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は
じ
め
に

１
本
稿
の
課
題

本
特
集
の
な
か
で
本
稿
が
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

対
象
と
す
る
地
域
研
究
の
可
能
性
な
ら
び
に
地
域
研
究
者
の
有
す
る

「
暗
黙
知
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

研
究
対
象
地
域
の
現
地
の
人
た
ち
が
有
し
て
い
る
が
、
本
人
た
ち
が

そ
れ
と
は
気
付
か
な
い
知
恵
や
知
識
も
ま
た
「
暗
黙
知
」
と
呼
び
う

る
の
で
、
こ
れ
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、「
経
験

知
」
に
言
い
換
え
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。「
経
験
知
」
と
す

る
と
、
今
度
は
、
単
純
に
現
地
経
験
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う

恐
れ
が
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
本
文
に
先
立
っ
て
確
認
し
て
お
く
。

こ
の
二
つ
の
課
題
の
間
に
は
、
一
見
、
ひ
と
つ
の
論
考
の
な
か
で

論
じ
る
た
め
の
必
然
的
な
関
連
性
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
ず
は
そ
の
点
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
私
が
経
験
知
に
着
目
し
た
き
っ
か
け
は
、
収
集
し
た

質
的
・
量
的
デ
ー
タ
を
解
釈
す
る
際
に
地
域
研
究
者
が
根
拠
と
す
る

対
象
地
域
に
関
す
る
当
人
の
「
知
」
を
何
ら
か
の
形
で
明
示
化
で
き

な
い
か
と
考
え
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
明
示
化
は

す
で
に
確
立
し
た
研
究
者
間
の
議
論
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

よ
り
も
む
し
ろ
、
地
域
研
究
の
分
野
で
学
ぶ
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、

「
師
の
後
姿
を
見
て
学
べ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
免
許
皆
伝
を
許

さ
れ
る
た
め
の
「
奥
義
」
の
解
明
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る＊

１

。
と
は
い
え
、
地
域
研
究
と
は
何
か
と

第
Ⅲ
部 
新
し
い
地
域
研
究
を
め
ざ
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
研
究
の
有
効
性
と
諸
課
題

小
森
宏
美
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い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
あ
る
程
度
共
通
認
識
と
し
て
整
理
さ
れ
て

き
て
い
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
各
人
各
様
の
意
見
が

あ
る
実
状
に
変
わ
り
は
な
い
な
か
で
、
地
域
研
究
を
ひ
と
く
く
り
に

し
て
包
括
的
議
論
を
展
開
す
る
の
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
自
ら
の
研
究
対
象
で
あ
る
エ
ス
ト
ニ
ア

研
究
な
ら
び
に
エ
ス
ト
ニ
ア
を
含
む
上
位
地
域
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

研
究
を
ま
ず
は
想
定
し
て
論
じ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き

た
い
。

旧
ソ
連
構
成
共
和
国
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
エ
ス
ト
ニ
ア
は
と
も
か

く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
対
象
と
し
た
地
域
研
究
の
有

効
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
疑
問

は
、
実
像
で
は
な
く
鏡
像
と
し
て
の
み
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て
い
る
た

め
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
一
体
性
に
と
ら
わ
れ
、
多
様
性
に
目
を
向
け
な
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
対
す
る
他
者
か
ら
の
語
り
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
鏡

像
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
解
放
（「
西
洋
」
と
い
う
呪
縛
か

ら
の
解
放
）
を
本
稿
で
は
論
じ
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
な

る
の
が
、
経
験
知
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
。

２
エ
ス
ト
ニ
ア
地
域
研
究

筆
者
自
身
に
は
、
地
域
研
究
者
と
歴
史
研
究
者
と
い
う
二
つ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
個
性
記
述
的
と
さ
れ
て
い
る
学
問
領
域
で
あ
る
。
他
方
、
比
較

政
治
学
や
国
際
関
係
論
の
分
野
に
越
境
す
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
く
ま

で
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
矛
盾
を
感
じ
る
こ
と
が
あ

る
。
地
域
研
究
と
は
そ
も
そ
も
自
ら
設
定
し
た
課
題
に
し
た
が
っ
て

切
り
取
っ
た
地
域
を
対
象
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
比
較
政
治

学
や
国
際
関
係
論
の
議
論
に
参
入
す
る
場
合
に
は
、
先
に
問
題
設
定

が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
エ
ス
ト
ニ
ア
と
い

う
「
国
」
を
対
象
と
し
た
研
究
に
対
す
る
要
請
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
単
位
と
し
て
の
「
国
」
は
こ
こ
で
は
所
与
の
も
の
で
あ

る
。
研
究
対
象
に
し
て
も
課
題
に
し
て
も
他
律
的
に
決
ま
っ
て
い
る

こ
の
状
態
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
を
対
象
と
す
る
地
域
研
究
者
が

筆
者
同
様
に
あ
る
種
の
引
け
目
を
感
じ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
理
由

の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
国
」
を
所
与
の
単
位
と
し
て
、
な
お
か
つ
他
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
議
論
を
援
用
し
な
が
ら
行
う
筆
者
流
の
エ
ス
ト
ニ
ア
地
域
研
究
と

は
、
一
定
の
時
間
・
空
間
内
に
エ
ス
ト
ニ
ア
が
自
ら
を
位
置
づ
け
る

様
を
描
き
出
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
限
定
を
段
階
的

に
拡
大
し
て
い
く
作
業
を
通
じ
て
、「
全
体
像
」
に
近
づ
こ
う
と
す

る
営
為
で
あ
る
。
自
ら
を
位
置
づ
け
る
様
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
直

面
す
る
課
題
へ
の
対
応
の
仕
方
や
、
周
辺
世
界
と
の
関
係
性
の
持
ち

方
で
あ
る
。
そ
の
営
為
の
な
か
で
経
験
知
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
な
か
で
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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３
本
稿
の
構
成

以
下
で
は
、
ま
ず
、
地
域
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
本
稿
な
り
の
視

角
か
ら
整
理
し
、
次
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
枠
組
み
の
設
定
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
「
西
洋
」
と
い
う
概
念
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
上

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
研
究
者
の
経
験
知
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
の

後
に
具
体
例
と
し
て
あ
げ
る
エ
ス
ト
ニ
ア
研
究
の
事
例
は
誰
に
で
も

示
唆
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
域
研
究
に
身
を
置
く

中
で
の
あ
る
種
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
地
域
研
究
の
歴
史
に
つ
い

て
は
す
で
に
各
種
入
門
書
、
あ
る
い
は
、
本
誌
『
地
域
研
究
』
の
第

七
巻
第
一
号
の
特
集
「
方
法
と
し
て
の
地
域
研
究
」
な
ど
で
多
方
面

か
ら
論
じ
ら
れ
、
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
も
繰
り
返
し
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
今
さ
ら
と
い
う
感
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
屋
上
屋
を
架
す
か
の
ご
と
く
そ
れ
を
整
理
す

る
の
は
、
本
稿
で
扱
う
時
間
的
射
程
を
限
定
し
、
問
題
関
心
上
の
背

景
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
の
地
域
研
究
が
、
問
題
関
心
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
地
域
的

枠
組
み
の
な
か
で
の
包
括
的
理
解
と
そ
の
深
化
と
い
う
緩
や
か
な
定

義
を
超
え
て
、
む
し
ろ
、
災
害
対
応
に
お
け
る
応
用
や
実
践
、
異
分

野
間
の
協
同
に
お
い
て
社
会
的
要
請
に
こ
た
え
る
と
い
う
明
確
な
方

向
性
を
示
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
本
特
集
の
他
の
論
考
で
議
論
さ
れ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
主
と
し
て
特
定
地
域
を
対

象
と
す
る
研
究
に
あ
く
ま
で
こ
だ
わ
る
本
稿
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
批
判

も
想
定
さ
れ
る
一
方
、
本
特
集
の
な
か
で
こ
う
し
た
試
み
に
も
場
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
多
様
な
地
域
研
究
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。

Ⅰ
地
域
研
究
の
展
開

地
域
研
究
が
既
成
の
社
会
諸
科
学
に
挑
戦
す
る
も
の
と
し
て
登
場

し
た
と
す
る
と
、
そ
の
歴
史
が
比
較
的
新
し
い
こ
と
に
異
論
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
末
に
東
洋
学
な
ど
と

い
っ
た
形
で
の
他
者
研
究
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

思
い
起
こ
す
の
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
進
展
す
る
地
域
研
究
と

の
連
続
と
断
絶
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
無
意
味
で
は
な
い
。

こ
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
進
展
の
背
景
に
は
、
同
戦
争
中
に
高

ま
っ
た
他
者
に
関
す
る
文
化
的
な
知
識
の
持
つ
戦
略
的
価
値
へ
の
関

心
と
、
そ
の
一
方
で
、
非
西
洋
的
な
も
の
（
こ
の
定
義
に
つ
い
て
は

後
述
）
と
の
出
会
い
の
な
か
で
生
じ
た
従
来
の
西
洋
中
心
主
義
的
な

科
学
的
な
い
し
「
普
遍
的
」
知
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
地
域
研
究
は
、
文
明
対
野
蛮
、
先
進
対
未
開
と
い
っ
た
進
歩
史

観
に
縛
ら
れ
た
世
界
観
か
ら
の
脱
却
に
お
い
て
小
さ
か
ら
ぬ
役
割
を

果
た
し
た
。
こ
う
し
た
進
歩
史
観
の
限
界
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
単
位
の
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国
民
国
家
モ
デ
ル
に
変
容
を
迫
る
現
実
世
界
の
動
き
の
な
か
で
も
露

呈
さ
れ
、
そ
こ
に
地
域
研
究
に
対
す
る
社
会
的
要
請
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
地
域
研
究
の
側
か
ら
、
あ
る
い
は
、

非
西
洋
を
対
象
と
し
た
研
究
の
中
か
ら
、
政
治
学
や
国
際
関
係
論
の

分
野
で
の
貢
献
が
あ
っ
た
。
理
論
の
修
正
や
検
証
、
ま
た
理
論
の
射

程
の
限
定
に
加
え
、
新
し
い
概
念
の
創
出
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
研
究

で
は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
南
欧
諸

国
を
対
象
と
し
た
研
究
の
中
か
ら
ク
ラ
イ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
概

念
が
提
示
さ
れ
た
。
従
属
理
論
も
東
南
ア
ジ
ア
研
究
か
ら
の
貢
献
な

し
に
は
語
り
え
な
い
。
一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
に
地
域
研
究
に
対
す

る
期
待
が
高
ま
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
う
し
た
期
待
の
波
は
、
地
域
研
究
の
有
効
性
の
問
い
直
し
や
そ

の
あ
り
方
に
対
す
る
問
題
視
に
よ
っ
て
起
こ
る
退
潮
を
経
験
し
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
冷
戦
の
終
焉
は
、
そ
う
し
た
退
潮

と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
、
地
域
研
究
が
自
己
の
体
系
化
を
要
請

さ
れ
る
画
期
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
ま
で
は
、
社
会
諸
科
学
の
問
題
を
指
摘
す
る
側
に
あ
っ
た
地
域

研
究
が
、
自
ら
の
学
問
と
し
て
の
正
当
性
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
名
の
地
球
規
模
で
の
文

化
的
画
一
化
、
非
領
域
的
ア
ク
タ
ー
（
非
国
家
ア
ク
タ
ー
に
限
ら

ず
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
展
に
よ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
の
登
場
な
ど
も
含
め

て
）
の
影
響
力
増
大
に
よ
っ
て
、
地
域
と
い
う
枠
組
み
の
有
効
性
に

つ
い
て
の
説
明
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
要
求
に
対
す
る
地
域
研

究
の
側
か
ら
の
対
応
を
包
括
的
に
論
じ
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超

え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
を
絞
っ
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の
関
係

に
限
定
し
て
地
域
研
究
の
側
か
ら
の
応
答
を
見
て
み
よ
う
。

冷
戦
終
焉
に
よ
っ
て
最
も
影
響
を
受
け
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
旧
ソ
連
・
東
欧
諸
国
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。「
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
化
さ
れ
た
知
の
枠
組
み
の
も
と
で
は
、
政
治
体
制
の
変
換
、

既
存
国
家
の
分
裂
や
統
合
、
そ
し
て
新
興
国
家
の
政
治
的
安
定
と

い
っ
た
問
題
は
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
地
域
的
文
脈
や
こ
の
地
域

に
固
有
の
歴
史
的
経
緯
を
超
え
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ

る
」（
河
野 

二
〇
〇
四
）
と
い
う
指
摘
は
、
冷
戦
終
焉
後
に
顕
著
に

な
っ
た
、
地
域
の
文
脈
な
ら
び
に
歴
史
的
背
景
、
社
会
的
構
造
の
違

い
を
超
え
て
、
一
般
化
あ
る
い
は
理
論
化
を
目
指
す
と
い
う
政
治
学

の
現
時
点
で
の
指
向
性
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
地
域
研
究
の
有
効
性
を
主
張
す
る
側
は
ど
の
よ
う

に
応
答
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
中
東
欧
政
治
研
究
者
の
仙
石
学
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
化
、
理
論
化
を
目
指
す
に
し

て
も
、
一
気
に
大
理
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
地
域

の
文
脈
を
意
識
し
た
中
範
囲
の
理
論
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
東
欧
と
い
う
文
脈
に
着
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
あ
る

特
定
地
域
の
事
例
の
み
を
と
り
上
げ
て
比
較
す
る
と
い
う
意
味
で
選

択
の
バ
イ
ア
ス
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
文
脈
を
考
慮
し

な
い
こ
と
が
変
数
無
視
の
バ
イ
ア
ス
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
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う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
仙
石
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も

長
所
と
欠
点
が
あ
る
が
、
地
域
と
い
う
変
数
が
有
意
で
な
い
こ
と
が

証
明
さ
れ
て
い
な
い
一
方
、
地
域
的
文
脈
を
除
外
し
た
場
合
の
デ
メ

リ
ッ
ト
の
大
き
さ
は
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
変
数
無
視
の
バ
イ
ア

ス
の
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
（
仙
石 

二
〇
〇
六
）。

こ
の
地
域
の
文
脈
と
は
、
端
的
に
は
社
会
主
義
体
制
の
足
跡
で
あ

る
。
短
く
て
も
約
五
〇
年
、
長
い
国
で
は
約
七
〇
年
の
社
会
主
義
の

経
験
が
現
在
の
社
会
に
ま
っ
た
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
考
え

る
の
は
難
し
い
。
そ
し
て
、
あ
る
事
象
、
現
象
が
社
会
主
義
の
経
験

ゆ
え
に
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
他
の
同
種
の
経
験
を
し
た
国
や
地

域
と
比
較
せ
ず
に
は
わ
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
旧
ソ
連
・
東
欧
諸
国

と
い
う
地
域
枠
組
み
が
、
そ
の
有
効
性
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
旧
社
会
主
義
国
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
を
是
と
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら

な
い
。
当
の
旧
東
欧
諸
国
の
人
々
が
、
自
ら
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
性

を
主
張
し
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
再
構
築
を
求
め
て
い
る
な
か
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
地
域
枠
組
み
に
も
目
を
む
け
る
こ
と
な
く
し
て

は
、「
東
欧
」
と
い
う
地
域
の
文
脈
が
有
効
な
範
囲
は
見
え
て
こ
な
い
。

Ⅱ
西
洋
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

さ
て
、
こ
こ
ま
で
本
稿
で
は
「
西
洋
」
な
い
し
「
非
西
洋
」
と
い

う
言
葉
を
定
義
し
な
い
ま
ま
に
使
用
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
西

洋
」＝「
西
欧
」＝「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
あ
ろ
う
と
誤
解
す
る
読
者
も
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
あ
な
が
ち
誤
解
で
あ
る
と
ば
か

り
も
い
え
な
い
。
西
谷
修
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
は
「
西
方
」
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ

の
も
の
が
「
西
」
で
あ
り
、
“Western

”に
は
“Occident

”が
、

そ
し
て
“Europe

”が
重
な
り
な
が
ら
含
意
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え

る
の
で
あ
る
（
西
谷  

二
〇
〇
〇
）。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
を
通
じ
て
「
西
方
」
が
常
に
同
じ
範
囲
を

意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
を
挟
ん
で
ア
ジ
ア
と
分

け
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
と
な
っ
た
カ
ー
ル
大

帝
の
支
配
領
域
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
世
界
シ
ス
テ

ム
の
中
核
諸
国
、
そ
し
て
東
西
冷
戦
期
の
西
で
あ
り
、
ま
た
「
普
遍

的
」
価
値
を
体
現
す
る
と
主
張
す
る
西
で
も
あ
る
。
す
で
に
以
前
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
（
飯
塚 

一
九
六
三
）、
他
の

地
域
は
こ
う
し
た
「
西
」
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
し
た
世
界
の
配
置

を
当
然
の
ご
と
く
受
け
入
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
中
東
」
や

「
中
近
東
」
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
た
場
合
の
東
で
あ
っ

て
、
日
本
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
は
自
ら
を

「
極
東
」
あ
る
い
は
「
東
ア
ジ
ア
」
と
自
称
す
る
こ
と
に
違
和
感
を

覚
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
に
い
た
る
に
は
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
世
界
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
を

中
心
と
す
る
世
界
観
を
他
地
域
に
押
し
付
け
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
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過
程
が
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
「
西
」
の
呪
縛
か
ら
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の

解
放
を
提
案
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
は
、
歴
史
的

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
あ
り
、
理
念
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
し
て
く
く
れ
る
中
で
の
経
験
を
考

慮
せ
ず
に
は
、
立
て
ら
れ
た
問
い
に
関
す
る
厳
密
な
分
析
が
不
可
能

に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
文
脈
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
旧
ソ
連
・
東
欧
諸
国
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
地
域
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
徴
は
、
歴
史
の
中

で
常
に
そ
の
範
囲
を
変
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
構
成
要

素
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
質
は
時
代

に
よ
っ
て
変
化
す
る
空
間
の
相
次
ぐ
統
合
と
分
裂
で
あ
り
（
ポ
ミ
ア

ン 

二
〇
〇
二
）、
東
洋
が
西
洋
を
包
み
込
ん
だ
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
他
者
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
て
き
た＊

2

。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し

ば
発
せ
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
よ
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
外
の
他
者
に
と
っ
て
明
確
な
輪
郭
を
持
つ
、
と
い
う
西
谷
の

指
摘
は
、
最
も
簡
潔
に
し
て
明
快
な
答
え
で
あ
る
（
ポ
ミ
ア
ン 

二

〇
〇
二
）。
輪
郭
が
明
確
に
な
る
の
は
、
価
値
観
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、

武
力
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
征
服
さ
れ
、
支
配
さ
れ
る
側
に
と
っ
て

は
、
内
的
な
多
様
性
は
捨
象
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と

し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
周
辺
国
・
地
域
も
ま
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
一
体
性
を
強
く
意

識
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
国
や
地
域
に
と
っ
て

は
、
世
界
に
お
け
る
多
様
性
の
保
障
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
統
一
性
の
実

現
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
目
的
を
同
時
に
追
い
か
け
る
こ
と
が
国

家
な
い
し
民
族
と
し
て
の
生
き
残
り
の
戦
略
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
西
」
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
は
、
こ
の
内
的
多
様
性
と
対
外
的
一

体
性
を
め
ぐ
る
個
別
の
事
例
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
に
お
け
る
経
験
知

地
域
研
究
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
文
化
間
の
翻

訳
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
、「
近
代
化
」

の
過
程
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
に
浸
透
し
、
遍
在
し
て
い
る
と
す
る

な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
象
や
現
象
に
関
す
る
学
問
的
「
翻
訳
」
は

も
は
や
必
要
な
い
と
も
い
わ
れ
か
ね
な
い
し
、
実
際
に
そ
う
主
張
す

る
向
き
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ

に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
モ
デ
ル
と
し
て

の
地
位
を
降
り
た
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
デ
ル
で
あ
る
な

ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る
多
様
な
競
合
過
程
や
選
択
を
支
え
る
論
理
な

ど
知
ら
ず
と
も
そ
れ
を
受
容
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
（
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
も
）
唯
一
の
優
勢
な
勢
力
で
は
な

く
な
っ
た
現
在
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
対
外
行
動
（
と
り
わ
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け
、
イ
ラ
ク
戦
争
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
リ
ビ
ア
へ
の
介
入
な
ど
）
に

対
す
る
説
明
の
要
請
は
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
説
明
を
要
請
す

る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
行
為
対
象
者
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
研

究
者
自
身
が
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
っ
た
り
、
と
き
に
は
当
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
説
明
は
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
大
国
」
の
動
静
を
観
察

す
る
だ
け
で
は
十
分
に
な
し
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
構
成
す
る
多

様
な
要
素
の
絡
み
合
い
や
要
素
間
の
化
学
反
応
を
解
き
明
か
す
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
う
し
た
読
み
解
き
の
基
盤
と
な
る
の
が
各
国
・
各
地
域
を
対
象

と
す
る
地
域
研
究
で
あ
る
。
地
域
研
究
が
、
あ
る
問
題
意
識
に
よ
っ

て
切
り
取
ら
れ
た
特
定
地
域
の
総
合
的
・
包
括
的
理
解
を
目
指
す
学

問
的
営
為
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

実
の
研
究
過
程
に
お
い
て
、
相
手
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
か
ら
生

じ
る
制
約
の
た
め
に
そ
う
し
た
総
合
性
・
包
括
性
は
容
易
に
獲
得
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
他
の
地
域
と
比
べ
て
情
報
や
デ
ー

タ
が
比
較
的
収
集
し
や
す
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
も
、
基
本
的
に
は

共
有
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
地
域
研
究
の
目
的
を
「
特

定
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

限
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
地
域
の
全
体
像
を
探
り
当
て
る
こ
と
」
と

す
る
山
本
博
之
の
定
義
は
、
ま
さ
に
地
域
研
究
者
の
抱
え
る
葛
藤

と
、
同
時
に
挑
戦
を
表
し
て
い
る＊

3

。

本
稿
で
は
、
経
験
知
を
、
そ
う
し
た
全
体
像
を
探
り
当
て
よ
う
と

す
る
学
問
的
営
為
お
よ
び
実
践
の
な
か
で
身
に
つ
け
ら
れ
る
課
題
や

方
法
論
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
、
一
般
に
こ
の
言
葉
で
連

想
さ
れ
る
現
地
事
情
へ
の
精
通
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い

る
。
そ
う
し
た
経
験
知
の
獲
得
に
は
、
広
い
意
味
で
の
現
地
経
験
に

加
え
、（
あ
れ
ば
）
文
献
資
料
等
へ
の
接
触
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い

え
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
現
地
事

情
通
に
な
る
こ
と
と
の
違
い
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
。
経
験
知
を
支

え
る
の
は
、
現
実
世
界
の
直
面
す
る
諸
課
題
へ
の
意
識
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
う
し
た
意
識
は
、
先
行
研
究
を
渉
猟
し
、
あ
る
い
は
そ
の
読

み
解
き
方
を
学
び
、
学
際
的
、
超
学
問
分
野
的
、
通
学
問
分
野
的
議

論
を
行
う
な
か
で
培
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
、
本
当
に
情
報
や
デ
ー
タ
収

集
が
他
地
域
よ
り
も
容
易
で
あ
る
と
い
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
確
か
に
、
公
開
さ
れ
る
統
計
デ
ー
タ
や
各
種
情
報
の
量
、

さ
ら
に
そ
れ
が
英
語
で
読
め
る
量
と
な
る
と
、
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

は
疑
い
な
い
。
そ
れ
ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
や
地
域
の
分
析
に
必
要

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
ア
ク
セ
ス
し
に
く
い
情
報
や
デ
ー
タ
の
存
在
が
見
過
ご
さ
れ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
得
ら
れ
る

も
の
と
同
種
の
デ
ー
タ
や
情
報
が
な
け
れ
ば
、
他
の
地
域
の
分
析
は

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
当
該
地
域
を
分
析
す
る
た
め

の
デ
ー
タ
や
情
報
に
気
づ
く
こ
と
も
ま
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
経
験

知
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
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Ⅳ
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
エ
ス
ト
ニ
ア
か
ら

経
験
知
を
考
え
る

１
同
時
代
史
研
究
に
お
け
る
史
資
料
的
制
約

筆
者
の
研
究
対
象
と
す
る
エ
ス
ト
ニ
ア
は
、
一
九
九
一
年
に
ソ
連

邦
か
ら
独
立
を
回
復
し
、
そ
れ
か
ら
一
五
年
も
経
ず
し
て
Ｅ
Ｕ
加
盟

を
果
た
し
た
。
独
立
回
復
二
〇
周
年
を
迎
え
た
二
〇
一
一
年
に
は
、

ユ
ー
ロ
加
盟
も
実
現
し
た
。
現
在
の
政
治
経
済
的
混
乱
ぶ
り
を
見
る

に
つ
け
、
こ
の
ユ
ー
ロ
加
盟
が
良
か
っ
た
の
か
傍
目
に
は
疑
問
で
あ

る
が
、
当
の
エ
ス
ト
ニ
ア
人
（
と
り
わ
け
政
治
エ
リ
ー
ト
）
に
と
っ

て
は
、「
エ
ス
ト
ニ
ア
史
上
最
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
統
合
さ
れ
て
い

る
」
現
状
は
誇
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
ソ
連
邦
の
一
部
で
あ
っ
た
エ
ス
ト
ニ
ア

は
、
い
ま
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
員
と
な
り
、
研
究
に
あ
た
っ
て
の
史

料
状
況
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
に
発
行
さ
れ
た
も
の
も

含
め
た
新
聞
の
一
部
、
多
く
の
未
公
刊
公
文
書
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化

と
そ
の
公
開
が
進
ん
で
い
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
過
程
で
、
英
語
に
よ
る
情

報
提
供
も
格
段
に
進
ん
だ
。
だ
が
、
こ
う
し
た
恵
ま
れ
た
研
究
資
料

環
境
に
あ
っ
て
も
、
情
報
・
デ
ー
タ
に
関
す
る
制
約
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
政
治
・
社
会
情

勢
を
め
ぐ
る
情
報
の
欠
落
で
あ
り
、
そ
れ
に
由
来
す
る
認
識
の
不
一

致
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
末
の
エ
ス
ト
ニ
ア
の
政
治
勢
力
は
、
お
お
む
ね
三

つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
共
産
党
改
革
派
（
ソ
連

邦
内
に
と
ど
ま
り
そ
の
改
革
を
目
指
す
立
場
か
ら
独
立
へ
）、
共
産
党

強
硬
派
（
主
と
し
て
反
独
立
、
親
ソ
連
）、
そ
し
て
急
進
的
民
族
主
義

派
（
独
立
回
復
）
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
で
も
多
様

な
意
見
が
あ
り
、
ま
た
各
勢
力
間
の
移
動
や
重
複
も
あ
っ
た
た
め
、

現
実
に
は
こ
れ
ら
三
つ
の
間
の
違
い
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い

が
、
こ
こ
で
は
、
情
報
の
欠
落
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
そ
う
し
た

問
題
は
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
す
る
こ
と
に
す
る
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
エ
ス
ト
ニ
ア
を
研
究
す
る
上
で
無
視
で
き

な
い
史
料
上
の
問
題
と
し
て
、
言
語
と
検
閲
が
あ
る
。
当
時
の
こ
と

を
知
る
た
め
の
史
料
と
し
て
利
用
す
る
の
は
、
新
聞
等
の
メ
デ
ィ
ア

で
あ
る
が
、
エ
ス
ト
ニ
ア
で
は
、
ロ
シ
ア
語
と
エ
ス
ト
ニ
ア
語
で
新

聞
や
雑
誌
が
発
行
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
か
っ

た
。
だ
が
、
史
料
と
し
て
の
新
聞
の
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、

言
語
の
違
い
そ
の
も
の
よ
り
も
、（
自
己
検
閲
も
含
め
た
）
検
閲
の

た
め
に
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
い
う

事
情
の
た
め
で
あ
る
。
使
用
言
語
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て
は
、
当

時
、
人
民
戦
線
（
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
支
持
を
掲
げ
て
一
九
八
八
年
に

形
成
さ
れ
、
改
革
の
支
持
者
を
広
く
傘
下
に
統
合
し
た
組
織
）
の
活

動
に
加
わ
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
語
系
の
人
々
が
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
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わ
ち
、
ロ
シ
ア
語
系
の
新
聞
の
多
く
は
党
の
統
制
下
に
あ
っ
た
た

め
、
人
民
戦
線
の
指
導
者
の
主
張
の
掲
載
を
拒
否
し
た
り
、
ま
た
事

実
を
歪
曲
し
て
報
道
し
た
り
し
て
い
た
（Grigorjan 2004: 32

）。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
一
九
八
八
年
春
ご
ろ
ま
で
に
は
、
ロ
シ

ア
語
系
住
民
と
民
族
的
エ
ス
ト
ニ
ア
人
の
間
に
、
二
つ
の
異
な
る
、

相
互
に
対
立
す
る
情
報
空
間
が
作
ら
れ
て
い
た
（Palm

 2004: 
70

）。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
独
立
回
復
か
ら
一
〇
年
余
り
た
っ
て
か

ら
書
か
れ
た
回
想
録
の
な
か
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
事
実
関
係
は
、
実
際
に
新
聞
に
あ
た
っ
て
確
か
め
る
必
要
が
あ

る
。現

在
の
エ
ス
ト
ニ
ア
で
は
、
一
九
八
七
年
八
月
二
三
日
に
ヒ
ル

ヴ
ェ
公
園
で
開
か
れ
た
独
ソ
不
可
侵
条
約
（
モ
ロ
ト
フ
・
リ
ッ
ベ
ン

ト
ロ
ッ
プ
条
約
）
付
属
秘
密
議
定
書
を
批
判
す
る
集
会
が
、
独
立
回

復
運
動
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出

来
事
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
の
新
聞
で
は
、
ロ
シ
ア
語
か
エ
ス

ト
ニ
ア
語
か
を
問
わ
ず
、
批
判
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
差
が
現
れ
て

く
る
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
き
な
違
い
の
ひ
と
つ
と
し
て

は
、
一
九
八
七
年
に
結
成
さ
れ
た
Ｍ
Ｒ
Ｐ
―
Ａ
Ｅ
Ｇ
（「
モ
ロ
ト
フ
・

リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
条
約
を
公
開
す
る
エ
ス
ト
ニ
ア
・
グ
ル
ー
プ
」、

上
記
の
ヒ
ル
ヴ
ェ
公
園
の
集
会
の
呼
び
か
け
人
を
中
心
と
す
る
急
進
的

民
族
主
義
派
の
組
織
）
に
つ
い
て
の
言
及
を
、
一
九
八
九
年
以
前
に

は
ロ
シ
ア
語
系
新
聞
（「
ソ
ヴ
ィ
エ
ツ
カ
ヤ
・
エ
ス
ト
ニ
ヤ
」
紙
や

「
フ
ペ
リ
ョ
ト
」
紙
）
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

エ
ス
ト
ニ
ア
語
系
新
聞
（「
ラ
フ
ヴ
ァ
・
ハ
ー
ル
」
紙
や
「
エ
タ
シ
」

紙
）
で
は
、
こ
の
集
団
お
よ
び
そ
の
主
張
に
つ
い
て
否
定
的
な
立
場

か
ら
報
道
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
時
代
的
史
資
料
の
な
か
で

は
、
一
時
的
と
は
い
え
、
急
進
的
民
族
主
義
派
に
つ
い
て
は
ま
っ
た

く
語
ら
れ
な
い
か
、
語
ら
れ
た
と
し
て
も
周
辺
的
な
存
在
と
し
て
で

あ
っ
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｐ
―
Ａ
Ｅ
Ｇ
は
、
結
成
の
翌
年
に
は
、
エ
ス
ト
ニ
ア

民
族
独
立
党
（
Ｅ
Ｓ
Ｒ
Ｐ
）
と
な
る
。
こ
の
集
団
の
モ
ロ
ト
フ
・

リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
条
約
と
そ
の
付
属
秘
密
議
定
書
に
よ
っ
て
生
じ

た
状
況
を
完
全
に
白
紙
に
戻
す
と
い
う
主
張
が
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
独

立
回
復
運
動
の
な
か
で
、
あ
る
時
期
か
ら
二
つ
の
柱
の
う
ち
の
ひ
と

つ
と
な
る
（
い
ま
ひ
と
つ
の
柱
は
、
人
民
戦
線
を
中
心
と
し
た
、
ソ

連
時
代
の
変
化
を
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
あ
る
時
点

ま
で
の
立
場
）
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
無
視
で
き
る
勢
力
で
な
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
（
無
視
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
即
、
有
力
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
）。

こ
う
し
て
、
急
進
的
民
族
主
義
派
に
つ
い
て
の
報
道
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
報
道
さ
れ
た
と
し
て
も
一
面
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
な
か
で
、
そ
う
し
た
情
報
に
基
づ
き
、
急
進
的
民
族
主

義
派
の
担
い
手
は
亡
命
系
エ
ス
ト
ニ
ア
人＊

4

で
あ
り
、
周
辺
的
な
存
在

に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
分
析
が
提
示
さ
れ
た
（Beissinger 2002: 

169

）。
こ
う
し
た
見
方
に
は
、
亡
命
系
エ
ス
ト
ニ
ア
人
の
政
治
学
者

で
あ
る
タ
ー
ケ
ペ
ラ
の
指
摘
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
最
高
会
議
や
共
産
党
を
ア
ク
タ
ー
と
し
た
公
的
な
動
き
と
、
い
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ま
だ
な
ん
ら
公
的
認
知
を
得
て
い
な
か
っ
た
集
団
の
動
き
に
分
け
た

う
え
で
前
者
に
力
点
を
お
く
な
ら
ば
、
確
か
に
、
一
九
八
九
年
一
〇

月
の
人
民
戦
線
に
よ
る
目
標
の
明
示
化
に
自
治
か
ら
独
立
へ
の
要
求

の
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（T

aagepera 1993: 127

）。
タ
ー

ケ
ペ
ラ
は
急
進
的
民
族
主
義
派
に
よ
る
独
立
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と

は
認
め
な
が
ら
も
、
エ
ス
ト
ニ
ア
全
体
の
動
き
と
し
て
は
公
的
レ
ベ

ル
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
政
治
勢
力
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
現
実
の
複
雑
な
動

き
を
あ
る
程
度
捨
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
共
産
党
内
部

も
改
革
派
と
強
硬
派
に
き
れ
い
に
二
分
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
主
張
も
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
民
戦
線
も
、
あ
る
い

は
急
進
的
民
族
主
義
派
で
す
ら
、
主
張
に
変
化
は
認
め
ら
れ
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
、
内
部
分
裂
や
合
従
連
衡
（
急
進
的
民
族
主
義
派
が

共
産
党
強
硬
派
と
の
協
力
を
模
索
す
る
奇
怪
な
る
時
期
も
あ
っ
た
）
が

起
こ
っ
て
い
る
の
で
、
対
立
関
係
か
ら
描
き
だ
す
図
式
的
な
見
方
は

単
純
化
し
す
ぎ
た
と
ら
え
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
単

純
化
の
克
服
の
た
め
に
は
、
主
張
の
変
化
を
、
個
人
レ
ベ
ル
に
ま
で

目
配
り
し
て
丹
念
に
整
理
す
る
必
要
も
あ
る
。
一
方
、
他
の
ソ
連
邦

構
成
共
和
国
、
あ
る
い
は
東
欧
諸
国
で
の
動
き
と
比
較
す
る
こ
と
を

念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
図
式
化
し
た
理
解
も
要
請
さ
れ
る
。
そ
う
し

た
要
請
に
こ
た
え
る
な
か
で
、
筆
者
の
一
番
の
問
題
関
心
は
、
急
進

的
民
族
主
義
派
の
評
価
が
い
か
な
る
文
脈
で
変
化
し
て
い
る
の
か
と

い
う
点
に
あ
る
。

急
進
的
民
族
派
の
活
動
に
つ
い
て
、
当
時
の
史
料
か
ら
そ
れ
を
跡

付
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
Ｍ
Ｒ
Ｐ
―
Ａ
Ｅ
Ｇ
な
ら
び
に
そ
の
後

継
組
織
で
あ
る
Ｅ
Ｓ
Ｒ
Ｐ
が
発
行
し
て
い
た
情
報
誌
等
は
あ
る
も
の

の
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
彼
ら
の
主
張
で
あ
っ
て
、
社
会
の
な
か

に
お
け
る
彼
ら
の
影
響
力
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
主
張
が

独
立
回
復
後
に
政
策
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
の
そ

の
時
点
で
の
周
辺
性
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社

会
的
影
響
力
や
他
の
勢
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
主
要

人
物
が
独
立
回
復
後
に
公
表
し
た
回
想
録
の
類
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
の
、
回
想
録
の
性
格
上
、
そ
の
扱
い
に
は
慎
重
で
あ
る
べ

き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
経
済
状
況
等

の
悪
化
な
ど
か
ら
当
時
政
権
を
担
っ
て
い
た
政
治
勢
力
に
対
す
る
失

望
が
広
ま
り
、
一
九
九
二
年
九
月
の
選
挙
で
急
進
的
民
族
主
義
派
が

勝
利
し
た
こ
と
を
受
け
、
九
二
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
、「
脱
ソ

連
化
」、「
脱
植
民
地
化
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
急
速
な
ソ

連
／
ロ
シ
ア
離
れ
が
進
ん
だ
。
そ
の
な
か
で
、
急
進
的
民
族
主
義
派

の
主
張
が
あ
た
か
も
当
初
か
ら
の
既
定
路
線
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な

国
家
建
設
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
改
革
の
成

功
と
い
う
建
国
神
話
を
生
み
出
し
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
急
進
的

民
族
主
義
派
の
動
き
お
よ
び
主
張
に
対
す
る
評
価
が
均
衡
を
欠
く
こ

と
に
な
っ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

こ
こ
で
の
問
題
を
整
理
す
る
な
ら
、
ひ
と
つ
は
、
こ
の
時
期
の
全

体
像
に
い
か
に
し
て
接
近
す
る
か
で
あ
る
。
な
に
ぶ
ん
、
同
時
代
史
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の
範
疇
に
入
る
時
期
の
歴
史
で
あ
り
、
当
時
、
渦
中
に
い
た
人
物
も

健
在
ど
こ
ろ
か
、
依
然
と
し
て
政
治
の
中
枢
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
で
直
接
話
を
聴
く
こ
と
も

当
然
の
こ
と
な
が
ら
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
調
査
で
得
ら
れ
た
証
言
は
、
回
想
録
同
様
、
他
の
史
資
料
に

よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
初
め
て
利
用
に
耐
え
う
る
も
の
と
な
る
。
で

は
、
補
強
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
当
時
の
新
聞
、
雑

誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
入
手
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
独
立
回
復

二
〇
周
年
を
迎
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
特
別
編
集
さ
れ

た
記
念
資
料
集
の
よ
う
な
形
で
の
刊
行
物
も
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
史
資
料
は
豊
富
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上

で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
時
代
状
況
的
制
約
を
受
け
て

そ
の
時
点
で
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
い
か
に
証
明
す
る
の
か
と
い

う
問
題
は
、
こ
う
し
た
史
資
料
の
豊
富
さ
に
よ
っ
て
は
、
十
分
に
は

解
決
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
右
の
よ
う
な
史
資
料
的
制
約
を
十
分
に

踏
ま
え
た
う
え
で
、
急
進
的
民
族
主
義
派
を
め
ぐ
る
評
価
の
変
化
を

エ
ス
ト
ニ
ア
社
会
、
さ
ら
に
は
世
界
の
動
き
と
の
連
関
か
ら
た
ど
る

な
か
で
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
ど
の
よ
う
な
姿
を
そ
こ
に
読
み
取
る
か
で

あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
時
期
の
歴
史
を
め
ぐ
る
評
価
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
諸
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
そ
の

も
の
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
結

論
が
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
エ
ス
ト
ニ
ア
を
研
究
す
る
な
か
で
筆

者
が
経
験
知
か
ら
た
ど
り
着
い
た
方
法
論
で
あ
る
。

２
経
験
知
に
関
す
る
手
が
か
り

本
章
で
は
、
筆
者
自
身
の
問
題
関
心
か
ら
エ
ス
ト
ニ
ア
を
題
材
に

史
資
料
上
の
制
約
を
例
に
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
制
約
は
、
エ

ス
ト
ニ
ア
が
旧
ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
あ
っ
た
過
去
、
つ
ま
り
か
つ
て

非
「
西
欧
」
で
あ
っ
た
過
去
か
ら
生
じ
る
特
殊
な
状
況
で
あ
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。「
西
洋
」
の
諸
国
・
諸
地
域
を
対
象
と
し
た
研
究
に

つ
い
て
も
、
程
度
の
違
い
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
文
献
調
査
な

ら
び
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え

る
人
は
ま
ず
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
限
界
あ
る
情
報
の
な

か
で
、
自
ら
の
問
題
関
心
か
ら
そ
の
全
体
像＊

5

に
挑
む
な
ら
ば
、
そ
れ

は
や
は
り
地
域
研
究
の
学
問
的
営
為
で
あ
る
。

地
域
研
究
を
、
あ
る
課
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
、
限
ら
れ
た
情

報
か
ら
全
体
像
を
探
り
だ
す
試
み
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
は
、
現
実

世
界
を
対
象
と
す
る
が
ゆ
え
に
不
可
避
的
前
提
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

制
約
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
研
究
の
限
界
を
認
識
し
て
対
象
な
ら
び

に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
に
対
し
て
謙
虚
に
な
る
た
め
で
も
あ
る
。
研

究
の
限
界
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
た
と
え
、
接
近
し
う
る
す
べ
て

の
、
ま
た
考
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
史
資
料
に
あ
た
っ
た
と
し
て
も
（
事

実
上
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
の
だ
が
）、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
限
界

が
あ
る
と
い
う
史
資
料
上
の
限
界
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
研
究
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者
自
身
の
存
在
被
拘
束
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
の
拘
束
も
含
め
た

環
境
の
拘
束
（
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
存
在
諸
要
因
）

で
あ
る＊

6

。

経
験
知
は
、
現
地
経
験
、
臨
地
調
査
、
先
行
研
究
等
を
含
め
た
文

献
調
査
、
文
学
や
映
像
等
と
の
接
触
な
ど
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
知
を

基
盤
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
一
定
の
学
問
的
訓
練
を
入
れ
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
不
可
欠
の
要
素
で
は
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
学
問
的
訓
練
に
匹
敵
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
現

地
で
の
実
践
も
あ
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら

は
基
盤
と
な
る
知
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
経

験
知
で
は
な
い
。
経
験
知
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
暗
黙
知
」
の
顰
に

倣
う
な
ら
ば
、
基
盤
と
な
る
知
か
ら
導
か
れ
る
課
題
や
方
法
論
の
発

見
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
え
る
（
ポ
ラ
ン
ニ
ー 

二
〇
〇
三
）。
た
だ

し
、
基
盤
と
な
る
知
か
ら
発
見
に
い
た
る
道
は
一
本
道
で
は
な
く
、

そ
の
道
程
を
必
ず
し
も
言
語
化
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味

で
、
経
験
知
（
＝
暗
黙
知
）
な
の
で
あ
る
。

言
語
化
で
き
な
い
経
験
知
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
れ
は
奥
義
と

し
て
伝
授
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
手
掛
か
り
は
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
研
究
の
限
界

を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
限
界
性
を
克
服
し
て
地
域
の
全

体
像
を
探
り
だ
す
た
め
に
は
、
現
地
へ
の
研
究
成
果
の
還
元
だ
け
で

は
な
く
、
他
地
域
、
他
分
野
の
研
究
者
な
ら
び
に
実
践
者
と
の
協
同

も
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
地
域
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
者

と
の
協
同
で
は
、
比
較
や
事
象
の
相
互
翻
訳
を
通
じ
て
、
他
分
野
の

研
究
者
と
の
協
同
で
は
、
概
念
の
援
用
や
問
題
関
心
の
共
有
を
通
じ

て
、
新
た
な
発
見
の
糸
口
が
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
地
域
研
究

は
、
特
定
地
域
へ
耽
溺
す
る
こ
と
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
が
、
ま
た
そ
れ
も
必
要
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

―
―
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
研
究

と
り
あ
え
ず
日
本
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
各
国
別
の
、
あ

る
い
は
地
域
別
（
た
と
え
ば
、
北
欧
や
東
欧
、
地
中
海
な
ど
）
の
学

会
な
ら
び
に
研
究
会
は
存
在
す
る
が
、
ま
た
Ｅ
Ｕ
学
会
の
よ
う
に
特

定
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
学
会
は
存
在
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
会
が

創
設
さ
れ
た
形
跡
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
。
他
方
、
和
書
な
ら

び
に
和
訳
さ
れ
た
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
を
見
る
か
ぎ
り
、『
東
ア
ジ
ア

と
は
何
か
』
や
『
中
東
と
は
何
か
』
な
ど
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
』
は
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル

（
フ
ェ
ー
ブ
ル 

二
〇
〇
八
）、
ク
シ
シ
ト
フ
・
ポ
ミ
ア
ン
（
ポ
ミ
ア
ン 

二
〇
〇
二
）、
増
田
四
郎
（
増
田 

一
九
六
七
）
か
ら
雑
誌
『
環
』
の

別
冊
（
二
〇
〇
二
）
ま
で
、
数
冊
が
す
ぐ
に
目
に
つ
く
。
ひ
と
こ
と

で
ま
と
め
る
な
ら
、
前
三
者
は
形
成
過
程
な
ら
び
に
そ
の
過
程
の
基
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盤
と
な
っ
た
諸
原
理
に
つ
い
て
歴
史
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
論
で
あ
り
、
後
者
は
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
直
面
す
る
課
題

に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
挑
戦
と
限
界
を
示
し

た
特
集
号
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
近
年
、
ノ
ー
マ
ン
・
デ
ー

ヴ
ィ
ス
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
全
四
巻
や
ト
ニ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ト
の

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
後
史
』
も
、
大
著
で
あ
り
な
が
ら
原
著
の
刊
行
か

ら
さ
ほ
ど
時
間
を
お
か
ず
に
邦
訳
さ
れ
た＊

7

。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
深

読
み
か
も
し
れ
ず
、
ま
っ
た
く
の
的
外
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿

の
結
論
に
代
え
て
、
次
の
こ
と
を
あ
え
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

日
本
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
い
と
思
っ
た
と

き
、
場
が
限
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
下
位
地
域
や
国
ご
と
の

学
会
な
い
し
研
究
会
か
、
あ
る
い
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
別
の
学
会
は
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
形
で
の
場
が
な
い
の
で
あ
る＊

8

。
一

方
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
知
的
関
心
は
衰

え
て
は
い
な
い
。
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
く
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
も

は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
他
の
地
域
に

対
し
て
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
関

心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
多
く

の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
般
の
ギ
リ
シ
ア
危
機
に

よ
っ
て
露
呈
し
た
の
は
、
通
貨
同
盟
の
構
造
の
も
ろ
さ
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
。
加
盟
国
間
の
経
済
的
相
違
と
政
治
的
摩
擦
が
も
は
や
弥

縫
策
で
乗
り
切
れ
な
い
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
と
摩
擦
の
背
景
と
し
て
、
次
の
二
つ
を
指
摘
し
て

お
く
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
冷
戦
終
焉
後
、
隣
接
す
る
社
会
主

義
圏
と
い
う
大
き
な
他
者
を
失
う
と
同
時
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ

り
な
が
ら
、
い
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
い
」（M

älksoo 2009

）

旧
東
欧
諸
国
か
ら
の
と
り
わ
け
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
異
論
の
提
出
の

な
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
悩
ん
で
い
る

こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
内
的
他
者
を
抱
え
込
む
こ
と
で
深
刻
化
し

た
多
様
性
と
統
一
性
の
間
の
相
克
で
あ
る
。

先
行
き
不
透
明
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
に
つ
い
て
当
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
見
方
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
で
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見

を
日
本
の
社
会
に
示
す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う

に
い
え
ば
、
日
本
の
研
究
者
は
日
本
社
会
の
み
に
研
究
成
果
を
発
信

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
成
果

は
、
そ
の
限
定
性
を
超
え
る
た
め
に
国
内
外
を
問
わ
ず
広
く
議
論
の

俎
上
に
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
特
定
社
会
に
向
け
て
の
「
翻
訳
」
作
業
と
も

い
え
る
よ
う
な
実
践
の
な
か
に
こ
そ
、
当
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
も
の

と
は
一
味
違
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
研
究
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

◉
注

＊ 

１ 

伊
東
孝
之
氏
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
制
度
的
利
益
を
防
衛
す
る
た

め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
し
、
剣



162

術
の
流
派
に
た
と
え
て
い
る
（
伊
東 

二
〇
〇
六
）。
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、「
奥
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
地
域
研
究
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

＊ 

２ 
「
西
欧
的
な
優
れ
た
文
化
価
値
を
、
よ
り
大
規
模
に
実
現
す
る
た

め
に
、
西
洋
を
も
う
一
度
東
洋
に
よ
っ
て
包
み
直
す
、
逆
に
西
洋
自
身

を
こ
ち
ら
か
ら
変
革
す
る
、
こ
の
文
化
的
な
巻
返
し
、
あ
る
い
は
価
値

の
上
の
巻
返
し
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
つ
く
り
出
す
。
東
洋
の
力
が
西
洋

の
生
み
出
し
た
普
遍
的
な
価
値
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
西
洋
を
変
革
す

る
」（
竹
内 

一
九
九
三
）。

＊ 

３ 

地
域
研
究
方
法
論
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
. cias. 

kyoto-u. ac. jp/~yam
a/areastudies/astudies. htm

l

）。

＊ 

４ 

第
二
次
世
界
大
戦
中
・
後
に
西
側
に
亡
命
し
た
エ
ス
ト
ニ
ア
人
お

よ
び
そ
の
子
孫
。

＊ 

５ 

全
体
像
と
は
、
や
や
あ
い
ま
い
な
言
い
方
で
あ
る
と
感
じ
る
向
き

も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
全
体
像
と
い
う
の
は
、
地
域
研
究

は
、
あ
く
ま
で
「
全
体
」
の
な
か
で
の
「
部
分
」
の
研
究
で
あ
り
、
し

か
し
な
が
ら
そ
の
「
部
分
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
「
全
体
」
が
抱

え
る
課
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
あ
る
こ
と
を

補
足
し
て
お
く
。

＊ 

６ 

存
在
被
拘
束
性
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
八
日
に
早

稲
田
大
学
ロ
シ
ア
研
究
所
で
行
わ
れ
た
伊
東
孝
之
氏
の
報
告
「
ソ
連
崩

壊
と
日
本
の
ロ
シ
ア
東
欧
研
究
―
―
比
較
政
治
学
の
観
点
か
ら
認
識
枠

組
を
考
え
る
」
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

＊ 

７ 

こ
れ
ら
に
加
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。
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