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全
体
の
は
じ
め
に

　

こ
の
本
は
、
二
つ
の
部
分
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

前
半
の
Ⅰ
は
、「
ひ
と
り
で
も
や
る
、
ひ
と
り
で
も
や
め
る

―
『
良
心
的
軍
事
拒
否
国
家
』
日
本
・
市
民
の
選
択
」

と
題
し
た
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」
の
意
図
、
意
味
は
、
そ
の
冒
頭

の
「
は
じ
め
に
」
に
あ
る
。

　

後
半
の
Ⅱ
は
、そ
の「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」と
つ
か
ず
離
れ
ず
に
あ
る
、一
九
九
八
年
初
め
の「
文
」集「
こ
れ
は『
人

間
の
国
』
か
」（
筑
摩
書
房
）
の
あ
と
私
が
書
き
（
話
し
た
の
も
少
し
入
っ
て
い
る
）、
大
部
分
を
新
聞
、
雑
誌
に
発
表

し
た
「
文
」
の
集
大
成
で
あ
る
。
な
か
に
は
新
聞
に
書
い
た
連
載
の
短
文
も
あ
れ
ば
、
文
学
論
も
追
悼
文
も
「
原
文
英

文
」
の
文
も
、
は
た
ま
た
「
参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会
」
で
の
文
字
通
り
の
「
訴
え
る
」
発
言
も
あ
る
が
、
私
に

と
っ
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「『
書
き
砕
く
』
こ
と
と
し
て
の
『
文
ロ
ゴ
ス』」

と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
つ
も
り
で
書
き
、
話

し
た
。
そ
れ
が
あ
っ
て
、
こ
の
最
近
の
「
文
」
の
集
大
成
を
Ⅱ
に
そ
の
題
名
の
下
に
収
め
た
。「『
書
き
砕
く
』
こ
と
と

し
て
の
『
文
ロ
ゴ
ス』」

の
意
図
、
意
味
は
、「
３　

文
学
」
の
な
か
の
同
じ
題
名
の
一
文
の
な
か
に
あ
る
。

　

Ⅰ
Ⅱ
、
ど
ち
ら
か
ら
読
ま
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
Ⅰ
Ⅱ
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
な
が
ら
、
あ
い
お
ぎ
な
っ
て
も
い
る
。

た
だ
、
Ⅰ
の
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」
を
ま
ず
ま
と
め
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
の
基
本
が



よ
り
明
瞭
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
文
学
論
の
根
に
も
、
そ
の
私
の
思
考
、
思
想
が
あ
る
。

　

Ⅱ
の
最
後
に
「『
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』『
空
爆
』
以
後
」
と
し
て
、
ま
さ
に
「
空
爆
」
以
後
書
き
、
発
表
し
た
「
文
ロ
ゴ
ス」

を
ま

と
め
た
の
は
、「
空
爆
」
が
そ
れ
だ
け
現
実
の
事
態
と
し
て
も
思
想
の
問
題
、
課
題
と
し
て
歴
史
に
大
き
な
折
り
目
を

つ
け
る
ほ
ど
重
要
な
事
態
だ
っ
た
か
ら
だ
。
Ⅰ
の
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」
に
も
、
そ
の
事
態
の
重
要
さ
は
重
く
影
を

お
と
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

ま
っ
た
く
何
ん
で
も
あ
り
、
の
世
の
中
に
な
っ
て
来
た
気
が
し
ま
す
。
ろ
く
で
も
な
い
何
ん
で
も
あ
り
、
で
す
。
そ

れ
に
大
い
に
キ
ナ
く
さ
い
。「
安
保
」（
日
米
安
全
保
障
条
約
）
が
新
「
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
」
設
定
の
下
、
拡
大
、
強
化

さ
れ
て
、
日
本
各
地
の
自
治
体
ま
で
が
日
米
軍
事
連
関
の
ふ
と
こ
ろ
深
く
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
自
衛
隊
が
今
や
公

然
と
軍
隊
と
し
て
認
知
さ
れ
て
、
ど
こ
へ
で
も
出
か
け
る
。
盗
聴
法
や
ら
、「
日
の
丸
・
君
が
代
法
」
や
ら
が
「
自
自
公
」

と
や
ら
の
「
独
裁
」
の
下
で
ま
た
た
く
ま
に
で
き
上
っ
て
、
警
察
が
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
を
や
っ
て
い
る
か
で
学
校

の
行
事
を
調
べ
に
か
か
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
タ
ブ
ー
」
み
た
い
に
し
て
あ
っ
た
「
憲
法
改
正
」
も
今
を
ハ
ヤ
リ
の
話
題

と
な
っ
て
政
治
家
も
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
論
客
諸
氏
も
い
く
ら
で
も
口
に
す
る
。
風
向
き
は
今
や
変
っ
て
、

い
つ
か
の
「
政
治
改
革
」
論
議
同
様
に
、「
改
正
」
派
が
「
革
新
」、「
改
正
」
反
対
派
が
「
守
旧
」
と
い
う
事
態
に
な

り
か
ね
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
と
に
か
く
「
自
衛
の
戦
争
」、「
正
義
の
戦
争
」
を
説
く
本
が
大

ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
る
世
の
中
で
す
。
つ
い
こ
の
あ
い
だ
ま
で
、
戦
争
に
は
正
義
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
今

や
、
世
の
中
の
認
識
は
逆
の
も
の
に
か
わ
り
つ
つ
あ
る
。
高
校
の
教
師
に
会
う
と
、
い
や
、
か
つ
て
は
「
平
和
教
育
」

の
推
進
で
名
高
か
っ
た
教
員
組
合
の
幹
部
も
、「
平
和
憲
法
」
を
ど
う
教
え
れ
ば
い
い
の
か
困
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
。

そ
し
て
、
世
界
で
は
、
日
本
で
も
「
平
和
教
育
」
の
推
進
で
名
高
か
っ
た
ド
イ
ツ
が
旗
ふ
り
役
に
な
っ
て
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」

軍
の
「
空
爆
」
が
行
な
わ
れ
る
。「
空
爆
」
に
反
対
？　

―
じ
ゃ
あ
、
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
の
「
民
族
浄
化
」
は
許
し

て
お
い
て
よ
い
の
で
す
か
。

―

　

こ
の
何
ん
で
も
あ
り
の
キ
ナ
く
さ
い
世
の
中
で
、
ひ
と
つ
明
瞭
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
が
、
あ
え
て
大
ざ
っ
ぱ
な
言
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はじめに

い
方
を
し
ま
す
が
、「
反
戦
・
平
和
」
の
側
が
力
を
失
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
で
す
。
個
々
の
問
題
で
あ
ち
こ
ち
に
反

対
運
動
が
あ
り
、
抗
議
集
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
以
前
よ
り
か
え
っ
て
数
多
く
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、

全
体
と
し
て
力
を
失
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
れ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
原
因
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
い
ち

ば
ん
根
本
的
な
こ
と
は
、「
反
戦
・
平
和
」
側
が
、
全
体
と
し
て
、
自
分
た
ち
市
民
が
今
生
き
て
い
る
日
本
を
こ
れ
か

ら
ど
う
し
て
行
く
の
か
、
こ
の
二
十
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
ど
う
あ
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
の
自
分

な
り
、
自
分
た
ち
な
り
の
「
構
想
」
が
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
、
誰
に
対
し
て
よ
り
も
ま
ず
自
分
に
明
瞭
で
な
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
若
い
世
代
が
来
な
い
と
は
、
運
動
や
集
会
の
組
織
者
が
よ
く
な
げ
く
こ
と
で
す
が
、
若
い
世
代

は
こ
れ
か
ら
こ
の
社
会
で
生
き
て
行
く
人
た
ち
で
す
。
彼
ら
が
や
っ
て
来
な
い
の
は
当
然
だ
と
見
て
と
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、私
は
私
な
り
に
、自
分
が
考
え
て
来
た
こ
と
を
、戦
争
と
平
和
の
問
題
を
中
心
に
し
な
が
ら
大
き
く
「
構

想
」
に
ま
と
め
上
げ
る
か
た
ち
で
述
べ
て
み
よ
う
と
考
え
て
始
め
た
の
が
、
以
下
に
つ
づ
く
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」

で
す
。
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
相
手
に
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
す
れ
ば
、
万
年
筆
で
書
く
こ
と
も
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
語

り
゠
書
き
下
ろ
し
」
で
す
が
（
私
は
「
パ
ソ
コ
ン
」
も
使
い
ま
す
が
、
書
く
と
き
は
た
い
て
い
昔
な
が
ら
の
万
年
筆
を

使
っ
て
い
ま
す
）、
こ
れ
を
始
め
た
の
は
九
九
年
の
は
じ
め
あ
た
り
。
最
終
的
に
終
っ
た
の
が
十
一
月

―
そ
の
あ
い

だ
に
、
今
述
べ
た
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
軍
の
「
空
爆
」
と
い
う
私
の
考
え
て
来
た
、
そ
し
て
、
生
き
て
も
来
た
「
平
和
主
義
」

に
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
し
、
ぶ
ち
当
っ
て
来
る
事
態
も
起
こ
っ
て
来
て
い
ま
す
。
そ
の
「
空
爆
」
の
ぶ
ち
当
り
も
あ
っ

て
、
私
は
私
が
今
考
え
て
い
る
こ
と
は
い
っ
そ
う
明
瞭
に
も
な
れ
ば
、
強
く
も
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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二
つ
の「
戦
後
常
識
」

　

で
は
、
始
め
ま
す
。
ま
ず
、「
戦
後
常
識
」
の
こ
と
で
す
。
日
本
人
が
二
つ
長
年
も
っ
て
来
た
「
戦
後
常
識
」
が
、

そ
の
に
な
い
手
と
い
っ
し
ょ
に
今
急
速
に
消
え
つ
つ
あ
る
こ
と
、
い
や
、
た
ぶ
ん
も
う
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と

―
そ

こ
か
ら
こ
の
「
語
り
゠
書
き
下
ろ
し
」
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

「
戦
後
常
識
」
の
ひ
と
つ
は
、
戦
争
は
、
す
べ
て
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
戦
争
は
す
べ
て
悪
で
あ
る
、
正
義
の
戦
争
は
な

い
と
い
う
常
識
で
す
。
こ
れ
は
「
平
和
主
義
」
で
す
。
紛
争
の
解
決
に
は
暴
力
は
使
っ
て
は
い
け
な
い
、
非
暴
力
手
段

で
す
る
。
こ
の
非
暴
力
、「
平
和
主
義
」
の
原
理
、
こ
れ
を
「
戦
後
常
識
」
と
し
て
、
日
本
人
は
も
っ
て
き
た
。

　

こ
の
「
戦
後
常
識
」
を
形
成
し
た
戦
争
体
験
は
、ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、「
殺
し
、焼
き
、奪
う
」
歴
史
の
果
て
に
、「
殺

さ
れ
、
焼
か
れ
、
奪
わ
れ
る
」
と
い
う
歴
史
体
験
で
し
た
。
こ
の
歴
史
体
験
を
大
規
模
に
も
っ
た
の
は
、
日
本
人
と
ド

イ
ツ
人
で
す
。
私
は
一
九
八
五
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
当
時
の
「
西
」
ド
イ
ツ
政
府
の
「
芸
術
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の

招
待
で
ま
だ
「
壁
」
の
あ
っ
た
「
西
」
ベ
ル
リ
ン
で
暮
ら
し
て
、
そ
の
滞
在
の
あ
い
だ
に
ド
イ
ツ
の
平
和
運
動
の
人
た

ち
を
説
き
つ
け
て
「
日
独
平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
日
独
市
民
の
連
帯
運
動
を
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
体
験
に
基
づ

い
て
か
た
ち
づ
く
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
人
の
そ
の
歴
史
体
験
の
意
識
は
強
い
な
と
い
う
気
は
す
る
。

ア
メ
リ
カ
人
と
つ
き
あ
う
と
、
そ
う
し
た
「
平
和
主
義
」
の
常
識
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン

ス
人
も
同
じ
で
す
。
他
の
国
は
、
少
数
の
人
は
、
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
り
非
暴
力
を
主
張
す
る
人
で
あ
っ
た
り
す
る

の
で
す
が
、
全
体
と
し
て
、
市
民
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
感
じ
だ
。

　

こ
こ
で
、
私
は
、
な
る
ほ
ど
日
本
人
は
戦
争
の
被
害
者
意
識
は
多
分
に
も
っ
て
い
る
が
、
加
害
者
意
識
は
乏
し
い
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二つの「戦後常識」

―
と
い
う
議
論
を
こ
こ
で
は
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
ま

さ
に
そ
の
問
題
に
も
か
ら
む
こ
と
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
よ
る
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
で
す
。
日
本
人
は

何
か
と
言
う
と
、「
唯
一
の
被
爆
国
」
を
持
ち
出
し
て
、
被
爆
体
験
を
侵
略
戦
争
の
責
任
を
帳
消
し
に
せ
ん
ば
か
り
に

自
分
の
平
和
へ
の
ア
カ
シ
の
よ
う
に
言
い
立
て
ま
す
が
、
原
爆
投
下
は
、
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
戦
争
の
大
義
名
分
を
無

意
味
に
す
る
残
虐
な
行
為
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
当
然
引
き
出
さ
れ
る
の
は
、
正
義
の
戦
争
は
な
い
と
い
う
認
識
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
原
理
で
す
。
正
義
の
戦
争
と
称
す
る
も
の
を
す
る
場
合
に
は
、
相
手
は
必
ず
不
正
義
の
戦
争
を
し
て
い
ま

す
。
不
正
義
の
戦
争
を
す
る
連
中
に
勝
た
な
い
か
ぎ
り
、
正
義
の
戦
争
は
意
味
な
い
ん
だ
か
ら
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
前
提
で
す
。
不
正
義
の
戦
争
を
す
る
側
は
、
当
然
、
あ
ら
ゆ
る
不
正
義
な
手
段
を
使
う
。
そ
れ
に
勝
つ
た

め
に
は
ど
う
す
る
か
。
今
度
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
よ
う
な
、
も
の
す
ご
く
手
荒
な
、
不
正
義
の
領
域
に
お
い
て
も
凌
駕

す
る
よ
う
な
こ
と
を
や
ら
な
く
て
は
勝
て
な
い
。
相
手
が
毒
ガ
ス
を
使
う
な
ら
こ
ち
ら
は
原
爆
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
勝
つ
。
し
か
し
、
不
正
義
の
戦
争
を
す
る
側
の
不
正
義
な
こ
と
よ
り
は
る
か
に
不
正
義
な
こ

と
を
し
て
、
人
間
と
し
て
許
し
難
い
こ
と
ま
で
を
し
て
勝
つ
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
出
て
く
る
の
は
途
方
も
な
い
殺
戮
、

破
壊
、
そ
し
て
、
廃
墟
で
す
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
が
正
義
の
戦
争
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
正
義
の
戦
争
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
認
識
を
、
原
爆
投
下
に
至
る
戦
争
末
期
の
「
殺
さ

れ
、
焼
か
れ
、
奪
わ
れ
る
」
歴
史
の
展
開
の
な
か
で
、
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
人
の
多
く
は

直
感
的
に
も
つ
に
至
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
戦
後
の
平
和
主
義
の
原
点
、「
戦
後
常
識
」
の
原
点
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
紛
争
解
決
に
は
非
暴
力
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
が
出
て
来
る
。
こ

れ
が
「
戦
後
常
識
」
で
す
。
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私
は
、
最
近
デ
イ
ブ
・
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
、
私
の
友
人
の
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
著
名
な
非
暴
力
の
活
動
家
と
対

談
し
て
本
を
つ
く
っ
た
の
で
す
が
（「『
人
間
の
国
』
へ
」
藤
原
書
店
・
一
九
九
九
）、
対
談
す
る
う
ち
に
わ
か
っ
た
こ
と
は
、

彼
は
非
暴
力
の
原
理
の
ほ
う
か
ら
出
発
し
て
反
戦
運
動
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
私
の
ほ
う
は
戦
争
体
験
か
ら
正
義
の

戦
争
は
な
い
、
だ
か
ら
「
平
和
主
義
」
で
行
か
な
き
ゃ
い
か
ん
、
紛
争
解
決
に
は
暴
力
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
、
使
っ

た
ら
究
極
の
と
こ
ろ
で
必
ず
戦
争
に
な
る
、
戦
争
に
な
っ
た
ら
正
義
は
な
い
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、

私
は
非
暴
力
を
考
え
、
自
分
の
生
き
方
に
し
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
場
合
は
、「
平
和
主
義
」
か
ら
非
暴
力
。

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
場
合
は
、
非
暴
力
か
ら
平
和
主
義
。
結
果
的
に
は
同
じ
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
の
ち
が
い
は

大
事
な
ち
が
い
だ
と
も
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
人
全
体
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
分
の
常
識
と
し

て
、
現
実
の
体
験
に
根
ざ
し
た
常
識
と
し
て
、
共
通
認
識
と
し
て
「
平
和
主
義
」
を
も
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
が
「
戦
後
常
識
」
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
常
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
、「
戦
後
常
識
」
に
は
。
わ
れ
わ
れ
が
侵
略
戦
争
を
し
た
の

は
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
の
こ
と
で
す
。
こ
の
戦
前
の
「
日
本
」
を
「
軍
国
主
義
日
本
」
と
し
て
「
昭
和
」
以
後
に
限

定
し
て
し
ま
う
の
が
、
今
大
は
や
り
の
「
司
馬
遼
太
郎
史
観
」
で
す
が
、
侵
略
戦
争
は
「
明
治
革
命
」（
私
は
「
明
治

維
新
」と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
ま
せ
ん
）以
来
の「
戦
前
」日
本
が
や
っ
て
来
た
こ
と
で
す
。
そ
の「
戦
前
日
本
」は「
反

民
主
主
義
」
の
国
で
し
た
。「
反
民
主
主
義
」
の
一
番
極
端
な
形
が
、「
昭
和
」
に
な
っ
て
か
ら
始
ま
っ
た
軍
国
主
義
政

治
で
す
。
そ
こ
ま
で
「
反
民
主
主
義
」
が
行
っ
た
と
見
る
べ
き
で
す
。
そ
こ
ま
で
行
っ
て
「
戦
前
日
本
」
は
自
ら
の
破

局
に
至
る
大
侵
略
戦
争
を
行
な
っ
た
と
見
る
の
が
歴
史
の
正
し
い
見
方
だ
と
思
い
ま
す
。
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戦
後
に
な
っ
て
民
主
主
義
を
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
も
っ
た
の
で
す
が
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
っ
き
か
ら
申
し

上
げ
て
来
た
よ
う
に
、「
平
和
主
義
」
を
も
っ
た
。
そ
こ
で
、
民
主
主
義
イ
コ
ー
ル
「
平
和
主
義
」、「
平
和
主
義
」
即

民
主
主
義
と
い
う
「
戦
後
常
識
」
が
で
き
上
っ
た
と
思
い
ま
す
。
軍
国
主
義
、
反
民
主
主
義
は
戦
争
を
す
る
が
、
民
主

主
義
は
し
な
い
と
い
う
共
通
認
識
で
す
。
そ
れ
が
常
識

―
「
戦
後
常
識
」
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
的
に
も
、
か

つ
て
強
大
な
軍
事
力
を
も
っ
て
い
た
日
本
は
今
や
「
平
和
憲
法
」
の
下
、
民
主
主
義
国
と
な
る
と
と
も
に
非
軍
備
、
非

武
装
の
マ
ル
ゴ
シ
の
国
に
な
っ
た
。「
民
主
主
義
国
は
戦
争
を
し
な
い
し
、
軍
備
を
も
た
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
現
実

ば
な
れ
の
し
た
「
戦
後
常
識
」
が
で
き
上
っ
た
。

　

こ
れ
で
二
つ
の「
戦
後
常
識
」が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は「
平
和
主
義
」、も
う
ひ
と
つ
は
、「
平

和
主
義
」
と
結
合
し
た
か
た
ち
で
の
民
主
主
義
、「
民
主
主
義
は
戦
争
し
な
い
」

―
こ
の
二
つ
で
や
っ
て
来
た
。
こ

の
二
つ
の
「
戦
後
常
識
」
が
、
平
和
憲
法
を
支
え
、
護
憲
勢
力
を
支
え
て
、
い
ま
だ
に
憲
法
改
悪
と
い
う
ふ
う
に
な
れ

ば
だ
め
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
ん
で
す
ね
。「
護
憲
」
の
土
台
に
あ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
「
戦
後
常
識
」
で
す
。

「
戦
後
常
識
」
の
浸
食
、
崩
壊

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、「
戦
後
常
識
」
は
浸
食
さ
れ
て
来
た
。
い
ま
「
憲
法
第
九
条
」
は
有
名
無
実
で
し
ょ
う
。
予

算
の
規
模
で
言
え
ば
、
世
界
第
三
の
軍
事
力
。
そ
し
て
、
核
兵
器
を
除
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
武
器
を
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
で
も
、「
護
憲
」「
護
憲
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ほ
ん
と
う
は
何
を
守
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。「
平

和
憲
法
」
で
な
く
て
、
ま
っ
た
く
ふ
つ
う
の
憲
法
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
ア
メ
リ
カ
と
の
軍
事
連
関
で
す
。
本
当
は
「
非
武
装
中
立
」
で
行
く
は
ず
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
も
、
そ
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も
そ
も
「
平
和
憲
法
」
と
の
抱
き
合
わ
せ
で
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
力
の
下
で
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
が
「
安
保
条
約
」

で
す
。「
安
保
条
約
」
は
軍
事
条
約
で
す
。
な
ん
や
か
ん
や
言
っ
て
も
、
軍
事
条
約
で
す
、
根
本
的
に
は
。
軍
事
条
約

と
抱
き
合
わ
せ
の
か
た
ち
で
「
平
和
憲
法
」
が
で
き
た
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
「
平
和
憲
法
」
は
空
洞
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
の
う
ち
は
ま
だ
、「
安
保
条
約
」
の
力
、
軍
事
的
力
は
弱
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
強
力
に
な
っ

て
、「
憲
法
第
九
条
」
の
空
洞
化
は
急
速
に
進
ん
だ
。

　

そ
し
て
そ
の
空
洞
化
の
な
か
で
、
自
衛
隊
と
い
う
レ
ッ
キ
と
し
た
軍
隊
を
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
こ
と
に
な
る
。
同
時
に

国
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
、
そ
れ
に
は
軍
事
力
が
い
る
と
い
う
議
論
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
共
産
主
義
勢
力
に
対
し
て
、

東
の
陣
営
の
よ
こ
し
ま
な
も
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
西
側
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
論
理
の

下
で
、
出
て
来
る
。
自
衛
隊
は
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
、
軍
事
連
関
も
強
化
、
拡
大
さ
れ
て
、
新
「
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
」

設
定
の
決
定
的
事
態
の
現
在
に
至
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
ど
こ
か
で
う
や
む
や
に
な
っ
て
来
て
い
た
の
が
、
正
義
の
戦
争
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で

の
「
平
和
主
義
」
で
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
問
題
を
つ
き
つ
け
て
来
る
事
態
は
な
か
っ
た
の
で
、い
い
か
げ
ん
に
「
戦

後
常
識
」
を
ふ
り
ま
わ
し
て
日
本
人
は
生
き
て
来
た
。

　

そ
こ
へ
転
機
が
来
た
。
私
は
そ
の
問
題
を
「
で
も
く
ら
て
ぃ
あ
」（
筑
摩
書
房
・
一
九
九
七
）
の
な
か
で
子
細
に
書
い

た
つ
も
り
な
の
で
、
く
わ
し
く
は
そ
ち
ら
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
突
然
、
正
義
の
戦
争
を
突
き
つ
け
ら

れ
た
。
こ
れ
が
湾
岸
戦
争
で
し
た
。
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
と
い
う
よ
こ
し
ま
な
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
を
や
る
政
治
勢
力
が
、

世
界
平
和
を
乱
し
、
民
主
主
義
の
世
界
を
や
っ
つ
け
る
も
の
と
し
て
世
界
に
出
て
き
た
。
そ
う
い
う
反
民
主
主
義
勢
力

に
対
し
て
自
分
た
ち
は
世
界
の
民
主
主
義
勢
力
の
一
員
と
し
て
民
主
主
義
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
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論
理
、
倫
理
が
そ
こ
で
当
然
形
成
さ
れ
、
問
題
に
な
っ
て
来
ま
す
。
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
反
民
主
主
義
勢
力
が
武
力

を
も
っ
て
世
界
の
民
主
主
義
、
平
和
を
み
だ
し
に
か
か
る
。
仕
方
が
な
い
、
た
た
か
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
、
こ
の
戦
争

は
正
し
い
、
そ
し
て
ま
さ
に
た
た
か
う
べ
き
正
義
の
戦
争
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
「
戦
後
常
識
」
を
全
部
土
台
か
ら

崩
す
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
す
べ
て
始
ま
っ
た
、
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
事
態
で
ま
ず
出
現
し
た
の
は
、「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
」（
国
連
平
和
維
持
活
動
）
で
す
。
私
は
「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
」
前
の
日
本
と
、「
Ｐ

Ｋ
Ｏ
」
後
の
日
本
は
決
定
的
に
ち
が
う
、そ
こ
を
切
れ
目
と
し
て
日
本
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
方
向
に
進
む
だ
ろ
う
と
「
で

も
く
ら
て
ぃ
あ
」
の
ま
え
の
私
の
著
作
、「
回
顧
録
で
な
い
回
顧
」（
第
三
書
館
・
一
九
九
五
）
の
な
か
で
述
べ
た
の
で
す

が
（
ま
さ
に
そ
の
こ
と
ば
は
今
当
っ
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
）、
国
連
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
平
和
的
紛
争
解
決
、

処
理
機
関
手
段
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
国
連
の
条
文
に
は
、
紛
争
解
決
は
な
る
べ
く
武
力
を
避

け
る
、
し
か
し
究
極
の
と
こ
ろ
で
は
武
力
行
使
を
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
わ
れ
わ

れ
は
、
紛
争
解
決
は
武
力
的
に
し
な
い
と
い
う
前
の
ほ
う
だ
け
を
言
っ
て
い
た
。
や
む
を
え
ず
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ

わ
れ
は
無
視
し
て
い
た
。
日
本
全
体
が
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
な
ん
と
な
く
う
や
む
や
で
来
た
。
そ
の
後
半
を
突
き
つ

け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
が
た
が
た
崩
れ
て
、
国
連
平
和
維
持
活
動
、「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
」
と
い
う
の
が
始
ま
っ
て
、
い
ま
は
そ
れ

以
上
に
こ
と
が
進
行
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

同
じ
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
も
が
た
が
た
来
た
ん
で
す
け
ど
、
日
本
よ
り
も
、
始
め
か
ら
あ
の
国
は
、
東
西
対
決
の
冷
戦

構
造
の
な
か
で
、
軍
隊
を
も
っ
て
や
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
軍
隊
を
も
た
な

い
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
来
て
い
る
。
正
義
の
戦
争
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
来
て
い
る
。「
平
和
主
義
」
と
民

主
主
義
が
結
び
つ
い
て
や
っ
て
来
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
反
民
主
主
義
勢
力
に
対
し
て
ど
う
す
る
の
か
、「
平
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和
主
義
」
で
い
い
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
来
て
、そ
れ
に
対
し
て
、「
平
和
主
義
」
の
側
で
、結
局
、抗
し
き
れ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
雪
崩
を
う
っ
た
転
向
が
起
こ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
の
こ
ろ
に
、「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
」
反
対
で
議
会
の
な
か
で
の

ろ
の
ろ
歩
い
て
牛
歩
戦
術
と
っ
て
反
対
し
た
議
員
さ
ん
ら
は
、
今
何
を
考
え
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
あ
の
こ
ろ
の

こ
と
は
み
ん
な
忘
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
て
、「
戦
後
常
識
」
が
、
ま
た
た

く
ま
に
崩
れ
て
行
っ
た
。

　

そ
れ
を
一
番
端
的
に
象
徴
す
る
の
が
、
私
は
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
の
被
災
者
と
し
て
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」

の
一
年
前
に
、大
き
な
政
治
的
地
震
が
起
こ
っ
た
と
い
う
か
た
ち
で
よ
く
考
え
る
の
で
す
が
、護
憲
勢
力
の
中
心
で
あ
っ

た
は
ず
の
当
時
の
社
会
党
委
員
長
の
村
山
富
市
氏
が
首
相
に
な
っ
て
、
一
夜
に
し
て
「
自
衛
隊
は
合
憲
で
す
」
と
、
あ

た
か
も
昔
か
ら
そ
れ
を
信
じ
て
き
た
よ
う
に
国
会
で
発
言
し
て
、
そ
れ
に
み
ん
な
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
つ
い
て
い
っ
た
と
い

う
大
転
向
の
事
態
で
す
。
社
会
党
全
員
も
何
か
始
め
は
言
っ
て
い
た
が
そ
の
う
ち
に
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
変
わ
る
。
そ
れ
か
ら

革
新
派
、
そ
う
も
く
さ
れ
て
い
る
新
聞
、
雑
誌
も
み
ん
な
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
に
同
調
し
た
。
そ

こ
で
が
く
っ
と
変
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
戦
後
常
識
」と
い
う
の
が
、そ
こ
で
ま
さ
に
音
を
立
て
て
崩
れ
た
。

　

こ
こ
で
明
瞭
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
民
主
主
義
勢
力
と
い
う
も
の
は
、
軍
隊
を
も
た
な
い
、
戦
争
し
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
、
日
本
人
の
「
戦
後
常
識
」
が
ま
っ
た
く
の
「
神
話
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の「
神
話
」に
つ
い
て
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
主
義
に
か
か
わ
ら
せ
て
、私
は「
で
も
く
ら
て
ぃ
あ
」

の
な
か
で
も
、「
崇
高
に
つ
い
て
」（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
・
一
九
九
七
）
と
い
う
、
ロ
ー
マ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
批
評

家
「
ロ
ン
ギ
ノ
ス
」
と
の
「
共
著
」
の
本
の
な
か
で
も
く
わ
し
く
論
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、も
っ
と
現
実
に
そ
く
し
て
、

「
Ｘ
Ｙ
Ｚ
」（
講
談
社
・
一
九
九
七
）
と
い
う
あ
と
に
述
べ
る
メ
ロ
ス
の
大
虐
殺
を
主
題
と
し
た
小
説
の
な
か
で
も
書
い
て
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「デモクラティア」の市民軍、その侵略

来
た
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
の
民
主
主
義
の
発
祥
の
地
で
あ
る
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
は
軍
隊
を
強
大
に
も
ち
、
戦
争
、
そ

れ
も
侵
略
戦
争
を
さ
か
ん
に
や
っ
て
い
た
「
市ポ　
　
リ
　
　
ス

民
国
家
」
で
し
た
の
で
、
昔
か
ら
、
民
主
主
義
と
軍
隊
は
両
立
し
、
あ

る
い
は
民
主
主
義
は
戦
争
も
す
る
の
だ
と
い
う
の
が
世
界
の
「
常
識
」
で
、
日
本
の
「
戦
後
常
識
」
は
逆
に
「
非
常
識
」

で
す
。
こ
の
現
実
の
あ
り
よ
う
が
あ
か
ら
さ
ま
に
出
て
き
た
の
が
湾
岸
戦
争
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
市
民
軍
、
そ
の
侵
略

　

な
ぜ
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
話
を
す
る
ん
で
す
か
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
民
主
主
義
と
「
平
和
主
義
」
の
関
係

―
そ
れ
の
根
本
に
つ
い
て
考
え
る
の
に
一
番
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
古
代
ア
テ
ナ
イ
は
民
主
主
義
国
で
し
ょ
う
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
民
主
主
義
の
発
祥
の
地
で
す
。
直
接
民
主
主
義
の
古
代
ア
テ
ナ
イ
ほ
ど
、
民
主
主
義
の
み
ご
と
さ
と
お
そ

ろ
し
さ
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

古
代
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
の
か
た
ち
は
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
で
す
。
訳
し
て
言
え
ば
、
民
主
主
義
政
体
で
す
。
民
主

主
義
と
い
う
よ
り
民
主
主
義
政
体
で
す
。
は
じ
め
は
こ
の
政
治
体
制
に
は
軍
隊
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
デ
モ
ク
ラ

テ
ィ
ア
」
を
潰
し
に
か
か
る
勢
力
、
反
民
主
主
義
勢
力
が
出
て
来
て
、
攻
め
て
き
た
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
出

て
来
る
。
王
様
、
独
裁
者
、
僭
主
が
支
配
す
る
政
治
だ
っ
た
ら
、
王
様
が
王
様
の
軍
隊
を
も
っ
て
い
る
と
か
、
外
国
の

傭
兵
を
雇
う
と
か
、
い
ろ
ん
な
形
で
軍
隊
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
、
も
っ
て
自
分
の
国
を
攻
め
て
く
る
や
つ
と
対
抗
す

る
ん
だ
け
ど
、「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
場
合
は
、
そ
ん
な
も
の
な
い
。
王
様
が
い
な
け
れ
ば
、
王
様
の
軍
隊
も
な
い
。

外
国
の
軍
隊
を
雇
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
で
、「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
と
い
う
の
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、「
デ

モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
市
民
が
み
ず
か
ら
銃
を
取
っ
て
、
い
や
、
槍
を
取
っ
て
戦
わ
な
け
れ
ば
い
か
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ん
。
誰
も
守
っ
て
く
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、
自
分
で
や
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
軍
隊
の

出
発
点
で
す
。

「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
軍
隊
は
有
時
に
さ
い
し
て
市
民
が
槍
を
取
っ
て
戦
う
こ
と
を
基
本
に
し
た
、
ま
さ
に
市
民
軍

で
す
。
は
じ
め
は
あ
く
ま
で
臨
時
の
、
と
き
に
応
じ
て
の
市
民
軍
で
す
が
、
い
つ
誰
が
攻
め
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
ん

だ
か
ら
、一いつ
時とき
一いつ
時ときで
や
っ
て
い
る
と
間
に
合
わ
な
い
。
と
い
う
の
で
常
備
軍
に
転
化
し
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
、

み
ん
な
が
平
等
に
や
っ
と
っ
た
ら
だ
め
だ
か
ら
、
指
揮
官
も
い
る
し
、
と
い
う
ふ
う
に
軍
隊
の
な
か
の
階
級
制
度
が
そ

こ
に
で
き
あ
が
る
。
当
然
、
職
業
軍
人
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
全
体
が
常
備
軍
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
今

度
は
、
自
分
た
ち
の
ア
テ
ナ
イ
を
守
る
た
め
に
自
分
の
安
全
保
障
圏
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
名
目
、
大

義
名
分
で
他
の
国
を
お
ど
し
て
自
分
の
言
う
こ
と
を
き
か
せ
る
、
さ
ら
に
は
侵
略
す
る
。
自
分
の
家
を
守
る
た
め
に
は
、

安
全
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、
自
分
の
家
の
外
に
垣
根
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
。
垣
根
は
二
重
、
三
重
、
四
重
と
し

て
、
あ
ち
こ
ち
に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
一
番
近
い
と
こ
ろ
か
ら
つ
く
り
始
め
て
、
遠
い
と
こ
も
つ
く
っ
て
い

か
な
い
と
、
安
全
は
確
保
で
き
な
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
自
分
の
家
の
範
囲
が
拡
大
す
る
。
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
や
つ

は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
っ
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
や
っ
つ
け
て
、
叩
き
の
め
し
て
ま
で
や
っ
て
自

分
の
配
下
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
。
敵
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
っ
た
ら
、
ア
テ
ナ
イ
の
場
合
、
敵
は
ス
パ
ル
タ

で
す
ね
。
ス
パ
ル
タ
は
反
民
主
主
義
国
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
ス
パ
ル
タ
は
ス
パ
ル
タ
教
育
を
す
る
と
こ
ろ
だ
か

ら
、
軍
国
主
義
の
国
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
国
だ
。
民
主
主
義
に
対
し
て
、
ス
パ
ル
タ
は
攻
め
て
く
る
。
攻
め
て

く
る
の
を
防
が
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
自
分
の
安
全
保
障
圏
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ス
パ
ル
タ
で
も
な
い
、
ア
テ
ナ
イ
で
も
な
い
、
自
分
は
中
立
で
あ
る
、
中
立
で
行
こ
う
と
す
る
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「デモクラティア」の市民軍、その侵略

よ
う
な
こ
と
は
ゆ
る
し
が
た
い
と
ま
で
に
な
る
。
徹
底
し
て
、
自
分
の
家
来
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
な
ら
、
武

力
行
使
し
て
も
自
分
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
、
安
全
保
障
帝
国
主
義
で
す
。
こ
れ
を
ア
テ
ナ
イ
は

も
の
す
ご
く
や
っ
て
い
ま
す
ね
。
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
一
番
い
い
例
が
メ
ロ
ス
で
す
。
今
、
パ
リ
の
ル
ー
ブ
ル
博
物

館
に
あ
る
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
発
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
。
ミ
ロ
は
メ
ロ
ス
の
フ
ラ
ン
ス
語
読
み
で
す
。
メ
ロ
ス
島
は
ス

パ
ル
タ
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
よ
う
な
国
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
小
さ
い
「
市ポ　
　
リ
　
　
ス

民
国
家
」
で
す
。
エ
ー
ゲ
海
の
キ
ュ
ク
ラ
ー

デ
ス
諸
島
の
一
島
の
「
市ポ　
　
リ
　
　
ス

民
国
家
」
で
す
が
、
そ
こ
は
、
絶
対
に
自
分
の
勢
力
圏
の
な
か
に
入
れ
た
い
と
ア
テ
ナ
イ
は

考
え
た
。
中
立
は
許
さ
な
い
。
自
分
の
勢
力
圏
に
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
メ
ロ
ス
は
自
分
た
ち
は
中
立
で
行
き
た

い
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
許
さ
な
い
。
ア
テ
ナ
イ
は
メ
ロ
ス
に
つ
い
に
は
軍
隊
を
派
遣
し
て
侵
略
し
、
大
虐
殺
を
敢
行

し
、
成
年
男
子
は
み
な
殺
し
て
、
女
・
子
供
は
み
ん
な
奴
隷
に
売
り
と
ば
す
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

は
は
る
か
昔
の
ト
ロ
イ
ア
の
落
城
悲
劇
「
ト
ロ
イ
ア
の
女
」
を
、
そ
の
悲
惨
に
基
づ
い
て
、
書
い
て
い
ま
す
。
私
も
小

説
「
Ｘ
Ｙ
Ｚ
」
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
大
虐
殺
は
ギ
リ
シ
ア
の
知
識
人
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
汚
点
で
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
に
お
い
て
も
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
行
っ
て
い
た
ん
で
す
、
そ
こ
に
。

「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
ア
テ
ナ
イ
は
そ
う
い
う
大
虐
殺
を
平
気
で
や
っ
た
。
メ
ロ
ス
島
は
市
民
を
殺
し
た
後
、
ア
テ

ナ
イ
の
植
民
地
に
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
人
が
植
民
す
る
。
こ
う
い
う
と
き
、
行
く
の
は
貧
乏
人
で
す
。
満
洲
に
開
拓
民
が

行
く
の
と
同
じ
で
す
。
こ
れ
は
、
今
イ
ス
ラ
エ
ル
が
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
入セツ
ト
ラ
ー
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム

植
植
民
地
主
義
で
す
。
パ
レ
ス
チ

ナ
人
を
殺
し
た
り
、
追
い
出
し
た
り
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
こ
に
入
植
さ
せ
る
。

　

そ
れ
か
ら
今
度
は
、
自
分
の
言
う
こ
と
を
き
く
よ
う
な
連
中
を
支
持
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
つ
く
り
出
し
て
同
盟

国
に
し
た
て
あ
げ
て
い
く
。
ア
テ
ナ
イ
は
直
接
の
植
民
地
を
つ
く
り
出
す
こ
と
も
し
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
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自
分
に
都
合
の
い
い
政
権
を
支
持
し
た
り
、
傀
儡
政
権
を
つ
く
っ
て
支
配
を
し
た
。
こ
う
い
う
政
権
は
反
民
主
主
義
勢

力
の
政
権
で
も
か
ま
わ
な
い
。
逆
に
、
民
主
主
義
政
権
な
ん
か
つ
く
る
と
、
民
主
主
義
政
権
は
自
分
の
権
利
を
言
い
出

す
か
ら
、
や
や
こ
し
い
、
反
民
主
主
義
の
ほ
う
が
い
い
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
市
民
の
反
抗
、
蜂
起
を
お
そ
れ
て
、
ア

テ
ナ
イ
の
力
を
頼
っ
て
来
る
か
ら
、
も
っ
と
言
う
こ
と
を
き
い
て
く
れ
る
。
そ
の
反
民
主
主
義
の
カ
イ
ラ
イ
政
権
を
自

分
の
安
全
保
障
に
く
っ
つ
け
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
は
安
全
保
障
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
民
主
主
義
が
市
民
の
幸
福
で

あ
る
、
民
主
主
義
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ん
な
が
自
由
な
国
民
に
な
れ
る
ん
だ
と
叫
び
上
げ
て
、
民
主
主
義
を
後

楯
に
し
て
大
々
的
に
侵
略
を
敢
行
し
た
こ
と
で
す
。
あ
れ
や
こ
れ
や
で
、
強
大
国
古
代
ア
テ
ナ
イ
は
小
国
を
支
配
し
、

あ
る
も
の
は
直
接
に
植
民
地
に
し
て
、
そ
の
地
の
人
び
と
に
は
日
本
が
朝
鮮
に
強
要
し
た
「
皇
国
臣
民
の
誓
い
」
に
似

た
も
の
を
つ
く
っ
て
と
な
え
さ
せ
た
り
、
日
本
は
朝
鮮
な
ど
に
神
社
を
つ
く
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
も

あ
ち
こ
ち
に
自
分
た
ち
の
神
殿
を
つ
く
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。
ロ
ー
マ
も
も
ち
ろ
ん
同
じ
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
植
民
地
か
ら
の
収
奪
で
す
。
こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
に

繁
栄
を
も
た
ら
し
ま
す
。
ア
テ
ナ
イ
は
侵
略
、
支
配
を
や
っ
て
、
い
よ
い
よ
金
持
に
な
る
。
そ
の
こ
ろ
は
や
っ
た
歌
に

は
、
ア
テ
ナ
イ
に
来
る
物
資
を
食
糧
品
か
ら
装
身
具
に
至
る
ま
で
ど
こ
か
ら
何
が
来
た
か
を
う
た
い
上
げ
た
の
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
て
い
て
判
る
の
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
繁
栄
と
富
裕
が
い
か
に
海
外
に
依
存
し
て
い
た
の
か
で
す
が
、

も
ち
ろ
ん
、
海
外
か
ら
の
収
奪
に
、
繁
栄
は
大
い
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
侵
略
支
配
は
ま
さ
に
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
必

要
な
こ
と
で
し
た
。
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民主主義は戦争に強い

　

ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
の
と
き
に
、
ア
テ
ナ
イ
は
ス
パ
ル
タ
と
戦
争
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
べ
つ

の
戦
争
を
あ
ま
た
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ス
パ
ル
タ
相
手
じ
ゃ
な
く
て
小
国
相
手
の
戦
争
で
、
つ
ま
り
侵
略
戦
争
で
す
。

安
全
保
障
と
か
民
主
主
義
の
た
め
と
か
、
い
ろ
ん
な
大
義
名
分
を
な
ん
で
も
つ
く
っ
て
、
大
義
名
分
を
結
合
し
て
、
侵

略
戦
争
を
起
こ
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
主
義
は
戦
争
の
上
に
の
っ
か
っ
て
あ
る
、
侵
略
戦

争
の
上
に
の
っ
か
っ
て
あ
る
、
で
す
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
現
実
は
、
歴
史
を
遠
く
へ
だ
て
た
今
も
続
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
ど
こ
の
国
も
、
侵
略
し
た
い
か
ら
侵
略

し
た
と
は
言
わ
な
い
。
ま
ず
、
主
張
さ
れ
る
の
は
、
自
国
の
防
衛
で
す
。
防
衛
を
言
う
な
ら
、
安
全
保
障
圏
の
拡
大
が

必
然
に
な
り
、
安
全
保
障
圏
を
拡
大
し
て
い
け
ば
、
弱
い
勢
力
を
そ
こ
で
自
分
の
支
配
下
に
置
く
、
置
こ
う
と
す
る
こ

と
が
起
こ
る
。日
米
関
係
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
あ
っ
て
来
た
の
で
す
が
、日
本
の
過
去
も
同
じ
で
し
た
。「
明

治
」
の
日
本
が
ま
ず
言
い
出
し
た
こ
と
は
、
日
本
は
西
洋
帝
国
主
義
の
侵
略
の
餌
食
に
な
り
か
か
っ
て
お
る
、
日
本
の

防
衛
の
た
め
に
安
全
圏
を
拡
大
す
る
と
い
っ
て
朝
鮮
を
支
配
し
に
か
か
る
。
安
全
圏
の
拡
大
で
す
が
、
そ
の
と
き
使
わ

れ
る
大
義
名
分
は
、
朝
鮮
は
中
国
の
支
配
下
で
遅
れ
た
国
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
中
国
か
ら
の
独
立
を
助
け
、
近

代
的
な
政
治
を
、
朝
鮮
の
勢
力
と
一
緒
に
な
っ
て
や
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
が
日
本
の
朝
鮮
支
配
の
始
ま

り
で
す
。

民
主
主
義
は
戦
争
に
強
い

「
戦
後
常
識
」
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
日
本
人
に
は
、
ひ
と
つ
の
迷
妄
が
あ
っ
て
、
昔
か
ら
い
ま
だ
に
ひ
き
続
い
て
い

る
迷
妄
で
す
が
、
そ
れ
は
、
民
主
主
義
国
は
戦
争
に
弱
い
、
独
裁
国
家
は
強
い
と
い
う
迷
妄
で
す
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
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う
は
、民
主
主
義
国
の
ほ
う
が
強
い
ん
で
す
。
早
い
話
、第
二
次
世
界
大
戦
で
勝
利
を
博
し
た
の
は
民
主
主
義
国
側
で
す
。

民
主
主
義
国
と
い
う
の
は
、
自
分
の
利
益
、
財
産
を
守
ら
な
き
ゃ
い
か
ん
と
い
う
こ
と
が
市
民
の
意
識
の
な
か
に
非
常

に
強
い
。
王
様
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
。
民
主
主
義
国
の
歴

史
を
見
る
と
、
民
主
主
義
国
が
、
結
局
、
勝
っ
て
い
る
、
反
民
主
主
義
に
。
軍
事
的
に
で
す
。
政
治
的
に
勝
っ
た
と
か

そ
う
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
。
そ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
な
か
に
あ
ん
ま
り
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
戦
争

中
に
、
民
主
主
義
国
と
い
う
の
は
弱
い
ん
だ
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
が
、
ど
こ
か
意
識
の
底
に
残
っ
て
い
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
鉄
血
の
軍
事
国
家
が
強
い
ん
だ
と
い
う
ぐ
あ
い
に
い
ま
だ
に
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
鉄
血
の
軍
事
国
家
は
弱
い
で
す
。
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
を
見
て
も
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
は
勝
っ
た
の
で
は
な
い
。

負
け
た
の
で
す
。

「
日
独
平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
平
和
運
動
の
ド
イ
ツ
の
友
人
た
ち
と
一
緒
に
日
本
各
地
に
行
っ
て
、
会
合
を
家
庭
の
主

婦
な
ん
か
と
開
く
と
よ
く
ド
イ
ツ
人
は
こ
ん
な
に
や
さ
し
い
人
な
ん
で
す
ね
と
言
わ
れ
て
面
く
ら
う
の
で
す
が
、
そ
れ

で
判
る
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
が
、
ド
イ
ツ
と
言
う
と
、
い
ま
だ
に
強
大
な
軍
事
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る

こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
人
と
い
う
と
、
何
か
武
ば
っ
た
、
こ
わ
い
人
た
ち
だ
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
を
連
れ
て
い
く
と
判
る
こ
と
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
合
州

国
は
強
大
な
軍
事
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
人
は
怖
い
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
い
し
、
若
者

が
分
列
行
進
す
る
よ
う
な
、
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
み
た
い
な
こ
と
を
す
ぐ
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ

リ
カ
人
は
だ
ら
だ
ら
し
て
い
る
。
み
ん
な
勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
あ
ん
な
連
中
に
戦
争
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
。
い
ま
だ
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
勝
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
て
、
負
け
た
の
は
ド
イ
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民主主義は戦争に強い

ツ
で
す
。
ス
パ
ル
タ
と
ア
テ
ナ
イ
は
、
ス
パ
ル
タ
に
、
ま
あ
、
最
後
は
負
け
ち
ゃ
う
ん
だ
け
ど
、
と
に
か
く
は
じ
め
は

ず
っ
と
勝
っ
て
い
た
。
ペ
リ
ク
レ
ス
の
有
名
な
演
説
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
そ
こ
で
ペ
リ
ク
レ
ス
は
わ
れ
わ
れ
は
自
由
に

生
き
て
て
、
遊
び
な
が
ら
戦
争
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
勝
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
っ
ち
は
朝
か
ら
晩
ま
で
戦
争
の
稽
古

を
し
て
い
た
か
ら
、
だ
め
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

民
主
主
義
国
が
強
い
、
軍
事
的
に
も
強
い
、
戦
争
も
す
る
ん
だ
と
い
う
認
識
が
日
本
人
の
意
識
の
な
か
に
な
か
っ
た
。

あ
れ
や
こ
れ
や
あ
っ
て
、
民
主
主
義
と
い
う
の
は
「
平
和
主
義
」
で
あ
る
、
平
和
の
使
徒
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
ず
っ

と
考
え
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
し
か
し
、
湾
岸
戦
争
以
来
、
そ
の
「
戦
後
常
識
」
が
ず
た
ず
た
に
な
っ
て
、
と
い

う
の
が
現
状
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
し
か
し
、
も
っ
と
若
い
世
代
は
そ
う
し
た
「
戦
後
常
識
」
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で

は
、
彼
ら
に
ど
う
対
し
た
ら
い
い
の
か
困
り
は
て
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
五
、
六
年

の
あ
い
だ
に
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
子
供
に
憲
法
を
教
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
は
よ
く
学

校
の
教
師
に
聞
く
ん
だ
け
ど
、
ま
た
、
今
中
学
生
に
な
っ
た
私
の
娘
を
見
て
て
も
、
学
校
で
は
も
う
憲
法
は
あ
ん
ま
り

教
え
て
な
い
。
そ
の
問
題
に
か
ら
む
か
ら
で
し
ょ
う
。
憲
法
を
教
え
れ
ば
、「
第
九
条
」
と
か
「
自
衛
隊
」
と
か
を
ど

う
考
え
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
端
的
に
言
う
と
、
ド
イ
ツ
の
場
合
は
平
和
教
育
と
い
う
の
を
学
校

で
や
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
過
去
に
ひ
っ
か
け
て
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
過
去
か
ら
戦
争
を

否
定
す
る
。
戦
争
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
、「
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
」
の
過
去
と
か
ら
め
て
否
定
す
る
。
逆
に

言
い
ま
す
と
、
平
和
教
育
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
も
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
も
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
平
和

教
育
は
、
そ
れ
だ
け
で
や
れ
ば
、
大
問
題
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。
い
っ
た
い
正
義
の
戦
争
は
あ
る
の
か
な
い
の
か

と
い
う
議
論
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
日
本
の
よ
う
な
「
戦
後
常
識
」
を
も
っ
て
い
る
国

―
そ
れ
は
あ
え
て
言
え
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ば
、日
本
以
外
（
程
度
が
落
ち
て
ド
イ
ツ
）
に
は
当
然
、人
び
と
は
戦
争
は
や
る
べ
き
で
な
い
が
、必
要
な
と
き
も
あ
る
、

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
民
主
主
義
国
を
民
主
主
義
が
守
る
た
め
に
は
戦
争

す
る
。
祖
国
防
衛
戦
争
を
す
る
ん
だ
と
い
う
の
が
前
提
だ
か
ら
、
そ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
教
育
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、

あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
平
和
教
育
と
名
前
を
う
つ
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
も
私
た
ち
日
本
人
の
「
戦
後
常
識
」
で

す
が
、
私
た
ち
は
、「
平
和
教
育
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
全
世
界
で
や
っ
て
い
る
と
思
い
が
ち
な
の
で
す
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
そ
ん
な
教
育
は
侵
略
戦
争
を
し

た
側
に
必
要
で
あ
っ
て
も
、
侵
略
戦
争
な
ど
し
た
こ
と
が
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
嘘
で
す
が
、
彼
ら
の
多
く
は
そ

う
思
い
込
ん
で
い
る
）
自
分
た
ち
に
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
も
あ
え
て
言
え
ば
で
す
が
、
彼
ら

の
民
主
主
義

―
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
な
か
に
は
戦
争

―
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
正
義
の
戦
争
」

で
す
が
、
そ
れ
は
入
っ
て
い
る
。
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
彼
ら
は
考
え
て
い
る
。

戦
争
が
組
み
込
ま
れ
た
民
主
主
義

　

こ
れ
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
ま
た
、
民
主
主
義
の
本
場
の
ア
テ
ナ
イ
の
こ
と
を
考
え
た
い
の

で
す
が
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
「
ポ
リ
ス
」
と
は
、
た
だ
の
「
都
市
国
家
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ポ
リ
ス
」
を
そ
う
訳

す
の
は
、
誤
訳
で
す
。
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
は
、
市
民
が
参
加
し
て
、
市
民
が
意
思
決
定
を
す
る
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」

で
す
か
ら
、「
市
民
国
家
」
が
「
ポ
リ
ス
」
で
す
。
そ
こ
で
は
、
宣
戦
布
告
す
る
か
ど
う
か
も
市
民
が
参
加
し
て
や
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
戦
争
も
市
民
が
決
め
る
。
ど
こ
か
の
王
様
が
決
め
て
押
し
つ
け
る
、
天
皇
が
決
め
て
押
し
つ

け
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
市
民
自
体
が
、
自
分
の
責
任
に
お
い
て
戦
争
を
す
る
ん
で
す
ね
。
戦
争
の
な
か
に
は
祖
国
防
衛
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戦争が組み込まれた民主主義

戦
争
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
安
全
保
障
と
い
う
の
を
拡
大
し
て
い
く
か
た
ち
の
戦
争
も
あ
る
し
、
そ
の
か
た
ち
で
、
だ
ん

だ
ん
と
侵
略
戦
争
へ
行
く
と
い
う
の
も
当
然
出
て
く
る
。
彼
ら
の
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
に
は
戦
争
は
ま
ち
が
い
な
く

な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

民
主
主
義
と
「
平
和
主
義
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
結
合
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
戦
争
と
結
合
し
て
い
る
。
こ
れ
が
今

の
世
界
の
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
あ
り
よ
う
で
す
。「
平
和
主
義
」
を
考
え
る
な
ら
、
ま
ず
、
そ
の
前
提
で
考
え

て
、
新
し
い
か
た
ち
で
の
民
主
主
義
、「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
形
成
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
う
考
え
て
、

そ
の
私
の
考
え
を
「
で
も
く
ら
て
ぃ
あ
」
と
い
う
本
で
書
き
ま
し
た
。
根
本
は
、「
平
和
主
義
」
と
い
う
も
の
を
根
に

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
変
え
な
け
れ
ば
い
か
ん
。
民
主
主
義
だ
け
振
り
回
し
た
っ
て
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
書

い
た
。
西
欧
の
民
主
主
義
は
、
戦
争
も
軍
隊
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
考
え
る

べ
き
で
す
。

　

し
か
し
、
長
い
あ
い
だ
か
か
っ
て
そ
の
本
を
書
き
上
げ
た
の
は
何
年
か
ま
え
で
す
が
、
い
ま
日
本
の
社
会
で
大
き
く

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
イ
コ
ー
ル
「
平
和
主
義
」
と
い
う
常
識
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
す
。
お
か
げ
で

学
校
で
憲
法
を
教
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
平
和
教
育
を
す
る
な
ら
ば
、
過
去
の
戦
争
の
話
だ
け
に
な

る
、
そ
れ
は
。
そ
れ
は
教
科
書
に
出
て
い
る
の
は
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
の
よ
う
な
、
過
去
の
戦
争
は
こ
ん

な
に
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
と
い
う
話
で
す
。
あ
る
い
は
、
原
爆
で
こ
ん
な
に
悲
惨
に
死
に
ま
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
話

に
な
っ
て
来
る
。
し
か
し
、
じ
ゃ
あ
、
現
在
は
ど
う
す
る
の
か
、
未
来
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
言

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

平
和
教
育
で
、
い
つ
も
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
広
島
・
長
崎
で
す
。
あ
る
い
は
空
襲
の
惨
劇
で
す
。
あ
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る
い
は
中
国
に
対
す
る
残
虐
行
為
。
し
か
し
、
現
在
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
な
る
と
、
非
常
に

は
っ
き
り
し
た
「
平
和
主
義
」
の
原
理
を
も
た
な
い
と
、
い
く
ら
で
も
い
ろ
ん
な
大
義
名
分
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
。

民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
、
こ
の
国
を
守
る
た
め
に
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
戦
争

を
や
め
さ
せ
る
た
め
に
原
爆
が
要
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
論
理
で
し
ょ
う
、
結
局

は
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
、
い
ま
の
核
兵
器
を
持
っ
て
い
る
連
中
は
そ
う
言
う
で
し
ょ
う
ね
。
よ
こ
し

ま
な
や
つ
が
戦
争
し
た
ら
困
る
か
ら
、
お
れ
が
原
爆
持
っ
て
民
主
主
義
世
界
を
護
っ
て
い
る
。
よ
こ
し
ま
な
連
中
が
原

爆
持
っ
て
戦
争
を
起
こ
し
た
ら
困
る
か
ら
、
そ
い
つ
ら
に
は
原
爆
を
持
た
せ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
だ
け
が
持
つ
。
持
っ
て

い
い
。
い
や
、
持
つ
べ
き
だ
。
こ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
う
し
た
考
え
方
、
主
張
に
対
し
て
原
爆
の
悲
惨
だ

け
を
訴
え
て
や
っ
て
行
け
る
か
。
事
態
は
今
そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。

　

誰
か
が
書
い
て
い
ま
し
た
。「
原
爆
の
日
」
に
長
崎
で
の
追
悼
式
典
に
出
席
し
た
人
で
す
。
式
典
は
た
し
か
に
厳
粛

に
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
近
く
の
佐
世
保
に
ア
メ
リ
カ
の
航
空
母
艦
、
原
爆
を
搭
載
し
た
の
が
平
気
で
来
る
。

そ
の
こ
と
を
誰
も
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
い
い
の
か
、
と
い
う
の
で
す
。
式
典
が
そ
の
現
実
と
ま
っ
た
く
関

係
な
し
に
行
な
わ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
う
と
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
側

に
言
わ
せ
る
と
、
広
島
、
長
崎
の
悲
劇
の
再
来
を
防
ぐ
た
め
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
、
わ
れ
わ
れ
の
原
爆
の
保

有
が
あ
る
の
だ

―
そ
う
な
っ
て
来
ま
す
。
こ
の
光
景
が
戦
後
こ
の
か
た
の
現
実
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
怖
し

い
の
は
、
結
局
、
日
本
の
繁
栄
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
「
安
保
」
に
基
づ
く
「
核
の
傘
」
に
護
ら
れ
て
形
成
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
見
え
る
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、日
本
の
「
平

和
憲
法
」
も
「
第
九
条
」
も
、
そ
の
も
と
と
な
る
「
平
和
主
義
」
も
、
そ
し
て
ま
た
、「
非
核
三
原
則
」
も
こ
の
ア
メ
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リ
カ
合
州
国
の
「
核
の
傘
」
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か

―
と
い
う
論
理
に
こ
の
光
景
は
つ
な
が
る
こ
と
に
も
な

る
か
ら
で
す
。「

体
現
平
和
主
義
」
と「
平
和
憲
法
主
義
」

　

平
和
教
育
に
つ
い
て
も
う
少
し
言
い
ま
す
と
、
先
生
た
ち
と
し
ゃ
べ
っ
て
、「
憲
法
第
九
条
」
な
ん
か
ど
う
し
て
い

る
の
か
と
き
く
と
、
そ
れ
は
い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま
す
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
ま
せ
る
と
い
う
の
が
大
方
の
答
え
で
す
。

こ
れ
で
は
「
平
和
憲
法
主
義
」
で
す
。「
平
和
主
義
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
は
こ
れ
ま
で
、
戦
後
何
十
年
、
い
ろ

ん
な
進
歩
派
、
そ
う
自
称
、
他
称
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
と
会
い
、
つ
き
あ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
彼
、
彼
女
に
、
あ

な
た
は
「
平
和
主
義
者
」
で
す
か
っ
て
き
く
と
、
そ
う
だ
、
と
か
、
そ
う
で
な
い
と
か
、
ま
と
も
な
答
が
返
っ
て
き

た
こ
と
が
な
い
。
た
い
て
い
、
そ
ん
な
だ
い
そ
れ
た
こ
と
よ
り
、
自
分
は
た
だ
、「
平
和
憲
法
」
を
守
る
だ
け
で
す
と
、

答
え
る
。
憲
法
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
時
代
な
ら
（
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
そ
ん
な
時
代
は
決
し
て
一
度
た
り
と

も
な
か
っ
た
の
で
す
が
）、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
は
「
平
和
憲
法
」
自
体
が
完
全
に
空
洞
化

さ
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
何
を
守
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
平
和
憲
法
」
そ
の
も
の
は
、「
平
和
主
義
」

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
今
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
原
理
に
基
づ
い
て
も
の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
で
す
。

　

政
治
を
考
え
る
と
き
に
、
ま
ず
、
現
実
の
体
験
に
基
づ
い
た
常
識
が
要
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
常
識
に
基

づ
い
た
原
理
が
必
要
で
す
。
空
理
空
論
で
、
原
理
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
い
て
い
何
ん
の

意
味
も
も
た
な
い
思
考
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
政
治
の
原
理
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
の
原
理
に
な
る
思

考
の
土
台
に
は
、
現
実
が
あ
り
、
現
実
の
体
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
体
験
を
多
く
の
人
が
共
有
す
る
こ
と
で
、
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そ
こ
か
ら
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
共
通
認
識
と
し
て
の
「
常
識
」
が
あ
り
ま
す
。
い
や
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
思

考
は
原
理
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
「
殺
し
、
焼
き
、
奪
う
」
歴
史
、「
殺
さ
れ
、
焼
か
れ
、
奪
わ
れ
る
」
歴
史
を
も
っ

た
。
そ
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
戦
争
を
し
た
ら
い
か
ん
、
戦
争
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
ん
だ
、
軍
備
は
も
う
や
め

よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
常
識
が
生
ま
れ
て
来
た
。
こ
の
常
識
に
基
づ
い
た
原
理
が
「
平
和
主
義
」
で
す
。
た
だ
、私
は
、

こ
の
日
本
人
の
多
く
が
も
っ
て
い
る
「
平
和
主
義
」
は
、
ま
だ
自
分
の
原
理
と
し
て
自
分
に
は
っ
き
り
と
把
握
さ
れ
て

い
な
い
「
体
現
平
和
主
義
」
だ
と
思
い
ま
す
。
原
理
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
体
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
そ

の
意
味
で
の「
平
和
主
義
」で
す
。
私
は「
体
現
平
和
主
義
」は
だ
め
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。「
体
現
平
和
主
義
」

は
共
通
の
意
識
と
し
て
日
本
人
が
も
つ
こ
と
で
、「
戦
後
常
識
」
は
か
た
ち
づ
く
ら
れ
、「
平
和
憲
法
」
は
強
い
力
で
支

持
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

　

ど
こ
の
国
に
も
、「
平
和
主
義
」
の
人
は
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
で
も
、
そ
れ
は
少
数
者
で
す
。
全
体
が
も
っ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
は
稀
有
な
例
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
日
本
は
非
常
に
特
異
な
国
で
す
。
ド
イ

ツ
人
は
「
平
和
主
義
」
へ
の
土
台
と
な
る
現
実
の
体
験
を
も
っ
た
の
で
す
が
、
東
西
対
決
の
冷
戦
構
造
の
な
か
で
、
す

ぐ
東
と
西
の
対
決
に
直
接
入
っ
て
、
こ
の
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
軍
隊
が
要
る
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
、
倫
理
の
展

開
の
下
で
、
早
々
と
軍
隊
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
「
平
和
憲
法
」
に
あ
た
る
も
の
を
も
た
な
い
で
来
た
。
そ

の
戦
後
の
状
況
の
な
か
で
、
徴
兵
制
ま
で
し
い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、「
体
現
平
和
主
義
」
は
日
本
の
よ
う
に
広
範
囲

に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
す
ぐ
、「
ふ
つ
う
の
国
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。「
ふ
つ
う
の
国
」
と

い
う
の
は
、
民
主
主
義
国
と
し
て
軍
隊
を
も
つ
国
、
そ
れ
が
「
ふ
つ
う
の
国
」
で
す
。
軍
隊
を
も
ち
、
そ
し
て
、
仕
方

が
な
い
か
ら
と
き
に
は
戦
争
も
す
る
。
し
た
く
な
い
け
れ
ど
も
。
こ
れ
が
「
ふ
つ
う
の
国
」
で
し
ょ
う
。
そ
ち
ら
が
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「
ふ
つ
う
の
国
」
な
ら
、「
体
現
平
和
主
義
」
の
国
、
日
本
は
特
異
な
国
と
し
て
ず
っ
と
や
っ
て
来
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
特
異
な
国
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
さ
っ
き
か
ら
述
べ
て
来
た
二
つ
の
「
戦
後
常
識
」、「
体
現
平
和
主
義
」、
そ
の

土
台
に
支
え
ら
れ
て
来
た
「
平
和
憲
法
」
で
す
。
だ
か
ら
戦
争
は
全
部
だ
め
だ
と
。
軍
隊
も
だ
め
だ
と
な
っ
て
、
こ
れ

は
非
常
に
特
異
な
国
で
す
、
世
界
で
。
ド
イ
ツ
も
そ
の
素
地
は
あ
っ
た
。
素
地
は
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
東
西
対
決
の
冷

戦
構
造
の
な
か
で
、「
ふ
つ
う
の
国
」
化
し
て
い
っ
た
。
そ
う
さ
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
他
の
国
に
比
べ
た
ら
、「
体
現
平

和
主
義
」
的
な
も
の
を
い
ま
だ
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
す
が
。

　

こ
う
考
え
て
行
け
ば
、「
体
現
平
和
主
義
」
が
大
事
な
こ
と
は
お
判
り
か
と
思
う
。
し
か
し
、「
体
現
平
和
主
義
」
が

そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
、「
原
理
平
和
主
義
」
に
な
ら
な
か
っ
た
。「
原
理
平
和
主
義
」
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
は

悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
を
原
理
と
し
て
す
べ
て
を
考
え
る
「
平
和
主
義
」
で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
な
ら

な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
す
べ
て
が
「
平
和
憲
法
」
だ
け
の
問
題
に
な
っ
て
、「
平
和
憲
法
」
さ
え
あ
れ
ば
、
こ
れ

が
砦
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
来
た
。
そ
こ
へ
湾
岸
戦
争
が
正
義
の
戦
争
を
ふ
り
か
ざ
し
て
登
場
し
て
来
て
、「
平

和
憲
法
」
も
「
平
和
主
義
」
も
「
戦
後
常
識
」
も
、
す
べ
て
が
崩
れ
始
め
た
。
こ
う
全
体
の
事
態
を
見
て
大
き
な
ま
ち

が
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
平
和
憲
法
主
義
」
で
す
。

制
度
と
空
気

　

市
民
社
会
に
は
、
制
度
と
空
気
の
二
つ
が
大
事
で
す
。
制
度
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
法
体
系
と
か
法
制
度
。

何
も
法
律
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
明
文
化
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ギ
リ
シ
ア
語
で

言
う
、「
ノ
モ
ス
」、「
法
」
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
ら
絵
に
描
い
た
餅
な
ん
で
、
そ
の
「
法
」
を
支
え
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て
機
能
さ
せ
る
空
気
、
た
と
え
ば
差
別
は
い
け
な
い
と
い
う
空
気
が
あ
っ
て
、
差
別
禁
止
法
が
生
き
て
来
る
。
し
か
し
、

逆
に
、
差
別
は
い
け
な
い
と
い
う
空
気
が
あ
っ
て
も
、
禁
止
法
が
な
い
と
、
生
き
て
来
な
い
。
二
つ
は
車
の
両
輪
で
す
。

あ
る
い
は
、
ニ
ワ
ト
リ
が
先
か
タ
マ
ゴ
が
先
か
の
二
つ
で
す
。
二
つ
が
あ
っ
て
と
も
に
生
き
て
来
る
。
日
本
に
は
そ
の

ど
ち
ら
も
が
な
い
。
差
別
で
も
、
差
別
禁
止
法
的
な
も
の
は
日
本
は
今
も
っ
て
な
い
し
、
差
別
が
い
か
ん
と
い
う
空
気

が
、
と
ぼ
し
い
。
差
別
禁
止
法
的
な
も
の
は
、
他
の
先
進
国
は
み
な
も
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
に
は
な
い
。
女
性
の
就

職
差
別
に
対
し
て
、
猛
烈
な
訴
訟
を
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
賠
償
金
を
払
わ
せ
て
、
会
社
潰
れ
る
ぐ
ら

い
の
こ
と
を
す
る
空
気
も
そ
れ
を
支
え
る
法
制
度
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
に
は
ど
ち
ら
も
が
な
い
。
だ
か
ら
、
い
く
ら

で
も
日
本
は
女
性
に
対
す
る
就
職
差
別
を
平
気
で
や
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
差
別
は
い
か
ん
と
い
う
空
気
も
、
そ
れ
か

ら
差
別
禁
止
法
的
な
も
の
も
非
常
に
低
い
と
い
う
段
階
で
す
。

　

社
会
に
は
制
度
と
空
気
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
で
お
判
り
か
と
思
い
ま
す
。
制
度
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、

ま
ず
、
現
実
が
あ
っ
て
、
現
実
の
体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
常
識
が
あ
る
。
そ
の
常
識
は
ま
と
め
上
げ
ら
れ
、
ひ
と
つ

の
確
固
と
し
た
思
考
、
思
想
に
な
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
把
握
さ
れ
た
と
き
、
原
理
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
そ
う
し
た

原
理
を
具
体
化
し
た
の
が
制
度
で
す
。

　

日
本
の
憲
法
の
場
合
、「
殺
し
、
焼
き
、
奪
う
」
歴
史
、「
殺
さ
れ
、
焼
か
れ
、
奪
わ
れ
る
」
歴
史
と
い
う
現
実
の
体

験
が
あ
っ
た
。
こ
の
体
験
か
ら
、
戦
争
は
間
違
っ
て
い
る
、
軍
備
を
も
た
な
い
と
い
う
よ
う
な
常
識
が
出
て
き
た
。
そ

の
段
階
で
は
「
体
現
平
和
主
義
」
で
す
が
、
こ
の
「
体
現
平
和
主
義
」
は
ま
だ
た
し
か
に
日
本
に
は
空
気
と
し
て
強
く

存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
常
識
を
原
理
化
し
た
の
が
「
平
和
主
義
」。
そ
し
て
、「
平
和
主
義
」
を
具
体
化
、
制
度
化
し

た
の
が
憲
法
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
私
の
言
う
制
度
で
す
。
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「
平
和
主
義
」
が
「
平
和
憲
法
」
の
原
理
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
が
憲
法
前
文
で
す
。
民
主
主
義
は
こ
の
憲
法
の
原

理
と
し
て
あ
る
と
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
平
和
主
義
」
も
同
じ
で
、
憲
法
前
文
が
そ
れ
を
明
確
に
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
前
文
に
明
確
に
さ
れ
た
「
平
和
主
義
」
の
原
理
を
具
体
化
し
た
の
が
「
憲
法
第
九
条
」
で
す
。

こ
の
現
実
→
体
験
→
常
識
→
原
理
→
前
文
→
具
体
化
、
制
度
化
→
第
九
条
と
い
う
原
理
的
把
握
は
必
要
で
す
が
、
戦
後

の
歴
史
の
な
か
で
、
憲
法
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
原
理
的
に
考
え
な
い
で
、
逆
に
「
憲
法
第
九
条
」
か
ら
話
を
し
て
い
っ

た
。
そ
こ
で
は
原
理
的
な
把
握
が
落
ち
て
、「
体
現
平
和
主
義
」
の
段
階
、戦
争
は
間
違
っ
て
ま
す
と
い
う
空
気
と
、「
憲

法
第
九
条
」
だ
け
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
、
真
ん
中
の
非
常
に
重
要
な
「
平
和
主
義
」
の
原
理
的
把
握
が
少
な
か
っ
た
。

「
平
和
主
義
」
の
原
理
が
憲
法
前
文
に
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
、
そ
れ
の
具
体
化
、
制
度
化
が
「
平
和
憲
法
」、
さ
ら
に
は

「
憲
法
第
九
条
」
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
把
握
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
言
い
方
を
か
え
て
言
い
ま
す
と
、「
平
和

主
義
」
が
常
識
と
し
て
の
「
体
現
平
和
主
義
」
の
段
階
、
空
気
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
原
理
化
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
原
理
、

理
念
と
し
て
の
「
平
和
主
義
」
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
制
度
と
し
て
十
分
に
生
き
て
来
な
か
っ
た
。「
戦
後
常
識
」
は

あ
く
ま
で
「
常
識
」
で
あ
っ
て
、
原
理
と
し
て
は
定
立
、
把
握
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
し
、
十
分
に
制
度
に
な
ら
な
か
っ

た
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
平
和
憲
法
」
が
「
平
和
主
義
」
の
原
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
て
来
な
か
っ
た

―
そ
の

弱
み
を
つ
か
れ
た
と
私
は
こ
れ
ま
で
の
憲
法
の
空
洞
化
の
過
程
を
見
て
い
て
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
を
護
る

た
め
に
マ
ル
ゴ
シ
で
い
く
の
か
、
祖
国
防
衛
の
戦
争
を
し
な
く
て
い
い
の
か
、
他
の
国
を
見
よ
、
み
ん
な
軍
備
を
も
っ

て
、
侵
略
に
そ
な
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
論
理
、
倫
理
の
展
開
の
下
、「
憲
法
第
九
条
」
の
条
文
の
イ

ジ
ク
リ
か
ら
「
平
和
憲
法
」
の
空
洞
化
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
今
日
ま
で
の
過
程
で
す
が
、
い
か
に
原
理
的
な
把
握
が
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な
か
っ
た
か
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
、「
平
和
主
義
」
で
す
か
と
き
く
と
、
い
や
、
そ
ん
な
だ
い
そ
れ
た
こ
と
は
考
え
て

ま
せ
ん
、
た
だ
「
平
和
憲
法
」
を
護
る
だ
け
で
す
と
い
う
よ
う
な
答
え
方
に
よ
く
出
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
む
つ
か
し
い

こ
と
は
別
に
し
て
、
み
ん
な
の
気
持
ち
で
す
よ
、
日
本
人
の
気
持
ち
は
こ
う
で
す
よ
っ
て
と
す
ぐ
な
っ
て
、
憲
法
の
実

態
、
本
質
が
う
や
む
や
に
な
っ
て
く
る
。
全
体
が
「
平
和
主
義
」
で
は
な
く
て
「
平
和
憲
法
主
義
」
に
な
っ
て
、
た
だ

護
憲
、
護
憲
、
護
憲
に
な
っ
た
。
じ
ゃ
あ
、
そ
の
憲
法
の
言
う
平
和
っ
て
い
っ
た
ら
何
ん
で
す
か
と
言
う
と
、
答
え
ら

れ
な
い
。
こ
れ
で
は
世
界
の
な
か
で
い
か
に
「
平
和
憲
法
」
を
も
っ
て
生
き
て
行
く
の
か
、
世
界
全
体
と
の
現
在
と
未

来
に
「
平
和
憲
法
」
が
い
か
に
か
か
わ
る
の
か
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。「
憲
法
第
九
条
」
は
日
本
人
の

戦
争
体
験
か
ら
出
た
護
憲
の
気
持
ち
で
す
と
か
、
み
ん
な
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て

い
た
。
他
の
国
か
ら
見
れ
ば
、「
憲
法
第
九
条
」
を
振
り
回
し
て
い
る
だ
け
で
は
意
味
を
も
た
な
い
。
し
か
も
、「
憲
法

第
九
条
」
は
ま
っ
た
く
空
洞
化
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
現
実
に
は
大
き
な
軍
事
力
を
も
ち
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
強
力
に

軍
事
的
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、こ
れ
は
世
界
に
冠
た
る
「
平
和
憲
法
」
で
す
、私
た
ち
は
「
非
武
装
中
立
」
で
す
と
言
っ

て
も
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
ん
だ
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
す
。
そ
の
矛
盾
、
そ
し
て
い
い
か
げ
ん
さ
を
突
い
た
の
が
ま
ず

湾
岸
戦
争
だ
っ
た
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
結
局
、
平
和
教
育
と
い
う
の
は
ど
っ
か
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
。
い
や
、
平
和

教
育
を
す
る
な
ら
ば
、
悲
惨
な
過
去
の
戦
争
の
話
に
な
っ
て
、
現
在
の
問
題
は
た
だ
「
過
去
を
く
り
返
す
な
」
と
い
う

だ
け
の
話
に
終
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
話
が
終
ら
な
い
の
は
、
そ
う
い
う
過
去
を
く
り
返
さ
な
い
が
た
め
に
、
ち
ゃ
ん

と
軍
隊
を
も
ち
、
自
衛
の
た
め
の
、
あ
る
い
は
、
民
主
主
義
を
護
る
た
め
の
戦
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論

理
・
倫
理
が
今
展
開
さ
れ
て
来
て
い
る
か
ら
で
す
。
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「
非
常
識
」
の
国
日
本

　

こ
こ
で
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
こ
と
を
も
う
一
度
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
日
本
は
「
非
常
識
」
の
国
で
す
。

軍
隊
を
も
ち
、
あ
る
場
合
に
は
戦
争
を
す
る
と
い
う
の
が
、「
ふ
つ
う
の
国
」
で
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
世
界
の
常
識
に

基
づ
い
て
い
る
。「
非
常
識
」
の
国
の
日
本
を
常
識
に
基
づ
い
た
「
ふ
つ
う
の
国
」
に
し
た
い
の
な
ら
、
軍
備
を
も
っ

て
、
と
き
に
は
戦
争
も
す
る
国
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
あ
く
ま
で
「
平
和
主

義
」
の
国
で
行
く
と
い
う
の
な
ら
、
明
確
に
戦
争
に
は
正
義
の
戦
争
は
な
い
と
し
て
、
す
べ
て
の
戦
争
を
否
定
し
、
問

題
解
決
を
非
暴
力
で
行
な
う
、
武
力
、
暴
力
に
よ
っ
て
は
問
題
は
解
決
し
な
い
と
す
る
「
平
和
主
義
」
の
原
理
を
自
分

の
原
理
と
し
て
世
界
の
な
か
で
生
き
て
行
く
、
そ
う
し
た
存
在
を
世
界
が
「
非
常
識
」
と
す
る
な
ら
、
世
界
全
体
を
自

分
の
努
力
に
よ
っ
て
変
え
る

―
そ
こ
ま
で
考
え
る
必
要
が
出
て
来
ま
す
。

　

く
り
返
し
て
言
い
ま
す
が
、「
平
和
主
義
」
が
「
体
現
平
和
主
義
」
と
の
「
戦
後
常
識
」
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
、

つ
い
に
「
戦
後
原
理
」
に
ま
で
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

―
こ
れ
は
戦
後
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
展
開
の
な
か
で

大
事
な
こ
と
で
す
。「
戦
後
常
識
」
が
「
戦
後
原
理
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
世
界
の
常
識
だ
か
ら
、
国
を
護
る

た
め
に
軍
備
が
い
る
、
国
際
貢
献
の
た
め
に
は
、
正
義
の
戦
争
な
ら
協
力
す
る
、
支
援
す
る
と
い
う
「
ふ
つ
う
の
国
」

の
常
識
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
原
理
の
骨
格
を
か
た
ち
づ
く
る
の
は
論
理
と
倫
理
で
す
が
、
双
方
と
も
し
っ
か
り

し
て
い
な
い
と
、
原
理
に
な
ら
な
い
。「
ふ
つ
う
の
国
」
の
論
理
、
倫
理
に
押
し
流
さ
れ
る
。
現
在
の
状
況
を
見
て
い

る
と
、「
平
和
主
義
」が
原
理
と
し
て
定
立
、把
握
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
常
識
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
来
た
事
実
が
は
っ

き
り
見
え
て
き
ま
す
。
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「
平
和
主
義
」
は
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
否
定
す
る
原
理
で
す
。
侵
略
戦
争
は
も
ち
ろ
ん
否
定
す
る
が
、
そ
れ
を
越
え
て
、

あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
否
定
す
る
。
そ
の
前
提
で
話
す
の
で
す
が
、
今
、
日
本
で
大
き
く
ま
き
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
か
つ

て
の
侵
略
戦
争
を
「
正
義
の
戦
争
」
と
し
て
肯
定
ど
こ
ろ
か
大
い
に
も
ち
上
げ
て

―
戦
争
、
軍
備
、
問
題
の
武
力
解

決
の
容
認
、
い
や
、
鼓
吹
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
す
。
あ
る
い
は
、
正
義
の
戦
争
で
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ふ

つ
う
の
戦
争

―
世
界
の
他
の
国
も
や
っ
て
来
た
、
今
も
や
っ
て
い
る
よ
う
な
「
ふ
つ
う
の
戦
争
」
と
し
て
、
過
去
の

歴
史
を
正
当
化
す
る

―
そ
の
動
き
も
大
い
に
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
ま
え
に
し
て
私
が
今
考
え
る
の
は
、「
平
和

主
義
」
を
原
理
と
し
て
土
台
に
も
っ
て
い
な
い
と
、
動
き
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
平
和
集
会
と
い
う
の
に
出
ま
す
ね
。
そ
こ
で
年
配
の
人
た
ち
は
た
だ
過
去
の
戦
争
の
悲
惨
だ
け
を
訴
え
て
「
体

現
平
和
主
義
」
の
「
戦
後
常
識
」
に
基
づ
い
て
「
護
憲
」
を
叫
び
、
も
う
少
し
若
い
人
が
あ
の
戦
争
は
ま
ず
何
よ
り
侵

略
戦
争
だ
っ
た
と
し
て
加
害
者
責
任
を
追
及
す
る
。
こ
れ
は
ど
っ
ち
も
が
必
要
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
か
ぎ
り
前
に
進
ま
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
た
ち
は
議
論
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
だ
ん
だ
ん
年
を

取
り
、
若
い
世
代
は
さ
っ
き
述
べ
た
動
き
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
印
象
を
私
は
も
ち
ま
す
。
ど
ち
ら
の
動
き

も
戦
争
そ
の
も
の
は
否
定
し
て
い
な
い
。
侵
略
戦
争
は
否
定
し
て
い
て
も
、
戦
争
そ
の
も
の
の
問
題
は
否
定
し
て
い
な

い
。
そ
れ
が
、
湾
岸
戦
争
後
主
流
に
な
っ
て
来
た
論
調
で
し
ょ
う
ね
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
私

は
日
本
の
過
去
の
侵
略
戦
争
の
責
任
追
及
が
必
要
で
な
い
と
か
、「
憲
法
第
九
条
」
が
無
意
味
だ
と
か
言
っ
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
自
分
の
原
理
は
何
か
と
自
ら
問
う
て
み
る
必
要
が

あ
る
の
だ
と
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。
で
な
い
と
、
議
論
が
ど
う
し
て
も
過
去
の
歴
史
だ
け
に
む
い
て
し
ま
っ
て
、

じ
ゃ
あ
、
そ
の
過
去
の
歴
史
を
土
台
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
何
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
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こ
と
に
な
ら
な
い
。
日
本
が
か
つ
て
侵
略
戦
争
を
し
た
、「
南
京
虐
殺
」
を
し
た
と
だ
け
戦
争
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た

の
で
は
、こ
れ
か
ら
も
し
自
分
た
ち
が
戦
争
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、そ
の
戦
争
は
決
し
て
侵
略
戦
争
で
は
な
い
、「
ふ

つ
う
の
戦
争
」、
そ
れ
ゆ
え
に
「
正
義
の
戦
争
」
だ
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
。
い
や
、
す
で
に
そ
う
言
わ
れ
て
来
て
い
ま
す
。

そ
の
戦
争
に
「
虐
殺
」
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い

―
と
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

あ
る
い
は
、
戦
争
の
悲
惨
だ
け
を
説
い
て
い
る
と
、
そ
う
し
た
悲
惨
の
招
来
を
防
ぐ
た
め
に
こ
そ
、
自
分
た
ち
は
軍

備
を
強
化
す
る
。
必
要
あ
ら
ば
戦
争
も
す
る

―
こ
う
し
た
主
張
も
今
大
き
く
出
て
来
て
い
ま
す
。

　

今
必
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
主
張
に
ま
ず
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
前
提
と
し
て
く
り

返
し
て
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、「
戦
後
常
識
」
で
生
き
て
来
た
日
本
が
非
常
に
特
殊
な
国
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
軍

備
を
否
定
、
戦
争
を
否
定
し
て
、
堂
々
と
し
て
そ
う
主
張
し
て
や
っ
て
き
た
。
現
実
は
ず
た
ず
た
に
な
っ
て
い
る
に
し

て
も
、
す
く
な
く
と
も
原
理
的
に
は
そ
れ
を
標
榜
し
て
、
い
ま
だ
に
や
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
キ
ナ
く
さ
い
こ
と
が
あ

る
と
、
憲
法
の
制
約
が
あ
っ
て
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
制
約
は
ど
ん
ど
ん
破
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
今

の
状
態
で
す
。

　

特
異
な
国
を
「
ふ
つ
う
の
国
」
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
、
こ
れ
が
今
激
し
く
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
小
沢
一

郎
氏
が
そ
う
言
い
出
し
た
と
き
は
、そ
れ
は
特
異
な
発
言
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、彼
の
発
言
は
世
界
の
常
識
で
す
。

小
沢
氏
に
反
対
す
る
「
平
和
主
義
」
の
方
が
非
常
識
で
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
世
界
の
常
識
に
反
す
る
、

非
常
識
に
徹
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
世
界
の
常
識
に
反
す
る
「
平
和
主
義
」
と
い
う
世
界
の
非
常
識
が
、大
き
く
言
え
ば
、

人
間
の
常
識
な
ん
で
す
。
世
界
の
常
識
で
な
く
て
も
人
間
の
常
識

―
世
界
各
国
の
常
識
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
、
し
か
し

人
間
本
来
の
あ
り
方
の
常
識
だ
と
、
原
理
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
ふ
つ
う
の
国
」
は
、
戦
争
し
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ま
す
。「
ふ
つ
う
の
国
」
は
軍
隊
を
も
ち
ま
す
。
反
民
主
主
義
国
で
あ
ろ
う
と
、
民
主
主
義
国
で
あ
ろ
う
と
、
サ
ダ
ム
・

フ
セ
イ
ン
で
あ
ろ
う
と
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
ろ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ
う
と
、
イ
ギ

リ
ス
で
あ
ろ
う
と
、
み
な
軍
隊
を
も
っ
て
来
て
い
る
。
連
綿
た
る
伝
統
を
も
ち
、
戦
争
も
や
っ
て
来
て
い
る
。
正
当
化

さ
れ
る
戦
争
と
正
当
化
さ
れ
な
い
戦
争
も
や
っ
て
来
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
残
虐
行
為
も
や
っ
て
来
て
い
る
。
そ

の
全
体
を
今
否
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
世
界
の
常
識
な
ら
ぬ
人
間
の
常
識
で
す
。
そ
う
考
え
な
い
か
ぎ
り
、
世

界
は
進
歩
し
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
逆
に
破
滅
さ
え
す
る
。

殺
戮
と
破
壊
の
二
十
世
紀

　

今
、
大
事
な
こ
と
は
、
日
本
の
戦
争
体
験
だ
け
、
日
本
の
歴
史
だ
け
を
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
今
、
時
代
は
二
十
世

紀
が
終
わ
り
に
近
づ
い
て
、
二
十
一
世
紀
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
い
っ
ぺ
ん
、
人
類
史
の
な
か
の
根
本

的
反
省
に
立
っ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
今
は
亡
き
堀
田
善
衞
が
「
空
の
空
な
れ
ば
こ
そ
」（
筑
摩
書
房
・
一
九

九
八
）
所
収
の
「
極
端
な
る
世
紀
」
の
な
か
で
、
二
十
世
紀
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
、
西
欧
の
知
識
人
の
意
見
を
集
め

た
本
の
こ
と
を
引
用
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
引
用
な
さ
っ
て
い
る
方
全
員
の
発
言
を
簡
単
に
言
う
と
、
二
十
世
紀

ほ
ど
殺
戮
し
た
世
紀
は
な
い
と
言
う
の
で
す
。
通
説
で
は
全
体
で
五
千
五
百
万
ぐ
ら
い
を
殺
し
た
。
い
や
、
六
千
五
百

万
人
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
直
接
間
接
の
戦
争
の
結
果
が
そ
れ
で
す
が
、
殺
さ
れ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
人
が
「
シ
ビ
リ
ア
ン
」
つ
ま
り
、
市
民
で
す
。
兵
士
な
ど
の
戦
闘
員
じ
ゃ
な
く
て
、
ふ
つ
う
の
市
民
何
千
万
も

が
、
い
や
、
そ
れ
以
上
の
数
字
の
市
民
が
あ
ら
ゆ
る
名
目
で
死
ん
で
い
る
。
原
爆
も
あ
る
し
、「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
」

も
あ
る
し
、
収
容
所
も
あ
る
し
、
地
上
戦
闘
も
あ
る
し
で
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
殺
さ
れ
た
人
間
の
数
に
つ
い
て
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殺戮と破壊の二十世紀

は
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
カ
ー
タ
ー
政
権
で
大
統
領
特
別
補
佐
官
を
務
め
た
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
氏
が
「
統
御
不
能　

二

十
一
世
紀
前
夜
に
お
け
る
世
界
的
混
乱
」
と
題
し
た
本
の
な
か
で
、
二
十
世
紀
で
の
戦
争
に
よ
る
殺
戮
の
死
者
八
千

七
百
万
人
、「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
」
の
収
容
所
な
ど
で
の
政
治
死
者
が
八
千
万
人
、
一
億
六
千
七
百
万
人
と
算
定
し
て

い
ま
す
が
（Zbingniew

	Brezinsky,

“Out	of	Control.	G
lobal	Turm

oil	on	the	Eve	of	the	Tw
enty-First	

Century
”,	1993

）、戦
争
の
死
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、第
一
次
大
戦
で
の「
民
間
人
」の
死
者
の
比
率
が
全
体
の
五
パ
ー

セ
ン
ト
で
し
た
の
が
、
第
二
次
大
戦
で
は
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
朝
鮮
戦
争
で
は
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に

至
っ
て
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
は
ね
上
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
こ
れ
ほ
ど
人
間
が
人
間
を
殺
し
た
世
紀
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
。

　

私
は
日
本
人
の
二
十
世
紀
の
見
方
は
た
い
て
い
甘
い
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
た
い
て
い
が
二
十
世
紀
は
進

歩
の
時
代
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
科
学
技
術
が
進
歩
し
た
、
み
ん
な
が
ゆ
た
か
に
な
っ
た
、

長
生
き
し
て
い
る
と
か
、
便
利
に
な
っ
た
と
か
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
で
き
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
が
来
た
と

か
で
、
楽
観
的
す
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。
日
本
は
戦
争
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
広
島
・
長
崎
の
惨
劇
を
背
負
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
ま
り
に
楽
観
的
す
ぎ
る
。二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
日
本
は
急
速
に
近
代
化
し
て
行
っ

た
、
戦
争
で
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な
っ
た
け
ど
、
そ
れ
で
も
急
速
に
戦
後
の
復
興
を
遂
げ
た
と
か
、
奇
跡
の
経
済
回
復
も

し
た
し
、
科
学
技
術
も
進
歩
し
て
、
新
幹
線
は
走
り
、
生
活
も
昔
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
ゆ
た
か
に
な
っ
た

―
と

い
う
の
で
肯
定
的
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

堀
田
氏
が
「
極
端
な
る
世
紀
」
で
発
言
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
メ
ニ
ュ
ー
イ
ン
の
よ
う
な
そ
の
道
で
第
一
流
の
知

識
人
で
す
が
、
日
本
人
で
、
二
十
世
紀
を
そ
う
し
た
殺
戮
の
世
紀
と
し
て
と
ら
え
る
人
は
少
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
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ま
す
。
ち
が
い
は
、
日
本
人
の
場
合
は
、
ま
ず
日
本
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
の
に
、
西
洋
人
の
場
合
は
、
世
界
全

体
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

―
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
を
西
洋
人
の
傲
慢
だ
と
言
っ
て

も
、
こ
と
は
始
ま
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、
日
本
人
の
場
合
は
、
日
本
人
の
場
合
と
言
う
よ
り
は
日
本
の
場
合
と
言
っ

た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
世
界
全
体
の
こ
と
を
考
え
ず
に
す
む

―
そ
う
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
世
界
は
、
ど
う
考
え
て
も
、
西
欧
文
明
で
す
。
西
欧
文
明
だ
か
ら
、
世
界
全
体
の
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
と

こ
ろ
に
、
そ
う
し
た
、
も
の
を
考
え
る
西
欧
の
知
識
人
た
ち
は
い
る
、
そ
こ
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
殺
し
に
殺

し
て
来
た
文
明

―
西
欧
文
明
は
い
っ
た
い
何
ん
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
明
は
ま
さ
に
自
分
た

ち
の
西
洋
が
つ
く
り
出
し
て
来
た
も
の
で
し
ょ
う
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
ん
だ
と
い
う
気
持
も
、
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
と
い
う
気
持
も
強
い
。
そ
う
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
へ
行
く
と
、
日
本
人
の
場
合
、
こ
の
文
明
は
自
分
た
ち
が
つ
く
り
出
し
て
来
た
も
の
で
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の

文
明
が
今
ど
ん
づ
ま
り
に
来
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
乏
し
い
。
い
や
、
そ
う
い
う
認
識
が
あ
っ
て
も
、
自
分

が
何
ん
と
か
す
る
と
い
う
気
持
が
少
な
い
、
少
な
く
て
す
む
。
文
明
に
問
題
、
矛
盾
が
出
て
来
て
い
て
も
、
自
分
た
ち

が
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
責
任
意
識
に
乏
し
い
。
そ
の
う
ち
、
問
題
、
矛
盾
を
つ
く
り
出
し
た

当
の
責
任
者
の
西
洋
が
な
ん
と
か
解
決
策
を
み
つ
け
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
気
持
が
ど
こ
か
に
あ
る
。
当
の
西

洋
の
ほ
う
は
自
分
が
つ
く
り
出
し
て
来
た
こ
と
な
の
で
、
自
分
の
力
の
限
界
も
判
っ
て
い
る
。
事
態
は
こ
う
い
う
え
ら

い
こ
と
に
な
っ
た
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
は
た
し
て
、
こ
の
自
分
が
つ
く
り
出
し
た
問
題
、
矛
盾
を
解
決
で
き
る
か
と

騒
い
で
い
る
の
に
、
日
本
の
ほ
う
は
、
何
、
ま
だ
、
西
欧
が
解
決
し
て
く
れ
る
と
安
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私

に
は
、
世
界
の
事
態
は
そ
う
見
え
て
い
ま
す
。



つ
づ
き
は
製
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で
お
読
み
く
だ
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。


