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ら
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史
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
に
お
け
る
ド
イ
ツ
と
日
本
の
文
化
交
流
に
つ

い
て
、
主
と
し
て
美
学
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
私
に
与
え

ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

　

こ
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
、
ま
ず
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
何
を

意
味
す
る
の
か
、
私
な
り
の
視
点
で
規
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
世

界
の
人
々
の
交
流
は
、
す
で
に
古
代
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
通
常
思
い
描

く
以
上
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

世
界
は
古
代
に
お
い
て
す
で
に
一
つ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
、
人
々
の
世
界
像
は
個
々
の
文
化
圏
︵
な
い
し
文
明
圏
︶
に
よ
る
限

定
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
後

に
見
る
よ
う
に
、
中
華
文
化
圏
な
い
し
仏
教
文
化
圏
を
中
心
と
す
る
世
界

像
が
近
代
に
い
た
る
ま
で
支
配
的
で
あ
り
、
こ
の
世
界
像
は
、
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
的
な
世
界
像
と
相

互
に
独
立
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、
人
々
が

︵
多
か
れ
少
な
か
れ
︶
同
一
の
﹁
世
界
像
﹂
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
の
﹁
世
界
像
﹂
が
成
立
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ

る
︿
大
航
海
時
代
﹀、
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
個
々
の
国
の
間
の
文
化
交
流
は
、
こ
の
同
一

の
﹁
世
界
像
﹂
を
互
い
に
前
提
と
し
つ
つ
、
た
だ
し
さ
ま
ざ
ま
の
葛
藤
・

対
立
、
さ
ら
に
は
支
配
・
被
支
配
を
伴
い
つ
つ
、
行
わ
れ
る
。

　

ド
イ
ツ
と
日
本
の
相
互
的
な
文
化
交
流
が
実
質
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、

一
九
世
紀
中
頃
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
交
流
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

対
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
を
そ
の
条
件
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九

世
紀
中
葉
の
日
本
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
を
植
民
地
化
し
つ
つ
あ
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
出
会
い
の
一
環
と
し
て

ド
イ
ツ
と
日
本
の
文
化
交
流
も
ま
た
展
開
し
た
。
そ
こ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
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化
し
た
状
況
に
お
け
る
ド
イ
ツ
と
日
本
の
文
化
交
流
の
特
質
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
が
い
か

に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
こ
の
点
の
考
察
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
観
念
の
成
立
か
ら

　
　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
一
段
階
ま
で

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
ジ
ア
と
い
う
語
は
、
と
も
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

の
ア
ッ
カ
ド
語
に
由
来
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
﹁︵
日
が
︶
沈
む
﹂
を
意

味
す
る ereb

 

か
ら
、
ア
ジ
ア
は
﹁︵
日
が
︶
登
る
﹂
を
意
味
す
る açu

 

か

ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
か
ら
、
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
オ
ク
シ
デ
ン
ト
と

オ
リ
エ
ン
ト
と
い
う
語
と
語
源
上
も
対
応
す
る
。
だ
が
、
オ
ク
シ
デ
ン
ト

と
い
う
語
が
雅
語
と
な
り
現
在
で
は
オ
リ
エ
ン
ト
と
い
う
語
の
み
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
の
い
ず
れ
の
語
も
現
在

に
い
た
る
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︵
エ
ウ
ロ
パ
︶
と

ア
ジ
ア
︵
ア
シ
ア
︶
が
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
こ
と
と
も
無

関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
二
つ
の
語
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

世
界
か
ら
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
と
お
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ

た
が
、
そ
れ
ら
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
七
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
流
を
前

提
と
し
て
い
る
。
か
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
ジ
ア
と
い
う
概
念
が
ア

ジ
ア
に
伝
え
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
両
概
念
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

さ
ま
ざ
ま
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
ジ
ア
と
い
う
概
念
の
成
立
に
関
し
て
触
れ
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
を
対
照
さ
せ
る
最
初
期
の
用
例
は
、
プ
ラ
ト
ン

の
う
ち
に
あ
る
。﹃
ゴ
ル
ギ
ア
ス
﹄︵
五
二
三
Ｅ
︱
五
二
四
Ａ
︶
に
見
ら
れ

る
プ
ラ
ト
ン
の
用
法
は
ほ
ぼ
価
値
中
立
的
と
い
っ
て
よ
い
が
、﹃
ア
ル
キ

ビ
ア
デ
ス
Ｉ
﹄
で
は
、
ア
ジ
ア
︵
具
体
的
に
は
ペ
ル
シ
ア
帝
国
︶
に
対
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︵
具
体
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
本
土
︶
の
﹁
劣
勢
﹂
が
強
調
さ

れ
て
い
る
︵
一
〇
五
Ｂ
︱
Ｃ
、
一
二
一
Ａ
︶。
プ
ラ
ト
ン
の
う
ち
に
は
な

お
ペ
ル
シ
ア
へ
の
あ
る
種
の
畏
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
調
を
大

き
く
変
化
さ
せ
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
観
を
根
底
か
ら
規
定
し
た
の
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
﹃
政
治
学
﹄
で
あ
ろ
う
。﹁
外
国
人
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
比

べ
、
ま
た
ア
ジ
ア
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
比
べ
、
そ
の
性
格
が
本
性
上
よ

り
奴
隷
的
で
あ
る
た
め
に
、
主
人
的
支
配(d

esp
o

tike arch
e)

を
少
し

も
不
満
に
思
わ
な
い
で
堪
え
忍
ん
で
い
る
﹂︵
一
二
八
五
ａ
二
〇
︶。
ア
ジ

ア
と
い
う
概
念
は
価
値
自
由
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
奴
隷
制
と
い
っ

た
否
定
的
要
因
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
は
い
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
に
は
別
の

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
結
び
つ
く
。
旧
約
聖
書
﹃
創
世
記
﹄︵
九
・
二
〇
︱

二
七
︶
で
は
、
ノ
ア
の
子
供
と
し
て
セ
ム
、
ヤ
フ
ェ
ト
︹
ヤ
ペ
テ
︺、
ハ

ム
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
者
は
紀
元
後
五
世
紀
頃
に
は
す
で
に

三
つ
の
方
位
な
い
し
大
陸
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
セ
ム
は
東

方
・
ア
ジ
ア
と
、
ヤ
フ
ェ
ト
は
西
方
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、
ハ
ム
は
南
方
・
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美学から見た日独交渉史

ア
フ
リ
カ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
世
界
観
を
最
も
明
確
に
示
し

て
い
る
の
が
、
セ
ヴ
ィ
リ
ャ
の
イ
シ
ド
ロ
ス
︵
五
六
〇
？
︱
六
三
六
年
︶

の
著
し
た
世
界
地
図
、
い
わ
ゆ
る
Ｔ
Ｏ
地
図
で
あ
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス

ト
教
を
信
奉
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
は
ユ
ダ
ヤ

教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
土
地
と
み
な
さ
れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
の
範
囲
は
、
け
っ

し
て
小
ア
ジ
ア
や
か
つ
て
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
栄
え
た
地
方
に
限
定
さ
れ

ず
、
す
で
に
中
国
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、﹁
大
航
海
時
代
﹂
の

一
五
四
三
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
種
子
島
を
﹁
発
見
﹂
す
る
に
い
た
り
、

小
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
に
い
た
る
ま
で
の
ア
ジ
ア
全
域
が
地
理
的
に
確
定
す

る
。

　

ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
の
地
理
的
確
定
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
日
本
を
含
む
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
領
域
が

確
定
さ
れ
る
以
前
、
日
本
人
は
い
か
に
ア
ジ
ア
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
日
本
の
伝
統
的
な
世
界
観
は
﹁
須
弥
山
﹂
説
に
基
づ
く
﹁
三
国
世

界
観
﹂
で
あ
る
。﹁
須
弥
山
﹂
説
と
は
五
世
紀
頃
イ
ン
ド
に
お
い
て
確
立

し
た
宇
宙
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
須
弥
山
を
中
心
に
そ
の
南
に
イ

ン
ド
大
陸
が
逆
三
角
形
的
に
広
が
る
。
そ
の
東
北
端
に
は
震
胆
︵
中
国
︶

が
、
そ
の
西
北
端
に
は
波
斯
︵
ペ
ル
シ
ア
︶
が
位
置
す
る
、
と
い
う
イ
ン

ド
中
心
主
義
的
な
世
界
観
で
あ
る
。
こ
れ
が
仏
教
と
と
も
に
中
国
を
経
由

し
て
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
で
は
そ
こ
か
ら
、
イ
ン
ド
と
中
国
に
さ
ら
に

日
本
を
加
え
た
三
国
に
よ
っ
て
世
界
を
代
表
さ
せ
る
考
え
が
生
じ
た
。
こ

れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
出
会
う
ま
で
の
日
本
人
の
世
界
観
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
名
称
が
東
ア
ジ
ア
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
イ
タ
リ

ア
人
宣
教
師
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
で
あ
り
、
彼
が
著
し
た
﹃
坤
輿
万
国

全
図
﹄︵
一
六
〇
二
年
︶
に
﹁
亜
細
亜
﹂﹁
欧
羅
巴
﹂
と
い
う
術
語
が
見
出

さ
れ
る
。
こ
れ
は
リ
ッ
チ
自
身
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
地
名
を
自
ら
音
訳

し
て
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
の
世
界
地
図
は

一
六
〇
五
年
頃
に
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
鎖
国
下
の
日
本
に
対
し
て

も
多
大
の
影
響
を
与
え
た
が
、
こ
の
こ
と
は
単
に
一
七
世
紀
の
日
本
人

が
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
概
念
を
知
っ

た
、
と
い
う
事
態
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
世
界
全
体
へ
と

眼
を
開
か
れ
た
日
本
人
は
、
そ
れ
ま
で
の
﹁
三
国
世
界
観
﹂︵
日
本
・
中

国
・
イ
ン
ド
︶
に
基
づ
く
仏
教
系
世
界
観
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
系
の
世
界
図
は
一
八
世
紀

初
頭
か
ら
繰
り
返
し
刊
行
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同

時
代
の
人
々
と
同
一
の
世
界
像
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
先
の
私
の
規

定
に
即
す
る
な
ら
ば
、
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
条
件
が
こ
こ
に
備
わ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
新
し
い
世
界
像
が
た
だ
ち
に
江
戸
時

代
の
人
々
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤

り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
人
々
は
新
し
い
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
系
の
世
界

像
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
同
時
に
伝
統
的
な
三
国
世
界
観
を
も
保
持
し
て
い

た
。
当
時
の
あ
る
地
図
は
、
そ
の
基
本
的
な
形
態
に
お
い
て
従
来
の
い
わ

ゆ
る
南
膽
部
洲
の
図
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
と
り
わ
け
北
西
部
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
描
く
、
と
い
っ
た
折
衷
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
世
界



16

観
の
相
剋
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
観
念
は
地
理
的
に
も
確
定
し
、

か
つ
ア
ジ
ア
人
自
身
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
概
念
が
、
あ
る
い
は
、﹁
ア
ジ
ア

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂
と
い
う
対
概
念
が
確
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、
そ
の
領
域
の
拡
大
に
伴
っ
て
、

多
く
の
新
た
な
知
識
が
︱
︱
主
と
し
て
ア
ジ
ア
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
宣
教

師
に
よ
っ
て
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

新
知
見
に
基
づ
い
て
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
が
、
中
国
の
哲
学
を
︵
と
り
わ
け
実
践
哲
学
の
側
面

か
ら
︶
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
評
価

も
﹁
ア
ジ
ア
﹂
に
つ
い
て
の
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
と
は
い

え
な
い
。
ま
た
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
の
同
時
代
の
ア
ジ
ア
人
が

自
ら
を
ア
ジ
ア
人
と
し
て
自
己
意
識
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
一
九
世
紀
初

頭
の
日
本
に
は
、
会
沢
正
志
斎
︵
一
七
八
二
︱
一
八
六
三
年
︶
の
よ
う
に
、

﹁
亜
細
亜
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
西
夷
﹂︵
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
︶
に
よ

る
命
名
で
あ
る
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
学
者
も

い
た
ほ
ど
で
あ
る
︵﹃
新
論
﹄︶。

　

こ
う
し
た
事
態
を
私
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
一
段
階
と
規
定
し
た
い
。

そ
れ
は
、
世
界
像
が
た
し
か
に
統
一
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
統
一
さ
れ

た
世
界
像
が
な
お
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
の
な
い
段
階
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
対
概
念
が
確
立
し
て
い
な
い
た
め
に
、
両
者
の

間
の
文
化
の
影
響
は
個
別
的
な
い
し
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
相
互
に
相
容
れ
な
い
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
共
存
す
る
。
ま
た
、

こ
の
段
階
に
あ
っ
て
は
異
文
化
に
対
し
て
自
己
の
願
望
な
い
し
理
想
を
投

影
す
る
傾
向
が
強
い
。
む
ろ
ん
、
異
文
化
の
理
解
に
あ
っ
て
は
常
に
こ
う

し
た
自
己
の
願
望
の
投
影
に
よ
る
他
者
の
理
想
化
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
し
、
一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
と
り

わ
け
こ
う
し
た
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
だ
が
、
後
に
検
討
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
第
二
段
階
に
お
い
て
は
む
し
ろ
他
者
支
配
の
言
説
が
優
勢
と
な
る

こ
と
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
他
者
の
理
想
化
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
一
段
階

の
特
色
と
み
な
す
こ
と
も
一
定
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
よ
う
。

二　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
囲
い
込
み

　
　

―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
二
段
階

　

そ
れ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
対
概
念
は
い
か
に
し
て
そ

の
近
代
的
な
意
味
合
い
を
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
対

概
念
は
い
か
に
し
て
ア
ジ
ア
人
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
を
価
値
的
に
対
比
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
位
を
確

証
す
る
議
論
は
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
と
お
し
て
次
第
に
広
ま
り
一
九

世
紀
に
な
っ
て
完
全
に
確
立
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説

を
私
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
二
段
階
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の

特
徴
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ア
ジ
ア
を
価
値
的
に
囲
い
込
む
︵
あ
る
い
は
排

除
す
る
︶
よ
う
な
理
論
を
作
り
上
げ
た
点
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
特
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徴
を
三
人
の
理
論
家
の
︵
と
り
わ
け
本
論
の
主
題
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
美
学
的
な
︶
言
説
の
検
討
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

　

一
つ
目
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学

史
﹄︵
一
八
〇
三
年
︶
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
序
文
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い

て
の
一
般
的
考
察
﹂
に
お
い
て
、﹁
眠
た
げ
な
平
和
﹂
の
内
に
と
ど
ま
る

﹁
休
息
の
国
土
﹂
と
し
て
の
ア
ジ
ア
︵
す
な
わ
ち
発
展
的
歴
史
を
持
た
な

い
ア
ジ
ア
︶
と
﹁
永
遠
に
戦
争
﹂
す
る
こ
と
で
﹁
発
展
﹂
へ
と
駆
り
立
て

ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、﹁
多
様
性
と
可
変
性
、
可
塑

性
と
人
為
性
﹂
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
質
が
、﹁
全
体
﹂
と
し
て
の

﹁
歴
史
﹂
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
に
可
能
に
し
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
を
引
き
起
こ
す
、
と
論
じ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
に
﹁
完
成
可
能
性
﹂
の
原
理
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
一
つ
の
動
態
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
を
巻
き
込

み
支
配
す
る
主
体
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

観
が
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
史
﹂
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美

学
の
領
域
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
が
成
立
す
る
。

　

第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美
学
講
義
﹄︵
第
二
版
、

一
八
四
二
年
︶
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
三
つ
の
芸
術
形
式
、
象
徴
的
︱
古
典
的
︱

ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
を
区
分
す
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
歴
史
的
区
分
に
し

て
同
時
に
地
域
的
区
分
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
象
徴
的
芸
術
形
式
が
古

代
ギ
リ
シ
ア
以
前
と
し
て
の
ア
ジ
ア
、
古
典
的
芸
術
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
、
ロ
マ
ン
的
芸
術
形
式
が
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
対
応
す
る
、
と
い

う
三
区
分
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
﹃
美
学
講
義
﹄
に
お
い
て
ア
ジ
ア
を
専
制
主
義
、
お
よ
び

全
体
性
の
欠
如
と
結
び
つ
け
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ

ル
と
ア
ジ
ア
観
を
共
有
し
て
い
る
。

　
﹁
象
徴
的
︱
古
典
的
︱
ロ
マ
ン
的
﹂
と
い
う
芸
術
の
発
展
図
式
を
提
起

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
前
に
囲
い
込
む
ヘ
ー
ゲ

ル
の
体
系
は
、
芸
術
史
記
述
に
お
い
て
一
九
世
紀
を
と
お
し
て
支
配
的
な

も
の
と
な
る
。

　

そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
第
三
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ュ
プ
ケ
の

﹃
美
術
史
﹄︵
一
八
六
〇
年
︶
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
書
で
は
﹁
東
洋
の
古

代
美
術
﹂
を
扱
う
第
一
篇
の
後
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
を
論
じ
る

﹁
古
典
芸
術
﹂、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
芸
術
を
扱
う
﹁
中
世
の
芸
術
﹂、

そ
し
て
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
芸
術
を
論

じ
る
﹁
近
代
の
芸
術
﹂
と
い
う
三
つ
の
篇
が
続
く
。
第
一
篇
は
第
二
篇
以

下
の
議
論
と
い
か
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

リ
ュ
プ
ケ
は
第
一
篇
﹁
東
洋
の
古
代
美
術
﹂
の
末
尾
に
お
い
て
﹁
ア
ジ

ア
的
専
制
政
治
﹂
と
い
う
観
念
を
政
治
か
ら
芸
術
へ
と
移
し
替
え
つ
つ
、

﹁
東
洋
の
芸
術
は
真
の
内
的
展
開
、
な
い
し
積
極
的
な
歴
史
に
到
達
し
え

な
か
っ
た
﹂、
と
断
言
し
、
全
東
洋
を
歴
史
以
前
に
属
す
る
も
の
と
し
て

扱
う
。
そ
し
て
、
彼
は
第
二
章
に
お
い
て
﹁
古
代
美
術
﹂︵
す
な
わ
ち
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
美
術
︶
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
始
め
る
。

﹁
東
洋
の
広
大
な
領
野
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
見
出
し
た
文
明
の
形
態
は
、

主
と
し
て
巨
大
な
河
川
の
流
れ
に
影
響
さ
れ
て
、
そ
の
忍
耐
強
い
不
動
性
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と
不
変
性
と
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
に
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
に
足
を
一
歩
踏
み
入
れ
る
や
、
わ
れ
わ
れ
は
活
動
性
と
生
き

生
き
し
た
歴
史
的
生
命
に
満
ち
た
世
界
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世

界
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
家
郷
に
い
る
か
の
よ
う
な
感
情
を

得
る
﹂。
つ
ま
り
、
狭
義
に
お
け
る
﹁
美
術
史
﹂
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
﹂

と
い
う
︿
家
﹀
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
リ
ュ
プ
ケ

の
理
論
を
検
討
し
た
す
ぎ
な
い
が
、
一
九
世
紀
を
と
お
し
て
ア
ジ
ア
を

囲
い
込
む
︵
あ
る
い
は
排
除
す
る
︶
言
説
が
確
立
し
た
こ
と
は
ま
ず
た
し

か
な
こ
と
で
あ
る
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
は
こ
う
し
た
前

提
の
も
と
に
可
能
と
な
る
︶。
こ
れ
ら
の
言
説
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
向
け
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
一
九
世
紀
も
後

半
と
な
る
と
、
こ
う
し
た
言
説
が
ア
ジ
ア
に
伝
わ
り
、
ア
ジ
ア
の
人
々
に

よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
事
態
は
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
リ
ュ
プ
ケ
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

こ
こ
で
議
論
を
日
本
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
﹁
ア
ジ

ア
﹂
が
と
り
わ
け
主
題
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
こ
と
、
す
な

わ
ち
近
代
化
＝
欧
化
主
義
を
迫
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
大
き

な
き
っ
か
け
は
、
一
八
五
四
年
の
日
本
の
開
国
で
あ
る
。
近
代
化
＝
欧
化

主
義
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
、
か
つ

文
明
的
に
遅
れ
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
論
者

は
福
沢
諭
吉
︵
一
八
三
五
︱
一
九
〇
一
年
︶
で
あ
る
。
福
沢
の
眼
差
し
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
前
提
と
し
つ
つ
、
近
代
西
洋
人
の
ア
ジ
ア
に
対

す
る
眼
差
し
︵
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
的
専
制
、
ア
ジ
ア
的
停
滞
と
い
う
表

象
︶
を
自
己
の
も
の
と
し
、
そ
の
西
洋
人
の
目
で
も
っ
て
ア
ジ
ア
を
眺
め

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
前
半
の
朝
鮮
の
近

代
化
の
企
て
が
失
敗
す
る
と
、
福
沢
は
日
本
を
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
か

ら
区
別
し
、
日
本
の
み
が
ア
ジ
ア
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す

る
に
い
た
る
。
こ
れ
が
彼
の
﹁
脱
亜
論
﹂︵
一
八
八
五
年
︶
で
あ
る
。
こ

う
し
た
言
説
は
、
日
本
の
憲
法
制
定
に
も
力
を
貸
し
た
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
の

ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
︵
一
八
一
五
︱
一
八
九
〇
年
︶
に

よ
る
次
の
よ
う
な
考
え
、
す
な
わ
ち
日
本
人
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
ア
ジ
ア
的
な

も
の
か
ら
我
が
身
を
切
り
離
し
、
文
明
国
の
列
に
連
な
っ
た
﹂
と
い
う
考

え
と
も
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
日
本
の
反
応
は
一
般
に A

kku
ltu

ratio
n

 

と
呼
ぶ

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。A

kku
ltu

ratio
n

 

と
は
、
広
義
に
は
二
つ

の
文
化
が
出
会
っ
た
と
き
に
生
じ
る
文
化
的
特
徴
の
交
換
を
意
味
す
る
が
、

二
つ
の
文
化
の
間
に
は
優
劣
が
存
在
す
る
た
め
、
狭
義
に
は
弱
者
の
文
化

が
強
者
の
文
化
を
同
化
す
る
過
程
を
意
味
す
る
。
強
制
を
伴
う
こ
う
し
た

同
化
の
過
程
に
よ
っ
て
、
強
者
の
文
化
は
さ
ら
に
そ
の
覇
権
を
確
立
す
る
。

三　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
相
互
的
触
変

　
　

―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
第
三
段
階

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
囲
い
込
み
︵
あ
る
い
は
排
除
︶
の
言
説
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は
い
ま
だ
に
存
続
し
て
い
る
。
い
や
、
そ
の
力
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
大

き
く
、
か
つ
自
明
な
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
も
は
や
そ
の
こ
と
自
体
が
意

識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
囲
い
込
み
は

さ
ま
ざ
ま
の
軋
轢
を
生
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
軋
轢
の
一
端
を

二
〇
世
紀
初
頭
の
美
学
理
論
の
う
ち
に
検
討
し
、
同
時
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
第
三
段
階
の
特
質
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
﹁
ア
ジ
ア
主
義
者
﹂
と
も
み
な
さ
れ
る
岡
倉
天
心
︵
一
八
六
二
︱

一
九
一
三
年
︶
に
着
目
し
よ
う
。

　

岡
倉
に
よ
る
英
文
の
著
書
﹃
東
洋
の
理
想
﹄︵
一
九
〇
三
年
︶
は
、
日

本
人
が
西
洋
の
知
識
人
に
向
か
っ
て
日
本
の
芸
術
史
を
体
系
的
に
著
し
た

ご
く
初
期
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、
岡
倉
が
日
本
の
美
術
を
論
じ
る
際

の
特
徴
は
、
そ
れ
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
ず
、
つ
ね
に
中
国
お
よ

び
イ
ン
ド
の
美
術
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。﹃
東
洋

の
理
想
﹄
へ
の
序
文
に
お
い
て
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
は
岡
倉
の
立
場
を
代
弁
し

つ
つ
、
ア
ジ
ア
に
は
全
体
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
先
入
見
に
抗
し
て
、
三
国
の
芸
術
を
そ
の
多
様
性
と
統
一
性
と
に
即

し
て
、
換
言
す
れ
ば
相
互
作
用
の
う
ち
に
捉
え
る
視
点
の
重
要
性
を
強
調

す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
視
点
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
岡
倉
は
明
確
な
歴
史
観

を
必
要
と
し
た
。
岡
倉
は
、
一
八
九
〇
年
に
美
術
史
の
講
義
を
行
う
に
当

た
り
美
術
史
の
方
法
論
を
学
ぶ
た
め
に
、
主
と
し
て
リ
ュ
プ
ケ
の
﹃
美
術

史
﹄︵
原
本
は
一
八
六
〇
年
に
公
刊
、
英
訳
は
一
八
七
四
年
刊
︶
と
ヘ
ー

ゲ
ル
の
﹃
美
学
﹄︵
ボ
ザ
ン
キ
ッ
ト
に
よ
る
序
文
の
英
訳
、
一
八
八
六
年

刊
︶
を
参
照
し
た
。
岡
倉
は
両
者
か
ら
歴
史
を
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分

け
る
視
点
を
学
び
、
西
洋
美
術
史
に
倣
っ
て
日
本
美
術
史
を
古
代
・
中

世
・
近
世
を
分
け
た
。
岡
倉
は
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
お
い
て
こ
の
三
つ
の

段
階
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
倣
っ
て
﹁
象
徴
的
・
古
典
的
・
ロ
マ
ン
的
﹂
と
呼
ん

で
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
岡
倉
は
ア
ジ
ア
の
芸
術
の
う
ち
に
西
洋
の
芸
術

に
匹
敵
す
る
歴
史
的
発
展
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
滞
す
る
ア
ジ
ア

と
い
う
表
象
か
ら
ア
ジ
ア
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
。
岡
倉
の
立
場
は
ヘ
ー

ゲ
ル
的
歴
史
図
式
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
前
提
と
し
て
い
る
西
洋
中

心
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
観
を
、
さ
ら
に

は
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
リ
ュ
プ
ケ
的
美
術
史
観
を
相
対
化
す
る
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。

　

次
に
一
九
一
一
年
に
約
一
年
間
日
本
を
訪
れ
て
ド
イ
ツ
語
の
書
物
﹃
東

ア
ジ
ア
の
芸
術
﹄
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
に
関
し
て
著
作
を
残
し
た
ク
ル

ト
・
グ
ラ
ー
ザ
ー
︵
一
八
七
九
︱
一
九
四
三
年
︶
の
検
討
に
移
ろ
う
。
グ

ラ
ー
ザ
ー
の
師
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
様
式
史
的
美
術
史
を
確
立
し
た
理
論
家

で
あ
り
、
自
ら
の
様
式
史
的
方
法
を
﹁
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹂
と
し
て
定

式
化
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
こ
の
基
礎
概
念
は
本
来
盛
期
ル
ネ

サ
ン
ス
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
へ
の
様
式
史
的
展
開
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る

が
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
自
身
、﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄︵
第
六
版
︶
に
お
い

て
、
一
種
の
普
遍
主
義
的
立
場
に
た
ち
つ
つ
、
こ
の
基
礎
概
念
が
﹁
日
本

美
術
﹂
に
ま
で
適
用
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
グ
ラ
ー
ザ
ー
は
こ
の

よ
う
な
立
場
に
立
つ
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
も
と
で
学
ん
だ
が
、
そ
の
著
書

﹃
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
﹄︵
一
九
一
三
年
、
第
二
版
一
九
二
二
年
︶
に
お
い
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て
、
新
し
い
様
式
が
古
い
様
式
を
否
定
す
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
歴
史
の
基
本
法
則
が
東
ア
ジ
ア
︵
と
り
わ
け
日
本
︶
の
芸
術
に
は
妥
当

せ
ず
、
む
し
ろ
日
本
の
芸
術
の
特
色
は
﹁
諸
様
式
が
等
し
い
権
利
を
持
つ

(G
leich

b
erech

tigu
n

g d
er Stile)

﹂
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
。﹁︹
日

本
に
お
い
て
︺
新
し
い
も
の
は
古
い
も
の
と
争
う
こ
と
な
く
、
そ
の
た
め

に
新
し
い
も
の
は
今
ま
で
あ
っ
た
も
の
の
敵
と
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
様

式
は
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
唯
一
正
当
な
よ
り
よ
い
様
式
と
は
み
な
さ
れ

ず
、
可
能
な
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
態
に
た
だ
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
形
態
を
付
け
加
え
る
の
み
で
あ
る
﹂。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
流
の
様
式
史
が

美
術
史
の
学
問
性
を
保
証
す
る
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ

て
、
グ
ラ
ー
ザ
ー
は
日
本
美
術
と
の
出
会
い
を
と
お
し
て
、
こ
の
基
準
そ

れ
自
体
を
相
対
化
す
る
。
彼
は
雑
誌
﹃
芸
術
と
芸
術
家
﹄
所
収
の
論
文

﹁
ト
ー
マ
の
風
景
素
描
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
一
九
年
︶
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
人
々
は
東
洋
の
教
え
を
我
が
も
の
に
し
、
諸
々
の

流
派
が
併
存
す
る
こ
と(d

as N
eb

en
ein

an
d

er d
er Sch

u
len

)

の
可
能

性
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂。
こ
の
よ
う
に
グ
ラ
ー
ザ
ー
は
あ
る

時
代
の
芸
術
現
象
を
統
一
的
・
一
元
的
に
で
は
な
く
、
い
わ
ば
多
元
的

に
捉
え
る
必
要
性
を
唱
え
る
。﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
学
問
的
な
芸
術

史
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
作
ら
れ
て
き
た
方
法
は
、
世
代
の
時

間
的
継
起
に
対
応
す
る
よ
う
な
諸
々
の
横
断
面
に
︹
芸
術
を
︺
分
析
す

る
の
で
は
な
く
、
流
派
の
概
念
の
も
と
に
包
括
さ
れ
る
諸
々
の
縦
断
面

に
︹
芸
術
を
︺
分
析
す
る
。
一
度
こ
の
原
則
に
従
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸

術
の
素
材
を
秩
序
づ
け
る
よ
う
試
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
示
唆
に
富
む
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
他
方
で
、
様
式
発
展
の
原
則
に
従
っ
て
東
ア
ジ

ア
の
芸
術
を
探
求
す
る
こ
と
が
実
り
多
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
。
⋮
⋮
最

近
の
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
︺
芸
術
が
公
然
と
支
持
し
、
そ
の
結
果
相
互
に
争

い
合
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
﹃
主
義(-ism

en
)

﹄
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

今
日
の
日
本
に
お
け
る
﹃
諸
流
派
﹄
の
ご
と
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
違
い

は
と
い
え
ば
、
東
洋
で
は
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
ど
の
流
派
も
他
の
流
派

と
並
ん
で
そ
の
存
在
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の

も
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
が
、
全
能
の
発
展
法
則
に
従
っ
て
自
分
だ
け

が
唯
一
存
在
す
る
権
利
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
、
と
い
う
点
に

あ
る
﹂。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ー
ザ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
史
が
﹁
様

式
発
展
﹂
を
そ
の
原
理
と
し
芸
術
を
複
数
の
﹁
横
断
面
﹂︵
す
な
わ
ち
あ

る
一
定
の
様
式
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
︶
の
継
起
と
し
て
捉
え

る
の
に
対
し
、
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
史
が
﹁
流
派
﹂
を
そ
の
原
理
と
し
芸
術

を
複
数
の
﹁
断
続
面
﹂︵
す
な
わ
ち
流
派
︶
の
並
存
と
し
て
捉
え
て
き
た

こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
東
西
の
芸
術
史
が
そ
の
方
法
を
交
換
す
る
な
ら
ば

よ
り
豊
か
な
帰
結
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、

一
方
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
﹁
様
式
発
展
﹂
を
明
る
み
に
出
す
で
あ
ろ
う

し
、
他
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
︿
主
義
の
歴
史
﹀
に
再
考
を
促
し
様

式
を
多
元
的
に
捉
え
る
可
能
性
を
開
く
で
あ
ろ
う
。

　

グ
ラ
ー
ザ
ー
の
理
論
の
一
端
は
、
彼
の
エ
ッ
セ
ー
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於

け
る
東
洋
美
術
研
究
の
課
題
と
方
法
﹂
が
和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
﹃
思
想
﹄

︵
一
九
二
四
年
六
月
号
︶
に
訳
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
も
影

響
を
与
え
る
。
グ
ラ
ー
ザ
ー
の
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
な
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美学から見た日独交渉史

言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
和
辻
に
と
っ
て
自
己
自
身
の
課
題
と
し
て
響
い

た
は
ず
で
あ
る
。

西
洋
で
流
通
し
て
い
る
美
学
的
根
本
概
念
⋮
⋮
を
東
洋
美
術
と
い
う

異
種
の
材
料
で
た
め
し
て
見
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
一
般
芸
術
学
の
最

も
重
要
な
、
ま
た
最
も
多
く
利
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
べ
き
課
題
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
東
洋
の
形
式
を
西
洋
美
術
で
た
め
さ
れ
た

概
念
体
系
の
中
に
無
理
に
押
し
入
れ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
こ
の
体
系
自
身
を
拡
張
し
、
東
洋
美
術
の
材
料
の
中
か
ら
こ
の

体
系
の
説
明
に
役
立
つ
概
念
を
導
き
出
し
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
得
ら

れ
た
よ
り
広
い
根
柢
の
う
え
に
、
世
界
美
術
史
に
対
し
て
思
惟
必
然

的
な
与
件
を
与
え
得
べ
き
共
通
の
分
母
を
見
出
そ
う
と
云
う
の
で
あ

る
。

　

和
辻
自
身
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
グ
ラ
ー
ザ
ー
の
言
葉
に
促
さ
れ
て

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄︵
第
七
版
、
一
九
二
二
年
︶

と
対
決
し
、
そ
の
成
果
と
し
て
﹁
東
洋
美
術
の
﹃
様
式
﹄
に
つ
い
て
﹂

︵
一
九
二
五
年
執
筆
、
二
七
年
刊
︶
を
著
す
。
そ
こ
で
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン

流
の
美
術
史
の
基
礎
概
念
を
相
対
化
し
つ
つ
、
新
た
な
様
式
史
を
打
ち
立

て
よ
う
と
す
る
和
辻
の
意
図
が
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
三
四
年

の
論
文
﹁
日
本
精
神
﹂
に
お
い
て
和
辻
は
、﹁
日
本
文
化
の
一
つ
の
特
性

は
、
さ
ま
ざ
ま
の
契
機
が
層
位
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
存
す

る
﹂︵
全
集
第
四
巻
三
一
四
頁
︶、
と
い
う
命
題
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
。

さ
ま
ざ
ま
の
芸
術
形
式
が
﹁
様
式
を
変
え
る
こ
と
な
く
﹂
未
だ
に
存
在
す

る
、
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
和
辻
は
、
様
式
史
的
観
点
の
み
に
よ
っ
て

日
本
の
芸
術
を
捉
え
る
試
み
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
グ

ラ
ー
ザ
ー
が
日
本
の
芸
術
の
う
ち
に
認
め
た
﹁
流
派
﹂
の
特
色
を
、
和
辻

は
﹁
重
層
性
﹂
と
し
て
概
念
化
し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
グ
ラ
ー
ザ
ー
や
和
辻
の
試
み
が
日
本
の
芸
術
を
触
媒
と
し
つ

つ
一
九
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
え
ば
﹁
主
義
＝
イ
ズ
ム
﹂
の
全
盛
期
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
時
代

に
あ
っ
て
グ
ラ
ー
ザ
ー
と
和
辻
は
、
当
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
で
あ
っ
た
︿
主
義
＝
イ
ズ
ム
の
歴
史
﹀
の
妥
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け

た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
事
態
こ
そ
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
第
三
段
階
に
な
っ
て
顕
在
化
す
る
特
質
で
あ
る
。

　

岡
倉
、
和
辻
の
営
み
は
い
ず
れ
も
日
本
の
学
問
の
近
代
化
の
過
程
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
西
洋
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
西
洋
近
代
の
学
問
が
極

東
ま
で
を
も
巻
き
込
み
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の

で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
生
み
出
し
た
美
学
理
論
の
普
遍
妥
当
性
へ
の
疑
義

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
か
つ
そ
の
疑
義
が
東
洋
人
自
身

に
よ
っ
て
反
芻
さ
れ
展
開
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
が
二
〇
世
紀
な
の
で
あ

る
。

　

岡
倉
か
ら
和
辻
の
時
代
に
あ
っ
て
、
西
洋
の
近
代
美
学
は
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
の
近
代
美
学
は

こ
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
い
っ
た
ん
は



22

受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
﹁
芸

術
﹂
と
い
う
概
念
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
さ
ま
ざ
ま
の
軋
轢
を
生
む
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
方

で
は
日
本
の
伝
統
芸
能
の
芸
術
化
、
す
な
わ
ち
西
洋
近
代
化
を
引
き
起
こ

す
と
と
も
に
、
他
方
で
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
そ
れ
自
体
へ

の
反
省
を
、
さ
ら
に
は
西
洋
の
美
学
の
相
対
化
の
試
み
を
も
生
む
で
あ
ろ

う
。
私
と
し
て
は
、
西
洋
の
美
学
と
い
う
一
つ
の
特
殊
的
事
象
が
な
ぜ
普

遍
妥
当
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
歴
史

的
・
批
判
的
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
後
者
の
試
み
に
棹

さ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う

し
た
考
察
は
非
西
洋
圏
に
お
け
る
美
的
諸
概
念
な
い
し
芸
術
概
念
へ
の
歴

史
的
・
批
判
的
考
察
と
別
物
で
は
な
い
。

　

先
に
リ
ュ
プ
ケ
の
﹃
美
術
史
﹄
即
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
的
な

芸
術
史
記
述
は
、
東
洋
の
芸
術
を
西
洋
の
芸
術
の
前
史
と
み
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
近
代
西
洋
の
生
み
出
し
た
芸
術
概
念
の
普
遍
妥
当
性
を
前

提
と
し
て
い
た
が
、
東
洋
に
お
け
る
芸
術
研
究
は
、
岡
倉
の
﹁
日
本
美
術

史
﹂
の
構
想
が
示
す
よ
う
に
、
さ
ら
に
は
和
辻
に
学
問
的
刺
激
を
与
え
た

グ
ラ
ー
ザ
ー
の
問
題
設
定
が
示
す
よ
う
に
、
東
洋
の
伝
統
的
な
芸
術
の
再

解
釈
を
必
然
的
に
伴
い
つ
つ
、
同
時
に
近
代
西
洋
の
生
み
出
し
た
芸
術
概

念
の
普
遍
妥
当
性
を
疑
問
に
付
し
、
美
術
史
記
述
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に

変
更
を
迫
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
洋
か
ら
発
し
た
近
代
美
学
の
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
一
方
で
非
西
洋
文
化
圏
に
お
け
る
伝
統
の

再
編
な
い
し
再
解
釈
を
引
き
起
こ
す
が
、
同
時
に
こ
う
し
た
非
西
洋
文
化

圏
に
お
け
る
伝
統
の
再
編
な
い
し
再
解
釈
が
こ
の
近
代
美
学
の
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
反
作
用
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
相
対
化
し
よ
う
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
、
こ
の
運
動
に

巻
き
込
ま
れ
た
非
西
洋
文
化
圏
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

形
成
の
一
員
と
な
る
。
こ
れ
が
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
時
代
に
お
け
る

学
問
の
あ
り
方
を
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
文
化
交
流
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け

る
。
第
二
段
階
に
お
け
る
文
化
交
流
が
一
方
向
的
な A

kku
ltu

ratio
n

 

に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
段
階
に
お
け
る
そ
れ
は

双
方
向
的
な In

terku
ltu

ratio
n

 

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

In
terku

ltu
relle P

h
ilo

so
p

h
ie 

が
必
要
と
す
る
の
は
、
文
化
間
の
相
互

作
用
に
着
目
し
、
個
々
の
文
化
的
事
象
を
複
数
の
文
化
の
共
働
と
し
て
捉

え
る
視
点
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
、
け
っ
し
て
確
乎
と
し
た
一
義

的
体
系
な
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
︵
相
互
に
葛
藤
し
あ
う
︶

理
論
体
系
が
織
り
な
す
運
動
体
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
重
要
な

の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
運
動
を
外
部
か
ら
観
察
す
る
の
で
も
な
く
、
あ

る
い
は
単
に
受
動
的
に
そ
の
運
動
に
従
う
の
で
も
な
く
、
こ
の
運
動
体
に

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
︵
そ
の
力
が
い
か
に
小
さ
く
と
も
︶
積
極
的
に
関
与

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
ヘ
ル
ト
リ
ヒ
氏
の

言
葉
＊

を
用
い
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
に
住
む
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
﹁
料
理

人
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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美学から見た日独交渉史

＊
筆
者
は
本
稿
の
も
と
と
な
る
講
演
を
ヘ
ル
ト
リ
ヒ
氏
の
講
演
に
続
い
て

行
っ
た
た
め
、
主
題
の
連
関
か
ら
あ
え
て
ヘ
ル
ト
リ
ヒ
氏
の
主
張
に
言

及
し
た
。
氏
の
講
演
は
現
在
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ル
ト
リ
ヒ
著
伊
藤
綾

訳
﹁
大
勢
の
料
理
人
で
粥
を
炊
く
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
史
に
お
け
る
相

互
関
係
﹂︵
明
治
学
院
大
学
﹃
藝
術
学
研
究
﹄
第
十
九
号
、
二
〇
〇
九

年
七
月
、
七
九
～
九
一
頁
︶
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。


