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近
年
の
新
た
な
理
論
に
よ
れ
ば
現
代
の
民
族
国
家
と
は
「
想
像
の
共
同
体
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に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
現
代

の
民
族
国
家
の
限
界
を
飛
び
越
え
る
こ
と
は
、
改
め
て
歴
史
を
理
解
し
直
す

す
ぐ
れ
た
方
法
で
あ
り
、
歴
史
叙
述
が
現
代
国
家
の
枠
内
だ
け
に
と
ど
ま
る

と
い
う
欠
点
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
経
済
、

さ
ら
に
は
そ
の
他
諸
々
の
要
素
に
よ
っ
て
、
改
め
て
国
境
を
乗
り
越
え
て
歴

史
を
構
成
し
な
お
す
こ
と
も
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
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と
い
う
見
解
を
示
す
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
や
韓
国
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
中
国
に
お
い
て
も
、
近
年
「
東
ア
ジ
ア
扁
あ
る
い
は
「
ア
ジ

ア
」
を
論
じ
た
地
域
史
の
論
著
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
歴
史
研
究
の
方
法
が
、
我
々
に
新
た
な
啓
発
を
与
え
、
そ
の
中
に
優
れ
た

意
見
が
含
ま
れ
て
い
る
．
芝
は
電
，
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
魂
は

こ
の
方
法
に
対
し
て
ず
っ
と
態
度
を
保
留
し
、
か
つ
懸
念
を
抱
い
て
き
た
。

二
〇
〇
五
年
の
春
に
北
京
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
東
京
大
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
席
で
、
私
は
渡
辺
浩
教
授
と
と
も
に
総
括
コ
メ
ン
ト
を
発
表
す
る
機
会
を

与
え
ら
れ
、
「
ア
ジ
ア
」
あ
る
い
は
「
東
ア
ジ
ア
」
を
必
ず
し
も
直
接
歴
史

研
究
の
空
間
単
位
と
す
る
必
要
は
な
く
、
で
き
る
こ
と
な
ら
こ
れ
を
「
申
国

（
あ
る
い
は
日
本
・
韓
国
）
研
究
の
視
野
も
し
く
は
背
景
と
す
る
」
こ
と
が

望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ジ
ア
に
し
ろ
東
ア
ジ
ア
に
し
ろ
、
そ
の
内
部
に

お
け
る
差
異
は
極
め
て
大
き
く
、
　
つ
の
大
き
な
舞
台
で
し
か
な
い
の
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
同
一
性
を
有
し
た
政
治
・
経
済
・
そ
し
て
文
化
の
単
位
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
歴
史
上
、
そ
れ
が
前
近
代
で
あ
る

か
近
代
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
国
家
あ
る
い
は
領
土
を
有
す
る
皇
帝
・
朝
廷

あ
る
い
は
政
府
が
一
貫
し
て
有
効
な
政
治
・
経
済
・
文
化
の
統
制
権
を
行
使

し
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
各
自
で
政
治
を
行
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国

家
に
や
は
り
な
お
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
「
複
数
の
国
別
史
」
を
形
成
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歴
史
学
は
今
に
至
る
ま
で
な
お
民
族
の
根
源
を
た

ど
り
、
伝
統
の
脈
略
を
整
理
し
、
文
化
的
同
一
性
を
打
ち
立
て
る
学
問
で
あ

る
こ
と
は
雷
う
に
お
よ
ば
ず
、
歴
史
叙
述
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
国
別
史
も

有
効
に
歴
史
を
整
理
す
る
形
式
な
の
で
あ
る
。
当
然
、
我
々
は
以
下
の
こ
と

を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
も
し
さ
ら
に
大
き
な
範
囲
か
ら

過
去
の
門
国
別
史
」
の
死
角
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
し
て
一
方

で
過
去
の
国
家
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
現
実
と
脈
絡
を
尊
重
し
よ
う

と
す
る
の
な
ら
、
民
族
国
家
を
単
純
に
乗
り
越
え
て
歴
史
を
救
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
国
と
国
と
が
互
い
に
取
り
巻
き
あ
い
交
錯
し
あ
う
中
で
、
改
め
て
歴

史
を
理
解
し
直
す
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、
私
は
学
術
界
に
お
け
る
朝
鮮
・
日
本
・
中
国
と
東
ア
ジ

ア
各
地
域
の
交
流
史
研
究
に
対
し
て
、
今
も
な
お
か
な
り
の
関
心
を
持
っ
て

い
る
。
お
り
良
く
、
数
ヶ
月
前
に
京
都
大
学
の
需
品
公
営
が
主
編
と
な
っ
た

『
申
国
東
ア
ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』
を
受
け
取
っ
た
。
全
体
は
四
部
構
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評書

成
で
、
中
国
・
臼
本
・
朝
鮮
お
よ
び
そ
の
他
の
地
域
の
政
治
・
文
化
・
経
済

交
流
と
い
っ
た
領
域
に
か
か
わ
る
十
五
本
の
研
究
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

特
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
夫
馬
氏
が
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
書

名
に
は
「
外
交
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
る
が
、
前
近
代
、
と
く
に
ア

ヘ
ン
戦
争
以
前
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
外
交
」
と
は
、
対
外
交
渉
も
し
く
は
相

互
交
流
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
「
外
交
」
つ

ま
り
匪
瓢
。
臼
8
《
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
、
と
わ
ざ
わ
ざ

指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
故
に
よ
っ
て
、
本
書
は
、
東
ア

ジ
ア
諸
国
の
各
時
代
に
お
け
る
異
域
理
解
と
想
像
に
つ
い
て
幅
広
く
議
論
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
実
際
の
場
に
お
い
て
行
っ
た
様
々
な

交
流
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

　
ア
ジ
ア
、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
の
政
治
外
交
と
文
化
交
流
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
前
近
代
に
あ
っ
て
は
ま
ず
は
「
華
夷
」
思
想
と
「
朝
貢
」
シ
ス
テ
ム

を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
学
者
が
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事

実
を
指
摘
す
る
。
近
代
欧
州
も
し
く
は
西
洋
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
国
際

秩
序
が
ま
だ
全
世
界
を
覆
っ
て
は
い
な
か
っ
た
頃
、
東
ア
ジ
ア
に
は
時
問
的

に
と
て
も
長
く
、
そ
し
て
広
い
範
囲
を
包
み
込
ん
だ
国
際
秩
序
、
す
な
わ
ち

中
国
を
中
心
と
し
て
周
辺
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
華
夷
観
念
」
と
そ
れ
が

支
え
る
中
国
を
宗
主
国
と
す
る
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」
が
存
在
し
た
、
と
。
こ

の
朝
貢
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
た
と
え
ば
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
・
西
嶋
定

生
・
黄
草
葺
・
濱
下
武
志
ら
に
よ
っ
て
、
す
で
に
か
な
り
の
蓄
積
が
な
さ
れ

て
お
り
、
細
か
い
歴
史
的
事
実
や
戦
略
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
叙

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
般
の
論
述
の
中
で
は
、
こ
の
「
天
下
観

念
扁
と
「
朝
貢
体
制
偏
が
相
変
わ
ら
ず
か
な
り
単
調
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
中
国
が
中
央
に
位
置
し
、
四
夷
は
朝
貢
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
周

辺
の
小
国
は
中
央
の
大
国
に
対
し
て
文
化
的
に
追
従
し
経
済
的
に
朝
貢
す
る

と
い
う
方
式
を
と
っ
て
、
周
辺
諸
国
の
権
力
者
は
中
央
帝
国
の
冊
封
あ
る
い

は
承
認
を
得
る
、
と
決
め
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く

の
人
が
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
観
念
領
域
と
政
治
領

域
は
互
い
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
想
像
の
世
界
と
実
際
の
世
界
は

別
々
に
処
理
で
き
る
も
の
で
、
一
般
民
衆
の
想
像
と
政
治
権
力
の
戦
略
は

往
々
に
し
て
異
な
り
、
伝
統
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
は
じ
つ
は
と
て
も

複
雑
な
の
だ
。

　
第
一
部
「
華
夷
思
想
の
成
立
と
漢
・
北
朝
・
階
唐
の
外
交
政
策
」
に
は
三

本
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
吉
本
道
雅
の
論
文
「
中
国
古

代
に
お
け
る
華
夷
思
想
の
成
立
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
西
周
か
ら
戦
国
の
時
期
に
お
い
て
は
、
思
想
世
界
に
お
い
て
は

「
華
夷
」
の
観
念
は
存
在
す
る
が
、
戦
国
中
期
以
前
に
お
い
て
、
実
際
世
界

に
適
応
す
る
「
同
化
扁
「
棄
絶
」
「
盤
面
偏
と
い
っ
た
三
種
類
の
方
式
が
あ
り
、

国
事
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
代
に
な
っ
て
「
華
夷
扁
の
観
念

に
変
化
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
い
つ
た
異
な
る
対
策

は
政
治
権
力
を
有
し
た
者
に
よ
っ
て
相
変
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
続
け
、
お
ま
け

に
、
古
代
中
国
に
お
け
る
「
華
」
「
夷
」
の
境
界
は
、
実
の
と
こ
ろ
可
変
性

を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
華
夷
が
逆
転
す
る
可
能
性
ま
で
も
は
ら
ん

で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
述
は
、
古
代
中
国
の
「
華
夷
を
分
け
隔
て

る
」
観
念
と
「
文
化
を
も
っ
て
華
夷
を
分
か
つ
」
と
い
う
対
策
を
大
雑
把
に

議
論
し
て
い
た
従
来
の
研
究
に
比
べ
て
、
歴
史
感
と
具
体
感
を
増
し
て
い
る
。

特
に
辻
正
博
の
「
魏
氏
高
昌
国
と
中
国
王
朝
」
は
さ
ら
に
麹
氏
高
昌
国
を
例
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と
し
て
、
当
芸
期
に
お
け
る
中
国
が
、
周
辺
異
民
族
国
家
に
対
し
て
行
っ
た

朝
貢
・
鵬
廉
・
冊
封
・
征
服
と
い
っ
た
様
々
な
対
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
し
て
高
昌
国
の
運
命
と
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
と
い
っ
た
国
々
を
比
較
し

て
、
中
国
王
朝
の
側
の
対
外
的
な
態
度
は
国
際
環
境
の
変
化
に
し
た
が
い
変

化
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。

　
国
力
が
盛
ん
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
征
服
と
支
配
の
欲
望
が
生
ま
れ
る
。

顧
み
る
余
裕
が
な
け
れ
ば
、
雷
葉
巧
み
に
安
撫
す
る
と
い
う
対
策
を
採
る
し

か
な
く
な
る
。
そ
し
て
ま
た
あ
る
時
に
は
、
利
害
損
得
を
勘
定
し
て
遠
夷
の

行
動
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
。
あ
る
い
は
周
辺
の
変
動
を
見
て
、
小
邦
を

威
服
し
て
諸
夷
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
朝
廷
の
為
政
者
の
考
え
方
は
、
決

し
て
士
大
夫
や
知
識
人
の
よ
う
に
理
想
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
に
満
ち
て
、
た

だ
理
念
の
み
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
事
を
進
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら

の
そ
う
い
っ
た
極
め
て
現
実
的
な
考
え
は
、
し
ば
し
ば
損
得
勘
定
の
上
に
落

ち
着
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
代
中
国
の
朝
廷
は
「
華
夷
」
の

別
と
「
朝
貢
」
秩
序
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
国
際
秩
序
の
中

に
あ
っ
て
も
や
は
り
変
数
が
充
ち
満
ち
て
お
り
、
決
し
て
単
純
に
「
朝
貢
体

制
」
と
い
う
一
語
で
説
明
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、

我
々
は
、
歴
史
上
の
中
国
皇
帝
が
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
、
何
故
、
朝

貢
・
覇
鷹
・
冊
封
・
征
服
と
い
っ
た
異
な
る
対
策
を
か
わ
る
が
わ
る
用
い
て
、

中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
を
維
持
し
た
の
か
と
い
。
た
こ
と
を
誤
体
的

な
歴
史
文
献
を
も
っ
て
個
別
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

　
歴
史
の
流
れ
は
逆
流
す
る
こ
と
は
な
い
。
宋
代
以
後
の
中
国
で
は
漢
語
帝

国
の
歴
史
記
憶
が
徐
々
に
消
え
去
っ
て
い
き
、
明
清
時
代
に
な
る
に
し
た
が

い
、
中
国
と
四
夷
と
を
つ
な
ぎ
止
め
る
朝
貢
体
制
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て

い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
そ
の
内
容
は
徐
々
に
変
化
し
て
い
た
。
特
に
、
文

化
の
上
で
は
既
に
門
離
乳
」
し
た
後
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
た
と
え
過
去
に

漢
唐
文
化
の
伝
統
を
事
難
し
て
き
た
朝
鮮
・
日
本
・
安
南
な
ど
で
あ
っ
て
も
、

民
族
意
識
と
国
家
意
識
が
や
は
り
絶
え
聞
な
く
覚
醒
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
中
国
人
が
相
変
わ
ら
ず
「
海
内
に
知
己
存
す
れ
ば
、
天
涯
も
出
郷
の

若
し
」
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
こ
ろ
、
実
際
に
は
、
互
い
の
間
の
感

情
と
態
度
に
は
微
妙
な
変
化
が
生
ま
れ
て
い
た
。
十
七
世
紀
以
降
、
今
だ
に

「
天
朝
大
国
は
、
所
と
し
て
有
せ
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
幻
想
に
浸
っ
て
い

た
の
は
清
朝
だ
け
で
あ
っ
て
、
日
本
・
琉
球
・
朝
鮮
・
安
南
の
門
中
国
認

識
」
は
、
実
際
に
は
み
な
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
年
、
明
清
以
後
の

日
本
・
朝
鮮
・
琉
球
・
安
南
と
中
国
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
す
ま
す
精
緻

な
研
究
が
現
れ
て
き
た
。
中
で
も
特
に
雷
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

本
書
の
主
編
で
あ
る
失
馬
出
氏
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
十
年
間
に
、
私
は
夫

黒
氏
の
琉
球
・
朝
鮮
・
日
本
そ
し
て
中
国
に
関
す
る
論
著
を
立
て
続
け
に
読

ん
で
き
た
が
、
．
そ
れ
ら
の
大
変
に
詳
細
か
つ
具
体
的
な
研
究
は
、
こ
の
「
東

ア
ジ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
空
間
で
、
政
治
・
文
化
・
思
想
・
学
術
が
如
何
に
し

て
相
互
に
取
り
巻
き
あ
い
交
錯
し
あ
っ
て
き
た
の
か
を
、
我
々
の
目
に
あ
り

あ
り
と
映
し
出
す
の
で
あ
る
。

　
本
書
に
話
を
戻
そ
う
。
第
二
部
「
高
麗
・
朝
鮮
の
対
中
国
関
係
」
に
お
け

る
矢
木
毅
の
論
文
「
朝
鮮
前
近
代
に
お
け
る
民
族
意
識
の
展
開
…
三
韓
か

ら
大
韓
帝
国
ま
で
一
」
は
か
な
り
注
目
す
る
に
値
す
る
。
彼
は
「
三
韓
」

の
概
念
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
考
察
し
、
特
に
高
麗
時
代
に
ま
で

引
き
継
が
れ
た
「
高
句
麗
意
識
」
や
高
麗
の
反
女
真
意
識
さ
ら
に
は
朝
鮮
王

朝
の
反
清
朝
意
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
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評書

し
た
。
中
国
の
研
究
者
は
朝
鮮
の
明
朝
に
対
す
る
「
事
大
主
義
」
は
朝
鮮
が

中
国
政
治
と
文
化
に
同
一
性
を
み
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
、
と
言
及
す

る
こ
と
が
多
い
が
、
ま
さ
に
矢
木
氏
の
言
う
と
お
り
、
朝
鮮
の
い
わ
ゆ
る

「
事
大
主
義
」
は
実
際
に
は
漢
族
政
権
に
対
し
て
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で

し
か
な
く
、
時
期
も
明
朝
～
代
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
表
面

的
に
は
「
事
大
」
の
態
度
を
取
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
そ
の
背
後
で
「
自

国
を
中
心
と
す
る
」
独
自
の
国
家
意
識
、
民
族
意
識
が
少
し
ず
つ
は
ぐ
く
ま

れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
朝
鮮
の
「
自
民
族
中
心
主
義

（
Φ
8
ゲ
P
O
O
Φ
μ
脅
目
一
し
リ
ヨ
）
」
は
、
仏
教
思
想
を
基
礎
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
儒
家
思
想
を
基
礎
と
す
る
も
の
も
あ
っ
て
、
高
麗
時
代
に
お
い
て

早
期
に
民
族
意
識
の
担
い
手
と
な
っ
た
人
々
は
、
仏
鳶
職
清
の
現
地
の
仏
教

に
共
鳴
し
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
後
期
で
は
こ
れ
と
違
い
、
保
国
安
民

の
た
め
に
「
事
大
主
義
扁
を
標
榜
し
つ
つ
、
そ
の
う
え
ま
た
仏
教
の
う
ち
の

で
た
ら
め
な
自
民
族
主
義
を
批
判
す
る
儒
教
知
識
分
子
で
あ
り
、
彼
ら
が
唱

え
る
「
朝
鮮
申
華
思
想
」
が
「
自
民
族
中
心
主
義
」
に
な
る
に
あ
た
っ
て
の

最
も
頑
強
な
担
い
手
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
文
が
朝
鮮
の
民
族
意
識
史
に
対
す
る
マ
ク
ロ
な
観
察
で
あ
る
な
ら

ば
、
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
崩
壊
と
高
麗
恭
懲

王
の
外
交
政
策
扁
は
元
明
交
代
期
を
扱
っ
た
、
興
味
深
い
具
体
的
な
歴
史
考

察
で
あ
る
。
東
北
ア
ジ
ア
の
紅
巾
の
乱
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
崩
壊
を
も
た
ら

し
、
都
市
や
農
村
の
破
壊
や
圏
地
の
荒
廃
、
さ
ら
に
は
疫
病
や
飢
餓
お
よ
び

人
口
の
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
北
ア
ジ
ア
全

体
を
不
安
の
中
に
置
き
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
遼
東
の
政
治
的
混
乱
を

ま
ね
く
と
と
も
に
、
こ
の
地
域
に
い
た
モ
ン
ゴ
ル
入
、
女
真
人
、
漢
族
中
国

人
、
朝
鮮
人
に
よ
る
熾
烈
な
争
い
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
遼
東
の
問
題

は
明
初
に
お
け
る
明
と
高
麗
の
関
係
に
ま
で
影
響
を
与
え
続
け
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
論
文
は
、
恭
懲
王
を
こ
う
い
つ
た
背
景
下
に
置
い
て
、
そ
の
外
交

政
策
と
活
動
と
を
叙
述
し
た
う
え
で
、
「
紅
巾
の
乱
は
、
元
朝
の
支
配
の
時

期
に
あ
っ
て
、
恭
慰
王
が
国
内
外
で
権
威
と
地
位
を
維
持
す
る
方
策
と
し
て

大
い
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
明
朝
と
高
麗
と
の
関
係
の
輪
郭

も
形
成
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
観
察
か
ら
、
朝
鮮
の

門
事
大
の
伝
統
」
と
「
自
尊
の
態
度
」
が
織
り
な
し
て
構
成
し
た
東
北
ア
ジ

ア
の
真
実
に
迫
っ
た
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
朝
鮮
は
終
始
中

国
の
属
国
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
確
か
に
巨
大
な
中
国
に
比
す
れ
ば
自

ら
「
東
夷
」
と
自
認
す
る
小
国
で
し
が
な
か
っ
た
と
き
も
あ
る
が
、
し
か
し
、

朝
鮮
は
絶
え
ず
隣
り
合
う
中
国
の
状
況
を
ひ
そ
か
に
伺
い
傍
観
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
伍
躍
の
論
文
「
朝
貢
関
係
と
情
報
収
集
」
を
読
め
ば
、

朝
鮮
か
ら
北
京
に
赴
い
た
燕
行
使
が
、
合
法
的
な
外
交
身
分
を
い
か
に
利
用

し
て
、
清
朝
の
各
種
の
情
報
を
収
集
し
て
い
た
か
を
理
解
で
き
る
。
彼
ら
は
、

政
府
の
公
文
を
書
き
写
す
こ
と
や
、
高
価
な
情
報
を
買
い
取
る
こ
と
に
全
力

を
傾
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
心
事
氏
の
雷
う
よ
う
に
、
朝
貢
関
係

は
東
ア
ジ
ア
前
近
代
の
主
要
な
国
際
関
係
で
あ
り
、
か
つ
て
は
朝
鮮
王
朝
も

そ
れ
を
認
め
て
従
っ
た
が
、
し
か
し
朝
貢
外
交
に
対
す
る
実
証
的
な
研
究
に

な
お
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
対
対
国
外
交

は
、
一
般
的
に
は
み
な
朝
貢
関
係
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
中

に
は
宗
主
国
と
い
う
支
配
者
に
あ
い
対
す
る
「
自
主
扁
意
識
と
「
自
由
」
選

択
が
終
始
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
彼
の
叙
述
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
い
つ
た
「
求
心
扁
だ
け
で
な
く
「
遠
心
」
も
あ
る
思
潮
は
、
あ
る
と
き
に

は
朝
鮮
の
国
家
安
全
と
民
族
自
重
の
理
論
的
根
拠
と
な
り
、
ま
た
あ
る
と
き

に
は
朝
鮮
国
家
の
自
立
と
民
族
自
覚
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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三

　
や
は
り
申
国
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
門
天
下
扁
を
覆
っ
た
漢
唐
の
荒
戸

の
の
ち
、
朝
貢
体
制
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
文
化
的
な
一
体
感
は
徐
々
に

弱
く
な
っ
て
き
た
明
清
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
、
漢
族
申
国
と
周
辺
と
の

関
係
は
、
す
で
に
か
な
り
複
雑
化
し
て
い
た
。
「
明
清
期
の
中
国
外
交
」
と

い
う
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
、
本
書
の
第
三
部
分
を
構
成
す
る
。

　
一
九
八
三
年
、
モ
ー
リ
ス
・
ロ
サ
ビ
（
ソ
自
O
叫
H
｝
ω
影
○
ω
し
自
餌
げ
｝
）
は
、
近
世
初

期
に
お
け
る
中
国
の
国
際
関
係
に
関
す
る
論
文
集
を
編
纂
し
た
。
そ
の
名
は

魍
対
等
者
の
中
で
の
中
国
隔
（
G
ぎ
ミ
織
ミ
。
磯
憩
§
ぴ
）
と
い
い
、
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
時
代
か
ら
「
申
国
が
ラ
イ
バ
ル
に
出
会
い
」
は
じ
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
「
実
力
伯
伸
す
る
国
家
の
中
の
中
国
」
と
訳
す
人
も

　
⑥

い
る
）
。
ま
さ
に
そ
の
副
題
「
中
国
と
そ
の
近
隣
諸
国
、
十
世
紀
か
ら
十
四

世
紀
ま
で
」
（
§
恥
§
轟
二
葉
蓉
ミ
§
蹴
禽
さ
慧
ぴ
ミ
μ
N
黛
ド
N
慧
G
§
－

§
署
し
が
明
瞭
に
示
す
よ
う
に
、
十
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
、
中

国
と
隣
国
と
の
関
係
に
は
重
大
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
。
宋
代
に
な
っ
て

か
ら
、
中
国
は
か
つ
て
の
唐
朝
の
よ
う
に
天
下
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
は
な
く
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
後
に
は
、
中
国
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
手
の
届
か
な
い
と

こ
ろ
は
な
い
か
の
よ
う
な
力
と
、
誇
り
に
満
ち
た
自
信
と
は
失
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
清
王
朝
は
対
外
的
な
宗
主
国
の
イ
メ
ー
ジ

を
守
り
、
朝
貢
体
制
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
ま
た
一
方

で
は
、
外
側
の
隣
国
に
対
し
て
か
な
り
の
警
戒
を
払
っ
て
お
り
、
神
経
過
敏

に
な
っ
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。
山
崎
岳
の
「
朝
貢
と
海
禁
の
論
理
と
現

実
」
は
大
変
に
面
白
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
い
る
。
明
代
中
葉
の
一
介
の

通
訳
で
あ
る
宋
素
卿
は
、
か
つ
て
は
止
血
細
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
運
命
は
当
時
の
中
国
と
日
本
の
間
の
張
り
詰
め
た
関
係
を
反
映
し
て
い
る
。

当
時
の
明
朝
は
朝
貢
を
許
す
か
海
禁
を
厳
し
く
す
る
か
の
問
で
常
に
揺
れ
動

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
華
人
通
訳
が
中
国
と
日
本
の
間
の

橋
渡
し
と
な
る
こ
と
は
、
あ
る
面
で
は
四
夷
の
中
華
に
対
す
る
崇
敬
に
よ
っ

て
特
別
待
遇
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
が
、
ま
た
別
の
面
か
ら
語
え

ば
、
中
国
の
外
夷
に
対
す
る
猜
疑
に
よ
っ
て
、
無
実
の
罪
を
負
わ
さ
れ
た
と

も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
～
個
人
の
身
分
と
役
割
そ
し
て
そ
の
境
遇
の
考
察
は
、

一
見
す
れ
ば
具
体
的
で
は
あ
る
が
、
関
連
す
る
背
崇
や
問
題
は
極
め
て
大
き

く
、
明
代
の
「
倭
患
」
は
い
っ
た
い
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と

も
中
国
と
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
今
な
お
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
と
関

わ
る
だ
け
で
な
く
、
倭
患
に
対
す
る
判
断
の
背
後
に
は
ど
の
よ
う
な
意
識
と

観
念
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
理
論
と
観
念
は
常
に
歴
史
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
入
の

思
想
動
機
に
対
し
て
推
測
す
る
場
合
は
、
「
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
」
た
と
し

て
も
構
わ
な
い
。
し
か
し
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
研
究
対
象
を
複
雑
な
歴
史

環
境
の
中
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
史
料
に
基

づ
い
て
、
で
き
る
限
り
緻
密
に
、
既
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
過
程
を
改
め

て
理
解
し
た
上
で
、
か
つ
て
繊
現
し
た
歴
史
を
全
面
的
に
叙
述
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
過
程
が
ど
れ
ほ
ど
複
雑
で
、
こ

の
歴
史
に
ど
れ
ほ
ど
多
様
な
側
面
が
あ
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ

考
証
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
を
当
て
は
め
る

こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
変
え
て
し
ま
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
沈
衛
栄
の
「
”
懐
柔
遠
夷
”
言
説
に
お
け
る
明
代
中

国
・
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
・
文
化
関
係
扁
は
眼
差
し
を
中
国
西
南
に
向
け
る
が
、

こ
の
論
文
で
も
中
国
の
四
夷
に
対
す
る
門
懐
柔
遠
夷
」
に
触
れ
て
い
る
。
あ
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評判

る
い
は
、
か
つ
て
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
L
・
ヘ
ヴ
イ
ア

（
厨
ヨ
①
。
。
ピ
．
口
①
〈
貯
）
に
よ
る
あ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
歴
史
作
品
を
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

起
こ
す
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
沈
欝
が
主
に
考
察
す
る
の
は

歴
史
で
あ
り
、
裁
然
と
分
け
ら
れ
る
概
念
や
、
理
念
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

制
度
を
考
察
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
現
在
の
「
後
見
の
田
偏

に
頼
っ
て
過
去
の
動
機
と
心
理
を
推
測
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼

は
、
複
雑
な
「
懐
柔
遠
離
』
と
「
夷
夏
の
弁
を
厳
に
す
」
の
あ
い
だ
で
改
め

て
歴
史
文
献
を
整
理
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
明
朝
が
い
か
に
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
僧
侶
を
招
訳
し
た
り
彼
ら
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ

ト
を
制
御
し
て
い
た
の
か
、
を
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
歴
史
と
は
し
ば
し
ば
互
い
に
影
響
を
与
え
あ
う
も
の
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
こ
の
政
策
こ
そ
が
、
か
え
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
神
通
力
や
秘
密

法
、
そ
し
て
虚
伝
仏
教
と
は
か
な
り
異
な
る
仏
教
の
流
行
を
漢
族
士
大
夫
に

伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
同
じ
朝
見
と
聰
問
の
「
賓
礼
」
の
制
度
の
も
と
、
宗
主
国
中
国

も
、
大
変
複
雑
か
つ
曖
昧
な
態
度
を
と
り
、
戦
略
的
に
朝
貢
国
の
使
節
に
対

応
し
た
。
そ
の
戦
略
の
目
的
と
は
彼
ら
朝
貢
国
を
鵜
摩
さ
れ
統
制
さ
れ
た
状

態
に
止
め
置
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
潮
害
進
の
「
明
清
中
国
の
対
朝
鮮
外
交

に
お
け
る
「
礼
」
と
「
問
罪
」
」
は
、
明
清
の
史
料
を
中
心
と
し
て
、
藪
嶋

定
生
が
か
つ
て
提
示
し
た
い
わ
ゆ
る
「
冊
封
体
制
」
中
の
「
礼
」
の
問
題
を

論
じ
、
軍
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
説
き
及
ん
で
い

る
。
彼
は
明
初
の
明
朝
と
高
麗
の
外
交
を
例
と
し
て
、
里
下
皇
帝
が
＝
二
七

三
年
の
朝
貢
の
際
に
、
途
中
で
命
を
落
と
し
た
貢
馬
の
欠
を
二
頭
の
私
馬
に

よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
し
た
こ
と
、
一
三
七
四
年
の
朝
貢
中
に
高
麗
の
貢
物
が

多
す
ぎ
る
と
し
て
布
六
対
の
ほ
か
は
持
ち
帰
ら
せ
た
こ
と
、
と
い
っ
た
事
柄

に
対
し
て
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
砦
細
な
こ
と
を
大
げ
さ
に
叱
責
し
、
軍

隊
を
出
し
て
罪
を
問
う
と
脅
し
を
か
け
た
の
か
、
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
一

三
九
二
年
に
朝
鮮
政
権
が
交
代
し
た
あ
と
に
、
李
成
業
が
明
朝
に
国
号
の
変

更
を
申
し
入
れ
た
外
交
文
書
に
対
す
る
洪
武
帝
の
反
応
を
例
と
し
て
、
明
初

の
対
朝
鮮
外
交
中
の
「
礼
」
の
話
題
が
、
い
か
に
し
て
明
太
祖
が
朝
鮮
を
牽

制
す
る
外
交
戦
術
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
を
論
じ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
、
彼

は
豊
艶
漢
の
凹
花
浦
先
生
朝
天
航
海
録
睡
の
記
述
を
申
心
と
し
て
、
　
一
六
二

三
年
す
な
わ
ち
天
啓
三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
仁
祖
反
正
」
す
な
わ
ち
光
海
君

（
李
琿
）
の
系
統
と
学
業
（
李
係
）
の
系
統
と
の
あ
い
だ
の
王
位
継
承
の
争

い
を
叙
述
し
た
。
こ
の
事
件
か
ら
我
々
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

も
と
も
と
「
纂
扁
・
「
斌
」
・
「
正
」
・
門
逆
」
と
い
っ
た
「
礼
」
に
関
わ
る
伝
統

的
な
観
念
は
、
中
国
が
朝
鮮
政
治
を
裁
断
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
原
則
に
し

ば
し
ば
当
て
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
原
則
の
裁
断
と
冊
封
権
力
が
、

中
国
側
に
か
な
り
大
き
な
政
治
的
正
当
性
と
外
交
的
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と

が
常
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
魏
忠
賢

を
ト
ッ
プ
と
す
る
宮
潤
た
ち
が
腐
敗
し
汚
職
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

李
係
政
権
も
様
々
な
方
法
を
通
し
て
器
封
の
正
当
性
を
得
て
き
た
も
の
の
、

朝
鮮
側
、
た
と
え
ば
洪
翼
翼
と
い
っ
た
深
く
儒
家
思
想
の
影
響
を
受
け
た
文

入
は
明
朝
か
ら
の
冊
封
に
対
し
て
、
極
め
て
複
雑
な
態
度
を
示
し
て
お
り
、

こ
の
事
件
の
結
果
は
、
そ
の
後
の
朝
鮮
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
士
の
持
っ
た
、
明

清
の
間
に
対
す
る
複
雑
な
傾
向
と
姿
勢
に
、
影
響
を
与
え
る
ま
で
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
朝
鮮
が
清
朝
を
終
始
蔑
視
し
、
敵
憶
心
を
有
し
て
い

た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
清
朝
は
し
ば
し
ば
こ
う
い
つ
た
「
非

礼
」
を
理
由
と
し
て
、
朝
鮮
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
た
。
し
か
し
、
呉
三
桂

の
反
乱
が
終
息
し
て
か
ら
は
、
清
政
権
は
安
定
期
に
入
り
、
こ
う
い
つ
た
外
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交
文
書
の
「
五
礼
扁
に
よ
っ
て
「
問
罪
」
す
る
事
件
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の

で
あ
っ
た
。
以
上
の
一
連
の
で
き
ご
と
は
、
ま
さ
に
古
代
の
い
わ
ゆ
る

「
礼
」
と
「
刑
」
と
同
様
に
、
明
清
が
東
ア
ジ
ア
諸
朝
貢
国
に
対
し
て
外
交

統
制
す
る
際
の
原
則
と
戦
略
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
白
馬
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
う
い
つ
た
「
札
」
に
由
来
す
る
原
則
は
、
と
き
に
は
諸
刃

の
剣
と
な
る
。
こ
の
原
則
は
宗
主
国
が
朝
貢
国
を
支
配
す
る
正
当
性
を
与
え

る
道
具
と
な
り
、
道
義
の
上
で
は
朝
貢
国
に
「
服
従
扁
を
迫
る
も
の
と
な
っ

た
が
、
一
方
面
は
、
朝
貢
国
が
宗
主
国
の
正
当
性
を
検
証
し
た
り
問
い
質
し

た
り
す
る
と
き
の
尺
度
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
華
夷
観
」
が
朝
鮮
士
大
夫

に
内
在
す
る
「
撲
夷
」
の
態
度
と
な
り
、
自
ら
「
小
中
華
」
と
称
す
る
根
拠

と
も
な
っ
た
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。

四

　
ま
も
な
く
紙
幅
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
は
や
本
書
の
内
容
を
逐
一

繰
り
返
す
の
は
や
め
に
し
よ
う
。
実
際
に
は
、
岩
井
茂
樹
の
「
清
代
の
互
市

と
“
沈
黙
外
交
”
」
や
中
砂
明
徳
の
門
芝
蘭
国
の
朝
貢
」
も
相
当
高
い
価
値

が
あ
る
。
と
き
に
私
は
、
日
本
の
学
者
が
こ
の
よ
う
に
史
料
を
突
き
詰
め
る

態
度
に
た
い
へ
ん
敬
服
す
る
。
そ
し
て
多
言
語
の
史
料
を
用
い
て
歴
史
研
究

を
行
う
こ
と
に
は
大
変
賛
成
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
さ
ら
に
多
く
の
文

献
資
料
（
こ
れ
は
一
般
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
外
国
語
史
料
〔
非
漢
文
史

料
〕
を
も
含
む
）
を
発
掘
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
た
と
え
ば
岩
井
論
文

で
は
大
最
の
満
洲
語
梢
案
が
用
い
ら
れ
、
中
砂
論
文
で
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文

献
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
傅
道
州
が
往
年
に
創
設
し
た
研
究
所
が

「
歴
史
語
醤
研
究
所
」
と
名
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
東
ア
ジ
ア
の
外
交
交
渉
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
近
代
と
現
代
を
避
け
て
通

る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
歴
史
学
者
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
た
と
え
目
の

前
で
前
近
代
の
こ
と
を
見
て
い
た
と
し
て
も
、
心
の
中
で
は
現
代
の
こ
と
を

考
え
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
は
現
代
を
知
る
た
め
に
過
去
の
こ
と
を
用
い
て

い
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
が
、
必
然
的
に
現
在
に
ま
で
伸
び
て
い
る
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
本
害
の
最
後
の
部
分
は
「
近
代
東
ア
ジ
ア
の
諸
相
」
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
は
、
酵
福
成
が
一
八
九
箇
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
英
国
と
雲

南
・
ビ
ル
マ
間
の
国
境
画
定
に
つ
い
て
交
渉
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
箱

田
恵
子
の
「
酵
福
成
の
演
緬
界
務
交
渉
」
、
そ
し
て
一
九
　
三
年
か
ら
～
九

三
四
年
に
わ
た
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
日
本
・
そ
し
て
中
国
の
あ
い
だ
で
十
回

に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
極
東
選
手
権
競
技
大
会
を
通
じ
て
植
民
地
フ
ィ
リ
ピ

ン
と
半
植
民
地
の
中
国
、
そ
し
て
既
に
列
強
の
一
員
と
な
っ
て
い
た
日
本
の

あ
い
だ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
論
じ
、
さ
ら
に
ス
ポ
ー
ツ
と
政
治
そ
し
て
意

識
形
態
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
を
深
く
分
析
し
た
高
嶋
航
の
「
極
東
選
手
権

競
技
大
会
と
Y
M
C
A
」
が
あ
る
。

　
注
目
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
部
分
の
最
後
の
一
篇
で
あ
る
永
井
和
の
「
東

ア
ジ
ア
史
の
「
近
世
」
問
題
」
で
あ
る
。
彼
は
日
本
そ
の
も
の
に
立
ち
返
っ

て
、
複
雑
か
つ
巨
大
な
理
論
的
問
題
を
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
た
い
何

が
世
界
的
な
「
近
代
」
な
の
か
。
日
本
の
「
近
代
」
と
は
「
開
国
」
を
も
っ

て
始
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
門
明
治
維
新
」
を
も
っ
て
始
ま
り
と
な
す
の
か
。

「
近
代
」
と
は
多
元
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
、
複
数
の
こ
と
な
る
系
譜
を
持

つ
べ
き
な
の
か
。
世
界
の
近
代
の
系
統
の
中
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
ア

ジ
ア
の
近
代
を
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
宮
崎
市
定
の
『
東
洋
的
近
世
』
や
岸
本
美
緒
・
宮
嶋
博
史
・

杉
山
正
明
ら
の
関
連
す
る
論
述
に
つ
い
て
論
じ
、
日
本
学
術
界
に
お
け
る
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
の
系
譜
を
描
き
出
す
。
こ
れ
は
大
変
意
義
深
い
こ
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評書

と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
今
日
の
中
国
・
日
本
・
韓
国
と
い
っ
た
地
域
で
議
論

さ
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
と
近
代
に
か
か
わ
る
数
多
く
の
内
容
は
、
日
本
の
学
術

界
が
か
つ
て
打
ち
出
し
た
こ
の
問
題
意
識
と
な
お
も
か
な
り
複
雑
な
繋
が
り

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
か
つ
て
「
想
像
の
も
の
と
実
際
の
も
の
（
想
像
的
和
実
際
的
）
」
と

題
し
た
論
文
を
発
表
し
て
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
「
ア
ジ
ア
主
義
」
に
批

判
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
学
界
で
は
「
ア
ジ
ア
」
も
し
く
は
門
東

ア
ジ
ア
」
を
歴
史
単
位
と
し
て
現
代
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
空
間
を
描
く

こ
と
を
好
む
。
こ
れ
か
ら
私
が
い
つ
も
思
う
の
は
、
こ
れ
に
は
明
治
時
代
か

ら
の
大
臼
本
主
義
に
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
政
治
や
思
想
の
影
が
み
て
と

れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
あ
る
藤
で
は
、
現
代
の
日
本
の
学
術
界
が
現
代
の
顯

洋
を
超
越
す
る
こ
と
を
名
目
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
現
代
的
な
西
洋
の
理
論

に
追
従
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
、
日
本
の
中
国
研
究
界
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
申
国
研
究
を
簡
単
に
ア

ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び
目
本
が
注
目
す
る
視
野

に
立
ち
返
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
学
者
の
立
場
か
ら
い

え
ば
、
簡
単
に
「
ア
ジ
ア
」
も
し
く
は
門
東
ア
ジ
ア
」
を
全
体
的
な
枠
組
み

と
し
て
、
国
家
の
歴
史
叙
事
を
弱
め
る
と
い
う
戦
略
に
参
加
す
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
歴
史
研

究
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
門
複
数
の
伝
統
と
現
代
」
を
採
用
し
、
さ
ら
に

「
互
い
に
取
り
巻
き
あ
い
交
錯
し
あ
う
歴
史
扁
を
付
け
加
え
る
方
が
、
お
そ

ら
く
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

五

「
東
ア
ジ
ア
」
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
交
流
史
に
対
し
て
日
本
に
は

か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
研
究
の
蓄
積
を
積
み
重
ね
て
き
た
伝
統
が
あ
る
が
、

ま
さ
に
吉
本
道
雅
が
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
辿
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
九

四
年
に
日
本
が
那
珂
通
世
の
唱
導
の
も
と
高
等
師
範
学
校
に
東
洋
史
学
科
を

設
立
し
て
以
来
、
こ
の
学
科
は
ず
っ
と
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
の
「
交
流
」
に

か
な
り
の
関
心
を
払
い
続
け
、
白
鳥
庫
吉
に
せ
よ
桑
原
隅
藏
に
せ
よ
そ
し
て

内
藤
湖
南
に
せ
よ
、
み
な
中
国
史
・
日
本
史
・
モ
ン
ゴ
ル
史
そ
し
て
朝
鮮
史

に
対
し
て
同
時
に
注
目
し
て
い
た
。
こ
の
門
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
吉
本
氏

は
た
い
へ
ん
面
白
く
、
そ
し
て
意
義
の
あ
る
問
題
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
そ

れ
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
交
流
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
研
究
を
進
め
る
際
に
は
、

中
国
史
料
を
相
対
化
さ
せ
、
中
国
以
外
の
史
料
、
さ
ら
に
は
中
国
語
（
漢

文
）
以
外
の
門
異
質
な
」
史
料
さ
え
も
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
田
本
や
韓
国
の
学
者
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
の
史
料
が
「
中
国

の
立
場
」
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
と
き
に

見
方
が
偏
狭
で
あ
っ
た
り
、
偏
見
に
満
ち
傲
慢
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
観

念
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
を
問
わ
ず
、

み
な
日
本
や
韓
国
の
史
料
を
用
い
て
考
証
を
加
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ど

の
国
の
史
料
も
自
ら
想
像
し
描
き
だ
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
疑
い
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
も
し
「
異
域
の
目
」
（
こ
れ
は
興
膳
宏
氏
の
言

葉
で
あ
る
）
と
「
殊
族
の
文
」
か
ら
か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
か
え

っ
て
鏡
の
よ
う
に
自
ら
を
映
し
出
し
て
、
自
ら
の
姿
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら

は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
前
々
か
ら
考
え
て
い

る
。
だ
か
ら
、
「
相
対
化
」
と
「
異
質
な
」
と
い
う
こ
の
二
つ
の
概
念
の
持

つ
意
味
は
と
て
も
深
く
、
そ
の
内
側
に
は
多
く
の
問
題
意
識
と
あ
ら
た
な
観

点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
の
研
究
者
も
じ
っ
く
り
と
考
え
る
価
値
が

あ
る
だ
ろ
う
。
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執
筆
者
簡
介
”
葛
兆
光
（
か
つ
・
ち
ょ
う
こ
う
）
氏
は
、
北
京
大
学
大
学
院
卒
業
後
、

清
華
大
学
教
授
な
ど
を
歴
任
。
現
在
、
復
旦
大
学
文
史
研
究
院
院
長
、
歴
史
系
教
授

で
あ
る
。
主
に
中
国
宗
教
思
想
文
化
史
を
研
究
。
著
書
と
し
て
㎎
禅
宗
と
中
国
文

化
隔
噸
道
教
と
中
国
文
化
』
『
中
国
禅
思
想
レ
六
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
駄
闘
中
国

思
想
史
脈
噸
華
客
さ
ら
に
東
風
－
清
末
民
初
思
想
、
宗
教
と
学
術
に
つ
い
て
の
十

論
㎞
な
ど
が
あ
る
。

①
班
別
迫
克
・
安
徳
森
（
じ
d
①
昌
Φ
匹
一
〇
［
》
堅
剛
Φ
「
ω
O
昌
）
四
想
像
的
共
同
体
一
民
族

　
主
義
的
起
源
与
散
布
轍
（
寒
起
ぽ
ミ
O
§
§
§
ミ
鶏
肉
ミ
鳴
ら
§
、
窮
§
斗
鴨
9
喧
ご

　
§
蹴
9
越
ミ
焦
さ
職
§
ミ
時
ミ
）
、
呉
容
人
証
、
台
北
、
時
報
出
版
公
司
、
一
九
九

　
九
年
。

②
杜
饗
奇
（
軍
器
二
四
U
二
野
『
従
民
族
国
家
抵
救
歴
史
－
民
族
主
義
話
語

　
与
申
国
現
代
史
研
究
』
（
肉
§
ミ
轟
§
§
望
》
◎
ミ
馬
譜
さ
職
§
M
◎
竃
防
織
§
註
晦

　
さ
、
ミ
ぎ
暴
挙
§
譜
、
謡
○
ミ
嵩
亀
、
王
憲
明
訳
、
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、

　
二
〇
〇
三
年
。

③
葛
兆
光
「
重
建
『
中
国
盛
的
歴
史
論
述
」
（
『
二
十
　
世
紀
㎞
総
第
九
〇
期
、
二

　
〇
〇
五
年
）
。
議
論
し
た
意
見
は
、
強
姦
奇
石
民
族
睡
、
『
民
族
国
家
』
、
『
民
族
主

　
義
睡
的
双
重
含
義
i
従
葛
兆
光
的
〈
重
建
『
中
国
撫
的
歴
史
論
述
〉
談
起
」

　
（
噸
二
十
一
世
紀
㎞
総
第
九
四
期
、
二
〇
〇
六
年
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
　
萬
兆
光
「
想
像
的
和
実
際
的
－
誰
認
同
亜
洲
？
駄
（
㎎
台
大
歴
史
学
報
臨
第
三

　
〇
期
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑤
岩
井
茂
樹
が
明
代
中
国
と
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、
似
た
よ

　
う
な
現
象
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
明
朝
が
対
外
関
係
を
あ
ら
た
め
て
構
築
す

　
る
に
あ
た
っ
て
「
称
臣
入
貢
」
、
「
儀
制
の
制
定
」
、
「
石
庭
と
皇
帝
儀
礼
（
冬
至
と

　
元
旦
に
海
外
の
蕃
王
が
北
向
し
て
拝
礼
を
行
う
こ
と
）
」
、
「
世
｝
見
」
、
「
冊
封
」
、

　
「
致
祭
」
な
ど
、
あ
た
か
も
天
朝
帝
国
の
ご
と
き
不
平
等
な
や
り
か
た
を
と
っ
て

　
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
同
時
に
文
化
主
義
の
観
念
と
実
際
に
即
し
た
戦
略
に

　
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、
本
当
の
帝
国
方
式
で
は
な
く
、
「
不
征
諸

　
夷
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
各
国
と
す
で
に
国
と
国
と
し
て
の
関
係
を
始
め

　
て
い
た
の
で
あ
る
。
岩
井
茂
樹
「
明
代
中
国
の
礼
制
覇
権
主
義
と
東
ア
ジ
ア
の
秩

　
序
」
（
魍
東
洋
文
化
隔
八
五
号
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
　
ー
エ
ハ
○
頁
。

⑥
ζ
。
三
ω
円
8
墨
び
ざ
餌
ご
O
ミ
隷
匙
§
。
轟
寒
§
貯
§
鴨
箋
同
窓
謡
寒
ミ
§
眠

蓼
ミ
慧
ぴ
婁
ミ
詠
山
慧
。
ミ
寝
、
蛍
b
d
⑦
昏
ξ
と
易
Φ
邑
〔
団
。
｛
o
聾
｛
。
ヨ
貯

　
勺
『
Φ
。
。
ω
　
一
り
o
Q
ω
．

　
　
　
噛

⑦
』
弩
①
し
。
r
清
く
鑓
9
鳴
勢
ミ
、
～
。
q
重
き
き
§
u
き
、
・
Q
躇
9
題
鮮
竈
昏
§
ミ
ミ

　
§
§
ミ
ミ
華
肉
ミ
貯
砺
超
越
N
奮
U
竃
訂
欝
U
葵
①
ζ
巴
く
①
H
。
・
津
《
甲
Φ
し
。
ω
闇

　
一
⑩
⑩
9

（
A
5
判
　
五
九
八
頁
　
二
〇
〇
七
年
三
月
　
京
都
大
学
学
術
出
版
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
者
一
石
野
一
晴
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
諜
程
）
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