
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
中
国

│
│
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
│
│

中

島

祝

序一

第
三
者
の
審
級

二

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
主
義

三

社
会
シ
ス
テ
ム

四

世
界
社
会
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

結

び

序

近
年
中
国
で
は
毎
年
の
よ
う
に
大
規
模
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
が
見
ら
れ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
は
国
連
常
任
理
事
国
に
関
す

る
議
論
が
激
し
い
デ
モ
行
進
に
発
展
し
た
。
ま
た
二
〇
〇
八
年
に
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
前
に
チ
ベ
ッ
ト
で
騒
乱
が
起
き
た
。
続

く
二
〇
〇
九
年
に
は
ウ
イ
グ
ル
人
と
漢
族
の
間
に
対
立
が
起
き
た
。
こ
れ
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
財
産
を
破
壊
し
、
多
く
の
人
命
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を
奪
っ
た
事
例
で
あ
り
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
わ
れ
わ
れ
は
共
通
し
た
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
往
々
に
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
独
立
運
動
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
近
年
中
国
で
見
ら
れ
る
事
例
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
〇
〇
五
年
の
デ
モ
は
、
日
本
の
常
任
理
事
国
入
り
が
現
実
味
を
帯
び
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
。
同
年
三
月
、
当
時
の
ア
ナ
ン

事
務
総
長
が
国
連
改
革
に
関
す
る
報
告
を
発
表
し
、
引
き
続
い
て
日
本
の
常
任
理
事
国
を
有
力
視
す
る
よ
う
な
発
言
を
公
に
し
た
。

日
本
は
事
務
総
長
の
意
向
を
歓
迎
し
、
他
方
で
中
国
は
賛
意
を
表
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
前
後
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
日

本
の
歴
史
問
題
を
指
摘
し
つ
つ
常
任
理
事
国
入
り
に
反
対
す
る
署
名
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
署
名
活
動
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

実
際
の
行
動
に
変
換
し
、
四
月
に
な
る
と
中
国
の
各
主
要
都
市
で
市
民
が
デ
モ
行
進
に
参
加
し
、
一
部
の
参
加
者
は
日
本
の
公
館
や

日
系
企
業
に
対
す
る
投
石
等
の
行
動
に
及
ん
だ
。

二
〇
〇
八
年
の
夏
に
は
北
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
三
月
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
サ
で
チ
ベ
ッ
ト
人
に

よ
る
デ
モ
が
実
行
さ
れ
、
こ
れ
が
騒
乱
に
発
展
し
た
。
混
乱
は
ラ
サ
の
み
な
ら
ず
四
川
省
や
青
海
省
に
も
飛
び
火
し
た
。
ま
た
二
〇

〇
九
年
七
月
に
は
ウ
ル
ム
チ
で
ウ
イ
グ
ル
人
と
漢
族
の
間
に
衝
突
が
発
生
し
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
と
ウ
イ
グ
ル

の
事
例
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
る
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
端
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ

そ
の
後
の
中
国
当
局
に
よ
る
徹
底
し
た
摘
発
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
当
局
は
騒
乱
に
関
わ
っ
た
と
し
て
多
数
の
チ
ベ

ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
を
拘
束
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
徹
底
ぶ
り
は
、
治
安
の
回
復
に
必
要
な
限
度
を
超
え
る
ほ
ど
で
あ
り
、
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
た
る
漢
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。

か
つ
て
ゲ
ル
ナ
ー
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

政
治
的
な
単
位
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
と
が
一
致
す
べ
し
と
主
張
す
る
一
つ
の
政

治
的
原
理

で
あ
る
と
定
義
し
た
。
こ
の
定
義
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
繰
り
返
す
必
要
が
な
い

ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
ま
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た
大
澤
に
よ
れ
ば

こ
れ
以
上
に
遺
漏
の
少
な
い
定
義
を
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
だ
に
得
て
い
な
い
こ
と
も
確
か

な
の
で
あ
る
が
、

そ
の
説
明
力
は
も
は
や
十
分
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
、
前
述
の
事
例
を
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
の
独
立
運
動
と
見
る
な
ら
ば
、

こ
の
定
義
は
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
に
対
す
る
中
国
当
局
の
事
後
対
応
や
、
常
任
理
事

国
に
関
す
る
対
日
牽
制
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
定
義
は
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
事
例
で

も
、
中
国
人
の
政
治
的
な
単
位
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
は
既
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
日
本
が
常
任
理
事
国
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
何
ら
そ
の
一
致
は
侵
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
イ
グ
ル
の
騒
乱
は
、
独
立
運
動
と
い
う
ま
で
に
は
実

効
的
な
武
力
そ
の
他
の
手
段
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
不
満
を
噴
出
さ
せ
た
も
の
と
見
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
の
要
求
は
、
中
国
の
政
治
的
な
単
位
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
の
一
致
を
即
座

に
侵
害
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
も
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
示
す
こ
と
が
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い

る
。
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
は
テ
ロ
に
対
抗
す
る
た
め
と
し
て
国
家
の
情
報
収
集
や
金
融
監

視
の
権
限
を
大
幅
に
拡
大
す
る
法
律
を
成
立
さ
せ
た
が
、
そ
の
法
律
は

愛
国
者
法

と
称
さ
れ
る
。
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
は
い
わ
ゆ

る

対
テ
ロ
戦
争

を
続
け
て
い
く
が
、
そ
の
敵
は
イ
ス
ラ
ム
圏
に
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
人
の
結
束
を
促
す
役
割
に

お
い
て
、
愛
国
者
法
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
二
十
一
世
紀
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
議
論
は
再
検
討
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
大

澤
真
幸
と
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
所
説
を
参
照
し
、
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
に
示
唆
を
得
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
再
検
討

を
試
み
る
。
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一

第
三
者
の
審
級

大
澤
真
幸
は
現
代
を
〈
帝
国
〉
と
と
ら
え
、

第
三
者
の
審
級

と
い
う
概
念
を
用
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
展
開
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
世
界
各
地
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
が
、

こ
の
嵐
に
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
説
明
は
及
ば

な
い

。
ゲ
ル
ナ
ー
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
産
業
化
が
高
度
に
進
展
す
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
力
を
失
う
は
ず
だ
っ
た
が
、
ゲ
ル
ナ

ー
の
見
込
み
は
事
実
と
一
致
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
再
検
討
が
必
要
に
な
る
。

大
澤
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
拘
泥
が
希
薄
に
な
る
昨
今
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
却
っ
て
強
化
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を

掲
げ
る
。
確
か
に
、
経
済
市
場
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
世
界
の
ど
こ
で
も
同
じ
製
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
ン
ダ
は
シ
ビ

ッ
ク
を
、
パ
ー
カ
ー
は
ソ
ネ
ッ
ト
を
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
ビ
ッ
グ
マ
ッ
ク
を
世
界
中
で
販
売
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は

情
報
の
国
境
を
無
意
味
に
し
つ
つ
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

U
R
L

に
は
（
古
式
ゆ
か
し
く
！
）
国
別
ド
メ
イ
ン
（cc

T
L
D

）
が
与
え

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
サ
ー
バ
の
所
在
地
の
実
態
を
必
ず
し
も
反
映
し
な
い
。
さ
ら
に
人
々
が
国
境
を
越
え
て
移
動
す
る
こ
と
も

相
当
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
出
入
国
手
続
は
ど
の
国
で
も
大
し
て
違
い
が
な
く
、
タ
ク
シ
ー
や
電
車
で
オ
フ
ィ
ス
を
訪
れ
て
商
談
を

進
め
る
際
に
も
、
そ
の
地
の
支
配
的
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
相
違
が
行
動
を
戸
惑
わ
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
相
違
が
減
少
し
て
い
る
状
況
下
で
、
却
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
大
澤
は
問
う
。

大
澤
は
ま
ず
ゲ
ル
ナ
ー
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
を
不
十
分
な
も
の
と
し
て
批
判
す
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
は
産
業
化
を
、
ま
た
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
は
印
刷
メ
デ
ィ
ア
と
人
々
の
移
動
を
論
拠
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
展
開
し
た
。
し
か
し
大
澤
に
よ
れ
ば
、

十
九
世
紀
の

古
典
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
さ
え
も
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
せ
い
ぜ
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
結
節
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

引
き
金

を
引
い
た
り
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
り
す
る
偶
発
的
な
触
媒
で
あ
っ
て
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
（
の
一
部
）
で

は
あ
り
え
な

か
っ
た
。
そ
し
て

二
十
世
紀
の
最
後
の
段
階
以
降
、
こ
う
し
た
事
実
は
、
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る

。
そ
れ
に
も
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か
か
わ
ら
ず
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
問
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
昨
今
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

大
澤
は

季
節
は
ず
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

）

と
表
現
し
て
い
る
。

大
澤
は
そ
こ
で
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
の
帝
国
論
を
参
照
す
る
。

彼
ら
が
、
現
代
の
〈
帝
国
〉
と
見
な
し
て
い
る
も
の
は
、
資
本
と
情
報
の
流
れ
を
握
り
、
そ
の
資
金
と
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
に
主

権
国
家
群
を
組
み
入
れ
て
い
く
、
地
球
規
模
の
過
程
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
国
民
や
国
家
と
は
合
致
せ
ず
、
統
合
さ
れ
た
世
界

市
場
の
運
営
に
関
与
す
る
政
府
や
国
際
機
構
を
あ
わ
せ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。〈
帝
国
〉
の
具
体
的
な
代
表
が
何
で
あ
れ
、
こ
こ
で
わ
れ
わ

れ
が
確
認
す
べ
き
重
要
な
論
点
は
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
国
民
│
国
家
が
、
よ
り
包
括
的
な
単
位
の
中
で
相
対
化
さ
れ
、
上
方
へ
と
向
け
て

解
体
さ
れ
て
い
く
過
程
が
指
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
。

〈
帝
国
〉
は
特
定
の
国
民
や
国
家
を
指
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ネ
グ
リ
ら
は
そ
れ
を
即
ア
メ
リ
カ
と
看
做
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
〈
帝
国
〉
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
が
圧
倒
的
な
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
説
は

目
下
の

流
行
の
議
論

）

で
あ
る
と
大
澤
は
い
う
。
こ
こ
で
大
澤
は
さ
ら
に
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
以

降
の
秩
序
で
あ
る
は
ず
の
〈
帝
国
〉
に
お
い
て
、
そ
の

代
表
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
む
し
ろ
強
化
し

て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る

）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
澤
は
国
民
国
家
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て

第
三
者
の
審
級

の
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
。

第
三
者
の
審
級

と

は
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
何
が
正
統
な
の
か
を
判
断
す
る
際
に
参
照
す
べ
き
、
正
当
性
の
源
泉
た
る
特
権
的
な
存
在
で
あ
る
。
大
澤

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

ど
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
も
、（
社
会
的
）
規
範
の
選
択
性
の
帰
属
点
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
認
知
を
媒
介
に
し
て
規
範
に
正
当
性

を
与
え
る
働
き
を
担
う
、

超
越
的
な
身
体
の
座

を
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
身
体
の
座
の
こ
と
を
、
私
は

第
三
者
の
審
級

と
呼
ん
で
き
た
。
…
…
行
為
の
集
合
が
、
互
い
に
（
最
低
限
の
）
妥
当
性
を
承
認
し
あ
う
こ
と
で
、
他
な
る
可
能
性
か
ら
自
身
を
区
別
し
う
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る
た
め
に
は
、
第
三
者
の
審
級
の
存
在
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
す
る）
。

近
代
よ
り
前
、
第
三
者
の
審
級
は
、
神
で
あ
り
、
あ
る
い
は

王
の
身
体

）

で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、

神
が
そ
の
座
を
去
り
、
引
き
続
い
て
王
も
ま
た
退
い
た
。
近
代
国
民
国
家
に
お
い
て
そ
の
座
に
着
く
べ
き
も
の
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
お

い
て
ほ
か
に
な
か
っ
た
。
大
澤
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
を
参
照
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

俗
語
の
使
用
は
、
│
│
俗
語
が
ま
さ
に
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
言
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
│
│
そ
の
話
者
を
、
深
い
感
情
的
な
関
与
を
と
も

な
う
間
身
体
的
連
鎖
の
内
に
巻
き
込
む
効
果
を
も
ち
、
そ
し
て
│
│
言
語
的
な
意
味
の
抽
象
性
の
ゆ
え
に
│
│
対
面
的
な
繋
が
り
を
は
る
か

に
凌
駕
し
た
言
語
共
同
体
の
全
体
を
代
表
す
る
第
三
者
の
審
級
へ
と
、
間
身
体
的
連
鎖
を
転
換
す
る
作
用
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る）
。

俗
語
の
使
用
が
も
た
ら
す
間
身
体
的
連
鎖
と
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
い
う

想
像
の
共
同
体

）

で
あ
り
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
い
う

ネ

イ
シ
ョ
ン

）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
神
や
王
に
代
わ
っ
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
が

第
三
者
の
審
級

の
地
位
を
占
め
た
の
で
あ
る

が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
も
相
対
化
し
、
そ
の
第
三
者
の
審
級
と
し
て
の
地
位
も
も
は
や
持
続
可
能
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

目
下
ア
メ
リ
カ
は
唯
一
の
超
大
国
と
し
て
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
。
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
第
三
者
の
審
級
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
点

で
は
前
世
紀
の
遺
物
で
あ
る
。
こ
の
両
義
性
が
、
ア
メ
リ
カ
を
時
に
は
〈
帝
国
〉
の
代
表
者
と
し
て
振
舞
わ
せ
、
ま
た
時
に
は
ナ
シ

ョ
ナ
ル
に
振
舞
わ
せ
る
二
面
性
を
露
呈
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
方
途
と
し
て
、
大
澤
は

逆
説
の
愛

）

を
提
唱
す
る
。
人
は
他
者
を
愛
す
る
際
に
、
相
手
が
特
異

点
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
人
を
愛
す
る
。
そ
の
特
異
点
が
欠
点
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
欠
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
愛
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
普
遍
化
す
れ
ば
、
言
語
が
違
い
、
文
化
が
違
い
、
宗
教
が
違
う
相
手
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
愛
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に

は
、

神
を
人
間
化
す
る

）

必
要
が
あ
る
。
大
澤
は
次
の
よ
う
に
記
し
、
以
っ
て
大
著
の
結
論
と
す
る
。
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一
般
化
し
て
捉
え
れ
ば
、
こ
う
結
論
で
き
る
。
真
の
愛
、
普
遍
的
な
愛
の
可
能
性
は
、
第
三
者
の
審
級
（
神
）
を
内
在
的
な
他
者
（
人

間
）
へ
と
変
換
す
る
こ
と
を
媒
介
に
し
て
拓
か
れ
る
の
だ
、
と
。
第
三
者
の
審
級
を
内
在
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
、
第
三
者
の

審
級
が
│
│
超
越
者
と
し
て
は
│
│
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
人
は
、
内
在
的
な
他
者
を
直
接
に
、
普
遍
的
に

│
│
完
全
に
平
等
に
│
│
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
。
第
三
者
の
審
級
の
内
在
的
な
限
界
を
媒
介
に
し
な
く
て
は
…
…
愛
の
普
遍
性
に

到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
…
…
こ
の
と
き
、
愛
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
結
節
す
る
よ
う
な
閉
鎖
性
を
脱
し
、
普
遍
的
な
社
会
空

間
を
準
備
す
る
よ
う
な
無
限
に
開
放
的
な
形
式
へ
と
転
換
す
る
は
ず
だ）
。

蓋
し
、
大
澤
が
最
初
に
掲
げ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
拘
泥
が
希
薄
に
な
る
昨
今
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
却
っ
て
強

化
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
は
、
後
述
す
る
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
経
済
市

場
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
国
境
が
人
々
の
移
動
を
妨
げ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
全
世
界
規
模
で
普
及
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り
容
易
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ

だ
け
世
界
の
複
雑
性
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
経
済
や
政
治
な
ど
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
心
的
シ
ス
テ
ム
と
カ
ッ
プ
リ

ン
グ
し
て
、
増
大
し
た
複
雑
性
を
縮
減
す
る
よ
う
作
動
す
る
。
こ
の
作
動
が
不
買
運
動
や
移
民
排
斥
、
デ
モ
行
進
等
の
行
為
に
変
換

さ
れ
て
観
察
可
能
に
な
っ
た
場
合
、
我
々
は
そ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
社
会
シ
ス
テ
ム

が
複
雑
性
を
縮
減
す
る
際
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。

二

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
主
義

ベ
ッ
ク
は
著
書

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
超
克

の
初
め
の
部
分
で
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、

急
速
な
近
代
化

の
結
果
の
た
め
に
生
じ
る
問
題
に
よ
っ
て
国
民
国
家
の
支
柱
と
行
為
の
理
論
、
そ
し
て
歴
史
的
に
発
生
し
た
基
本
的
区
別
と
根
本
的
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な
制
度
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
世
界
と
、
そ
の
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
な
概
念
で
把
握
す
る
の
か

）

と
い
う
問

い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
を
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

一
国
社
会
と
国
際
社
会
と
い
う
次
元
を
超
え
て
今
こ
こ
で
動
い
て
い
る
世
界
内
政
治
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
完
全
に
オ
ー

プ
ン
な
メ
タ
権
力
ゲ
ー
ム
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
権
力
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
境
界
線
、
基
本
的
な
規
則
、
基
本
的
な
区
別
が
国

内
／
国
際
と
い
う
次
元
だ
け
で
な
く
、
世
界
経
済
と
国
家
、
国
家
を
超
え
て
行
動
す
る
市
民
社
会
運
動
、
超
国
家
的
組
織
、
各
国
の
政
府
と

社
会
に
よ
っ
て
新
た
に
交
渉
し
て
取
り
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
傍
点
訳
書）
）

ベ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に

急
速
な
近
代
化

が
も
た
ら
し
た
変
化
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
近
代
は
ベ
ッ
ク
の
言
う
と
こ
ろ

の

第
二
の
近
代

で
あ
る
。

第
一
の
近
代

は

国
民
国
家
的
に
構
築
さ
れ
た
経
済
、
社
会
、
政
治
の
理
念
的
世
界

）

で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て

第
二
の
近
代

は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
と
経
済
危
機
、
国
境
を
越
え
た
不
平
等
の
増
加
、
個
人
化
、
断
片

化
し
た
労
働
、
そ
し
て
ま
さ
に
文
化
的
、
政
治
的
、
軍
事
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
い
ま
だ
に
曖
昧
な

）

も
の
で
あ

る
と
す
る
。
資
本
や

N
G
O

が
国
境
を
越
え
て
活
動
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
昨
今
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
把
握
す
る
た
め
の
新
た

な
概
念
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
ベ
ッ
ク
の
目
的
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
を

世
界
政
治
の
メ
タ
ゲ
ー
ム

と
し
て
と
ら
え
る
。
メ
タ
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
ベ
ッ
ク
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

メ
タ
ゲ
ー
ム
と
は
、
つ
ま
り
、
規
則
を
適
用
す
る
古
い
世
界
政
治
と
規
則
を
変
え
る
新
し
い
世
界
政
治
と
が
重
な
り
合
い
、
個
々
の
行
為

主
体
と
戦
略
と
同
盟
が
分
離
で
き
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
陰
り
を
見
せ
始
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
時
代
と
新
た
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
時
代

と
い
う
二
つ
の
光
の
中
で
、
政
治
行
為
が
ま
っ
た
く
異
な
り
つ
つ
も
、
互
い
に
絡
み
合
う
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
洞

察
が
あ
る
。
世
界
と
い
う
舞
台
で
、
二
つ
の
異
な
る
劇
団
が
既
成
の
政
治
ド
ラ
マ
と
新
し
い
政
治
ド
ラ
マ
、
閉
じ
た
政
治
ド
ラ
マ
と
開
い
た

政
治
ド
ラ
マ
と
い
う
よ
う
に
異
質
で
あ
り
な
が
ら
も
、
逆
説
に
満
ち
て
互
い
に
関
連
す
る
作
品
を
上
演
し
て
い
る
。
こ
の
洞
察
が
、
た
と
え

ど
ん
な
に
正
確
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
頭
も
現
実
も
混
乱
し
て
し
ま
う
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
脚
本
や
演
技
や
役
者
と
い
う
実
在
す
る
混
乱
、
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つ
ま
り
世
界
政
治
の
舞
台
の
上
で
上
演
中
の
作
品
の
書
き
換
え
こ
そ
が
、
メ
タ
ゲ
ー
ム
の
本
質
的
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。（
傍
点
訳
書）
）

こ
こ
で
ベ
ッ
ク
の
い
う

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
時
代

と
は

第
一
の
近
代

の
こ
と
で
あ
り
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
時
代

と
は

第
二
の
近
代

の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
規
則
に
則
る
勢
力

）
と
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
な
規
則
に
則
る
勢
力
が
並
存
し
て
い
る
。
後
者
は
前
者
よ
り
も
新
し
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
前
者
が
滅
び
去
っ
て
後
者
が
席

巻
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
も
は
や

古
い
国
民
国
家
的
・
国
際
的
な

制
度
秩
序
は
存
在
論
的
に
所
与
で
は
な
く
、
危
機
に
瀕
し

）

て
い
る
。

第
一
の
近
代

は
終
末
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、

第
二
の
近

代

が
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
規
則
を
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
規
則
に
変
更
す

る
こ
と
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
が
、
ベ
ッ
ク
の
言
う
メ
タ
ゲ
ー
ム
な
の
で
あ
る
。

メ
タ
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
は
、
先
の
引
用

）
の
中
で
ベ
ッ
ク
が
列
挙
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
、
資
本
、
市
民
社
会

運
動
、
お
よ
び
国
際
通
貨
基
金
（

I
M
F）
や
世
界
銀
行
な
ど
の
超
国
家
的
組
織
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
第
一
の
近

代
あ
る
い
は
第
二
の
近
代
に
分
類
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
も
、
資
本
も
、
市
民
社
会
運
動
も
、
超
国
家
的
組
織
も
、
い
ず
れ

も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
戦
略
お
よ
び
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
戦
略
の
ど
ち
ら
も
採
用
し
う
る
。

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
フ
ォ
ル
ク
ス
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
と
い
う
乗
用
車
が
生
産
さ
れ
た
。
こ
の
乗
用
車
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
衆
の
車
あ
る
い
は
民
族
の
車
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
開
発
と
製
造
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
時
代
に
始
ま
っ

た
。
し
か
し
戦
後
は
各
国
に
輸
出
さ
れ
、
い
ま
や
世
界
各
地
で
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
る
。
元
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
で
あ
っ
た
製

造
業
が
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
備
え
た
好
例
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
が
東
海
道
新
幹
線
や
東
名
高
速
道
を
建
設
す
る
際
、

世
界
銀
行
が
融
資
し
た
。
東
海
道
新
幹
線
の
建
設
事
業
に
対
し
て
は
一
九
六
一
年
に
八
千
万
ド
ル
の
融
資
が
承
認
さ
れ
、
ま
た
東
名

高
速
道
路
に
つ
い
て
は
東
京
・
静
岡
間
の
建
設
に
対
し
て
一
九
六
六
年
に
一
億
ド
ル
の
融
資
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
愛
知
用
水
の
建

設
に
も
世
界
銀
行
が
融
資
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
の
建
設
事
業
は
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
復
興
と
経
済
成
長
の
た
め
の
公
共
事
業
で
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あ
り
、
日
本
の
政
策
と
し
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
の
事
業
で
あ
っ
た
。
他
方
で
世
界
銀
行
は
当
時
先
進
国
の
復
興
支
援
を
重
要
な

目
的
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
戦
後
の
世
界
秩
序
を
安
定
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格

も
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
時
代
に
資
本
が
と
り
う
る
戦
略
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ

は

自
給
自
足
戦
略

）

で
あ
る
。
そ
れ
は

各
国
家
へ
の
依
存
を
最
小
化
し
、
国
家
を
新
自
由
主
義
的
方
向
に
自
己
転
換
さ
せ
、
規

範
と
紛
争
規
制
の
正
当
性
の
た
め
の
源
泉
を
開
拓
す
る
こ
と
を
目
指
す

）

戦
略
で
あ
る
。
資
本
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
市
場
で
あ
っ

て
、
国
家
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
は
ル
ー
ル
が
あ
り
、
資
本
に
対
し
て
は
ル
ー
ル
が
規
制

や
税
制
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
ル
ー
ル
が
過
大
な
コ
ス
ト
と
な
る
場
合
に
は
、
資
本
は
例
え
ば

投
資
家
が
進
出
し
な
い
こ
と
、
投

資
家
が
出
て
行
く
こ
と
に
よ
る
威
嚇

（
傍
点
訳
書

）
）
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
企
業
が
投
資
を
差
し
控
え
れ
ば
、

そ
れ
は
国
家
に
と
っ
て
税
収
や
雇
用
の
点
で
重
大
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
な
り
う
る
。
そ
う
す
る
と
国
家
は
規
制
緩
和
や
優
遇
税
制
な

ど
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
資
本
が
国
家
に
ル
ー
ル
の
変
更
を
迫
り
、
国
家
は
そ
れ
に
応
じ
る
こ

と
に
な
る
。
国
家
の
主
権
に
対
し
て
資
本
が
影
響
力
を
行
使
し
、
み
ず
か
ら
の
論
理
に
合
致
す
る
よ
う
国
家
の
ル
ー
ル
を
変
更
さ
せ

る
。
あ
た
か
も
資
本
が
国
家
に
先
ん
じ
て
法
を
制
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
は
資
本
の
こ
の
よ
う
な
事
態
を

擬
似

国
家

）

と
よ
ぶ
。

世
界
経
済
的
擬
似
国
家

）

が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
が
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
逆
に
国
家
は
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
擬
似
国
家
に
は
民
主
的
な
正
統
性
が
な
い
か
ら
あ
る
。
正
当
性
を
付
与
す
る
こ
と

は
国
家
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
ベ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

世
界
経
済
に
よ
る
支
配
戦
略
の
成
功
は
、
政
治
と
国
家
が
自
ら
の
経
済
的
利
害
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
代
用
が
な
い
と

い
う
洞
察
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
社
会
構
造
や
政
治
構
造
、
ま
た
そ
の
自
己
理
解
を
攪
乱
し
て
し
ま
う
ほ
ど
革
新
的
な
世
界
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経
済
は
、
そ
の
利
害
の
追
求
に
お
い
て
き
わ
め
て
正
統
性
に
依
存
し
、
ま
た
正
統
性
に
よ
っ
て
危
機
に
も
さ
ら
さ
れ
る
の
で
、
政
治
と
国
家

が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
世
界
経
済
の
す
べ
て
の
自
給
自
足
戦
略
と
独
占
化
戦
略
が
、
国
家
的
・
民
主
的
に
構
築
さ
れ
た
政
治
に
よ
っ
て
の

み
、
社
会
の
構
造
と
将
来
に
関
し
て
集
合
的
な
拘
束
力
を
も
ち
、
正
統
な
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
政
治
と
国
家
に
代
わ
る
も
の

は
な
い
の
で
あ
る
。（
傍
点
訳
書）
）

確
認
し
て
お
く
と
、
ベ
ッ
ク
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
重
要
な
示
唆
は
、
経
済
や
市
民
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
状
況
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
主
体
と
国
家
と
の
間
で
展
開
さ
れ
る
、
ル
ー
ル
の
変
更
を
巡
る
メ
タ
ゲ
ー
ム
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
の
際
、

国
家
は
、

他
国
と
の
協
調
に
依
拠
す
る
こ
と
が
正
し
い

）

と
い
う
。

国
家
が
国
民
の
福
祉
を
拡
大
し
、
失
業
と
犯
罪
を
な
く
し
、
環
境
保
護
や
社
会
的
、
軍
事
的
安
全
を
確
保
す
る
基
準
で
政
治
を
評
価
す
る

な
ら
ば
、
連
携
と
強
調
の
拡
大
、
つ
ま
り
自
立
の
喪
失
こ
そ
が
実
質
的
な
主
権
の
獲
得
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
政
治
が
政
治
を
制
御
す
る

能
力
は
、
国
家
間
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
福
祉
の
拡
大
、
技
術
、
世
界
経
済
に
お
け
る
能
力
拡
大
に
よ
っ
て
さ
ら
に
高
ま
る
。

つ
ま
り
、
共
有
さ
れ
束
ね
ら
れ
た
主
権
は
、
各
国
の
主
権
を
縮
小
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。（
傍
点
訳
書）
）

こ
れ
は
い
わ
ば
国
家
間
の
社
会
契
約
を
締
結
す
べ
し
と
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
協
調
の
戦
略
に
よ
っ
て
、
国
家
は
ト
ラ
ン

ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ッ
ク
は
先
例
と
し
て

E
U

を
挙
げ

る
。

歴
史
上
初
め
て
こ
の
協
調
と
い
う
戦
略
が
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
諸
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
内
部
と
そ
の
間
で
適
用
、
実

行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
国
境
線
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
国
家
を
超
え
た
地
域
に
は
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
集
合
的

に
自
ら
の
経
済
的
、
政
治
的
権
力
を
新
た
な
も
の
に
し
、
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る）
。

E
U

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ベ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
最
終
目
標
で
は
な
い
。
目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
主
義
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
地
域
統
合
は
そ
の
前
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
議
論
は
い
わ
ゆ
る

二
段
階
の

統
合

論
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
金
子
芳
樹
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
い
う
一
つ
の
国
民
国
家
に
お
け
る
国
民
統
合
を
実
現
し
よ
う
と
す
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る
際
、
ま
ず
は
マ
レ
ー
人
や
華
人
な
ど
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
統
合
し
、
そ
の
後
に
は
じ
め
て
国
民
統
合
を
目
指
す
と
い
う
過
程
を

見
出
し
、
こ
れ
を

二
段
階
の
国
民
統
合

）

と
呼
ぶ
。

ベ
ッ
ク
は
国
民
統
合
の
次
の
時
代
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
、
坂
本

）
の
研
究
に

触
れ
つ
つ
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
、
南
米
な
ど
の
地
域
に
も
言
及
し
て
い
る

）
。

蓋
し
、
ま
ず
は
地
域
統
合
を
達
成
し
、
然
る
後
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
主
義
の
実
現
を
目
指
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
容
易
で
は

な
い
。
仮
に
地
球
上
に
い
く
つ
か
の
統
合
さ
れ
た
地
域
が
出
来
上
が
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
地
域
毎
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な

新
た
な
間
主
観
性
が
形
成
さ
れ
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
地
域
の
中
で
よ
り
細
か
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
じ

な
い
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ス
ミ
ス
曰
く
、

す
べ
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
領
域
的
原
則
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
原
則
…
…
の

双
方
の
刻
印
を
帯
び
、
社
会
的
・
文
化
的
組
織
の
よ
り
新
し
い

市
民

モ
デ
ル
と
よ
り
古
い

血
統

モ
デ
ル
と
の
、
不
安
定
な

集
合

）

で
あ
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
を

近
代
主
義

と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
は

歴
史
主
義

と
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が

）
、
両
者
は
と
も
に
重
要
な
見
解
で
あ
っ
て
、
形
質
、
血
統
、
宗
教
な
ど
の
紐
帯
も
ま
た
今
後
と
も
意
味
を
持
ち
続
け
る
と

思
わ
れ
る

）
。

三

社
会
シ
ス
テ
ム

ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
特
徴
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
社
会
を
行
為
の
シ
ス
テ
ム
と
考
え
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
と
し
た
点
に
あ
る
。
社
会
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
要
素
と
し
、
そ
の
再
生
産
を
以
っ
て
そ
の
作
動
と

す
る
と
こ
ろ
の
、
閉
鎖
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
に
お
い
て
は
政
治
シ
ス
テ
ム
、
法
シ
ス
テ
ム
、
経
済
シ
ス
テ
ム
な
ど

の
機
能
シ
ス
テ
ム
が
分
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
目
下
の
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
と
国
民
国
家
の
間
の
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

ル
ー
マ
ン
は
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
と
ヴ
ァ
レ
ラ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
に
示
唆
を
得
て
い
る
。
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
と
ヴ
ァ
レ
ラ
は

神
経
シ
ス
テ
ム
は
、
構
成
素
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
相
互
作
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

）

で
あ
る
と
考
え
る
。
神
経
シ
ス
テ
ム
は
、
刺
激

│
反
応
図
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
刺
激
が
入
力
さ
れ
た
時
に
何
ら
か
の
反
応
を
出
力
す
る
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
神
経

シ
ス
テ
ム
は
不
断
に
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
相
互
作
用
を
再
生
産
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
経
シ
ス
テ
ム
の
作
動
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
神
経
シ
ス
テ
ム
は
刺
激
に
反
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
再
生
産
が
継
続
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
律

的
に
個
体
性
を
維
持
し
、
自
己
の
同
一
性
を
保
っ
て
い
る

）
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
の

入
力
も
出
力
も
な
い

）

と
い
う
こ
と
は
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
オ
ー
ト
ポ
イ

エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
の
作
動
は
構
成
素
を
不
断
に
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
尽
き
る
。
入
力
を
与
え
ら
れ
、
何
か
を

出
力
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
は
作
動
に
お
い
て
閉
鎖
性
を
有
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
作
動
の
閉
鎖
性
が
シ
ス
テ
ム
の
境
界
に
も
ま
た
特
徴
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
の

境
界
は
、
作
動
の
及
ぶ
限
り
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
構
成
素
の
再
生
産
が
継
続
す
る
限
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の

境
界
は
、
シ
ス
テ
ム
の
作
動
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
観
察
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
観
察
者
に
依
存
せ
ず
自
己
を
規
定

）

す
る
の
で
あ
る
。
神
経
シ
ス
テ
ム
の
境
界
は
ニ
ュ
ー

ロ
ン
の
相
互
作
用
の
再
生
産
が
継
続
す
る
限
り
な
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
器
全
体
や
身
体
全
体
な
ど
に
観
察
者
が
境
界
を
設
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

境
界
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
シ
ス
テ
ム
の
環
境
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
甲
の
環
境
内
に
他
の
シ
ス
テ
ム
乙
が
あ
り
、
甲
と
乙
の
作
動

が
相
互
に
他
の
シ
ス
テ
ム
の
関
数
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
両
者
は

カ
ッ
プ
リ
ン
グ

）

し
て
い
る
と
い
う
。

神
経
シ
ス
テ
ム
は
有
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機
体
と
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

）

し
て
い
る
。

ル
ー
マ
ン
は

社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
存
立
し
て
い
る

）

と
言
明
す
る
。
マ
ト
ゥ
ラ
ー

ナ
と
ヴ
ァ
レ
ラ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
を
社
会
シ
ス
テ
ム
論
に
適
用
し
、
社
会
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
素
と
す
る
オ

ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
有
機
体
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
そ
の
ま
ま
社
会
に
適
用
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
有
機
体
の
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
そ
の

環
境
の
な
か
に
他
の
有
機
体
が
見
出
さ
れ
る
。
有
機
体
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
は
同
様
に
作
動
す
る
他
の
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
排

除
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
社
会
は
こ
の
点
で
大
き
く
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
社
会
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、

社
会
（G

esellsc
h
aft

）
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
外
部
に

は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
え
な
い

）
。

か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
の
意
図
は
、
有
機
体
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
で
は
な
く

一
般
シ
ス
テ
ム
理
論
の
水
準
で
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
一
般
的
な
概
念
を
用
い
て
、
そ
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
シ
ス
テ
ム
を
統
一
的
に
捕
ら
え
る
こ
と

）

を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
が
唯
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
の
世
に
社
会
は
一
つ

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
境
界
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
い
事
態
や
出
来
事
の
一
切

）

の
差
異
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
は
国
境
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
（
引
用
者
補
足
‥
社
会
の
）
境
界
は
、
領
土
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
人
び
と
の
集
団
を
基
準
に
し
て

確
定
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
社
会
自
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
の
境
界
は
こ
の
よ
う
な
原
理
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
原

理
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
社
会
は
分
出
す
る
。
社
会
の
境
界
は
、
血
統
あ
る
い
は
山
や
海
と
い
っ
た
自
然
の
メ
ル
ク
マ

ー
ル
に
は
依
存
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
進
化
の
結
果
と
し
て
、
つ
い
に
は
一
つ
の
社
会
だ
け
し
か
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
含
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
も
の
を
何
も
含
ま
ず
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
一
義
的
な
境
界
を
有
す
る
、
世
界
社
会
し
か
存
在
し
な
い）
。

こ
こ
で
ル
ー
マ
ン
の

進
化
の
結
果

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
お
く
。
端
的
に
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
は
近
代
以
降
を
指
す
も
の

と
考
え
て
よ
い
。
近
代
に
は
国
民
国
家
が
成
立
し
、
中
央
集
権
的
な
政
府
が
国
民
に
対
し
て
統
一
的
な
普
通
教
育
を
施
す
よ
う
に
な

っ
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
ゲ
ル
ナ
ー
が
度
々
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
語
は
普
通
教
育
の
う
ち
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
科
目
で
あ

る
。
近
代
以
降
、
国
民
は
国
語
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

国
語
と
い
う
言
語
の
存
在
は
、
二
つ
の
差
異
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
語
と
方
言
の
差
異
で
あ
り
、
国
語
と
外
国
語
の
差
異

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
語
は
方
言
で
は
な
い
言
語
で
あ
る
。
中
央
集
権
的
な
政
府
が
、
そ
の
支
配
す
る
国
民
の
間
の
意
思
疎
通
を
円

滑
に
す
る
た
め
、
諸
方
言
を
超
越
す
る
言
語
と
し
て
普
及
を
促
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
普
通
教
育
は
そ
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
語
の
普
及
が

想
像
の
共
同
体

）

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
他
方
で
国
語
は
外

国
語
で
は
な
い
言
語
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国
家
が
同
様
に
国
語
を
具
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可

能
性
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
翻
訳
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
諸
国
家
に
よ

る
国
語
の
具
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
の
語
彙
や
文
法
の
体
系
を
よ
り
明
確
化
し
、
翻
訳
す
べ
き
言
語
の
数
を
限
定
し
た
。
人
は
、

自
国
語
を
身
に
つ
け
、
他
国
語
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
世
界
の
人
び
と
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
の
語
を
借
り
れ
ば
、
世
界
の
複
雑
性
は
大
い
に
縮
減
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ス
が
全
世
界
規
模
に
拡
大
し
た
。
こ
れ
が
近
代
で
あ
り
、
世
界
社
会
で
あ
る
。

近
代
の
社
会
へ
の
移
行
は

社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
成
層
的
分
化
か
ら
機
能
的
分
化
へ
の
移
行

に
ほ
か
な
ら
な
い

）
。

社
会

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
、
成
層
化
の
原
理
に
よ
っ
て
垂
直
の
方
向
に
分
化
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
社
会
の
分
化
は
、
パ
ー
ス
ン
の
部

類
、
詳
し
く
言
え
ば
、
パ
ー
ス
ン
の

特
性

、
あ
る
い
は
一
定
の
カ
ー
ス
ト
や
一
定
の
身
分
集
団
で
の
人
び
と
の
生
活
規
定
に
し
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た
が
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る

）

。
と
こ
ろ
が
、
中
世
ま
で
の
身
分
秩
序

）
が
崩
壊
し
、
市
民
社
会
が
成
立
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
成
層

的
分
化
か
ら
機
能
的
分
化
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
の
中
で
い
く
つ
か
の
機
能
シ
ス
テ
ム
が
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能

シ
ス
テ
ム
が
社
会
の
内
部
で
環
境
と
の
差
異
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

近
代
社
会
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
は
政
治
的
機
能
シ
ス
テ
ム
、

プ
ラ
ス
そ
の
社
会
内
的
環
境
で
あ
り
、
経
済
的
機
能
シ
ス
テ
ム
、
プ
ラ
ス
そ
の
社
会
内
的
環
境
で
あ
り
、
科
学
的
機
能
シ
ス
テ
ム
、

プ
ラ
ス
そ
の
社
会
内
的
環
境
で
あ
り
、
宗
教
的
機
能
シ
ス
テ
ム
、
プ
ラ
ス
そ
の
社
会
内
的
環
境
、
等
々
で
あ
る

）

。
こ
の
移
行
の
時

期
を
ル
ー
マ
ン
は

十
七
世
紀
お
よ
び
十
八
世
紀

）

と
み
る
。

ル
ー
マ
ン
は

政
治
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
と
政
治
シ
ス
テ
ム
の
自
己
描
写
と
の
区
別

を
言
明
し
つ
つ
、

国
家
と
い
う
も
の
は
、

政
治
シ
ス
テ
ム
の
自
己
描
写
に
ほ
か
な
ら
な
い

）

と
い
う
。

自
己
描
写

と
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
が

自
己
観
察
を
可
能
に
す
る

）

形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
自
己
観
察
に
際
し
、

社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
行
為
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
る

）

の
で
あ
る
か
ら
、

自
己

描
写

と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

行
為
へ
と
変
換

）

し
、
シ
ス
テ
ム
の
自
己
観
察
を
可
能
に
す
る
形
式
の

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
ル
ー
マ
ン
は
近
代
社
会
に
お
け
る

フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織

に
つ
い
て
、

社
会
シ
ス
テ
ム
の
境
界
が
、
第
一
次
的
に
は
成

員
と
し
て
の
役
割
に
基
づ
い
て
ま
た
成
員
に
な
る
こ
と
の
認
可
に
基
づ
い
て
調
整
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
テ

ー
マ
が
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
成
員
に
対
し
て
そ
う
し
た
成
員
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
課
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
、

そ
う
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ル
ー
マ
ン
は
必
ず
し
も
国
家
を
一
つ
の
組
織
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
国
家
は
国
民
を
成
員
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
組
織
と
類
似
す
る
性
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
蓋
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
、
国
民
が
容
易
に
国
境
を
越
え
て
行
動
す
る
た
め
に
、
国
家
の
持
つ
組
織
類
似
の
性

質
と
の
間
に
緊
張
を
も
た
ら
す
。
こ
の
緊
張
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四

世
界
社
会
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

大
澤
と
ベ
ッ
ク
に
は
ひ
と
つ
の
共
通
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
い
る
現
在
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
紐
帯
と
し

て
の
求
心
力
を
減
少
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
び
と
の
活
動
は
国
境
を
越
え
、
も
は
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
境
界
線
と
し
て

の
重
要
性
を
か
つ
て
ほ
ど
持
た
な
い
と
い
う
認
識
に
お
い
て
、
彼
ら
は
共
通
し
て
い
る
。
ル
ー
マ
ン
は
ベ
ッ
ク
ら
の
議
論
を
先
取
り

し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
シ
ス
テ
ム
論
に
お
い
て
世
界
は
た
だ

世
界
社
会

し
か
存
在
し
な
い
と
言
明
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

現
実
的
に
見
れ
ば
、
ル
ー
マ
ン
は
や
や
先
取
り
し
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
近
代
国
民

国
家
の
成
立
と
国
語
の
普
及
は

想
像
の
共
同
体

）

を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
東
京
と
福
岡
で
人
び
と
が
同
じ
新
聞
記
事

を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
ル
ー
マ
ン
の
語
で
い
え
ば

出
来
事

を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
認
知
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
実
際
、
彼
ら
が
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が

ベ
ッ
ク
の
い
う

第
一
の
近
代

）

の
状
態
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
観
察
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

B
B
S

へ
の
書
き
込
み
や
署
名
、
あ
る
い
は
デ
モ

な
ど
何
ら
か
の

行
為
へ
と
変
換

）

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
近
代
に
お
い
て
、
こ
の
変
換
を
達
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

運
動
家
が
実
際
に
行
動
し
、
大
衆
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
比
較
的
小
規
模
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
間
で
は
こ
の
動
因
は

困
難
で
は
な
か
っ
た

）
が
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は
相
当
に
困
難
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
び
と
は
出
来
事
を
認
知
し
て
い

る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
惹
起
し
て
行
為
に
変
換
さ
れ
る
た
め
に
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
の
近
代
に
至
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
状
況
を
劇
的
に
変
え
た
。
特
に

B
B
S

や

S
N
S）

が
非
対
面
的
な
通
信
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を
促
進
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
一
挙
に
高
め
た
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
大
規
模
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
っ
て
も
、
容

易
に
津
々
浦
々
ま
で
同
時
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
為
へ
と
変
換

さ
れ
る
可
能
性
も
ま
た
飛
躍
的
に
上
昇
し
た
。
こ
う
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
行
為
と
し
て
観
察
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年
の
中
国
は
こ
の
典
型
例
で
あ
る
。

他
方
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
容
易
に
な
っ
た
面
と
困
難
に
な
っ
た
面
が
あ
る
。

B
B
S

や

S
N
S

を
活
用
す

れ
ば
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
同
様
に
行
動
に
変
換
し
や
す
く
な
る
。
し
か
し
、

B
B
S

な
ど
は
通
信
の
秘
匿
性
に
劣
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
よ
り
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
以
前
よ
り
下
火
に
な
る
と
言
明
す
る
根
拠
は
な
い
。

人
び
と
は
実
際
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
し
、
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
の
に
、
国
家
は
国

民
を
成
員
と
し
続
け
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
間
の
緊
張
関
係
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

び

改
め
て
確
認
し
て
お
く
と
、
ル
ー
マ
ン
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
社
会
は
た
だ
一
つ
世
界
社
会
が
存
在
す
る
の
み
だ
が
、
国
家
は

地
球
上
に
二
百
以
上
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
は
、
成
員
た
る
国
民
か
ら
税
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
再
分
配
し
て
い
る
。
国
家

が
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
以
上
、
国
家
は
国
民
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
国
民
を
成
員
と
し
な
い
国
家
と
い
う
も
の

は
、
考
え
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
。
そ
の
意
味
で
国
家
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
人
々
は
元
来

国
民

で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
国
家
の
支
配
に
服
従
す
る
限
り
に
お
い
て
国
民
な
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
活
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も
は

や
易
々
と
国
境
を
越
え
る
。
こ
こ
に
人
々
と
国
家
の
間
の
一
定
の
緊
張
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ッ
ク
は

グ
ロ
ー
バ
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ル
化
の
政
治
は
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
政
治
は
む
し
ろ

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
挑
戦
に
反
応
す
る
際
に
、
ど
の
程
度
、
諸
国
家
の
古
い
チ
ェ
ス
ゲ
ー
ム
の
枠
内
に
留
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ

と
決
別
す
る
の
か
と
い
う
（
基
本
的
な
）
戦
略
的
選
択
を
行
っ
て
い
る

）

と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
最
後
に
中
国
に
つ

い
て
考
察
し
、
以
っ
て
結
び
と
す
る
。

二
〇
〇
五
年
春
の
中
国
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
人
び
と
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

S
M
S）

を
活
用
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
継
続
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
国
外
の
華
人
も
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
署
名
に
応
じ
、
デ
モ

に
参
加
す
る
と
い
う
行
為
に
変
換
さ
れ
た
。
署
名
や
デ
モ
は
中
国
政
府
に
と
っ
て
諸
刃
の
剣
で
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
ゲ

ル
ナ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
と
政
治
的
な
単
位
の
一
致
要
求
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
国
人
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

単
位
の
一
連
の
行
動
を
政
治
的
な
単
位
に
対
す
る
期
待
に
向
け
る
こ
と
で
、
服
従
獲
得
の
好
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
同

時
に
、
署
名
や
デ
モ
が
、
政
府
が
関
与
し
な
い
ま
ま
に
、
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
大
規
模
に
実
行
し
う
る
と
い
う
前
例
を
設
け
て
し

ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
実
際
、
無
許
可
の
デ
モ
は
違
法
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
許
せ
ば
国
家
の
限
界
を
自
認
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
当
時
の
状
況
は
、
一
見
デ
モ
隊
の
破
壊
行
動
と
そ
の
抑
制
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
実
は
情
報
を
め

ぐ
る
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

署
名
や
デ
モ
の
段
階
で
は
、
情
報
ゲ
ー
ム
の
賞
品
は

歴
史

で
あ
っ
た
。
事
の
発
端
は
日
本
が
常
任
理
事
国
に
な
ろ
う
と
積
極

的
に
活
動
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
署
名
サ
イ
ト
は
、
教
科
書
や
靖
国
な
ど
の
問
題
を
指
摘
し
、
日
本
が
常
任
理
事
国
に

は
不
適
任
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
は
、
中
国
人
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
の
世
界
秩
序

は
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
を
前
提
と
し
て
い
る
。
国
連
も
日
米
安
保
も

N
A
T
O

も
み
な
そ
う
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
認
識

は
こ
の
前
提
に
関
係
す
る
。
そ
の
意
味
で
日
本
の

歴
史
問
題

は
世
界
社
会
の

出
来
事

で
も
あ
っ
た
。

中
国
政
府
が
と
っ
た
戦
略
は
、
武
装
警
察
を
配
備
し
な
が
ら
デ
モ
隊
を
制
圧
せ
ず
、
む
し
ろ
対
日
関
係
の
処
理
を
党
と
政
府
に
任
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せ
る
よ
う
求
め
る
通
達
を
発
し
、
人
び
と
に
そ
の
通
達
に
従
う
よ
う
説
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
得
に
成
功
す
れ
ば
、
政
府

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
操
作
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
に
な
り
、
情
報
ゲ
ー
ム
に
勝
利
を

収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
人
び
と
が
説
得
に
従
わ
ず
、
政
府
が
武
力
行
使
に
及
ぶ
と
な
れ
ば
、
政
府
は
た
と
え
デ
モ
の
制
圧

に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
情
報
ゲ
ー
ム
に
は
敗
北
し
た
こ
と
に
な
る
。
試
合
に
勝
っ
て
勝
負
に
負
け
る
の
で
あ
る
。
政
府
は
そ
の
こ

と
を
一
九
八
九
年
六
月
四
日
に
学
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
武
装
警
察
の
銃
は
撃
て
な
い
銃
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
四
月
末
ま
で
に
人
び
と
は
説
得
に
応
じ
た
。
政
府
は
情
報
ゲ
ー
ム
に
勝
利
し
、
以
後
は
対
日
牽
制
活
動
の

当
事
者

適
格

を
首
尾
よ
く
独
占
し
た
の
で
あ
る

）
。
こ
の
時
ま
で
に
、
情
報
ゲ
ー
ム
の
賞
品
は

歴
史

か
ら

権
力

に
変
更
さ
れ
て
い

た
。二

〇
〇
八
年
、
中
国
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
で
武
力
を
行
使
し
た
。
二
〇
〇
五
年
の
ケ
ー
ス
と
対
照
的
で
あ
る
。
理
由
は
中
国
政
府
の

過
信
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
武
力
を
行
使
し
て
で
も
チ
ベ
ッ
ト
人
の
行
動
を
制
圧
し
た
方
が
、
服
従
の
獲
得
に
資
す
る
と
考
え
た
よ

う
で
あ
る
。
今
回
の
情
報
ゲ
ー
ム
の
相
手
も
ま
た
世
界
社
会
で
あ
る
が
、
中
国
政
府
は
武
力
行
使
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
こ
の

ゲ
ー
ム
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
思
惑
は
外
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
情
報
は
世
界
の

出
来
事

に
な
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
に
も
中
国
政
府
は
ウ
イ
グ
ル
人
に
対
し
て
武
力
を
行
使
し
た
。
こ
の
際
、
情
報
ゲ
ー
ム
を
回
避
し
よ
う
と
は
せ
ず
、

逆
に
積
極
的
に
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
方
向
付
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は

同
年
七
月
に
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
同
年
八
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
世
界
ウ
イ
グ
ル
会
議
の
ラ
ビ
ア
・
カ
ー
デ
ィ
ル
議
長
の
訪
問
を

受
け
入
れ
た
。
中
国
は
同
年
八
月
に
日
本
の
自
衛
隊
艦
船
の
香
港
寄
港
を
拒
否
し
た
。
我
々
は
ま
だ
ゲ
ー
ム
の
結
末
を
見
て
い
な
い
。

（
1
）E

r
n
est

G
elln

er,
1
9
83,

,
N
e
w

Y
or

k:
C
or
n
ell

U
niv

ersity
P
ress,

p.1.

（
2
）G

errt
v
a
n
d
e
n
B
ossc

h
e,
20
03,

Is
T
h
ere

N
atio

n
alis

m
after

E
r
n
est

G
elln

er?;
A
n
e
x
ploratio

n
of

m
eth

d
olo

gi‑
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cal
c
h
oices"

in
,
9
(4),

p.419.
（
3
）

大
澤
真
幸

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
名
著
50

（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
4
）

こ
れ
は
正
式
名
称

U
nitin

g
a
n
d
Stre

n
gth

e
nin

g
A
m
erica

b
y
P
ro

vidin
g
A
p
pro

priate
T
o
ols

R
e
q
uire

d
to

Inter‑
ce

pt
a
n
d
O
bstr

u
ct

T
erroris

m
A
ct

of2
001

"

の
頭
文
字

P
A
T
R
I
O
T

を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）

大
澤
真
幸

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
由
来

（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
6
）

い
わ
ゆ
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
こ
れ
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
グ
ー
グ
ル
が
提
供
す
る
電
子
メ

ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、
ユ
ー
ザ
ー
は
自
分
が
扱
う
メ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
の
地
理
的
位
置

を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
。
ま
さ
に
雲
（
ク
ラ
ウ
ド
）
の
中
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
7
）

い
う
ま
で
も
な
く
文
化
に
よ
る
相
違
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
敬
意
を
表
す
際
に
相
手
の
目
を
見
ず
に
頭
を
下
げ
、
イ
ス

ラ
ム
圏
で
は
酒
を
飲
ま
ず
、
イ
ン
ド
で
は
左
手
は
不
浄
の
手
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
実
は
こ
こ
で
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

対
す
る
反
証
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
文
化
の
相
違
を
易
々
と
超
え
て
人
々
が
行
動
し
う
る
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
人
は
そ
の

地
の
文
化
を
侵
さ
な
い
と
い
う
た
だ
一
つ
の
一
般
則
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
よ
い
。
イ
ス
ラ
ム
国
家
マ
レ
ー
シ
ア
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が

H
alal

の
サ
イ
ン
を
掲
げ
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

（
8
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
四
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
9
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
四
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
10
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
四
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
11
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
四
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
12
）

大
澤
真
幸

帝
国
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
│
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
変
容

（
青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
13
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
四
年
）
一
九
四
ペ
ー
ジ
。

（
14
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
15
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
16
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
三
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
17
）B

e
n
e
dict

A
n
d
erso

n,
[1
983]

199
1,

‑
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,
L
o
n
d
o
n,

N
e
w

Y
or

k:
V
erso,

R
e
vise

d
E
ditio

n.

白
石
隆
・
白
石
さ
や
訳

定
本
想
像
の
共
同
体
│
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
期

限
と
流
行

（
書
籍
工
房
早
山
、
二
〇
〇
七
年
）
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
18
）G

elln
er,

.,
p.7.

（
19
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
八
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
20
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
八
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
21
）

大
澤
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）
八
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
22
）U

lric
h
B
ec

k,
2
0
02,

,
F
ra

n
kfu

rt
a
m

M
ain:

S
u
h
r
k
a
m
p
V
erla

g.

島
村
賢
一
訳

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
超
克

（

N
T
T出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
vi
ペ
ー
ジ
。

（
23
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
vi
ペ
ー
ジ
。

（
24
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
25
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
26
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
27
）

ベ
ッ
ク
の
著
書

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
超
克

の
原
題
はM

ac
ht

u
n
d
G
e
g
e
n
m
ac

ht
i
m
glo

b
ale

n
Z
eitalter

で
あ
る
。
こ
こ

で
はM

ac
ht

を
勢
力
と
解
し
た
。

（
28
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
29
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
vi
ペ
ー
ジ
。

（
30
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
31
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
32
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
33
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
34
）B
ec

k,

前
掲
訳
書
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
35
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
36
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
。
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（
37
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
38
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
39
）

金
子
芳
樹

マ
レ
ー
シ
ア
の
政
治
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
│
華
人
政
治
と
国
民
統
合

（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
40
）Y

os
hik

az
u
S
a
k
a
m
oto,

2
0
00,

A
n

A
lter

n
ativ

e
to

G
lo
b
al

M
ar
k
etizatio

n"
in

Pieterse,
Ja

n
N
e
d
erv

e
e
n
e
d.,

,
L
o
n
d
o
n,

N
e
w

Y
or

k:
Z
e
d
B
o
o
k
s,

p
p.98‐

1
16.

（
41
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
二
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
42
）A

nth
o
n
y
D.

S
m
ith,

19
86,

,
Blac

k
w
ell.

巣
山
靖
司
・
高
城
和
義
他
訳

ネ
イ
シ
ョ
ン
と

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
43
）

新
倉
貴
仁

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
構
築
主
義

社
会
学
評
論

（
第
五
九
号
第
三
巻
、
二
〇
〇
八
年
）
五
八
三
～
五
八

四
ペ
ー
ジ
。

（
44
）

新
倉
は
吉
野
耕
作
や
ウ
ズ
キ
リ
ム
リ
に
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
を
歴
史
主
義
に
分
類
す
る
が
、
ス
ミ
ス
は
社
会
・
文
化
的
紐
帯
と
血
統

的
紐
帯
の
双
方
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
45
）H

u
m
b
erto

R.
M
atu

ra
n
a
a
n
d
F
ra

n
cisco

J.
V
arela,

1
9
8
0,

‑

,
D
ordrec

ht:
D.

R
eid

el
P
u
blis

hin
g
C
o
m
p
a
n
y.

河
本
英
夫
訳

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
│
生
命
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か

（
国

文
社
、
一
九
九
一
年
）
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
46
）

M
atu

ra
n
a
a
n
d
V
arela,

前
掲
訳
書
、
七
四
～
五
ペ
ー
ジ
。

（
47
）

M
atu

ra
n
a
a
n
d
V
arela,

前
掲
訳
書
、
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
48
）

河
本
英
夫

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
│
第
三
盛
大
シ
ス
テ
ム

（
青
土
社
、
一
九
九
五
年
）
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
49
）

M
atu

ra
n
a
a
n
d
V
arela

、
前
掲
訳
書
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
50
）

M
atu

ra
n
a
a
n
d
V
arela

、
前
掲
訳
書
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
51
）N

iklas
L
u
h
m
a
n
n,
1
984,

β
.

S
u
h
r
k
a
m
p
V
erla

g,
F
ra

n
kfu

rt

a
m

M
ain.

佐
藤
勉
監
訳

社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
（
下
）
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
五
年
）
六
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
52
）L

u
h
m
a
n
n,

,

佐
藤
勉
監
訳

社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
（
上
）
（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
三
年
）
五
三
ペ
ー
ジ
。
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（
53
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
54
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
五
年
）
七
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
55
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
五
年
）
七
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
56
）A

n
d
erso

n,

前
掲
訳
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
57
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
一
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
58
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
五
年
）
三
〇
五
ペ
ー
ジ
。

（
59
）

日
本
の
場
合
、
江
戸
時
代
に
は
、
概
し
て
い
え
ば
、
政
治
は
専
ら
武
士
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
経
済
は
農
民
や
職
人
、
町
人
に
よ
っ
て

担
わ
れ
て
い
た
。
士
農
工
商
の
垂
直
的
身
分
秩
序
が
社
会
構
造
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
60
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
三
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
61
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
五
年
）
七
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
62
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
五
年
）
八
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
63
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
二
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
64
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
二
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
65
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
、
一
九
九
三
年
、
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
66
）A

n
d
erso

n,

前
掲
訳
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
67
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
68
）L

u
h
m
a
n
n,

前
掲
訳
書
（
一
九
九
三
年
）
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
69
）

こ
の
典
型
が
独
立
運
動
で
あ
る
。
独
立
運
動
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
独
自
の
政
治
的
単
位
を
求
め
る
運
動
で
あ
る
。
逆
に
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
は
自
身
の
政
治
的
単
位
を
既
に
確
立
し
て
い
る
の
で
、
独
立
運
動
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。

（
70
）

B
B
SはB

ulletin
B
o
ard

S
y
ste

m

の
頭
文
字
で
あ
り
、
電
子
掲
示
板
と
訳
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
者
が
次
々
と
コ

メ
ン
ト
を
書
き
連
ね
て
い
く
形
式
が
多
く
、
多
対
多
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
容
易
に
し
て
い
る
。
閲
覧
や
記
入
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
無
限
定
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た

S
N
SはS

ocial
N
et

w
or

kin
g
S
ervice

の
略
称
で
あ

る
。
特
定
の
関
心
を
も
つ
人
び
と
に
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
付
与
し
、
メ
ン
バ
ー
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
。
い
ず
れ
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も
、
必
ず
し
も
対
面
的
な
面
識
の
な
い
参
加
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
機
会
を
拡
大
す
る
。

（
71
）B

ec
k,

前
掲
訳
書
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
72
）S

h
ort

M
essa

g
e
S
ervice

の
略
称
で
、
携
帯
電
話
を
利
用
し
て
テ
キ
ス
ト
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
交
換
す
る
簡
易
な
仕
組
み
で
あ
る
。

デ
モ
の
動
員
に
こ
の
仕
組
み
が
活
用
さ
れ
た
。

（
73
）

中
島
祝

人
民
日
報
紙
面
に
み
る
歴
史
報
道
の
変
化
│
二
〇
〇
五
年
夏
季
と
二
〇
〇
六
年
夏
季
の
比
較

明
海
大
学
教
養
論
文
集

自
然
と
文
化

（
第
一
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
三
五
ペ
ー
ジ
。
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