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頼
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友
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デ
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一　

序　

論

　

一
九
八
五
年
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
と
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
はH
egem

ony and Socialist Strategy

を
出
版
し
、
そ
の
立
場
を

「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
し
て
世
に
問
う
た
。
ラ
ク
ラ
ウ
＝
ム
フ
は
本
書
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

今
日
、
左
翼
思
想
は
岐
路
に
立
ち
い
た
っ
て
い
る
。
過
去
の
「
自
明
な
真
理
」

―
つ
ま
り
、
分
析
と
政
治
的
推
論
の
古
典
的
形
態
、
紛
争
に
お
け

る
諸
勢
力
の
性
質
、
左
翼
の
闘
争
や
目
標
の
意
味
そ
の
も
の

―
は
、
雪
崩
を
打
っ
た
よ
う
な
幾
多
の
歴
史
的
変
容
に
よ
っ
て
、
深
刻
な
挑
戦
を
受
け

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
真
理
が
依
拠
し
て
き
た
基
盤
は
、
ず
た
ず
た
に
切
り
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ（
1
）る。

階
級
に
還
元
で
き
な
い
多
様
な
社
会
闘
争
の
噴
出
は
、
こ
れ
ま
で
古
典
的
な
左
派
が
奉
じ
て
き
た
理
論
的
枠
組
み
を
、
そ
の
「
豊
潤
性
と

多
元
性
」
に
お
い
て
危
機
に
至
ら
し
め（
2
）た。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
ム
フ
が
重
視
し
た
の
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

ム
フ
は
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』
の
な
か
で
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
没
落
と
と
も
に
、
つ
い
に
敵
対
の
概
念
を
不
要
な
も
の
と
な
し
得

る
と
の
幻
想
が
、
広
汎
に
行
き
渡
っ
て
し
ま
っ（
3
）た」

と
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
を
通
じ
て
自
身
の
議
論
を
練
り
上
げ
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
理
論
的
点
検
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
的
な
も
の
」
に
関
す
る
議
論
の
再
読
が
、
時
代
的
要
請
の
な
か
で
結
び
あ
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。

　

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
左
派
は
信
用
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
に
は
様
々
な
闘
争
と
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
な

か
で
も
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
人
種
差
別
運
動
」
を
率
い
た
ア
ル
レ
ム
・
デ
ジ
ー
ル
の
「
も
ち
ろ
ん
右
派
政
党
は
話
に
な
ら
な
い
が
、
左
翼
政
党
に
も

期
待
で
き
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い（
4
）る」

と
い
う
言
は
、
こ
の
時
代
の
左
派
に
向
け
ら
れ
た
認
識
を
簡
明
に
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
人
種
差
別
運
動
」
は
、「
な
か
ま
」
に
向
け
ら
れ
た
人
種
差
別
を
問
題
と
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
掲
げ
る
「
友
愛

fraternité

」
の
理
念
は
、
当
時
こ
う
し
た
社
会
運
動
や
闘
争
に
与
し
た
人
々
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

折
し
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
二
〇
〇
年
を
間
近
に
ひ
か
え
た
一
九
八
八
年
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
「
友
愛am

itié

」
を
め
ぐ
る

セ
ミ
ネ
ー
ル
を
開
始
す（
5
）る。
本
稿
で
主
と
し
て
検
討
す
る
の
は
、
こ
の
友
愛
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
が
も

と
と
な
っ
た
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
は
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
著
作
の
う
ち
、
そ
の
多
く
を
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
に
あ
て
て
い
る
。
デ
リ
ダ
も
ま
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
理
論
の
検
討
を
自
身
の
課
題
と
し
た

こ
と
は
興
味
深
い
。
あ
ら
た
め
て
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
議
論
を
吟
味
し
、
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
に
本
稿
の
狙
い
は
存
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
政
治
的
な
も
の
に

向
け
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
時
代
的
な
出
来
事
と
し
て
理
解
し
、
政
治
的
な
も
の
の
限
界
と
可
能
性
を
め
ぐ
る
幾
多
の
言
説
と
の
つ
な
が
り

（
あ
る
い
は
隔
た
り
）
を
微
力
な
が
ら
も
示
唆
し
て
み
た
い
。

二　

政
治
的
な
も
の
の
再
興

―
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
を
頼
り
に

　

政
治
に
固
有
な
も
の
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
概
し
て
、
政
治
的
な
も
の
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
き
で
あ
る
。
た
と
え

ば
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

薄
暗
い
家
族
の
内
部
か
ら
公
的
領
域
の
光
の
中
へ
社
会
が
現
れ
て
き
た
こ
と

―
家
計
、
そ
の
活
動
力
、
そ
の
問
題
、
そ
の
組
織
的
仕
組
み
等
々
の

勃
興

―
に
よ
り
、
私
的
な
も
の
と
公
的
な
も
の
と
の
古
い
境
界
線
が
曖
昧
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
用
語
の
意
味
と
、
こ
れ
ら
の
用

語
が
個
人
と
市
民
の
生
活
に
与
え
て
い
た
重
要
性
も
、
見
違
え
る
ほ
ど
変
化
し
た
の
で
あ（
6
）る。
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ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
「
社
会
的
な
も
の
の
勃
興
」
と
い
う
時
代
診
断
は
、
新
た
に
政
治
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
再
考
を
促
し
て
き

た
。
森
政
稔
は
「
と
く
に
政
治
思
想
（
史
）
領
域
で
の
事
情
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
九
八
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
〈
政
治
的
な
も
の
〉
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
が
支
配
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
現
代
社
会
（
た
と
え
ば
福
祉
国
家
の
体
制
）
を

批
判
し
、
代
替
的
な
政
治
秩
序
を
構
想
す
る
、
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
で
あ
っ（
7
）た」
と
し
、
八
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
議
論
の
盛
り
上
が

り
を
「
社
会
的
な
も
の
」
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
す
る
。
一
方
で
、
乙
部
延
剛
は
、「
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
政
治
理
論
、
と
り
わ
け
日

本
語
圏
で
の
そ
れ
に
お
い
て
、
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
た
話
題
の
ひ
と
つ
は
「
社
会
的
な
も
の
」
で（
8
）あ」
り
、「
政
治
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
純
化

と
も
取
れ
る
傾
向
が
、
福
祉
や
社
会
保
障
な
ど
、
よ
り
具
体
的
か
つ
実
践
的
な
論
点
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の

政
治
理
論
の
ひ
と
つ
の
傾
向
で
あ
ろ（
9
）う」
と
し
て
近
年
の
研
究
動
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
政
治
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
限
界
を
見
極
め
、
こ
れ
を
多
様
な
角
度
か
ら
鍛
え
直
し
、
豊
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
政
治
的
な
も
の
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
語
で
意
味
す
る
も
の
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
森
に
よ
る
次
の

整
理
を
参
考
に
し
て
お
き
た
い
。

六
〇
―
七
〇
年
代
の
経
験
を
受
け
て
八
〇
年
代
に
は
政
治
思
想
領
域
に
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
芽
生
え
る
が
（
…
）
多
か
れ
少
な
か
れ
〈
政
治
的
な
も

の
〉
の
復
権
を
め
ざ
す
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
た
。
ポ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
物
的
生
存
の
必
要
か
ら
政
治
を
引
き
離
し
「
活
動

（action

）」
の
意
味
を
説
く
ア
レ
ン
ト
、
後
期
資
本
主
義
の
正
当
化
の
危
機
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
に
期
待
を
か
け
る

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
ま
た
〈
政
治
的
な
も
の
〉
の
所
在
を
友
と
敵
の
区
別
に
求
め
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
自
由
主
義
に
た
い
す
る
「
秘
教
的
な
」
批
判
に
よ
っ

て
ア
メ
リ
カ
の
保
守
政
治
に
影
響
を
与
え
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
や
「
闘
技
的
民
主
主
義
」
で
知
ら
れ
る
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
な
）
10
（

ど
。

こ
う
し
た
「
政
治
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
類
型
の
う
ち
対
立
を
な
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ム
フ
と
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
討
議
と
合
意
と
い
う
平
和
的
・
調
和
的
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
「
政
治
的
な
も
の
」
を
理
解
す
る
の
に
対
し
て
、
ム
フ
は

そ
う
し
た
合
意
に
は
回
収
さ
れ
切
ら
な
い
も
の
を
重
視
す
る
点
で
「
政
治
的
な
も
の
」
を
闘
争
的
・
不
和
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
政
治
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
う
し
た
対
立
す
る
二
つ
の
方
向
性

―
平
和
的
・
調
和
的
か
、
闘
争
的
・
不
和
的

か

―
を
孕
ん
で
い
る
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
こ
で
各
論
者
の
詳
細
な
読
解
を
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の

は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
論
じ
た
ム
フ
の
議
論
で
あ
る
。
ム
フ
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』
は
一
九
八
八
〜
九
二
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
を

も
と
に
し
て
、
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
デ
リ
ダ
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
、
両
者
が
同
じ
時
代

背
景
を
共
有
し
な
が
ら
、
と
も
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
の
読
解
を
吟
味
す
る

う
え
で
ム
フ
は
よ
き
補
助
線
と
な
る
は
ず
だ
。

　

ム
フ
の
議
論
に
関
し
て
以
下
で
確
認
し
た
い
の
は
、
ム
フ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
読
み
替
え
た
の
か
と
い
う
点
に
絞
ら

れ
る
。
と
り
わ
け
、
戦
争
に
結
び
つ
く
「
敵
」
の
形
象
を
ム
フ
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
に
着
目
し
て
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。

　

ム
フ
に
と
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
民
主
主
義
（
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
の
鍛
え
直
し
と
、
闘
争
と
し
て
の
政
治
的
な
も
の
の

復
権
の
た
め
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
自
由
民
主
主
義
の
勝
利
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
没
落
後
、
ム
フ
は
「
自
由
主
義
思
想
が
、
政
治
的
な
る

も
の
の
本
質
と
、
何
も
の
に
も
還
元
不
可
能
な
敵
対
関
係
の
性
質
と
を
、
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
事
実
こ
そ
が
、
現
状
で
の
多
く
の

政
治
理
論
家
た
ち
の
無
力
を
説
明
し
て
い
）
11
（

る
」
と
す
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
自
由
主
義
思
想
の
持
つ
合
理
主
義
、
普
遍
主
義
、
個
人
主

義
と
い
っ
た
傾
向
が
「
紛
争
と
決
断
と
い
う
次
元
で
の
政
治
的
な
る
も
の
の
固
有
の
性
質
に
ま
っ
た
く
盲
目
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
点
、

さ
ら
に
は
社
会
生
活
に
お
い
て
敵
対
の
有
す
る
構
成
的
役
割
を
十
分
に
認
識
し
得
な
い
）
12
（

点
」
で
あ
る
。

　

ム
フ
の
見
立
て
で
は
、
自
由
民
主
主
義
の
勝
利
の
の
ち
に
噴
出
し
た
多
元
的
な
闘
争
を
自
由
主
義
思
想
は
う
ま
く
説
明
す
る
視
座
を
持
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た
ず
、
代
わ
っ
て
新
た
に
政
治
的
な
境
界
線
、
お
よ
び
政
治
的
・
集
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
周
知
の
と

お
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
政
治
的
な
も
の
に
固
有
の
区
別
を
友
と
敵
の
区
別
と
し
て
定
式
化
し
）
13
（

た
。
ム
フ
は
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
中
心
的
な
洞

察
の
一
つ
は
、
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
特
定
の
類
型
の
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
多
様
な
社
会
的
諸

関
係
の
形
式
か
ら
あ
ら
わ
れ
う
る
友
／
敵
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
）
14
（
る
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ム
フ

に
お
い
て
友
・
敵
関
係
は
「
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
の
関
係
」
の
「
特
定
の
類
型
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ム
フ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治

的
な
も
の
の
定
式
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
の
位
置
ず
ら
し
を
行
っ
て
い
る
。
ム
フ
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
」
と
い
う
関
係
は
「
敵

対
性
の
宿
る
場
」
と
し
て
あ
く
ま
で
「
存
在
論
的
条
件
」
で
あ
）
15
（

る
。

　

後
に
み
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
民
主
主
義
に
お
け
る
統
一
性
、
同
質
性
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
）
16
（
が
、
そ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
抗

し
て
、
ム
フ
は
こ
の
同
質
性
に
基
づ
く
民
主
主
義
理
解
を
拒
否
す
る
。
ム
フ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
友
・
敵
関
係
を
「
わ
れ
わ
れ
／
彼

ら
」
の
敵
対
性
と
し
て
、
こ
の
民
主
主
義
内
部
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
そ
れ
自
体
の
深
化
を
図
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ム
フ
の
目
的
は
「
友
／
敵
の
区
別
を
﹇
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
は
﹈
べ
つ
の
や
り
か
た
で
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
的
な
多

元
主
義
と
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
や
り
か
た
で
の
理
解
が
可
能
な
こ
と
を
示
す
こ
）
17
（
と
」
に
あ
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
敵
は
つ
ね
に
戦
争
と
い
う
破
局
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

友
・
敵
・
闘
争
と
い
う
諸
概
念
が
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
ら
が
と
く
に
、
物
理
的
殺
り
く
の
現
実
的
可
能
性
と
か
か
わ
り
、
そ
の
か
か
わ

り
を
も
ち
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
戦
争
は
敵
対
よ
り
生
じ
る
。
敵
対
と
は
、
他
者
の
存
在
そ
の
も
の
の
否
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
は
、
敵

対
の
も
っ
と
も
極
端
な
実
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
…
）
た
だ
、
敵
と
い
う
概
念
が
意
味
を
も
ち
続
け
る
か
ぎ
り
は
、
戦
争
が
現
実
的
可
能
性
と
し
て

存
在
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
）
18
（
る
。
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ム
フ
の
言
う
敵
対
性
も
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
「
敵
」
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ム
フ
は
「
敵

enem
y

」
と
「
対
抗
者adversary

」
の
区
別
を
提
案
し
、「
政
治
共
同
体
の
内
部
で
、
反
対
者
（opponent

）
を
、
破
壊
さ
れ
る
べ
き

「
敵
」
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
反
対
者
の
存
在
は
正
統
的
で
寛
容
に
処
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
対
抗
者
」
と
し
て
考
え
て
い
く
こ

と
）
19
（
が
」
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
ム
フ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
政
治
的
な
も
の
の
純
粋
な
定
式
化
を
維
持
し
つ
つ
、「
対
抗
者
」
が
民
主
主
義
社
会
内
部
で
の
政

治
闘
争
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

み
ず
か
ら
が
参
与
で
き
る
民
主
的
な
政
治
闘
争
が
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
場
は
他
の
形
態
の
自
己
の
帰
属
化

―
そ
れ
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
的

性
格
の
も
の
で
あ
れ
、
民
族
主
義
的
な
い
し
宗
教
的
性
格
の
も
の
で
あ
れ

―
に
よ
っ
て
奪
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
反
対
者
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

枠
組
み
で
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
反
対
者
は
、
競
合
し
あ
う
、「
対
抗
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
破
壊
さ

れ
る
べ
き
「
敵
」
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
し
ま
）
20
（
う
。

　

こ
う
し
た
転
換
に
は
次
の
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
な
も
の
は
そ
の
他
の
要
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
こ
と

な
く
純
粋
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
（
そ
の
よ
う
な
純
化
に
よ
っ
て
）
政
治
的
な
も
の
と
し
て
の
友
・
敵
関
係
は
、
他
者
の
殲
滅
を

伴
う
よ
う
な
戦
争
を
そ
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
持
た
ず
、
そ
う
し
た
戦
争
は
つ
ね
に
回
避
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
ム
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
…
）
友
／
敵
の
区
別
は
あ
く
ま
で
も
、
政
治
的
な
も
の
を
構
成
す
る
敵
対
的
な
次
元
を
表
現
し
う
る
形
式
の
う
ち
の
、
た
だ
一
つ
の
も
の
で
し
か
な

い
。
敵
対
性
が
つ
ね
に
可
能
性
と
し
て
実
在
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
を
べ
つ
の
や
り
か
た
で
構
成
す
る
政
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治
的
様
態
を
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
と
る
な
ら
ば
、
民
主
主
義
政
治
の
課
題
が
、
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
を
べ
つ
の

や
り
か
た
で
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
敵
対
性
へ
と
暴
発
す
る
の
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
）
21
（
う
。

そ
れ
ゆ
え
ム
フ
に
と
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
／
彼
ら
」
の
区
別
は
存
在
論
の
次
元
に
お
い
て
つ
ね
に
抹
消
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
友
・
敵

関
係
と
し
て
現
実
に
表
出
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
対
抗
者
」
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
で
回
避
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
「
対
抗
者
」
が
導
入
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
地
点
に
お
い
て
、
ム
フ
は
「
敵
」
を
「
正

統
な
敵
」
と
「
不
当
な
敵
」
と
に
分
割
し
て
い
な
い
か
。「「
敵
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
民
主
的
な
「
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
」
を
受
容
し
な
い

人
々
、
そ
う
す
る
こ
と
で
政
治
共
同
体
か
ら
自
分
た
ち
を
排
除
す
る
人
々
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
適
切
で
あ
）
22
（
る
」
と
ム
フ
が
述
べ
る

と
き
、「
敵
」
の
表
象
は
民
主
主
義
的
な
政
治
共
同
体
そ
れ
自
体
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
て
な
お
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
ム

フ
は
認
め
て
い
る
。「
敵
」
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
の
よ
き
「
友
」（
対
抗
者
）
と
さ
れ
、
一
方
で
民
主
主
義
の
「
敵
」
が
新
た
に
生
産
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
ム
フ
に
お
い
て
政
治
共
同
体
は
依
然
と
し
て
同
質
的
で
統
一
的
な
「
友
た
ち
の
集

団
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
ム
フ
の
議
論
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
判
断
を
加
え
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
問
い
は
、
こ
の
戦
争
と
い
う
事
態
に
読
解
を
差
し
向
け
る
こ
と
が
ま
だ
な
お
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三　

死
に
ゆ
く
も
の
と
生
き
残
る
も
の

―
友
愛
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
を
刊
行
し
て
以
降
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
友
・
敵
図
式
は
「
政
治
的
な
も
の
」
に

つ
い
て
の
強
力
な
範
型
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
書
物
が
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
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ム
フ
の
図
式
に
対
し
て
、
友
愛
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
面
に
お
い
て
正
し
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
の
議
論
は
こ
う
し
た
敵
対
か
友
愛
か
、
あ
る
い
は
戦
争
か
友
愛
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
の
図
式
を
提
出
す
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
の
議
論
の
目
的
は
む
し
ろ
、
小
野
紀
明
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
友
愛
の
概
念
そ
の
も
の
の
再

検
討
で
あ
）
23
（
る
。
こ
う
し
た
目
的
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
デ
リ
ダ
が
本
書
に
お
い
て
ほ
ど
こ
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
読
解
は
、
こ
の
友
愛
概
念
の

再
検
討
に
お
い
て
な
に
か
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
ま
ず
デ
リ
ダ
『
友
愛
の
ポ
リ

テ
ィ
ッ
ク
ス
』
を
中
心
と
し
て
本
書
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
読
解
に
至
る
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
デ
リ
ダ
の
友
愛
論
の
特
徴
を
見
定
め

て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
の
冒
頭
、
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
か
ら
始
め
る
。

　

な
ぜ
友
は
兄
弟
の
よ
う
で

0

0

0

0

あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

生
ま
れ
を
同
じ
く
す
る
分
身
が
有
す
る
こ
の
近
さ
を
超
え
て
行
く
よ
う
な
友
愛
を
夢
想
し
て
み
よ

う
。
親
族
関
係
を
超
え
て
行
く
よ
う
な
友
愛
を
。
親
族
関
係
と
は
、
も
っ
と
も
自
然
的
で
あ
る
と
同
様
に
も
っ
と
も
自
然
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
…
）
こ
う
し
た
「
兄
弟
愛
原
則
の
彼
方
」
の
政
治
と
は
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
の
政
治
は
こ
れ
か
ら
も
な
お
「
政
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク

治
」
の
名
に
値
す
る
の
だ
ろ
う
か
）
24
（

？

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
友
愛am

itié

と
兄
弟
愛fraternité

と
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
兄
弟
愛
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た

「
政
治
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
デ
リ
ダ
の
目
的
は
兄
弟
愛
に
は
回
収
さ
れ
き
る
こ
と
の
な
い
友
愛
を
構
想
す
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
う
し
た
友
愛
の
政
治
を
語
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
が
友
愛
を
語
る
際
、
そ
れ
は
、
こ
の
語
が

持
つ
歴
史
性
を
そ
の
ま
ま
に
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
友
愛
の
系
譜
を
た
ど
り
な
が
ら
そ
れ
を
別
の
可
能
性
へ
と

開
い
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
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導
き
の
糸
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
お
お
わ
が
友
た
ち
よ
、
一
人
も
友
が
い
な
いO
 m
es am

is, il n

’y a nul am
y

」
と
い
う
呼
び
か

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
『
エ
セ
ー
』
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
）
25
（

る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
れ
を
「
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
好
ん
で
用
い
た
言
）
26
（
葉
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列

伝
』
第
五
巻
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
章
か
ら
引
い
て
い
）
27
（
る
。
宮
﨑
裕
助
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
デ
リ
ダ
が
追
究
す
る
の
は
、
こ
の
一
文
を

機
縁
と
し
て
紡
が
れ
て
き
た
友
愛
の
系
譜
（
…
）
こ
の
一
文
の
も
と
に
縒
り
合
わ
せ
う
る
よ
う
な
友
愛
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
）
28
（

い
」。

　

さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
友
愛
、
い
わ
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
端
を
発
す
る
友
愛
で
あ
る
。

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
友
愛
（
フ
ィ
リ
ア
）
が
存
在
し
う
る
た
め
に
は
お
互
い
に
好
意
を
抱
い
て
お
り
、
お
互
い
に
そ
れ

を
知
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
）
29
（
る
。
こ
こ
で
は
、
友
愛
に
お
け
る
相
互
性
が
重
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
友
愛
の
及
ぶ
範

囲
は
共
同
体
の
範
囲
に
相
当
す
る
と
さ
れ
）
30
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
友
で
あ
る
こ
と
は
国
家
お
よ
び
共
同
体
の
構
成
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
政
治
的
な
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
友
愛
は
、
友
の
数
を
数
え
上
げ
、
計
算
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
「
選
択
や
選
抜
な
し
に

現
前
す
る

0

0

0

0

よ
う
な
、
そ
し
て
ま
ず
そ
れ
自
身
に
現
実
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
前
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
帰
属
や
友
愛
共
同
体
も
な
）
31
（
い
」
と
し
た
う
え
で
、

次
の
よ
う
に
友
愛
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
政
治
的
生
成
と
と
も
に
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
図
式
の
な
か
で
も
っ
と
も
疑
わ
し
い
兄
弟
愛
の
図
式
を
始
め
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
認
め

る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
図
式
を
介
し
て
、
民
主
制
に
つ
い
て
の
問
い
が
、
し
た
が
っ
て
計
算
可
能
な
独
異
性
と
し
て
の
市
民
や
主
体
の
問
い
が
開
か

れ
る
。
そ
し
て
「
普
遍
的
兄
弟
愛
」
の
問
い
が
。
独
異
性
や
還
元
不
可
能
な
他
者
性
へ
の
尊
重
な
く
し
て
民
主
制
は
な
く
、
し
か
し
「
友
た
ち
の
共
同

体
」（koina ta philōn

）
な
き
、
多
数
者
の
計
算
な
き
、
同
定
可
能
、
安
定
化
可
能
、
表
象
可
能
で
互
い
に
平
等
な
主
体
な
き
民
主
制
も
な
）
32
（
い
。
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デ
リ
ダ
は
計
算
、
同
定
、
安
定
化
、
表
象
化
、
平
等
化
を
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
し
か
し
確
実
に
、
そ
れ
を
超
え
出
る

よ
う
な
友
愛
を
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
友
愛
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
継
承
者
た
ち
の
う
ち
に
予
告
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
お
お
わ
が
友
た
ち
よ
、
一
人
も
友
が
い
な
い
」
と
い
う
友
の
不
在
、
不
在
の
友
へ
の
呼
び
か
け
の
う
ち
に
。

　

キ
ケ
ロ
は
『
友
情
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、「
真
の
友
人
を
見
つ
め
る
者
は
、
い
わ
ば
自
分
の
似
姿
を
見
つ
め
る
こ
と
に
な
）
33
（
る
」
と
述

べ
る
。
キ
ケ
ロ
い
わ
く
「
真
の
友
人
と
は
、
第
二
の
自
己
の
よ
う
な
も
の
で
あ
）
34
（

る
」。
デ
リ
ダ
は
キ
ケ
ロ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
結
び
つ

き
に
目
配
せ
し
つ
つ
、
こ
の
『
友
情
に
つ
い
て
』
と
い
う
書
が
「
喪
」
に
つ
い
て
の
書
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

キ
ケ
ロ
に
お
い
て
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
死
者
に
向
け
ら
れ
た
友
愛
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
は
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
同
様
に
死
者
へ
の
友
愛
に
つ
い
て
述
べ
た
個
所
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。『
エ
ウ
デ
モ

ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
相
互
性
が
破
断
す
る
よ
う
な
友
愛
に
つ
い
て
、
死
者
に
対
す
る
友
愛
を
例
に
し
て
語
っ
て

い
る
。
こ
の
死
者
に
対
す
る
友
愛
で
は
、
む
ろ
ん
人
が
友
愛
を
向
け
て
い
て
も
相
手
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
そ
う
し
た

友
愛
を
維
持
で
き
る
人
々
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
称
賛
に
価
す
る
と
評
す
る
の
で
あ
）
35
（

る
。

　

宮
﨑
裕
助
は
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
公
式
的
な
友
愛
論
が
理
想
と
し
て
い
た
よ
う
な
相
互
的
で
平
等
な
友
愛
の
共
有
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
い
わ

ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
う
ひ
と
つ
の
友
愛
論
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
死
者
へ
の
愛
と
い
う
不
在
の
対
象
へ
の
友

愛
を
、
例
外
と
す
る
ど
こ
ろ
か
範
例
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
在
か
ら
出
発
し
て
友
愛
の
可
能
性
の
条
件
を
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

死
者
た
ち
を
も
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
対
称
的
で
一
方
的
な
友
愛
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
哀
悼
と
し
て
の
友
愛

0

0

0

0

0

0

0

0

が
な
け
れ
ば
、
友
愛
の
本
質
は

思
考
不
可
能
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
死
者
た
ち
へ
の
友
愛
が
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
）
36
（
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し
た
が
っ
て
、「
死
者
た
ち
へ
の
友
愛
」
こ
そ
が
範
例
的
で
あ
る
と
宮
﨑
は
み
る
。
す
で
に
こ
こ
に
相
互
性
に
は
回
収
さ
れ
切
ら
な
い
、

も
う
ひ
と
つ
の
友
愛
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
デ
リ
ダ
は
「
署
名　

出
来
事　

コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
と
題
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
「
不
在
」

の
構
造
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

不
在
と
は
ま
ず
も
っ
て
受
け
手
の
不
在
で
あ
る
。
ひ
と
は
諸
々
の
不
在
者
に
何
事
か
を
伝
達
す
る
た
め
に
書
く
。
そ
れ
は
ま
た
発
信
者
、
送
り
手
の
不

在
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
ら
が
放
棄
し
た
マ
ー
ク
に
対
し
て
不
在
で
あ
り
、
こ
の
マ
ー
ク
は
彼
ら
と
の
接
触
を
断
ち
、
彼
ら
の
現
前
を
越
え
て
、
彼
ら
が

〈
言
わ
ん
と
欲
し
て
い
る
こ
と
〔vouloir-dire

〕〉
の
現
前
的
な
顕
在
性
、
さ
ら
に
は
彼
ら
の
生
そ
の
も
の
を
越
え
て
諸
々
の
効
果
を
産
み
出
し
続
け
）
37
（
る
。

こ
こ
に
は
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
対
す
る
パ
ロ
ー
ル
の
優
位
」
と
い
う
西
洋
哲
学
上
の
伝
統
へ
の
挑
戦
と
い
う
デ
リ
ダ
自
身
の
目
論
見
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
パ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
は
発
話
者
の
主
体
の
現
前
性
、
お
よ
び
そ
の
言
葉
を
確
実
な
も
の
た
ら
し
め

よ
う
と
す
る
意
図
、
お
よ
び
そ
の
意
味
を
支
え
る
発
話
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
重
要
に
な
る
。
対
し
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
も
ろ
も
ろ
の

「
不
在
」
を
意
味
す
る
。
高
橋
哲
哉
が
述
べ
る
よ
う
に
「
言
葉
は
ひ
と
た
び
書
き
も
の
に
さ
れ
る
と
、
読
み
手
を
選
ぶ
こ
と
も
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
で
）
38
（
き
」
な
い
。

　

デ
リ
ダ
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
特
徴
づ
け
る
性
質
を
「
反
覆
可
能
性
」
に
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
宮
﨑
が
着
目
す
る
の
は
、
デ
リ
ダ
が

友
愛
を
反
覆
可
能
性
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
（
…
）「
お
お
友
た
ち
よ
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
は
、
ひ
と
つ
の
呼
び
か
け
と
し
て
は
特
定
の
状
況
下
で
、
特
定
の
宛
先
を
も
つ
な
か
で
は
じ

め
て
投
げ
か
け
ら
れ
、
作
用
す
る
。
そ
れ
は
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
、
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
、
一
回
的
な
出
来
事
と
し
て
の
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み
生
ず
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
、
そ
の
呼
び
か
け
が
ひ
と
つ
の
言
語
的
な
記
号
と
し
て
、
あ
る
い
は
な
に
が
し
か
の
マ
ー
ク
と
し
て
受
け
手
に
届

く
に
は
、
反
復
し
う
る
と
い
う
再
認
可
能
性
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
回
し
か
読
み
取
ら
れ
え
な
い
記
号
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も

は
や
記
号
で
は
な
）
39
（

い
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
呼
び
か
け
が
パ
ロ
ー
ル
と
し
て
の
確
実
性
を
失
い
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
と
転
換
し
て
い
く
様
で
あ

る
。「
不
在
」
に
向
け
ら
れ
た
呼
び
か
け
は
確
実
な
発
話
者
も
受
け
手
も
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
そ
れ
ら
は
反
復
さ
れ
う
る
可
能
性
を
排

除
で
き
ず
、
む
し
ろ
確
実
に
見
え
る
呼
び
か
け
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
不
在
」
の
構
造
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。

呼
び
か
け
の
終
着
点
＝
テ
ロ
ス
は
つ
ね
に
不
分
明
で
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
呼
び
か
け
の
起
源
さ
え
も
決
定
不
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

呼
び
か
け
は
、
意
図
せ
ぬ
誰
か
に
向
け
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
宮
﨑
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
か
り
に
そ
の
瞬
間
に
一
対
一
関
係
が
想

定
さ
れ
た
、
二
人
き
り
の
閉
じ
た
呼
び
か
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
第
三
者
に
む
け
て
、
第
三
者
を
巻
き
込
む
可
能
性
に
お
い
て

呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
）
40
（
い
」
の
で
あ
る
。

　

宮
﨑
は
さ
ら
に
、
デ
リ
ダ
が
「
友
は
い
な
い
」
と
い
う
言
明
を
「
い
か
な
る
友
も
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
単
独
の
友
は
決
し
て

存
）
41
（
在
」
せ
ず
、「
す
で
に
一
人
よ
り
多
）
42
（
い
」
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
「「
ひ
と
り
な
ら
ず
の
友
」
と
は
、
呼
び
か
け
の

構
造
に
お
け
る
「
私
と
あ
な
た
」
の
二
者
関
係
に
と
っ
て
の
第
三
者
に
限
）
43
（

ら
」
ず
、「
そ
れ
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
の
私
の
同
一
性
そ
の

も
の
を
分
割
す
る
よ
う
な
、
私
の
な
か
の
他
者
で
も
あ
）
44
（

る
」
と
論
じ
る
。
宮
﨑
は
、
友
愛
の
呼
び
か
け
の
う
ち
で
「
私
の
呼
び
か
け
は
私

の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
私
は
私
の
他
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
敵
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
己
不
信
に
陥
ら
せ
る
か
も
し
れ
な

い
）
45
（

」
と
し
、
私
が
敵
と
な
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
こ
そ
反
覆
可
能
性
の
効
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
高
橋
哲
哉
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
ま
ず
第
一
に
、
反
復
可
能
性
の
「
論
理
」
は
、
そ
う
し
た
〔
言
語
や
記
号
や
意
味
に
か
か
わ
る
〕
経
験
全
般
に
お
け
る
「
主

体
」（sujet

）
の
権
威
に
異
議
を
申
し
立
て
）
46
（

る
」
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
「
主
体
の
権
威
」
と
は
、
高
橋
に
よ
れ
ば
「
つ
ね
に
最
終
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的
に
は
主
体
の
現
前
性
の
権
威
で
あ
り
、
言
語
や
記
号
や
経
験
一
般
の
意
味
作
用
に
か
ん
し
て
、
つ
ね
に
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
の
主
体
で

あ
る
〈
私
〉
や
〈
わ
れ
わ
れ
〉

―
主
観
性
や
相
互
主
観
性

―
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
と
い
う
事
態
で
あ
）
47
（

る
」
と
さ
れ
る
。「
不
在
へ

の
呼
び
か
け
」
と
し
て
の
友
愛
は
、
そ
れ
ゆ
え
〈
私
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
現
前
を
不
確
か
な
も
の
と
す
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
そ
れ
ら
を
分
割
し
、
敵
を
呼
び
込
む
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
デ
リ
ダ
の
友
愛
論
の
特
色
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
デ
リ
ダ
は
友
愛
を
、
自
己
の
似
姿
と
し
て
の
友
た
ち
の

共
同
体
（
わ
れ
わ
れ
）、
あ
る
い
は
限
定
的
な
共
同
体
を
構
成
す
る
も
の

―
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
の
論

理

―
か
ら
脱
線
さ
せ
、
思
わ
ぬ
方
角
へ
と
連
れ
去
る
。
そ
う
し
た
友
愛
は
、
も
は
や
共
同
体
の
構
成
員
を
数
え
上
げ
る
と
い
う
単
純
な

計
算
を
つ
ね
に
超
過
す
る
。「
不
在
へ
の
呼
び
か
け
」
は
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
計
算
の
安
定
化
の
た
め
に

―
パ
ロ
ー
ル
か
ら
締
め
出

さ
れ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
よ
う
に

―
つ
ね
に
友
愛
の
伝
統
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
と
宮
﨑
が
示
し
た
よ

う
に
、
こ
の
構
造
は
あ
ら
ゆ
る
友
愛
の
呼
び
か
け
に
亡
霊
の
よ
う
に
し
て
憑
り
つ
き
、
そ
れ
を
決
定
不
可
能
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
。

友
愛
を
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
デ
リ
ダ
の
本
領
で
あ
る
の
だ
。

四　

戦
争
と
友
愛
、
あ
る
い
は
戦
争
と
平
和
に
つ
い
て

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
論
じ
る
前
に
、
デ
リ
ダ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
検
討
へ
と
進
む
。
デ
リ
ダ
は
『
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的
』
に
お
け
る
、
次

の
ニ
ー
チ
ェ
の
叫
び
を
取
り
上
げ
る
。

「
友
ら
よ
、
友
と
い
う
も
の
は
い
な
い
の
だ
！
」

そ
う
死
ん
で
い
く
賢
者
は
叫
ん
だ
、
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「
敵
た
ち
よ
、
敵
と
い
う
も
の
は
い
な
い
の
だ
！
」

―
生
き
て
い
る
愚
者
の
わ
た
し
は
叫
）
48
（
ぶ
。

ニ
ー
チ
ェ
は
生
き
て
い
る
現
在
に
お
い
て
敵
の
不
在
を
嘆
く
。
あ
た
か
も
、
死
ん
で
い
っ
た
も
の
た
ち
が
敵
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
。
こ

れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
単
な
る
転
倒
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
叫
び
」
を
通
し
て
友
と
敵
、
死
に
ゆ
く

も
の
と
生
き
残
る
も
の
と
が
「
不
在
」
と
い
う
形
象
の
も
と
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
。
友
と
敵
の
転
倒
、
両
者
の
切
り
離
し
が
た
さ
が
す
で

に
ニ
ー
チ
ェ
の
う
ち
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
友
が
友
の
死
を
固
有
の
も
の
と
し
て
悼
む
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
敵
も
ま
た
敵
の
死
を
固
有
の
も
の
と
し
て
望
ん
で
い
る
。

他
者
性
の
尊
重
は
、
死
を
介
し
て
不
穏
に
も
結
び
合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

公
然
と
宣
言
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0déclaré

敵
（
…
）、
真
の
敵
、
こ
れ
こ
そ
友
よ
り
も
さ
ら
に
善
い
友
な
の
だ
。（
…
）
敵
は
私
自
身
の
名
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。（
…
）
す
な
わ
ち
、
私
自
身
の
名
を
担
い
携
え
て
い
る
か
け
が
え
の
な
い
独
異
性
、
敵
が
そ
の
際
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
方
向
を
定
位
し
た
り
指

向
し
た
り
す
る
こ
の
独
異
性
を
敵
は
聴
き
取
り
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
敵
が
私
の
命
令
を
聴
き
取
り
理
解
す
る
な
ら
ば
、
敵
は
私
に
向
か
っ
て
、

私
自
身
に
向
か
っ
て
お
の
れ
を
差
し
向
け
る
＝
語
り
か
け
て
い
る
〔s

’adresse

〕
の
だ
、
敵
は
、
憎
悪
と
い
う
距
離
を
お
い
て
、
私
を
、
私
の
彼
方
で

（
の
）
私
を
、
私
の
意
識
そ
の
も
の
の
彼
方
で
（
の
）
私
を
尊
重
す
る
。
そ
し
て
敵
が
私
の
死
を
望
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
彼
は
そ
れ
を

望
ん
で
い
る
、
お
そ
ら
く
、
彼
は
、
私
の
そ
れ
を
、
独
異
な
仕
方
）
49
（
で
。

「
宣
言
さ
れ
たdéclaré

」

―
こ
の
宣
言
と
と
も
に
敵
が
発
明
さ
れ
る
。
敵
は
発
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
友
も
発
明
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
友
を
規
定
す
る
の
は
「
自
然
的
」
で
あ
る
よ
う
な
、
兄
弟
と
い
う
「
生
ま
れ
」
の
類
似
性
・
同
一
性
、
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す
な
わ
ち
「
同
胞
愛
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

㈠　

戦
争
と
友
愛
と

―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

　

よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
へ
と
至
っ
た
の
か
。
デ
リ

ダ
は
脚
注
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

幾
つ
か
の
点
で
、
も
っ
と
も
御
し
が
た
く
保
守
的
で
あ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
説
が
、
レ
ー
ニ
ン
か
ら
毛
沢
東
に
い
た
る
、
こ
の
時
代
の
一
見
も
っ
と
も

革
命
的
な
運
動
と
の
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
親
近
性
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
な
る
の
だ
ろ
う
？　

彼
ら
の
共
通
の
敵
が
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
だ
っ
た
の
か
？　

そ
し
て
、
一
つ
な
ら
ぬ
国
の
あ
る
種
の
極
左
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
し
て
示
し
た
関
心
を
ど
う
説
明
し
た

ら
よ
い
の
か
？　

こ
れ
ほ
ど
非
難
さ
れ
て
も
ま
だ
生
き
て
い
る
こ
の
影
響
力
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
か
）
50
（

？

こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
す
る
左
派
の
関
心
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
デ
リ
ダ
の
意
図
で
あ
る
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
デ
リ
ダ
は
ム
フ
ら
と
同
様
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
へ
と
向
か
う
時
代
的
背
景
を
共
有
し
て
も
い
る
。

あ
る
ナ
イ
ー
ブ
な
時
期
区
分
に
よ
れ
ば
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
」
あ
る
い
は
「
共
産
主
義
の
終
焉
」
と
さ
れ
る
も
の
以
来
、「
資
本
主
義
的
西
洋
の

議
会
制
民
主
主
義
」
は
、
主
要
な
敵
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
破
壊
の
諸
効
果
は
数
え
切
れ
な
い
。
問
題
の
「
主
体
」
は
、
再
構
成

機
能
を
担
う
新
た
な
反
感
を
探
す
だ
ろ
う
、
国
民
国
家
間
の
「
小
さ
な
戦
争
」
を
増
や
す
だ
ろ
う
、
同
一
性
信
仰
と
民
族
絶
滅
的
傾
向
を
備
え
た
目
論

見
を
、
何
が
何
で
も
養
い
育
て
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
同
定
可
能
な
新
た
な
敵
対
者

―
中
国
、
イ
ス
ラ
ー
ム
？

―
を
お
の
れ
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
、

お
の
れ
を
定
立
し
、
再
定
立
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
敵
が
い
な
け
れ
ば
と
、
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
見
る
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ら
言
う
だ
ろ
う
、

敵
が
い
な
け
れ
ば
こ
の
主
体
は
お
の
れ
の
政
治
的
存
在
を
失
う
だ
ろ
う
、
た
だ
単
に
、
脱
政
治
化
す
る
だ
ろ
）
51
（

う
。
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自
由
民
主
主
義
の
勝
利
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
民
主
主
義
に
敵
な
し
と
宣
言
さ
れ
た
い
ま
こ
そ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
読
解
の
好
機
で
あ
る
。
敵
の

「
不
在
」
が
叫
ば
れ
る
と
き
、
ニ
ー
チ
ェ
の
叫
び
が
反
響
す
る
。

　
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
全
体
の
問
い
か
け
を
今
一
度
思
い
起
こ
せ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
友
愛
と
兄
弟
愛
の
結
び
つ
き
、
類
似
性
・
同
質
性
の
も
と
に
回
帰
す
る
友
と
兄
弟
の
形
象
を
ど
の
よ
う
に
解
体
す

る
の
か
。
そ
の
可
能
性
を
、
何
ら
か
の
仕
方
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
政
治
的
な
も
の
」
の
「
単
純
な
標
識
」
を
友
と
敵
の
区
別
に
求
め
）
52
（
る
。
敵
な
き
世
界
と

は
、
友
と
敵
の
区
別
の
な
い
世
界
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

最
初
の
注
意
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
敵
の
形
象
な
く
し
て
は
、
そ
し
て
真
の
戦
争
の
特
定
の
可
能
性
な
く
し
て
は
も
は
や
存
在
し
な
い
の
は
、

事
実
、
そ
れ
と
し
て
の
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
敵
を
失
え
ば
、
政
治
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
単
に
失
う
こ
と
に
な

る

―
そ
し
て
そ
れ
が
、
二
度
の
世
界
戦
争
後
の
わ
れ
わ
れ
の
世
紀
の
地
平
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
主
要
な
敵
が
も
は
や
同
定
可
能
に
思
わ
れ
な
い

場
所
に
お
け
る
政
治
的
領
野
の
方
向
失
調
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
例
で
あ
れ
、
今
日
、
挙
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
！　

敵
の
発
明
、
そ

れ
が
緊
急
の
必
要
で
あ
り
不
安
な
の
だ
、
そ
れ
に
こ
そ
成
功
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
要
す
る
に
、
再
‐
政
治
化
す
る
た
め
に
、
脱
政
治
化
に
終

止
符
を
打
つ
た
め
）
53
（

に
。

ま
ず
も
っ
て
「
政
治
的
な
も
の
」
は
、
正
し
く
敵
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
な
も
の
に
関
す
る
公
理

を
次
の
よ
う
に
簡
潔
化
す
る
。

　

政
治
的
な
も
の
そ
の
も
の
が
、
政
治
的
な
も
の
の
〈
政
治
的
で
あ
る
こ
と
〉
が
、
敵
の
形
象
と
と
も
に
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
出
現
す
る
こ
と
、
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こ
れ
が
そ
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
形
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
価
値
基
準
で
あ
）
54
（
る
。

デ
リ
ダ
は
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
価
値
基
準
」
を
整
理
し
た
の
ち
、
こ
れ
が
「「
ニ
ー
チ
ェ
」
を
後
継
す
る
流
れ
の
う
ち
で
お
の

れ
を
定
立
し
て
も
い
）
55
（

る
」
と
す
る
。
デ
リ
ダ
の
読
む
と
こ
ろ
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ニ
ー
チ
ェ
の
な
し
た
友
と
敵
の
転
倒
を
引
き
継
い
で

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
読
解
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
点

に
つ
い
て
議
論
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
述
べ
る
に
は
、「
敵
と
は
、
他
者
・
異
質
者
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
本
質
は
、
と
く
に
強
い
意
味
で
、
存
在

的
に
、
他
者
・
異
質
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
足
り
）
56
（
る
」。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
他
者
・
異
質
者
が
排
除
な
い
し
は
絶
滅
さ
せ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
人
民
の
同
質
性
は
、
民
主
主
義
の
前
提
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
等
な
権
利
の
及
ぶ
範
囲
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
）
57
（
る
。
こ
こ
で
友
は
、
多
く
の
場
合
「
民
族
」
に
お
い
て
同
質
的
な
集
団
と
し
て
前
提
さ
れ
、
ま
た
こ
の
同
質
性
は
共

同
体
（
国
家
）
の
構
成
員
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
人
々
、
つ
ま
り
は
平
等
な
権
利
を
享
受
す
る
人
々
の
限
界
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
民
主
主
義
が
、
友
、
民
族
と
い
う
出
自
（
生
ま
れ
）、
同
質
性
、
平
等
、
計
算
の
う
ち
に
一
挙
に
関
連

づ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
確
認
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
端
を
発
す
る
友
愛
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
い
う

る
だ
ろ
う
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま
た
「
政
治
的
な
も
の
」
お
よ
び
友
と
敵
に
つ
い
て
、
概
念
的
な
純
化
を
試
み
る
。

す
な
わ
ち
、
道
徳
的
に
悪
で
あ
り
、
審
美
的
に
醜
悪
で
あ
り
、
経
済
的
に
害
で
あ
る
も
の
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
敵
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
道
徳
的
に

善
で
あ
り
、
審
美
的
に
美
で
あ
り
、
経
済
的
に
益
で
あ
る
も
の
が
、
そ
れ
だ
け
で
、
特
殊
な
語
義
に
お
け
る
友
、
つ
ま
り
政
治
的
な
意
味
で
の
友
と
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
友
・
敵
と
い
っ
た
よ
う
な
特
殊
な
対
立
を
、
他
の
諸
区
別
か
ら
分
離
し
、
独
立
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
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い
う
、
こ
の
可
能
性
の
な
か
に
す
で
に
、
政
治
的
な
も
の
の
存
在
と
し
て
の
事
実
性
、
独
立
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
58
（
る
。

デ
リ
ダ
は
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
概
念
的
な
純
化
に
際
し
て
、
そ
の
外
部
に
排
除
さ
れ
た
も
の
に
関
心
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
私
的
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
や
心
理
的
な
も
の
さ
え
、
主
観
的
な
も
の
一
般
に
さ
え
属
し
う
る
す
べ
て
の
も
の
を
始
め
と
す
る
、

と
り
わ
け
政
治
的
な
も
の
や
公
的
な
も
の
に
対
立
す
る
お
よ
そ
す
べ
て
の
も
）
59
（

の
」
が
こ
の
純
化
に
際
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

デ
リ
ダ
は
こ
の
純
化
の
う
ち
に
、
あ
る
対
立
が
ず
ら
さ
れ
る
兆
し
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

政
治
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
友
愛
の
反
対
物
は
反
感

0

0

〔inim
itié

〕
で
は
な
く
敵
対

0

0

〔hostilité

〕
で
あ
る
。
第
一
の
帰
結
。

政
治
に
お
け
る
敵
は
必
ず
し
も
非
友
好
的
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。（
…
）
そ
も
そ
も
、
感
情
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
に
な
る
、
情
念
も
、
情
動
一

般
も
。（
…
）
政
治
的
な
も
の
は
、
こ
の
純
化
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
概
念
的
純
化
の
計
算
か
ら
。
私
は
私
の
友
に
戦
争
を
仕
掛
け
る
こ
と

も
で
き
る
（
…
）。
だ
が
、
憎
悪
な
し
）
60
（
に
。

そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
「
友
（am

icus

）
は
敵
（hostis

）
で
あ
り
う
る
、
私
は
私
の
友
に
敵
対
的
で
あ
り
う
る
、

私
は
彼
に
公
的
に
敵
対
的
で
あ
り
う
る
、
そ
し
て
反
対
に
、
私
の
敵
を
（
私
的
に
）
愛
す
る
こ
と
が
あ
り
う
）
61
（
る
」
と
整
理
す
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
議
論
に
立
ち
戻
ろ
う
。
す
で
に
第
二
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
友
・
敵
と
い
っ
た
概
念
が

「
現
実
的
な
」
意
味
を
持
ち
続
け
る
の
は
、
物
理
的
殺
り
く
の
「
現
実
的
可
能
性
」、
お
よ
び
戦
争
の
「
現
実
的
可
能
性
」
と
し
て
存
在
し

続
け
る
よ
う
な
場
合
で
あ
）
62
（

る
。
デ
リ
ダ
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
戦
争
の
「
現
実
的
可
能
性
」
と
い
う
語
に
執
着
を
み
せ
て
い

る
点
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
戦
争
は
政
治
的
な
も
の
の
目
的
＝
テ
ロ
ス
で
は
な
い
と
さ
れ
る
）
63
（
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
を
通
じ

て
「
デ
リ
ダ
が
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
で
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
政
治
的
な
も
の
の
究
極
の
テ
ロ
ス
（
目
的
）
が
戦
争
で
あ
る
こ
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と
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
政
治
に
依
拠
す
る
限
り
、
戦
争
を
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
）
64
（
る
」
と
松
葉
祥
一
は
述
べ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
戦
争
の
「
現
実
的
可
能
性
」
を
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
政
治
的
な
も
の
の
テ
ロ
ス
、
す
な
わ
ち
究
極
的
な

目
的
で
あ
り
動
因
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
「
現
実
的
可
能
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
つ
き
ま
と
う
決
定
不
可
能
性
の
亡

霊

―
そ
の
「
現
前
」
を
妨
げ
、
友
と
敵
が
決
定
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
事
態

―
を
排
除
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ム
フ
の

議
論
と
は
対
照
的
に
、
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
限
り
戦
争
は
「
政
治
的
な
も
の
」
の
不
可
避
の
帰
結
で
あ
る
と
見

て
取
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
敵
と
い
う
概
念
が
意
味
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
は
、
戦
争
が
現
実
的
可
能
性
を
持
ち
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
友
も
ま
た
そ
の
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
戦
争
が
現
実
的
可
能
性
を
持
ち
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
友
と
の
結

び
つ
き
は
戦
争
と
物
理
的
殺
り
く
の
可
能
性
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

非
自
然
的
な
共
同
体
を
樹
立
す
る
こ
の
致
死
な
く
し
て
友
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
推
論
さ
れ
う
る
。
私
が
友
愛
の
関
係
に
入
り
う
る
の
は
死
す
べ
き

0

0

0

0

者0

と
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
私
が
友
愛
に
よ
っ
て
愛
し
う
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
暴
力
的
な
死
に
、
少
な
く
と
も
晒
さ
れ
て
い
る
死
す
べ

き
者
、
す
な
わ
ち
殺
さ
れ
る
こ
と
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
私
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

殺
さ
れ
る
こ
と
に
晒
さ
れ
て
い
る
死
す
べ
き
者
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
）
65
（
る
。

整
理
し
て
お
こ
う
。
死
者
へ
の
友
愛
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
キ
ケ
ロ
の
う
ち
に
見
て
取
っ
て
い
た
。
す
で
に

引
用
し
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
か
ら
、
敵
に
対
す
る
（
私
的
な
）
友
愛
の
可
能
性
を
確
認
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
中
に
お
い
て
、
今
度
は
致
死
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
の
友
愛
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
キ
ケ
ロ
が
示
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
友
愛
の
可
能
性
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
友
愛
を
異
質
な
も
の
へ
と

さ
し
向
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
致
死
と
戦
争
と
い
う
不
穏
な
形
象
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
し
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
そ
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の
よ
う
に
し
て
、
戦
争
と
い
う
政
治
的
な
も
の
の
極
致
に
お
い
て
、
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
の
可
能
性
を
デ
リ
ダ
は
忍
び
込
ま
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
戦
争
の
現
前
へ
の
欲
求
は
、
そ
の
つ
ど
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
化
し

た
友
愛
は
、
友
と
敵
の
決
定
を
、
ふ
た
た
び
決
定
不
可
能
性
へ
と
さ
し
む
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
確
固
と
し
た
敵
と
戦
争
の
概
念
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
パ
ル
チ
ザ
ン
の
理
論
』

に
お
い
て
描
き
出
し
た
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
友
の
確
固
と
し
た
概
念
も
失
わ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
脱
政
治
化
の

時
代
で
あ
る
と
し
た
診
断
を
、
デ
リ
ダ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
。
最
後
に
簡
単
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
は
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
友
と
敵
の
脱
構
築
の
ひ
と
つ
の
段
階
を
な
し
て
も
い
る
。
デ
リ
ダ
は
言
う
、「
兄
弟
に
と
っ
て

0

0

0

0

し

か
絶
対
的
敵
対
は
な
）
66
（
い
」
と
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
語
る
絶
対
的
戦
争
、
パ
ル
チ
ザ
ン
戦
争
を
そ
の
極
点
へ
と
も
た
ら
す
革
命
戦
争
、
戦
争
の
あ
ら
ゆ
る
法
を
侵
犯
す
る
戦
争
、
そ
れ
は

兄
弟
殺
し
の

0

0

0

0

0

戦
争
で
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
友
の
兄
弟
的
形
象
を
回
帰
せ
し
め
う
る
。
敵
で
あ
る
兄
弟
と
し
）
67
（
て
。

デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
脱
政
治
化
と
み
な
し
た
時
代
は
あ
ら
た
な
政
治
化
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
兄
弟
を
友
と
す
る
の
で

は
な
く
、
敵
を
兄
弟
と
す
る
可
能
性
に
も
開
か
れ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ガ
ル
シ
ア
・
デ
ュ
ッ
ト
マ
ン
は
こ
う
し
た
事
態
に
関
連
し
て
、「
確
か
に
、「
兄
弟
」
が
敵
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
に
さ
れ
う
）
68
（

る
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
「
兄
弟
た
ち
の
統
一
的
関
係
が
「
他
者
の
う
ち
に
お
け
る
自
己
自
身
へ
の
関

係
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
敵
対
も
、
個
別
化
さ
れ
た
孤
独
な
自
己
関
係
に
孕
ま
れ
た
自
己
欺
瞞
も
、
兄
弟
た
ち
の
統
一
的
関
係
こ

そ
が
敵
対
と
自
己
欺
瞞
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
た
め
に
、
止
揚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
69
（
の
」
だ
と
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ヘ
ー
ゲ
ル

的
な
弁
証
法
の
論
理
か
ら
脱
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
限
界
を
超
え
出
る
方
策
を
探
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ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
の
内
部
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
敵
の
兄
弟
化
」
と
で
も
呼
べ
る
プ
ロ
セ
ス
が

果
た
し
て
十
分
に
成
功
す
る
の
か
と
問
う
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
「
兄
弟
の
敵
化
」
の
ほ
う
で
は
な
い
か
。
絶

対
的
な
敵
対
の
な
か
で
敵
対
関
係
は
無
限
に
拡
散
し
、
も
は
や
敵
の
不
在
と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
こ
う
し
た
敵
を

同
定
し
計
算
し
、
安
定
化
す
る
よ
う
な
途
方
も
な
い
兄
弟
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
政
治
に
と
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
政
治
共
同
体
に
と
っ
て
必
要

不
可
欠
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
ほ
か
で
も
な
い
敵
の
「
不
在
」
と
い
う
構
造
の
中
で
不
断
に
失
敗
の
可

能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
的
な
敵
が
、
す
な
わ
ち
私
（
わ
れ
わ
れ
）
の
存
在
を
こ
の
う
え
な
く
脅
か
す
も
の
が
、
私
（
わ
れ
わ

れ
）
に
最
も
近
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
（
わ
れ
わ
れ
）
は
分
割
さ
れ
る
。
兄
弟
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
調
子
は
つ
ね
に
狂
わ

さ
れ
、
兄
弟
の
同
質
性
の
な
か
に
異
質
な
も
の
へ
の
裂
け
目
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

㈡　

戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
の
試
論

―
デ
リ
ダ
『
ア
デ
ュ
ー
』
に
よ
せ
て

　

デ
リ
ダ
『
ア
デ
ュ
ー
』（
一
九
九
七
年
）
は
、
二
篇
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
論
「
ア
デ
ュ
ー
」（
一
九
九
五
年
）、「
迎
え
入
れ
の
言
葉
」（
一
九
九
六

年
）
か
ら
な
り
、
本
格
的
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
論
じ
た
論
考
で
あ
る
。『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』（
一
九
九
四
年
）
と
の
時
期
的
な
近
さ

の
み
な
ら
ず
、
内
容
上
に
お
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
戦
争
と
友
愛
と
が
決
定
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
色
濃
く
引
き
継
い
で

い
る
。
こ
こ
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
「
迎
え
入
れ
の
言
葉
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
平
和
論
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
平
和
論

と
が
戦
争
と
の
関
連
で
論
じ
な
お
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
解
を
通
じ
て
、
両
者
を
接
近
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で

は
こ
う
し
た
議
論
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
で
は
最
後
に
試
論
と
し
て
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
解

に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
解
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
の
導
き
の
糸
と
な
る
の
は
、
デ
リ
ダ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
対
極
に
あ
る
と
指
摘
す
る
次
の
引
用
で
あ
る
。
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こ
の
政
治
的
な
も
の
の
理
論
家
〔
シ
ュ
ミ
ッ
ト
〕
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ま
っ
た
く
対
極
に
位
置
す
る
（
絶
対
的
な
対
立
に
つ
き
も
の
の
パ
ラ
ド
ク
ス
や

転
倒
と
い
っ
た
留
保
は
必
要
だ
が
）。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
（
歓
待hospitalié

で
は
な
く
）
敵
対
性hostilité

の
思
想
家
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼

が
敵
を
「
政
治
」（
司
法
的
な
も
の
へ
は
と
も
か
く
、
倫
理
的
な
も
の
へ
還
元
不
可
能
な
「
政
治
」）
の
原
理
に
据
え
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
ま
た
、
彼
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
全
体
性
の
思
考
に
依
拠
し
た
い
と
い
う
本
質
的
欲
求
を
も
つ
、
一
種
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
新
ヘ
ー
ゲ

ル
主
義
者
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
全
体
性
の
言
説
で
も
あ
る
こ
の
敵
に
関
す
る
言
説
は
、
こ
う
言
え
る
な
ら
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
絶
対
的
な

反
対
者
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
）
70
（

る
。

こ
こ
で
デ
リ
ダ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
対
立
を
敵
対
性hostilité

か
歓
待hospitalié

か
、
政
治
か
倫
理
か
、
全
体
性
か

無
限
か
と
い
っ
た
対
立
に
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
絶
対
的
な
対
立
」
が
し
ば
し
ば
自
ら
解
体
し
て
い
く
様
を
描
き
出

す
の
が
脱
構
築
の
本
領
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
対
立
も
お
そ
ら
く
例
外
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、「
迎
え
入
れ
の
言
葉
」
で
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
対
を
な
し
て
い
る
の
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
は
な
く
カ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
ず
は
デ
リ
ダ
が
両
者
の
対
立
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の

か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

デ
リ
ダ
が
着
目
す
る
の
は
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
戦
争
と
平
和
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
戦
争
と
平

和
の
対
立
は
果
た
し
て
固
定
的
、
本
質
的
な
の
か
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

戦
争
と
平
和
は
互
い
に
対
立
し
合
う
対
称
的
な
一
対
の
概
念
を
な
す
と
、
あ
ま
り
に
も
普
通
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
概
念
の

ど
ち
ら
か
一
方
に
根
源
的
な
価
値
な
い
し
立
場
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
こ
の
対
称
性
が
破
れ
る
に
は
十
分
で
あ
）
71
（
る
。

　

こ
の
戦
争
と
平
和
の
非
対
称
性
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
次
の
よ
う
に
現
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
が
、「
す
べ
て
は
自
然
に
お
い
て
戦
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争
か
ら
始
ま
）
72
（
る
」
と
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
こ
か
ら
次
の
帰
結
を
導
く
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
平
和
は
自
然
状
態
と
し
て
の
戦
争
と

は
別
次
元
の
、
す
な
わ
ち
「
制
度
的
」、「
政
治
的
‐
司
法
的
本
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
、
平
和
は
敵
対
行
為
の
停
止
や
休
戦
で

は
な
く
「
永
遠
の
平
和
の
約
束
と
し
て
制
度
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
）
73
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
一
切
の
不

和
の
可
能
性
も
、
永
遠
平
和
か
ら
取
り
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
帰
結
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
平
和
は
、
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

純
粋
に
政
治
的
な
平
和
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
概
念
に
適
う
条
件
で
生
じ
な
い
可
能
性
を
つ
ね
に
は
ら
む
。
と
な
る
と
、
こ
の
永
遠
平
和
は
、
そ
れ
が

ど
れ
ほ
ど
純
粋
に
政
治
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
治
的
で
は
な
い
の
）
74
（

だ
。

カ
ン
ト
の
平
和
論
は
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
純
粋
に
政
治
的
な
も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
政
治
的
な
条
件
の
み
に

よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
こ
の
と
き
カ
ン
ト
は
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
接
近
す
）
75
（
る
」
と
さ
れ
る
。

　

永
遠
平
和
は
純
粋
に
政
治
的
な
手
段
で
は
一
切
の
不
和
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
ず
、「
自
然
な
敵
対
性
（
顕
在
的
で
あ
れ
脅
威
的
で
あ

れ
、
実
効
的
で
あ
れ
潜
在
的
で
あ
れ
）
の
痕
跡
を
保
持
し
て
い
）
76
（
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
平
和
論
は
こ
う
し
た
「
敵
対
性
の
痕
跡
」、
す

な
わ
ち
戦
争
の
可
能
性
を
こ
と
ご
と
く
排
除
す
る
た
め
の
段
階
的
で
不
断
の
運
動
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
反
対
に
、
戦
争
そ
の
も
の
で
さ
え
、
素
顔
の
平
和
的
な
迎
え
入
れ
の
証
言
と
な
る
痕
跡

を
保
持
し
て
い
）
77
（

る
」
と
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
と
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
、「
す
べ
て
は
平
和
か
ら
始
ま
）
78
（

る
」
と
理
解
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
も
両
義
的
な
帰
結
を
招
く
と
い
う
。

　

し
か
し
、
カ
ン
ト
が
描
く
対
称
性
の
切
断
と
は
反
対
に
見
え
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
対
称
性
切
断
も
、
ま
た
両
義
的
な
帰
結
を
有
す
る
。
そ
の
対
称
性
の
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切
断
は
、
戦
争
そ
の
も
の
、
敵
対
性
、
さ
ら
に
は
殺
害
さ
え
も
が
、
顔
へ
の
開
け
と
い
う
根
源
的
な
迎
え
入
れ
（
…
）
を
な
お
も

0

0

0

前
提
と
し
、
つ
ま
り
、

あ
い
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

迎
え
入
れ
の
表
明
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
の
だ
。
戦
争
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
顔
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
、

殺
し
が
可
能
な
の
も
、
さ
ら
に
は
殺
し
を
み
ず
か
ら
に
禁
止
で
き
る
の
も
、
顔
の
公
現
が
到
来
し
た
場
合
に
お
い
て
の
み
な
の
だ
（
…
）。
周
知
の
よ

う
に
、
殺
し
の
タ
ブ
ー
、
す
な
わ
ち
、「
ト
ー
ラ
ー
全
体
」
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
語
り
、「
他
者
の
顔
の
意
味
」
で
も
あ
る
「
汝
、
殺

す
な
か
れ
」
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
倫
理
の
根
源
で
あ
）
79
（

る
。

こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
両
義
的
な
帰
結
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
倫
理
の
根
源
で
あ
る
「
汝
、
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
命
令
を
裏
切

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
藤
本
一
勇
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

戦
争
も
平
和
の
証
、
戦
争
も
ひ
と
つ
の
歓
待
形
態
だ
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
倫
理
学
の
非
倫
理
的
帰
結
は
、
顔
の
迎
え
入
れ
の
優
先
性
を
自
己
中
心
主
義

的
自
我
論
（
自
我
戦
争
論
）
に
対
し
て
突
き
つ
け
よ
う
と
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
的
意
図
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
。
ア
レ
ル
ギ
ー
の
氾
濫
を
抑
止
す

る
原
理
的
根
拠
を
根
源
的
・
優
先
的
歓
待
が
持
た
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
政
治
的
・
制
度
的
に
平
和
を
創
設
す
る
し
か
な
い
。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

カ
ン
ト
に
接
近
す
）
80
（
る
。

　

カ
ン
ト
は
自
然
と
し
て
の
戦
争
か
ら
出
発
し
、
純
粋
に
政
治
制
度
と
し
て
の
永
遠
平
和
を
構
想
す
る
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
戦
争
の
可
能

性
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
あ
っ
て
は
、
平
和
か
ら
出
発
す
る
も
、「
戦
争
は
別
の
手
段
に
よ
る
平
和
の
継
続
と

し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
平
和
な
い
し
歓
待
の
非
中
断
と
し
て
、
つ
ね
に
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
）
81
（
る
」
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
戦
争
の
可
能

性
が
回
帰
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
戦
争
と
平
和
が
不
分
明
に
な
る
地
点
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
は
互
い
に
接
近
す
る
こ
と

に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
戦
争
と
平
和
と
が
決
定
不
可
能
に
な
る
地
点
に
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
戦
争
と
友
愛
と
が
決
定
不
可

能
に
な
る
よ
う
な
事
態
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
後
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ン
ト
と
で
は
明
ら
か
に
政
治
的
な
状
態
の
前
提
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
単
純
な
比
較
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
政
治
的
な
状
態
は
一
切
の
不
和
の
な
い
平
和
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
一
切
の
不
和
、
戦
争
の
可
能
性
の
排
除
さ
れ
た
世
界
で
は
も
は
や
政
治
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
す
）
82
（

る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

仮
に
「
個
々
の
国
民
」
が
「
友
好
宣
言
」
を
世
界
に
向
け
て
発
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
「
純
道
徳
性
・
純
合
法
性
・
純
経
済
性
」
の
体

制
に
移
行
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
新
た
な
敵
対
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
83
（

る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
徹
底
し
て
考
慮
し
よ
う
と
す
る

の
は
、
敵
な
き
世
界
と
し
て
の
平
和
状
態
の
不
確
か
さ
で
あ
り
、
そ
こ
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
友
と
敵
の
区
別
、
し
た
が
っ
て
戦
争
の

可
能
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
平
和
か
ら
出
発
す
る
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
戦
争
の
可
能
性
を
排
除
し
な
い
。
む
し
ろ
戦
争
は
後
か
ら

―
平

和
、
歓
待
の
後
か
ら

―
可
能
に
な
る
。
平
和
と
い
う
調
和
的
・
友
愛
的
空
間
は
、
つ
ね
に
不
和
・
敵
対
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
か

た
ち
で
し
か
存
在
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
平
和
と
戦
争
と
の
対
立
が
解
体
さ
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
平
和
を
あ

ら
ゆ
る
不
和
の
可
能
性
を
排
除
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
を
拒
絶
す
る
と
き
、
デ
リ
ダ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
友
愛
と
戦
争
と
が

決
定
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
し
か
た
で
読
み
な
お
し
た
こ
と
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
と
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
思
わ

ぬ
形
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
不
和
の
可
能
性
は
共
同
体
同
士
の
間
に
温
存
さ
れ
る
が
、
共
同
体
の
内
部
か
ら
は
排
除

さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
共
同
体
は
不
和
な
き
状
態
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
カ
ン
ト
の
一
切
の
不
和
な
き
平
和

が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
（
同
質
性
と
全
体
性
を
重
視
す
る
）
議
論
に
接
近
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
他
方
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
カ
ン
ト
に
接
近
す

る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
平
和
に
お
い
て
戦
争
に
い
た
る
よ
う
な
敵
対
性
を
排
除
し
な
い
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
藤
本
が
指
摘
し
て
い
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た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
平
和
は
、
こ
う
し
た
不
和
に
対
処
す
る
た
め
に
政
治
・
制
度
的
な
平
和
を
構
築
し
よ
う
と
す
る

カ
ン
ト
の
議
論
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
亡
霊
が
、
カ
ン
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
お
よ
び
政
治
的
な
も
の
・
倫
理
的
な
も
の
、
戦
争
・
平
和
・
友

愛
、
敵
対
性
・
歓
待
と
い
っ
た
諸
概
念
に
憑
り
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
を
掘
り
崩
す
。
お
そ
ら
く
、
戦
争
と
敵
対
性
、
平
和
と
歓
待
と

い
っ
た
結
び
つ
き
さ
え
も
不
確
か
な
も
の
に
な
る
。
歓
待
と
し
て
の
戦
争
、
あ
る
い
は
敵
対
性
と
し
て
の
平
和
等
々
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ

う
か
と
問
う
こ
と
は
な
お
も
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
い
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
も
は

や
純
粋
で
単
純
な
対
立
を
許
容
せ
ず
、
相
互
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
、
不
分
明
で
決
定
不
可
能
な
地
点
を
形
成
し
て
い
く
。
カ
ン
ト
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
加
え
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
諸
々
の
問
い
に
答
え
る
準
備
が
よ
う
や
く
整
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

結
論

―
政
治
的
な
も
の
の
行
方

　

こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
リ
ダ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
政
治
的
な
も
の
が
主
題
化
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
デ
リ
ダ
の
読
解
に
つ
い
て
、
そ
の
手
法
に
お
い
て
あ
え
て
な
に
か
共
通
し
た
も
の
に
着
目
し
て
結
論
を
付
す
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
同
質
性
、
お
よ
び
「
政
治
的
な
も
の
」
に
ま
つ
わ
る
純
粋
性
の
徹
底
的
な
批
判
と
再
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
政
治
的
な
も
の
」
は
こ
れ
で
あ
る
と
定
式
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
宮
﨑
裕

助
は
「
デ
リ
ダ
に
お
い
て
「
政
治
的
な
も
の
」
は
理
論
や
原
理
へ
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
に
固
有
の
意
味
で

の
政
治
哲
学
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
分
析
と
読
解
の
実
践
を
通
じ
た
哲
学
と
し
て
の
政
治

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
だ
け
で
あ
）
84
（
る
」
と
し
、
デ
リ
ダ
の
固
有
な

政
治
と
の
関
わ
り
合
い
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
宮
﨑
は
、
デ
リ
ダ
の
「
思
考
の
焦
点
を
「
政
治
的
な
も
の
」
へ
と
集
約
さ
せ
て
し
ま
う
こ

と
は
不
適
切
で
す
ら
あ
）
85
（
る
」
と
し
、
デ
リ
ダ
の
思
考
の
意
義
を
「
た
ん
に
政
治
的
と
い
う
よ
り
、
通
常
「
政
治
」
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
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い
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
手
前
で
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
宿
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
記
憶
に
対
し
て
「
政
治
的
な
も
の
」
の
意
義

を
与
え
な
お
そ
う
と
す
）
86
（

る
」
こ
と
に
み
る
。

　

本
稿
で
は
デ
リ
ダ
の
政
治
的
な
議
論
に
直
線
的
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
「
政
治
的
な
も
の
」
の
範
型
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
、
友
愛
、
戦
争
、
平
和
と
い
っ
た
諸
概
念
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
デ
リ

ダ
の
読
解
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
対
立
が
必
ず
し
も
安
定
的
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
デ
リ
ダ
の
議
論
自
体
か
ら
、
な

に
か
公
式
め
い
た
か
た
ち
で
「
政
治
的
な
も
の
」
を
取
り
出
す
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、「
政
治
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る

既
存
の
言
説
の
う
ち
で
、
遠
近
法
的
に
デ
リ
ダ
の
位
相
を
見
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
章
で
は
、「
政
治
的
な

も
の
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
平
和
的
（
調
和
的
）
か
闘
争
的
（
不
和
的
）
か
と
い
う
二
つ
の
対
立
軸
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、

デ
リ
ダ
の
議
論
は
こ
の
対
立
の
う
ち
で
特
異
な
位
置
取
り
を
な
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
読
解
、
お
よ
び
政
治
的

な
も
の
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
う
し
た
対
立
を
解
体
し
、
再
構
成
す
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
か
。

　

政
治
に
関
す
る
デ
リ
ダ
の
議
論
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
ば
し
ば
当
惑
さ
せ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
政
治
実
践
の
限
界
を
示
し
て
も

い
る
。
松
葉
祥
一
は
、
政
治
的
な
努
力
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
こ
に
限
界
が
あ
る
の
は
、「
政
治
の
テ
ロ
ス
が
戦
争
で
あ
る
限
り
、

政
治
的
方
法
で
は
、
戦
争
は
免
れ
え
な
い
か
ら
で
）
87
（

あ
」
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
同
時
に
、
本
質
が
「
他
者
の
存
在
を
身
体
的
‐
物
理
的
に
抹
消

す
る
こ
と
」
に
あ
る
戦
争
を
、「
殺
す
な
」
と
い
う
視
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
）
88
（
る
」
と
主
張
す
る
。
む
ろ
ん
松
葉
は
、
政

治
・
倫
理
の
両
面
か
ら
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
倫
理
的
な
至
上

命
令
に
よ
っ
て
政
治
を
方
向
づ
け
る
道
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
倫
理
的
な
命
令
が
戦
争
に
お
け
る
暴
力
性
を
縮
減
し
う
る
か
ど
う

か
は
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
葉
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
倫
理
的
な
命
令
が
絶
対
的
な
も
の
と
な
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の

立
場
に
対
し
て
こ
の
上
な
く
暴
力
的
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
）
89
（

る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ム
フ
に
よ
る
「
政
治
的
な
も

の
」
の
概
念
的
純
化
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
「
安
全
弁
」
で
も
あ
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。
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平
和
と
い
う
堅
牢
な
理
念
の
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
戦
争
を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
幾
多
も
目
撃
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
の
テ

ロ
ス
を
戦
争
で
は
な
く
平
和
に
置
き
換
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
に
お
け
る
テ
ロ
ス
自
体
を
拒
否
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
同
時
に
、
純
粋
に
政
治
的
な
も
の
も
、
純
粋
に
倫
理
的
な
も
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
出
口
の

な
い
困
難
な
道
の
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
政
治
の
テ
ロ
ス
を
拒
否
す
る
唯
一
の
道
の
り
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
の

終
局
の
一
歩
手
前
に
つ
ね
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
、
こ
の
終
わ
り
な
き
隘
路
を
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
政
治
の
実
践
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）  

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
、
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
民
主
主
義
の
革
命
』（
西
永
亮
、
千
葉
眞
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）、
三
六

頁
。

（
2
）  

同
、
三
七
〜
八
頁
。

（
3
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』（
千
葉
眞
ほ
か
訳
、
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）、
三
頁
。

（
4
）  

ア
ル
レ
ム
・
デ
ジ
ー
ル
『
私
の
な
か
ま
に
手
を
出
す
な
』（
槻
木
克
彦
、
松
葉
祥
一
訳
、
第
三
書
館
、
一
九
九
三
年
）、
二
二
頁
。

（
5
）  

鵜
飼
哲
は
こ
の
「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
人
種
差
別
運
動
」
の
広
が
り
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
周
年
を
ひ
か
え
た
時
代
的
雰
囲
気
と
、
デ
リ
ダ
の
議

論
と
の
関
連
性
を
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
。
鵜
飼
哲
「
訳
者
あ
と
が
き
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
二
）』
所
収
、
鵜

飼
哲
、
大
西
雅
一
郎
、
松
葉
祥
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
九
五
頁
。

（
6
）  

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』（
志
水
速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）、
五
九
頁
。

（
7
）  

森
政
稔
『〈
政
治
的
な
も
の
〉
の
遍
歴
と
帰
結
』（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
）、
三
三
二
〜
三
頁
。

（
8
）  

乙
部
延
剛
「〈
政
治
的
な
も
の
〉
か
ら
〈
社
会
的
な
も
の
〉
へ
？

―
〈
政
治
的
な
も
の
〉
の
政
治
理
論
に
何
が
可
能
か
」（
松
本
卓
也
、
山
本

圭
編
著
『〈
つ
な
が
り
〉
の
現
代
思
想
』
所
収
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
一
〇
二
頁
。

（
9
）  

同
前
。

（
10
）  

森
政
稔
『〈
政
治
的
な
も
の
〉
の
遍
歴
と
帰
結
』、
三
三
四
〜
五
頁
。

（
11
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』、
二
頁
。

（
12
）  

同
、
三
頁
。
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（
13
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』（
田
中
浩
、
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
二
〇
一
三
年
）、
一
五
頁
。

（
14
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
』（
酒
井
隆
史
監
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
三
〇
頁
。

（
15
）  

同
、
三
二
〜
三
頁
。

（
16
）  
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』（
稲
葉
素
之
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、「
第
二
版
へ
の
ま
え
が
き
」

一
四
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）  
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
』、
三
一
頁
。

（
18
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
二
六
頁
。

（
19
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』、
八
頁
。

（
20
）  

同
、
一
一
頁
。

（
21
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
』、
三
二
〜
三
頁
。

（
22
）  

シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』、
八
頁
。

（
23
）  

小
野
紀
明
『
政
治
哲
学
の
起
源
』（
岩
波
オ
ン
デ
マ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
六
年
）、
一
二
二
頁
。

（
24
）  Jacques D

errida, Politiques de l
’amitié, （Paris: G

alilée

）, 1994, p. 12.

（
邦
訳
、
第
一
巻
五
頁
）。
邦
訳
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
友

愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
一
）（
二
）』（
鵜
飼
哲
、
大
西
雅
一
郎
、
松
葉
祥
一
訳
、
み
す
ず
書
房
）
を
参
照
し
、
原
著
の
頁
数
の
あ
と
に
邦
訳
の

頁
数
を
示
し
た
。
以
下
、
デ
リ
ダ
の
著
作
に
関
し
て
は
す
で
に
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
そ
れ
に
従
っ
た
が
、
一
部
表
記
を
変
更
し
た
個

所
も
あ
る
。

（
25
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 17. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
三
頁
）。

（
26
）  

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
『
エ
セ
ー
（
一
）』（
原
二
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）、
三
六
八
頁
。

（
27
）  

邦
訳
で
は
、
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。「
幾
人
も
友
人
を
も
っ
て
い
る
人
に
は
、
一
人
の
友
人
も
い
な
い
」（
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル

テ
ィ
オ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
（
中
）』
加
来
彰
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
二
九
頁
）。
こ
れ
は
こ
の
文
言
が
後
代
、
修
正
さ
れ
た

こ
と
に
よ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
い
ち
は
や
く
こ
の
事
実
を
デ
リ
ダ
に
対
し
て
指
摘
し
た
が
、
デ
リ
ダ
は
あ
え
て
こ
の
「
呼
び
か

け
」
を
そ
の
ま
ま
導
き
の
糸
と
し
続
け
た
。
宮
﨑
裕
助
は
、
こ
の
デ
リ
ダ
の
方
針
に
つ
い
て
卓
越
し
た
読
解
を
行
っ
て
い
る
。
詳
し
い
経
緯
と
議

論
は
、
宮
﨑
裕
助
「
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
、
哀
悼
と
し
て
の
友
愛
」（『
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ　

死
後
の
生
を
与
え
る
』
所
収
、
岩
波
書
店
、

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。
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（
28
）  

宮
﨑
裕
助
「
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
、
哀
悼
と
し
て
の
友
愛
」、
二
八
九
頁
。

（
29
）  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
下
）』（
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
）、
第
八
巻
第
二
章
、
一
一
五
五
ｂ
三
三
以
下
。

（
30
）  

同
、
一
一
五
九
ｂ
三
〇
。

（
31
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 39. （
邦
訳
、
第
一
巻
四
三
頁
）。

（
32
）  Ibid., p. 40. （
邦
訳
、
第
一
巻
四
四
頁
）。

（
33
）  
キ
ケ
ロ
ー
『
友
情
に
つ
い
て
』（
中
務
哲
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）、
二
七
頁
。

（
34
）  

同
、
六
七
頁
。

（
35
）  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
」（
荻
野
弘
之
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
（
一
六
）』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）、
一
二

三
九
ａ
三
〇
〜
一
二
三
九
ｂ
一
。

（
36
）  

宮
﨑
裕
助
「
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
、
哀
悼
と
し
て
の
友
愛
」、
三
〇
四
〜
五
頁
。

（
37
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
署
名　

出
来
事　

コ
ン
テ
ク
ス
ト
」（
高
橋
哲
哉
、
増
田
一
夫
、
宮
﨑
裕
助
訳
『
有
限
責
任
会
社
』
所
収
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
八
頁
。

（
38
）  

高
橋
哲
哉
『
デ
リ
ダ　

脱
構
築
と
正
義
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）、
一
五
〇
頁
。

（
39
）  

宮
﨑
裕
助
「
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
、
哀
悼
と
し
て
の
友
愛
」、
三
〇
一
頁
。

（
40
）  

同
前
。

（
41
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 243.

（
邦
訳
、
第
二
巻
三
六
頁
）。

（
42
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
43
）  

宮
﨑
裕
助
「
呼
び
か
け
と
し
て
の
友
愛
、
哀
悼
と
し
て
の
友
愛
」、
三
〇
二
頁
。

（
44
）  

同
前
。

（
45
）  

同
前
。

（
46
）  

高
橋
哲
哉
『
デ
リ
ダ
』、
一
五
六
頁
。〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
47
）  

同
前
。

（
48
）  

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
『
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的
（
一
）』（
池
尾
健
一
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
八
年
）、
三
四
五
頁
。
た

だ
し
原
文
を
確
認
の
上
、
変
更
し
た
個
所
が
あ
る
。



法学政治学論究　第126号（2020.9）

98

（
49
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 91. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
二
四
〜
五
頁
）。

（
50
）  Ibid., p. 102. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
七
五
頁
）。

（
51
）  Ibid., p. 95. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
三
〇
〜
一
頁
）。

（
52
）  
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
一
五
頁
。

（
53
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 103. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
四
一
頁
）。

（
54
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
55
）  Ibid. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
四
二
頁
）。

（
56
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
一
六
頁
。

（
57
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』、
一
四
〜
七
頁
。

（
58
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
一
七
頁
。

（
59
）  Jacques D

errida, Politiques de l

’amitié, p. 106. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
四
五
頁
）。

（
60
）  Ibid., p. 107. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
四
六
頁
）。

（
61
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
62
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
二
六
頁
。

（
63
）  

同
、
二
七
頁
。

（
64
）  

松
葉
祥
一
「「
戦
争
の
常
態
化
」
と
「
無
条
件
の
歓
待
―
平
和
」
の
あ
い
だ
で
」（『
現
代
思
想
』
第
四
三
巻
第
二
号
所
収
、
青
土
社
、
二
〇
一

五
年
）、
二
四
五
頁
。

（
65
）  Jacques D
errida, Politiques de l

’amitié, p. 143. （
邦
訳
、
第
一
巻
一
九
五
頁
）。

（
66
）  Ibid., p. 171. （
邦
訳
、
第
一
巻
二
三
一
頁
）。

（
67
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
68
）  

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ガ
ル
シ
ア
・
デ
ュ
ッ
ト
マ
ン
『
友
愛
と
敵
対　

絶
対
的
な
も
の
の
政
治
学
』（
大
竹
弘
二
、
清
水
一
浩
訳
、
月
曜
社
、
二

〇
〇
二
年
）、
五
八
頁
。

（
69
）  

同
前
。

（
70
）  Jacques D

errida, A
dieu à Em

m
anuel Lévinas, （Paris: G

alilée

）, 1997, p. 161. （
邦
訳
、
二
一
三
頁
）。〔　

〕
内
は
引
用
者
。
邦
訳
は
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ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
ア
デ
ュ
ー
』（
藤
本
一
勇
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に
原
則
と
し
て
従
っ
た
が
一
部
表
記
を
変
更
し
た
個
所
も
あ

る
。

（
71
）  Ibid., p. 154. （
邦
訳
、
一
三
二
頁
）。

（
72
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
73
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
74
）  Ibid., p.155. （
邦
訳
、
一
三
三
頁
）。

（
75
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
76
）  Ibid., p. 156. （
邦
訳
、
一
三
四
頁
）。

（
77
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
78
）  Ibid., p. 159. （
邦
訳
、
一
三
七
頁
）。

（
79
）  Ibid., p. 160. （
邦
訳
、
一
三
八
頁
）。

（
80
）  

藤
本
一
勇
「
訳
者
あ
と
が
き
」（『
ア
デ
ュ
ー
』
所
収
）、
二
三
〇
〜
一
頁
。

（
81
）  Jacques D

errida, A
dieu, p. 167. （

邦
訳
、
一
四
四
頁
）。

（
82
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』、
二
九
頁
。

（
83
）  

同
、
五
九
頁
。

（
84
）  

宮
﨑
裕
助
『
判
断
と
崇
高
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
四
五
頁
。

（
85
）  

同
、
二
四
六
頁
。

（
86
）  

同
前
。

（
87
）  

松
葉
祥
一
「「
戦
争
の
常
態
化
」
と
「
無
条
件
の
歓
待
―
平
和
」
の
あ
い
だ
で
」、
二
五
四
頁
。

（
88
）  

同
前
。

（
89
）  

同
、
二
五
二
頁
。
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板
倉
　
圭
佑
（
い
た
く
ら　

け
い
す
け
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

政
治
思
想
学
会

専
攻
領
域　
　

政
治
哲
学
・
現
代
思
想

主
要
著
作　
　
「
デ
リ
ダ
歓
待
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
展
望
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
九
号

（
二
〇
一
八
年
）


