
現
地
寧
の
最
終
案
は
事
賃
上
の
軍
政
案
で
あ
り
、
二
月
一
日
決
定
は
陸
軍

案
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
外
務
省
は
、
濁
立
付
奥
の
幅
、
外
交
権
限
の
存
繍
等

を
め
ぐ
り
陸
軍
に
若
干
の
抵
抗
を
し
た
が
、
お
し
き
ら
れ
た
。
ク
ー
デ
タ
の
結

果
選
ば
れ
た
キ
ム
内
閣
は
、
親
目
的
民
族
主
義
者
政
治
家
を
排
除
し
た
、
専
門

家

・
知
識
人
か
ら
な
る
健
偏
政
権
と
な
っ
た
。

詳
細
に
軍
、
外
務
省
の
占
領

・
外
交
の
内
幕
を
賃
設
し
た
黙
は
多
と
す
べ
き

だ
が
、
諸
事
寅
と
「
パ
オ

・
ダ
イ
|
キ
ム
政
府
の
失
敗
の
諸
要
因
」
と
の
関
係

が
明
示
的
で
な
い
。
白
石
氏
の
ベ
ト
ナ
ム

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
全
鐙

構
想
と
本
論
文
の
位
置
附
の
簡
単
な
紹
介
が
ほ
し
か
っ
た
所
で
あ
る
。

土
屋
健
治
「
一
九
世
紀
ジ
ャ
ワ
文
化
論
序
設
||
ジ
ャ
ワ
撃
と

ロ
ン
ゴ
ワ

ル

シ
ト
の
時
代
1
l」
は
、
「
ジ
ャ
ワ
核
芯
域

r
3
2
8
に
お
け
る
文
化
史
を
、

近
代
(
ジ
ャ
ワ
皐
)
と
惇
統
〈
プ
ジ
ャ
ン
ガ
〔
宮
廷
文
筆
者
〕
の
世
界
)
の
基

軸
で
描
き
出
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
ジ
ャ
ワ
語
と
い
う
言
語
世
界
の
あ
り
方
を

考
究
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
七
六
頁
〉
。
し
か
し
土
屋
氏
の
最
終
的
関
心
は
、
近

代
オ
ラ
ン
ダ
語
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
内
的
関
連
、
停
統
的
ジ
ャ
ワ
文
化

の
解
題
・
展
開
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
輿
え
た
規
定
性
を
問
う
こ
と
に
あ
る
、

と
さ
れ
る
。

初
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
培
養
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
文
化
の
代
表
例
と
し
て
、

ジ
ャ
ワ
皐
〈
ジ
ャ
ワ
研
究
)
が
、
制
度
、
ジ
ャ
ワ
語
研
究
、
ジ
ャ
ワ
文
化

・
文

患
研
究
の
諸
黙
が
紹
介
さ
れ
る
。
一
八
一一
一
一
一
年
ス
ラ
カ
ル
タ
に
設
け
ら
れ
た

「
ジ
ャ
ワ
語
研
修
所
」
色
・
司
・
ヨ

Z
F
』
・
〉
・
君
"]rgm
等
の
活
躍
〉
、
一

八

四
三
年
デ
ル
フ
ル
ト
に
設
立
さ
れ
た
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
(
叶

ω
g
m
o
o包
釦
等

が
活
躍
)
は
、
ジ
ャ
ワ
皐
者
、
植
民
地
官
僚
を
養
成
し
、
そ
の
他
パ
タ
ヴ
ィ
ア

皐
術
協
舎
、
王
立
言
語
文
化
研
究
所
等
も
そ
れ
に
寄
興
し
た
o
H
N
0
0
三
白
に
よ

る
ジ
ャ
ワ
語
辞
典
の
編
纂
を
中
心
と
し
た
ジ
ャ
ワ
語
研
究
の
夜
展
、
こ
れ
と
卒

行
し
た
ジ
ャ
ワ
文
化

・
文
察
研
究
の
繁
栄
が
み
ら
れ
、
こ
の
中
で
ジ
ャ
ワ
人
の

参
入
も
み
ら
れ
た
。

ジ
ャ
ワ
皐
隆
盛
の
陰
で
、
停
統
的
ジ
ャ
ワ
文
化
が
衰
退
し
た
。
そ
の
捻
い
手

で
あ
る
宮
廷
文
皐
者
(
プ
ジ
ャ
ン
ガ
)
の
代
表
格
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
ハ

一
八
O

一一

l
七
一
ニ
〉
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
仕
え
た
ス
ラ
カ
ル
タ
王
家
で
は
一
八

世
紀
以
降
文
義
興
隆
が
み
ら
れ
た
が
、
皮
肉
に
も
、
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る

マ
タ
ラ
ム
王
閣
の
分
断
固
定
策
で
王
圏
内
秩
序
が
安
定
し
た
の
を

一
因
と
し

た
。
こ
の
中
で
ヨ
ソ
デ
ィ
プ
ロ
か
ら
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
に
至
る
著
名
プ
ジ
ャ
ン

ガ
た
ち
が
、
年
代
記
の
編
纂
、
古
物
語
の
編
集
、
物
語
・
韻
文
の
創
作
を
行
な

い
、
文
諮
問
ル
ネ
サ
ン
ス
を
迎
え
た
。
し
か
し
輝
し
き
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
も
、
ジ

ヤ
ワ
息
一'に
参
入
し
た
ジ
ャ
ワ
人
察
者
か
ら
酷
-
許
を
あ
び
る
こ
と
に
な
る
。

一
九

世
紀
中
葉
す
で
に
プ
ジ
ャ
ン
ガ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ジ
ャ
ワ
事
に
奉
仕
す
る
イ
ン
フ

ォ

l
マ
ン
ト
に
陥
っ
て
お
り
、
以
後
停
承
文
化
の
俸
統
は
衰
退
の
一
途
を
辿
っ

た
。
し
か
し
、
濁
立
後
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
は
「
人
民
詩
人
」
と
し
て
、
濁
立
を

預
言
し
た
偉
大
な
預
言
者
と
し
て
、
「
人
民
」

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
評
債
を

う
る
に
至
っ
た
。

土
屋
氏
の
最
終
的
関
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
ジ
ャ

ワ
皐
の
功
罪
は
ど
う
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
語
世
代

の
研
究
者
、
知
識
人
が
ど
の
よ
う
な
評
債
を
輿
え
て
い
る
の
か
は
ひ
と
つ
の
参

考
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
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白
石
隆

「進
歩
と
自
由
|

|
マ
ス
・
マ
ル
コ

・
カ
ル
ト
デ
ィ
ク

ロ
モ
の
〈
波
〉

か
ら
|

|
」
は
、
民
族
主
義
者
カ
ル
ト
デ
ィ
ク
ロ
モ
に
よ
る
二
つ
の
小
設
、

『
間
半
生
ヒ
ジ
ョ
』
(
一
九
一
七
年
)
と
『
自
由
の
味
わ
い
』
(
一
九
二
三
年
〉
、
の

比
較
を
通
じ
て
、
サ
ト
リ
オ
(
志
士
)
か
ら
共
産
蛍
員
に
締
じ
た
彼
の
思
想
の

軌
跡
を
追
っ
た
作
品
で
あ
る
。

『
皐
生
ヒ
ジ
ョ
』
の
主
人
公
ヒ
ジ
ョ
は
オ
ラ
ン
ダ
高
等
皐
校
を
卒
業
し
た
一

八
歳
の
青
年
で
、
親
が
決
め
た
許
嫁
の
ビ
ル

ー
が
い
た
。
ヒ
ジ
ョ
は
そ
の
後
オ

ラ
ン
ダ
へ
留
壊
し
、
オ
ラ
ン
ダ
娘
ベ

l
チ
ェ
の
性
的
魅
力
に
溺
れ
る
が
、
あ
る

日
受
け
と
っ
た
故
園
か
ら
の
手
紙
で
、
ジ
ャ
ワ
の
呼
び
援
に
目
究
め
、
ベ

l
チ

ェ
日
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明
と
訣
別
し
、
ジ
ャ

ワ
に
回
自
問
す
る
。
結
婚
は
同
級
生
の

友
人
の
妹
(
で
ピ
ル

l
の
友
人
)
と
の
態
愛
で
結
ぼ
れ
る
が
、
親
が
ま
と
め
、

結
婚
を
機
に
、
雨
家
の
親
族
紐
幣
を
強
め
る
、
と
い
う
形
と
な
る
。

『
自
由
の
味
わ
い
』
の
主
人
公
ス
ジ
ャ
ン
そ
も
オ
ラ
ン
ダ
高
校
卒
業
の
一
八

歳
の
、
田
舎
の
副
郡
長
の
息
子
だ
っ
た
。
父
親
の
希
婆
通
り
官
吏
見
習
と
な
っ

た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
監
督
官
の
下
で
の
屈
辱
に
た
え
ら
れ
ず
、
鮮
官
し
て
、
放

を
し
P
市
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
一
商
祉
の
合
計
係
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
サ
ス
ト
ロ
夫

妻
と
い
う
友
人
を
え
て
、
共
産
議
の
政
治
集
合
に
参
加
す
る
中
で
社
曾
主
義
者

に
回
心
し
、
集
合
で
知
り
あ
っ
た
ロ
ロ

・
ス
ピ
ニ
と
副
部
愛
結
婚
を
す
る
。

以
上
二
つ
の
小
説
の
紹
介
の
の
ち
白
石
氏
は
そ
の
ち
が
い
を
こ
黙
に
ま
と
め

る
。
第

一
は
、
ヒ

ジ
ョ
の
放
は
行
っ
て
戻
る
放
、
侍
統
回
蹄
の
放
で
あ
っ
た
の

に
針
し
、
ス
ジ
ャ
ン
モ
の
旋
は
行
っ
て
戻
ら
ぬ
旗
、
停
統
か
ら
の
自
由
の
放
で

あ
っ
た
。
第
二
は
、
ベ
1
チ
ェ
の
性
的
魅
力
は
ジ
ャ
ワ
の
停
統
的
知
恵
と
無
関

係
の
存
在
だ
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
監
督
官
は
ジ
ャ
ワ
人
以
上
に
時間
骨
に
脆
奔

を
要
求
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
一
商
一
枇
社
長
は
献
労
働
力
商
品
を
介
し
て
結
ば
れ
た
経
済

的
存
在
で
あ
っ
た
。
結
局
マ
ル

コ
の
え
が
き
た
か
っ
た
こ
と
は

「
ジ
ャ
ワ
の
脆

奔
の
構
造
」
と
新
世
代
の
中
産
階
級
カ
ウ
ム

・
ム
ダ
(
若
い
世
代
)
の

「
世
代

的
自
立
」
で
あ
る
。

吐
倉
科
開
筆
者
に
よ
る
文
製
作
品
の
分
析
は
、
社
曾
科
皐
に
と
っ
て
新
し
い
試

み
の
ひ
と
つ
で
、
内
外
で
流
行
の
き
ざ
し
が
あ
る
。
い
さ
さ
か
乗
り
す
ぎ
の
箇

庭
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
調
み
も
の
と
し
て
は
最
も
祭
し
い
一
篇
で
あ
る
。

バ
ン
グ
レ
テ
ラ
J
ヤ

倉
津
愛
子
「
日
本
軍
政
下
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
方
行
政
官
の
愛
容
と

展
開
」
は
、
日
本
の
軍
政
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
樋
民
地
の
下
で
経
済
的
政
治

的
権
限
を
喪
失
し
な
が
ら
な
お
か
つ
停
統
的
権
威
を
も
っ
て
い
た
地
方
行
政
官

が
、
そ
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
ら
れ
、
世
界
観
、
行
動
様
式
、
集
圏
一
意
識
を
嬰

質
、
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
質
詮
し
た
論
文
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
日
本
蛍
局
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
官
僚
と
原
住
民
官
僚
の
二
本
立
だ

っ
た
地
方
行
政
を
廃
止
し
、
レ
ジ
デ
ン
ト
〈
州
長
官
)
を
残
し
前
者
を
廃
止
、

現
住
民
官
僚
行
政
の
一
本
と
し
た
。
加
え
て
、
人
事
面
で
は
、
占
領
軍
政
に
非

協
力
的
な
官
吏
の
排
除
を
行
な
っ
た
が
、
後
任
人
事
は
慣
例
を
無
視
し
、
た
と

え
ば
豚
長
に
世
襲
制
を
無
視
し
家
系
外
の
者
の
登
用
を
行
う
な
ど
、
新
し
い
パ

タ
ー
ン
を
導
入
し
た
。

占
領
首
初
は
日
本
軍
政
蛍
局
は
地
方
行
政
官
を
敬
遠
し
た
が
、
戦
況
悪
化
と

と
も
に
現
地
物
資
、
第
働
力
依
存
度
が
高
ま
り
、
こ
の
調
達

・
動
員
の
ル

l
ト

を
撮
る
彼
ら
の
賀
務
的
能
力
に
頼
っ
た
。
こ
の
た
め
、
末
端
の
村
落
社
合
へ
の

不
干
渉
を
基
本
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
と
ち
が
い
、
村
落
社
舎
で
の
村

長
の
調
達
・
動
員
の
質
務
が
ふ
え
、
こ
れ
が
村
民
の
反
援
を
買
い
村
長
の
権
威

を
低
下
さ
せ
る
等
の
形
で
、
村
落
祉
曾
へ
の
直
接
干
渉
と
勢
力
関
係
の
鎚
化
、
か

進
行
し
た
。

「
パ
ン
グ
レ

・
ブ
ラ
ジ
ャ
集
図
は
、
日
本
軍
政
期
を
へ
て
、
内
的

に
も
あ
る
い
は
ま
た
外
か
ら
の
イ
メ

ー
ジ
と
い
う
黙
で
も
権
威
の
低
下
と
嬰
容

を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
」
(
一
七
七
頁
)
。
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地
方
行
政
の
あ
る
種
の
「
合
理
化
」
が
な
ぜ
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
に
関
し
て

は
、
「
血
統
、
儀
雄
主
義
、
神
秘
的
色
彩
、
威
巌
と
い
っ
た
も
の
を
従
来
非
常

に
重
ん
じ
る
日
本
的
文
化
の
土
壌
」
〈
一
七
二
頁
〉
の
崩
壊
が
、
日
本
圏
内
の

農
村
行
政
で
も
、
地
主
制
崩
壊
の
形
で
進
行
し
た
わ
け
で
あ
り
、
戦
争
遂
行
の

た
め
内
務
官
僚
が
行
な
っ
た
合
理
化
と
解
鰐
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

パ
イ
リ
ン
ガ
ル

岡
部
達
味
「
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の

二
種
言
語
政
策
」
は
、
一
九
六
六
年
に
提
起

さ
れ
七

0
年
代
に
加
速
さ
れ
た
、
園
民
統
合
H
図
民
形
成
の
た
め
の
パ
イ

・
リ

ン
ガ
ル
政
策
を
跡

e

つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
卒
川
結
弘
「
レ
オ
カ
デ
ィ
オ

・

デ
ア
シ
ス
の
『
南
方
特
別
留
聞
学
生
ト
ウ
キ
ョ
ウ
日
記
』
と
森
鴎
外
の
『
濁
逸
日

記
』
|
|
留
摩
桂
験
と
近
代
化
運
動
|
|
」
は
南
方
特
別
留
摩
生
の
日
本
滞
在

と
日
本
人
と
の
交
流
を
、
戦
争
目
的
を
は
な
れ
た
、
後
設
園
の
指
導
者
の
留
接

種
験
と
し
て
な
が
め
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
行
論
と
の
関
係
上
、
岡
部
氏
の
論

文
を
紹
介
し
た
い
が
も
は
や
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
。

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服

や
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
交
流
が
語
わ
れ
る
時
代
に
ネ
l
シ
ョ
ン
を
形
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
園
の
悩
み
」
(二

O
九
頁
〉
と
と
も
に
、
そ
れ
が
強
権
政

治
に
も
と
づ
く
完
壁
な
管
理
祉
舎
と
い
う
特
徴
を
伴
っ
て
い
る
側
面
を
も
強
調

し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。四
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叢
書
の
ね
ら
い
と
さ
れ
る

「
新
し
い
分
析
方
法
」
が
、
も
し
躍
な
る
語
い
文

句
で
な
い
と
す
れ
ば
、
本
書
の
筆
者
た
ち
に
共
通
し
て
う
か
が
え
る
文
化
パ
タ

ー
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
「
新
し
い
分
析
方
法
」
が
さ
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
筆
者
た
ち
は
、
園
際
関
係
論
と
い
う
分
野
の
専
門
家
で
あ
る
が
、
そ
の
方

法
論
は
お
そ
ら
く
、
園
際
関
係
の
現
代
史
的
、
帯
園
主
義
論
的
、
あ
る
い
は
パ

ワ

1
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
全
く
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
彼
ら
に
は
文
化
人
類
摩
、
社
曾
風
平
等
に
い
う

「文
化
」
理
解
の
素

養
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
が
衡
藤
門
下
の
暴
風
な
の
で
あ
ろ
う
。
本

書
の
方
法
論
に
も
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
繁
動
過
程
の
中
か
ら
、
あ

る
種
の
文
化
パ
タ
ー
ン
を
検
出
し
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
確
立
と
崩
壊
を
迫
っ
た

り
、
パ
タ
ー
ン
聞
の
相
互
関
連
を
問
題
と
し
た
り
す
る
態
度
に
顕
著
で
あ
る
。

き
わ
め
て
飢
暴
な
印
象
を
の
べ
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
本
書
で
描
れ
て
い
る
植

民
地
支
配
、
軍
政
(
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
〉
は
、
い
さ
さ
か
き
れ
い
事
す

ぎ
る
。
お
そ
ら
く

「戦
争
を
知
ら
な
い
」
研
究
者
世
代
の
時
代
認
識
、
先
進
社

禽
に
は
び
こ
り
つ
つ
あ
る
保
守
化
の
雰
闇
気
等
々
の

「
知
識
祉
舎
準
」
的
考
察

も
必
要
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
印
象
を
抱
せ
る
最
大
の
要
因
は
パ
タ
ー
ン
認
識

的
方
法
論
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
パ
タ
ー
ン
検
出
の
基
軸
が

「
近
代
」
と
「
博
統
」
に
偏
り
す
ぎ
て

い
は
し
ま
い
か
。
植
民
地
支
配
、
軍
政
の
陰
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
基
軸

が
ほ
し
い
所
で
あ
る
。

「
周
漫
」
へ
の
配
慮
に
歓
け
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、

川
タ
l
ン
の
検
出
、
設
定
が
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
る
黙
で
あ
る
。
ま
た
パ
タ
ー
ン
内

部
で
の
矛
盾
、
制
到
抗
的
要
素
の
検
出
と
い
っ
た
黙
も
弱
い
よ
う
で
あ
る
。
第
三

は
、
エ
リ
ー
ト
文
化
中
心
主
義
、
外
交
政
策
中
心
的
歴
史
観
と
で
も
い
え
る
傾

向
も
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
に
「
無
告
の
民
」
は
つ
い
に
ほ
と
ん
ど

登
場
し
な
い
。
第
四
に
、
文
化
と
社
合
同
階
層
、
佐
倉
構
造
の
つ
な
が
り
が
明
白

で
な
い
。

紙
数
の
都
合
で
右
の
諸
貼
の
よ
う
な
感
想
を
生
じ
さ
せ
た
本
書
の
質
例
筒
庭

を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
評
者
と
し
て
は
、
本
書
だ
け
の
絞
速

を
も
っ
て
、
衛
藤
門
下
の
個
々
人
の
個
性
あ
ふ
れ
た
研
究
の
全
縫
像
を
評
債
す

る
資
格
は
全
く
な
い
。
ま
た

「き
れ
い
事
」
の
印
象
と
は
別
に
、
幅
廉
い
文
献

と
関
係
者
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
と
を
使
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
研
究
内
容
が
わ
が
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園
東
南
ア
ジ

ア
研
究
の
最
良
の
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
も
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

ま
た
さ
ら
に
、
こ
の
諸
園
の
文
化
パ
タ

ー
ン
分
析
に
根
ざ
し
た
方
法
論
は
、
世

界
シ
ス

テ
ム
論
と
杜
曾
史
、
機
能
主
義
と
現
象
皐
に
二
極
分
解
し
か
ね
な
い
わ

が
園
歴
史
筆
の
は
や
り
の
傾
向
に
針
し
、
新
鮮
な
一
石
を
投
ず
る
こ
と
も
信
じ

て
や
ま
な
い
。

一
九
八
四
年
三
月

A
5
版

東
京
東
京
大
皐
出
版
曾

二
三
五
頁
二
人

O
O園

山
内
昌
之
著

オ
ス
マ
ン
帝
国
と
エ
ジ
プ
ト

|
|
一
八
六
六
上
八
七
ク
レ
タ
出
兵
の
政
治
史
的
研
究
|

|

漬

正

美

田

歴
史
研
究
が
史
料
の
上
に
構
築
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
史

料
は
出
来
得
る
限
り
、
「
文
書
、
即
ち
日
々
の
生
活
の
明
確
な
要
求
に
的
確
に

感
じ
る
震
に
作
り
置
か
れ
た
員
正
の
記
録
」

Q
-
F
E〈
国
間

2
)
に
求
め
ら
る
べ

き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
オ
ス
マ
ン
史
研
究
者
に
と
っ
て
の
幸
運
は
、
そ

の
謝
象
が
イ
ス
ラ
ム
圏
で
は
例
外
的
に
多
量
の
文
書
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
同
時
に
我
が
園
の
オ
ス
マ
ン
史
研
究
者
の
不
運
は
、
そ
れ
ら
の
文
書
に

徐
り
に
も
近
寄
り
難
い
(
彼
我
の
地
理
的
な
へ
だ
た
り
と
い
う
意
味
で
も
、
古

文
書
研
究
に
必
要
な
基
礎
的
訓
練
の
機
禽
を
見
出
し
難
い
と
い
う
意
味
で
も
)

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
年
来
そ
の
困
難
は
徐
々
に
克
服
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
例
え
ば
我
々
は
既
に
、
〉
足
向
N

尽とhに、

〉ミ向
tと向
2hど』誌向含旬内
2臼包♂札子.叶。尖rご可ち。

.
s
a・
を
始
め
と
す
る
永
田
雄
三
氏
の
一
連
の
業
績

を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
山
内
氏
の
近
著
は
、
我
が
図
の
研
究
者

に
よ
り
日
本
語
で
著
さ
れ
た
、
オ
ス
マ
ン
語
文
書
を
扱
っ
た
最
一
初
の
そ
ノ
グ
ラ

フ
で
あ
り
、
我
が
園
の
オ
ス
マ

ン
史
研
究
に

一
期
を
劃
す
記
念
碑
的
業
績
で
あ

る
。
隔
地
大
な
文
献
を
博
捜
し
て
成
っ
た
前
著
『
現
代
の
イ
ス
ラ
ム
』
に
繍
き
、

一
穂
文
章
一
回
の
海
に
遊
て
し
て
、
行
く
と
こ
ろ
可
な
ら
ざ
る
は
無
き
研
績
と
精
駒

を
示
さ
れ
た
著
者
に
到
し
深
い
敬
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
山
内
氏
は
、
こ
の
著
書
に

「
研
究
史
と
問
題
設
定
」
「
本
書
の
構

成
と
史
料
」
と
い
う
節
を
設
け
(
序
章
第
二
、
三
節
)
、
本
書
が
研
究
史
上
に

占
め
る
位
置
及
び
各
一
章
の
梗
概
と
そ
の
絞
述
の
意
園
を
簡
明
的
確
に
述
べ
る
こ

と
に
よ
り
、
怠
惰
な
書
評
者
が
概
略
を
記
し
て
そ
の
責
め
を
塞
ぐ
道
を
務
め
鎖

し
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
れ
故
以
下
で
は
、
単
な
る
内
容
の
紹
介
は
出
来
る
限
り

避
け
、
文
書
史
料
の
陳
腐
と
翻
誇
の
問
題
を
中
心
に
、
私
の
感
想
と
意
見
を
率

直
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
品
開
り
に
細
か
な
問
題
の
み
を
あ
げ
つ
ら
う

こ
と
に
な
る
や
も
知
れ
ぬ
が
、
殻
め
著
者
並
び
に
讃
者
諸
氏
の
御
寛
恕
を
願
う

次
第
で
あ
る
。

本
書
の
冒
頭
に
於
い
て
、
著
者
は
そ
の
課
題
を
以
下
の
如
く
に
明
確
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
即
ち

「本
書
の
主
要
な
関
心
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド

・
ア
リ
l
王
朝

の
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
オ
ス
マ
ン
一
帯
一
園
支
配
か
ら
の
分
離
プ

ロ
セ
ス
を
一
八
六

六
|
六
七
年
ク
レ
タ
革
命
と
の
関
連
で
位
置
づ
け
る
貼
に
あ
る
。
そ
の
際
、
わ

れ
わ
れ
が
留
意
し
た
の
は

エ
ジ
プ
ト
の
分
離
と
自
立
の
プ

ロ
セ
ス
を
中
東
も
し

く
は
オ
ス
マ
ン
一
一
帝
園
の
内
部
か
ら
の
混
紡
で
扱
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
(
二
頁〉

更
に
又

「
本
書
の
限
定
さ
れ
た
目
的
は
、
(
中
略
〉

エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
ク
レ
タ

出
兵
の
経
過
と
貧
態
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

エ
ジ
プ
ト
近
代
史
と
ト
ル
コ
近
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