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ま
え
が
き

い
ま
、
誰
に
も
見
通
し
の
つ
か
な
い
問
題
に
、
誰
も
が
面
と
向
か
っ
て
立
っ
て
い
る

o
l－
－
世
界
は
ど
こ
へ
い
く
の
か
。
し
か
し
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
、
四
十
五
年
た
っ
た
こ
の
時
点
で
、
一
つ
だ
け
明
ら
か
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
種
、
民
族
、
「
体
制
」
の
ち
が
い
を
こ
え
て
、
世

界
の
す
べ
て
の
人
び
と
が
、
か
核
。
の
な
い
平
和
な
生
活
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
行
為
は
、
そ
の
心
と
心
を
結
ぶ
輸
を
ど
こ
ま
で
も
つ
な
げ
て
、
残
存
す
る
「
対
立
」
を
、
そ
の
輪
の
力
で

「
統
こ
に
か
え
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
心
理
学
者
は
ど
ん
な
寄
与
を
な
し
う
る
か
。
こ
の
本
は
こ
の
間
い
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る

さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

一
九
九

O
年
七
月
、
日
本
で
初
め
て
、
京
都
で
、
国
際
応
用
心
理
学
会
第
二
十
二
回
会
議
が
聞
か
れ
る
。
国
際
応
用
心
理
学
会
は
、
一
九
二

O

年
ク
ラ
パ
レ
ー
ド
（
開
・

0
8一

R
E
O）
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
二
度
と
再
び
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
こ
め
て
組
織
し
た

い
き
さ
つ
を
も
っ
学
会
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
私
た
ち
「
平
和
の
た
め
の
心
理
学
者
懇
談
会
」
は
、
伺
よ
り
も
、
私
た
ち
自
身
が
仲
間
を
ふ
や
し
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
の
地
平
を
切
り
拓
く
た
め
に
、
第
二
に
は
、
い
ま
、
国
際
学
会
を
主
催
す
る
国
の
心
理
学
者
と
し
て
、
広
く
世
界
の
同
僚
に
平

和
の
挨
拶
を
送
る
た
め
に
、
こ
こ
に
、
日
本
に
お
け
る
平
和
心
理
学
へ
の
歩
み
を
概
指
し
、
『
平
和
心
理
学
の
い
ぶ
き
』
と
名
づ
け
て
年
来
の
課
題

に
こ
た
え
る
こ
と
に
し
た
。

第
I
部
で
は
、
日
本
の
平
和
心
理
学
の
歩
み
を
、
一
九
五

0
年
代
、
一
九
六

0
年
代
、
一
九
七

0
年
代
以
降
の
特
徴
と
と
も
に
ふ
り
か
え
り
、

そ
こ
か
ら
今
後
の
課
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
本
の
中
心
部
分
で
あ
る
。
第
H
部
で
は
、
広
が
っ
て
き
て
い
る
世
界
の
平
和
心
理
学
の
現
状

を
少
し
で
も
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
心
理
学
と
核
戦
争
の
防
止
』
を
抄
訳
し
、
さ
ら
に

詳
し
く
海
外
の
平
和
心
理
学
を
知
り
た
い
人
の
た
め
に
、
文
献
と
研
究
団
体
を
載
せ
た
。
第
凹
部
に
は
、
関
係
年
表
と
平
和
を
求
め
る
世
界
の
心



理
学
者
た
ち
の
声
明
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
篇
お
よ
び
、
次
の
日
本
の
平
和
心
理
学
研
究
関
連
文
献
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
頁
を
さ

い
た
が
、
こ
れ
は
、
本
書
に
平
和
心
理
学
の
手
引
き
と
し
て
の
役
割
を
加
え
る
つ
も
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
海
外
の
読
者
の
た
め
に
、

英
文
で
日
本
の
平
和
心
理
学
の
歩
み
の
概
略
と
声
明
類
と
を
載
せ
た
。
彼
ら
に
は
、
裏
と
び
ら
の
ほ
う
か
ら
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
い
い
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
文
献
に
つ
い
て
は
、
英
文
で
標
題
お
よ
び
要
約
が
付
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
を
、
日
本
語
標
題
と
併
記
し
て
、
海
外

の
読
者
の
用
に
供
し
て
あ
る
。

本
書
は
、
多
く
の
同
学
の
援
助
と
協
力
の
結
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
あ
と
が
き
を
執
筆
し
た
寺
内
礼
の
、
出
版
計
画

の
強
力
な
推
進
が
な
け
れ
ば
、
日
の
目
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
英
文
の
序
文
（

p
o
E
S）
を
担
当
し
た
入
谷
敏
男
は
、
会
の
代
表

と
し
て
、
ま
た
海
外
の
動
向
を
い
ち
早
く
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
仕
事
を
励
ま
し
た
。
ま
た
、
第
H
部
に
関
し
て
は
、
渡
辺
顕
治
（
国

民
教
育
研
究
所
）
、
松
本
字
（
順
天
堂
医
療
短
期
大
学
）
、
浅
田
く
に
（
桜
楓
学
園
）
、
坂
西
友
秀
（
埼
玉
大
学
）
、
都
筑
学
（
中
央
大
学
）
の
協
力
を
、

第
四
部
資
料
篇
お
よ
び
平
和
心
理
学
研
究
関
連
文
献
目
録
に
つ
い
て
は
、
兵
藤
宗
吉
（
中
央
大
学
）
、
岡
本
庸
子
（
一
橋
大
学
）
の
協
力
を
得
た
。
英

訳
に
つ
い
て
は
、
丸
山
幹
正
（
パ

l
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
平
和
財
団
）
、
佐
藤
悦
子
（
立
教
大
学
）
の
諸
氏
の
御
協
力
を
何
い
だ
。
し
か
し
、
正
確

に
い
え
ば
、
こ
の
本
は
、
私
た
ち
と
こ
れ
ら
の
人
た
ち
と
の
共
同
作
業
の
成
果
で
あ
る
。

本
書
の
出
版
の
意
義
を
深
く
理
解
さ
れ
て
、
出
版
事
情
の
厳
し
い
な
か
出
版
を
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
さ
ら
に
、

の
仕
事
を
忍
耐
強
く
見
守
り
つ
づ
け
て
く
だ
さ
っ
た
法
政
出
版
の
中
桐
信
胤
氏
に
、
心
か
ら
お
礼
を
述
べ
た
い
。

一
九
九

O
年
六
月

遅
々
と
し
た
私
た
ち

平
和
の
た
め
の
心
理
学
者
懇
談
会

『
平
和
心
理
学
の
い
ぶ
き
』
編
集
委
員
会

中
川
作
一
（
法
政
大
学
）

小
谷
野
邦
子
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）

伊
藤
武
彦
（
和
光
大
学
）

古
津
聡
司
（
中
央
大
学
）
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第
I
部

日
本
の
平
和
心
理
学



2 

敗
戦
か
ら
今
日
ま
で
ど
う
歩
ん
だ
か

、

一
九
五

0
年
代
の
平
和
心
理
学

〈

一

v

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る

ア
ッ
ピ
ー
ル
」

「
平
和
の

第
二
次
世
界
大
戦
直
後
、
ま
だ
そ
の
体
験
の
生
々
し
い
時
期
に
、

日
本
の
心
理
学
者
は
戦
争
と
か
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
何
を
考
え
た

の
か
、
文
献
に
み
る
限
り
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
争
で
中
断
さ
れ
て
い
た
学
会
は
、
一
九
四
六

年
頃
か
ら
動
き
始
め
、
戦
後
初
の
心
理
学
会
大
会
が
翌
一
九
四
七
年
、

東
京
帝
国
大
学
で
聞
か
れ
、
以
後
他
の
学
会
も
再
建
さ
れ
て
、
年
次

大
会
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
戦
争
や
平
和
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
研
究
発
表
・
発
言
が
あ
っ
た
の
か
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。

一
九
五

O
年
以
後
に
な
る
と
、
様
相
は
一
変
す
る
。
ア

メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る
「
平
和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
」
（
第

m部
資
料

篇
参
照
）
に
始
ま
り
、
欧
米
で
出
版
さ
れ
た
平
和
問
題
に
関
す
る
心
理

学
的
著
作
の
翻
訳
や
、
い
く
つ
か
の
独
自
な
心
理
学
研
究
が
み
う
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
同
年
六
月
に
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ

て
、
再
び
戦
争
へ
の
危
機
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
直
接
的
動
機

に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
さ
か
の
ぽ
る
二
、
一
二
年
前
こ

ろ
か
ら
の
占
領
政
策
の
右
傾
化
が
危
機
感
を
醸
成
し
て
い
た
こ
と
も

間
違
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
ま
で
日
本
の
科
学
者
が
手
を

こ
ま
ね
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
八
年
に
、
民
主
主

し
か
し
、



義
科
学
者
協
会
の
心
理
学
部
会
が
、
権
力
に
く
み
し
な
い
人
民
の
生

活
に
つ
な
が
る
心
理
学
の
建
設
を
う
た
っ
て
、
活
動
を
始
め
た
。
ま

た
、
第
二
回
ュ
、
ネ
ス
コ
総
会
の
決
議
を
う
け
て
同
じ
一
九
四
八
年
夏
、

パ
リ
に
招
請
さ
れ
た
七
カ
国
八
人
の
社
会
科
学
者
が
、
会
議
の
結
果

共
同
声
明
を
出
し
、
こ
れ
が
機
縁
に
な
っ
て
日
本
で
も
五
十
九
人
の

学
者
た
ち
が
討
論
の
す
え
、
「
平
和
問
題
に
関
す
る
日
本
の
科
学
者
の

声
明
」
を
発
表
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
声
明
に
心
理
学
者
と
し

て
は
、
南
博
、
宮
城
音
弥
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
和

の
た
め
に
努
力
す
る
科
学
者
の
動
き
は
す
で
に
心
理
学
者
を
包
ん
で

い
た
。
ま
た
、
一
九
五

O
年
三
月
に
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・
ア
ピ
ー

ル
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。＊ 

＊ 

＊ 

日
本
の
心
理
学
者
が
世
界
の
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
、

的
な
発
言
を
し
た
の
は
、
一
九
五

O
年
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ

に
は
、
戦
争
本
能
論
を
否
定
し
た
「
人
間
性
と
平
和
」
声
明
（
第

m部

資
料
篇
参
照
）
が
、
一
九
四
四

1
四
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
二
千
名
以
上

の
心
理
学
者
た
ち
の
署
名
を
集
め
て
公
表
さ
れ
た
事
実
を
、
こ
の
頃

は
じ
め
て
知
っ
て
大
き
く
勇
気
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

そ
の
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
へ
、
決
意
と
要
望
の
ア
ピ
ー
ル
を
送
っ

た
こ
と
が
、
日
本
の
心
理
学
者
の
平
和
問
題
へ
の
か
か
わ
り
の
出
発

初
め
て
公

点
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
四
月
三
日
、
第
十
四
回
日
本
心
理
学
会
大

会
に
さ
い
し
て
、
今
回
富
山
、
城
戸
幡
太
郎
、
古
賀
行
義
、
久
保
良
敏
、

依
田
新
、
鶴
田
正
一
、
南
博
の
七
氏
は
、
協
議
し
て
発
起
人
と
な
り
、

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る
「
平
和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
」
へ
の
署
名

を
大
会
参
加
者
に
も
と
め
た
。

ア
ピ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
へ
の
挨
拶
の
後
、
ま
ず
「
戦

后
我
々
日
本
の
心
理
学
者
達
は
日
本
を
民
主
化
し
学
問
の
自
由
を
確

立
す
る
た
め
に
し
ん
け
ん
に
努
力
し
て
き
ま
し
た
」
と
述
べ
、
民
主

主
義
と
自
由
が
戦
後
日
本
の
学
問
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て

い
た
。
つ
ぎ
に
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
学
問
の
自

由
の
確
立
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
平
和
を
愛
好
す
る
科
学
者
達

が
大
き
な
寄
輿
」
の
あ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
外
に
い
て
、
そ
れ
を
批
判
し
、
「
戦
后
」
を
展
望
し
得

た
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
や
教
育
学
者
の
教
育
論
（
例
え
ば
、
一
九
四

六
年
に
公
表
さ
れ
た
『
教
育
使
節
団
報
告
書
（
第
一
次
）
』
）
な
ど
の
進
歩

性
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
章
は
「
現

在
、
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
心
理
学
者
は
我
々
の
学
問
を
さ
ら
に
高
め
る

た
め
に
全
世
界
の
学
界
と
一
日
も
早
く
自
由
な
学
問
的
交
流
が
実
現

さ
れ
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
お
り
ま
す
」
と
続
い
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
「
全
世
界
の
学
界
」
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
日
本
軍
国
主
義
の
文

化
・
思
想
統
制
の
後
遺
症
か
ら
「
一
日
も
早
く
」
立
ち
直
ろ
う
と
し

日本の平和心理学第I部3 



た
当
時
の
知
識
人
の
切
望
が
に
じ
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
は
、
す
で
に
平
和
の
危
機
が
迫
っ
て
い
た
。
一

九
五

O
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ト
ル

l
マ
ン
が
米
原
子
力
委
員
会

に
水
爆
の
製
造
を
命
令
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ

の
国
の
新
し
い
世
界
戦
略
が
踏
み
出
さ
れ
、
「
も
っ
ぱ
ら
日
本
を
反
ソ

の
と
り
で
と
す
る
意
図
が
丸
見
え
」
（
波
多
野
完
治
『
戦
後
教
育
の
名
著

た
ち
』
小
学
館
、
七
頁
）
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
、
こ
の
危
機
感
が
起
草

者
た
ち
を
署
名
運
動
に
駆
り
立
て
た
動
因
で
あ
る
。
彼
ら
の
心
情
は
、

次
の
表
現
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

「
し
か
る
に
第
三
次
世
界
戦
争
の
切
迫
に
つ
い
て
の
最
近
の
報
道

は
日
本
の
科
学
者
を
深
く
心
痛
せ
し
め
て
お
り
再
び
過
去
の
暗
黒
に

ひ
き
も
ど
さ
れ
る
危
険
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
（
・
：
中
略
：
・
）
我
々
は
あ

ら
ゆ
る
形
の
戦
争
に
反
対
し
ま
す
。
我
々
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多

く
の
良
心
的
な
科
学
者
が
平
和
の
た
め
に
立
上
っ
た
と
い
う
報
道
に

よ
り
非
常
に
勇
気
六

vけ
ら
れ
て
い
ま
す
」
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
日

本
の
心
理
学
者
の
平
札
日
勺
の
意
志
を
表
明
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
諸

兄
が
こ
れ
に
対
し
て
大
い
な
る
激
励
と
協
力
を
送
ら
れ
ん
こ
と
を
念

願
し
て
や
み
ま
せ
ん
」
。

私
た
ち
は
、
こ
の
ア
ピ
ー
ル
か
ら
、
次
の
諸
点
を
継
承
し
た
い
。

川
「
平
和
」
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
心
理
学
者
は
、
な
に
よ
り

も
、
自
己
を
主
権
者
の
地
位
に
お
き
、
固
有
の
権
利
を
行
使
す

る
能
動
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
私
た
ち
は
、
平
和
の
心
理
学
の
た
め
に
「
全
世
界
の
学
者
」

と
共
同
す
る
必
要
が
あ
る
。

ω
平
和
の
心
理
学
の
た
め
に
信
頼
を
よ
せ
得
る
仲
間
は
、
当
然
、

危
険
な
政
策
決
定
者
の
行
為
に
反
対
す
る
批
判
勢
力
の
側
に
立

つ
、
各
国
の
心
理
学
者
で
あ
る
。

第
十
四
回
日
本
心
理
学
会
大
会
の
会
場
で
発
せ
ら
れ
た
「
平
和
の

ア
ッ
ピ
ー
ル
」
は
、
そ
の
当
時
日
本
心
理
学
会
の
会
長
で
あ
っ
た
高

木
貞
二
を
始
め
と
す
る
百
六
十
二
名
の
署
名
と
と
も
に
『
戦
争
へ
の

動
因
（
b
3．匂
S

S

S
ミ
ぎ
可
）
』
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

S
U
E
S

P
ロ
Z
弓
l
o
o
p凹
社
よ
り
一
九
四
二
年
に
刊
行
）
の
業
績
を
も
っ
ト
l

ル
マ
ン
（
叶
o

－Bω
P
開－

n・
）
を
介
し
て
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
届

け
ら
れ
た
。
こ
の
措
置
は
私
た
ち
に
も
う
一
つ
の
確
認
を
せ
ま
っ
て

4 

い
る
と
思
う
。

凶
平
和
の
心
理
学
は
、
市
民
と
し
て
主
権
者
の
立
場
に
立
つ
か

ぎ
り
、
心
理
学
説
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
世
界
の
心
理
学
者
の

協
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
壮
大
な
領
域
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ち
ょ
う
ど
、
ど
の
入
口
か
ら
入
っ
て
も
同
じ
ア
リ
ー
ナ
で

ま
た
お
互
い
が
顔
を
合
わ
せ
る
コ
ロ
シ
ア
ム
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
今
日
な
お
、
私
た
ち
が
受
け
継
ぐ
べ
き
観
点
と
し
て
見



逃
せ
な
い
の
は
、
ア
ピ
ー
ル
が
、
上
述
の
引
用
の
な
か
で
は
、
「
中
略
」

に
し
て
お
い
た
部
分
で
、
「
『
攻
撃
』
は
人
間
の
本
能
で
は
な
く
こ
の

よ
う
な
行
動
が
多
く
歴
史
的
社
会
的
傑
件
に
よ
る
の
で
あ
る
事
を

我
々
は
知
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ω
日
本
の
心
理
学
者
は
、
平
和
の
た
め
の
心
理
学
の
前
提
を
、

人
間
行
動
の
歴
史
的
被
制
約
性
に
お
い
て
い
た
。

こ
の
理
解
は
、
厳
し
い
思
想
統
制
に
対
決
す
る
姿
勢
で
考
え
ぬ
か

れ
て
き
た
わ
が
国
の
認
識
論
の
達
成
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
以
上
五
つ
の
観
点
は
、
相
互
に
密
接
に
連
関
し
て
い

る
。
さ
き
ま
わ
り
し
て
言
え
ば
、
平
和
に
関
す
る
心
理
学
者
の
責
任

は
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
視
野
に
収
め
た
座
標
軸
の
な
か
で
、
今
日
の

与
件
を
生
か
し
、
共
同
し
て
、
活
動
と
研
究
の
前
提
を
ひ
ろ
げ
る
こ

と
で
あ
る
。

〈一一
v

五

0
年
代
の
平
和
の
た
め
の
心
理
学

日
本
人
の
手
に
な
る
直
接
の
研
究
で
は
な
い
が
、
い
ち
早
く
精
力

的
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
一
連
の
翻
訳
出
版
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

は
当
時
の
心
理
学
者
た
ち
の
関
心
の
在
り
方
を
示
し
、
そ
の
後
の
研

究
も
そ
れ
に
触
発
さ
れ
、
影
響
を
う
け
て
い
る
の
で
、
ま
ず
簡
単
に

触
れ
て
お
こ
う
。

（一）

翻
訳

翻
訳
本
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
と
い
う
大
義
名
分
を
も

っ
て
戦
争
に
参
加
し
、
ま
た
自
国
本
土
が
実
戦
の
場
に
は
な
ら
な
か

っ
た
た
め
に
一
定
の
余
裕
を
も
っ
て
い
ら
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理

学
者
た
ち
の
戦
争
中
の
労
作
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の

心
理
学
研
究
の
再
出
発
の
模
様
を
描
く
手
が
か
り
に
な
る
。

ま
ず
、
精
神
分
析
の
理
論
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
心
浬
構
造
を
分

析
し
た
フ
ロ
ム
（
司
O
B
B－
開
・
）
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
お
よ
び
、

却

削

そ
れ
に
連
な
る
彼
の
諸
労
作
が
次
々
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
日
本
の
研
究
者
た
ち
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
強
く
、
そ
れ
を
直
接

と
り
あ
げ
た
書
評
や
対
談
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
に
も
陰

に
陽
に
影
響
を
与
え
た
。

さ
ら
に
、

的
研
究
、

日本の平和心理学

フ
ロ
ム
の
理
論
の
延
長
線
上
で
行
わ
れ
た
綿
密
な
実
証

ア
ド
ル
ノ
（
〉
己
O
E
O－
叶
・
当
・
）
ら
の
『
権
威
主
義
的
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
』
（
原
著
は
一
九
五

O
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
邦
訳
の
出
版

は
一
九
八

O
年
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
に
刺
激
さ
れ
、
実
証
的

道
具
を
手
に
し
た
こ
と
に
力
を
得
て
、
多
く
の
「
権
威
主
義
的
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
や
「
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
関
係
の
研
究
が
な
さ

第 I部5 



以
後
の
こ
の
種
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
ア
ド
ル

ノ
た
ち
の
こ
の
研
究
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
こ
の
研
究
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
の
原
点
を
は

な
れ
、
実
証
的
道
具
そ
の
も
の
の
精
織
化
と
個
人
的
属
性
の
診
断
に

関
心
を
固
定
す
る
研
究
も
多
産
さ
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
方
向
の
研
究

は
、
人
間
性
の
可
塑
性
を
見
失
い
、
「
閉
じ
た
系
」
と
し
て
の
類
型
に

目
を
奪
わ
れ
る
た
め
に
、
研
究
を
人
類
共
通
の
目
的
で
あ
る
平
和
に

結
び
つ
け
る
流
れ
か
ら
身
を
ひ
く
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

人
間
の
闘
争
本
能
を
否
定
し
た
ア
メ
リ
カ
心
理
学
界
の
見
解
の
線

上
に
は
、
す
べ
て
の
欲
求
を
社
会
的
学
習
の
観
点
か
ら
み
る
関
係
で
、

好
戦
的
傾
向
も
平
和
を
望
む
心
も
、
人
聞
が
経
験
的
に
学
習
し
、
獲

得
し
た
も
の
と
考
え
る
立
場
が
あ
る
。
メ
イ
の
『
戦
争
と
平
和
の
社

会
心
理
学
』
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
学

習
理
論
に
立
つ
平
和
心
理
学
の
翻
訳
紹
介
は
、
以
後
オ
ス
グ
ッ
ド
ら

の
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
も
う
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
典
型
と

し
て
、
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
的
関
係
論
の
な
か
で
み
て
い

こ
う
と
す
る
、
レ
ヴ
イ
ン
ら
の
業
績
も
一
九
五
四
年
に
翻
訳
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
方
法
論
的
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
は
あ
る
と
し

て
も
、
い
ず
れ
も
戦
争
と
平
和
と
い
う
大
き
な
問
題
に
一
貫
し
た
理

論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
業
績
で
あ
っ
た
。

れ
て
い
く
。

日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
総
合
的
な
理
論
的
挑
戦
は
み
ら
れ

な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
研
究
が

始
め
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
に
お
け
る
試
み
は
、
そ
の
テ
l
マ

に
よ
っ
て
大
雑
把
に
四
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
に
は
、
被
爆
と
い
う
唯
一
日
本
の
体
験
を
対
象
に
、
冷
静

に
戦
争
の
反
人
間
性
を
考
え
さ
せ
る
労
作
が
始
ま
っ
て
い
る
（
宮
城

音
弥
ら
の
も
の
に
も
み
ら
れ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
一
連
の
久
保
良
敏
の

著
作
を
挙
げ
な
く
て
は
な
る
F
Mマ
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
原
爆

と
な
ら
ぶ
象
徴
的
な
事
件
は
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
で
あ
る
。
原
爆

が
、
以
後
地
球
上
の
全
生
命
を
ひ
と
し
く
絶
滅
に
直
面
さ
せ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
類
史
を
質
的
に
変
え
た
と
す
れ
ば
、
強
制
収
容
所
は
、

人
聞
が
人
聞
を
直
接
ど
こ
ま
で
冒
潰
で
き
る
も
の
な
の
か
、
そ
の
極

致
を
展
開
し
て
み
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
そ
の
強
制

収
容
所
で
行
わ
れ
た
残
虐
に
か
か
わ
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間

の
人
格
そ
の
も
の
を
大
量
に
計
画
的
に
い
か
に
激
変
さ
せ
て
い
っ
た

か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
心
理
学
的
に
分
析
し
た
も
の
を
紹
介
し
つ
つ
、

日
本
に
お
け
る
軍
国
主
義
に
つ
な
げ
て
考
え
た
論
究
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
第
三
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
、
先
の
二
つ
よ
り
も
っ
と
一
般
的

な
戦
争
の
心
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
争
へ
の
心
理
的
準
備
を

促
す
政
策
決
定
者
の
戦
術
や
、
戦
時
下
の
国
民
心
理
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
の
分
析
・
考
府
知
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
日
本
を
意
識
し
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た
も
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
外
国
で
の
例
や
学
説
を
引
用
し
て
、

日
本
に
も
当
て
は
ま
る
普
遍
性
を
も
と
め
て
い
る
が
、
あ
る
も
の
は

説
明
の
科
学
性
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、
「
平
和
」
と
の
接
点
が
分
か
り

に
く
く
な
る
傾
向
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
い
視
野
で
将
来
を

眺
め
た
場
合
、
若
い
世
代
へ
希
望
を
託
す
る
の
は
い
つ
の
世
で
も
同

じ
で
あ
る
。
一
九
五

0
年
代
の
後
半
に
入
る
と
、
青
少
年
の
平
和
意

識
に
関
す
る
研
究
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
第
四
の
ジ
ャ

ン
ル
で
あ
る
。

（ニ）

被
爆

一
九
五
一
年
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
行
わ
れ
た
第
十
三
回
国
際
心

理
学
会
議
で
、
日
本
の
加
盟
が
承
認
さ
れ
た
。
「
平
和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
」

で
、
一
日
も
早
く
全
世
界
の
学
界
と
の
交
流
を
希
望
し
て
い
た
日
本

の
心
理
学
者
は
、
さ
っ
そ
く
念
願
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
翌
一

九
五
二
年
、
南
博
は
パ
リ
を
訪
れ
、
日
本
人
心
理
学
者
と
し
て
初
め

て
ユ
ネ
ス
コ
に
参
加
し
た
。

一
九
五
二
年
、
日
本
心
理
学
会
は
、
「
広
島
原
爆
被
爆
影
響
調
査
に

協
力
す
る
こ
と
に
な
り
古
賀
、
戸
川
、
宮
城
各
理
事
が
交
渉
に
あ
た

る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
日
本
心
理
学
会
編
『
日
本
心
理
学
会
五
十
年
史
〔
第

二
部
〕
』
金
子
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一

O
頁
）
。
学
会
が
正
式
に
平
和
問

題
に
取
り
組
も
う
と
し
た
初
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な

協
力
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
ど
こ
に
発
表
さ
れ
た
の
か
は
分
か
ら

な
い
。
た
だ
、
宮
城
音
弥
の
司
会
に
な
る
座
談
会
は
、
こ
の
線
に
そ

っ
た
か
か
わ
り
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
被
爆
者
数
人
が
被
爆
時
の
経
験
に
つ
い
て
座
談
会
を

し
て
い
る
。
そ
の
司
会
者
と
し
て
宮
城
音
弥
は
時
折
、
彼
ら
の
話
す

体
験
を
ま
と
め
、
説
明
を
挟
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
被
爆
直
後
、
支

離
滅
裂
な
行
動
を
し
て
い
た
と
い
う
述
懐
が
で
る
と
、
か
そ
れ
は
驚
博

反
応
で
あ
る
。
驚
博
反
応
に
よ
っ
て
、
意
識
の
表
面
が
あ
る
程
度
や

ら
れ
、
物
事
の
見
極
め
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
誤
っ
て
他

人
の
子
供
を
連
れ
で
き
た
り
し
た
の
だ
。
同
時
に
記
憶
障
害
も
来
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
も
っ
と
ひ
ど
く
や
ら
れ
る
と
、
意
識
を
失

っ
て
し
ま
う
。
と
説
明
す
る
。
被
爆
ほ
ど
ひ
ど
い
シ
ョ
ッ
ク
は
文
字

ど
お
り
未
曾
有
で
、
心
理
的
に
も
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
残
し
た
が
、

ま
だ
被
爆
の
様
相
に
つ
い
て
の
情
報
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
の
時
期

に
、
何
ら
か
の
心
理
学
的
説
明
を
試
み
た
意
味
は
見
逃
せ
な
い
。

わ
が
国
の
平
和
心
理
学
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
る
場
合
、
先
の
「
平

和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
」
の
発
起
人
の
ひ
と
り
、
久
保
良
敏
の
「
広
島
被

爆
直
後
の
人
間
行
動
」
「
原
・
水
爆
へ
の
態
度
〕
は
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
被
爆
後
四
年
た
っ
て
か
ら
、
調
査
を
始
め
て
い
る
が
、
五

十
四
名
の
被
爆
者
の
報
告
の
信
頼
性
を
検
討
し
つ
つ
、
面
接
調
査
の
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方
法
で
、
被
爆
直
前
の
位
置
姿
勢
か
ら
始
め
て
、
八
月
十
五
日
の
敗

戦
の
報
を
聞
く
ま
で
の
各
人
の
行
動
の
報
告
を
も
と
に
、
被
爆
直
後
、

ど
の
よ
う
な
順
序
で
事
態
が
進
展
し
、
体
験
は
ど
ん
な
も
の
で
、
ど

う
判
断
し
た
か
を
、
刺
激
群
を
時
系
列
で
分
け
、
心
理
的
影
響
を
叙

述
し
て
い
る
。
〈
閃
光
〉
〈
爆
風
〉
〈
倒
壊
〉
と
い
う
強
烈
な
第
一
刺
激

群
に
よ
る
「
準
定
常
的
平
衡
状
態
」
の
混
乱
か
ら
、
敗
戦
に
至
る
被

爆
者
の
「
判
断
」
と
「
行
動
」
の
刻
々
の
変
化
を
、
心
理
学
者
の
責

任
に
お
い
て
記
述
し
た
記
念
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。
こ
の
後
、
被
爆

体
験
を
対
象
と
し
た
す
べ
て
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。

匡）

強
制
収
容
所

第
二
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
体
験
の
分
析
に

つ
い
て
は
、
清
水
幾
太
郎
の
そ
れ
も
城
戸
浩
太
郎
の
も
の
も
、
ど
ち

ら
も
、
強
制
収
容
所
に
収
監
さ
れ
一
年
後
に
釈
放
さ
れ
た
ペ
ッ
テ
ル

ハ
イ
ム
（
回

2z
－z－B－
∞
・
）
が
一
九
四
三
年
、
自
己
の
経
験
や
ま
わ

り
の
囚
人
の
観
察
を
も
と
に
分
析
し
て
『
異
常
・
社
会
心
理
学
雑
誌

C
3
3ミ
ミ
k

立
さ
3
8ご
室
、

ωξ
笠
原
宮
雪
守
宅
）
』
三
十
八

巻
四
号
に
発
表
し
た
論
文
（
宮
仏

E
E巳
自
己
冨
凶
器
∞
各
当
日
。
ユ
ロ

伊
内
可
巾
自
ω
巴
Z
m昨日
0
ロ
印
）
を
も
と
に
し
て
い
る
。

囚
人
た
ち
か
ら
個
人
と
し
て
の
統
一
性
を
奪
い
、

彼
ら
を
無
抵
抗

の
従
順
な
集
団
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
過
程
、
つ
ま
り
限
界
状
況
に

立
た
さ
れ
た
人
聞
が
、
次
第
に
ナ
チ
の
思
い
ど
お
り
の
人
聞
に
変
化

し
て
い
く
過
程
は
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
よ
る
と
、
四
つ
の
段
階
に

区
別
さ
れ
る
。
第
一
段
階
は
、
不
法
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
イ
ニ

シ
ャ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
。
こ
の
心
理
的
動
揺
は
、
囚
人
の
階
層
的
背
景

と
政
治
意
識
に
よ
っ
て
、
質
的
に
異
な
る
。
第
二
段
階
は
、
キ
ャ
ン

プ
へ
の
輸
送
の
時
期
で
、
拷
問
の
連
続
が
お
そ
っ
て
く
る
。
拷
問
は
、

囚
人
の
抵
抗
意
識
と
主
体
性
を
麻
帽
押
さ
せ
、
看
守
た
ち
に
優
越
感
を

与
え
る
手
段
で
あ
る
。
囚
人
の
人
格
に
内
部
か
ら
の
崩
壊
が
始
ま
る
。

ぺ
ツ
テ
ル
ハ
イ
ム
自
身
は
、
こ
の
恐
る
べ
き
体
験
を
主
体
と
し
て
の

自
我
で
は
な
く
、
客
体
と
し
て
の
自
我
に
か
か
わ
る
出
来
事
と
し
て

外
化
し
、
自
我
を
意
識
的
に
分
裂
さ
せ
、
自
ら
傍
観
す
る
自
我
の
側

に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
統
合
を
維
持
す
る
自
己
防
衛
の

体
制
を
つ
く
っ
た
。
第
三
段
階
は
、
囚
人
た
ち
の
人
格
お
よ
び
生
活

に
漸
次
的
変
化
が
起
こ
る
。
傍
観
的
自
我
の
分
裂
は
な
く
な
り
、
「
古

参
」
は
収
容
所
生
活
に
適
応
し
て
い
く
。
ま
た
、
囚
人
た
ち
は
完
全

に
開
離
さ
れ
た
絶
対
服
従
の
生
活
の
な
か
で
、
子
ど
も
の
よ
う
に
振

る
舞
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
よ
う
な
精

神
状
態
へ
退
行
し
、
し
だ
い
に
常
人
と
し
て
の
人
間
性
を
崩
壊
さ
せ

て
い
く
。
囚
人
た
ち
が
、
自
己
の
人
格
を
ま
っ
た
く
変
化
さ
せ
て
ゲ

シ
ュ
タ
ポ
の
価
値
基
準
を
自
己
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
き
、
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「
適
応
」
は
完
成
し
、
最
後
の
段
階
と
な
る
。
「
新
入
り
」
の
不
慣
れ

な
行
動
と
間
違
い
は
、
集
団
全
体
に
連
帯
的
な
懲
罰
を
も
た
ら
す
た

め
、
自
衛
の
た
め
に
、
「
古
参
」
は
い
わ
ゆ
る
不
適
任
な
「
新
入
り
」

に
た
い
し
て
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
や
り
く
ち
を
ま
ね
て
、
統
制
し
だ
す

の
で
あ
る
。

四
十
五
年
以
上
た
つ
現
在
に
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
の
研
究
を
生

か
す
た
め
に
は
、
「
残
虐
行
為
そ
の
も
の
を
強
調
し
た
り
、
あ
る
個
人

が
い
か
に
悲
惨
な
運
命
に
あ
っ
た
か
を
強
調
し
て
も
無
駄
だ
ろ
う
。

収
容
所
の
社
会
的
意
味
は
、
そ
れ
が
威
圧
的
大
衆
国
家
の
本
質
を
示

す
例
と
し
て
重
要
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
」
（
『
鍛
え
ら
れ
た
心
『
一
一

二
頁
）
「
た
し
か
に
い
ま
で
は
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
は
過
去
に
属
す

る
が
、
国
家
の
必
要
を
み
た
す
た
め
に
人
格
を
変
え
る
と
い
う
考
え

が
、
同
様
に
過
去
の
こ
と
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
（
：
・
中
略
：
・
）

全
体
主
義
国
家
に
役
に
立
つ
国
民
を
つ
く
る
た
め
に
人
格
を
変
え
る

手
段
と
し
て
の
収
容
所
」
（
同
前
書
、
二
四
頁
）
の
機
能
を
研
究
し
、

そ
の
よ
う
な
事
態
に
通
じ
る
社
会
状
況
を
見
抜
い
て
い
く
視
点
を
獲

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
被
爆
研
究
に
し
て
も
同
じ
で

あ
る
。
あ
る
個
人
の
悲
惨
な
体
験
の
後
追
い
研
究
か
ら
、
そ
の
体
験

が
も
た
ら
さ
れ
た
歴
史
・
社
会
的
文
脈
と
そ
の
構
造
に
対
す
る
批
判

が
抜
け
る
と
、
対
岸
の
火
事
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
現
在
の
自
分
自

身
の
課
題
と
そ
の
歴
史
的
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
視
点
が
な
い
と
、

研
究
者
は
方
向
性
を
失
い
、
客
観
主
義
的
分
析
記
述
に
と
ど
ま
る
ほ

か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
、
清
水
幾
太
郎
の
も
仇
と
城
戸
浩
太
郎
の
ぞ
仇
を
み

て
み
よ
う
。
前
者
は
、
キ
ャ
ン
プ
の
よ
う
な
限
界
状
況
に
立
た
さ
れ

れ
ば
誰
で
も
あ
れ
以
上
の
行
動
に
で
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
す
れ
ば

人
聞
を
こ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
み
、
非
人
間
的
態
度
を
と
ら
し

め
る
も
の
、
全
体
主
義
を
憎
む
、
と
言
い
、
戦
争
を
準
備
し
か
っ
こ

れ
を
遂
行
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
国
家
は
全
体
主
義
へ
向
か
っ
て

進
む
の
で
あ
る
、
と
一
般
的
警
告
を
発
し
て
い
る
。
城
戸
浩
太
郎
は
、

も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
日
本
に
ひ
き
つ
け
て
、
読
者
の
注
意
を
引

く
。
つ
ま
り
、
個
人
を
集
団
の
連
帯
責
任
に
投
げ
こ
み
外
圧
と
内
圧

と
の
両
方
に
よ
っ
て
、
個
人
を
子
ど
も
の
よ
う
な
行
動
様
式
に
退
行

さ
せ
、
指
導
者
の
意
志
に
盲
目
的
に
服
従
す
る
態
度
を
植
え
付
け
る

と
い
う
方
法
は
、
日
本
の
軍
隊
の
あ
り
方
に
通
じ
る
と
指
摘
す
る
。

収
容
所
の
「
古
参
」
は
、
日
本
の
軍
隊
生
活
の
下
士
官
や
古
年
兵
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
そ
こ
で
の
適
応
と
対
抗
の
悪
循

環
は
、
国
家
全
体
に
拡
大
さ
れ
て
、
日
本
全
体
が
一
つ
の
〈
真
空
地

帯
〉
、
一
つ
の
強
制
収
容
所
と
な
っ
た
」
と
述
べ
、
「
い
ま
ま
た
、
日

本
は
憲
法
を
改
悪
し
、
四
海
に
柵
を
め
ぐ
ら
し
、
物
理
的
強
制
機
構

を
整
備
し
な
が
ら
、
真
空
地
帯
を
再
編
し
つ
つ
あ
る
」
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
。
両
者
は
少
な
く
と
も
分
析
記
述
の
段
階
を
越
え
、
か
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れ
ら
自
身
の
主
張
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
へ
の
意
思
を

伝
え
て
い
る
。

回）

戦
争
の
一
般
心
理

宮
城
音
弥
は
「
権
威
服
従
の
心
理
」
に
お
い
て
、
よ
り
一
般
的
視

野
か
ら
権
威
に
た
い
す
る
服
従
の
心
理
を
分
析
し
て
い
る
。
彼
は
、

ま
ず
権
威
に
た
い
す
る
服
従
は
、
社
会
的
人
間
の
重
要
な
性
質
で
あ

り
、
長
い
間
社
会
生
活
に
役
立
っ
て
き
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
は
、
精
神
的
に
他
者
に
追
従
す
る
心
理
と
、
他
者
を
優

れ
た
も
の
、
力
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
自
己
を
こ
れ
に
比
し

τ劣
っ

た
も
の
無
力
な
も
の
と
み
な
す
心
理
と
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。
つ
ぎ

に
、
権
威
は
、
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
恐
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
い
う
両
面
価
値
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
権
威
を
作
り
出
し
維

持
す
る
方
法
は
、
こ
れ
に
服
従
す
る
も
の
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
で

あ
る
。
軍
隊
の
権
威
は
、
階
級
問
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
厳
密
に
距

離
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
り
出
さ
れ
、
ま
た
天
皇
の
権

威
は
、
彼
を
人
民
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
。
権

威
服
従
の
心
理
そ
の
も
の
は
、
つ
ね
に
非
合
理
的
で
あ
り
、
た
だ
「
優

越
」
と
「
強
大
」
の
感
情
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
そ
の
対
象
が
そ
の
時
の
権
力
と
結
合
し
た
権
威
で
あ
ろ
う

と
、
よ
り
普
遍
的
な
権
威
で
あ
ろ
う
と
何
ら
差
異
は
な
い
。
そ
こ
で
、

対
象
に
は
劇
的
な
、
視
覚
的
に
そ
の
力
を
想
像
で
き
る
も
の
が
選
ば

れ
や
す
い
。
事
実
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
つ
ね
に
演
劇
的
に
振
る
舞
っ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
以
上
、
宮
城
は
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に

存
在
す
る
弱
性
（
ア
ス
テ
ニ
ツ
ク
）
に
根
を
も
っ
権
威
服
従
の
両
面

を
指
摘
し
た
が
、
「
不
服
従
」
へ
の
展
望
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
平

和
の
担
い
手
で
あ
る
主
権
者
を
励
ま
す
説
得
力
に
乏
し
い
。

南
博
「
戦
争
へ
の
心
理
的
準
備
」
は
ア
メ
リ
カ
に
事
例
を
も
と
め

て
い
る
が
、
戦
争
へ
国
民
を
引
っ
張
っ
て
い
く
道
筋
が
分
か
り
ゃ
す

く
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
戦
争
へ
の
心
理
的
準
備
の
第
一
歩
は
、

平
和
・
反
戦
運
動
を
妨
害
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
に
は
、
そ

の
運
動
が
何
か
平
和
以
外
の
目
標
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与

え
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
全
面
講
和
、
軍
事
基

地
反
対
を
唱
え
る
平
和
運
動
は
ア
カ
で
あ
る
と
い
う
口
実
で
危
険
な

「
陰
謀
」
と
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
聞
か
れ
た
世
界
平
和
会

議
に
た
い
し
て
、
新
聞
・
雑
誌
が
い
っ
せ
い
に
試
み
た
妨
害
運
動
の

様
ざ
ま
な
手
口
を
あ
げ
て
、
い
か
に
市
民
に
嘘
の
印
象
を
植
え
付
け

よ
う
と
し
た
か
を
例
示
し
て
い
る
。
第
二
段
は
「
戦
争
を
通
じ
て
の

平
和
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
要
約
さ
れ
る
、
平
和
の
名
を
借
り
た

戦
争
挑
発
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
ソ
連
そ
の
他
の
社
会
主

義
国
家
が
地
球
上
に
あ
る
限
り
、
平
和
は
達
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
議
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論
が
行
わ
れ
る
。
「
敵
」
国
の
悪
練
さ
が
宣
伝
さ
れ
る
。
ソ
連
の
脅
威

に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
い
か
に
「
弱
体
」
で
あ
る
か
を
誇
張
し

て
軍
備
拡
張
を
正
当
化
す
る
。
さ
ら
に
、
平
和
否
定
と
戦
争
肯
定
と

い
う
宣
伝
の
二
段
階
の
つ
ぎ
に
、
第
三
の
い
わ
ば
間
接
的
な
準
備
も

あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
心
理
的
麻
癖
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
方
法
で
、
人

が
一
定
の
現
象
に
つ
い
て
、
一
時
的
あ
る
い
は
永
続
的
に
判
断
力
を

失
う
よ
う
に
仕
向
け
る
作
戦
で
あ
る
。
非
常
に
強
烈
な
刺
激
を
間
断

な
く
、
単
調
に
繰
り
返
し
与
え
ら
れ
る
と
、
人
は
そ
れ
に
た
い
し
て

麻
揮
を
起
こ
し
、
無
関
心
の
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
政
治
的
批

判
力
の
な
い
群
衆
的
存
在
に
ま
で
お
と
し
め
ら
れ
る
。
彼
は
「
戦
争

の
危
機
を
説
く
前
に
、
戦
争
へ
の
危
機
を
叫
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
。

南
の
「
共
産
党
へ
の
恐
怖
」
も
、
同
じ
線
上
の
著
作
で
あ
る
。
彼

は
、
「
歴
史
の
前
進
を
阻
む
た
め
に
、
大
衆
の
心
に
注
ぎ
こ
ま
れ
る
恐

怖
こ
そ
は
、
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
恐
れ
る
べ
き
こ
と

な
の
で
あ
る
」
と
言
い
、
「
ル

l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
は
、
お
よ
そ
進

歩
の
側
に
く
み
す
る
者
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
っ
て
も
、
常
に
反
動

勢
力
か
ら
『
赤
』
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
そ
れ
が
一
般
大
衆
に
と
っ
て
、

恐
怖
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
論
旨
を
つ
な
ぐ
。

三
鷹
事
件
の
新
聞
報
告
に
つ
い
て
の
読
者
の
反
応
を
引
き
な
が
ら
、

新
聞
記
事
の
大
見
出
し
の
文
句
を
通
じ
て
、
先
入
的
意
見
や
感
情
が

固
め
ら
れ
、
偏
見
に
た
か
ま
っ
て
い
く
さ
ま
を
描
写
し
て
い
る
。

同
じ
く
国
家
主
義
的
偏
見
形
成
の
面
か
ら
、
戦
争
へ
の
国
民
心
理

の
準
備
を
、
南
の
論
文
よ
り
も
っ
と
一
般
化
し
て
展
開
し
て
い
る
の

が
、
井
上
万
義
「
戦
争
の
心
理
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
例
に
、
国

家
主
義
感
情
生
成
の
機
制
を
説
明
し
、
ま
た
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
そ
の
宣

伝
者
た
ち
が
、
国
民
の
心
を
戦
争
に
向
け
て
お
く
た
め
に
訴
え
た
精

神
技
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
体
主
義
国
家
と
民
主

主
義
国
家
と
に
お
け
る
宣
伝
の
異
同
や
戦
争
時
の
宣
伝
方
法
に
つ
い

て
論
考
し
て
い
る
。
具
体
的
な
歴
史
過
程
に
沿
っ
た
説
明
の
展
開
が

欠
け
て
い
て
、
一
般
的
な
偏
見
と
戦
争
に
至
る
偏
見
と
の
違
い
が
み

え
な
い
し
、
個
々
に
あ
げ
ら
れ
た
機
制
聞
の
関
連
も
分
か
り
に
く
い

が
、
個
人
の
側
の
「
偏
見
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
心
理
学
的
概
念
を

使
っ
て
戦
争
へ
の
道
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
試
み
は
評
価
で
き
る
。

圃
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青
少
年
と
平
和
の
意
識

一
九
五

0
年
代
の
後
半
に
入
る
と
、
新
し
く

n
青
少
年
々
が
取
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
代
を
担
う
若
者
た
ち
の
意
識
や
そ
の
育
成
が
、

平
和
心
理
学
の
課
題
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
悲
惨
を
極
め
た
被
爆
と
い
う
世
界
史
を
画
期

す
る
体
験
が
、
ま
す
ま
す
そ
の
非
人
道
性
を
あ
き
ら
か
に
し
つ
つ
あ
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る
時
、
世
界
は
、
逆
に
核
武
装
へ
の
道
を
つ
き
進
む
か
に
み
え
た
。

一
九
四
九
年
、
ソ
連
は
核
兵
器
保
有
を
発
表
し
た
。
翌
一
九
五

O
年、

原
爆
禁
止
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・
ア
ピ
ー
ル
が
採
択
さ
れ
、
全
世
界

で
五
億
の
署
名
が
集
ま
っ
た
が
、
一
九
五
二
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
が
原

爆
を
保
持
し
、
ア
メ
リ
カ
が
最
初
の
水
爆
実
験
を
す
る
事
態
に
至
り
、

ま
た
、
一
九
五
三
年
に
は
ソ
連
の
水
爆
実
験
の
成
功
が
報
じ
ら
れ
る

な
ど
、
核
武
装
に
よ
る
緊
張
は
激
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
五
四
年
、

ビ
キ
ニ
環
礁
で
の
ア
メ
リ
カ
の
水
爆
実
験
に
よ
る
日
本
に
と
っ
て
三

度
目
の
被
曝
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
第
五
福
竜
丸
事
件
」
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
被
災
漁
船
は
八
百
般
以
上
に
上
っ
て
い
る
。
一
九
五

五
年
、
ウ
ィ
ー
ン
・
ア
ピ
ー
ル
が
発
表
さ
れ
、
日
本
で
は
、
当
時
の

有
権
者
の
過
半
数
を
超
え
る
三
千
二
百
万
人
の
ビ
キ
ニ
反
対
署
名
が

集
ま
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
、
明
日
の
日
本
、
と
い
う
よ
り
人

類
の
将
来
に
と
っ
て
決
定
的
意
義
を
も
っ
、
青
少
年
の
原
水
爆
に
た

い
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。

塩
川
「
原
水
爆
実
験
に
対
す
る
青
少
年
の
態
度
と
そ
の
及
ぼ
す
心

理
的
影
響
」
は
、
当
時
の
青
少
年
の
意
見
の
実
態
を
知
る
う
え
で
参

考
に
な
る
。
山
村
、
都
市
、
お
よ
び
第
五
福
竜
丸
を
始
め
と
し
た
ビ

キ
ニ
被
災
船
の
母
港
で
あ
っ
た
焼
津
の
小
学
二
年
生
以
上
中
学
生
ま

で
計
二
千
二
百
二
十
七
人
に
、
質
問
紙
法
で
原
水
爆
実
験
に
た
い
す

る
意
見
を
聞
い
て
い
る
。
集
計
の
方
法
も
単
純
に
各
属
性
ご
と
の
回

答
を
パ
ー
セ
ン
ト
で
示
し
、
回
答
傾
向
に
沿
っ
て
解
説
を
付
け
て
い

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
時
宜
と
所
を
得
た
調
査
で
あ
り
、
著
者

の
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
原
水
爆
実
験
の
結
果
が
子
ど

も
に
も
た
ら
す
恐
怖
感
が
、
過
度
に
な
れ
ば
放
射
能
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

な
る
恐
れ
が
あ
る
と
、
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学

校
や
家
庭
で
、
放
射
能
の
知
識
を
「
積
極
的
態
度
に
お
い
て
」
も
っ

と
子
供
に
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
の

「
積
極
的
態
度
」
の
具
体
的
な
示
唆
は
な
い
。
積
極
的
と
は
ど
う
い

う
状
態
を
指
し
て
い
る
の
か
、
何
に
関
連
し
て
そ
う
い
っ
た
態
度
が

で
て
く
る
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
が
、

平
和
教
育
心
理
学
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
点
、
乾
孝
「
青
年
と
原
子
力
問
題
」
は
、
短
い
け
れ
ど
、
心

理
学
研
究
の
方
法
と
、
今
日
で
も
広
く
問
題
に
な
っ
て
い
る
無
力
感

と
そ
の
克
服
に
示
唆
を
与
え
る
好
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
某

私
立
女
子
高
等
学
校
生
徒
会
が
そ
の
前
年
ま
と
め
た
一
冊
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
も
と
に
論
を
始
め
る
。
そ
の
パ
ン
フ
は
、
漁
村
、
農
村
、

中
小
都
市
、
工
場
、
国
鉄
、
病
院
、
商
店
、
基
地
、
学
生
（
一
般
）
、

当
該
女
子
校
の
十
カ
所
に
た
い
し
て
行
っ
た
、
原
水
爆
に
関
す
る
質

問
紙
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
の
概
要
を
紹
介
す

る
こ
と
に
、
こ
の
論
文
の
焦
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

調
査
を
学
生
が
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
大
人
た
ち
の
、
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身
の
意
見
を
と
り
あ
げ
て
、
特
に
調
査
・
研
究
に
た
い
す
る
否
定
的

意
見
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
否

定
的
意
見
を
、
調
査
の
効
果
に
つ
い
て
の
懐
疑
、
学
生
の
本
分
論
、

背
後
関
係
に
つ
い
て
の
疑
惑
、
の
三
種
類
に
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら

に
、
筆
者
は
、
法
政
大
学
心
理
学
研
究
会
で
す
す
め
て
い
る
、
「
ウ
ィ

ー
ン
・
ア
ピ
ー
ル
」
署
名
呼
び
か
け
を
通
じ
て
の
態
度
研
究
に
触
れ

る
。
そ
こ
で
も
、
学
生
青
年
の
特
殊
な
「
壁
」
に
言
及
し
て
、
一
種

の
「
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
割
切
り
」
を
指
摘
す
る
。
ロ

l
ゼ
ン
パ

l

グ
（
同

g
g
Z吋
伊
豆
・
）
の
い
う
、
政
治
的
無
関
心
の
原
因
｜
｜
政
治

活
動
の
も
た
ら
す
不
利
益
な
結
果
、
政
治
行
動
の
む
な
し
さ
、
行
動

へ
の
刺
激
の
欠
知
ー
ー
ー
を
挙
げ
、
特
に
二
番
目
の
「
む
な
し
さ
」
の

原
因
を
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
要
因
と
、
知
的
専
門
家
主
義
、
理
想
と

一一、

一
九
六

0
年
代
の
平
和
心
理
学

〈

一

〉

「
安
保
闘
争
」
と
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
に

呼
応
し
て

日
本
の
六

0
年
代
は
、
「
安
保
闘
争
」
か
ら
始
ま
る
。
自
民
党
が
本

現
実
と
の
隔
た
り
、
分
か
り
き
っ
た
結
果
、
な
ど
の
認
知
的
要
因
と

に
分
け
て
検
討
し
、
わ
が
国
の
学
生
に
お
け
る
、
意
見
の
「
不
一
致
」

が
生
活
に
ま
で
食
い
入
っ
て
い
る
無
力
感
に
、
問
題
の
重
要
さ
を
指

摘
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
乾
は
、
冷
え
き
っ
た
知
識
が
、
話
し
合

い
の
場
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
わ
っ
て
い
っ
た
事
例
に

注
目
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
、
平
和
教
育
の
心
理
学
に
わ
れ

わ
れ
が
引
き
継
い
で
い
く
べ
き
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

知
る
こ
と
が
、
無
力
感
を
助
長
す
る
の
で
な
く
、
生
き
る
た
め
の
力

に
な
る
に
は
、
知
識
を
得
る
も
の
の
側
に
、
自
・
他
の
内
面
の
再
組

織
を
促
す
対
話
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人

民
の
側
か
ら
の
平
和
運
動
が
学
ぶ
べ
き
観
点
で
あ
る
。

会
議
で
新
安
保
条
約
を
強
行
採
決
し
た
の
は
、
五
月
二
十
日
の
未
明

で
あ
っ
た
。
こ
の
日
か
ら
六
月
十
九
日
の
「
自
然
承
認
」
ま
で
の
闘

争
を
通
じ
て
、
確
か
に
国
民
は
「
事
が
十
中
八
九
決
っ
て
か
ら
デ
モ

つ
で
も
遅
い
」
（
松
岡
英
夫
「
疾
風
怒
涛
の
時
代
」
、
『
一
億
人
の
昭
和
史

日本の平和心理学第 I部13 



六
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
二
四
七
頁
）
と
い
う
教
訓
を
得
た
の

だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
聞
に
、
五
百
六
十
万
人
か
ら
五
百
八
十
万
人
が

「
実
力
行
使
」
に
参
J

加
し
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
！
大
統
領
の
訪
日
を

阻
止
し
、
岸
内
閣
を
退
陣
に
追
い
込
ん
だ
事
実
を
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
高
度
成
長
期
の
労
働
権
行
使
に
よ
る
「
争
議
参
加
総
人
員
」

の
累
進
や
革
新
自
治
体
の
誕
生
は
、
明
ら
か
に
こ
の
経
験
の
成
果
で

あ
っ
た
。
「
国
会
デ
モ
」
の
体
験
を
各
地
に
伝
え
た
「
帰
郷
運
動
」
に

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
び
と
は
戦
後
初
め
て
国
民
の
立
場
か
ら
「
全

国
」
を
意
識
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。

「
安
保
闘
争
」
は
、
日
本
の
「
平
和
勢
力
」
の
存
在
を
世
界
に
印

象
づ
け
る
。
実
際
そ
れ
は
、
リ
l
ス
マ
ン
（

E
B
E
g・
u・
）
や
リ
フ

ト
ン
（
巴
常
o
p
m・
－
）
に
来
日
を
思
い
立
た
せ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
も
っ
た
（
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
巻
二
七
号
、
一
九
六
二
年
、
二
一

頁）。け
れ
ど
も
、
新
安
保
条
約
発
効
の
事
実
は
重
く
、
日
本
は
急
速
に

ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略
体
制
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
六
一
年

の
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
共
同
声
明
は
、
「
実
効
的
な
査
察
お
よ
び
管
理
の

措
置
を
伴
な
う
核
実
験
停
止
協
定
が
緊
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
」
、

「
さ
ら
に
、
全
面
軍
縮
に
向
か
っ
て
新
た
な
努
力
が
行
な
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
の
確
信
を
表
明
し
た
」
（
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
（
史
料
日
本

近
現
代
史
問
）
戦
後
日
本
の
道
程
』
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
、
一
九
六
頁
）

が
、
こ
の
時
す
で
に
、
ア
メ
リ
カ
は
原
子
力
艦
船
の
寄
港
問
題
を
持

ち
掛
け
て
い
る
。
さ
す
が
に
日
本
側
は
「
時
期
尚
早
」
と
拒
否
し
た

も
の
の
、
六
三
年
一
月
に
は
、
あ
ら
た
め
て
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
が

大
平
外
相
に
原
潜
寄
港
の
承
認
を
迫
る
ほ
ど
事
は
急
で
あ
っ
た
（
『
近

代
日
本
総
合
年
表
（
第
二
版
）
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
四
四
二
頁
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
湯
川
秀
樹
ら
原
子
力
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
学
術

会
議
の
「
科
学
的
検
討
」
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
安
全
性
の
確
認
を
要

求
し
、
声
明
を
出
し
た
が
、
「
安
全
な
核
兵
器
」
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
一
つ
の
語
義
矛
盾
で
あ
る
。
三
月
二
十
七
日
の
時
点
で
、
原
潜

寄
港
反
対
を
声
明
し
た
原
子
力
科
学
者
は
、
百
五
十
四
人
に
達
し
て

い
た
（
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
前
掲
、
四
四
三
頁
）
。
そ
し
て
六
四
年
。

あ
た
か
も
「
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
」
の
直
後
に
、
政
府
が
、
米
原
子
力

潜
水
艦
の
寄
港
を
「
安
全
」
を
理
由
に
し
て
「
受
諾
」
し
た
と
き
に

は
、
「
一
七

O
O人
の
原
子
科
学
者
が
寄
港
反
対
の
声
明
を
発
し
、
学

術
会
議
も
原
潜
寄
港
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
旨
の
声
明
を
会
員
全
員
一

致
で
決
議
し
た
」
（
『
（
史
料
日
本
近
現
代
史
凹
）
戦
後
日
本
の
道
程
』
前
掲
、

一
九
五
頁
）
。

国
民
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
者
の
運
動
を
視
野
に
納
め
、
基
地
、

自
衛
隊
、
軍
事
費
の
増
大
を
前
に
し
て
、
政
府
の
公
言
す
る
平
和
と

安
全
が
、
同
じ
言
葉
で
自
分
た
ち
が
求
め
る
状
況
に
、
鋭
く
対
立
す

る
「
国
家
目
的
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
洞
察
を
促
し
た
の
は
、
安
保
闘
争
と
そ
れ
に
続
く
ベ
ト
ナ
ム

反
戦
運
動
で
あ
っ
た
。
心
あ
る
心
理
学
者
は
、
安
保
闘
争
の
経
験
を

生
か
し
て
、
社
会
的
責
任
を
果
た
す
共
同
体
と
し
て
「
全
日
本
心
理

学
者
懇
談
会
（
全
心
懇
こ
を
組
織
し
、
六
二
年
か
ら
定
例
会
を
始
め
、

さ
ら
に
、
六
三
年
の
秋
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て
、
「
日
本
の
現
実
を
、

支
配
層
が
ど
う
総
括
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
現
実
の
、
国

民
に
と
っ
て
の
矛
盾
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
さ
れ
る
」
と
い
う
仮
説
に
も

と
づ
い
て
、
白
書
類
の
批
判
的
検
討
に
着
手
す
る
の
だ
が
、
こ
の
会

は
、
「
北
爆
開
始
」
後
の
危
機
を
座
視
で
き
ず
、
六
五
年
、
第
二
十
九

回
日
本
心
理
学
会
大
会
、
お
よ
び
第
六
回
日
本
社
会
心
理
学
会
大
会

で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
反
対
す
る
合
計
百
四
名
の
署
名
と
カ
ン
パ
を

集
め
、
抗
議
文
（
第

m部
資
料
篇
参
照
）
と
署
名
簿
を
、
こ
の
時
発
足

し
た
「
日
本
心
理
学
者
平
和
協
議
会
（
日
心
平
協
こ
の
名
で
、
ジ
ョ

ン
ソ
ン
大
統
領
と
佐
藤
首
相
に
送
っ
て
い
る
（
十
月
四
日
、
七
日
）
。

さ
ら
に
、
十
二
月
二
十
二
日
、
十
八
名
の
追
加
署
名
を
発
送
し
た
と

こ
ろ
、
六
六
年
一
月
二
十
七
日
に
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
回
答
が

あ
っ
た
。

今
、
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
内
容
に
対
す
る
「
日
心

平
協
」
の
か
解
釈
。
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
三
月
発
行
の
ニ
ュ
ー
ス

か
ら
引
用
し
よ
う
。

か
返
事
。
に
同
封
さ
れ
て
き
た
U
S
I
S
の
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

六
六
・
二
号
は
、
し
た
が
っ
て
、
後
半
の
署
名
者
一
八
名
の
各
氏

に
送
ら
れ

τま
い
り
ま
し
た
。
（
・
：
中
略
：
・
）

そ
の
内
容
（
邦
文
）
は
、
タ
イ
ト
ル
が
「
平
和
の
探
究
｜
1
米

国
の
努
力
の
記
録
」
と
な
っ
て
い
て
、
小
見
出
し
は
、
「
和
平
提
案

を
拒
否
し
つ
づ
け
る
共
産
側
」
「
大
統
領
、
特
使
を
主
要
国
へ
派
遣
」

「
米
は
一
四
項
目
を
交
渉
の
基
礎
に
」
「
ベ
ト
コ
ン
は
交
渉
の
相
手

に
で
き
ぬ
」
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
平
和
努
力
、
各
国
が
強
力
に

支
持
」
と
い
う
ぐ
あ
い
で
す
。
ま
た
、
年
頭
一
般
教
書
の
一
節
な

ど
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
く
に
耳
新
し
い
ゴ
一
ュ

l
ス。

で
は
な
く
か
え
っ
て
空
々
し
い
感
じ
で
す
。
｜
｜
「
わ
れ
わ
れ

は
ベ
ト
ナ
ム
で
領
土
も
基
地
も
、
経
済
的
支
配
も
軍
事
同
盟
も
求

め
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
民
族
自
決
の
原
則
の
た
め
に
戦
っ

て
い
る
の
で
あ
る
」
。

し
か
も
、
「
南
ベ
ト
ナ
ム
を
ぺ
ト
コ
ン
に
与
え
る
こ
と
は
絶
対
に

し
な
い
」
と
い
い
切
り
、
最
後
に
は
、
パ
ン
コ
ッ
ク
、
ボ
ン
ベ
イ
、

ラ
ン
グ
l
ン
、
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
、
ア
ラ
プ
連
合
な
ど
の
外
国
紙

の
プ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
な
論
説
を
引
用
し
、
「
全
世
界
に
お
い
て
公

約
を
守
る
米
国
の
決
意
を
十
分
理
解
し
て
い
る
人
々
は
、
い
ま
こ

そ
米
国
が
平
和
の
探
求
に
お
い
て
も
真
剣
で
あ
る
こ
と
を
同
様
に

知
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
得
口
調
で
結
ん
で
い
ま
す
。
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こ
こ
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
国
民
の
叫
び
と
し
て
の
み
意
味
を
持
つ
「
民

族
自
決
の
原
則
」
が
、
「
米
国
の
決
意
」
を
語
る
言
葉
に
置
き
換
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
署
名
者
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
の
た
め
の
資
料
を
引
き
出
す
つ
も
り
は
な
か
っ

た。
さ
ら
に
、
六
五
年
の
北
爆
開
始
か
ら
、
完
全
終
結
（
サ
イ
ゴ
ン
解

放
）
ま
で
十
年
に
わ
た
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
経
て
、
日
本
の
国
民
は
、

米
軍
基
地
の
好
戦
的
な
機
能
を
目
の
当
た
り
に
み
な
が
ら
、
平
和
目

的
の
た
め
に
積
極
的
に
「
世
界
世
論
」
の
形
成
に
寄
与
す
る
必
要
を

感
じ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
国
民
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
国
民
と
も
国
境
を
越

え
て
連
帯
す
る
方
向
を
切
り
拓
い
た
が
、
こ
の
動
き
は
同
時
に
、
ア

メ
リ
カ
の
市
民
運
動
自
体
の
前
進
に
も
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
六

二
年
の
「
キ
ュ
ー
バ
危
機
」
の
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
市
民
が
か
防
空
壕
。

を
掘
っ
て
生
き
延
び
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
リ
l
ス
マ
ン
は
、
当
時
、
「
同
じ
国
の
な
か
で
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
ど
う
し
の
敵
対
行
為
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
「
ア
メ
リ

カ
ぜ
ん
た
い
と
し
て
も
、
防
空
壕
づ
く
り
は
、
人
類
ぜ
ん
た
い
と
の

連
帯
感
を
拒
絶
す
る
と
い
う
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
る
」
と
指
摘
し
て

い
た
（
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
前
掲
、
一
九
頁
）
。
そ
れ
を
思
う
と
、
こ
の

間
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
平
和
意
識
の
成
長
の
め
ざ
ま
し
さ
が
よ
く

わ
か
る
。

現
に
、
一
九
六
五
年
四
月
の
「
べ
平
連
」
の
よ
び
か
け
に
は
、
「
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
、
い
ま
、
か
ベ
ト
ナ
ム
の
日
々
と
い
う
名
の
下
、

上
院
議
員
を
含
め
て
二
万
一
千
人
が
二
十
四
時
間
デ
モ
を
行
っ
て
い

ま
す
」
（
『
（
史
料
日
本
近
現
代
史
凹
）
戦
後
日
本
の
道
程
』
前
掲
、
二
二
九

頁
）
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
。
六
六
年

五
月
の
米
上
院
外
交
委
員
会
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ク
（
司

E
ロ
F
』・ロ・）

と
オ
ス
グ
ッ
ド
（
O
話
。
。
門
戸
ゎ
・
開
・
）
の
弘
一
品
が
、
こ
の
よ
う
な
市
民

の
連
帯
行
動
に
平
行
す
る
理
論
活
動
で
あ
っ
た
意
義
は
大
き
い
と
思

う
。
ち
な
み
に
、
世
界
の
平
和
世
論
を
背
景
に
し
て
、

B
・
ラ
ッ
セ

ル
の
主
唱
す
る
「
ベ
ト
ナ
ム
戦
犯
裁
判
」
が
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開

廷
さ
れ
た
の
は
、
六
七
年
五
月
二
日
で
あ
っ
た
（
『
近
代
日
本
総
合
年
表

（
第
二
版
）
』
前
掲
、
四
五
九
頁
）
。

な
お
、
中
国
は
、
六
三
年
の
「
中
ソ
論
争
」
以
降
、
ソ
連
と
対
立

し
、
「
文
化
大
革
命
」
の
時
期
に
入
る
。
六
五
年
、
吉
本
啓
三
は
原
水

協
の
代
表
に
加
わ
っ
て
訪
中
し
、
中
国
心
理
学
会
と
の
交
流
を
は
か

る
が
、
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
末
を
彼
は
「
中
国
か
ら

の
便
り
」
に
、
「
全
心
懇
よ
り
託
さ
れ
た
中
国
科
学
院
心
理
研
究
所
藩

先
生
宛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
、
先
生
の
御
病
気
の
た
め
、
充
分
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
残
念
で
し
た
。
ま
た
北
京
大
学
で
は
、
心

理
学
研
究
室
は
、
全
員
麦
刈
り
に
出
て
い
て
、
誰
に
も
会
う
こ
と
が
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で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
『
全
心
懇
ニ
ュ
ー
ス
』
二
五
号
、
一
九
六
五
年
八

月
二

O
日
）
と
書
い
て
い
る
。
「
麦
刈
り
」
は
例
の
「
下
放
」
だ
が
、

こ
の
時
は
「
全
心
懇
」
も
中
国
の
「
文
化
」
革
命
が
、
学
問
の
自
由

に
も
民
主
主
義
に
も
こ
と
ご
と
く
敵
対
す
る
暴
力
で
あ
っ
た
事
実
に

は
、
洞
察
が
及
ば
な
か
っ
た
、
と
思
う
。
中
国
は
「
文
化
大
革
命
」

の
勝
利
を
う
た
う
一
方
で
、
世
界
の
平
和
勢
力
を
冷
笑
す
る
か
の
よ

う
に
、
一
連
の
原
水
爆
実
験
を
試
み
、
こ
れ
に
成
功
し
て
い
る
（
六

四
年
第
一
回
、
六
五
年
第
二
回
、
六
六
年
第
三
回
、
以
後
六
七
年
、

六
八
年
、
六
九
年
と
続
く
）
。
中
国
の
核
実
験
は
、
保
有
国
の
核
増
強

に
絶
好
の
機
会
を
与
え
て
国
際
緊
張
を
高
め
る
と
と
も
に
、
後
に
見

る
よ
う
に
、
日
本
人
の
核
意
識
に
も
微
妙
な
陰
り
を
残
す
こ
と
に
な

ヲ
令
。

ま
た
、
ソ
連
軍
が
、
チ
ェ
コ
に
侵
入
し
て
チ
ェ
コ
の
主
権
を
犯
し

た
の
は
、
六
八
年
。
ア
メ
リ
カ
と
ベ
ト
ナ
ム
が
、
と
も
か
く
和
平
会

談
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
年
で
あ
る
。

〈一一
v

「
平
和
心
理
学
」

へ
の
出
発

日
本
の
心
理
学
者
は
、
秋
重
義
治
、
今
回
恵
、
城
戸
幡
太
郎
、
築

島
謙
三
の
四
氏
が
、
第
二
十
六
回
日
本
心
理
学
会
大
会
（
一
九
六
二

年
）
の
会
場
で
公
表
し
た
「
声
明
」
（
第

m部
資
料
篇
参
照
）
に
よ
っ
て

平
和
へ
の
関
心
を
再
び
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
。
こ
の
声
明
は
、
一
九
五

五
年
の
「
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣
雪
己
を
契
機
と
し
て
、

一
九
五
七
年
か
ら
八
回
に
わ
た
っ
て
聞
か
れ
て
い
た
「
パ
グ
ウ
オ
ツ

シ
ュ
会
議
」
や
そ
れ
に
呼
応
し
た
「
科
学
者
京
都
会
議
」
（
一
九
六
二

年
）
で
、
科
学
者
の
責
任
と
し
て
の
「
世
界
平
和
の
た
め
の
努
力
」

が
構
想
さ
れ
、
さ
ら
に
、
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
に
お
け
る
第
十
四
回
国

際
応
用
心
理
学
会
議
（
一
九
六
一
年
）
で
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の
「
核
時

代
に
ふ
さ
わ
し
い
国
際
行
動
の
た
め
に
」
が
注
目
の
的
に
な
っ
た
こ

と
に
刺
激
さ
れ
て
、
心
理
学
者
と
し
て
平
和
研
究
の
立
ち
遅
れ
を
反

省
し
、
「
日
本
の
現
状
に
則
し
た
活
動
」
へ
の
参
加
を
も
と
め
た
提
言

で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
声
明
の
線
に
沿
っ
た
研
究
活
動
は
、
一
九
六
六

年
十
月
に
行
わ
れ
た
第
三
十
三
回
日
本
応
用
心
理
学
会
大
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
心
理
学
者
は
い
か
に
平
和
に
貢
献
す
る
か
」
に
至
る
ま

で
、
二
、
三
の
研
究
を
除
い
て
、
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
年
八
月
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
聞
か
れ
た
第
十
八
回
国
際

心
理
学
会
議
の
席
上
、
国
際
心
理
科
学
連
合
の
主
催
に
よ
る
「
心
理

学
と
国
際
関
係
」
に
関
す
る
円
卓
会
議
が
あ
り
、
そ
れ
に
今
回
恵
、

佐
藤
幸
治
が
出
席
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
六
八
年
、
日
本
社
会
心

理
学
会
は
第
九
回
大
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
心
理
学
と
平
和
」
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を
開
催
し
た
。
以
上
の
経
過
に
よ
っ
て
、
日
本
の
心
理
学
者
は
平
和

に
関
す
る
心
理
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
探
索
の
第
一
段
階
を
抜
け
、

研
究
の
た
め
の
お
お
よ
そ
の
座
標
軸
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
思

，フ。

〈＝一
v

「
心
理
学
者
は
い
か
に
平
和
に
貢
献
す
る
か
」

応
用
心
理
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
見
ょ
う
。

第
三
十
三
回
大
会
は
、
海
外
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
も
と
め
、
米
国
の
ス
キ
ナ

l
a
w
Eロ
2
・
∞
・
同
）
と
オ
ス
グ

ッ
ド
、
西
独
の
ヴ
ェ
ン
ト
（
者
自
門
戸
ご
か
ら
そ
れ
を
得
た
。
ス
キ

ナ
ー
は
そ
の
な
か
で
、
「
心
理
学
者
は
国
際
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
は

当
然
市
民
と
し
て
の
自
分
の
信
念
に
従
っ
て
行
動
す
る
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
』
の
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
署
名

に
加
わ
っ
た
理
由
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
「
私
は
し
か
し
、
政
府
や

平
和
団
体
に
対
す
る
心
理
学
的
な
技
術
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
あ

ま
り
楽
観
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
続
け
、
「
古
い
歴
史
的
な
影
響
か

ら
比
較
的
自
由
な
」
行
動
科
学
の
理
論
の
構
築
こ
そ
急
が
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
価
値
中
立
を
前
提
に
し
て

科
学
を
市
民
と
し
て
の
立
場
か
ら
切
り
離
す
行
動
科
学
の
発
想
は
、

こ
の
こ
ろ
平
和
研
究
と
の
か
か
わ
り
の
深
い
国
際
政
治
学
に
も
及
ん

で
い
た
か
ら
、
い
ま
は
ス
キ
ナ

l
の
意
見
を
、
こ
の
流
派
を
代
表
す

る
発
言
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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オ
ス
グ
ッ
ド
か
ら
は
、
こ
の
大
会
へ
の
発
言
は
用
意
で
き
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
平
和
問
題
に
つ
い
て
は
上
院
で
も
発
言
し
た
し
、
そ

の
他
の
資
料
も
送
る
か
ら
準
備
委
員
会
に
お
い
て
こ
れ
を
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
し
て
討
論
に
加
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
返
事
が
あ
っ
た
。
彼
の

上
院
で
の
発
言
は
こ
の
年
（
一
九
六
六
年
）
の
言
詣
広
十
一
月
号

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
い
、
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
の
報
告
は
、
六
四
年
に
、

「
全
日
本
心
理
学
者
懇
談
会
」
の
手
で
翻
訳
さ
れ
て
い
て
、
参
加
者

に
知
ら
れ
て
い
た
。
別
に
オ
ス
グ
ッ
ド
の

G
R
I
Tを
中
心
に
す
る

平
和
理
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
靖
政
に
よ
る
紹
介
が
す
で
に
六
五
年

の
『
世
界
』
十
一
月
号
に
出
て
い
た
し
、
田
中
は
ま
た
こ
の
日
の
シ

ン
ポ
ジ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
大
会
が
オ
ス
グ
ッ
ド
と
事
実

上
交
流
し
得
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
そ
の
さ
い
、
「
相
互
的

コ
ア
・
エ
ス
カ
レ

l
シ
ョ
ン
。
の
主
導
権
」
に
関
す
る
疑
問
は
残
っ

て
も
、
ス
キ
ナ
！
と
同
じ
行
動
科
学
を
目
指
し
な
が
ら
、
心
理
学
の

知
見
を
引
っ
提
げ
て
、
平
和
問
題
の
解
決
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
彼

の
研
究
態
度
に
つ
い
て
、
評
価
を
措
し
む
者
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

西
独
の
ヴ
ェ
ン
ト
は
、
「
非
西
欧
文
化
」
に
た
い
す
る
高
度
に
学
問

的
な
研
究
の
必
要
を
強
調
し
、
そ
の
た
め
に
、
経
済
学
、
社
会
学
な



ど
の
社
会
科
学
者
や
イ
ン
ド
学
そ
の
他
の
歴
史
科
学
者
が
緊
密
に
協

力
す
る
こ
と
、
非
西
欧
文
化
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
自
体
の
歴
史
的
な
背
景
を
踏
ま
え
、
い
わ
ば
そ
の
内
側
か
ら
理
解

す
る
態
度
を
と
り
、
用
語
も
範
曙
も
現
地
の
文
化
に
合
わ
せ
た
フ
ィ

ー
ル
ド
研
究
に
入
る
こ
と
、
そ
の
場
合
、
政
治
的
な
意
図
か
ら
独
立

に
、
客
観
的
な
研
究
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
特
に
、
海
外

通
信
員
が
そ
の
国
の
文
化
や
言
葉
を
十
分
に
学
び
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
と
お
し
て
海
外
事
情
を
知
る
読
者
大
衆
に
、
不
必
要
な
偏
見
を

も
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
以
上
の
四
点
が
必
要
で
あ
る
、
と

い習っ。こ
の
う
ち
第
三
点
は
、
こ
の
種
の
交
差
文
化
的
な
研
究
が
政
策
科

学
に
そ
れ
る
危
険
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
発
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
読
め
ば
、
平
和
の
た
め
の
国
際
理
解
に
と
っ
て
、
ど
れ
も
貴
重

な
見
識
で
あ
っ
た
。

六
六
年
の
応
用
心
理
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
と
討
論

は
、
ま
だ
渓
流
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
六
五
年
ま
で
の

平
和
運
動
に
多
か
れ
少
な
か
れ
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
き
た
日
本

の
心
理
学
者
に
、
共
同
し
て
平
和
研
究
の
理
論
を
構
想
す
る
最
初
の

機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
思
う
。

ま
ず
、
田
中
靖
政
は
、
オ
ス
グ
ッ
ド
が
平
和
問
題
に
取
り
組
ん
だ

の
は
、
「
一
九
五
九
年
か
六

O
年
頃
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

想
像
さ
れ
ま
す
。
当
時
、
政
権
が
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ

に
替
わ
り
ま
し
て
、
そ
の
直
前
に
、
い
わ
ゆ
る

U
2事
件
が
非
常
に

ア
メ
リ
カ
の
外
交
に
大
き
な
汚
点
を
生
じ
ま
し
た
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ

！
と
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
巨
頭
会
談
は
流
れ
、
東
西
陣
営
の
あ
い
だ
の

緊
張
が
以
前
に
も
ま
し
て
非
常
に
高
ま
っ
た
時
に
、
彼
の
平
和
に
対

す
る
考
え
方
を
ま
と
め
た
最
初
の
論
文
が
世
に
出
た
の
で
あ
り
ま

す
」
と
い
っ
て
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の
動
機
の
歴
史
的
文
脈
を
明
ら
か
に

し
た
。
つ
い
で
、
「
緊
張
緩
和
の
漸
進
的
、
交
互
的
主
導
権

グ

リ

ツ

ト

（

G
R
I
T）
」
の
説
明
に
入
り
、
そ
れ
が
、
「
漸
進
的
に
緊
張
緩
和

を
行
な
っ
て
、
そ
れ
を
敵
と
味
方
の
間
で
交
互
的
に
行
な
う
こ
と
を

含
ん
で
お
り
」
、
第
二
に
、
つ
グ
リ
ッ
卜
。
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ば
対

人
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
、
及
び
心
理
学
的
な
意
味
で
の

学
習
理
論
の
国
際
関
係
へ
の
応
用
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
、

第
三
に
、
そ
の
提
唱
が
、
止
む
こ
と
を
知
ら
な
い
螺
旋
状
の
軍
拡
競

争
の
逆
で
あ
っ
て
、
「
ど
ち
ら
か
が
、
一
方
的
に
緊
張
緩
和
の
措
置
に

着
手
す
る
と
、
そ
の
相
手
の
国
が
同
種
の
措
置
を
と
る
。

（一）

G
R
I
T
を
語
る

今
度
は
、
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そ
し
て
両
者
が
交
互
に
同
じ
よ
う
な
緊
張
緩
和
の
措
置
を
繰
り
返
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
な
国
際
緊
張
を
徐
々
に
と
き
ほ
ぐ
し

て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
」
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
最
後
に
、
こ
の

発
想
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
田
中
は
、
オ
ス

グ
ッ
ド
が
、
「
個
人
主
義
対
全
体
主
義
と
い
う
こ
つ
の
大
き
な
対
立
的

な
イ
ズ
ム
の
う
ち
の
、
ア
メ
リ
カ
的
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
価
値
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
、
第
一
の
目

的
あ
る
い
は
前
提
」
を
お
き
、
彼
ら
が
誇
る
民
主
的
諸
価
値
が
、
エ

ス
カ
レ

l
シ
ヨ
ン
の
果
て
の
「
核
絶
滅
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
破
壊

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
「
非
常
に
恐
れ
」
、
し
か
も
、
「
外
在
的
な
森

羅
万
象
に
対
す
る
理
解
と
制
御
の
成
功
」
と
、
人
間
自
身
に
関
す
る

理
解
と
制
御
の
立
ち
遅
れ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
彼
が

そ
の
心
理
学
を
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
注
意
を
促
が
し
た
。

｜
｜
「
オ
ス
グ
ッ
ド
の
立
場
は
明
ら
か
に
、
こ
の
科
学
的
時
代
あ
る

い
は
科
学
主
義
の
時
代
に
お
い
て
」
「
と
に
か
く
人
間
的
な
諸
価
値
を

尊
重
し
守
護
し
て
い
こ
う
と
い
う
強
い
主
張
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
お
り

ま
す
」
、
「
心
理
学
者
は
人
間
に
奉
仕
す
る
科
学
を
作
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
心
理
学
者
は
、
科
学
に
奉
仕
す
る
人
間
を
作

る
た
め
に
科
学
を
作
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
。

以
上
の
よ
う
に
田
中
は
、
オ
ス
グ
ッ
ド
が
、
ア
メ
リ
カ
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
積
極
面
を
う
け
た
か
良
識
u

を
救
い
あ
げ
、

そ
れ
を
発
想

の
原
点
に
し
て
、
平
和
心
理
学
の
た
め
の
理
論
と
実
践
を
導
き
出
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
平
和
の
心
理
学
は
、
科
学
の
基
礎
に
価
値

を
お
く
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
力
説
し
た
。
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に）

「
関
係
心
理
学
」
の
立
場

松
村
康
平
は
、
「
関
係
弁
証
法
」
の
立
場
か
ら
、
平
和
心
理
学
に
つ

い
て
報
告
し
た
。
彼
は
は
じ
め
に
、
レ

l
ニ
ン
の
伝
記
を
く
り
か
え

し
読
み
な
が
ら
、
ソ
連
の
旅
を
続
け
た
経
験
を
反
省
し
、
こ
の
間
に
、

「
私
」
と
レ

l
ニ
ン
と
の
関
係
が
「
私
」
の
な
か
で
変
化
し
て
い
く

過
程
を
描
く
。
｜
｜
「
私
は
、
私
た
ち
の
な
か
に
い
る
レ

1
ニ
ン
を

と
ら
え
た
。
偉
大
で
は
あ
っ
て
も
同
じ
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
、

は
た
ら
い
た
。
そ
の
意
識
の
成
立
の
前
に
、
ご
く
わ
ず
か
の
瞬
間
で

あ
る
と
は
い
え
、
私
の
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
た
心
像
か
ら
、
レ

l
ニ

ン
を
小
さ
く
感
じ
る
私
が
い
た
。
そ
の
あ
と
で
、
と
も
に
人
間
で
あ

る
こ
と
の
意
識
が
明
確
に
成
立
し
た
」
。

こ
れ
は
た
ま
た
ま
松
村
の
レ

l
ニ
ン
像
の
変
化
だ
が
、
一
般
に
、

わ
れ
わ
れ
の
内
面
で
、
た
と
え
ば
「
人
類
」
と
い
う
よ
う
な
大
き
な

存
在
が
、
「
私
に
つ
な
が
る
人
間
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

過
程
に
も
通
じ
る
発
見
で
あ
る
。

松
村
が
、
平
和
へ
の
提
言
を
惜
し
ま
な
い
の
は
、

彼
の

「
関
係
心



理
学
」
が
、
仲
間
づ
く
り
と
変
革
へ
の
志
向
に
貫
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
理
論
的
立
場
を
彼
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
o

l
－
－
「
私
た
ち
は
、
フ
ロ
イ
ト
よ
り
も
モ
レ
ノ
に
近
い
。
フ
ロ
イ
ト

は
、
よ
り
個
人
的
で
あ
り
、
モ
レ
ノ
と
私
た
ち
は
、
よ
り
対
人
関
係

的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
理
論
的
立
場
は
、
モ
レ
ノ
も
フ
ロ

イ
ト
も
体
系
内
に
矛
盾
な
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

ま
た
、
私
た
ち
と
マ
ル
ク
ス
の
近
さ
の
ほ
う
が
、
モ
レ
ノ
と
マ
ル
ク

ス
よ
り
も
近
い
。
そ
し
て
、
モ
レ
ノ
と
マ
ル
ク
ス
の
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、
私
た
ち
は
モ
レ
ノ
に
近
い
。
モ
レ
ノ
と
私
た
ち
は
、
マ
ル
ク

ス
に
お
い
て
ま
だ
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
対
人
関
係
の
科
学
的
研
究
に

立
脚
し
て
い
る
。
（
注
社
会
変
革
に
関
す
る
理
論
的
立
場
か
ら
は
、

私
た
ち
は
モ
レ
ノ
よ
り
マ
ル
ク
ス
に
近
い
）
」
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
関
係
心
理
学
は
、
フ
ロ
イ
ト
を
内
に
含
み
、

モ
レ
ノ
の
心
理
劇
の
技
法
を
生
か
し
、
関
係
の
発
展
に
関
す
る
法
則

に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
に
も
学
ぶ
姿
勢
を
備
え
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
い
う
「
関
係
」
は
、
か
体
験
的
事
実
u

と
し
て
の
、
個
人

の
内
面
に
お
け
る
関
係
か
ら
、
社
会
科
学
的
諸
関
係
に
い
た
る
広
い

概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
「
人
間
の
世
界
」
を
把
握
し
、

彼
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
人
間
像
を
描
く
。
｜
｜
，
「
人
聞
は
、
関
係

的
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
活
動
は
、
そ
こ
に
成
立
し
て
い
る
関
係
に

規
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
を
規
定
し
、

そ
の

関
係
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
関
係
に
つ
つ
ま
れ
て
活
動

す
る
人
間
、
つ
つ
む
も
の
を
変
化
さ
せ
る
主
体
と
し
て
の
人
聞
が
存

在
し
て
い
る
。
関
係
に
参
J

加
し
、
関
係
の
に
な
い
手
と
し
て
の
関
係

責
任
を
に
な
い
な
が
ら
、
自
発
的
、
創
造
的
に
活
動
し
て
い
く
可
能

性
を
も
っ
た
人
間
が
存
在
し
て
い
る
」
。

人
間
は
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
関
係
は
、

不
変
で
は
な
く
、
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
発
展
す
る
。
そ
し
て
関
係

が
発
展
す
る
と
、
そ
の
関
係
の
担
い
手
た
ち
の
関
係
認
識
が
変
わ
っ

て
く
る
。
一
方
、
関
係
認
識
が
変
わ
る
と
、
同
時
に
担
い
手
の
内
面

に
、
人
聞
を
そ
の
関
係
に
包
ん
で
い
る
関
係
そ
の
も
の
を
変
革
す
る

可
能
性
が
拓
け
て
く
る
。
こ
の
見
通
し
に
立
っ
て
、
で
は
ど
う
す
れ

ば
「
関
係
に
お
い
て
自
発
的
、
創
造
的
に
役
割
を
と
っ
て
行
為
す
る

人
び
と
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
こ
に
、
松
村
は
、
平
和

の
た
め
の
関
係
心
理
学
の
課
題
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
例

に
移
ろ
う
。

日本の平和心理学

た
と
え
ば
、
医
師
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
機
構
は
、
医
療
関

係
に
お
け
る
一
者
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
が
医
療
チ
l
ム
の
発
展
に
よ

っ
て
変
革
さ
れ
て
い
く
と
、
「
そ
の
過
程
で
、
看
護
者
の
、
患
者
と
の

関
係
に
お
け
る
役
割
が
、
医
療
チ
l
ム
の
医
師
に
よ
っ
て
、
医
師
の

役
割
と
は
異
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二

つ
の
役
割
は
、
そ
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
行
為
と
し
て
は
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対
等
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
認
識
に
よ
っ

て
、
医
療
チ

l
ム
は
二
者
関
係
に
発
展
し
、
「
看
護
者
は
、
医
療
行
為

に
お
い
て
、
従
来
の
医
師
と
看
護
者
と
の
関
係
を
、
看
護
者
と
患
者

と
の
関
係
に
移
し
か
え
て
ふ
る
ま
う
こ
と
か
ら
は
脱
し
、
患
者
に
即

し
て
患
者
の
基
本
的
要
求
の
実
現
を
援
助
す
る
」
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
医
療
関
係
が
三
者
関
係
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
状
況
で

は
、
患
者
は
受
け
る
立
場
を
脱
し
、
患
者
と
看
護
者
と
医
師
の
三
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
に
医
療
行
為
に
参
加
す
る
か
ら
、
「
従
来
し
ば

し
ば
非
人
間
的
に
扱
わ
れ
た
患
者
も
看
護
者
も
、
人
間
と
し
て
活
動

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
そ
の
事
例
を
一
つ
、
松
村
の
所
説
の
理

解
を
深
め
る
意
味
で
、
補
わ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

ロ
ケ
先
の
オ
レ
ゴ
ン
州
の
ベ
ン
ト
の
町
で
、
前
頭
葉
の
動
脈
膚
を

破
裂
さ
せ
、
聖
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
病
院
で
二
ヶ
月
間
の
入
院
生
活
を
余

ふ
か
わ

儀
な
く
さ
れ
た
、
女
優
北
林
谷
栄
の
文
章
で
あ
る
（
『
布
川
事
件
ニ
ユ

二
八
号
、
港
区
新
橋
・
平
労
会
館
）
。

ース』
私
の
病
棟
は
脳
外
科
の
重
症
の
病
人
だ
け
の
特
殊
な
地
域
で
、

と
て
も
幅
ひ
ろ
い
長
い
長
い
廊
下
が
貫
徹
し
て
い
る
無
味
乾
燥
な

ゾ
l
ン
で
し
た
。
私
は
毎
朝
、
毎
日
そ
こ
を
車
椅
子
で
散
歩
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
幾
人
も
の
常
連
の
患
者
と
顔
見
知
り
に
な
り
ま

し
た
。
手
術
の
た
め
に
か
、
丸
坊
主
に
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
お
ば

後
頭
部
か
ら
膿
を
排
出
さ
せ
る
管
を
出
し
、
そ
の
先
っ

ぽ
に
油
紙
の
袋
を
ぶ
ら
さ
げ
て
い
る
無
惨
な
姿
の
小
父
さ
ん
、
ど

の
人
を
見
て
も
辛
う
じ
て
こ
の
世
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
姿
で
す
。
こ
と
さ
ら
ア
メ
リ
カ
人
を
美
化
す

る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
無
力
な
患
者
ど
う
し
が

廊
下
で
す
れ
ち
が
う
時
、
自
分
ひ
と
り
を
維
持
す
る
の
が
や
っ
と

こ
せ
と
い
う
よ
う
な
弱
々
し
い
人
が
、
病
人
仲
間
に
対
し
て
、
し

っ
か
り
と
目
く
ば
せ
し
て
に
こ
や
か
に
う
な
。
つ
い
て
み
せ
、
手
で

「
元
気
を
だ
し
な
」
と
い
う
合
図
を
送
っ
て
相
手
を
は
げ
ま
す
、

そ
う
い
う
国
民
性
を
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
が
持
っ
て
い
る
こ
と
に

私
は
気
づ
き
ま
し
た
。
見
る
と
こ
ろ
無
力
な
人
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
他
者
を
励
ま
そ
う
と
し
て
見
せ
る
暖
か
い
動
作
は
、
こ

れ
こ
そ
最
も
人
間
ら
し
い
行
為
と
し
て
私
の
眼
に
映
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
無
邪
気
で
フ
ラ
ン
ク
な
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
も
の
に
私

は
す
っ
か
り
親
し
み
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
以
前
は
き
ら

い
で
し
た
が
）
。

あ
さ
ん
、
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ア
メ
リ
カ
人
の
「
無
邪
気
で
フ
ラ
ン
ク
な
」
態
度
は
、
彼
ら
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
伝
わ
る
文
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
化
は
、

今
、
「
自
分
ひ
と
り
を
維
持
す
る
の
が
や
っ
と
こ
せ
と
い
う
よ
う
な

弱
々
し
い
人
」
の
内
面
で
、
仲
間
と
励
ま
し
合
っ
て
生
き
る
知
恵
に



変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
聖
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
病
院
の

医
療
チ
ー
ム
が
、
三
者
関
係
を
達
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

段
階
の
医
療
行
為
へ
の
参
加
を
、
松
村
は
「
人
間
と
し
て
の
活
動
」

と
い
い
、
北
林
は
「
人
間
ら
し
い
行
為
」
と
い
う
。
期
せ
ず
し
て
同

じ
言
葉
で
特
徴
づ
け
て
い
る
の
も
面
白
い
。

一
方
、
北
林
は
、
こ
の
関
係
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
人
の
明
る
さ
の
な
か
に
、
新
し
い
意
味
を
発
見
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
彼
女
と
ア
メ
リ
カ
市
民
と
の
平
和
の
た
め
の
連
帯
を
見
通

す
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
。
松
村
は
、
こ
の
文
脈
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
「
こ
の
関
係
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
関
連
的
に

存
在
す
る
事
実
の
意
味
が
変
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
新
し

い
事
実
の
発
見
、
関
係
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
。

さ
ら
に
、
彼
は
、
こ
の
「
関
係
の
発
展
」
を
促
進
す
る
技
法
と
し

て
、
「
第
三
者
の
認
識
」
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
、
二
者
関
係
の
な
か

に
、
三
者
関
係
的
認
識
を
成
り
立
た
せ
る
方
法
で
あ
る
。
北
林
が
ア

メ
リ
カ
人
と
の
間
に
あ
っ
た
疎
ま
し
き
を
親
し
み
に
変
え
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
彼
女
が
「
車
椅
子
」
の
病
人
と
顔
と
顔
を
見
合
わ
せ

な
が
ら
、
顔
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
生
き
る
」
と
い
う

課
題
に
向
か
っ
て
、
肩
と
肩
を
並
べ
て
立
つ
よ
う
な
三
者
関
係
に
抜

け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
験
か
ら
推
し
て
も
、
逆
に
前
も
っ
て
、

積
極
的
に
三
者
関
係
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
対
立

す
る
も
の
の
な
か
に
同
一
性
の
契
機
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
を
仮
説
と
し
て
松
村
は
、
こ
の
「
思
考
様
式
」
に
従

え
ば
、
｜
｜
「
相
対
立
す
る
と
相
互
に
認
識
す
る
も
の
に
お
い
て
共

通
性
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
是
認
し
て
し
か
も
独
自
の
主
張
を
展
開
す

と
い
、
っ
。

る
こ
と
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

オ
ス
グ
ッ
ド
と
松
村
の
理
論
は
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
評
価
を

め
ぐ
っ
て
、
「
相
対
立
」
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
見
て
き
た
よ
う
に
、

民
主
主
義
を
平
和
の
原
点
に
お
く
発
想
は
、
両
者
を
貫
く
「
共
通
性
」

で
あ
る
。
こ
の
観
点
が
導
入
さ
れ
る
と
、
こ
の
二
者
間
に
三
者
関
係

が
形
成
さ
れ
、
対
立
か
ら
協
力
へ
の
道
が
拓
け
て
く
る
。

最
後
に
、
松
村
の
提
言
｜
｜
「
平
和
の
状
況
づ
く
り
へ
の
積
極
的

参
加
」
、
つ
人
間
理
解
。
と
い
う
考
え
方
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
、
「
マ

ス
・
コ
ミ
研
究
、
こ
と
に
そ
の
青
少
年
へ
の
影
響
を
解
明
す
る
こ
と
」
、

「
心
理
学
に
お
け
る
研
究
方
法
の
変
革
」
、
「
政
治
指
導
者
の
養
成
に

参
加
す
る
こ
と
」
な
ど
九
項
目
ー
ー
の
な
か
か
ら
、
一
つ
だ
け
「
提

言
三
」
に
触
れ
て
お
こ
う
。

そ
こ
で
、
彼
は
「
対
人
関
係
に
お
け
る
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
性
」
を
あ
げ
、
「
た
と
え
ば
、
或
る
社
会
的
役
割
を
と
っ
て
い
て
、

他
の
社
会
的
役
割
を
と
る
こ
と
か
ら
し
か
真
実
の
叫
び
と
し
て
は
発

せ
ら
れ
な
い
も
の
を
、
あ
た
か
も
自
分
た
ち
の
立
場
か
ら
の
叫
び
で

も
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
と
り
い
れ
て
発
言
す
る
人
た
ち
の
、
好
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ん
で
用
い
る
戦
略
。
そ
れ
が
戦
略
で
あ
る
こ
と
を
心
理
学
的
に
解
明

し
て
、
当
事
者
に
ま
た
大
衆
に
、
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
れ
は
、
こ
の
年
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
の
「
回
答
」
に
接
し
た

「
日
心
平
協
」
の
批
判
的
解
読
の
例
で
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
発
言
は
、
繰
り
返

さ
れ
る
う
ち
に
、
い
つ
か
国
民
に
、
「
社
会
的
地
位
の
上
位
に
あ
る
人
」

の
「
優
れ
た
識
見
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
を
生
じ
や
す
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
実
の
発
生
条
件
を
解
明
す
る
こ
と
も
、
平
和

心
理
学
の
課
題
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
｜
｜
お
お
む
ね
以
上

が
松
村
の
報
告
で
あ
っ
た
。

国

視
野
を
広
げ
よ
う

南
博
は
、
社
会
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
平
和
心
理
学
の
「
国
際
的

パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
」
を
試
み
た
。
は
じ
め
に
、
ジ
ェ

l
ム
ズ

（』
ω
B
2・
者
・
）
の
「
戦
争
の
道
徳
的
等
価
物
」
を
想
起
し
、
「
彼
は
、

非
常
に
戦
闘
的
な
平
和
主
義
者
で
あ
り
、
当
時
の
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
帝

国
主
義
的
政
策
に
対
す
る
、
も
っ
と
も
有
力
な
反
対
者
の
一
人
で
、

反
帝
国
主
義
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
ジ
ェ

l
ム
ズ
の
そ
う
い

う
面
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
理
学
者

と
し
て
は
、
戦
争
の
絶
滅
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
た
の
は
、

お
そ
ら
く
ジ
ェ

l
ム
ズ
が
最
初
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
。

南
に
よ
る
と
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
は
、
世
界
は
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、

緩
慢
で
は
あ
る
が
、
社
会
主
義
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
、
と
い
う

考
え
を
も
ち
、
「
戦
争
に
反
対
す
る
戦
争
」
の
た
め
に
、
「
軍
事
的
な

徴
兵
制
度
で
な
く
て
、
平
和
的
な
徴
兵
制
度
、
つ
ま
り
戦
争
に
で
な

く
て
、
自
然
に
対
す
る
戦
争
の
た
め
に
青
年
を
動
員
す
る
。
一
定
の

期
間
訓
練
し
て
、
自
然
の
災
害
防
止
な
ど
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
の
、
軍
隊
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
て
」
い
た
。

つ
ぎ
に
彼
は
、
フ
ロ
イ
ト
（

po邑・
ω・
）
が
、
一
九
三
二
年
に
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
求
め
に
応
じ
て
国
際
連
盟
の
国
際
学
芸
協
力
協

会
に
対
し
て
答
え
た
手
紙
「
戦
争
は
な
ぜ
」
の
な
か
で
、
「
攻
撃
本
能
、

破
壊
本
能
を
、
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
自
分
は
絶
対

に
平
和
の
側
に
立
つ
人
間
で
あ
り
、
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
文
化

あ
る
い
は
文
明
が
進
展
し
て
、
平
和
主
義
者
を
つ
く
る
以
外
に
は
な

い
と
、
力
説
し
」
、
「
文
化
の
発
達
」
に
よ
っ
て
、
「
近
い
将
来
、
戦
争

が
な
く
な
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
希
望
で
は
な
い
だ

ろ
う
」
と
書
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
。

こ
う
し
て
南
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
二
人
の
心
理
学
者
が
、
市

民
と
し
て
は
、
熱
心
な
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
直
後
に
起
き
た
二
つ
の
世
界

大
戦
と
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
な
お
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
の
い
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う
よ
う
に
「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
も
な
け
れ
ば
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
で
も
な
い
」

平
和
運
動
の
き
び
し
さ
を
分
か
ち
合
っ
た
。

つ
い
で
彼
は
、
話
題
を
国
際
学
界
の
動
向
に
移
し
、
心
理
学
者
の

あ
い
だ
で
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
、
あ
る
い
は
機
関

を
作
る
こ
と
が
、
数
学
、
社
会
学
、
物
理
学
な
ど
他
学
会
の
例
に
比

べ
て
、
困
難
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
事
実
、
六
一
年
の
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
の
国
際
応
用
心
理
学
会
議
の
さ
い
の
小
集
会
で
は
、
オ
ス
グ

ッ
ド
や
プ
ロ
ン
フ
ェ
ン
プ
レ
ン
ナ
l

（∞『
O
ロ貯ロ
σ円。ロロ
2
．
・
巴
・
）
か

ら
の
提
案
に
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
（

0
2壱
吉
田
・
〉
・
〉
・
）
が
難
色
を
示
し
、

六
六
年
の
い
わ
ゆ
る
「
モ
ス
ク
ワ
学
会
」
で
行
わ
れ
た
、
各
国
の
心

理
学
者
の
意
見
交
流
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
企
て
ら
れ
て
い

る
。
と
く
に
日
本
の
場
合
に
は
、
専
門
家
と
し
て
の
発
言
は
非
常
に

少
な
い
。

こ
れ
に
関
し
て
、
南
は
三
つ
の
原
因
を
あ
げ
た
。
「
一
つ
に
は
、
心

理
学
者
、
と
く
に
社
会
心
理
学
者

I
私
も
含
め
て
ー
に
は
、
社
会
科

学
の
他
の
分
野
に
対
し
て
、
一
種
の
劣
等
感
と
か
無
力
感
が
あ
っ
て
、

社
会
心
理
学
、
あ
る
い
は
一
般
に
心
理
学
と
い
う
も
の
は
、
戦
争
と

平
和
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
た
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
」
。
さ
ら
に
、
そ
の
劣
等
感
、
無
力
感
の
た
め
に
、
他
分
野
か

ら
の
批
判
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
。
「
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場

に
立
つ
社
会
科
学
の
人
た
ち
は
、
心
理
学
者
が
社
会
と
く
に
政
治
の

問
題
、
国
際
問
題
に
関
連
し
て
、
い
ろ
い
ろ
発
言
す
る
と
、
そ
れ
は

い
わ
ゆ
る
心
理
学
主
義
で
あ
り
、
国
際
的
な
政
治
の
問
題
を
心
理
学

の
問
題
に
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
個
人
心
理
の
レ
ベ
ル
に

還
元
す
る
と
批
判
さ
れ
る
」
。
そ
こ
を
気
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。

第
三
に
、
心
理
学
者
は
、
政
治
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
と
、
科
学

的
で
は
な
く
、
党
派
的
に
な
る
、
と
考
え
や
す
い
。
「
政
治
的
行
動
と

か
政
治
的
思
考
イ
コ
ー
ル
非
科
学
的
と
と
る
誤
解
」
が
あ
る
。
例
え

ば
平
和
の
問
題
は
、
「
学
会
で
取
り
上
げ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
テ

ー
マ
だ
と
考
え
る
人
が
い
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
、
「
む
し
ろ

自
然
科
学
者
の
場
合
に
は
、
技
術
と
戦
争
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の

反
省
が
き
び
し
く
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
、
声
明
な
ど
が
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
科
学
者
の
平
和
責
任
と
い
う
こ
と
を
、
心
理

学
者
は
、
も
っ
と
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

後
半
、
南
は
、
心
理
学
者
が
平
和
の
問
題
に
か
か
わ
る
場
合
、
個

人
心
理
、
国
民
心
理
、
国
際
心
理
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
い
い
、

彼
と
し
て
は
、
第
三
の
国
際
心
理
の
面
で
、
研
究
課
題
を
提
起
す
る
。

ま
ず
、
彼
は
戦
争
の
絶
滅
と
社
会
体
制
と
の
関
連
を
問
題
に
し
て
い

た
中
国
と
ソ
連
の
立
場
の
違
い
に
ふ
れ
る
。
そ
の
発
言
に
よ
る
と
、

当
時
、
中
国
は
「
戦
争
の
絶
滅
の
た
め
に
は
、
世
界
革
命
と
い
う
も

の
が
前
提
に
な
る
」
と
考
え
、
ソ
連
は
、
こ
の
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ

ヴ
ィ
ア
ン
で
の
国
際
社
会
学
会
議
で
フ
ェ
ド
セ
l
エ
フ
苔
2円
3
F
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コ・
2
・
）
が
報
告
し
た
よ
う
に
、
「
戦
争
と
平
和
の
問
題
は
、
け
っ
き
ょ

く
体
制
の
問
題
で
あ
り
、
平
和
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
ア
メ
リ
カ

の
独
占
資
本
主
義
体
制
が
な
く
な
ら
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
」
と
い
う
一

方
で
、
戦
争
絶
滅
の
問
題
と
戦
争
の
防
止
・
中
止
の
問
題
と
を
い
わ

ば
並
置
し
、
社
会
主
義
体
制
と
資
本
主
義
体
制
と
の
「
さ
し
あ
た
っ

て
の
共
存
」
を
と
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
今
日
の
時
点
に
立
っ
て
振
り
返
る
と
、
こ
の
問
題
の
核

心
は
、
中
ソ
の
立
場
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
で
は
な
く
、
戦
争
の
原
因

を
社
会
体
制
に
も
と
め
る
こ
と
自
体
が
、
科
学
的
な
の
か
ど
う
か
と

い
う
点
に
あ
っ
た
、
と
思
う
。
こ
の
時
、
南
は
「
む
し
ろ
、
社
会
体

制
の
問
題
が
は
い
っ
て
く
る
た
め
に
、
戦
争
の
絶
滅
に
つ
い
て
、
か

え
っ
て
悲
観
的
な
見
通
し
を
と
る
人
が
非
常
に
多
い
」
と
、
両
者
の

関
連
を
前
提
に
し
て
一
つ
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
き
の

追
究
は
な
く
、
む
し
ろ
、
オ
ス
グ
ッ
ド
に
対
し
て
、
「
い
っ
た
い
、
個

人
主
義
対
全
体
主
義
の
対
立
と
い
う
形
で
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が

果
た
し
て
国
際
的
な
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
の
科
学
的
な
解
明
に
、

ど
の
く
ら
い
プ
ラ
ス
に
な
る
か
。
そ
の
限
界
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
で
す
」
と
疑
問
を
投
げ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
彼
は
、
戦
争
論
と
「
当
面
の
緊
張
緩
和
の
問
題
」
と

を
「
一
応
区
別
」
し
、
後
者
に
対
し
て
、
武
者
小
路
公
秀
の
「
行
動

科
学
と
平
和
」
（
『
思
想
』
五
O
九
号
、
一
九
六
六
年
十
一
月
）
の
よ
う
な

行
動
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
領
域
間
交
流
研
究
を
提
唱
し
た
。

さ
ら
に
南
は
、
「
社
会
心
理
学
者
の
手
で
、
寄
与
で
き
る
こ
と
の
ひ
と

つ
」
は
、
「
ワ
ー
ル
ド
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

「
世
界
に
平
和
主
義
の
世
論
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
戦

争
の
防
止
、
さ
ら
に
は
絶
滅
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
と
力

を
込
め
、
各
国
が
圏
内
的
に
世
論
を
つ
く
る
作
業
を
つ
な
げ
て
、
国

際
的
な
世
論
に
す
る
た
め
に
、
心
理
学
の
専
門
家
の
協
力
を
呼
び
か

7
た。
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マ
キ
ュ
ア
ペ
リ
l
に
学
べ

最
後
に
、
城
戸
幡
太
郎
は
、
六
一
年
の
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
で
の
国

際
応
用
心
理
学
会
議
、
六
二
年
の
日
本
心
理
学
会
大
会
で
の
声
明
、

パ
グ
ウ
オ
ツ
シ
ュ
会
議
に
つ
づ
く
「
京
都
会
議
」
の
経
過
を
報
告
し
、

「
心
理
学
者
は
、
も
っ
と
平
和
に
対
し
て
の
勇
気
が
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
と
訴
え
た
。

そ
の
際
、
南
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
日
本
の
心
理

学
者
の
自
信
の
な
さ
を
心
配
し
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
の
世
論
を
喚
起
す

る
役
割
を
重
視
し
た
が
、
同
時
に
、
積
極
面
だ
け
で
な
く
消
極
面
も

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
に
、
心

理
学
者
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
争
の
た
め
に
動
員
さ
れ
、
「
た
と
え
ば
適
性



検
査
で
あ
る
と
か
、
戦
闘
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
ふ
う

な
方
法
を
必
要
と
す
る
か
と
か
、
あ
る
い
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め

に
は
ど
う
い
う
ふ
う
な
役
割
を
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
」
「
あ
る
程
度
の
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
を
し
た
」
事
実

を
と
り
あ
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
心
理
学
者
の
聞

に
、
戦
後
期
の
反
省
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
城
戸

は
、
こ
の
世
代
を
代
表
し
て
、
「
こ
れ
は
核
物
理
学
の
研
究
が
、
核
兵

器
を
作
る
こ
と
に
な
る
と
核
物
理
学
者
は
自
分
達
の
研
究
に
対
し
て

社
会
的
な
責
任
を
感
じ
た
こ
と
に
比
べ
ま
す
と
極
め
て
弱
い
も
の
で

あ
り
ま
す
」
と
、
戦
争
協
力
に
た
い
す
る
心
理
学
者
の
反
省
が
、
物

理
学
者
の
そ
れ
に
比
べ
て
弱
か
っ
た
こ
と
を
自
己
批
判
し
、
朝
永
博

士
の
「
人
間
と
科
学
の
会
」
に
言
及
し
て
、
パ
グ
ウ
オ
ツ
シ
ュ
精
神

の
固
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
「
ど
う
も
心
理
学
者
は

世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
信
が
あ
る
の
か
な
い

の
か
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
現
状
を
、
戦
争
責
任
に
関
す
る
先
行

世
代
の
反
省
の
不
徹
底
に
結
び
つ
け
る
観
点
を
示
し
た
。
こ
の
見
識

に
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
、
と
思
う
。

つ
ぎ
に
城
戸
は
、
マ
キ
ュ
ア
ペ
リ
l
の
「
君
主
論
」
を
引
用
し
な

が
ら
、
第
一
に
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
研
究
を
提
唱
し
た
。
彼

に
よ
る
と
、
マ
キ
ュ
ア
ペ
リ
ー
は
人
民
の
民
主
的
な
考
え
方
に
立
っ

て
君
主
の
「
権
謀
術
数
」
を
分
析
し
て
い
た
の
で
、
例
え
ば
「
『
現
今

あ
る
君
主
は
、
そ
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
さ
し
控
え
る
が
、
彼
は

一
言
口
を
開
く
と
、
平
和
と
敬
神
と
を
説
く
が
、
し
か
し
こ
の
両
者

に
た
い
し
て
彼
は
ひ
ど
い
敵
で
あ
る
。
も
し
彼
が
こ
れ
を
守
ろ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
名
声
と
国
を
何
度
失
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
』

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
そ
う
言
つ

て
は
悪
い
で
す
が
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ

の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
平
和
だ
と
か
、
あ
る

い
は
民
生
の
開
発
だ
と
か
、
言
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し

そ
れ
こ
そ
が
平
和
に
対
す
る
ひ
ど
い
敵
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
」

｜
｜
こ
う
言
っ
て
、
城
戸
は
、
事
実
上
、
松
村
の
「
提
言
三
」
の
重

要
性
を
追
認
し
て
い
る
。

第
二
の
研
究
対
象
は
「
宗
教
的
ド
グ
マ
」
、
第
三
は
「
民
族
的
な
偏

見
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
西
独
の
ヴ
ェ
ン
ト
と
手
を
結
ん
だ
提
言
に

な
っ
て
い
た
。
彼
は
、
「
宗
教
的
ド
グ
マ
に
よ
る
争
い
は
、
ベ
ト
ナ
ム

に
も
、
仏
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
争
い
と
し
て
は
っ
き
り
出
て
い
る
し
、

政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
宗
教
的
ド
グ
マ
と
の
争
い
は
中
共
に
お
け

る
チ
ベ
ッ
ト
の
反
乱
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
も
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
関
係
の
よ
う
に
宗
教
的
ド
グ
マ
の
対
立

は
、
人
類
に
不
幸
な
結
果
を
き
た
し
て
い
る
。
宗
教
そ
の
も
の
の
本

質
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
人
聞
を

日本の平和心理学第 I部27 



犠
牲
に
す
る
戦
い
に
ま
で
、
人
聞
を
追
い
こ
ん
で
い
る
」
。
こ
う
い
う

現
状
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
理
性
を
も
っ
て
考
え
た
場
合
に
は
、
い
か
に

も
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
」
。
そ
の
原
因
を
追
究
し
て
、
人
び
と
の

反
省
を
促
す
こ
と
は
、
心
理
学
者
の
役
割
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、
城
戸
は
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の
技
法
を
用
い
て
「
侵
略
」
「
平

和
」
「
平
和
攻
勢
」
な
ど
の
意
味
解
析
を
試
み
る
こ
と
、
ま
た
、
「
説

得
」
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
学
ん
で
、
「
心
理
学
者
自
ら
が
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
へ
イ
ピ
ア
ー
そ
の
も
の
」
に
な
る
べ
き
こ
と
を
提
案

し
た
後
、
心
理
学
者
の
態
度
に
も
、
心
理
学
の
原
理
に
も
、
か
人
間
に

対
す
る
人
間
性
の
本
質
。
を
つ
か
ん
で
い
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
か

よ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
ん
だ
。

「
討
論
」
は
時
間
の
関
係
で
質
問
に
た
い
す
る
報
告
者
の
補
足
が

主
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
南
は
、
世
界
世
論
を
平
和
の
方
向
に

導
く
た
め
の
国
際
的
な
研
究
チ
l
ム
の
構
想
を
示
し
、
当
面
の
課
題

と
し
て
日
本
人
の
平
和
に
対
す
る
態
度
や
意
識
の
調
査
を
提
案
し
た

が
、
そ
の
際
、
調
査
を
一
つ
の
運
動
に
す
る
必
要
を
説
き
、
「
運
動
的

調
査
」
あ
る
い
は
「
調
査
的
運
動
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
が
問

題
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
を
補
う
形
で
城
戸
は
、
そ
の
運
動
を
展

開
す
る
場
合
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
動
か
し
、
心
理
学
の
調

査
や
国
際
分
析
を
「
ど
ん
ど
ん
出
す
」
方
法
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
、

と
発
言
し
た
。
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フ
ロ
ア
ー
か
ら
児
玉
省
は
、
「
い
く
ら
国
際
的
な
問
題
を
解
決
し
て

も
、
個
人
的
な
態
度
が
改
善
さ
れ
な
い
限
り
は
、
真
に
平
和
を
希
求

す
る
時
代
は
こ
な
い
だ
ろ
う
」
、
「
社
会
民
主
政
治
が
ほ
ん
と
う
に
行

わ
れ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
改
善
が
ま
ず
最
初
に
先
行
す
べ
き
だ
と

考
え
る
」
と
発
言
し
、
さ
ら
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
、

中
共
と
ネ
パ

l
ル
の
紛
争
を
引
き
、
「
片
方
が
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
け

が
平
和
の
邪
魔
に
な
っ
て
、
片
方
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
、

と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
」
と
付
け
加
え
た
。

城
戸
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
宗
教
が
な
ぜ
対
立
す
る
か
を
分
析
し

て
、
人
間
性
の
現
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
鍵
だ
が
、

最
後
に
は
、
（
対
立
す
る
も
の
が
）
「
一
つ
の
立
場
で
自
覚
」
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
立
場
は
、
人
間
の
本
質
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
答
え
、
南
は
、
「
個
人
の
改
善
」
に

関
す
る
児
玉
の
意
見
を
支
持
し
、
平
和
教
育
の
心
理
学
的
研
究
を
通

じ
て
、
個
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
ー
精
神
と
か
意
識
を
、
平
和
の
方

向
に
向
け
る
努
力
を
す
る
こ
と
は
、
「
や
は
り
一
つ
の
重
要
な
ア
プ
ロ

ー
チ
」
で
あ
る
、
と
補
足
し
た
。

こ
こ
で
、
田
中
靖
政
は
、
古
来
、
正
当
防
衛
と
報
復
の
た
め
の
戦

争
は
、
「
正
義
の
戦
い
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
戦
争
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
正
当
化



す
る
ロ
ジ
ッ
ク
だ
か
ら
、
そ
の
盲
点
を
つ
い
て
、
新
し
い
ロ
ジ
ッ
ク

と
実
践
を
心
理
学
の
立
場
か
ら
創
造
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
心
理
学
者
は
政
治
現
象
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
無
知
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
、
と
言
い
、
さ
ら
に
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の
「
世
界
の
社
会

科
学
者
よ
、
団
結
せ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
ま
ず
、
同

じ
日
本
人
が
異
領
域
聞
の
対
話
と
相
互
協
力
に
習
熟
す
る
よ
う
、
心

理
学
者
と
し
て
主
導
権
を
と
る
こ
と
が
重
要
課
題
で
あ
る
、
と
南
の

提
案
を
支
持
し
た
。

平
和
教
育
に
関
連
し
て
、
中
川
作
一
は
、
調
査
結
果
に
も
と
づ
い

て
、
戦
争
世
代
の
戦
争
観
に
科
学
が
な
い
場
合
、
後
続
世
代
と
話
し

合
っ
て
も
、
そ
の
送
り
内
容
が
と
か
く
戦
闘
の
相
貌
的
な
側
面
に
低

迷
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
指
摘
し
、
ま
た
、
生
理
学
者
の
柘
植
秀
臣

は
、
訪
中
の
経
験
か
ら
、
文
化
大
革
命
下
の
紅
衛
兵
の
政
治
意
識
の

心
理
学
的
研
究
を
提
唱
し
た
。

〈
四
〉

モ
ス
ク
ワ
円
卓
会
議
の
波
紋

前
述
の
モ
ス
ク
ワ
の
「
円
卓
会
議
」
に
臨
む
に
当
た
っ
て
、
今
回

恵
は
、
日
本
心
理
学
会
の
役
員
お
よ
び
編
集
委
員
に
た
い
し
て
、
国

際
心
理
科
学
連
合
の
常
任
委
員
か
ら
の
質
問
l
｜
「
な
に
を
国
際
関

係
改
善
へ
の
寄
与
と
考
え
る
か
」
「
ど
ん
な
交
差
国
民
的
な
研
究
を
発

展
さ
せ
た
い
か
」
ー
ー
へ
の
回
答
を
も
と
め
、
二
十
八
通
を
要
約
し

て
席
上
で
報
告
し
た
が
、
そ
の
時
、
今
回
は
、
彼
自
身
の
見
解
の
な

か
で
、
次
の
よ
う
な
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
「
人
類
愛
」

に
関
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。
｜
｜
「
人
類
愛
は
両
親
や
国
へ
の
愛

情
を
延
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
神
ま
た
は
理
性
を
通
し
て
、
ど
ち
ら
か
好
き
な
方
を
と
っ
て

い
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
間
接
的
に
、
一
段
飛
躍
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
彼
が
「
国
際
的
態
度
」
の
「
根
本
的
転
換
」
を
媒
介
す
る

概
念
と
し
て
あ
げ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
神
ま
た
は
理
性
」
は
、
そ
の

内
包
に
つ
い
て
い
え
ば
、
城
戸
の
「
人
間
の
本
質
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
の
「
心
理
」
を

問
題
に
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
を
い
つ
ま
で
も
超
越
的
な
価
値
の
次
元

に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
村
の
い

う
「
第
三
者
の
認
識
」
は
、
こ
の
種
の
概
念
を
媒
介
に
し
て
、
体
験

的
事
実
と
し
て
の
人
間
関
係
が
対
立
か
ら
共
同
へ
発
展
す
る
見
通
し

を
描
い
た
仮
説
で
あ
る
。
ソ
連
へ
の
旅
の
な
か
で
、
「
私
の
ふ
く
れ
あ

が
っ
て
い
た
心
像
か
ら
、
レ

l
ニ
ン
を
小
さ
く
感
じ
る
私
が
い
た
」

と
い
う
内
省
は
、
こ
の
点
で
、
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。

佐
藤
幸
治
は
、
こ
の
円
卓
会
議
の
報
告
で
、
ア
メ
リ
カ
と
中
共
と
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の
聞
の
深
刻
な
対
立
に
ふ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
文
化
の
な
か
で
育
て

ら
れ
て
き
た
最
高
の
平
和
の
原
理
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
わ
れ
わ

れ
は
世
界
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
健
全
な
精
神
と
洞
察
を
取
り
戻

し
、
人
類
の
自
滅
を
避
け
よ
う
、
と
い
う
。
彼
の
提
案
は
、

ω来
る

べ
き
世
界
の
理
想
に
つ
い
て
の
概
念
（
理
想
像
）
を
（
共
産
主
義
社

会
あ
る
い
は
自
由
主
義
社
会
と
し
て
）
「
抽
象
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
」
枠
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
「
操
作
的
、
行
動
的
な
次
元
で
、
交
文

国
民
的
に
研
究
す
る
こ
と
」
、

ω「
東
洋
と
西
洋
に
於
け
る
人
間
性
と

そ
の
改
善
に
つ
い
て
の
最
高
の
見
解
を
い
か
に
統
合
す
る
か
を
研
究

す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
会
は
、
話
し
合
い
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
常
任

委
員
プ
レ
ス
（
司

E
－mR－
P
）
、
レ
オ
ン
チ
ェ
フ

5
2
z↓rg－〉・
2
・て

ク
ラ
イ
ン
パ

l
グ
（
EZoσ
巾
『
明
。
・
）
は
、
こ
の
会
に
先
立
っ
て
「
心

理
学
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
」
（
第

m部
資
料
篇
参
照
）
を
作
成
し
、
平
和
問

題
へ
の
関
与
を
各
国
の
心
理
学
者
に
呼
び
か
け
た
。

六
七
年
に
田
中
良
久
は
、
六
五
年
に
す
で
に
訪
日
し
て
い
た
ク
ラ

イ
ン
パ

l
グ
の
『
国
際
関
係
の
心
理
』
を
訳
出
し
て
い
る
が
、
田
中

に
よ
る
と
、
そ
の
「
日
本
語
版
へ
の
序
」
は
、
彼
が
今
い
う
モ
ス
ク

ワ
大
会
で
著
者
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
。
ま
た
、
池
内

一
は
、
日
本
社
会
心
理
学
会
の
『
年
報
社
会
心
理
学
（
第
八
号
、
一

副

九
六
七
年
）
』
を
「
戦
争
と
平
和
の
社
会
心
理
学
」
と
し
て
特
集
し
た

が
、
こ
れ
も
国
際
学
会
の
動
向
に
呼
応
し
た
業
績
で
あ
る
。
紙
幅
の

関
係
で
目
次
だ
け
引
用
し
て
お
こ
う
。
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特
集
I

「
戦
争
と
平
和
」
研
究
の
現
状
と
方
向

戦
争
と
平
和

l
l社
会
心
理
学
的
接
近
の
可
能
性

戦
争
と
平
和
の
科
学
的
研
究
の
社
会
学
的
側
面

R
－
H
・
ソ
マ
l
ズ
（
田
崎
篤
郎
訳
）

平

和

研

究

の

最

近

の

動

向

と

そ

の

課

題

川

田

侃

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
側
面
｜
｜
英
米
関
係
に
つ
い

て

の

問

題

加

藤

秀

俊

特
集
H

「
戦
争
と
平
和
」
研
究
の
方
法
：
・
そ
の
若
干
の
実
例

戦
争
の
一
言
葉
と
平
和
の
言
葉
｜
｜
国
際
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
内
容
分
析

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ゲ
l
ミ
ン
グ

池
内

武
者
小
路
公
秀

関

寛

治

特
集
凹
「
戦
争
と
平
和
」
の
世
論
に
関
す
る
研
究

国

際

危

機

と

諸

国

民

の

世

論

西

平

重

喜

「
安
全
保
障
」
を
め
ぐ
る
国
民
世
論
の
軌
跡
と
動
向
岡
田
直
之

核
兵
器
に
対
す
る
「
戦
後
っ
子
」
の
態
度
分
析
に
関
す
る
一
試

論

田

中

靖

政

こ
の
な
か
で
、

田
中
靖
政
は
、

ω一
九
六
一
年
Ir
二
九
六
六
年
の



S
D法
に
よ
る
調
査
結
果
を
比
較
し
て
、
「
核
実
験
」
と
「
軍
事
力
」

に
関
連
す
る
概
念
の
評
価
的
意
味
が
、
こ
の
五
年
間
に
、
「
好
ま
し
く

な
さ
」
を
減
ず
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
、

ω「
核
拡
散
」
と
「
日

本
の
核
能
力
」
に
対
す
る
態
度
の
認
知
的
成
分
の
分
析
結
果
か
ら
、

「
日
本
の
核
武
装
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
人
々
の
心
の
中
で
は
、
す

で
に
有
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え
な

い
」
こ
と
、

ω核
兵
器
は
「
持
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

が
、
「
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
へ
、
今
後
恐
ら
く

段
階
的
に
推
移
し
、
ま
た
、
「
使
つ
て
は
な
ら
な
い
」
も
、
「
あ
る
状

況
で
は
使
う
こ
と
も
止
む
を
え
な
い
」
を
経
て
、
「
あ
る
場
合
に
は
使

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
へ
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
全
体
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
カ
派
」
の
主
張
に
同
調

す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
（
こ
こ
で
田
中
の
言

う
「
い
わ
ゆ
る
タ
カ
派
の
主
張
」
は
、
一
つ
の
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る
）
。
な
お
、
こ
の
研
究
は
、
「
現
代
日
本
の
核
意
識
」
に
引
き

継
が
れ
る
。

池
内
一
は
、
「
戦
争
と
平
和
｜
｜
社
会
心
理
学
的
接
近
の
可
能
性
」

の
な
か
で
、
平
和
心
理
学
が
、
国
際
政
治
学
に
学
ん
で
、
行
動
科
学

の
立
場
か
ら
、
「
あ
る
国
が
国
際
社
会
の
中
で
占
め
て
い
る
位
置
や
状

態
、
こ
の
場
の
中
で
の
他
国
と
の
関
係
、
そ
の
関
係
の
安
定
性
、
環

境
変
化
に
対
す
る
感
受
性
と
、
こ
れ
に
対
す
る
反
応
の
様
式
、
等
々

に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
量
的
な
、
す
く
な
く
と
も
一
般
的
な
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
用
語
で
記
述
を
行
な
い
、
定
式
化
を
試
み
る
こ
と
」
、

ま
た
、
単
位
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
家
に
つ
い
て
も
こ
の
技
法

を
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。

〈五
v

「
社
会
心
理
学
と
平
和
」

池
内
一
は
、
先
の
論
旨
を
第
九
回
日
本
社
会
心
理
学
会
大
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
一
九
六
八
年
）
で
、
再
び
展
開
し
、
新
し
い
「
平
和
理

論
は
単
な
る
説
明
の
理
論
、
記
述
と
分
析
の
理
論
で
は
な
く
、
現
実

状
況
の
診
断
と
制
禦
を
可
能
に
す
る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
社
会
心
理
学
の
寄
与
は
、
こ
の
点
、
は
な
は
だ
不
満
足

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
態
度
学
習
、
危
機
状
況
に
お
け
る
認
知
と
反

応
、
集
団
行
動
と
シ
ス
テ
ム
変
化
な
ど
、
新
し
い
視
点
か
ら
解
明
す

る
べ
き
問
題
は
多
い
し
、
デ
ー
タ
不
足
、
時
間
と
の
競
争
、
理
論
と

実
践
の
矛
盾
な
ど
多
く
の
困
難
は
あ
る
が
、
今
後
、
平
和
問
題
に
関

心
を
も
っ
関
連
諸
科
学
の
研
究
者
の
緊
密
な
協
力
体
制
を
通
じ
、
総

合
的
な
平
和
理
論
の
確
立
に
努
め
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
観
点
は
、
さ
き
に
南
が
ふ
れ
た
武
者
小
路
（
『
思
想
』
五
O
九
号
、

一
九
六
六
年
十
一
月
）
の
そ
れ
に
対
応
し
て
お
り
、
む
し
ろ
、
後
者
の
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心
理
学
的
具
体
化
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
武
者
小

路
は
、
そ
の
な
か
で
、
国
際
政
治
学
の
「
行
動
科
学
的
な
諸
研
究
に

お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
統
計
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
要
因
聞
の
関
係
を
数
量
的
に
規
定
す
る
と
い
う
手
続
き
を
と
る

こ
と
が
多
」
く
、
数
量
化
の
理
論
や
、
デ
l
タ
の
解
釈
を
助
け
る
モ

デ
ル
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
「
単
純
で
そ
れ
ほ
ど
面
白
み
の

な
か
っ
た
要
因
聞
の
相
関
性
の
確
認
か
ら
、
も
っ
と
複
雑
で
伝
統
的

な
手
法
で
は
み
い
だ
さ
れ
え
な
か
っ
た
よ
う
な
要
因
聞
の
関
係
の
発

見
へ
と
進
歩
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
方
向
を
と
り

つ
づ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
「
行
動
科
学
的

方
法
は
、
人
間
行
動
に
関
係
の
あ
る
諸
要
因
と
そ
の
他
の
諸
要
因
と

の
関
係
に
関
心
を
示
し
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
要
因
が
ど
の
程
度

人
間
に
よ
っ
て
操
作
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
メ
ス
を
い
れ

る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
操
作
」
と
池
内
の
「
診
断
と
制
御
」

と
が
内
容
的
に
、
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
で
は
、
高
良
と
み
が
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力
革
命

の
理
論
に
つ
い
て
報
告
し
、
「
血
ぬ
ら
ず
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
四
百

年
の
圧
政
搾
取
を
は
ね
の
け
、
国
内
の
文
字
な
き
大
衆
の
社
会
悪
を

組
織
化
に
よ
っ
て
、
内
部
革
命
に
よ
っ
て
排
除
し
、
団
結
し
て
独
立

イ
ン
ド
を
育
て
た
民
衆
動
員
は
、
社
会
心
理
学
の
研
究
に
値
す
る
」

と
述
べ
、
中
川
作
一
は
、
オ
ス
グ
ッ
ド
の

G
R
I
T
を
、
ベ
ト
ナ
ム

の
非
難
す
る
「
相
互
主
義
」
と
同
軌
で
は
な
い
か
、
と
批
判
し
、
さ

ら
に
、
「
圏
内
の
階
級
対
立
が
提
起
し
て
い
る
社
会
心
理
学
的
諸
問
題

へ
の
接
近
を
ぬ
き
に
し
た
国
際
理
解
の
た
め
の
研
究
は
、
本
来
の
国

際
連
帯
に
役
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
別
の
視
点
を
加
え
た
。
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討
論
に
入
っ
て
、
松
村
康
平
は
、
中
川
に
対
し
、
当
日
の
オ
ス
グ

ッ
ド
批
判
が
「
三
者
関
係
」
の
把
握
に
立
っ
て
い
な
い
点
に
不
満
を

述
べ
、
池
内
に
対
し
て
、
「
診
断
と
制
御
」
は
「
変
革
」
に
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
質
問
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
池
内
は
、
「
行
為

者
と
し
て
の
立
場
」
と
「
研
究
者
と
し
て
の
立
場
」
と
の
関
係
を
、

問
題
と
し
て
受
け
と
め
た
が
、
変
革
の
実
践
に
進
む
た
め
に
は
、
な

お
資
料
不
足
で
あ
る
と
答
え
た
。
さ
ら
に
松
村
は
高
良
に
対
し
て
、

当
時
の
イ
ン
ド
と
今
日
の
日
本
と
の
状
況
の
差
異
を
た
だ
し
た
が
、

彼
女
は
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
武
装
を
棄
て
る
意
義
を
説
い
た
点
は
、

今
の
日
本
に
も
当
て
は
ま
る
と
回
答
し
て
い
る
。

思
え
ば
こ
の
発
言
の
意
味
は
、
九

0
年
代
に
入
っ
た
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
、
応
用
心
理
学

会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
南
が
提
案
し
た
「
ワ
ー
ル
ド
・
オ
ピ

ニ
オ
ン
」
の
形
成
と
を
結
び
つ
け
る
と
、
六

0
年
代
の
二
つ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
日
本
の
心
理
学
者
は
、
「
人
類
が
自
由
意
志
に

よ
っ
て
武
装
を
棄
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
世
界
世
論
を
導
く
こ



と
」
を
、
平
和
研
究
と
平
和
運
動
の
緊
急
な
課
題
と
し
て
提
起
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
は
、
核
廃
絶
の
世
論
を
、
社
会
体
制

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
を
越
え
て
広
げ
よ
う
と
い
う
、
今
日
に
お

一一、

一
九
七

O
年
以
降
の
平
和
心
理
学

〈

一

〉

七

0
年
代
の
時
代
意
識

七

0
年
代
は
日
本
の
平
和
心
理
学
に
と
っ
て
、
業
績
に
し
ろ
学
会

の
動
き
に
し
ろ
単
発
的
で
あ
っ
て
、
六

0
年
代
に
日
本
応
用
心
理
学

会
や
日
本
社
会
心
理
学
会
で
結
集
し
た
成
果
と
、
八

0
年
代
に
な
っ

て
集
団
的
に
も
個
人
的
に
も
平
和
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る

間
に
あ
っ
て
、
一
見
、
静
か
な
時
期
に
み
え
る
。
し
か
し
、
時
代
の

大
き
な
う
ね
り
は
、
確
実
に
人
び
と
の
心
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
い

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
0
年
代
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
に
反
対
し

ベ
ト
ナ
ム
解
放
勢
力
に
連
帯
す
る
運
動
が
日
本
各
地
で
展
開
さ
れ

た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
後
方
基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
亀
谷
純
雄
の
「
調
査
ベ
ト
ナ
ム
和
平
協
定
と
日
本

け
る
各
国
国
民
の
呼
び
か
け
お
よ
び
運
動
と
、
す
で
に
閉
じ
地
平
に

立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

人
の
平
和
観
」
は
、
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
反
対
運
動
の
高
ま
っ
た
一
九
六

六
年
と
、
ベ
ト
ナ
ム
和
平
協
定
が
結
ぼ
れ
た
一
九
七
三
年
で
の
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
観
を
高
校
生
・
学
生
・
主
婦
・
労
働
者
に
た
い
し
て
法
政

大
学
心
理
学
研
究
室
（
乾
孝
・
中
川
作
一
・
亀
谷
純
雄
）
が
質
問
紙

調
査
を
行
い
、
そ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
、
報
道
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。

日本の平和心理学

こ
れ
に
先
立
っ
て
刊
行
さ
れ
た
、
乾
孝
（
編
著
）
『
戦
後
史
・
日
本

人
の
意
識
』
は
、
法
政
大
学
の
学
生
と
教
員
で
構
成
す
る
心
理
学
研

究
会
が
終
戦
直
後
か
ら
一
九
七

O
年
ま
で
に
行
っ
た
数
多
く
の
調
査

を
、
テ
ー
マ
と
年
代
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
本
で
あ
る
。
平
和
問
題
に

か
か
わ
る
様
ざ
ま
な
社
会
現
象
に
た
い
す
る
日
本
人
の
意
識
を
追
っ

て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
原
水
爆
実
験
禁
止
の
署
名
（
「
ウ
ィ
ー
ン
・

ア
ピ
ー
ル
」
署
名
）
を
集
め
る
と
い
う
運
動
を
し
な
が
ら
、
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五
年
に
実
施
し
た
、
説
得
方
式
に
よ
る
世
論
調
査
で
あ
る
。
調
査
者

の
立
場
を
隠
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
署
名
を
拒
否
し
た
と
き
の

被
調
査
者
の
反
応
に
た
い
し
、
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
何
が
理

由
で
署
名
を
拒
む
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
手
法

を
用
い
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
客
観
主
義
的
手
法
を
タ
テ
マ
エ
と
す
る
現
代
心

理
学
に
た
い
す
る
問
題
提
起
と
も
な
っ
て
い
る
。
七

0
年
代
に
入
り
、

法
政
大
学
の
グ
ル
ー
プ
は
、
乾
孝
・
中
川
作
一
の
共
著
論
丸
、
亀
谷

純
雄
の
も
の
な
ど
、
政
治
的
な
事
件
に
た
い
す
る
国
民
の
意
識
を
国

民
主
権
の
立
場
か
ら
研
究
し
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
世
論
操
作
に
批
判

を
加
え
て
い
る
。
研
究
方
法
に
お
い
て
も
、
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
、

国
民
を
主
権
者
に
据
え
た
研
究
が
こ
の
年
代
に
す
で
に
手
が
け
ら
れ

て
き
て
い
た
。

（ー）

科
学
者
の
意
識
調
査

一
九
七
七
年
は
、
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
の
統
一
的
開
催
が
行
わ

れ、

N
G
O主
催
の
「
被
爆
の
実
相
と
そ
の
後
遺
・
被
爆
者
の
実
情

に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
、
数
多
く
の
日
本
の

科
学
者
が
参
加
し
た
。
被
爆
者
の
身
体
的
・
経
済
的
・
精
神
的
被
害

の
実
態
が
世
界
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
の
反
核
世
論
を
形
成
し
て
い

く
う
え
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
。
翌
一
九
七
八
年
に
は
、
非
同
盟
諸

国
と

N
G
O
の
運
動
が
実
を
結
び
、
第
一
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
が

開
催
さ
れ
、
地
球
上
す
べ
て
の
国
ぐ
に
と
人
び
と
の
努
力
に
よ
り
核

廃
絶
と
完
全
軍
縮
へ
の
道
と
平
和
を
実
現
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
示
さ

れ
た
。
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一
九
七
四
年
に
政
府
へ
の
勧
告
「
我
が
国
に
お
け
る
平
和
研
究
の

促
進
に
つ
い
て
」
を
決
議
し
た
日
本
学
術
会
議
は
、
こ
の
よ
う
な
流

れ
と
合
流
し
た
。
心
理
学
研
究
連
絡
委
員
会
（
松
本
金
寿
委
員
長
）

を
中
心
と
し
て
、
一
九
七
六
年
か
ら
心
理
学
者
に
よ
る
「
科
学
者
の

平
和
意
識
」
の
共
同
研
究
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
松
本
金
寿
は
、

す
で
に
一
九
七
四
年
の
第
三
十
八
回
日
本
心
理
学
会
大
会
（
広
島
大

学
）
で
「
広
島
の
心
｜
｜
平
和
の
た
め
の
心
理
学
序
説
｜
｜
」
と
題

し
て
、
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
委
員
会
に
、
日
本
学
術
会
議
の
平
和
問
題
研
究
連
絡
委
員
会

（
岡
倉
古
志
郎
委
員
長
）
、
日
本
平
和
学
会
、
日
本
平
和
教
育
研
究
協

議
会
が
協
力
し
て
、
松
本
金
寿
を
委
員
長
と
す
る
「
平
和
を
ね
が
う

科
学
者
の
意
見
調
査
委
員
会

R
O
B
E宮
2
0ご
Z
2
2
3
。E
Z

O
匂

E
o
g
r円
句

作

ω
2
0同
』

8
2
2
0
Rぽ
己
吉
田
）
」
が
組
織
さ
れ

た
。
「
第
二
次
世
界
大
戦
后
の
戦
争
が
、
核
戦
争
で
あ
る
こ
と
は
ご
承

知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
核
戦
争
は
単
に
人
類
の
破
滅
を
意
味
す

る
だ
け
で
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
の
破
滅
を
も
た
ら



す
ピ
オ
サ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま

し
て
、
戦
争
を
防
ぎ
平
和
を
守
る
こ
と
は
す
べ
て
の
国
々
、
す
べ
て

の
国
民
に
課
さ
れ
た
神
聖
な
義
務
で
あ
り
ま
す
。
世
界
で
た
だ
一
つ

の
被
爆
国
で
あ
り
、
ま
た
類
い
稀
な
平
和
憲
法
を
も
っ
我
々
日
本
人

は
、
広
島
・
長
崎
・
ビ
キ
ニ
に
お
け
る
悲
惨
な
体
験
に
基
き
、
｛
釈
釘

し
て
世
界
の
平
和
を
訴
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
任
に
ふ
さ
わ

し
い
当
為
と
考
え
ら
れ
ま
す
」
と
の
挨
拶
文
は
、
松
本
ら
の
課
題
意

識
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
と
し
て
、
秋
重
義
治
・
飽

戸
弘
・
松
村
康
平
・
南
博
・
中
川
作
一
・
世
良
正
利
・
田
中
靖
政
・

久
保
良
敏
・
武
藤
雪
下
ら
心
理
学
者
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
。

予
備
調
査
は
一
九
七
七
年
に
都
内
の
大
学
教
員
四
百
三
十
八
名
に

た
い
し
て
実
施
さ
れ
、
同
年
九
月
の
第
四
十
一
回
日
本
心
理
学
会
大

会
の
特
別
報
告
「
科
学
者
の
平
和
意
識
に
関
す
る
研
究
（
一
）
」
と
し

て
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
の
「
は
し
が
き
」
で
松
本
が
書
い
た

の
は
、
一
九
六
一
年
に
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
の
第
十
四
回
国
際
応
用
心

理
学
会
議
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
心
理
学
と
国
際
事
情
」
に
対
し
て

日
本
か
ら
の
提
案
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
「
国
際
心
理
学
界
に
お
け
る

日
本
の
借
り
」
と
考
え
、
極
力
早
い
機
会
に
こ
の
「
借
り
」
は
返
さ

ね
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヒ
ロ
シ
マ

と
ナ
ガ
サ
キ
は
世
界
平
和
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
平
和
の

た
め
の
心
理
学
に
一
段
と
精
力
を
傾
け
、
単
に
借
り
を
返
す
だ
け
で

核
時
代
に
生
き
る
科
学
者
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
社
会
的

責
任
を
果
た
す
こ
と
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
、
こ
の
報
告
の
な
か

で
日
本
の
心
理
学
者
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
報
告
は
、

松
本
自
身
に
よ
っ
て
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
ふ
。

予
備
調
査
の
調
査
項
目
に
修
正
を
加
え
た
も
の
を
も
と
に
、
無
作

為
抽
出
さ
れ
た
心
理
学
者
を
含
む
科
学
者
を
対
象
に
、
本
調
査
が
一

九
七
八
年
に
実
施
さ
れ
た
。
回
収
さ
れ
た
一
、
三
三
二
名
（
う
ち
心

理
学
者
は
三

O
八
名
）
の
分
析
結
果
は
、
同
年
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
聞

か
れ
た
第
十
九
回
国
際
応
用
心
理
学
会
議
で
佐
々
木
保
行
・
松
村
康

平
・
小
谷
野
邦
子
の
三
名
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
発
表
に
は
、

日
本
国
民
の
意
見
や
、
日
本
に
お
け
る
科
学
者
の
役
割
に
つ
い
て
の

質
問
も
提
出
さ
れ
、
各
国
の
心
理
学
者
の
関
心
を
集
め
た
。

こ
の
一
九
七
八
年
の
研
究
報
告
は
、
日
本
の
心
理
学
者
が
自
発
的

に
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
平
和
に
関
し
て
国
際
会
議
の
場
で
公

式
的
に
発
表
し
た
研
究
業
績
で
あ
っ
た
こ
と
、
集
団
的
な
実
証
的
研

究
の
成
果
で
あ
り
、
日
本
の
実
情
を
世
界
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
、
な
ど
の
点
を
考
え
る
と
、
日
本
の
平
和
心
理
学
史
上
に
特

筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
松
本
の
こ
と
ば
を
借
り
る
と
「
国
際

心
理
学
界
に
お
け
る
日
本
の
借
り
」
を
返
し
、
日
本
の
心
理
学
者
も

科
学
者
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
社
会
的
責
任
を
国
際
的
に
果
た
し
た

大
き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
く
、
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こ
の
報
告
の
中
身
で
あ
る
が
、
日
本
の
心
理
学
者
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
原
爆
投
下
を
許
さ
れ
ざ
る

も
の
と
と
ら
え
、
次
の
世
代
と
世
界
の
人
び
と
に
原
爆
の
被
害
と
後

遺
症
と
被
爆
者
の
経
験
を
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
非

核
三
原
則
は
国
会
で
立
法
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
り
、

小
中
高
で
の
平
和
教
育
の
推
進
と
大
学
で
の
平
和
研
究
の
講
座
と
講

義
の
創
設
に
賛
成
し
て
い
る
者
も
多
い
。
科
学
者
の
社
会
的
責
任
に

関
し
て
は
、
身
近
な
平
和
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
肯

定
的
な
態
度
は
、
社
会
科
学
会
ハ
一
・
O
%
）
や
心
理
学
以
外
の
人

文
科
学
（
五
八
・
五
%
）
の
分
野
よ
り
少
な
い
が
つ
二
一
了
七
%
）
、

活
動
が
自
分
た
ち
の
専
門
領
域
に
な
ん
ら
か
の
関
連
を
持
っ
て
い
る

場
合
に
参
加
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
弱
い
と
は
い
え
な
い
（
心
理
五

五
・
二
%
、
社
会
六
一
・
O
%
、
人
文
五
八
・
五
%
）
。
し
か
し
、
専

門
の
研
究
が
進
め
ば
、
平
和
に
関
す
る
問
題
と
の
か
か
わ
り
が
深
ま

る
か
ど
う
か
と
い
う
設
問
に
た
い
す
る
心
理
学
者
の
回
答
を
み
る

と
、
「
非
常
に
か
か
わ
っ
て
く
る
」
と
「
か
な
り
か
か
わ
っ
て
く
る
」

と
の
合
計
が
四
二
・
六
%
で
あ
り
、
社
会
（
六
一
・
八
%
）
や
人
文

（
四
九
・
八
%
）
の
分
野
に
比
べ
低
率
で
あ
っ
た
。
心
理
学
と
平
和

問
題
と
の
関
連
が
明
確
で
あ
る
心
理
学
者
が
少
な
い
の
で
、
結
局
平

和
の
問
題
に
参
J

加
し
な
い
と
い
う
傾
向
が
、
こ
の
調
査
か
ら
読
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

一
般
に
心
理
学
は
、
人
間
の
一
般
的
・
抽
象
的
な
モ
デ
ル
を
追
究

す
る
あ
ま
り
、
社
会
的
・
歴
史
的
条
件
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
傾
向
に

あ
っ
た
。
科
学
的
・
客
観
的
方
法
と
し
て
自
然
科
学
的
な
方
法
を
手

本
に
し
て
き
た
心
理
学
の
歴
史
の
問
題
点
が
、
こ
の
調
査
結
果
か
ら

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

広
島
大
学
平
和
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
で
物
理
学
者
の
永
井

秀
明
は
、
こ
の
「
平
和
を
ね
が
う
科
学
者
の
意
見
調
査
委
員
会
」
に

よ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
報
告
を
、
日
本
物
理
学
会
年
会
や
、
日
本
学
術
会

議
ほ
か
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
核
戦
争
の
危
機
と
人
類
生
存
の
た

め
の
条
件
」
で
紹
介
し
、
多
く
の
反
響
を
得
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
報
告

で
の
調
査
デ
l
タ
を
、
一
般
市
民
の
調
査
と
重
な
る
設
問
項
目
に
つ

い
て
比
較
し
、
科
学
者
の
反
核
意
識
は
高
く
、
こ
れ
は
一
般
市
民
と

共
通
し
て
お
り
、
被
爆
国
の
国
民
的
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

「
平
和
を
ね
が
う
科
学
者
の
意
見
調
査
委
員
会
」
の
取
り
組
み
は
、

ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
声
を
踏
ま
え
、
日
本
の
心
理
学
者
の
国
際

的
な
社
会
責
任
と
い
う
自
覚
に
立
ち
、
数
多
く
の
心
理
学
者
を
平
和

研
究
に
組
織
し
、
海
外
の
研
究
者
に
そ
の
成
果
を
伝
え
た
。
ま
た
、

そ
れ
ま
で
平
和
問
題
の
研
究
は
主
と
し
て
、
物
理
学
者
、
政
治
学
者
、

社
会
学
者
、
教
育
学
者
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
集

団
的
調
査
活
動
に
よ
り
、
心
理
学
者
も
平
和
研
究
者
の
一
員
と
し
て
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新
た
に
加
わ
っ
た
、
と
い
う
意
義
は
大
き
い
。
研
究
の
成
果
が
心
理

学
者
だ
け
で
な
く
、
他
の
分
野
の
研
究
者
に
も
共
有
・
継
承
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
、
平
和
研
究
者
が
、
新
し
い
共
同
の
場
を
つ
く
っ
た

と
い
う
意
義
を
持
つ
。

日
本
の
心
理
学
者
が
、
同
じ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
も
と
で
テ
ー
マ
を

共
有
し
、
共
同
し
て
平
和
研
究
を
進
め
て
い
く
と
い
う
新
し
い
研
究

の
場
と
ス
タ
イ
ル
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
し
か
研
究
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
六

0
年
代
ま
で
の
平
和
心
理
学
研
究
の
状
況
と
は
違
っ
た
、
新
し

い
平
和
心
理
学
研
究
の
芽
生
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら

松
本
金
寿
の
健
康
上
の
問
題
も
あ
り
、
こ
の
研
究
運
動
は
、
心
理
学

者
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
継
続
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
〆、

、〆

八

0
年
代
の
特
徴

八
0
年
代
は
、
反
核
運
動
の
国
際
的
な
高
ま
り
の
な
か
で
、
心
理

学
者
の
平
和
を
求
め
る
意
識
、
特
に
核
戦
争
に
反
対
す
る
意
識
が
広

が
り
、
国
際
的
な
心
理
学
者
の
平
和
研
究
の
、
推
進
・
協
力
体
制
が
、

画
期
的
に
発
展
し
た
時
代
で
あ
る
。
日
本
の
平
和
心
理
学
も
、
八

0

年
代
の
特
に
後
半
に
入
っ
て
か
ら
、
世
界
の
心
理
学
界
に
躍
り
出
る

圏
内
的
に
も
急
速
な
広
が
り
を
見
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
心

理
学
会
（
A
P
A
）
で
平
和
心
理
学
部
会
が
新
し
く
正
式
な
部
会
と

し
て
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
心
理
学
の
世
界
で
も
九

0
年
代

に
は
、
心
理
学
の
一
領
域
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
発
展
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
平
和
教
育
、
臨
床
心
理
学
、
世
論

調
査
、
戦
争
と
天
皇
、
被
爆
者
研
究
の
五
つ
の
分
野
に
つ
い
て
、
概

観
し
て
み
よ
う
。

と
と
も
に
、

八
0
年
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
反
核
運
動
が
高
揚
し
た

こ
と
を
背
景
に
、
心
理
学
者
の
会
議
で
も
核
戦
争
防
止
の
課
題
や
平

和
の
た
め
の
心
理
学
を
追
究
す
る
気
運
が
高
ま
っ
た
二
九
八
四
年
、

メ
キ
シ
コ
の
ア
カ
プ
ル
コ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
心
理
科
学
連
合
総
会

で
は
、
特
別
決
議
「
平
和
を
求
め
る
心
理
学
者
」
（
第

m部
資
料
篇
参
照
）

が
採
択
さ
れ
、
心
理
学
者
は
国
際
的
に
協
力
し
て
平
和
研
究
を
進
め

る
と
と
も
に
、
各
国
内
の
心
理
学
会
で
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
企

画
を
推
進
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
。

日
本
で
は
一
九
八
五
年
十
二
月
、
「
平
和
の
た
め
の
心
理
学
者
懇
談

会
（
平
心
懇
こ
が
発
足
し
た
。
そ
し
て
、
「
平
心
懇
」
創
立
の
翌
年
、

一
九
八
六
年
以
降
に
は
、
主
に
日
本
心
理
学
会
と
日
本
教
育
心
理
学

会
の
大
会
・
総
会
で
、
毎
年
の
よ
う
に
、
平
和
と
心
理
学
に
関
す
る

企
画
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
心
理
学
界
内
部
に
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大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
一
九
八
八
年
に

被
爆
地
広
島
で
聞
か
れ
た
日
本
心
理
学
会
大
会
で
の
「
人
間
の
心
と

世
界
平
和
」
と
題
し
た
大
会
開
催
校
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
被

爆
者
研
究
と
ナ
チ
の
医
学
者
研
究
で
著
名
な
リ
フ
ト
ン
（

F
5
8・同－

H
）
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
迎
え
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
大
会
企
画

と
し
て
行
わ
れ
、
多
く
の
心
理
学
者
に
平
和
問
題
へ
の
関
心
を
喚
起

し
た
。
ま
た
、
日
本
社
会
心
理
学
会
大
会
で
も
一
九
八
七
年
以
降
、

平
和
関
係
の
学
会
発
表
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
一
九
八

八
年
三
月
に
は
、
心
理
科
学
研
究
会
（
一
九
六
九
年
発
足
、
略
称
「
心

科
研
」
）
が
平
和
心
理
部
会
を
発
足
さ
せ
た
。
「
心
科
研
」
で
は
、
海
外

の
平
和
心
理
学
の
動
向
の
紹
介
や
天
皇
の
代
替
り
前
後
の
大
学
生
の

天
皇
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

ア
カ
プ
ル
コ
で
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
国
際
心
理
科
学
連
合
に

「
反
核
平
和
委
員
会
」
（
一
九
八
四
年
発
足
、
そ
の
後
「
平
和
研
究
委
員

会
」
と
改
称
）
が
生
ま
れ
、
日
本
か
ら
は
入
谷
敏
男
（
東
海
大
学
）
が

代
表
委
員
と
し
て
運
営
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
現
在
ま
で
、

国
際
的
な
会
議
・
学
会
大
会
で
、
日
本
人
心
理
学
者
は
多
く
の
企
画

に
参
加
し
て
き
た
。
岸
本
弘
は
、
ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
と
国
際
心
理

学
者
会
議
で
、
み
ず
か
ら
の
被
爆
体
験
を
語
り
、
日
本
の
現
代
青
年

の
意
識
状
況
と
の
か
か
わ
り
で
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
八
五
年
の
「
ド
ナ
ウ
川
流
域
国
際
心
理
学
会
」
で
の
シ
ン
ボ
ジ

ウ
ム
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
パ
ル
ナ
）
、
国
際
平
和
年
で
あ
っ
た
一
九
八
六
年

の
「
平
和
を
求
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
心
理
学
者
会
議
」
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・

へ
ル
シ
ン
キ
）
、
同
年
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
「
国
際
応
用
心
理
学
会
議
」

で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
一
九
八
八
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
「
国
際

心
理
学
者
会
議
（
I
C
P）
」
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
、
同
年
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
で
聞
か
れ
た
「
国
際
心
理
学
会
議
」
で
の
三
つ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
一
九
八
九
年
の
平
和
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
ブ
ル

ガ
リ
ア
心
理
学
会
主
催
）
な
ど
で
は
、
日
本
の
心
理
学
者
が
、
企
画
に

も
貢
献
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
日
本
の
心
理
学
者
の
平
和
研
究
の

歴
史
と
現
状
を
分
析
し
た
業
績
も
八

0
年
代
後
半
に
な
っ
て
登
場
し

た
。
入
谷
比
、
日
本
の
平
和
研
究
の
実
状
に
つ
い
て
紹
介
し
、
日
本

平
和
学
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
心
理
学
者
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
寺
内
礼
治
郎
は
、
八

0
年
代
お
よ
び
八

0
年
代
ま
で
の
国
外
・

圏
内
の
動
き
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
津
聡
司
の
も
の

此
、
七

0
年
代
ま
で
の
日
本
で
の
研
究
と
運
動
に
つ
い
て
の
歴
史
研

究
の
成
果
で
あ
る
。
入
谷
比
、
人
種
・
民
族
の
偏
見
と
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
政
治
制
度
の
違
い
に
よ
る
緊
張
・
紛
争
、

国
家
聞
の
信
頼
の
欠
如
・
不
信
の
醸
成
・
他
国
非
難
・
自
国
正
当
化
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
誇
張
と
悪
用
、
悪
し
き
指
導
者
へ
の
盲
目
的
服
従
、

歴
史
に
対
す
る
責
任
の
問
題
の
六
点
を
平
和
研
究
の
課
題
と
し
て
海
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外
の
心
理
学
者
に
問
題
提
起
し
た
。

心
理
学
者
が
過
去
の
心
理
学
（
者
）
の
歴
史
を
見
直
す
試
み
も
行

わ
れ
て
き
て
い
る
。
遠
藤
は
「
日
本
陸
軍
と
心
理
学
研
究
」
（
『
北
海
道

教
育
大
学
人
文
論
究
』
四
一
号
、
一
九
八
一
年
）
で
、
日
本
の
心
理
学
者

に
よ
る
軍
事
研
究
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
た
。
波
多
野
誼
余
夫
・
山

下
恒
男
ら
の
『
教
育
心
理
学
の
社
会
史
｜
｜
あ
の
戦
争
を
は
さ
ん
で
』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
は
、
日
本
人
心
理
学
者
の
太
平
洋
戦
争
中

の
生
き
方
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
論
じ
、
戦
前
・

戦
後
の
連
続
性
を
批
判
し
て
い
る
。
対
象
と
な
る
存
命
中
の
心
理
学

者
に
は
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
裏
付
け
を
と
る
な
ど
、
詳
し
い

調
査
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

ま
た
、
中
川
作
一
は
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
（
』
ω
ヨ
g唱
者
・
）
の
平
和
の
心

理
学
と
本
能
論
に
つ
い
て
紹
介
と
批
判
的
検
討
を
行
い
、
同
時
に
ジ

ェ
l
ム
ズ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
力
に
よ
る
人
間
変
革
を
見
通
し
て

い
る
点
を
評
価
し
て
い
る
。
古
津
聡
司
は
、
ア
メ
リ
カ
心
理
学
の
平

和
研
究
の
時
期
区
分
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
づ
け
を
行

つれ～。
（ー）

平
和
教
育
の
心
理
学

日
本
の
七

0
年
代
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
」
の
学
習
を
中
心

に
平
和
教
育
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
八

0
年
代

の
平
和
教
育
の
特
徴
は
、
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
で
、
平
和
研

究
と
平
和
教
育
の
取
り
組
み
が
全
国
的
に
広
が
り
、
大
学
教
員
が
共

同
し
た
総
合
講
座
形
式
の
取
り
組
み
ゃ
、
国
際
平
和
学
コ

i
ス
の
新

設
な
ど
、
各
地
で
総
合
的
な
平
和
教
育
・
平
和
研
究
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
堀
孝
彦
と
伊
藤
武
彦
に
よ
れ
ば
、
一
九

八
七
年
の
平
和
教
育
の
講
義
数
は
一
九
七
九
年
ま
で
の
そ
れ
の
約
三

倍
と
な
っ
て
い
る
。

「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
平
和
教
育
を
必
要
と
す
る
と

い
う
意
見
は
、
日
本
の
科
学
者
の
八

1
九
割
に
み
ら
れ
る
。
特
に
心

理
学
者
は
、
専
門
と
の
か
か
わ
り
で
、
教
育
問
題
を
重
視
し
て
い
る
。

平
和
と
関
係
の
あ
る
問
題
の
う
ち
、
自
分
の
専
門
的
研
究
が
進
む
こ

と
で
か
か
わ
り
が
深
ま
っ
て
く
る
と
考
え
る
項
目
と
し
て
「
教
育
の

問
題
」
は
最
も
多
い
回
答
が
得
ら
れ
、
こ
れ
を
選
択
し
た
心
理
学
者

は
三
八
・
八
%
（
回
答
者
平
均
で
は
一
三
・
四
%
）
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
高
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
日
本

の
教
育
現
実
に
根
ざ
し
て
平
和
教
育
を
本
格
的
に
提
案
し
の
は
、
八

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

平
和
教
育
の
必
要
性
を
本
格
的
に
主
張
し
た
心
理
学
者
は
、
橋
口

英
俊
で
あ
る
。

橋
口
は
、
幼
児
期
か
ら
の
世
界
を
視
野
に
入
れ
た
人
間
尊
重
の
平
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和
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
幼
児
期
の
平
和
教
育
は
、
実
証

的
な
研
究
や
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
の
考
え
方
と
し
て
、
橋

口
は
、
家
庭
や
仲
間
な
ど
身
近
な
人
間
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
幼
児

期
か
ら
世
界
を
視
野
に
入
れ
た
平
和
教
育
を
す
る
こ
と
は
十
分
可
能

で
あ
り
、
む
し
ろ
、
幼
児
期
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
し
、
ま
た
、
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
橋
口

は
、
プ
ル

l
ナ
l
（回

E
ロ
司
」
・

ω・
）
の
螺
旋
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
考

え
方
を
採
用
し
、
児
童
期
で
具
体
的
操
作
的
思
考
に
適
し
た
教
材
を

与
え
る
ま
え
に
、
幼
児
期
で
は
幼
児
の
心
理
に
適
合
し
た
感
覚
や
直

感
に
訴
え
る
形
で
の
教
材
や
教
授
法
を
採
用
す
べ
き
だ
と
し
、
絵
本

に
よ
る
指
導
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
幼
児
期
の
平
和
教
育
に
つ
い
て
は
、
亀
谷
純
雄
の
論

考
が
あ
る
。
民
間
保
育
研
究
団
体
で
、
平
和
教
育
の
実
践
と
研
究
が

八

0
年
代
に
な
っ
て
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
今
後
の
理
論
的
、

実
証
的
な
研
究
の
前
進
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

橋
口
は
、
ま
た
、
明
治
五
年
の
翻
訳
教
科
書
時
代
か
ら
戦
後
の
検

定
教
科
書
時
代
ま
で
の
う
ち
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
昭
和
二
十
六
年

ま
で
の
固
定
教
科
書
に
つ
い
て
、
達
成
動
機
・
生
命
尊
重
精
神
・
非

生
命
尊
重
（
生
命
軽
視
）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
内
容
分
析
を
行
っ

た
結
果
を
紹
介
し
て
い
札
。
科
目
は
、
国
誌
・
舷
息
・
理
科
・
唱
軌

で
あ
る
。
戦
前
・
戦
中
の
教
科
書
は
国
語
で
も
修
身
で
も
、
達
成
動

機
を
強
調
し
、
生
命
を
軽
視
す
る
内
容
が
圧
倒
的
に
多
く
、
生
命
尊

重
の
内
容
は
乏
し
い
。
ま
た
そ
の
傾
向
は
、
戦
中
の
時
代
に
特
に
著

し
い
。
こ
の
よ
う
な
教
科
書
で
養
わ
れ
た
価
値
観
が
人
格
の
奥
深
く

に
刻
ま
れ
て
、
そ
の
後
の
人
生
に
影
響
を
与
え
続
け
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
橋
口
は
、
こ
の
、
教
科
書
の
内
容
の
分
析
研
究
を
踏
ま
え
、

価
値
観
調
査
を
行
っ
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
観
の
継
承
の
問
題
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。
価
値
観
は
、
世
代
差
が
極
め
て
大
き
く
、
幼
児

期
・
児
童
期
・
青
年
期
に
教
育
を
と
お
し
て
獲
得
し
た
価
値
観
の
時

代
差
が
、
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
因
子
分
析
の
結

果
で
は
、
「
親
切
で
思
い
や
り
が
あ
る
」
と
い
う
因
子
と
、
「
国
を
愛

し
、
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
因
子
と
は
、
独
立
的
で
結
び

つ
き
が
な
い
。
橋
口
は
、
短
絡
的
な
解
釈
を
戒
め
つ
つ
も
、
こ
の
結

果
は
、
幼
児
期
か
ら
平
和
教
育
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
支
持

す
る
も
の
で
あ
り
、
幼
児
期
・
児
童
期
に
、
思
い
や
り
の
教
育
を
し

て
お
け
ば
、
そ
れ
が
や
が
て
は
、
世
界
平
和
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

い
う
考
え
方
に
、
警
告
を
あ
た
え
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
橋
口
の
思
想
は
、
平
和
教
育
の
実
践
者
の
考
え
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
り
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
問
題
の
立
て
方
か
ら
出

発
し
て
、
心
理
学
的
方
法
で
手
堅
く
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
人
間
尊
重
と
い
う
理
念
を
、
身
近
な
個
人
的
レ
ベ
ル



も
っ
と
大
き
な
国
際
的
レ
ベ
ル
の
も
の
と
を
区
別
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
の
平
和
教
育
に
関
す
る
を
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
中
川

作
一
は
、
高
校
生
の
戦
争
体
験
聞
き
書
き
文
集
を
資
料
に
し
て
、
戦

争
意
識
に
つ
い
て
青
年
と
戦
争
体
験
者
と
を
比
較
し
、
戦
争
体
験
を

継
承
す
る
こ
と
の
意
義
を
論
じ
た
。
青
年
の
平
和
意
識
に
つ
い
て
、

杉
田
明
宏
は
、
青
年
に
か
か
わ
る
平
和
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、

高
校
生
平
和
ゼ
ミ
へ
の
参
加
を
例
に
引
き
つ
つ
関
与
的
な
研
究
法
の

重
要
性
を
提
起
し
、
ま
た
、
大
学
生
の
平
和
運
動
に
対
す
る
態
度
と

平
和
活
動
・
運
動
へ
の
参
加
と
の
関
連
を
検
討
し
、
平
和
問
題
に
関

心
は
あ
る
が
実
際
的
行
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
少
な
い
、
と
日
本
人

学
生
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、
平
和
教
育
・
平
和
問
題
を
教
育
心
理
学
の
テ
キ
ス
ト
に
取

り
入
れ
る
書
物
も
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
心
理
学
者
も
積
極
的
に

こ
の
テ
l
マ
と
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

の
も
の
と
、

（ニ）

臨
床
心
理
学

松
村
康
平
は
、
一
九
六
六
年
の
応
用
心
理
学
会
大
会
で
の
「
平
和

の
た
め
の
『
関
係
』
心
理
学
」
を
出
発
点
と
し
て
、
平
和
を
テ
l
マ

と
す
る
心
理
劇
の
理
論
と
実
践
を
発
展
さ
せ
た
。
松
村
は
一
九
八
七

年
、
関
係
弁
証
法
の
理
論
と
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
の
手
法
で
平
和
を
追
究

し
て
き
た
自
ら
の
あ
ゆ
み
を
述
べ
て
い
る
。
一
九
六
一
年
の
「
地
域

と
結
ぶ
心
理
劇
」
の
な
か
の
「
政
治
関
係
の
心
理
劇
｜
｜
政
治
心
理

の
研
究
法
」
（
『
心
理
劇
｜
｜
対
人
関
係
の
変
革
』
誠
信
書
房
、
所
収
）
は
、

第
六
回
原
水
爆
禁
止
大
会
科
学
者
協
議
会
に
氏
が
出
席
し
て
の
報
告

で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
六
年
の
日
本
応
用
心
理
学
会
で
は
「
平

和
の
た
め
の
『
関
係
』
心
理
学
」
を
報
告
し
た
。
ま
た
、
一
九
六
九

年
に
は
論
文
「
世
界
平
和
と
幼
児
教
育
」
を
著
し
た
。
一
九
七
二
年

に
松
村
が
主
宰
し
て
日
本
で
開
催
さ
れ
た
国
際
心
理
劇
・
社
会
劇
会

議
は
、
そ
の
主
テ

l
マ
が
「
平
和
の
た
め
の
心
理
劇
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
報
告
は
日
本
心
理
劇
協
会
『
平
和
の
た
め
の
心
理
劇
』
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。
一
九
八
七
年
に
松
村
は
、
原
水
爆
・
被
爆
体
験
の
心

理
劇
を
実
践
し
た
。
そ
こ
で
は
、
全
員
参
加
の
心
理
劇
と
し
て
、
原

水
爆
が
昨
裂
し
て
そ
こ
に
い
る
す
べ
て
の
人
が
倒
れ
る
場
面
か
ら
始

め
、
平
和
の
状
況
づ
く
り
を
進
め
、
出
会
い
が
う
ま
れ
、
か
か
わ
り

が
育
ち
、
未
来
の
と
び
ら
が
聞
く
と
い
う
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
た
。

松
村
の
平
和
心
理
学
の
構
想
は
、
『
平
和
の
た
め
の
心
理
学
日
の
な

か
に
包
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
松
村
の
考
え
で
は
、
人
間
聞
の

関
係
弁
証
法
の
展
開
を
意
識
化
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
個
人

間
・
集
団
内
・
国
際
関
係
の
場
面
で
心
理
学
研
究
者
が
平
和
の
状
況

づ
く
り
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
関
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係
が
発
展
す
る
よ
う
な
実
践
的
・
行
為
的
な
研
究
方
法
を
用
い
る
こ

と
を
提
案
し
、
平
和
を
希
求
す
る
活
動
を
心
理
学
者
の
「
自
分
た
ち

の
課
題
」
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
政
治
的
指
導
者
の
養
成

に
心
理
学
研
究
者
が
参
加
す
る
こ
と
も
提
案
し
、
ま
た
様
ざ
ま
な
形

で
心
理
学
研
究
者
が
平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
道
が
広
く
聞

か
れ
る
よ
う
に
、
協
力
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
た
。

松
村
は
、
こ
の
理
論
を
心
理
劇
と
い
う
手
法
を
用
い
て
今
日
ま
で
展

開
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
実
践
的
な
臨
床
心
理
学
的
手
法
を
用
い
た
平
和
の
た

め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
村
山
は
紹
介
し
て
い
る
。
村
山
の
論
文
は
、

前
年
の
日
本
教
育
心
理
学
会
総
会
の
自
主
シ
ン
ポ
で
の
報
告
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
間
・
宗
教
間
等
の
対
立
を
平
和
的
に
解
決

す
る
た
め
ロ
ジ
ャ

l
ズ
（

m
o
m
o
a－
n・
問
・
）
が
あ
み
だ
し
た
パ

l
ソ

ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
技
法

を
基
礎
に
お
い
て
、
政
治
的
指
導
者
に
合
宿
形
式
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
に
よ
っ
て
相
互
理
解
を
進
め
る
と
い
う
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
自
身
に
よ

る
実
践
の
紹
介
で
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
ら
は
、
社
会
的
緊
張
を
生
み
出
す
文
化
問
・
集
団
間
・

国
家
間
・
宗
教
問
で
の
反
目
・
敵
意
・
憎
悪
等
の
心
理
的
葛
藤
を
問

題
に
す
る
。
集
団
間
の
紛
争
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
は
、
お
互
い
に
、

自
分
が
正
し
く
相
手
が
間
違
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
り
、
こ
れ
は
夫
婦
聞
か
ら
国
際
紛
争
の
レ
ベ
ル
ま
で
貫
徹
し
て
い

る
、
と
い
う
。
集
団
聞
の
惜
悪
を
建
設
的
に
処
理
す
る
こ
と
は
、
政

治
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
心
理
学
、
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や

グ
ル
ー
プ
間
関
係
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
心
理
療
法
家
の
手
法
が
適

用
で
き
る
。
一
九
八
五
年
の
「
ウ
ィ
ー
ン
平
和
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
ロ
ジ
ャ

l
ズ
ら
が
目
指
し
た
の
は
、
中
米
の
緊

張
関
係
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
政
治
家
・
政
府
高
官
・
精
神
的
指

導
者
層
を
一
堂
に
集
め
、
敵
対
関
係
に
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
た
い
し
ロ

ジ
ャ

l
ズ
が
心
理
的
に
安
全
な
雰
囲
気
を
つ
く
り
だ
し
、
参
J

加
者
の

中
米
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
・
態
度
・
気
持
ち
を
自
由
に
表
現
で
き

る
よ
う
に
し
て
、
グ
ル
ー
プ
が
国
家
聞
の
平
和
な
相
互
作
用
を
つ
く

る
よ
う
な
政
策
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
つ
く
る
相
互
関
係
を
発
展
さ

せ
る
動
き
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
グ
ル
ー

プ
の
手
法
を
応
用
し
て
、
国
際
対
立
や
紛
争
で
敵
対
す
る
こ
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
指
導
者
が
出
会
い
、
率
直
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と

で
関
係
の
改
善
と
平
和
的
な
紛
争
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
敵
対
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
と
ニ
カ

ラ
グ
ア
人
の
問
に
友
情
が
め
ぼ
え
る
な
ど
、
参
茄
者
の
相
互
理
解
が

全
体
と
し
て
進
み
、
緊
張
が
減
少
し
た
。
と
く
に
影
響
力
の
あ
る
地

位
の
人
間
に
対
し
て
、
こ
れ
を
試
み
れ
ば
、
世
界
平
和
の
た
め
に
有

効
で
あ
る
と
し
、
外
交
官
、
多
国
籍
企
業
職
員
な
ど
の
訓
練
を
仕
事
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と
す
る
国
際
関
係
臨
床
家
の
創
出
と
育
成
を
、

し
て
い
る
。

ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
提
案

（三）

世
論
調
査

シ
ラ

l
E
q
Z江
戸

ω
n
y

－－
－
2
・
斉
藤
文
男
訳
『
世
論
操
作
』
青
木
書

店
、
一
九
七
九
年
、
二
二
四
｜
一
六

O
頁
）
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か

で
世
論
調
査
が
政
府
側
の
政
治
目
的
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
、
豊
富

な
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
、

調
査
技
法
の
開
発
を
促
し
た
だ
け
で
な
く
、
政
府
・
軍
官
僚
と
世
論

調
査
者
・
機
関
と
の
癒
着
を
生
み
出
し
た
。
世
論
調
査
は
科
学
的
手

法
で
は
あ
る
が
価
値
中
立
的
で
は
あ
り
え
ず
、
社
会
的
・
制
度
的
環

境
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
が
経
費
を
負
担
し

て
い
る
か
で
調
査
の
性
格
が
ほ
ぼ
決
ま
る
こ
と
も
多
い
。
そ
し
て
、

世
論
調
査
は
民
主
主
義
の
目
的
に
は
役
立
た
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ

て
そ
れ
を
阻
害
し
て
き
た
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
「
世
論
調
査
と
い
ふ
は
、
世
論
操
作
と
見
附
け
た
り
」

と
い
う
辛
口
の
見
解
を
、
極
論
だ
と
し
て
一
笑
に
付
す
こ
と
が
、
こ

の
日
本
で
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

N
H
K
は
、
公

共
放
送
を
行
う
準
政
府
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
資
料
「
総
選
挙
世
論

調
査
分
析
結
果
」
が
極
秘
に
自
民
党
幹
事
長
室
に
漏
洩
さ
れ
、
デ
ー

タ
が
選
挙
戦
術
の
立
案
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
一
九
九

O
年

の
週
刊
誌
で
暴
露
さ
れ
た
。

N
H
K
は
、
こ
れ
以
前
に
も
、
消
費
税

に
つ
い
て
の
世
論
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
反
対
意
見
が
強
く
て
、
そ

れ
が
政
府
自
民
党
に
不
利
に
な
る
た
め
発
表
を
取
り
や
め
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
や
青

少
年
対
策
本
部
な
ど
の
政
府
機
関
に
よ
る
も
の
は
、
政
治
権
力
の
手

段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
が

N
H
K
以
上
に
大
き
い
で
あ
ろ

う
。
わ
が
日
本
で
も
世
論
調
査
の
社
会
的
役
割
が
批
判
的
に
検
討
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

西
平
重
喜
『
世
論
調
査
に
よ
る
同
時
代
史
』
は
、
一
九
五

O
年
頃

か
ら
一
九
八
六
年
末
ま
で
の
世
論
調
査
の
結
果
の
変
遷
を
た
ど
っ
た

も
の
で
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
も
活
用
で
き
る
本
で
あ
る
。
平
和

問
題
で
数
多
く
の
テ
l
マ
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
調
査
項
目
は
、

憲
法
に
つ
い
て
、
天
皇
、
国
旗
、
国
歌
、
国
家
意
識
、
国
際
危
機
、

自
衛
隊
、
日
米
安
保
条
約
、
日
米
間
の
防
衛
問
題
、
核
兵
器
な
ど
網

羅
的
で
あ
る
。

西
平
は
世
論
調
査
の
政
治
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
批
判
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
被
爆
国
で
あ
る
日
本
の
政
府
が
核
兵
器
に

つ
い
て
一
度
も
世
論
調
査
を
し
て
い
な
い
不
思
議
を
指
摘
し
、
政
府

機
関
の
調
査
担
当
者
を
「
微
妙
な
立
場
で
さ
ぞ
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
」
と
察
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
世
論
調
査
の
背
景
に
つ
い
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て
の
示
唆
を
行
っ
て
い
る
個
所
が
あ
る
。
ま
た
、
防
衛
費
に
た
い
す

る
現
状
追
認
の
世
論
は
、
防
衛
費
増
強
を
喜
ん
で
承
認
し
て
い
る
の

で
な
く
、
こ
の
辺
り
ま
で
と
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
気
持
ち
が
う

か
が
え
る
、
と
結
果
の
解
釈
に
つ
い
て
問
題
を
指
摘
し
た
り
、
核
の

持
ち
込
み
に
つ
い
て
の
新
聞
に
よ
る
世
論
調
査
結
果
が
「
政
府
の
な

し
く
ず
し
既
成
事
実
化
に
よ
っ
て
し
ぶ
し
ぶ
現
状
追
認
の
形
を
繰
り

返
し
」
て
お
り
、
「
た
し
か
に
世
論
は
核
持
込
み
反
対
を
表
明
す
る
も

の
が
多
い
。
し
か
し
、
政
府
の
論
争
不
介
入
、
無
視
の
前
に
押
し
切

ら
れ
た
形
を
と
り
つ
づ
け
て
い
る
」
と
、
政
府
の
政
策
と
世
論
と
の

対
立
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
核
兵
器
問
題
に
つ
い
て
は
「
政

府
は
世
論
に
逆
ら
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
西
平

は
、
あ
く
ま
で
世
論
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
軍
拡
を
進
め
よ

う
と
す
る
政
府
に
対
す
る
批
判
を
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

稲
木
哲
郎
ら
は
、
今
日
の
平
和
問
題
の
在
り
方
を
、
久
野
収
「
『
安

全
』
の
論
理
と
平
和
の
論
理
」
（
憲
法
問
題
研
究
会
編
『
憲
法
読
本
（
下
）
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
所
収
）
に
も
と
づ
い
て
、
「
平
和
の
論
理
」

凶

と
「
安
全
の
論
理
」
と
い
う
論
理
の
対
立
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
前

者
は
、
憲
法
前
文
と
第
九
条
の
精
神
に
沿
い
、
非
核
三
原
則
・
武
器

輸
出
禁
止
三
原
則
な
ど
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後

者
は
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
考
え
方
で
、
自
衛
隊
の
成
立
・
米
軍
の

駐
留
・
日
米
安
全
保
障
条
約
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の

政
府
の
立
場
で
あ
る
。
平
和
の
論
理
は
全
人
類
を
視
野
に
お
さ
め
、

各
国
に
対
す
る
信
頼
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
安
全
の
論
理

は
、
世
界
を
一
国
の
ウ
チ
と
ソ
ト
に
分
け
、
ソ
ト
か
ら
ウ
チ
を
守
る

と
い
う
論
理
で
あ
り
、
ソ
ト
に
た
い
す
る
不
信
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

稲
木
ら
は
世
論
調
査
が
国
民
主
権
の
産
物
で
あ
り
、
民
主
主
義
の
実

践
の
た
め
の
世
論
調
査
の
本
来
的
役
割
を
肯
定
す
る
が
、
政
府
自
身

が
世
論
調
査
を
行
う
場
合
、
調
査
目
的
が
一
つ
の
方
向
を
も
っ
て
し

ま
う
危
険
性
を
、
内
閣
広
報
室
の
憲
法
世
論
調
査
が
政
府
の
改
憲
作

業
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
た
調
査
で
あ
っ
た

こ
と
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

稲
木
ら
は
、
敗
戦
（
一
九
四
五
年
）
か
ら
一
九
八

O
年
ま
で
の
世

論
調
査
を
、
憲
法
成
立
（
一
九
四
七
年
）
、
講
和
条
約
締
結
（
一
九
五

一
年
）
、
安
保
条
約
改
定
（
一
九
六

O
年
）
、
沖
縄
返
還
（
一
九
七
二

年
）
と
い
う
出
来
事
で
時
代
区
分
し
、
憲
法
・
安
保
条
約
・
自
衛
隊
・

米
軍
基
地
・
防
衛
費
・
非
核
三
原
則
な
ど
日
本
人
の
平
和
意
識
の
変

化
を
、
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
追
跡
し
て
い
る
。
西
平
が
調
査

結
果
か
ら
み
た
時
代
の
変
遷
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
稲
木
ら
の
分
析
は
、
さ
ら
に
、
調
査
の
方
法
論
的
問
題
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
平
和
の
論
理
」
に
立
脚
し
つ
つ
、

「
世
論
」
が
正
し
く
把
握
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
調
査
技
術
上
の
問

題
（
質
問
の
仕
方
、
回
答
の
選
択
肢
な
ど
て
結
果
の
把
握
に
意
図
的
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な
歪
み
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
調
査
主
体
の
姿
勢
の
問

題
、
結
果
の
解
釈
が
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
調
査
結
果
を
利

用
す
る
機
関
の
姿
勢
の
問
題
に
つ
い
て
、
個
々
の
調
査
項
目
を
比
較

検
討
し
、
調
査
当
時
の
解
釈
の
問
題
を
批
判
的
に
吟
味
し
て
い
る
。

稲
木
ら
は
、
調
査
時
期
が
ほ
と
ん
ど
同
時
で
あ
る
の
に
非
核
三
原

則
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
の
結
果
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
大
き
く
異

な
っ
た
新
聞
社
二
社
の
質
問
項
目
を
検
討
し
、
一
方
の
調
査
は
日
米

安
保
条
約
を
先
行
文
脈
と
し
て
設
問
を
構
成
し
た
結
果
、
三
原
則
支

持
の
割
合
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
の
調
査
の
文
脈

の
中
心
を
な
す
の
は
非
核
三
原
則
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
三
原
則

を
守
る
と
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
を
例
に
あ
げ
、
質
問
項
目
の

「
文
脈
効
果
」
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
質
問
に
つ
い
て
の
回
答
が
、
そ
の

質
問
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
に
お
か
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

文
脈
全
体
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
回

答
の
選
択
肢
の
問
題
と
し
て
、
内
閣
広
報
室
の
「
外
交
に
関
す
る
世

論
調
査
」
（
一
九
八
四
年
）
で
「
あ
な
た
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
ど
の

固
と
最
も
親
し
く
し
て
い
く
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
か
、
国
の
名
前

を
一
つ
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
設
問
を
批
判
し
て
い
る
。
戦
後

日
本
の
外
交
が
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
中
心
に
す
る
か
、
世
界
中
の

国
々
と
等
距
離
の
関
係
を
保
つ
か
と
い
う
、
二
つ
の
意
見
の
対
立
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
い
は
、
は
っ
き
り
と
、
「
国
の
名

前
を
一
つ
」
あ
げ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
で
、
等
距
離
外
交
を

よ
し
と
す
る
意
見
を
表
明
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
調
査
結

果
は
、
「
ア
メ
リ
カ
」
と
答
え
た
人
が
い
ち
ば
ん
多
く
四
三
二
二
%
で

あ
る
が
、
「
す
べ
て
の
国
」
と
答
え
た
人
が
一

0
・
三
%
い
た
。
回
答

選
択
肢
を
見
ず
に
こ
の
結
果
だ
け
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
外
交

の
支
持
者
が
等
距
離
外
交
の
支
持
者
の
四
倍
以
上
で
あ
り
、
一
見
、

現
政
府
の
外
交
政
策
が
国
民
に
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
さ
れ

て
し
ま
う
。
政
府
の
調
査
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
そ
の
こ
と
を
承
知

で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
目
的
と
し
て
「
誘
導
質
問
」
を
し
た
と
批
判
さ

れ
て
も
仕
方
の
な
い
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
外
交

に
関
す
る
世
論
調
査
」
と
題
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
親
し
く

し
て
い
く
」
と
い
う
稚
拙
で
暖
昧
な
表
現
を
使
い
、
米
軍
と
自
衛
隊

と
の
合
同
演
習
の
よ
う
な
軍
事
的
協
力
の
問
題
を
ぼ
か
し
て
い
る
こ

と
も
指
摘
し
た
。
ま
た
、
軍
事
・
外
交
の
政
策
を
問
う
場
合
に
、
「
中

立
」
と
い
う
回
答
選
択
肢
を
入
れ
る
と
そ
れ
を
選
択
す
る
割
合
が
多

い
の
だ
が
、
政
府
関
係
の
調
査
に
は
「
中
立
」
と
い
う
選
択
項
目
が

一
貫
し
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
「
こ
の
項
目
を
欠
く
調
査
は
世
論
を

正
し
く
把
握
す
る
上
で
欠
陥
が
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
政
府
自
身
の

方
針
の
枠
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
枠
内
で
世
論
を
捉
え
よ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
な
ら
、
本
来
の
民
主
主
義
的
な
世
論
調
査
と
は
正
反
対

の
姿
勢
で
あ
る
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
稲
木
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
世
論
調
査
の
回
答
を
資
料

に
し
た
日
本
人
の
平
和
意
識
の
変
化
の
研
究
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
世
論
調
査
と
い
う
社
会
的
・
政
治
的
事
象
に
た
い
す
る
社
会
心

理
学
的
な
研
究
と
も
な
っ
て
い
る
。
世
論
調
査
が
調
査
主
体
の
ア
リ

バ
イ
づ
く
り
や
世
論
操
作
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
た
い
す
る

批
判
を
、
調
査
の
方
法
論
か
ら
展
開
し
た
功
績
は
大
き
い
。

（四）

戦
争
と
天
皇

入
谷
『
日
本
人
の
集
団
心
理
回
は
、
満
州
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争

へ
と
、
足
掛
け
十
五
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
戦
争
を
指
導
し
た
日

本
の
上
層
部
に
、
無
責
任
体
制
が
ま
か
り
と
お
っ
た
と
い
う
帝
国
憲だ

ま

法
下
で
の
組
織
的
な
問
題
と
、
そ
の
巧
み
な
世
論
操
作
に
よ
っ
て
「
輔

さ
れ
」
、
軍
国
主
義
に
追
随
し
て
い
っ
た
日
本
国
民
の
心
理
を
、
ル
－

ボ
ン
（
F
O
回
。
ロ
唱
の
・
）
の
群
衆
心
理
学
な
ど
に
よ
り
な
が
ら
分
析
し

た
書
で
あ
る
。

入
谷
は
、
旧
憲
法
下
で
は
、
天
皇
は
、
国
の
主
権
者
で
あ
り
、
内

ほ
ひ
っ

閣
に
補
弼
（
天
皇
を
助
け
る
こ
と
）
さ
れ
た
国
政
の
統
括
者
で
、
国
務

そ
う
ら
ん

全
般
の
総
揮
者
で
あ
り
、
陸
海
軍
を
統
帥
す
る
大
元
帥
で
あ
り
、
ま

あ
ら
ひ
と
が
み

た
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
は
現
人
神
（
人
の
姿
と
な
っ
て
こ
の
世
に
現

れ
た
神
）
と
し
て
雲
の
う
え
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
も

と
で
の
政
治
組
織
の
特
徴
と
問
題
点
か
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
文
民

に
よ
る
軍
の
統
制
が
で
き
ず
、
軍
部
が
「
指
導
力
」
を
牛
耳
り
、
一

般
国
民
に
た
い
し
て
は
、
「
大
本
営
発
表
」
な
ど
、
報
道
の
国
家
統
制

の
も
と
で
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
大
衆
操
作
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
入
谷
は
、
有
事
立
法
、
靖
国
神
社
の
戦
犯
の
合
杷
問
題
、

国
家
秘
密
法
の
立
法
化
、
防
衛
費
の
一
%
枠
撤
廃
な
ど
、
日
本
は
再

び
過
去
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
道
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
危

機
意
識
か
ら
、
戦
争
が
絶
対
悪
で
あ
る
と
い
う
反
省
と
、
戦
争
協
力

の
罪
意
識
を
覚
醒
し
、
現
行
政
府
が
国
家
主
義
・
全
体
主
義
の
体
制

に
進
行
す
る
歯
止
め
と
し
て
、
冷
静
な
判
断
と
批
判
、
さ
ら
に
は
抵

抗
の
行
動
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
、
終
戦
直
後

か
ら
の
戦
争
責
任
論
を
分
析
し
て
い
る
。
「
戦
争
中
、
天
皇
は
日
本
の

軍
政
、
お
よ
び
軍
令
に
お
い
て
直
接
関
与
さ
れ
た
当
事
者
で
あ
る
こ

と
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
」
の
に
、
「
一
億
総
慨
悔
」
論

を
始
め
と
し
た
戦
争
責
任
者
擁
護
論
・
免
罪
論
が
出
て
き
た
こ
と
を

批
判
的
に
紹
介
し
、
敗
戦
後
も
天
皇
制
維
持
の
声
が
強
か
っ
た
こ
と
、

戦
争
体
験
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る。
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過
去
の
歴
史
に
教
訓
を
学
ば
な
い
も
の
は
現
在
に
た
い
し
て
盲
目

で
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
は
、
人
類
に
と
っ
て
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
行
っ
た
戦
争
で
も
侵
略
戦
争
と
よ



べ
な
い
し
、
太
平
洋
戦
争
が
侵
略
戦
争
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
「
後
世

の
史
家
が
判
断
す
る
」
と
い
う
、
首
相
答
弁
（
一
九
八
九
年
、
竹
下
首

相
）
が
国
会
で
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
こ
の
日
本
で
は
、
戦
争
の
反
省

の
う
え
に
た
っ
た
思
想
の
形
成
と
行
動
の
実
践
を
提
案
し
、
そ
の
反

省
の
材
料
を
提
供
し
た
本
書
の
意
義
は
大
き
い
。
入
谷
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
天
皇
の
政
治
的
地
位
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
の
「
元
首
」

「
主
権
者
」
か
ら
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
で
の
「
象
徴
」
へ
と
大
き

く
変
わ
っ
た
。
戦
前
は
「
国
体
」
す
な
わ
ち
天
皇
制
支
配
体
制
に
異

議
を
は
さ
む
者
は
「
治
安
維
持
法
」
な
ど
で
弾
圧
の
対
象
と
な
り
、

共
産
主
義
者
、
社
会
主
義
者
だ
け
で
な
く
、
自
由
主
義
者
や
宗
教
者

な
ど
に
数
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
み
な
ら
ず
、
科
学
的
精
神
を

貫
こ
う
と
し
た
研
究
者
ま
で
容
赦
な
く
弾
圧
を
加
え
ら
れ
た
。
大
泉

漕
は
、
天
皇
制
軍
国
主
義
の
政
府
の
も
と
で
、
城
戸
幡
太
郎
や
依
田

新
ら
の
心
理
学
者
が
、
教
育
科
学
研
究
会
・
保
育
問
題
研
究
会
な
ど

の
場
で
、
当
時
の
子
ど
も
の
生
活
実
態
や
生
活
綴
方
教
育
運
動
に
着

目
し
、
科
学
的
な
子
ど
も
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
警
察
に
弾

圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
経
過
を
た
ど
り
、
心
理
学
研
究
者
に
と
っ
て
も
、

自
由
な
研
究
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
「
日
本
の
教

育
心
理
学
」
、
心
理
科
学
研
究
会
編
『
教
育
心
理
学
試
論
』
三
和
書
房
、
一

九
七
九
年
）
。

戦
後
の
社
会
で
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
は
、
天
皇
制
を
論
じ
る

こ
と
が
（
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て
は
）
自
由
に
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
こ
の
問
題
の
世
論
調
査
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

天
皇
と
天
皇
制
に
た
い
す
る
世
論
調
査
に
つ
い
て
は
、
西
平
重
喜

に
よ
れ
ば
、
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
国
民
は
現
状
肯
定
的
な
意
見
が

多
い
が
、
若
い
世
代
ほ
ど
天
皇
制
へ
の
国
民
の
支
持
が
低
下
し
、
天

皇
制
が
い
つ
か
は
変
わ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
を

見
い
だ
せ
る
。
天
皇
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
は
四
回
の
調
査
で
、
責

任
あ
り
が
二
五
｜
四
七
%
、
責
任
な
し
が
二
五

l
三
六
%
で
あ
っ
た
。

元
号
は
生
活
慣
習
上
の
賛
成
者
が
多
い
が
、
強
制
や
法
制
化
に
は

反
対
者
が
か
な
り
い
る
。
国
旗
・
国
歌
も
認
め
る
も
の
の
方
が
多
い

が
、
国
旗
を
所
有
し
掲
揚
す
る
も
の
は
少
な
く
、
法
制
化
に
よ
る
強

制
へ
の
賛
成
者
は
少
な
い
。
「
元
号
法
制
化
」
は
、
こ
の
よ
う
な
世
論

を
無
視
し
て
強
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
年
齢
差
が
大
き
く
、
天
皇
に
た
い
す
る
好
意
・

尊
敬
の
念
は
年
齢
が
高
い
ほ
ど
大
き
く
、
コ
ホ
l
ト
（
閉
じ
年
に
生
ま

れ
た
集
団
）
内
で
は
、
年
が
た
つ
で
も
あ
ま
り
変
動
し
な
い
。
戦
前
の

皇
民
教
育
に
よ
る
長
期
間
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

斉
藤
哲
雄
は
、
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
研
究
の
手
法
を
用

い
、
こ
の
尺
度
と
天
皇
制
支
持
・
不
支
持
と
の
相
互
関
係
を
明
ら
か

に
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

斉
藤
は
、
ア
ド
ル
ノ
（
〉
仏

0
3。
・
叶
・
当
・
）
の
九
つ
の
権
威
主
義
の
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尺
度
（

A
尺
度
）
を
基
礎
に
、
城
戸
浩
太
郎
の
日
本
人
の
権
威
主
義

的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
論
（
『
社
会
意
識
の
構
造
』
新
曜
社
、
一
九
七

O
年、

参
照
）
を
加
味
し
て
、
九
つ
の
性
向
の
質
問
項
目
を
作
成
し
た
。
天
皇

支
持
の
強
さ
と
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
の
聞
に
は
正
比
例

の
関
係
が
あ
り
天
皇
の
支
持
が
最
も
積
極
的
な
群
は
最
も
権
威
主
義

尺
度
の
得
点
が
高
い
。
ま
た
、
権
威
主
義
の
度
合
と
支
持
理
由
の
関

係
を
み
る
と
、
同
じ
「
天
皇
支
持
者
」
で
も
、
「
政
治
的
ま
た
は
道
徳

的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
天
皇
支
持
者
」
は
「
象
徴
天
皇
支
持
者
」
よ

り
も
権
威
主
義
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
強
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
「
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
は
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
難
を
逃
れ
た
ア
ド
ル
ノ
ら
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
反
民
族
主
義
の
立
場
に

た
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
許
し
、
迎
合
し
、
推
進
し
た
、
反
民
主
主

義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
に
関
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
原
著
か
ら
現
在
の
改
訂
版
ま
で

の
構
成
の
変
遷
を
検
討
し
た
小
谷
野
邦
子
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と

し
た
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
研
究
の
流
れ
を
総
括
し
て
、
尺

度
の
技
術
的
洗
練
化
が
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
社
会
的
・
経
済
的
側

面
か
ら
の
分
析
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
研

究
で
あ
る
と
い
う
、
当
初
の
目
的
が
必
ず
し
も
引
き
継
が
れ
て
お
ら

ず
、
研
究
の
社
会
的
意
義
が
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
し
ま
っ
た
傾
向
を
指

r町

摘
し
て
い
＆
。

日
本
で
も
、
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
題
に
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
か
つ
て
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
同
心
円
の
中
心
で
あ
り
、

現
在
で
も
反
動
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
、
天
皇

の
問
題
を
避
け
て
と
お
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
ら
、
一
言
い
過

ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
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(.n) 

被
爆
者
研
究

久
保
良
敏
の
研
究
以
後
、
原
爆
被
害
の
心
理
学
的
側
面
の
研
究
は
、

精
神
分
析
の
立
場
で
広
島
の
被
爆
者
の
精
神
的
崩
壊
と
再
建
を
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
分
析
し
た
ア
メ
リ
カ
の
精
神
医
学
者
リ
フ
ト
ン

p
s
o
p
m・
－
）
の
研
究
を
待
た
ね
ば
ら
な
ら
か
っ
た
。

精
神
分
析
の
流
れ
を
く
む
リ
フ
ト
ン
の
『
死
の
内
の
生
命
｜
｜
ヒ

ロ
シ
マ
の
生
存
者
』
は
、
後
の
日
本
の
被
爆
者
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
こ
の
書
は
、
一
九
六
二
年
に
リ
フ
ト
ン
が
広
島
の
被
爆

者
七
十
五
名
に
面
接
を
行
い
、
生
き
残
っ
た
人
た
ち
が
抱
く
罪
意
識

を
「
生
の
な
か
の
死

2
2
5
E
E
O）
」
と
特
徴
づ
け
、
ヒ
ロ
シ
マ

に
落
と
さ
れ
た
原
爆
が
、
人
び
と
の
身
体
や
社
会
経
済
生
活
を
破
壊

す
る
だ
け
で
な
く
、
生
存
し
た
被
爆
者
に
た
い
し
て
心
理
的
に
深
刻

な
影
響
を
与
え
つ
づ
け
る
こ
と
を
示
し
、
日
本
の
内
外
に
原
爆
の
反



人
道
性
を
心
理
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。

リ
フ
ト
ン
の
評
価
と
批
判
は
、
舟
橋
喜
恵
、
伊
東
壮
な
ど
に
よ
っ

て
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
心
理
学
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
中
川
作

一
の
も
仇
が
あ
る
。
中
川
は
、
原
爆
投
下
時
の
人
間
行
動
に
つ
い
て
、

人
格
・
自
己
の
喪
失
し
た
極
限
状
態
で
あ
る
の
で
、
リ
フ
ト
ン
の
言

う
「
自
己
保
存
」
よ
り
も
「
個
体
保
存
」
と
い
う
概
念
が
適
切
で
あ

る
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。

久
保
良
敏
以
来
、
日
本
人
研
究
者
で
被
爆
者
の
意
識
を
調
査
・
研

究
し
て
き
た
の
は
、
心
理
学
者
で
は
な
く
、
社
会
学
者
で
あ
る
石
田

忠
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
石
田
は
、
長
崎
の
被
爆
者
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
よ
り
、
被
爆
者
の
精
神
的
苦
し
み
と
希
望
の
実
態

を
克
明
に
調
査
し
た
。
石
田
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、
被
爆
者

の
苦
し
み
を
認
め
つ
つ
、
心
の
傷
を
乗
り
越
え
て
〈
漂
流
〉
の
状
態

か
ら
、
未
来
を
も
と
め
、
生
き
る
意
味
を
取
り
戻
す
た
め
に
被
爆
者

た
ち
が
積
極
的
に
生
き
る
〈
抵
抗
〉
の
姿
を
も
強
調
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
被
爆
者
た
ち
は
リ
フ
ト
ン
の
言
う
よ
う
に
「
生
の
な
か
の

内
な
る
死
」
を
か
か
え
、
原
爆
の
被
害
を
体
験
し
続
け
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
原
爆
が
人
間
に
対
し
何
を
し
た
か
を

見
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
原
爆
・
核
兵
器
に
対
し
何
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
、
重
い
口
を
開
い
て
原
爆
体
験
を
次
の

世
代
や
世
界
の
人
た
ち
に
語
り
継
ぐ
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
意

味
づ
け
て
い
る
被
爆
者
た
ち
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る

（
石
田
忠
『
反
原
爆
論
集
I
・H
』
未
来
社
、
一
九
八
六
年
、
参
照
）
。
「
生

の
な
か
の
内
な
る
死
」
の
状
態
か
ら
新
し
い
生
を
回
復
し
て
い
く
ま

で
の
心
理
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
分
析
す
る
仕
事
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ

れ
心
理
学
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
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一一
日
本
の
平
和
心
理
学
の
歩
み
と
課
題

日
本
の
心
理
学
者
が
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
公
的
な
発
言
を
し
た

の
は
、
一
九
五

O
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
四
月
三
日
、
第
十
四
回

日
本
心
理
学
会
大
会
に
あ
た
っ
て
、
今
回
恵
、
城
戸
幡
太
郎
、
古
賀

行
義
、
久
保
良
敏
、
依
田
新
、
鶴
田
正
て
南
博
の
七
氏
は
、
協
議

し
て
発
起
人
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る
「
平
和
の
ア

ッ
ピ
ー
ル
」
へ
の
署
名
を
大
会
参
加
者
に
も
と
め
た
。

な
ぜ
、
こ
の
時
、
日
本
の
心
理
学
者
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に

「
平
和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
」
を
送
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の

占
領
政
策
が
、
四
七
年
の
二
・
一
ス
ト
禁
止
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

急
速
に
反
動
期
に
入
り
、
ト
ル

l
マ
ン
の
世
界
戦
略
も
変
わ
っ
て
、

「
も
っ
ぱ
ら
日
本
を
反
ソ
の
と
り
で
と
す
る
意
図
が
丸
見
え
」
に
な

り
、
第
三
次
世
界
大
戦
が
切
迫
す
る
危
機
の
な
か
で
、
初
期
の
占
領

政
策
を
担
っ
て
い
た
ニ
ュ

l
・
デ
ィ

l
ル
派
が
、
ア
メ
リ
カ
の
良
心

を
代
表
し
て
、
戦
後
日
本
の
民
主
化
の
た
め
に
積
極
的
に
寄
与
し
た

歴
史
に
立
ち
か
え
り
、
こ
の
部
分
に
つ
な
が
る
平
和
勢
力
と
連
帯
し

て
、
戦
争
反
対
の
国
際
世
論
を
高
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・
ア
ピ
ー
ル
は
こ
の
年
の
三
月
十
五
日

に
出
て
い
た
。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
ア
ッ
ピ
ー
ル
」
か
ら
、
何
を
受
け

継
ぐ
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
民
主
主
義
と
自

由
を
科
学
の
原
点
に
据
え
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
を
主
権
者

の
立
場
に
お
い
て
研
究
対
象
に
立
ち
向
か
う
こ
と
。
第
二
に
、
平
和

の
心
理
学
の
た
め
に
、
圏
内
は
も
ち
ろ
ん
、
全
世
界
の
学
者
と
の
協

力
体
制
を
組
む
こ
と
。
第
三
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
当
然
、
好
戦

的
な
政
策
決
定
者
の
行
為
に
反
対
す
る
批
判
力
と
良
心
を
持
つ
科
学

者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
四
に
、
平
和
の
心
理
学
は
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
を
目
的
価
値
と
す
る
限
り
、
心
理
学
説
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

そ
の
特
殊
性
が
生
き
る
よ
う
な
共
同
作
業
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
達
成



さ
れ
る
領
域
で
あ
る
こ
と
。
第
五
は
、
伝
統
的
な
本
能
論
で
は
な
く
、

人
間
行
動
の
歴
史
的
被
制
約
性
を
前
提
に
す
る
こ
と
。
｜
｜
以
上
の

観
点
で
あ
る
。

ま
と
め
に
入
ろ
う
。
日
本
の
平
和
心
理
学
は
、

問
題
に
し
、
何
を
発
見
し
て
き
た
か
。

五
0
年
代
の
研
究
領
域
は
、
「
被
爆
体
験
」
「
強
制
収
容
所
」
「
戦
争

の
心
理
」
「
青
少
年
の
平
和
意
識
」
の
四
つ
に
整
理
さ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
時
期
に
、
フ
ロ
ム
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
、
ア
ド
ル
ノ
の
「
権

威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』
、
メ
イ
の
『
戦
争
と
平
和
の
社
会
心
理

初
晶
子
』
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
民
主
的
集
団
・
専
制
的
集
団
に
関
す
る
実
験
研
究

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
、
精
神
分
析
、
学
習
理
論
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論

な
ど
の
心
理
学
説
を
基
礎
に
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
争
に
関
す
る
研

究
が
、
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
こ
こ
か
ら
、
日
本
の
研

究
者
が
新
鮮
な
知
的
刺
激
を
得
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

各
年
代
に
、

伺
を

一
九
四
五
年
八
月
六
日
、
九
日
に
、
日
本
人
は
人
類
史
上
空
前
の

経
験
を
強
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
被
爆
者
」
に
関
す
る
心
理
学
的
研

究
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
残
念
な
こ
と
に
、
非
常
に
少
な
い
。
む

し
ろ
日
本
の
心
理
学
者
は
私
を
含
め
て
素
直
に
こ
の
事
実
に

「
対
面
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
平
和
研
究
に
対
す
る

新
た
な
勇
気
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
幸
い
、
被
爆
研
究
は
「
不
在
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
日

本
心
理
学
会
も
こ
の
問
題
を
見
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
、
学
会
史
に
は
、
一
九
五
二
年
、
日
本
心
理
学
会
は
、
「
広
島
原
爆

被
爆
影
響
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
り
古
賀
、
戸
川
、
宮
城
各
理

事
が
交
渉
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

宮
城
音
弥
が
、
こ
の
年
、
被
爆
者
座
談
会
の
司
会
を
務
め
、
被
爆
直

後
の
支
離
滅
裂
な
行
動
を
「
驚
博
反
応
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
努
力

は
、
こ
の
線
に
そ
っ
た
「
協
力
」
の
一
端
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
久
保
良
敏
が
「
現
地
」
に
住
む
強
み
を
生
か
し
、
被
爆

四
年
後
に
開
始
し
た
面
接
調
査
の
報
告
｜
「
広
島
被
爆
直
後
の
人
間

行
動
」
、
「
原
水
爆
へ
の
態
度
〕
は
、
〈
閃
光
〉
〈
爆
風
〉
〈
倒
壊
〉
と
い

う
強
烈
な
第
一
刺
激
群
に
よ
る
「
準
定
常
的
平
衡
状
態
」
の
混
乱
か

ら
、
敗
戦
に
至
る
被
爆
者
の
「
判
断
」
と
「
行
動
」
の
刻
々
の
変
化

を
、
心
理
学
者
の
責
任
に
お
い
て
記
述
し
た
記
念
す
べ
き
業
績
で
あ

る
。
特
に
、
「
準
定
常
的
平
衡
状
態
の
混
乱
」
と
い
う
表
現
は
、
被
爆

と
同
時
に
、
認
知
の
枠
組
み
と
し
て
の
意
味
体
系
が
一
挙
に
失
わ
れ

た
事
実
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
感
覚
麻

癖
」
は
、
こ
の
消
失
に
よ
る
意
味
空
間
の
崩
壊
の
結
果
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

次
に
こ
の
こ
ろ
、

崩
壊
さ
せ
な
が
ら
、

日本の平和心理学
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チ
の
強
制
収
容
所
で
、
囚
人
た
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が
人
格
を

収
容
所
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に
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っ
た
過
程
を
分
析
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し
た
ベ
ツ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
「
極
限
状
況
に
お
け
る
個
人
と
大
衆
行
動
」

が
、
清
水
幾
太
郎
や
城
戸
浩
太
郎
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
彼

ら
は
、
そ
の
な
か
で
、
全
体
主
義
国
家
の
戦
時
体
制
そ
の
も
の
を
収

容
所
の
強
制
機
構
に
類
比
す
る
観
点
を
示
し
た
が
、
特
に
城
戸
は
、

日
本
の
国
家
全
体
が
、
敗
戦
ま
で
は
、
指
導
者
の
意
志
に
国
民
を
盲

従
さ
せ
る
一
つ
の
大
き
な
強
制
収
容
所
で
あ
っ
た
点
を
強
調
し
、
今

後
も
い
つ
か
そ
の
強
制
機
構
を
復
活
し
て
、
か
つ
て
「
人
間
」
を
「
兵

隊
」
に
つ
く
り
か
え
た
軍
隊
と
同
じ
砂
真
空
地
帯
。
（
野
間
宏
）
と
し

て
再
編
さ
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
。

戦
争
は
国
家
の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
国
民
が
指
導
者
の

決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
国
家
の
行
為
と
し
て
の
戦
争
は
起
こ
ら
な

い
。
で
は
戦
争
に
国
民
を
動
員
す
る
た
め
に
、
国
家
の
指
導
者
｜
政

策
決
定
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
操
作
技
術
を
用
い
、
ま
た
、
国
民

の
な
か
の
ど
ん
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
利
用
す
る
の
か
。
第
三
の
領
域

は
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
研
究
か
ら
な
っ
て
い
る
。

宮
城
音
弥
は
、
「
権
威
服
従
の
心
理
」
の
な
か
で
、
権
威
は
尊
敬
と

畏
怖
の
両
面
価
値
を
も
ち
、
機
能
的
に
は
、
社
会
の
「
弱
者
」
の
自

己
保
存
を
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
力
は
権
威
の
対
象
と
服

従
者
と
の
聞
の
距
離
に
か
か
わ
る
の
で
、
権
威
の
設
計
に
あ
た
っ
て

は
、
前
者
を
で
き
る
だ
け
後
者
か
ら
遠
ざ
け
る
技
法
が
用
い
ら
れ
る

と
い
い
、
「
天
皇
の
権
威
は
、
彼
を
人
民
か
ら
遠
ざ
け
、
特
別
に
遇
し

て
現
人
神
と
な
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で

き
ぬ
」
と
い
っ
て
、
日
本
の
天
皇
の
権
威
に
た
い
す
る
心
理
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
し
め
し
た
。

南
博
は
、
「
戦
争
へ
の
心
理
的
準
備
」
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
で
聞
か
れ
た
世
界
平
和
会
議
に
た
い
す
る
、
新
聞
・
雑
誌
の
妨
害

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
例
に
し
て
、
戦
争
勢
力
の
国
民
に
対
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
操
作
の
方
法
を
分
析
し
た
。
南
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
、

平
和
運
動
が
何
か
平
和
以
外
の
目
的
を
も
っ
陰
謀
で
あ
る
と
い
う
印

象
を
与
え
、
第
二
に
「
戦
争
を
通
じ
て
の
平
和
」
と
い
う
逆
説
を
は

っ
て
、
ソ
連
の
脅
威
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
弱
体
」
を
誇
張
し
、

軍
備
拡
張
を
正
当
化
す
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
大
量
宣
伝
に
よ
っ
て
、
国

民
を
心
理
的
麻
療
に
追
い
込
む
こ
と
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
「
共

産
党
へ
の
恐
怖
」
の
な
か
で
、
「
ル

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
お
よ

そ
進
歩
の
側
に
く
み
す
る
者
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
っ
て
も
、
常
に

反
動
勢
力
か
ら
『
赤
』
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
そ
れ
が
一
般
大
衆
に
と
っ

て
、
恐
怖
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
言
い
、
反

動
勢
力
が
わ
ざ
と
「
恐
怖
」
の
シ
ン
ボ
ル
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
一
般
大
衆
」
の
体
制
批
判
を
そ
ら
す
方
法
を
好
ん
で
用
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。

一
九
五
三
年
、
ソ
連
の
水
爆
実
験
成
功
、
五
四
年
、
ビ
キ
ニ
環
礁

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
水
爆
実
験
｜
と
、
「
ア
カ
」
の
恐
怖
で
は
な
く
、
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水
爆
の
恐
怖
が
現
実
に
広
が
る
な
か
で
、
五
五
年
に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
・

ア
ピ
ー
ル
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
の
事
態
を
背
景
に
し
て
、
日
本
の
心

理
学
者
は
、
青
少
年
の
平
和
意
識
に
関
す
る
研
究
に
着
手
し
て
い
る
。

塩
川
武
雄
は
、
山
村
、
都
市
、
お
よ
び
第
五
福
竜
丸
な
ど
ビ
キ
ニ
被

災
船
の
母
港
で
あ
る
焼
津
の
、
小
学
二
年
生
以
上
中
学
生
ま
で
計
二

千
二
百
二
十
七
人
に
、
質
問
紙
法
で
原
水
爆
実
験
に
関
す
る
意
見
を

聞
き
、
子
ど
も
た
ち
の
放
射
能
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
危
慎
す
る
論
文
を
発

表
し
た
（
「
原
水
爆
実
験
に
対
す
る
青
少
年
の
態
度
と
そ
の
及
ぽ
す
心
理

的
影
響
」
）
。

乾
孝
は
、
「
青
年
と
原
子
力
問
題
」
の
な
か
で
、
某
私
立
女
子
高
等

学
校
生
徒
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
原
水
爆
に
関
す
る
質
問
紙
調
査
を

検
討
し
、
特
に
、
学
生
の
調
査
研
究
自
体
に
対
す
る
三
種
類
の
否
定

的
意
見
｜
調
査
の
効
果
に
つ
い
て
の
懐
疑
、
学
生
の
本
分
論
、
背
後

関
係
に
つ
い
て
の
疑
惑
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
「
背
後
関

係
に
つ
い
て
の
疑
惑
」
は
、
さ
っ
そ
く
南
の
指
摘
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
操
作
の
効
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
乾
は
、
法
政
大
学
心
理
学
研
究

会
の
ウ
ィ
ー
ン
・
ア
ピ
ー
ル
調
査
へ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
発
見
さ

れ
た
、
学
生
青
年
の
心
理
的
「
壁
」
に
言
及
し
、
政
治
的
無
関
心
の

原
因
が
、
政
治
活
動
の
も
た
ら
す
不
利
益
な
結
果
、
政
治
行
動
の
む

な
し
さ
、
行
動
へ
の
刺
激
の
欠
如
に
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
し

か
し
、
同
時
に
彼
は
、
こ
の
「
無
力
感
」
が
、
自
・
他
の
内
面
を
再

組
織
す
る
対
話
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
克
服
さ
れ
る
事
例
に
注

目
し
、
「
話
し
合
い
に
よ
る
態
度
変
容
」
の
仮
説
を
導
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
五

0
年
代
に
は
、
日
本
の
研
究
者
は
、
国
民
と
政

治
指
導
者
と
の
対
立
に
も
と
づ
く
心
理
学
的
諸
矛
盾
、
お
よ
び
こ
の

時
期
の
国
民
の
側
に
あ
っ
た
一
般
的
な
無
力
感
を
、
平
和
心
理
学
の

課
題
に
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

六
0
年
代
に
日
本
の
心
理
学
者
は
、
安
保
闘
争
お
よ
び
そ
の
後
の

国
民
的
な
連
帯
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
、
平
和
と
心
理
学
に
関
す
る
、

二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
、
六
六
年

の
第
三
十
三
回
日
本
応
用
心
理
学
会
大
会
の
「
心
理
学
者
は
い
か
に

平
和
に
貢
献
す
る
か
」
で
あ
り
、
第
二
は
、
六
八
年
の
第
九
回
日
本

社
会
心
理
学
会
大
会
に
お
け
る
「
社
会
心
理
学
と
平
和
」
で
あ
る
。

ま
た
、
六
六
年
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
第
十
八
回
国
際
心
理

学
会
議
を
機
に
、
国
際
心
理
科
学
連
合
が
主
催
し
た
円
卓
会
議
「
心

理
学
と
国
際
関
係
」
に
今
回
恵
、
佐
藤
幸
治
が
招
か
れ
て
報
告
し
、

六
七
年
に
は
、
日
本
社
会
心
理
学
会
は
そ
の
年
報
を
「
戦
争
と
平
和

の
社
会
心
理
学
」
と
し
て
出
版
し
て
い
れ
。
六

0
年
代
は
、
日
本
の

平
和
心
理
学
が
、
圏
内
的
に
も
、
国
際
的
に
も
お
よ
そ
の
見
通
し
を

つ
か
ん
だ
時
期
で
あ
る
。
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応
用
心
理
学
会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ス
キ
ナ
l
、
オ
ス
グ

ッ
ド
、
西
独
の
ヴ
ェ
ン
ト
か
ら
送
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
紹
介
し
、

（
一
）
「
オ
ス
グ
ッ
ド
の
平
和
心
理
学
に
つ
い
て
」
（
田
中
靖
政
）
、
（
二
）

「
平
和
の
た
め
の
『
関
係
』
心
理
学
」
（
松
村
康
平
）
、
（
三
）
「
平
和

問
題
の
社
会
心
理
学
。
ー
ー
そ
の
国
際
的
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
」
（
南

博
）
、
（
四
）
「
平
和
と
心
理
学
者
」
（
城
戸
幡
太
郎
）
の
四
つ
の
報
告

に
入
っ
た
が
、
そ
の
報
告
と
討
論
の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
問
題

点
を
概
括
し
よ
う
。

田
中
は
オ
ス
グ
ッ
ド
の
G
R
I
T
が
、
学
習
理
論
と
対
人
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
の
国
際
関
係
へ
の
応
用
の
成
果
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
な
に
よ
り
も
、
，
核
絶
滅
。
の
危
機
に
抗
し
て
、
「
ア
メ
リ

カ
的
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
諸
価
値

を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
第
一
の
目
的
」
を
お
い
た
理
論
で
あ
る
こ
と

を
力
説
し
、
平
和
の
心
理
学
は
科
学
の
基
礎
に
価
値
を
お
く
立
場
に

立
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

松
村
康
平
は
、
関
係
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
仲
間
づ
く
り
と
変
革

の
理
論
に
立
つ
平
和
心
理
学
の
構
想
に
つ
い
て
論
じ
た
。
彼
は
、
「
人

聞
は
、
関
係
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
活
動
は
、
そ
こ
に
成
立
し
て

い
る
関
係
に
規
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
を
規

定
し
、
そ
の
関
係
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
関
係
に
つ
つ

ま
れ
て
活
動
す
る
人
問
、
つ
つ
む
も
の
を
変
化
さ
せ
る
主
体
と
し
て

の
人
聞
が
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
関

係
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
関
係
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
関
係
を
変

え
る
主
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
係
を
変
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
関

係
に
関
す
る
認
識
（
関
係
認
識
）
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で

は
、
ど
う
す
れ
ば
、
「
関
係
に
つ
つ
ま
れ
て
活
動
す
る
人
間
」
が
、
自

分
を
つ
つ
ん
で
い
る
関
係
に
つ
い
て
の
「
関
係
認
識
」
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
｜
｜
そ
う
問
題
を
展
開
し
て
、
彼
は
「
第
三
者

の
認
識
」
を
提
唱
す
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
二
人
の
人
間
（
二
者
）
が
、
顔
と
顔
を
見

合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
共
通
の
課
題
に
向
か
っ
て
肩
と
肩
を

並
べ
て
立
つ
よ
う
な
三
者
関
係
に
入
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
認
識
で

あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
松
村
の
「
第
三
者
の
認
識
」
は
、
論
理
的

に
は
、
対
立
の
統
一
の
弁
証
法
で
あ
り
、
実
践
的
に
は
、
自
・
他
の

対
立
を
共
同
に
変
え
る
「
関
係
発
展
」
の
技
法
で
あ
る
。
こ
の
認
識

と
技
法
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
身
近
な
対
人
関
係
の
な
か
に
、
創

造
的
な
仲
間
の
輪
を
作
り
、
そ
の
輸
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
民
的
な
連
帯
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
過

程
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
、
三
つ
ほ
ど
問
題
を
と
り
だ
し
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
発
展
を
導
く
た
め
に
は
、
相
対
立
す

る
二
者
を
新
し
く
媒
介
す
る
何
か
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
と
呼
ん
で
お

54 



こ
う
。
第
二
に
、
関
係
が
発
展
す
る
聞
に
人
び
と
の
対
人
関
係
の
イ

メ
ー
ジ
に
変
化
が
起
き
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
の
変
化
に
づ
い
て
は
、

仮
に
自
己
の
内
面
に
「
人
類
」
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
存
在
を
、
「
私

に
つ
な
が
る
人
間
」
と
し
て
小
さ
く
感
じ
る
自
分
を
見
出
す
と
い
う

よ
う
な
表
現
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
三

は
、
こ
う
し
て
連
帯
の
輪
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
、
逆
に
戦
争
勢

力
と
の
「
対
立
」
が
い
よ
い
よ
鮮
明
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
政
策
決
定
者
は
国
民
と
「
第
三
者
の
認
識
」
を
達

成
す
る
か
わ
り
に
｜
政
治
指
導
者
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
受
容
す
る

場
合
に
は
、
話
が
別
に
な
る
が
｜
今
い
う
「
対
立
」
を
覆
い
隠
し
て

「
現
状
維
持
」
を
企
て
、
し
き
り
に
そ
の
願
い
を
、
国
民
の
課
題
と

同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
技
法
（
戦
略
）
を
用
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
松
村
は
、
「
た
と
え
ば
、
或
る
社
会
的
役
割
を
と
っ

て
い
て
、
他
の
社
会
的
役
割
を
と
る
こ
と
か
ら
し
か
真
実
の
叫
び
と

し
て
は
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
、
あ
た
か
も
自
分
た
ち
の
立
場
か
ら

の
叫
び
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
と
り
い
れ
て
発
言
す
る
人
た

ち
の
、
好
ん
で
用
い
る
戦
略
。
そ
れ
が
戦
略
で
あ
る
こ
と
を
心
理
学

的
に
解
明
し
て
、
当
事
者
に
ま
た
大
衆
に
、
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
。

い
ま
、
「
或
る
社
会
的
役
割
を
と
っ
て
い
る
」
人
た
ち
を
政
策
決
定

者
と
し
、
「
他
の
社
会
的
役
割
を
と
っ
て
い
る
」
人
た
ち
を
国
民
と
お

い
て
み
よ
う
。
明
ら
か
に
、
こ
の
二
つ
の
社
会
集
団
の
問
に
は
、
「
第

三
者
の
認
識
」
は
成
り
立
た
な
い
。
前
者
が
絶
え
ず
戦
略
的
に
同
一

性
の
仮
象
を
再
生
産
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

南
博
は
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
の
「
戦
争
の
道
徳
的
等
価
物
」
と
フ
ロ
イ

ト
の
「
戦
争
は
な
ぜ
」
に
言
及
し
、
著
名
な
二
人
の
心
理
学
者
が
、

市
民
と
し
て
は
、
熱
心
な
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
一
つ
の

教
訓
を
見
出
そ
う
と
い
う
。

つ
ぎ
に
数
学
、
社
会
学
、
物
理
学
な
ど
の
他
学
界
の
例
に
比
べ
て
、

国
際
的
に
も
心
理
学
者
は
平
和
へ
の
寄
与
に
乏
し
い
点
を
反
省
し
、

そ
の
原
因
と
し
て
、
（
一
）
心
理
学
者
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
劣
等

感
・
無
力
感
、
（
二
）
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
つ
社
会
科
学
者
が
心
理
学

者
の
発
言
を
心
理
学
主
義
と
決
め
つ
け
る
現
状
、
（
三
）
政
治
的
思
考

を
そ
の
ま
ま
非
科
学
的
と
考
え
る
発
想
を
あ
げ
た
。

後
半
、
彼
は
当
時
の
中
ソ
論
争
に
関
連
し
て
、
戦
争
と
平
和
の
問

題
と
「
社
会
体
制
」
と
の
か
か
わ
り
に
触
れ
た
が
、
自
説
は
避
け
、

積
極
的
な
提
案
と
し
て
、
社
会
心
理
学
者
の
手
で
「
ワ
ー
ル
ド
・
オ

ピ
ニ
オ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
」
を
呼
び
か
け
た
。
｜
｜
「
世
界
に
平

和
主
義
の
世
論
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
戦
争
の
防
止
、

さ
ら
に
は
絶
滅
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
。

な
お
、
こ
の
間
、
彼
は
武
者
小
路
公
秀
の
「
行
動
科
学
と
平
和
」

（
『
思
想
』
五

O
九
号
、
一
九
六
六
年
十
一
月
）
を
例
に
し
て
、
行
動
科
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学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
領
域
間
交
流
研
究
の
必
要
を
説
い
て
い

る。
城
戸
幡
太
郎
も
「
心
理
学
者
は
、
も
っ
と
平
和
に
対
し
て
勇
気
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
会
場
を
励
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
平
和
心

理
学
の
不
振
の
原
因
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
の
戦
争
協
力
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
責
任
に
た
い
す
る
反
省
が
、
物
理
学
者
な
ど
に

比
べ
て
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
め
た
。

城
戸
は
、
研
究
課
題
と
し
て
、
（
二
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
（
二
）

宗
教
的
ド
グ
マ
、
（
三
）
民
族
的
偏
見
を
提
案
し
た
。
（
一
）
に
つ
い

て
は
、
マ
キ
ュ
ア
ペ
リ
l
の
「
君
主
論
」
を
引
用
し
、
体
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
科
学
的
分
析
の
た
め
の
基
本
的
な
観
点
を
提
示
し
た
が
、

こ
れ
は
、
内
容
的
に
は
、
松
村
の
提
言
と
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

オ
ス
グ
ッ
ド
の
技
法
を
用
い
て
「
侵
略
」
「
平
和
」
「
平
和
攻
勢
」
な

ど
の
意
味
解
析
を
試
み
る
こ
と
な
ど
、
行
動
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

の
共
同
に
も
関
心
を
示
し
た
。

＊ 

＊ 

＊ 

第
九
回
日
本
社
会
心
理
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
は
、

（
一
）
「
非
暴
力
革
命
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
（
高
良
と
み
て
士
二
「
オ
ス

グ
ッ
ド
批
判
」
（
中
川
作
一
）
、
（
三
）
「
平
和
の
理
論
に
つ
い
て
」
（
池

内
二
で
あ
る
。

高
良
は
、
ガ
ン
ジ
ー
が
圏
内
の
文
字
な
き
大
衆
の
心
を
組
織
し
、

そ
の
「
内
部
革
命
」
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
四
百
年
の
圧
制
を
は

ね
の
け
、
独
立
イ
ン
ド
を
育
て
た
民
衆
運
動
は
、
社
会
心
理
学
の
研

究
に
値
す
る
。
と
く
に
彼
が
、
人
び
と
に
暴
力
は
弱
者
の
選
ぶ
堕
落

で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
武
装
を
棄
て
る
意
義
を

説
い
た
点
に
、
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

中
川
は
、

G
R
I
T
に
つ
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
非
難
す
る
相
互
主

義
と
同
軌
で
は
な
い
か
、
と
問
い
、
ま
た
、
圏
内
の
階
級
対
立
へ
の

心
理
学
的
接
近
を
抜
き
に
し
た
国
際
理
解
の
た
め
の
研
究
は
、
国
際

連
帯
の
役
に
は
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
質
し
た
。

池
内
は
、
平
和
心
理
学
の
理
論
は
、
単
な
る
説
明
の
理
論
、
記
述

と
分
析
の
理
論
で
は
な
く
、
現
実
状
況
の
診
断
と
制
御
を
可
能
に
す

る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
、
今
後
、
国
際
政
治
学
に

学
ん
で
行
動
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
、
関
連
諸
科
学
の
研
究
者

と
の
協
力
体
制
を
通
じ
て
総
合
的
な
平
和
理
論
の
確
立
に
努
め
た

い
、
と
所
信
を
表
明
し
た
。
な
お
、
討
論
の
な
か
で
、
池
内
の
言
う

「
診
断
と
制
御
」
に
関
連
し
て
、
行
為
者
と
し
て
の
立
場
と
研
究
者

と
し
て
の
立
場
と
の
統
一
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を

つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

さ
て
、
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研
究
活
動
を
通

平
和
問
題
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
課
題
を
見
出
し
た
の
だ
ろ



う
か
。
そ
れ
は
、
（
一
）
人
類
が
自
由
意
志
に
よ
っ
て
武
装
を
棄
て
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
世
界
世
論
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
。
（
二
）

平
和
意
識
の
問
題
を
、
個
人
の
内
面
の
変
革
に
結
び
つ
け
て
研
究
す

る
こ
と
。
（
三
）
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
矛
盾

を
分
析
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
国
民
に
ど
う
認
知
さ
れ
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
（
四
）
交
差
文
化
的
研
究
を
国
際
理
解
の
た
め

に
役
立
て
る
こ
と
。
（
五
）
人
類
の
普
遍
的
な
価
値
神
、
理
性
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
民
主
主
義
そ
の
他
1

を
媒
介
に
し
た
国
際
連
帯
の

心
理
に
つ
い
て
共
同
研
究
す
る
こ
と
。
（
六
）
研
究
と
運
動
の
統
一
を

促
す
よ
う
な
、
平
和
関
連
諸
科
学
の
研
究
協
力
体
制
を
、
圏
内
的
、

国
際
的
に
組
織
す
る
こ
と
。
そ
の
さ
い
、
科
学
の
基
礎
に
価
値
を
お

く
立
場
を
共
有
す
る
こ
と
。
｜
｜
以
上
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
一
部
の
研
究
者
は
、
巨
大
科
学
の
性
格
を
も
っ
行
動
科
学
が
、

技
術
官
僚
に
利
用
さ
れ
、
政
策
科
学
に
吸
収
さ
れ
る
危
険
に
つ
い
て

議
論
を
交
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
被
爆
者
の
心
理
学
は
、
未
開
拓

の
ま
ま
、
こ
の
時
期
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

＊ 

＊ 

＊ 

七
0
年
代
の
主
な
業
績
は
、
「
平
和
を
ね
が
う
科
学
者
の
意
見
調
査

委
員
会
」
（
委
員
長
・
松
本
金
寿
）
が
、
第
四
十
一
回
日
本
心
理
学
会

大
会
（
一
九
七
七
年
）
で
行
っ
た
「
特
別
報
告
・
科
学
者
の
平
和
意
識

に
関
す
る
研
究
」
で
あ

ι。
こ
の
研
究
は
委
員
に
よ
っ
て
、
第
十
九

回
国
際
応
用
心
理
学
会
議
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
物
理
学

者
の
永
井
秀
明
は
、
こ
の
デ
l
タ
を
再
解
析
し
て
、
平
和
問
題
、
公

害
問
題
、
科
学
者
の
社
会
的
責
任
、
市
民
と
の
連
帯
な
ど
に
関
す
る

日
本
の
科
学
者
の
態
度
を
類
型
化
し
、
そ
の
平
和
意
識
の
構
造
に
接

近
し
て
、
望
ま
れ
て
い
た
学
際
研
究
の
先
例
を
つ
く
っ
た
。

こ
の
な
か
で
、
永
井
は
、
市
民
運
動
へ
の
「
参
加
l
拒
否
」
と
、

変
革
志
向
の
「
有
｜
無
」
を
座
標
軸
に
し
た
空
間
の
な
か
に
、
各
領

域
の
科
学
者
の
位
置
を
プ
ロ
ッ
ト
し
、
こ
の
二
つ
の
角
度
か
ら
見
て
、

心
理
学
者
が
法
律
学
、
経
済
学
、
文
学
な
ど
の
専
門
家
た
ち
よ
り
低

位
に
あ
り
、
と
か
く
研
究
中
心
に
傾
く
現
状
を
図
示
し
た
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
心
理
学
者
は
、
平
和
問
題
と
の
距
離
の
面
か
ら
自
己
の
在

り
方
に
つ
い
て
再
び
反
省
を
迫
ら
れ
た
。

八
0
年
代
に
は
い
る
と
、
日
本
の
心
理
学
者
は
、
す
す
ん
で
海
外

の
諸
学
会
に
出
席
し
て
、
平
和
研
究
に
関
す
る
交
流
を
深
め
る
一
方
、

日
本
心
理
学
会
、
日
本
教
育
心
浬
学
会
の
諸
大
会
の
機
会
を
と
ら
え

て
精
力
的
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
自
主
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
催
す
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
日
本
心
理
学
会
は
、
一
九
八
八
年
、
第
五
十
二
回

大
会
に
リ
フ
ト
ン
を
招
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
間
の
心
と
世
界

平
和
」
を
開
い
た
。

研
究
業
績
と
し
て
は
、

平
和
教
育
の
心
理
学
、
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床
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、
世
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論
調
査
研
究
、
天
皇
問
題
、
被
爆
者
研
究
の
諸
領
域
に
注
目
す
べ
き

も
の
が
多
い
。
特
に
、
政
府
機
関
や
新
聞
社
の
実
施
す
る
世
論
調
査

を
研
究
し
て
、
西
平
重
喜
は
、
被
爆
国
で
あ
る
日
本
の
政
府
が
核
兵

器
に
つ
い
て
一
度
も
世
論
調
査
を
し
て
い
な
い
不
思
議
を
指
摘
し
、

核
持
ち
込
み
に
関
す
る
新
聞
の
世
論
調
査
が
、
政
府
の
既
成
事
実
化

を
し
ぶ
し
ぶ
追
認
す
る
形
を
繰
返
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
稲
木
哲
郎
ら
は
、
調
査
期
聞
が
ほ
と
ん
ど
同
時
な
の
に
、
非

核
三
原
則
の
支
持
率
が
大
き
く
ひ
ら
い
て
い
る
こ
つ
の
新
聞
社
の
質

問
項
目
を
検
討
し
、
あ
る
質
問
へ
の
回
答
が
、
質
問
項
目
全
体
の
な

か
に
占
め
る
そ
の
項
目
の
位
置
に
影
響
さ
れ
る
、
と
い
う
「
文
脈
効

果
」
の
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
は
世
論
調
査
の
結

果
か
ら
世
論
「
操
作
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
析
出
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

問
題
へ
の
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
新
し
い
可
能
性
を
加
え
た
。

被
爆
体
験
に
関
す
る
心
理
学
的
研
究
は
、
石
田
忠
が
、
一
九
六
五

年
、
厚
生
省
の
「
原
爆
医
療
審
議
会
」
の
委
員
と
し
て
調
査
活
動
に

着
手
し
て
以
来
、
石
田
忠
、
伊
東
壮
、
浜
谷
正
晴
ら
、
心
理
学
の
外

の
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の

研
究
に
学
び
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
心
理
学
者
と
し
て
の
役
割
を
担

う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
爆
者
が
人
聞
が
人
間
で
あ
る
た
め
の

諸
条
件
を
根
こ
ぎ
に
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
人
び
と
と
の
「
人
間
的
な
結

び
つ
き
を
自
ら
拒
否
す
る
よ
う
な
心
」
（
石
田
忠
）
で
貧
困
と
病
苦
の

境
涯
を
漂
い
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て

〈
生
〉
の
意
味
を
再
発
見
し
、
自
己
認
知
を
回
復
し
て
か
核
の
な
い

世
界
。
の
た
め
に
揮
身
の
力
を
振
り
絞
っ
て
「
権
利
」
の
主
張
に
踏

み
切
る
ま
で
の
貴
重
な
体
験
か
ら
、
現
代
の
自
我
形
成
に
関
す
る
法

則
性
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
平
和
の
心
理
学
に
と
っ
て
、
大
切
な
課

題
で
あ
る
。
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ち
ち
を
か
え
せ
、
は
は
を
か
え
せ
、

峠
三
吉
が
、
あ
の
詩
の
な
か
で
、

で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

わ
た
し
を
か
え
せ

わ
た
し
に
つ
な
が
る

に
ん
げ
ん
を
か
え
せ

と
う
た
っ
た
言
葉
を
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
平
和
心
理
学
の
原
点
に

お
こ
う
、
と
思
う
。
彼
を
そ
の
〈
生
〉
の
最
後
の
局
面
で
待
っ
て
い

た
の
は
、
「
私
に
つ
な
が
る
人
間
」
こ
そ
「
私
」
の
存
在
条
件
で
あ
る
、

と
い
う
か
自
己
。
の
真
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
リ
フ
ト
ン
の
言
う
「
種

の
自
己
」
に
等
し
い
。
か
つ
て
ポ

l
ド
レ

l
ル
は
、
詩
人
を
人
類
と

い
う
円
周
上
の
点
に
な
ぞ
ら
え
た
が
（
「
ピ
エ
ル
・
デ
ュ
ポ
ン
」
、
一
八

五
一
年
）
、
こ
の
自
己
像
も
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
意
味
を
も
っ
て
い

る。
心
理
学
者
は
平
和
に
関
す
る
社
会
的
責
任
を
ま
え
に
し
て
、
方
法



論
の
見
直
し
を
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
い
ま
必
要
な
こ
と
は

な
に
よ
り
も
研
究
者
と
被
研
究
者
と
の
本
質
的
同
一
性
を
措
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
根
拠
は
、
両
者
が
と
も
に
、
圧
倒
的
な

核
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
わ
が
国
の
主
権
者

で
あ
る
と
い
う
「
客
観
的
事
実
」
で
あ
る
。
こ
の
同
一
性
の
把
握
に

も
と
づ
く
「
第
三
者
の
認
識
」
を
へ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
研
究
活
動
を
、

人
間
存
在
の
法
則
性
を
目
指
す
研
究
者
と
被
研
究
者
と
の
相
互
媒
介

の
過
程
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
者
と
し
て
の
立
場
と
行
為

者
と
し
て
の
立
場
と
の
分
化
・
統
一
の
問
題
は
、
こ
の
方
向
を
も
と

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

プ
ロ
ン
フ
ェ
ン
プ
レ
ン
ナ
ー
が
「
鏡
映
像
」
の
仮
説
を
立
て
た
と

き
、
自
分
自
身
の
な
か
に
被
研
究
者
の
態
度
を
見
る
経
験
を
し
て
い

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
は
被
研
究
者
と
同
じ
思
い
に
揺
れ
な
が

ら
、
し
か
も
平
和
と
国
際
理
解
の
た
め
に
、
研
究
者
と
し
て
の
役
割

責
任
を
貫
い
て
い
る
。
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第
H
部
海
外
の
平
和
心
理
学



、

広
が
る
平
和
心
理
学
の
波

最
近
の
国
際
的
な
心
理
学
界
に
お
け
る
平
和
へ
の
努
力
に
つ
い
て

は
第
一
部
の
訂

1
泊
頁
で
少
し
触
れ
た
が
、
一
九
八

0
年
代
に
入
っ

て
、
各
国
の
心
理
学
界
で
、
平
和
を
求
め
る
集
団
的
取
り
組
み
が
急

速
に
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
第
H
部
で
は
、
そ
の
様
子
の
一
端
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
研
究
的
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い

る
か
、
一
例
と
し
て
、
後
に
述
べ
る
一
冊
の
書
物
の
概
要
を
紹
介
し

て
、
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
七
九
年
の
十
二
月
、

N
A
T
Oは
ア
メ
リ
カ
の
新
型
中
距
離

核
ミ
サ
イ
ル
で
あ
る
パ

l
シ
ン
グ

H
と
巡
航
ミ
サ
イ
ル
の
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
配
備
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
反
対
し
て
、
一
九
八
一
年
、
西
独

の
ボ
ン
で
反
核
デ
モ
に
お
よ
そ
三
十
万
人
が
結
集
し
た
の
を
は
じ

め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
反
核
運
動
が
広
が
り
、
配
備
が
強
行
さ
れ

た
一
九
八
三
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
、
ケ
ル
ン
、

ハ
l
グ
、
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
、
ロ
ー
マ
な
ど
で
数
十
万
人
か
ら
百
万
人

規
模
の
反
核
デ
モ
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
人
間
の
鎖
」

が
米
軍
基
地
を
包
囲
し
た
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
呼
応
し
て
、
各
国
で
平
和
を
追
求
す
る
心
理

学
者
の
団
体
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
動
き
の
主
な
も
の
を
あ
げ
て

み
よ
う
。
西
ド
イ
ツ
で
は
、
心
理
学
者
た
ち
が
「
平
和
と
軍
備
縮
小

の
た
め
の
学
際
研
究
グ
ル
ー
プ
（

F
Z丘
町
立

Z
E
M
E
〉
号
ぬ
ま
－

m
E℃
宮
司
ユ
a
g
m
l
z
E
〉
耳
g
Z口問的問。吋凹
nygm）
」
に
加
わ
っ

て
、
一
九
八
五
年
末
に
、
二
百
人
規
模
の
研
究
集
会
を
聞
い
た
。
こ

の
ほ
か
、
心
理
学
者
に
よ
る
平
和
団
体
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ

リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
誕
生

し
た
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
独
自
の
活
動
と
と
も
に
、
お
互

い
の
連
携
を
図
ろ
う
と
、
世
界
的
規
模
の
国
際
会
議
だ
け
で
な
く
、

地
域
的
な
会
議
を
も
っ
て
、
平
和
の
た
め
の
心
理
学
研
究
に
取
り
組

ん
で
き
て
い
る
。
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
一
九
八
六
年
八
月
に
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
心
理
学
協
会
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
心
理
学
会
と
の
共
催

で
、
「
平
和
を
求
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
心
理
学
者
会
議
（
斗

z
n
oロ
m
z
g

o同開口一
g
u
gロ
可
田
吉

Z
－om吉
田
町
。
吋
句

gno）
」
が
、
二
一
日
間
に
わ

た
っ
て
聞
か
れ
た
。
ま
た
東
欧
で
は
「
ド
ナ
ウ
川
流
域
国
際
心
理
学



会
（
冨

2
同
古
関
。
片
岡
】
師
三

gzm－
a田町円
0
5
岳
巾
ロ
ωロロ
E
g
n
oロロ
a

E
g）
」
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
平
和
の
心
理
学
の
諸
問
題
が

討
議
さ
れ
て
い
る
。

一
九
七
九
年
に
ス
リ
1
マ
イ
ル
島
で
原
発
事
故
を
起
こ
し
た
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
は
、
そ
の
事
件
の
追
及
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
の
反
戦

意
識
の
盛
り
上
が
り
を
背
景
に
、
原
子
力
と
核
兵
器
に
反
対
す
る
世

論
が
高
ま
っ
た
。
一
九
八
二
年
の
二
月
に
は
、
レ
ッ
ド
マ
ウ
ン
テ
ン

（F
己
目
。

E
S
E－
〉
・
戸
）
が
中
心
と
な
っ
て
、
「
社
会
責
任
の
た
め
の

ア
メ
リ
カ
心
理
学
者
の
会
百
唱
与

ozm宮
田
町
。
円

ω。
巳
色

m
g
u。ロ・

回一－
u
E
q＼
司
唱
印
閉
山
こ
が
誕
生
し
、
そ
の
後
全
国
の
州
お
よ
び
カ
ナ
ダ

等
に
支
部
を
広
げ
て
き
た
。
「
社
会
責
任
の
た
め
の
カ
ナ
ダ
心
理
学
者

の
会
え
わ
白
話
仏
芯
ロ
司
印
可
nz。－。包印
Z
一
向
。
円
印
。
巳
包
河
内
印
℃
O
ロ曲目
σ
E
C、）」

は
、
一
九
八
四
年
よ
り
会
報
『
平
和
と
心
理
学
（
、
S
R
除
、
師
、
忌
ミ
・

0
題
）
』
を
発
行
し
て
い
る
。
一
九
八
二
年
の
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別

総
会
の
さ
い
に
は
、
国
連
本
部
の
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
百
万
人

と
い
う
史
上
最
大
の
反
核
デ
モ
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
、
心
理
学

者
約
四
百
名
が
、
「
社
会
責
任
の
た
め
の
心
理
学
者
の
会
」
の
横
断
幕

を
掲
げ
て
一

O
七
番
通
り
を
行
進
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
八

0

年
代
半
ば
に
は
、
す
で
に
、
二
千
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を
擁
し
、
現

在
も
ハ
ラ
リ
（
出

ω
E
ュh
・
）
を
中
心
と
し
て
、
多
彩
な
研
究
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。
第
H
部
で
紹
介
す
る
書
物
（
『
心
理
学
と
核
戦
争
の
防

止
』
）
の
総
編
集
者
で
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
（
君
主

F
m・－
P
）
も
、
こ
の
団

体
の
当
初
か
ら
の
運
営
委
員
で
あ
る
。

さ
て
八
二
年
八
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
市
で
聞
か
れ
た
、
「
ア
メ
リ
カ
心

理
学
会
（
A
P
A
）
」
の
年
次
大
会
の
さ
い
、
理
事
会
は
、
核
凍
結
と

軍
事
費
削
減
を
求
め
た
決
議
（
第
旧
部
資
料
篇
参
照
）
を
採
択
し
た
。

こ
の
決
議
は
過
半
数
の
学
会
員
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の

後
の
調
査
で
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
会
以
後
毎
年
度
、

A
P

A
と
「
社
会
責
任
の
た
め
の
ア
メ
リ
カ
心
理
学
者
の
会
」
の
共
催
で

平
和
問
題
の
企
画
が
も
た
れ
、
研
究
発
表
、
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
聞
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

A
P
A
の
一
部
会
で
あ
る
「
社
会
問

題
の
心
理
学
研
究
部
会
（
S
P
S
S
I
）
」
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き

い
。
そ
の
発
行
に
な
る
学
術
誌

E
H
S
Sミ
ミ
守
門
芝

ha義
的
＝
の
最

近
の
号
に
は
、
平
和
に
関
す
る
特
集
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
「
核
戦

争
の
イ
メ
ー
ジ
」
（
三
九
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
）
、
「
抑
止
論
を
越
え

て
」
（
四
三
巻
四
号
、
一
九
八
七
年
）
、
「
心
理
学
と
平
和
の
促
進
」
（
四

四
巻
二
号
、
一
九
八
八
年
）
「
敵
の
イ
メ
ー
ジ
」
（
四
五
巻
二
号
、
一

九
八
九
年
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
果
を
も
と
に
、
一
九
八
九
年
、

A
P
A
の
第
四
十
八
部
門
と
し
て
、
「
平
和
心
理
学
部
門
（
ロ
守
山
田
宮
口

。問問
Mgno
司印可
nyo－omM可
）
」
の
創
設
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

ま
た
、
「
国
際
政
治
心
理
学
会
（
－
E
q
g
z
o
s－
monぽ
与

え

司。－

E
S－
3
宮町
o－o句
）
」
は
毎
年
大
会
を
開
い
て
、
活
発
な
活
動
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を
展
開
し
て
き
て
い
る
が
、
一
九
七
九
年
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
学

術
誌

2
3訟
の
丘
、
屯
与
。
守
宅
z
に
は
、
平
和
問
題
に
関
す
る
研
究
論

文
・
書
評
・
研
究
動
向
等
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

学
会
大
会
の
企
画
や
学
術
誌
の
特
集
な
ど
を
み
る
と
、
今
日
の
地

球
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
を
反
映
し
て
、
核
を
め

ぐ
る
議
論
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
動
向
の
な
か
で
も
、
際
立
っ
た
取

り
組
み
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
四
月
、
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
は
年
次
大
会
で
、
「
読
者

が
核
戦
争
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
形
成
し
う
る
の
に
十
分

な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
核
戦
争
の
問
題
に
心
理
学
の
知

識
が
ど
の
よ
う
に
有
益
に
適
用
さ
れ
う
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
」

声
明
を
出
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
声
明
は
、
一
九

八
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
の
徹
底
し
た
審
査
を
へ
た
、
ト
ン
プ

ソ
ン
（
叶
V
O
B
宮
o
p
H）
の
編
著
と
い
う
か
た
ち
で
公
刊
さ
れ
た
。
理

事
会
で
正
式
に
採
択
さ
れ
た
声
明
と
し
て
の
地
位
を
保
証
す
る
も
の

と
し
て
、
八
三
年
か
ら
八
五
年
の
聞
に
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
会
長
で

あ
っ
た
、
ハ
ワ

l
ス
（
国
0
4
3
3
v－
ご
と
ベ
ロ
ッ
フ
（
回
色
。
芦
田
・
）

が
署
名
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
が
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
声
明
に
は
、
三
つ
の
大
き
な
テ

l
マ
が
含

ま
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
核
戦
争
の
さ
い
に
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に

反
応
す
る
か
が
種
々
の
災
害
研
究
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、

偶
発
的
核
爆
発
の
可
能
性
が
人
間
の
誤
り
や
す
き
に
つ
い
て
の
証
拠

に
も
と
づ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
交
渉
と
紛
争
解
決
に

関
す
る
心
理
学
に
依
拠
し
て
核
戦
争
の
脅
威
を
減
少
さ
せ
る
方
法
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
心
理
学
会
の
声
明
と
な
ら
ん
で
、
学
会
が
力
を
つ
く
し

て
社
会
に
問
う
仕
事
を
し
た
と
い
う
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

『
心
理
学
と
核
戦
争
の
防
止
包
ぜ
町
宮
守
宅

S札
HE
守

gsss

b
＼
弓
異
常
ミ
モ
ミ
）
』
（
Zod司
ペ

R
－EE
F
o昆
O
ロ一一
Z
巾
当
ペ

R
W

C
E認
可
回
一
弓
同
M
5
2・
5
∞
∞
）
の
発
刊
も
ま
た
、
も
う
一
つ
の
結
実
で

あ
る
。
前
者
は
幸
い
な
こ
と
に
、
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
て
容
易
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
以
下
で
は
後
者
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
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、

『
心
理
学
と
核
戦
争
の
防
止
』

一
九
八
二
年
の
「
核
凍
結
決
議
」
を
う
け
て
、
ア
メ
リ
カ
心
理
学

会
（
A
P
A
）
の
「
社
会
的
お
よ
び
倫
理
的
責
任
に
関
す
る
委
員
会

（B
S
E
R
P
）
」
は
、
一
九
八
四
年
、
核
戦
争
の
防
止
に
つ
い
て
心

理
学
的
見
地
か
ら
、
現
在
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
考
え
て
い
る
こ
と

を
一
冊
の
書
物
に
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
そ
の
年
か
ら
、

ホ
ワ
イ
ト
（

d
5
5・
戸
間
・
）
を
編
集
総
責
任
者
と
し
て
準
備
を
進
め
、

一
九
八
六
年
、
社
会
問
題
の
心
理
学
研
究
部
会
（
S
P
S
S
I
）
の

援
助
の
も
と
に
発
行
を
み
た
の
が
、
こ
の
『
心
理
学
と
核
戦
争
の
防

止
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
た
な
総
合
的
研
究
の
結
果
と
い
う
よ
り
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
こ
の
テ

l
マ
に
関
す
る
優
れ
た
論

文
を
一
定
の
編
集
方
針
の
も
と
に
集
め
て
、
読
者
に
提
供
す
る
こ
と

を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
本
書
は
核
戦
争
の
防
止
を
目
的
に
し
て
い
る
と
し

て
も
、
ま
ず
異
な
る
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
か
ら
世
界
戦
争
の
原
因
と

な
り
そ
う
な
事
柄
を
心
理
学
的
側
面
に
と
く
に
焦
点
を
当
て
て
探
究

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
、
ま
た
、
戦
争
の
背
後
に
あ
る
心
理
学

的
要
因
は
、
歴
史
、
政
治
、
軍
事
な
ど
の
諸
要
因
と
互
い
に
か
か
わ

り
合
い
、
依
存
し
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
書
は
極
め
て
学
際
的

な
も
の
に
な
る
よ
う
に
と
計
画
し
た
、
と
編
集
方
針
を
述
べ
て
い
る
。

事
実
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
論
文
は
、
心
理
学
的
要
因
に
焦
点
を

当
て
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
著
者
の
な
か
に
は
、
精
神
医
学
者
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
心
理
学
者
と
と
も
に
、
歴
史
学
者
、
政
治
学
者
、
社

会
学
者
、
教
育
者
、
法
律
家
、
世
論
調
査
家
な
ど
の
人
び
と
が
含
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
論
文
は
、
も
と
も
と
は
研
究
者
向
け

に
書
か
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
若
者
を
含

め
一
般
の
読
者
に
関
心
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
よ
う
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
論
文
、
全
三
十
五
編
が
、
次
の
よ
う
な
構
成
の

も
と
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

海外の平和心理学

I 

現
在
の
状
況

第
一
部
核
の
脅
威
が
も
た
ら
す
心
理
学
的
効
果

冨
R
F
』・開
z
h
w

∞ロ
od〈
・
戸
（
編
）
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第
二
部

ア
メ
リ
カ
の
民
衆
と
ソ
ビ
エ
ト
の
政
策
決
定
者
た
ち

の
心
理
学

J

へき－
8
5
i
n
y・ロ－－

h
w
ω
Z－s
m
p冨
・
ロ
・
（
編
）

核
戦
争
に
代
わ
る
道

第
三
部
戦
争
防
止
の
た
め
の
抑
止
モ
デ
ル
と
螺
旋
状
モ
デ
ル

』
0
3
2・
戸
（
編
）

第
四
部
安
全
へ
の
非
暴
力
的
道

d
5
5
h・
戸
（
編
）

皿
戦
争
に
か
か
わ
る
基
礎
的
な
心
理
学
的
過
程

第
五
部
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
つ
の
動
機

II 
第
六
部

P
E
w－』・
0
・（編）

国
際
紛
争
に
か
か
わ
る
認
知
と
誤
認古田

wpω
・、円・（編）

第
七
部

政
策
決
定
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

国

o－印同町
4

。・岡山・（編）

W

戦
争
に
か
か
わ
る
相
互
作
用
過
程

第
八
部
戦
争
の
抑
止

Z
σ
0
4・閉
N

・Z
・（編）

第
九
部
政
府
の
政
策
決
定
と
危
機
処
理

E
E
m－－
H
E
（編）

第
十
部
戦
争
突
入
へ
の
エ
ス
カ
レ

l
シ
ョ
ン印

B
o
z－
m・（編）

v 

核
戦
争
の
防
止

第
十
一
部
交
渉
・
駆
け
引
き
・
調
停

河口
σ山口・』・
N
・（編）

第
十
二
部

戦
争
に
関
連
し
た
態
度
の
変
化

66 

沼田町
g
p
m・（編）

第

十

三

部

平

和

教

育

自

E
自
己
・
同
戸
（
編
）

以
下
で
は
、
ー
か
ら
V
の
各
パ

l
ト
ご
と
に
、
そ
の
パ

l
ト
全

体
の
紹
介
を
し
た
り
、
ま
た
と
く
に
関
心
を
引
く
論
文
を
幾
っ
か

選
び
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
に
す
る
。

現
在
の
状
況

ー
は
、
本
書
全
体
の
主
題
で
あ
る
戦
争
の
原
因
や
防
止
の
問
題

を
直
接
的
に
取
り
扱
っ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
後
の
議
論
の

基
礎
と
な
る
現
代
世
界
の
心
理
学
的
状
況
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
核
の
脅
威
が
も
た
ら
す
心
理
学
的
効
果
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
は
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
私
た
ち
の
思
考
内

容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
テ
l
マ

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
は
た
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

ま
た
ソ
連
は
、
戦
争
防
止
の
方
法
に
つ
い
て
現
在
準
備
が
で
き
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
未
来
に
お
い
て
可
能
に
な
る
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
判
断
の
基
礎
が
追
究
さ
れ
て

い
4
h
v

。



ー
は
、
二
つ
の
テ
l
マ
を
も
ち
、
六
本
の
論
稿
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
第
一
部
は
、
文
字
ど
お
り
「
核
の
脅
威
が
も
た
ら
す
心

理
学
的
効
果
」
と
い
う
こ
と
で
二
本
の
論
稿
か
ら
な
り
、
第
二
部

は
「
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
と
ソ
ビ
エ
ト
の
政
策
決
定
者
た
ち
の
心
理

学
」
と
い
う
も
の
で
四
本
の
論
文
が
選
ば
れ
て
い
る
。
以
下
そ
れ

ぞ
れ
の
論
文
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
。

第
一
部
の
l
章
に
は
、
リ
フ
ト
ン
（

F
5。
P
同
ご
と
フ
ァ

l
ク

（司
ω
－w－
m－
〉
・
）
に
よ
る
「
感
覚
麻
療
と
感
情
に
つ
い
て
」
と
い

う
論
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
リ
フ
ト
ン
は
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
『
死
の
内
の
生

命
f
l
lヒ
ロ
シ
マ
の
生
存
者
』
（
一
九
六
七
年
刊
）
、
『
戦
争
か
ら
の

帰
還
｜
｜
ベ
ト
ナ
ム
帰
還
兵
』
（
一
九
七
三
年
刊
）
、
『
破
壊
さ
れ
た

関
係
｜
｜
死
、
お
よ
び
生
命
の
連
続
性
に
つ
い
て
』
（
一
九
七
九
年

刊
）
な
ど
の
著
作
を
通
じ
、
死
に
つ
い
て
の
人
間
的
感
情
を
研
究

し
て
い
る
。
本
章
で
の
心
理
的
感
覚
麻
療
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

『
防
御
で
き
ぬ
兵
器
｜
｜
核
信
仰
に
反
対
す
る
政
治
的
お
よ
び
心

理
学
的
事
例
』
（
一
九
八
二
年
刊
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
心
理
的

感
覚
麻
痩
で
は
、
と
く
に
感
情
の
排
除
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
の
仕
方
で
あ
ら
わ
れ
る
。
最
初
は
も
ろ

も
ろ
の
表
象
の
成
立
を
妨
げ
た
り
、
一
定
の
表
象
と
結
び
つ
い
た

感
情
の
発
生
を
妨
げ
た
り
す
る
か
た
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
ら
は
極
度
の
苦
痛
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
受
け
入
れ
難
い
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
番
目
は
、
い
ろ
い
ろ
な
表
象
を
欠
く
場

合
で
あ
る
。
あ
る
出
来
事
と
の
出
合
い
に
先
だ
っ
経
験
が
成
立
し

な
い
の
で
あ
る
。
リ
フ
ト
ン
は
、
私
た
ち
が
核
に
よ
る
大
虐
殺
を

想
像
す
る
こ
と
や
そ
れ
が
起
こ
っ
た
と
き
の
観
念
に
、
感
情
を
も

っ
て
反
応
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
み
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た

ち
は
実
際
上
、
核
の
大
虐
殺
と
直
接
に
結
び
つ
い
た
先
行
表
象
を

も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
心
理
的
麻
療
を
一
つ
の
象
徴
的
な

死
と
み
る
。
こ
の
用
語
を
と
お
し
て
、
核
に
よ
る
破
局
を
ど
の
よ

う
に
回
避
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
り
、
現
実
的
に
考
え

る
こ
と
を
回
避
す
る
心
理
的
要
因
は
何
か
を
追
求
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
一
つ
の
挑
戦
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
び
と
に
は
嫌

悪
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
不
可
避
的

な
心
理
的
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
課
題
は
そ
の
傾
向
に
抵
抗
す
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。

2
章
で
は
、
精
神
医
学
者
で
あ
る
マ
ッ
ク
（
冨

R
w・
』
同
・
）
と

教
育
者
で
あ
る
ス
ノ

l
a
D。
戸
戸
）
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連

の
若
者
た
ち
｜
｜
子
ど
も
と
青
年

l
lが
核
戦
争
に
つ
い
て
何
を

感
じ
、
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
発
言
の
心
理
学
的
分
析
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
異
な
っ
た
研
究
か
ら
整
理
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
核
時
代
下
に
生
き
る
子
ど
も
・
青
年
た
ち
が
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そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
基

礎
的
資
料
と
な
る
。
ま
と
め
で
は
、
ま
ず
、
核
に
よ
る
大
虐
殺
の

恐
怖
が
「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
」
の
心
に
、
ま
る
で
そ
の
表
層
の

下
に
宿
っ
て
い
る
よ
う
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
例
を
あ
げ
る
。
ま

た
、
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
、
核
戦
争
を
つ
か
み
か
ね
、
そ
れ
を

自
分
と
な
じ
み
の
あ
る
も
の
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
り
、
両
親

と
死
に
別
れ
て
生
き
残
る
こ
と
に
困
惑
し
て
い
る
様
子
を
あ
ら
わ

す
発
一
言
を
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
発
言
は
、
「
青
年
の
恐
れ
」

「
怒
り
と
暴
虐
」
「
未
来
に
つ
い
て
の
態
度
」
「
世
界
の
状
況
へ
の

か
か
わ
り
に
お
け
る
無
力
、
希
望
の
な
さ
、
そ
し
て
幻
想
」
「
核
兵

器
へ
の
関
係
」
「
核
戦
争
後
の
生
存
へ
の
疑
い
」
「
市
民
的
防
衛
計

画
へ
の
反
応
」
「
ソ
連
を
ど
う
見
て
い
る
か
」
「
人
び
と
は
何
が
で

き
る
か
」
な
ど
の
テ

l
マ
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

若
い
世
代
の
率
直
な
発
言
は
様
ざ
ま
な
領
域
で
働
く
大
人
た
ち

に
、
自
ら
の
核
兵
器
へ
の
態
度
や
感
じ
方
を
反
省
し
、
核
戦
争
防

止
の
た
め
に
自
ら
の
社
会
的
責
任
｜
｜
教
育
的
責
任
を
含
む
ー
ー

を
自
覚
す
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
契
機
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
3
章
で
は
、
ま
ず
、
ヤ
ン
ケ
ロ
ヴ
ィ
チ
（
ペ
g
w
o
z
i
n
y・

ロ
・
）
と
ド
ゥ
プ
ル

B
o
z
o－
H
）
に
よ
る
「
世
論
の
動
向
｜
｜
核

兵
器
と
ソ
連
邦
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
人
は
民
間
機
関

の
世
論
調
査
専
門
家
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
核
凍
結
以
上
に

軍
備
削
減
を
支
持
す
る
人
び
と
は
、
そ
れ
を
説
得
す
る
の
に
大
変

大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
る
。
ア
メ
リ
カ
の
世
論
は
核
凍
結
を
支
持
し

な
が
ら
、
核
削
減
の
提
案
は
絶
望
的
だ
と
す
る
今
日
の
状
況
を
受

け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
論
文
は
一
九
八
四
年
に
書
か
れ

た
も
の
だ
が
、
一
つ
の
新
し
い
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
著
者
た

ち
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
核
問
題
の
世
論
調
査
を
精
査
し
な
が

ら
、
一
九
八
二
年
に
ア
メ
リ
カ
人
の
思
考
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た

と
し
て
い
る
。
核
開
発
を
悪
と
み
る
世
論
が
若
い
世
代
を
中
心
に

三
分
の
二
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
変

化
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
核
戦
争
は
人
類
の
破
滅
だ
、

と
い
う
認
識
の
広
が
り
で
あ
る
。
核
戦
争
は
も
は
や
ア
メ
リ
カ
の

合
理
的
政
策
と
は
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
世
論
の
多
数
派
は
、

「
ソ
連
は
核
戦
争
を
手
放
し
て
い
な
い
」
「
信
用
で
き
な
い
」
と
し

て
い
る
が
、
幾
つ
か
の
点
で
軍
備
の
縮
小
、
統
制
の
結
果
を
受
け

止
め
て
い
く
用
意
の
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
、
多
数
が
最
初
に
核
兵
器
を

使
用
し
な
い
政
策
を
支
持
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
府
は
す
で
に
そ

の
政
策
を
と
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
と
い
う
デ
l
タ
も
示
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
世
論
調
査
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
今
日
の
環
境

の
な
か
で
政
府
が
考
慮
す
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
次
の
点
を

提
起
し
て
い
る
。
①
ア
メ
リ
カ
人
の
多
数
が
ア
メ
リ
カ
は
「
軍
備
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競
争
に
負
け
て
い
る
」
と
見
る
よ
う
な
政
策
を
採
用
し
て
は
な
ら

な
い
、
②
ア
メ
リ
カ
人
は
、
ソ
連
と
対
決
で
は
な
く
協
調
の
と
き

で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
、
③
ア
メ
リ
カ
人
の
顕
著
な
態
度
は
「
世

の
中
は
持
ち
つ
持
た
れ
つ
」
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、

反
共
十
字
軍
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
の
改
革
へ
の
強
い
要
求
も
持
つ

て
は
い
な
い
、
④
核
兵
器
の
戦
略
的
役
割
の
国
家
的
見
直
し
が
非

常
に
つ
よ
く
求
め
ら
れ
て
い
る
、
⑤
ア
メ
リ
カ
人
は
｜
｜
い
く
ら

か
神
経
質
な
ぐ
ら
い
に
｜
｜
平
和
の
た
め
に
一
定
の
危
険
を
恐
れ

な
い
用
意
が
で
き
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

4
章、

5
章、

6
章
で
も
、
根
本
的
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

4
2早
に
は
、
シ
ユ
ル
マ
ン
（

my己
目
白
戸
冨
・
ロ
・
）
に
よ

る
「
ロ
シ
ア
人
は
何
を
本
当
に
欲
し
て
い
る
の
か
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
ソ
連
問
題
の
専
門
家
で
、
大
学
に
勤
め
、

政
治
家
へ
の
助
言
の
経
験
も
も
っ
。
論
文
は
次
の
質
問
を
た
て
な

が
ら
、
と
く
に
ソ
連
の
政
策
決
定
者
の
意
図
や
目
標
に
つ
い
て
、

た
ち
い
っ
た
考
察
を
し
て
い
る
。
①
ソ
連
の
自
ら
の
力
と
影
響
を

世
界
に
広
げ
よ
う
と
す
る
野
望
は
、
際
限
の
な
い
も
の
な
の
か
、

②
ソ
ビ
エ
ト
の
指
導
者
た
ち
は
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
の
か
、
③
ソ
連
は
本
当

に
本
来
的
な
拡
張
主
義
な
の
か
、
④
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
力
と
影
響
を
最
大
に
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
ソ

連
と
平
和
的
関
係
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
⑤
ソ
ビ
エ
ト
の

外
交
政
策
は
、
戦
略
研
究
家
が
軍
事
的
覇
者
と
み
た
こ
と
に
よ
っ

て
大
胆
と
な
り
、
デ
タ
ン
ト
以
降
攻
撃
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
⑥
ソ
連
の
軍
事
的
増
強
は
、
ソ
連
が
核
戦
争
の
危

険
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
、

⑦
ソ
連
は
軍
備
管
理
交
渉
に
熱
心
に
取
り
組
む
用
意
は
あ
る
の

か
、
⑧
ソ
ビ
エ
ト
の
体
制
は
変
え
ら
れ
る
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。

5
章
で
は
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
社
会
心
理
学
者
で
、

多
く
の
子
育
て
の
比
較
文
化
的
研
究
を
行
っ
て
き
た
プ
ロ
ン
フ
エ

ン
プ
レ
ン
ナ

l
（回

gロ
な
ロ
σ司巾ロロ
m
p
巴
・
）
の
「
ソ
連
l

ア
メ
リ
カ

関
係
に
お
け
る
鏡
映
像
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
鏡
映
像
の

関
係
と
い
う
の
は
、
著
者
が
ソ
連
で
生
活
す
る
こ
と
を
通
じ
て
直

接
見
聞
し
た
ロ
シ
ア
人
の
ア
メ
リ
カ
人
像
の
歪
み
は
、
ア
メ
リ
カ

人
が
も
っ
ロ
シ
ア
人
像
の
査
み
を
鏡
で
写
し
だ
し
た
よ
う
で
、
お

互
い
相
似
し
て
い
る
と
い
う
発
見
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
彼

は
対
照
的
相
似
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
彼
ら
は
攻

撃
的
で
あ
る
、
②
彼
ら
の
支
配
は
人
び
と
を
食
い
物
に
し
、
欺
い

て
い
る
、
③
多
数
の
人
は
彼
ら
の
体
制
に
本
当
の
共
感
を
も
っ
て

い
な
い
、
④
彼
ら
は
信
用
で
き
な
い
、
⑤
彼
ら
の
政
策
は
狂
気
に

向
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
五
つ
の
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
対
応
性
が
何
を
投
影
し
た
も
の
な
の
か
を
問
う
と
と
も
に
、
鏡
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映
像
を
壊
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

6
章
は
、
ホ
ワ
イ
ト
（
君
主

F
m－
円
）
に
よ
る
「
ソ
連
統
治
者

と
の
共
感
」
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
本
書
全
体
の
編
者
で
、
社
会

心
理
学
の
教
授
と
し
て
学
術
分
野
を
職
業
活
動
の
舞
台
と
す
る

が
、
他
方
、
米
情
報
機
関
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
ド
イ
ツ
、
ソ
連
、

ベ
ト
ナ
ム
の
各
地
で
調
査
活
動
に
従
事
し
て
き
た
経
歴
を
も
っ
。

彼
の
主
題
は
心
理
学
的
な
ア
メ
リ
カ
ソ
連
関
係
論
で
あ
り
、
本
章

は
彼
の
近
年
の
大
著
（
E

吋

s
n
E
Sミ
oa－
－
）
の
序
論
的
な
も

の
（
第
一
章
）
か
ら
の
転
載
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
七

0
年
代
末

の
ソ
連
外
交
政
策
上
重
大
な
決
定
で
あ
っ
た
ア
フ
ガ
ン
問
題
が
考

察
の
姐
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
葛
藤
の
中
に
い
る
も
の

は
そ
の
解
決
の
た
め
に
ま
ず
第
一
に
、
相
手
方
の
観
点
か
ら
葛
藤

が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を

始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
観
点
に
た
っ
て
い
る
。
ア
フ

ガ
ン
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
も
そ
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

の
本
質
的
問
題
は
、
ソ
連
の
武
力
干
渉
が
ソ
連
の
侵
略
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
か
ど
う
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
侵
略
に
は
ち
が
い
な
い

の
で
あ
る
が
、
心
理
学
的
に
興
味
の
あ
る
問
題
と
し
て
彼
が
あ
げ

る
の
は
、
そ
の
行
為
の
背
後
に
あ
る
動
機
が
ソ
連
の
当
事
者
の
観

点
か
ら
み
て
何
で
あ
る
か
で
あ
り
、
大
部
分
防
衛
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
さ
ら
に
、
ソ
連
の
政
策
決

定
者
た
ち
の
外
交
防
衛
政
策
の
発
想
が
、
彼
ら
に
根
深
く
浸
透
し

た
不
安
全
感
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
分
析
し
て
い

ヲ＠。
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、
災
明
SHH．ロ詰問、叫－

z
g弓

J円。ユ内・

ω－s
。
ロ
田
口
仏

ωnyza巾
『
白
ロ
仏
吋
。
ロ

ny印
件
。
ロ
巾
切

oow印・

口問円

o
p
m・』・同由吋由

NFhFwd除
問
器
内
む
き
柏
町
内
HeE
・・
0
昌
§
ミ
』
由
民
苫
札
『
bm

円
ghhSHえ
守
ミ
意
・

z
g
J円
。
刊
行
、

H，g
n
z
oロ
巾
回

o
o
F

ピコ
g
－
m－H
－h
r
E
－F
河・（
E
伊｝巴∞
N

営
hHhqSM町

F
e
s
s苦
言
～
当
時

』守口

mmms～
g
h同
宮
、
町
宮
守
札
口
ミ

s
n
a
S
M
H
室
内
ぎ
る
き
・

z
g

J円。『
r
一
回
白
色
町
田
。

or印・

冨
白

nr・』・開－
ahwω
ロ
♀
タ
同
州
・

5
忠
臣
官
Eo－
om－s
－
丘
町
内
円
円
印
。
ロ

ny口仏門
g

白
E
E
Z
R
S
Z・
F
m・－ハ・巧
E
Z
（E
・｝
aMUMRbqhロ
趣
向
昌
弘
号

、
ミ
宣
言
吾
足
ミ
ミ
円
言
、

5
1
k
A
F
c
a
b＼
、
s
s．苫匂・
zmd司
J問
。
長

阻ロ
a
F
Oロ
色
。
口
一

Z
巾耳
J

問。司
r
c
E
d『巾『田町山、司同

1

巾印凹・℃℃・
5
1
ω
c・

ω
Z－
5
2・
P
白

0
・
5
宏

巧

Z
2
Z
河口師団山田

5
5間
口
山
、
垣

S
F尚
昆
込
町
、
ぱ

hhRhbhmお
n－
Z
0・5
S－
自
己
・



宅
E
F
河
・
同
内
・
－
申
也
品
～
勺
ミ
念
‘
～
～
ミ
ミ
己
3
，～、占、臼い

門、．め．
h
山
r
』
向
叱
陀
、
均
m
可』町、
h

．己、陶
h

町．

z
gそ
J
「
。
「
－
向
い
、
H

，F
巾
司
円
巾
巾
句
『
巾
目
印
・

ペ
白
ロ
｝
内
巾
－

0
4
K
F
。・・

h
w
u
o
g巾
・
』
・

5
E
吋
『
巾
匂
ロ
宮
山
内
言
。
。
丹

Z
z
n
Z
R

者
Z
U
0
2田
山
口
円
ご
『
d
巾

C
ω
ω
m－
、
。
夜
、
町
ミ
凡
曲
、
日
同
町
、
吋
・

S
A
C－
ωωl怠・

II 

核
戦
争
に
代
わ
る
道

日
で
は
、
核
戦
争
防
止
に
応
用
で
き
る
合
理
的
意
思
決
定
の
試
み

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
三
部
で
は
、
戦
争
防
止
の
た

め
の
二
つ
の
代
替
戦
略
に
つ
い
て
そ
の
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
軍
事
的
抑
止
戦
略
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
緊
張
低
減
戦
略
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
第
四
部
で
は
、
「
安
全
へ
の
非
暴
力
的
道
」
と

い
う
テ
l
マ
で
緊
張
低
減
戦
略
の
様
ざ
ま
な
型
に
つ
い
て
心
理
学
的

側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

9
章
で
は
、
国
際
紛
争
に
関
連

し
た
社
会
心
理
学
的
実
験
研
究
が
、
ま
た
日
章
で
は
、
緊
張
低
減
の

た
め
の

G
R
I
T政
策
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
と

し
て
、
ロ
章
で
は
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
後
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
と
っ

た
主
導
権
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
章
の
著
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
チ
ユ

（ロ

2zny・
冨
・
）
、
ォ

ス
グ
ッ
ド
（
O
回
問
。
。
門
戸
ゎ
・
開
・
）
、
エ
ツ
ィ
オ
ニ
（
開
門
N
Eロ
ア
〉
・
）
が
、

戦
争
防
止
の
戦
略
と
し
て
、
軍
事
的
抑
止
と
緊
張
低
減
の
二
つ
の
方

法
を
使
い
分
け
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
に
た
い
し
、
日
章
を
担
当
す

る
ケ
ル
マ
ン
（
同
巳

E
S－
z－
n・
）
は
、
軍
事
力
に
よ
る
戦
争
防
止
に
疑

問
を
も
ち
、
小
集
団
紛
争
解
決
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
践
的
研
究
に

よ
っ
て
紛
争
当
事
者
同
士
の
相
互
理
解
を
目
指
し
て
い
る
。
大
き
な

暴
力
行
使
の
ま
え
に
対
処
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
叩
章
に
最

も
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
ガ
ン
ジ
ー
型
の
組
織
的
非
暴
力

抵
抗
や
、
世
界
連
邦
建
設
型
の
運
動
、
集
団
膜
想
に
よ
る
緊
張
緩
和

や
平
和
へ
の
運
動
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
本
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
）

そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
本
の
な
か
で
最
も
非
暴
力
的
な
戦
争
防

止
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
印
章
「
紛
争
解
決
へ
の
相
互
作
用

的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

著
者
で
あ
る
ケ
ル
マ
ン
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
社
会
倫
理
学
の

教
授
を
し
て
お
り
、
危
機
処
理
や
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
開
発
し
制

度
化
す
る
こ
と
を
軍
縮
と
同
じ
く
ら
い
重
要
と
考
え
、
相
互
作
用
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
も
、
単
に
理
論
だ
け
で
な
く

実
践
と
し
て
、
中
東
紛
争
と
い
う
具
体
例
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。

彼
が
、
核
戦
争
を
避
け
る
た
め
に
米
ソ
と
い
っ
た
超
大
国
同
士
の
紛

争
に
直
接
タ
ッ
チ
せ
ず
、
中
東
と
い
う
言
わ
ば
地
域
紛
争
に
焦
点
を

当
て
て
き
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
中
東
と

い
う
地
域
の
紛
争
は
、
米
ソ
の
対
立
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
危
険

海外の平和心理学第II部71 



が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
中
東
紛
争
を
研
究
す
る
な
か

で
得
ら
れ
た
方
針
や
技
術
を
米
ソ
対
立
に
も
応
用
で
き
る
と
考
え
た

こ
と
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
う
し
た
紛
争
や
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
方
法

で
あ
る
と
自
ら
が
強
調
す
る
相
互
作
用
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

色
々
な
角
度
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
最
初
に
、
相
互
作
用
過
程
と
関

連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
社
会
心
理
学
的
分
析
に
つ
い
て
か
な
り
の

ぺ
l
ジ
を
割
い
て
い
る
。

彼
の
言
う
社
会
心
理
学
的
分
析
と
は
、
紛
争
当
事
者
間
の
相
互
作

用
か
ら
生
ま
れ
る
個
人
の
態
度
や
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
を
、
社
会
シ
ス

テ
ム
上
の
変
化
に
転
化
す
る
と
い
っ
た
橋
渡
し
的
役
割
も
含
め
て
、

国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の
統
合
理
論
へ
向
か
う
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
変
化
を
認
め
に
く
く
す
る
心
理

的
障
壁
が
紛
争
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
取
り
除
く
と
い

っ
た
役
割
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
心
理
学
的
分
析
は
、
政
治

学
的
分
析
と
分
か
ち
難
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
権
力
と
軍
事
戦

略
の
均
衡
を
強
調
す
る
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
違
う
次
の
五
つ
の

傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
①
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
戦
略
的
、

軍
事
的
、
外
交
的
次
元
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
、
文
化
的
、
社
会
構

造
的
、
経
済
的
次
元
を
も
考
慮
す
る
、
②
交
渉
の
目
標
は
、
政
治
協

定
だ
け
で
な
く
平
和
の
成
就
に
ま
で
及
ぶ
、
③
権
力
に
よ
る
押
し
つ

け
協
定
に
疑
い
を
も
ち
、
当
事
者
間
の
協
定
に
賛
同
す
る
、
④
政
治

エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
的
決
定
を
認
め
ず
、
世
論
を
重
視
す
る
、
⑤

伝
統
的
分
析
者
が
最
悪
事
例
分
析
を
好
む
の
に
た
い
し
、
最
善
事
例

分
析
を
好
む
。
前
者
が
脅
威
に
た
い
す
る
不
適
切
な
防
衛
に
よ
る
危

険
か
ら
人
び
と
を
守
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は

平
和
へ
向
け
て
生
じ
る
変
化
の
新
し
い
機
会
に
た
い
す
る
不
適
切
な

反
応
に
よ
る
危
険
か
ら
人
び
と
を
守
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
最

善
事
例
分
析
は
戦
略
的
、
現
実
的
改
革
主
義
的
、
楽
観
主
義
と
理
解

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ケ
ル
マ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
心
理
学
的
原
理
に
も
と
令
つ
い
て
、

中
東
紛
争
研
究
に
着
手
し
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
「
紛
争
解
決
の
た

め
の
問
題
解
決
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
始
め
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
の
目
的
の
一
つ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
比
較
的
孤
立
し

て
い
て
社
会
的
影
響
を
あ
ま
り
受
け
な
い
よ
う
設
定
さ
れ
た
場
で
、

紛
争
当
事
国
の
代
表
同
士
を
対
面
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
の

集
団
体
験
と
集
団
過
程
の
社
会
心
理
学
的
分
析
を
と
お
し
て
、
社
会

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
生
じ
る
紛
争
の
力
動
性
を
理
解
し
、
本
当
の
社

会
的
相
互
作
用
を
促
進
し
、
新
し
い
学
習
の
で
き
る
状
況
を
創
造
す

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
同
士
が
強
い

情
動
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
で
、
相
互
対
人
知
覚
や
イ
メ
ー
ジ
、
そ

の
国
民
的
自
己
像
や
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
民
族
主
義
思
想
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の
源
泉
と
形
態
、
紛
争
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
過
程
、
互
い
の
国

民
の
考
え
方
や
感
受
性
、
な
ど
を
洞
察
し
や
す
く
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
も
し
参
加
者
同
士
が
、
紛
争
を
、
互
い
に
分
か
ち
持

つ
ジ
レ
ン
マ
と
感
じ
、
解
決
の
た
め
に
と
も
に
努
力
し
よ
う
と
す
る

な
ら
、
紛
争
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
仮
定
が
あ
る
。

こ
の
仮
定
が
実
践
を
と
お
し
て
立
証
さ
れ
る
た
め
に
は
当
然
、
お
互

い
に
相
手
の
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
き
、
相
手
の
見
方
や
考
え
方
を
理

解
し
、
相
手
の
状
況
、
考
え
方
、
行
為
な
ど
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に

自
他
の
状
況
、
考
え
方
、
行
為
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
そ
の
可
能

性
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
で
実
現
さ
れ
て
い

く
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
方
法
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

参
加
者
の
選
び
方
、
集
団
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
に
表
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
グ
ル
ー
プ
の

よ
う
に
個
人
的
出
会
い
や
自
己
成
長
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
は

な
い
。
顔
と
顔
を
見
合
わ
せ
る
非
公
式
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
お
し
て
、
国
家
的
、
国
際
的
、
社
会
的
過
程
に
お
け
る
交
渉
や
公

的
活
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
分
析
す
る
の
は
個
人
と
個
人
の
関
係
で
は
な
く
、
国
家
聞
の
関

係
で
あ
り
、
そ
の
紛
争
の
核
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
焦
点
が
当
た
る

よ
う
に
集
団
構
成
や
状
況
も
設
計
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
も
ま
た
、
こ
う
し
た
方

針
に
沿
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
参
加
者
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

と
い
う
小
さ
な
世
界
の
な
か
で
、
個
々
の
考
え
方
や
ア
イ
ず
ン
テ
イ

テ
ィ
の
面
で
対
立
し
あ
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
相
互
変
化
を
、
政
策
な

ど
を
含
む
社
会
シ
ス
テ
ム
と
い
う
大
き
な
世
界
の
変
革
に
置
き
換
え

る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
た
困
難
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ケ
ル
マ
ン
は
理
想
的
参
加
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
を
行
う
地
位
に
い
な
い
た
め
に
公
的
束
縛
か

ら
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
、
公
的
機
関
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
、

高
い
政
治
的
影
響
力
を
持
ち
な
が
ら
も
参
J

加
を
許
さ
れ
て
い
る
人
物

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
政
策
決
定
者
で
は
な
い
け
れ
ど
政
策
を
代

表
す
る
見
解
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
内
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ

ら
に
政
治
過
程
に
も
新
し
い
学
習
の
成
果
や
洞
察
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
で
き
る
人
物
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
リ
ー
ダ
ー
、

指
導
的
知
識
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
相
談
役
、
議
会
の
ベ
テ

ラ
ン
、
紛
争
研
究
家
な
ど
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
指
導
す
る

人
物
で
あ
る
。
ケ
ル
マ
ン
は
彼
ら
を
、
第
三
者
（
丹

E
E
宮
司
号
）
と

呼
び
、
そ
の
役
割
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
る
。
こ
の
役
割
と
い
う

の
は
、
ま
ず
紛
争
当
事
国
の
代
表
同
士
を
対
面
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
両
者
が
建
設
的
な
相
互
作
用
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
適
切
な
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文
脈
（

ngzua）
と
規
範
（
ロ
司
自
由
）
と
介
入
（

Z
0
3
8巴
g印）

を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
介
入
と
は
、
参
加
者
た
ち
が
紛
争
と
距
離
を
保
ち
な

が
ら
分
析
す
る
た
め
の
概
念
的
道
具
や
適
当
な
事
例
な
ど
の
理
論
的

枠
組
み
を
提
供
し
た
り
、
参
加
者
間
の
離
合
集
散
、
種
々
の
盲
点
や

前
兆
、
行
動
や
言
動
の
意
味
な
ど
の
内
容
を
観
察
さ
せ
た
り
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
相
互
作
用
が
参
J

加
者
の
戻
る
べ
き
現
実
社
会
に
影

響
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
方
法
を
発
見
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
あ

る
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
介
入
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
l

パ
レ
ス
チ

ナ
紛
争
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
例
に
あ
げ
て
説

明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
な
か
で
あ
ら
わ
に

な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
人
パ
レ
ス
チ
ナ
人
各
々
が
も
っ
民
族
的
偏
見

を
、
相
互
理
解
の
た
め
の
素
材
と
し
て
巧
み
に
利
用
す
る
介
入
が
行

わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
三
者
が
こ
う
し
た
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
な
り
の
特
性
が
必
要
に
な
る
。
紛
争
当
事
者
双
方
か
ら
み

て
信
頼
性
と
正
当
性
の
あ
る
中
立
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
国
際
紛
争

に
つ
い
て
研
究
し
て
お
り
、
必
要
な
技
能
、
知
識
、
客
観
性
を
も
っ

た
社
会
科
学
の
学
究
者
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
特
性
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
個
人
変
革
を
社
会
変
革
に
転
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
、

前
述
し
た
そ
の
目
標
や
参
加
者
以
外
に
も
、
克
服
す
べ
き
幾
つ
か
の

矛
盾
が
あ
る
。
例
え
ば
、
夢
と
現
実
主
義
と
を
相
補
う
よ
う
に
扱
う

こ
と
、
遊
び
的
雰
囲
気
と
真
剣
さ
と
の
組
み
合
わ
せ
、
知
的
次
元
の

介
入
と
情
緒
的
次
元
の
介
入
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
矛
盾
を
苧
み
な
が
ら
も
、
社
会
的
相
互
作
用
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
相
手
側
の
考
え
方
、
意
向
、
目
的
、
行
為
、
心
理
的
環
境
、
社

会
の
内
部
構
造
、
構
造
的
束
縛
な
ど
の
ほ
か
、
相
手
と
話
せ
る
と
い

う
可
能
性
、
お
互
い
の
譲
歩
の
効
用
、
夢
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
違
い
、

指
導
の
重
要
性
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ

l
や
象
徴
的
行
為
の
意
味
な
ど
に
つ

い
て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
く
れ
る
。
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戦
争
に
か
か
わ
る
基
礎
的
な
心
理
学
的
過
程

皿
で
は
、
第
五
部
「
戦
争
を
引
き
起
こ
す
二
つ
の
動
機
」
、
第
六
部

「
国
際
紛
争
に
か
か
わ
る
認
知
と
誤
認
」
、
第
七
部
「
政
策
決
定
者
の

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

第
五
部
の
「
戦
争
を
引
き
起
こ
す
動
機
」
で
は
、

主
に
自
尊
心
と



恐
怖
心
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
五
部
の
序
論
で
ホ
ワ
イ
ト
は
、

怒
り
も
主
要
な
動
機
の
一
つ
だ
と
す
る
考
え
方
に
対
し
、
①
も
し
核

戦
争
が
起
こ
る
な
ら
ば
、
怒
り
か
ら
で
は
な
く
先
制
攻
撃
へ
の
恐
れ

か
ら
だ
ろ
う
、
②
二
十
世
紀
の
危
機
場
面
で
は
、
怒
り
よ
り
も
自
国

が
優
位
に
た
て
る
機
会
を
逃
が
す
恐
れ
の
ほ
う
が
目
立
っ
て
い
る
、

③
他
国
に
対
す
る
怒
り
は
、
逆
に
自
国
民
の
自
尊
心
の
低
下
や
恐
れ

を
引
き
起
こ
す
、
こ
の
三
点
を
あ
げ
、
論
題
か
ら
外
し
て
い
る
。

第
六
部
「
国
際
紛
争
に
か
か
わ
る
認
知
と
誤
認
」
で
は
、
進
歩
の

著
し
い
最
近
の
社
会
的
な
認
知
と
誤
認
に
関
す
る
実
験
や
理
論
の
研

究
成
果
を
紹
介
し
て
い
る
。
認
知
と
い
う
用
語
は
近
年
、
心
理
学
で

重
視
さ
れ
て
い
る
鍵
概
念
で
、
広
義
に
は
人
を
取
り
巻
く
環
境
と
人

び
と
に
つ
い
て
の
そ
の
人
の
信
念
を
意
味
し
て
い
る
。

第
七
部
「
政
策
決
定
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
で
は
、
社
会
科
学

や
歴
史
学
の
研
究
者
は
近
年
、
外
交
政
策
の
リ
ー
ダ
ー
個
々
人
の
影

響
力
を
重
視
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
、
全
体
主
義
を
奉
ず
る
よ
う

な
人
物
が
い
ま
だ
に
し
ば
し
ば
政
治
の
上
層
に
姿
を
現
す
に
し
て

も
、
強
大
な
リ
ー
ダ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
複
雑
な
組
織
や
官
僚
制
度
に

か
ら
め
捕
ら
れ
た
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ
あ

り
、
こ
れ
は
一
面
、
戦
争
や
平
和
に
か
か
わ
る
条
件
の
複
雑
さ
が
理

解
さ
れ
て
き
て
い
る
た
め
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
凹
全
体
の
知
見
に
つ
い
て
、
日
常
生
活
を
営
む
個
人
や
家

族
と
い
っ
た
小
集
団
か
ら
得
ら
れ
た
研
究
の
成
果
が
、
国
家
聞
の
関

係
や
一
国
の
リ
ー
ダ
ー
の
行
動
を
考
え
る
う
え
に
ど
の
程
度
有
効
か

は
、
研
究
の
蓄
積
を
と
お
し
て
確
認
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
だ
と
断

っ
て
い
る
。

以
下
、
第
五
部
の
回
章
「
恐
怖
の
役
割
」
と
第
六
部
の
口
章
「
外

交
政
策
に
つ
い
て
の
認
知
的
研
究
と
そ
の
展
望
」
か
ら
、
内
容
を
紹

介
す
る
。

回
章
「
恐
怖
の
役
割
」

フ
ロ
イ
ト
（

po邑
ふ
・
）
は
、
不
安
を
二
種
類
に
区
分
し
た
。
一

つ
は
、
外
部
の
現
実
的
脅
威
に
対
抗
し
自
己
を
保
全
し
よ
う
と
す
る

「
客
観
的
不
安
」
。
も
う
一
つ
は
、
何
事
に
対
し
て
も
最
悪
の
事
態
を

予
測
し
、
不
安
ば
か
り
を
見
出
す
「
神
経
症
的
不
安
」
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
恐
れ
に
つ
い
て
も
「
現
実
的
な
恐
れ
」
と
「
誇

張
さ
れ
た
恐
れ
」
と
を
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
ホ
ワ
イ
ト

（者

Z
F
m・
－
ハ
・
）
は
い
う
。
現
実
的
な
恐
れ
は
核
戦
争
の
危
険
性
と

相
手
側
の
現
実
の
敵
意
の
理
解
を
助
け
る
が
、
誇
張
さ
れ
た
恐
れ
は

軍
備
競
争
や
防
衛
を
動
機
と
す
る
怒
り
を
増
長
し
て
い
く
。
最
近
の

歴
史
に
み
ら
れ
る
侵
略
開
始
時
に
は
、
現
実
的
な
恐
れ
ば
か
り
で
な

く
、
多
分
に
非
現
実
的
な
恐
れ
が
原
因
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
核
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
誇
張
さ
れ
た
恐

れ
を
低
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
①
一
方
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で
は
、
あ
る
程
度
、
報
復
力
と
適
正
規
模
の
戦
力
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
見
方
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
に
関
す
る
現
実
的
な
シ

ン
ボ
ル
を
求
め
る
無
意
識
の
欲
求
を
受
容
し
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
、
②
他
方
で
は
、
核
拡
散
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、
自
国
の
最

悪
の
敵
と
現
実
的
な
共
感
の
性
質
お
よ
び
価
値
と
に
よ
っ
て
、
忍
耐

づ
よ
く
事
実
に
も
と
づ
い
て
討
議
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

口
章
「
外
交
政
策
に
つ
い
て
の
認
知
的
研
究
と
そ
の
展
望
」

テ
ト
ロ
ッ
ク
（
同
，

aznFMY開
・
）
と
マ
ガ
イ
ア
l
（
冨
の
の
口
町
p
n・

p
－
可
・
）
に
よ
れ
ば
、
最
近
の
十
五
年
間
に
、
外
交
政
策
と
か
か
わ
る

認
知
の
研
究
は
、
理
論
上
で
も
方
法
論
上
で
も
著
し
い
展
開
を
示
し

て
い
る
。
研
究
の
主
目
的
は
外
交
政
策
決
定
者
の
環
境
を
単
純
化
し

て
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
維
持
す
る
認
知
方
略
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
方
略
は
、
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
、
方
針
の
選

択
と
新
し
い
情
報
の
同
化
の
た
め
の
枠
組
み
と
な
る
認
知
構
造
の
研

究
、
す
な
わ
ち
外
交
政
策
決
定
者
は
何
を
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て

の
研
究
｜
｜
表
象
研
究
（
円

3
5
8ロ
E
己

0
5－『
g
g円
各
）
。
も
う
一

つ
は
、
早
く
楽
に
自
分
の
正
当
性
を
信
じ
、
少
な
い
労
力
で
で
き
る

解
答
発
見
の
手
続
き

2
2ユ丘一
g）
に
つ
い
て
の
研
究
、
す
な
わ
ち

外
交
政
策
決
定
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
研
究

｜
｜
処
理
過
程
研
究
（
胃

O
R
g
z自
問
岳
）
で
あ
る
。

表
象
研
究
の
代
表
例
に
は
、
次
の
三
種
類
が
含
ま
れ
て
い
る
。

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ

l
ド
の
研
究
：
：
：
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ

l
ド

は
政
策
決
定
者
の
戦
略
選
択
の
た
め
の
判
断
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
規
定
し
、
中
核
と
な
る
信
念
が
よ
り
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
階
層
を
成
し
て
組
み
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
政
策
決
定
者
が

世
界
を
調
和
的
と
見
る
か
闘
争
的
と
見
る
か
は
重
要
で
あ
り
（
出
色
・

印

F
0・
戸
）
、
最
初
の
見
方
が
助
長
さ
れ
て
い
く
。

認
知
地
図
（

g句
岳
山
5
5
ω
℃
匂
吉
肉
）
の
研
究
：
：
：
認
知
地
図
は
、

政
治
に
関
す
る
概
念
変
数
（
防
衛
費
と
か
貿
易
バ
ラ
ン
ス
な
ど
）
と

そ
れ
ら
の
問
に
因
果
を
み
て
信
念
に
よ
っ
て
つ
な
げ
る
政
治
家
の
認

知
表
象
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
政
治
家
は
環
境
に
た
い
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
過
度
に
簡
略
化
し
、
操
作
を
容
易
に
し
、
自
分
の
信
念
の
範
囲

で
理
性
的
に
行
動
す
る
。

外
交
信
念
の
個
人
差
に
関
す
る
研
究
・
・
・
・
・
・
外
交
政
策
者
の
個
性
と

外
交
政
策
上
の
好
み
と
は
関
係
が
深
く
、
対
人
関
係
の
も
ち
方
や
認

知
の
ス
タ
イ
ル
、
動
機
づ
け
の
要
因
な
ど
を
外
交
方
針
の
信
念
と
切

り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

処
理
過
程
研
究
の
代
表
例
に
は
、
次
の
五
種
類
が
含
ま
れ
て
い
る
。

基
本
的
な
帰
属
の
誤
り
の
研
究
・
・
・
・
・
・
人
は
他
者
の
行
動
を
説
明
す

る
と
き
、
外
的
・
状
況
的
要
因
は
低
く
、
内
的
・
性
格
的
要
因
は
高

く
見
積
も
り
が
ち
で
あ
る
（
同
色
－

4
・
戸
田
－
－

hw
富山

nzz・
』
・
一

』。ロ

2
・
回
目
一
－
4
2
σ
m
W
3・
河
・
・
色
町
問
。
∞
P

F
・－
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帰
属
の
誤
り
は
、
現
象
分
析
時
に
答
え
を
見
出
す
試
行
の
労
力
節

約
か
ら
生
じ
る
。
ま
た
、
杓
子
定
規
の
判
断
も
避
け
る
べ
き
で
、
他

国
の
実
態
は
ゆ
っ
く
り
し
か
現
れ
な
い
し
、
完
全
に
は
分
か
ら
な
い
。

歴
史
事
実
か
ら
の
抽
出
研
究
・
・
・
：
・
政
治
家
が
前
例
に
倣
い
応
用
す

る
と
き
、
あ
ま
り
に
も
単
純
化
し
皮
相
的
で
歪
ん
だ
も
の
に
し
や
す

い
。
政
治
の
展
望
は
歴
史
上
の
結
果
に
色
づ
け
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、

危
機
を
経
る
と
好
戦
的
に
な
り
や
す
く
（

F
E
m－
m－H
）
、
広
い
視
野

か
ら
考
え
に
く
く
、
大
雑
把
な
一
般
化
で
類
推
し
、
過
去
と
現
在
と

の
違
い
に
注
意
し
な
い
。

評
価
変
更
の
回
避
に
関
す
る
研
究
・
・
・
・
・
・
政
策
決
定
者
は
価
値
評
価

を
変
更
す
る
よ
り
回
避
を
望
む
。
変
更
後
の
結
果
が
十
分
見
通
せ
な

い
こ
と
と
、
変
更
に
は
犠
牲
を
払
う
と
感
じ
る
た
め
と
で
あ
る
。

関
与
凍
結
の
研
究
：
：
：
い
っ
た
ん
関
わ
り
合
っ
て
し
ま
う
と
止
め

る
の
は
難
し
い
。
取
り
返
し
が
つ
か
ぬ
こ
と
ほ
ど
続
け
る
努
力
が
強

力
に
な
り
、
関
与
を
正
当
化
す
る
合
理
的
で
倫
理
的
な
理
由
が
捜
さ

れ
る
。危

機
に
お
け
る
政
策
決
定
の
研
究
：
：
：
危
機
に
な
る
ほ
ど
、
状
況

に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
政
治
的
な
選
択
は
単
純
で
固
定
的
と
な
る
。

政
治
家
は
選
択
の
余
地
の
あ
る
解
釈
で
は
な
く
、
完
全
な
勝
利
か
敗

北
か
の
確
実
な
結
果
だ
け
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

ま
と
め
る
と
、
認
知
研
究
は
発
展
し
つ
つ
あ
り
、
経
験
的
ま
た
は

理
論
的
研
究
の
新
し
い
在
り
方
を
示
す
刺
激
的
な
存
在
で
あ
る
。
し

か
し
、
今
日
の
研
究
は
断
片
的
で
、
外
交
政
策
に
作
用
す
る
認
知
の

要
因
の
影
響
の
範
囲
や
影
響
の
仕
方
に
は
合
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い

し
、
結
論
相
互
の
聞
に
は
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
一
般
論
を
適
用
で
き

な
い
例
外
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。

外
交
政
策
に
有
効
な
認
知
理
論
と
は
、
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て

異
な
っ
た
情
報
処
理
の
方
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
、
偶
然
性
へ
の

対
応
可
能
な
理
論
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
研
究
の
主
目
的
は
、
一
般
原
則
の
発
見
で
は
な
く
、
情
報

処
理
過
程
の
相
違
に
対
応
し
て
作
用
す
る
個
人
の
条
件
と
状
況
の
条

件
と
の
作
用
範
囲
を
、
見
極
め
て
い
く
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
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戦
争
に
か
か
わ
る
相
互
作
用
過
程

W
の
第
八
部
・
第
九
部
・
第
十
部
は
、
国
家
聞
の
紛
争
の
歴
史
的
、

政
治
的
観
点
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
戦
争
を
抑
止
、
制
限
す
る
糸

口
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
構
成
は
、
「
戦
争
の
抑
止
」
、

「
政
府
の
政
策
決
定
と
危
機
処
理
」
、
「
戦
争
突
入
へ
の
エ
ス
カ
レ
ー

シ
ヨ
ン
」
の
三
つ
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
か
ら
、
戦
争
防
止
の

理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
抑
止
論
と
臨
戦
体
制
へ
の
エ
ス
カ
レ

l
シ

ヨ
ン
に
焦
点
を
あ
て
た
、
ル
ポ
l
（r
b
o
d
F同

N

・Z
・－

E
∞
印
）
の
「
抑

止
論
再
考
」
（
お
章
）
お
よ
び
ホ
ル
ス
テ
イ
（
出
o
Z己・
0
・
同
・
）
の
「
危

機
お
よ
び
戦
争
突
入
へ
の
危
機
の
エ
ス
カ
レ

l
シ
ヨ
ン
を
阻
止
す
る

道
」
（
部
章
）
の
二
論
文
を
紹
介
す
る
。

幻
章
「
抑
止
論
再
考
｜
｜
最
近
の
研
究
の
進
捗
」

抑
止
論
は
、
国
際
関
係
の
迷
路
を
切
り
抜
け
る
た
め
の
有
効
な
原

理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
抑
止
論
そ
の
も
の
は
抽

象
的
す
ぎ
、
非
現
実
的
な
欠
点
を
も
っ

p
s。
戸
間
・
2
・L
混血）。

ま
た
、
現
実
の
紛
争
当
事
国
の
軍
事
行
動
は
、
双
方
の
軍
事
力
の
バ

ラ
ン
ス
と
は
関
係
な
く
行
わ
れ
る
な
ど
抑
止
論
の
予
測
と
一
致
し
な

い
こ
と
も
多
い
。
つ
ま
り
、
抑
止
論
は
万
能
で
は
な
く
、
有
効
に
作

用
す
る
場
合
と
、
失
敗
に
終
わ
る
場
合
と
が
あ
る
。
①
有
効
に
作
用

し
た
例
：
：
：
一
九
六

0
年
代
の
西
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
五

0
年
代
の
台

湾
、
一
九
五
三
年
以
降
の
韓
国
。
ソ
連
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
超
大
国

が
相
互
の
侵
略
を
抑
制
す
る
の
は
、
抑
止
論
が
有
効
に
作
用
し
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
②
抑
止
論
の
失
敗
例
：
：
：
キ
ュ
ー
バ
の
ミ
サ
イ
ル

危
機
。
ケ
ネ
デ
ィ
の
不
快
感
の
表
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
サ
イ
ル

の
配
備
を
血
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
抑
止
論
に
も
と
づ
く

国
家
の
行
動
で
は
、
次
の
四
つ
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
①
あ
る
程
度

く
わ
し
く
自
国
の
行
動
を
明
ら
か
に
す
る
、
②
応
戦
に
さ
き
だ
ち
、

行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
相
手
国
に
説
明
す
る
、
③
自
国
の
防
衛
お
よ

び
交
戦
し
て
く
る
相
手
国
に
対
し
て
厳
し
く
報
復
す
る
だ
け
の
軍
事

力
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
、
④
右
の
③
の
実
行
を
要
す
る
場
合
に
は
、

軍
事
力
を
行
使
す
る
決
意
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

78 



「
シ
グ
ナ
ル
を
受
け
と
め
る
さ
い
の
障
害
」

抑
止
論
に
よ
る
対
応
の
失
敗
に
は
、
①
国
家
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
妨
げ
る
様
ざ
ま
な
障
害
の
存
在
、
②
外
交
政
策
上
何
が
最

重
要
で
あ
る
か
を
見
誤
る
、
な
ど
の
原
因
が
あ
げ
ら
れ
る
。

抑
止
論
に
立
つ
行
動
の
成
功
は
、
相
手
国
に
自
国
の
能
力
と
行
動

の
決
意
を
十
分
に
伝
達
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
抑
止
論

者
は
、
こ
の
シ
グ
ナ
ル
過
程
に
結
び
つ
い
た
困
難
さ
を
無
視
す
る
き

ら
い
が
あ
る

C
0
2
F
同－－

H20）
。
例
え
ば
、
①
相
手
は
、
異
な
る

言
語
を
用
い
る
が
、
共
通
の
シ
ン
ボ
ル
を
用
い
て
理
解
で
き
る
と
仮

定
し
た
り
、
②
意
味
が
生
み
出
さ
れ
る
文
脈
や
背
景
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
③
不
適
切
な
状
況
判
断
が
な
さ
れ
、
シ
グ

ナ
ル
が
誤
解
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
問
題
の
完
全
な
解
消
は
不
可
能

に
近
く
、
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
問
題
で
あ
る
。

二
「
攻
撃
の
原
因
」

抑
止
論
は
、
防
衛
力
や
意
志
の
弱
い
国
は
攻
撃
さ
れ
や
す
い
と
仮

定
す
る
が
（
F
S
o
d
F
明
N

・Z
・－

HSH）
、
こ
れ
は
研
究
結
果
と
矛
盾
す

る
。
つ
ま
り
、
研
究
は
、
別
な
攻
撃
原
因
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
一
つ
に
瀬
戸
際
政
策
が
あ
る
。
こ
の
政
策
の
特
徴
は
、
攻
撃

国
が
、
相
手
国
は
攻
撃
を
受
け
た
と
き
に
撤
退
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
逆
に
攻
撃
国
が
撤
退
す
る

結
果
と
な
っ
て
い
る
。
攻
撃
国
は
、
相
手
国
の
情
勢
を
十
分
に
知
ら

ず
に
開
戦
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
政
・
外
交
上
の
問
題
を
自
国
の
先

制
攻
撃
に
よ
っ
て
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
意
図
す
る
の
で
あ
る
。
多

く
の
場
合
、
相
手
国
の
利
害
や
軍
事
的
能
力
に
注
意
を
払
う
と
い
う

よ
り
も
、
自
国
の
政
略
的
、
内
政
的
要
求
が
開
戦
へ
の
導
火
線
と
な

っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
（
』
巾

2
F
同州・－

F
巾
σo戸
間
－

z・
・
除

印

Z
F
』－

p
・
5
∞ω）
。
さ
ら
に
、
自
国
の
思
い
込
み
に
よ
る
知
覚
の

歪
み
が
重
畳
的
に
作
用
し
、
世
界
の
平
和
を
脅
か
す
最
大
の
元
凶
と

な
っ
て
い
る
。

紛
争
の
平
和
的
な
解
決
の
た
め
に
は
、
相
手
国
が
期
待
ど
お
り
行

動
し
な
い
場
合
や
、
自
国
の
内
政
上
の
コ
ス
ト
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
し
、
非
暴
力
的
な
手
段
に
よ
る
様
ざ
ま
な
解
決
策
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
解
決
に
か
か
わ
る
多
様
な
要
因
は
、

自
国
を
平
和
的
に
防
衛
す
る
た
め
の
積
極
的
な
目
標
と
し
て
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
「
結
論
」

紛
争
当
事
国
は
、
様
ざ
ま
な
誤
算
を
行
い
や
す
い
。
為
政
者
は
、

と
も
す
る
と
現
実
を
自
分
た
ち
の
要
求
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
歪
め
が

ち
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
ル
が
豊
富
で
、
し
か
も
暖
昧
な
と
き
に
は
こ
う

し
た
歪
み
が
生
じ
や
す
く
、
し
だ
い
に
助
長
さ
れ
確
信
さ
れ
る
に
至

る
。
多
く
の
シ
グ
ナ
ル
は
、
微
妙
で
意
図
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
相

手
国
の
政
治
的
過
程
の
複
雑
さ
や
文
化
を
適
切
に
理
解
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
希
望
的
な
思
惑
あ
る
い
は
誤
算
が
最
も
生
じ
や
す
い
の

は
、
危
機
の
結
果
が
期
せ
ず
し
て
バ
ラ
ン
ス
に
依
存
し
て
い
る
事
態

に
お
い
て
で
あ
る
。

部
章
「
危
機
お
よ
び
戦
争
突
入
へ
の
危
機
の
エ
ス
カ
レ

1
シ
ヨ

ン
を
阻
止
す
る
道
」

一
「
危
機
・
ス
ト
レ
ス
・
政
策
決
定
」

危
機
と
は
、
重
要
な
価
値
に
対
し
て
予
期
せ
ぬ
脅
威
が
加
わ
り
、

そ
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
の
政
策
決
定
の
時
聞
が
限
定
さ
れ
て
い

る
事
態
を
指
す
。
政
策
決
定
を
す
る
と
き
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う

な
諸
能
力
が
要
求
さ
れ
る
、
①
行
為
の
重
要
な
選
択
方
向
を
確
認
す

る
、
②
各
選
択
方
向
の
コ
ス
ト
と
利
得
を
査
定
す
る
、
③
未
熟
な
結

論
を
排
除
す
る
、
④
可
能
な
こ
と
と
確
率
的
な
こ
と
と
を
区
別
す
る
、

⑤
相
手
国
の
観
点
か
ら
事
態
を
査
定
す
る
、
⑥
関
連
情
報
と
無
関
連

情
報
と
を
区
別
す
る
、
⑦
暖
昧
さ
に
対
す
る
耐
性
、
⑧
未
熟
な
行
動

に
対
抗
す
る
、
⑨
当
面
す
る
事
態
を
現
実
の
変
化
に
合
う
よ
う
に
調

整
す
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
危
機
的
状
況
は
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
個

人
や
組
織
に
対
し
て
強
い
ス
ト
レ
ス
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
河
口
∞
F
ロ・）。

二
「
ス
ト
レ
ス
と
遂
行
行
動
｜
｜
心
理
学
か
ら
の
事
実
」

官
僚
首
脳
部
の
外
交
政
策
遂
行
に
及
ぽ
す
ス
ト
レ
ス
の
効
果
は
重

要
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
ス
ト
レ
ス
は
、
個
人
や
組
織
が
問
題
を
解

決
す
る
と
き
に
必
要
で
あ
る
。
心
理
学
研
究
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス

と
遂
行
行
動
と
の
一
般
的
な
関
係
は
、
曲
線
的
で
あ
る

G
S
F
戸）。

限
度
を
越
え
る
強
い
ス
ト
レ
ス
は
、
課
題
に
つ
い
て
の
通
り
一
遍
の

討
論
を
活
発
に
す
る
が
、
診
断
や
解
釈
を
要
す
る
事
態
で
の
自
発
的

行
動
を
減
少
さ
せ
る
（

F
S
N
a
g－
』
・
叶
・
）
。
知
覚
行
動
は
支
障
を
来

し
、
個
人
は
広
い
視
野
を
失
い
、
事
態
の
本
質
的
な
面
を
見
る
能
力

を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
（
旬
。
印
仲

B
S－
rhw回

E
S
F
』・

ω・）。

三
「
結
論
｜
｜
政
策
的
な
意
味
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
意
見
」

（
一
）
動
機
と
意
図
の
推
定
為
政
者
の
一
つ
の
重
要
な
面
は
、

他
者
の
動
機
や
意
図
を
推
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
相
手
国
の
主
張
を

ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
か
は
、
そ
の
固
に
た
い
す
る
イ
メ
ー
ジ
に

依
存
し
て
い
る
（
巧
o
E
2
2
R吋咽
F
E
S）
。
相
手
国
に
た
い
す
る

誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
や
評
価
か
ら
多
く
の
不
幸
が
発
生
す
る
こ
と
を
歴

史
は
証
明
し
て
き
た
。
意
図
や
動
機
を
健
全
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、

適
切
な
情
報
が
必
要
と
な
る
。
危
機
的
な
事
態
で
は
、
外
交
的
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
量
は
増
大
す
る
。
問
題
な
の
は
情
報
の
量
で
は

な
く
質
で
あ
る
。
交
渉
に
含
ま
れ
る
情
報
は
多
様
に
解
釈
で
き
る
。

そ
こ
で
、
情
報
に
意
味
や
重
要
性
を
付
与
す
る
理
論
が
必
要
と
な
る
。

不
幸
な
事
件
の
ほ
と
ん
ど
は
、
不
適
切
な
情
報
に
で
は
な
く
、
そ
の

情
報
を
位
置
づ
け
る
適
切
な
モ
デ
ル
の
欠
知
に
原
因
が
あ
る

（Z
S巳
ω
〉
「
）
。
現
代
の
複
雑
な
官
僚
制
機
構
に
お
い
て
は
、
事
実
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を
自
己
に
都
合
の
よ
い
観
点
か
ら
だ
け
見
が
ち
で
あ
る
（
』
巾

2
F

H
P
・
5
2）
。
全
体
主
義
国
家
に
か
ぎ
ら
ず
、
国
家
が
政
策
決
定
会
議

か
ら
対
立
す
る
考
え
を
排
除
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

（
二
）
軍
事
助
言
者
危
機
的
事
態
で
は
、
軍
事
助
言
者
の
視

点
は
特
別
重
要
で
あ
る
。
個
人
や
官
僚
の
立
場
を
代
表
す
る
人
び
と

と
の
幅
広
い
協
議
を
欠
く
場
合
に
は
、
外
交
的
、
政
治
的
配
慮
よ
り

も
技
術
的
、
軍
事
的
配
慮
が
優
先
さ
れ
る
。
当
該
国
問
の
兵
力
増
員

の
悪
循
環
な
ど
、
軍
は
危
機
の
進
展
を
軍
事
的
に
有
利
な
立
場
を
得

る
た
め
の
観
点
か
ら
見
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
強
化
す
る
行

動
は
、
時
間
的
切
迫
感
の
増
大
、
政
策
上
の
選
択
肢
の
制
限
を
も
た

ら
し
、
危
機
処
理
の
努
力
を
妨
げ
る
。

（
三
）
同
盟
国
の
行
動
危
機
的
事
態
で
は
、
政
治
的
選
択
肢

は
物
理
的
に
狭
め
ら
れ
る
。
と
く
に
、
同
盟
か
ら
生
じ
る
義
務
を
互

恵
的
な
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
同
盟
国
の
場
合
に
当
て

は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
同
盟
国
は
、
最
終
的
に
不
都
合
な
二
つ
の
選
択

を
強
い
ら
れ
る
。
①
同
盟
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
狭
い
行
動
し
か
と
れ

な
い
、
②
交
渉
に
無
関
係
の
問
題
を
導
入
す
る
こ
と
で
事
態
を
複
雑

に
す
る
（
巧
o
E
2
2
Z
F
P・
h
r
d〈

O
V
E
E
R『－

F
5
2）。

（
四
）
相
手
国
の
選
択
戦
争
へ
の
危
険
は
、
国
家
の
リ
ー
ダ

ー
が
、
当
面
す
る
事
態
を
戦
争
の
み
が
残
さ
れ
た
道
と
受
け
と
め
た

り
、
自
国
の
体
面
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
る
も
の
と
受
け
と
め
た
り
す
る

と
き
に
最
大
と
な
る
。
相
手
国
に
、
自
国
の
最
大
の
利
益
は
危
機
縮

小
の
道
の
選
択
で
あ
る
こ
と
を
、
言
動
を
通
じ
て
示
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
危
機
管
理
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
は
、
①
相
手
国
の
準
拠
枠
に
た

い
す
る
感
受
性
、
②
危
機
的
事
件
の
進
展
を
遅
ら
せ
る
あ
ら
ゆ
る
努

力
を
す
る
こ
と
、
③
責
任
の
あ
る
為
政
者
は
、
戦
略
決
定
の
広
範
な

管
理
と
と
も
に
、
実
行
の
詳
細
な
管
理
も
行
う
、
な
ど
が
あ
る
。

（
五
）
武
器
の
属
性
武
装
は
、
危
機
的
事
態
に
お
い
て
す
べ

て
の
人
に
銃
を
握
ら
せ
や
す
く
す
る
。
切
迫
し
た
政
策
決
定
の
時
間
、

一
触
即
発
の
攻
撃
要
求
は
、
戦
争
の
偶
発
的
勃
発
の
可
能
性
を
高
め

る
。
堅
固
な
戦
力
は
、
危
機
事
態
に
お
け
る
政
策
決
定
時
の
時
間
的

圧
迫
を
緩
和
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
報
復
の
確
実
性
と
コ
ス
ト
の
大

き
さ
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
先
制
攻
撃
へ
の
誘
惑
は
弱
め
ら
れ
る
。

情
報
が
不
十
分
な
事
態
で
の
先
制
攻
撃
へ
の
誘
惑
は
、
対
応
を
引
き

延
ば
し
、
政
策
決
定
の
時
聞
を
増
大
さ
せ
る
に
つ
れ
て
減
少
す
る
。

現
代
の
武
器
の
ス
ピ
ー
ド
・
範
囲
・
破
壊
力
は
、
潜
在
的
な
攻
撃
国

へ
の
不
意
の
攻
撃
に
よ
っ
て
そ
の
軍
隊
を
破
滅
さ
せ
る
機
会
・
誘
惑

を
与
え
る
。
こ
の
考
え
は
、
両
国
を
不
安
定
な
関
係
に
お
く
。
ま
た
、

弱
い
軍
事
力
は
、
敵
国
の
攻
撃
を
招
く
だ
け
で
な
く
、
自
国
の
軍
隊

が
破
壊
さ
れ
る
ま
え
に
破
壊
し
よ
う
と
い
う
強
力
な
圧
力
を
生
む

（君。

z
a
a
z
p
p－
E
E）
。
さ
ら
に
、
為
政
者
に
即
座
の
政
策
決

定
を
強
く
迫
る
。
唯
一
の
安
全
な
選
択
は
先
制
攻
撃
で
あ
り
、
あ
た
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（ロ
mmozm昨

日

0
ロ
）
・
駆
け
引
き
（
σ
R
m
m
E口
問
）
・
調
停
（

Ea－azロ）

の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
交
渉
・
駆
け
引
き
は
、
当
事
者
同
士
の

直
接
的
な
相
互
関
係
で
あ
り
、
調
停
は
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
介

在
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
お
章
「
交
渉
に
お
け
る
完

全
な
意
見
の
一
致
」
か
ら
、
交
渉
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
紹
介
し

て
み
よ
う
。

プ
ル

l
ト
（
司

E
E
b・o・
）
に
よ
れ
ば
、
交
渉
と
は
創
造
的
な
問

題
解
決
の
こ
と
で
あ
り
、
妥
協
と
は
異
な
る
。
交
渉
に
お
い
て
、
妥

協
で
は
な
く
意
見
の
一
致
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
事
者
聞
の

関
心
を
統
合
し
な
い
と
紛
争
が
解
決
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
意
見

の
一
致
は
妥
協
と
比
べ
て
よ
り
安
定
的
で
あ
り
、
当
事
者
間
の
関
係

を
強
め
、
相
互
の
共
同
体
の
福
利
に
貢
献
す
る
か
ら
で
あ
る
。

交
渉
に
お
い
て
完
全
な
る
意
見
の
一
致
を
達
成
す
る
に
は
五
つ
の

方
法
が
あ
る
、
と
プ
ル

l
ト
は
述
べ
て
い
る
。
①
パ
イ
を
大
き
く
す

る
（
ど
う
す
れ
ば
双
方
が
分
け
前
に
満
足
で
き
る
か
）
、
②
非
特
定
的

補
償
（
例
え
ば
、
休
み
を
返
上
す
る
代
わ
り
に
ボ
ー
ナ
ス
を
も
ら
う

場
合
）
、
③
相
互
援
助
（
お
互
い
の
一
番
強
い
要
求
を
相
互
に
受
け
入

れ
あ
う
よ
う
に
す
る
）
、
④
コ
ス
ト
の
カ
ッ
ト
（
例
え
ば
、
休
み
を
返

上
し
て
働
い
た
後
で
、
特
別
休
暇
を
も
ら
う
場
合
）
、
⑤
ブ
リ
ッ
ジ
ン

グ
（
問
題
の
改
善
の
た
め
に
創
造
的
解
決
を
図
る
こ
と
）
。
問
題
解
決

の
た
め
に
は
、
当
事
者
が
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
解
決
を
見
つ
け
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
相

互
の
話
し
合
い
や
情
報
交
換
が
含
ま
れ
る
。

プ
ル

l
卜
は
、
創
造
的
問
題
解
決
の
ス
テ
ッ
プ
を
次
の
四
つ
に
分

け
る
。
①
興
味
や
関
心
に
つ
い
て
の
葛
藤
が
実
際
に
存
在
す
る
の
か

ど
う
か
を
尋
ね
る
、
②
基
本
的
興
味
に
も
と
づ
く
適
度
に
高
い
期
待

（
要
求
）
を
設
け
、
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
が
ん
ば
る
、
③
当
事
者

の
期
待
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
道
を
探
す
、
④
期
待

を
下
げ
て
、
他
の
道
を
探
す
。
創
造
的
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
は
、
目
的
に
対
し
て
は
そ
の
達
成
を
断
固
と
し
て
堅
持
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
手
段
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
な
る

べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
一
九
六
一
年
の
第
二

次
ベ
ル
リ
ン
危
機
に
お
い
て
取
っ
た
行
動
が
そ
れ
で
あ
る
。

次
に
、
初
章
「
調
停
者
の
役
割
と
機
能
」
か
ら
、
第
三
者
の
介
在

す
る
場
合
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
る
。
ル

l
ビ
ン
（
同
ロ
σ
E・』・
N
・）

は
、
第
三
者
の
役
割
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
第
一
は
、
忠
告
的
か

指
導
的
か
で
あ
る
。
裁
判
所
で
の
調
停
員
や
実
情
調
査
員
な
ど
は
前

者
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
野
球
の
審
判
員
や
裁
判
官
な
ど
特
定

の
拘
束
力
を
も
っ
て
い
る
第
三
者
は
後
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
一
番
良
い
の
は
当
事
者
が
紛
争
を
解
決
で
き
る
よ
う
最
小
限
必

要
な
力
と
方
向
づ
け
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
短
期
的
に
み
れ
ば
指

導
的
な
役
割
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
完
全
な
意
見
の
一
致
を
生
み
出
す
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が
、
し
か
し
、
長
期
的
に
は
忠
告
的
役
割
は
当
事
者
の
態
度
変
化
を

よ
り
内
面
化
さ
せ
、
到
達
す
べ
き
一
致
へ
の
よ
り
強
い
持
続
力
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
内
容
指
向
的
か
プ
ロ
セ
ス
指
向
的
か
の
違
い
で
あ
る
。

例
え
ば
夫
婦
を
対
象
に
し
た
セ
ラ
ピ

l
の
場
合
、
二
人
の
関
係
そ
の

も
の
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

お
互
い
が
相
手
の
こ
と
を
よ
く
聞
い
た
り
、
自
分
の
こ
と
を
話
し
た

り
す
る
や
り
方
を
身
に
つ
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
を

高
め
る
よ
う
に
す
る
の
が
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
役
割
と
な
る
。

第
三
は
、
関
係
促
進
的
か
関
係
抑
制
的
か
で
あ
る
。
論
争
の
当
事

者
を
集
め
、
相
互
の
食
い
違
い
を
調
整
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
改
善
し
、
両
者
の
聞
に
以
前
よ
り
も
強
い
関
係
を
作
る
こ
と
が
関

係
促
進
的
役
割
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
当
事
者
た
ち
を
分
離
し
、

必
要
で
な
い
直
接
的
な
相
互
作
用
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
紛
争

を
予
防
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。

ル
l
ピ
ン
は
、
第
三
者
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。
①
悪
化
し
た
関
係
に
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入

し
、
当
事
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

た
だ
し
、
実
験
的
研
究
の
結
果
か
ら
は
、
初
期
の
段
階
の
紛
争
解
決

に
は
有
効
で
あ
る
が
、
長
期
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
冷
却
期

間
を
置
く
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
②
紛
争
の
場
所
の
公
開
を
お

こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
の
や
り
と
り
の
仕
方
を
変
え
る
。

当
事
者
た
ち
を
民
衆
に
さ
ら
し
た
り
、
あ
る
い
は
隠
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
解
決
の
チ
ャ
ン
ス
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

③
当
事
者
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
新
し
い
資
源
を
見
つ
け
出
し
、
パ

イ
を
大
き
く
す
る
。
④
当
事
者
相
互
の
好
み
、
期
待
、
意
図
な
ど
に

つ
い
て
正
確
な
情
報
を
本
人
た
ち
に
伝
え
、
今
は
何
を
考
慮
す
べ
き

な
の
か
、
解
決
で
き
る
の
は
ど
の
問
題
な
の
か
を
理
解
す
る
た
め
の

援
助
を
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
の
大
き
き
ゃ
範
囲
に
つ

い
て
正
確
に
評
価
す
る
の
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
⑤
い
く
つ
か
の
問

題
を
ト
ー
タ
ル
に
捕
ら
え
、
そ
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
問
題
に
取
り

組
む
よ
う
に
仕
向
け
る
。
⑥
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
紛
争
を
、

当
事
者
が
気
づ
か
な
か
っ
た
、
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
小
さ

な
問
題
に
分
け
る
。
⑦
当
事
者
た
ち
が
関
心
を
共
有
す
る
よ
う
な
新

し
い
目
標
を
導
入
す
る
。
⑧
戦
争
や
妥
協
で
き
な
い
成
り
行
き
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
時
、
当
事
者
は
過
剰
な
言
明
を
す
る
こ
と
が
あ
る
の

で
、
そ
の
よ
う
な
畏
か
ら
抜
け
出
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
⑨
当
事
者

が
互
い
に
面
子
を
失
わ
な
い
よ
う
な
形
で
譲
歩
さ
せ
る
。
以
上
の
よ

う
に
第
三
者
は
、
当
事
者
同
士
だ
け
で
は
解
決
が
困
難
な
状
況
を
打

開
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

第
十
二
部
で
は
、
「
戦
争
に
関
連
し
た
態
度
の
変
化
」
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
第
十
二
部
の
編
者
の
フ
ェ
シ
ュ
バ
ッ
ハ
（
司

2
5
R
F
伊）
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に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
に
は
、
戦
争
や
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
態

度
の
変
容
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
扱
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
態
度
変
容
の
研
究
か
ら
は
、
軍
備
や
非
軍
備
に
た
い
す
る

人
び
と
の
態
度
変
化
に
つ
い
て
あ
る
程
度
一
般
化
で
き
、
共
通
す
る

よ
う
な
論
点
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
重
要

な
の
は
、
不
安
を
喚
起
す
る
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル
の
使
用
が
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
れ
ば
効
果
的
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
担
章
「
戦
争
に

関
連
し
た
態
度
の
変
化
と
は
何
か
」
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
到

達
点
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

フ
ェ
シ
ュ
バ
ッ
ハ
は
、
核
戦
争
の
恐
ろ
し
い
結
果
を
強
調
し
、
そ

れ
を
詳
述
す
る
よ
う
な
平
和
指
向
政
策
が
説
得
的
で
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
人
び
と
の
聞
に
核
戦
争
の
話
題
や
政
策
勧
告
を
避
け
る
よ
う

な
防
衛
反
応
を
引
き
起
こ
す
危
険
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
レ

l
べ

ン
タ
l
ル
（

F
2
2
5
m－
K
・
）
の
実
験
に
よ
れ
ば
、
人
び
と
は
脅
威

が
自
分
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
知
覚
す
る
と
コ

l
ピ
ン
グ
反
応
を

刺
激
さ
れ
る
と
い
う
。
勧
め
ら
れ
た
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

そ
の
脅
威
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
た
り
、
危
険
に
対
処
す

る
効
果
的
な
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
そ
う
い

う
状
況
の
な
か
で
絶
望
を
感
じ
た
り
す
る
時
に
は
、
破
壊
的
効
果
が

起
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
が
提
唱
す
る
行
為
や
政
策

が
核
戦
争
の
危
険
を
減
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
。

フ
ェ
シ
ュ
バ
ッ
ハ
ら
の
最
近
の
研
究
結
果
に
よ
れ
ば
、
核
軍
備
に

賛
成
の
者
と
反
対
の
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
核
戦
争
の
破
壊
的
な

結
末
に
つ
い
て
の
認
識
に
お
い
て
両
者
に
差
は
な
い
。
核
戦
争
の
発

生
可
能
性
に
つ
い
て
の
不
安
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

何
が
両
者
を
分
け
る
の
か
。
そ
れ
は
ソ
連
へ
の
敵
意
と
ソ
連
の
動
機

に
つ
い
て
の
知
覚
が
両
者
に
お
い
て
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

ソ
連
に
た
い
す
る
現
実
的
共
感
を
育
成
す
る
こ
と
が
、
平
和
を
指
向

す
る
信
念
の
も
う
一
つ
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ヲ
匂
。

最
後
は
第
十
三
部
「
平
和
教
育
」
で
あ
る
。
第
十
三
部
の
編
者
、

キ
ン
メ
ル
（
同
C
E
S
o－
－
何
回
）
に
よ
れ
ば
、
六

0
年
代
に
お
け
る
医

師
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
八

0
年

代
に
は
、
看
護
婦
、
心
理
学
者
、
法
律
家
、
ソ

l
シ
ヤ
ル
・
ワ
l
カ

l
、
教
師
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
平
和
と
社
会
的
責
任
に
関

連
す
る
組
織
が
誕
生
し
て
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
一
九
八

0
年
代

は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
核
戦
争
へ
の
関
心
が
教
育
者
な
ど
に
お
い

て
急
激
に
広
ま
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

E
S
R
（開門吉

g－

z
z
p吋

印

o
n
u－
m
g
u
O
B
E－－
q
）
が
中
学
校
を
中
心
に
核
兵
器
、

核
戦
争
お
よ
び
紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
学
習
課
程
を
導
入
す
る
の
を

積
極
的
に
援
助
し
て
い
る
。
一
方
、
核
問
題
や
核
戦
争
防
止
に
つ
い
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て
学
校
で
は
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
存
在
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
お
章
「
核
時
代
の
新
し
い
教
授
方
法
」
か
ら
、
教
育
の
理

念
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
l

（邑
R
S骨
タ
伊
）
と
ワ
グ
ナ

l

（巧
mmHMR

H
J
）
に
よ
れ
ば
、
核
戦
争
に
つ
い
て
の
教
育
が
必
要
な
理
由
は
二
つ

あ
る
。
第
一
は
、
個
人
や
グ
ル
ー
プ
が
政
府
の
政
策
に
影
響
を
与
え

得
る
と
い
う
点
に
関
す
る
信
頼
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
ア
パ
シ

l
が
生
じ
て
い
る
。
第
二
は
、
若

い
人
た
ち
の
間
で
、
核
戦
争
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
信
じ

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
核
戦
争
に
つ
い
て
の
教
育
は
、
単
に
核

兵
器
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
将
来
へ
の

希
望
と
責
任
性
の
現
実
感
覚
を
育
て
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
教
育
者

は
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

86 

文

献

と
叩
何
回

E
R
ω
．．
 
hw

当
者
Mmn
吋－
H
由
∞
品

E
Z
B片

山

0
ロ
一

Z
巾
若
者
同
百

O
『

同
叩
白
円
｝
岡
山
口
開
問
。
円
岳
巾
ロ
ロ
n－
巾
釦
吋
担
問
団
・
h
wミ
h
町
同
刊
誌
ロ
」
『
H
F
同

h
e苦
叫
円
九
別
立
町
誌
な
町

P

A
P

－AH
－yN
C
ω
l
N
H∞－ 

F
2
2
5白
「
国
・
巴
吋
O

回
り
宮
内
凶
山
口
一
唱
曲
ロ
向
山
同
町
内
O
弓
山
口
岳
巾
間
宮
内
々
丘
町
巾
回
吋

円
0
5
5ロ
ロ
ぽ
丘
町
O
ロ
凹
・

Z
F－
∞

R
r
o耳目同
N
a
p
y
h
h
b
h
b
w
H
Q
M
刊
誌
防
s
p
s
d．－

宮
崎
お
足
守
町
役
～

h
d
x
b
b
h
s匂
・
〈

o－－
m・

zgJ円。
長
〉
円
白
色
冊
目
白
門
司
括
協
－

U
℃－

HH申

H
∞m－

同》
H
d
E・

o・。・
s
g〉円四回目巾
4
山口問

Z

S岡吋同昨日
4
巾
問
問
吋
町
巾
HHd冊
口
同
師
一
ロ
ロ
巾
問
。
件
目
白
・

同日
0
ロ－

z
z－出
・
回
白
N
巾
口
出
血
p
h
w
河
・
し
『
・
戸
巾
当
日
n
E
白
色
白
・
）
・
ミ
魚
崎
巳
H
E
R
B
h
H．3

口
議
官

s
p
a』

Z
S
S
M－
回
巾
4
m－
可
出
口

Z
・

ω白
間
四
回
》
ロ

σロ
n白
己
O
ロ
タ
日
ロ
n－

河
口

E
P
』－
N
・
S
2
ω
0
5巾
円
。
－

g
宮
内
コ
ロ
ロ
円
昨
日

0
5
0同
白
虫
色
町
民

2
・
同
ロ
』
・
N
－

mzEM（

E
・）・

3き
さ

円

伺

ミ

苦

H
Eミ
h
v
q
さ
刊
誌
な
w
、店内同町色苫

h

h
門
皆
吉
田

h
町
、
皆
同
骨
肉
』
ち
た
＆
町

h
E
F
Z
g
司ペ
O
『
｝
内
一
一
司
吋
釦
叩
間
巾
吋
・

一一、
さ
ら
に
詳
し
く
海
外
の
平
和
心
理
学
を
知
り
た
い
人
の
た
め
に

最
近
の
こ
の
領
域
に
お
け
る
多
様
な
研
究
の
展
開
を
、
こ
の
一
冊

で
概
観
す
る
こ
と
は
当
然
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に

海
外
の
研
究
動
向
に
関
心
を
も
た
れ
る
方
の
た
め
に
、
平
和
心
理
学

に
か
か
わ
る
海
外
の
文
献
、

ス
ト
を
掲
げ
て
お
く
。

文
献
は
、

お
よ
び
心
理
学
者
団
体
・
研
究
所
の
リ

一
九
八

O
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
単
行
本
に
限
っ
て
載
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平
和
心
理
学
関
係
年
表

諸

外

国

一
九
三
七
年

七
月
二
五
日

1
一
一
一
一
日
パ
リ
で
第
十
一
回
国
際
心
理
学
会
議
が
開
か
れ

る
（
第
＋
二
回
国
際
心
理
学
会
議
を
ウ
ィ
ー
ン
で
開
く
こ

と
に
決
定
す
る
が
、
実
際
は
戦
争
の
た
め
開
催
さ
れ
な
か

っ
た
）
。

。
月

国
際
連
盟
総
会
、
日
本
の
行
動
は
九
カ
国
条
約
・
不
戦
条

約
違
反
で
あ
る
と
の
決
議
を
採
択
。

六
日

一
九
三
八
年

月

日

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
併
合
。

一
九
三
七
年

五
月
一
八
日

五
月
二
三
日

七

月

七

日

92 

日

本

城
戸
幡
太
郎
ら
教
育
科
学
研
究
会
を
結
成
（
同
会
は
一
九

四
一
年
に
解
散
）
。

文
部
省
、
『
国
体
の
本
義
』
発
刊
。

高
温
溝
橋
で
日
中
両
軍
衝
突
（
日
中
戦
争
が
始
ま
る
）
。

八
月
二
四
日
国
民
精
神
総
動
員
実
施
要
綱
を
決
定
。

八
月
二
四

1
二
六
日
日
本
心
理
学
会
第
六
回
大
会
が
京
城
帝
国
大
学

（
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
校
）
で
開
か
れ
る
。

一
一
月
八
日

一
二
月
一
三
日

一
二
月
一
五
日

一
九
三
八
年

一
一
月
一
日

四
月

中
井
正
了
り
の
『
世
界
文
化
」
グ
ル
ー
プ
を
検
挙
。

日
本
軍
、
南
京
占
領
（
大
虐
殺
事
件
を
起
こ
す
）
。

第
一
次
人
民
戦
線
事
件
（
山
川
均
・
加
藤
勘
十
ら
労
農
派

な
ど
四

O
O人
余
を
検
挙
）
。

第
二
次
人
民
戦
線
事
件
（
大
内
兵
衛
・
有
沢
広
巳
・
脇
村

義
太
郎
・
美
濃
部
亮
士
口
ら
労
農
派
の
検
挙
）
。

日

国
家
総
動
員
法
公
布
。



秋

一
九
三
九
年

一
月
一
六
日

五
月
一
一
一
一
日

九

月

一

日

一
九
四

O
年

五
月
一

O
日

六
月
一

O
日

六
月
一
四
日

七
月

九
月
二
七
日

一
九
四
一
年

六
月
二
二
日

八
月
一
二
日

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
、
「
亡
命
外
国
人
心
理
学
者
に
関
す
る

委
員
会
」
を
設
置
（
問
委
員
会
は
一
九
四
三
年
に
解
散
）
。

ド
イ
ツ
、
ポ
ヘ
ミ
ア
・
モ
ラ
ピ
ア
を
併
合
。

ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
軍
事
同
盟
条
約
調
印
。

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
（
ド
イ
ツ
軍
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
進

撃）。
イ
ギ
リ
ス
、
チ
ャ
ー
チ
ル
挙
国
一
致
内
閣
成
立
。

イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
宣
戦
布
告
。

ド
イ
ツ
軍
、
パ
リ
に
入
城

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
任
意
団
体
「
国
民
の
モ
ラ
ー
ル
に
関

す
る
委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
、

G
－マ
l
フ
ィ
や
G
－
w・

オ
ル
ポ
l
ト
ら
の
心
理
学
者
が
参
加
す
る
。

日
独
伊
三
国
同
盟
条
約
調
印
（
ベ
ル
リ
ン
コ

ド
イ
ツ
軍
、
ソ
連
に
侵
入
（
独
ソ
戦
開
始
）
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ー
チ
ル
、
大
西
洋
憲
章
発
表
（
戦

一
九
三
九
年

五
月
一
二
日

一
九
四

O
年

七
月
二
六
日

七
月
二
七
日

九
月
二
七
日

一
O
月
二
一
日

一
一
月
一

O
日

一
一
月
二
三
日

一
九
四
一
年

三

月

一

日

七
月
二

O
日

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
が
起
こ
る
。

閣
議
、
基
本
国
策
要
綱
を
決
定
（
大
東
亜
新
秩
序
・
国
防

国
家
の
建
設
方
針
を
示
す
）
。

大
本
営
政
府
連
絡
会
議
、
武
力
行
使
を
含
ん
だ
南
進
政
策

を
決
定
。

日
独
伊
三
国
同
盟
条
約
調
印
。

大
政
翼
賛
会
成
立
。

紀
元
二
千
六
百
年
記
念
式
典
。

大
日
本
産
業
報
国
会
成
立
。

国
民
学
校
令
を
公
布
。

日
本
心
理
学
会
・
応
用
心
理
学
会
・
関
西
応
用
心
理
学
会
・

精
神
鏡
術
協
会
の
四
つ
の
組
織
を
統
合
し
て
、
「
心
理
学

会
」
を
発
足
さ
せ
る
（
日
本
の
心
理
学
界
を
翼
賛
化
）
。
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一
九
四
二
年

一
一
月
一
九
日

一
九
四
三
年

一
月
一
四
日

九

月

八

日

一
一
月
二
七
日

一
九
四
四
年

争
の
民
主
主
義
的
目
的
を
う
た
う
）
。

ソ
連
軍
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ド
で
ド
イ
ツ
軍
に
た
い
し

大
反
撃
を
開
始
（
翌
年
二
月
、
ド
イ
ツ
軍
は
投
降
）
。

カ
サ
プ
ラ
ン
カ
会
談
｛
チ
ャ
ー
チ
ル
と
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が

枢
軸
国
の
無
条
件
降
伏
に
関
す
る
原
則
を
決
定
）
。

イ
タ
リ
ア
、
無
条
件
降
伏
。

カ
イ
ロ
宣
言
（
翌
年
の
攻
掌
計
画
と
日
本
の
無
条
件
降
伏

に
つ
い
て
チ
ャ
ー
チ
ル
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
・
蒋
介
石
が
調

印）。

月月

94 

日

御
前
会
議
、
対
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
戦
の

開
戦
を
決
定
。

太
平
洋
戦
争
開
始
（
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
を
空
襲
、
香
港
お

よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
攻
撃
を
開
始
）
。

八
日

一
九
回
二
年

一
月
二
四
日
教
員
の
練
成
の
た
め
文
部
省
に
国
民
錬
成
所
を
設
置
。

三
月
二
一

1
二
三
日
「
心
理
学
会
」
第
一
回
大
会
（
東
京
帝
国
大
学
に

お
い
て
）
。

『
改
造
』
へ
の
掲
載
論
文
を
め
ぐ
っ
て
細
川
嘉
六
が
検
挙

さ
れ
る
。

九
月
一
四
日

一
九
四
三
年

一
月
一
一
一
日
大
学
令
、
中
等
学
校
令
を
改
正
（
年
限
短
縮
）
。

三
月
二
七

1
二
九
日
「
心
理
学
会
」
第
二
回
大
会
（
東
京
文
理
科
大
学

に
お
い
て
）
。

閣
議
、
学
生
・
生
徒
の
軍
事
訓
練
と
勤
労
動
員
の
徹
底
化

を
決
定
。

六
月
二
五
日

一
九
四
四
年

一
月
二
九
日

『
中
央
公
論
』
『
改
造
』
の
編
集
者
が
検
挙
さ
れ
る
（
の
ち



八
月
二
一
日

1

夏

ダ
ン
バ

1
ト
ン
・
オ

l
ク
ス
会
議
。

G
－

w
・
オ
ル
ポ
ー
ト
を
始
め
と
す
る
一
三
名
の
ア
メ
リ

カ
の
心
理
学
者
が
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
た
い
し
「
人

間
性
と
平
和
」
へ
の
署
名
を
求
め
る
。

ダ
ン
バ

l
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
会
議
に
基
づ
く
国
際
連
合
案

が
発
表
さ
れ
る
。

。
月

九
日

一
九
四
五
年

二

月

四

1
一
一
日
ヤ
ル
タ
会
談
（
チ
ャ
ー
チ
ル
・
ル
｜
ズ
ベ
ル
ト
・

ス
タ
ー
リ
ン
が
対
ド
イ
ツ
戦
後
処
理
、
国
際
連
合
機
構
、

ソ
連
の
対
日
戦
参
加
な
ど
を
協
議
）
。

四
月

五
日

ア
メ
リ
カ
の
ニ

O
三
八
名
の
心
理
学
者
が
「
人
間
性
と
平

和
」
を
公
表
。

米
ソ
両
軍
、
エ
ル
ベ
河
畔
の
卜
ル
ゴ
ウ
で
出
会
う
（
エ
ル

ベ
の
等
固
い
）
。

四
月
二
五
日

1
六
月
二
六
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
｛
六
月
二
六
日
、

連
合
国
五
一
カ
国
に
よ
っ
て
国
際
連
合
憲
章
採
択
さ
れ

る）。

五
月
七
日
ド
イ
ツ
軍
、
連
合
国
軍
に
無
条
件
降
伏
。

七
月
一
七
日

1
八
月
二
日
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
｛
チ
ャ
ー
チ
ル
・
ト
ル

l

マ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
、
対
ド
イ
ツ
占
領
統
治
・
ソ
連
の
対

日
参
戦
を
協
議
。
七
月
二
六
日
、
対
日
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を

四
月
二
五
日

ハ
月
二
二
日

一
O
月
二
五
日

一
九
四
五
年

月
四
月

に
他
社
に
波
及
し
横
浜
事
件
と
な
る
）
。

城
戸
幡
太
郎
が
検
挙
さ
れ
る
。

海
軍
神
風
特
攻
隊
、
レ
イ
テ
沖
で
初
め
て
米
艦
に
突
撃
。

九
日
1
一
O
日

万
人
）
。

米
軍
が
沖
縄
本
島
に
上
陸
（
六
月
二
三
日
、
守
備
隊
全
滅
）
。

東
京
大
空
襲
（
二
三
万
戸
消
失
、
死
傷
者
一
二

日

車』資第lil部95 



｝＼ 

月
九
月

一
O
月
二
四
日

一
一
月
一
日

発
表
）
。

J¥ 
日

ソ
連
、
対
日
戦
に
参
戦
。

日

ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
成
立
を
宣
言
。

国
際
連
合
成
立
（
国
連
憲
章
発
効
）
。

ロ
ン
ド
ン
で
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
設

立
会
議
（
一
一
月
一
六
日
、

U
N
E
S
C
O
発
足
）
。

八
月

八

月

九

日

八

月

九

日

八
月
一
四
日

八
月
一
五
日

九
月
二
六
日

一
O
月

四

日

一
O
月

五

日

一
O
月

九

日

一
O
月
一

O
日

一
O
月
一
一
日

月

一
二
月
一
五
日

一
二
月
二
七
日

96 

ノ、

日

広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
る
。

長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
る
。

戸
坂
潤
、
獄
死
。

御
前
会
議
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
決
定
。

天
皇
、
戦
争
終
結
の
詔
書
を
放
送
（
第
二
次
世
界
大
戦
が

終
わ
る
）
。

三
木
清
、
獄
死
。

G
H
Q、
日
本
政
府
に
人
権
指
令
（
天
皇
に
関
す
る
自
由

討
議
、
政
治
犯
釈
放
、
思
想
警
察
全
廃
、
治
安
維
持
法
な

ど
の
弾
圧
法
規
の
撤
廃
を
指
令
）
。

東
久
遁
内
閣
、
人
権
指
令
を
実
行
で
き
ず
と
総
辞
職
。

G
H
Q、
東
京
五
紙
の
新
聞
事
前
検
閲
を
開
始
。

政
治
犯
を
釈
放
（
徳
田
球
一
ら
が
釈
放
さ
れ
る
）
。

7

ッ
カ

l
サ

l
、
幣
原
首
相
に
五
大
改
革
指
令
（
婦
人
解

放
、
労
働
組
合
の
結
成
奨
励
、
学
校
教
育
民
主
化
、
秘
密

審
問
司
法
制
度
の
撤
廃
、
経
済
機
構
の
民
主
化
）
。

八
日

紙
本
国
務
相
、
憲
法
改
正
四
原
則
（
天
皇
の
統
治
権
総
携

は
不
変
な
ど
｝
を
発
表
。

G
H
Q、
国
家
と
神
道
と
の
分
離
を
指
令
。

森
戸
辰
男
・
鈴
木
安
蔵
ら
の
憲
法
研
究
会
、
「
憲
法
草
案
要

綱
」
を
発
表
。



一
九
四
六
年

一
月
一

O
日
h

ロ
ン
ド
ン
で
第
一
回
国
連
総
会
を
開
催
（
核
兵
器
の
廃

絶
を
決
議
）
。

月月
0 
月

一
一
月
四
日

一
二
月
一
九
日

一
九
四
七
年

月

日
五
日

チ
ャ
ー
チ
ル
、
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
（
冷
戦
の
始
ま
り

2

日

イ
タ
リ
ア
、
国
民
投
票
で
王
制
廃
止
を
決
定
（
同
月
一

O

目
、
共
和
国
を
宣
一
言
）
。

日

ニュ
l
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
、

の
判
決
。

一
二
人
に
絞
首
刑

ユ
ネ
ス
コ
憲
章
発
効
。

フ
ラ
ン
ス
軍
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
を
攻
撃
（
第
一
次
イ
ン
ド
シ

ナ
戦
争
）
。

ト
ル
！
？
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
宣
言
（
ア
メ
リ
カ
大
統
領
、

ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
へ
の
軍
事
援
助
を
発
表
）
。

一
二
月
二
八
日

一
二
月
コ
二
日

一
九
四
六
年

一
月
一
日

一
月
四
日

月月月

六五二
日日日

六五
月月月

一
九
四
七
年

一
月
コ
二
日

高
野
岩
三
郎
、
「
改
正
憲
法
私
案
要
綱
」
を
発
表
。

G
H
Q、
修
身
・
日
本
歴
史
・
地
理
の
授
業
停
止
、
教
科

書
回
収
を
指
令
。

天
皇
、
神
格
化
否
定
の
詔
書
（
人
間
宣
言
）
。

G
H
Q、
軍
国
主
義
者
等
の
公
職
追
放
お
よ
び
超
国
家
主

義
団
体
二
七
の
解
散
を
指
令
。

日

民
主
主
義
科
学
者
協
会
設
立
大
会
。

G
H
Qの
要
請
に
よ
り
米
国
教
育
使
節
団
来
日
。

政
府
、
憲
法
草
案
改
正
要
綱
を
発
表
（
主
権
在
民
・
象
徴

天
皇
・
戦
争
放
棄
を
規
定
）
。

極
東
国
際
軍
事
裁
判
開
廷
。

応
用
心
理
学
会
大
会
（
日
本
大
学
に
お
い
て
、
関
東
地
域

で
戦
後
初
め
て
の
心
理
学
関
係
の
掌
会
大
会
が
聞
か
れ

た）。

日

日
本
国
憲
法
公
布
（
一
九
四
七
年
五
月
三
日
施
行
）
。

料資

7

ッ
カ

l
サ

l
元
帥
、
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
命
令
。
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月
八
月
一
五
日

一
O
月

五

日

月月

一
九
四
八
年

一
月
六
日

四
月
一
六
日

五
月
一
四
日

五
月
一
六
日

六
月
二
四
日

七
月
二
二
日

五
日

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
（
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
興

援
助
計
画
）
を
発
表
。

イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
分
離
独
立
。

欧
州
共
産
党
情
報
局
「
コ
ミ
ン
ホ
ル
ム
」
結
成
。

シ
カ
ゴ
大
学
で
開
か
れ
た
社
会
心
理
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

原
爆
に
つ
い
て
討
論
さ
れ
る
。

八
日

1
二
一
月
一
一
日
ユ
ネ
ス
コ
第
二
回
総
会
、
社
会
的
緊
張

に
つ
い
て
研
究
す
る
ニ
と
を
決
定
。

米
陸
軍
長
官
、
ロ
イ
ヤ
ル
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
い

て
、
日
本
を
反
共
の
防
壁
に
す
る
と
演
説
。

西
欧
一
六
力
団
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
受
け
入
れ
の
た

め
欧
州
経
済
協
力
機
構
（
O
E
E
C）
を
設
立
。

イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
宣
言
。

パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
（
第
一
次
中
東
戦
争
）
始
ま
る
。

ソ
連
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
開
始
（

i
一
九
四
九
年
五
月
一
二

日）。
G
－

w
・
オ
ル
ポ
l
ト
を
始
め
と
す
る
八
人
の
社
会
科
掌

者
が
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
『
共
同
声
明
－
告
発
表
し
、

「
戦
争
を
引
き
起
ニ
す
緊
張
の
原
因
」
に
つ
い
て
科
学
的

三
月
コ
二
日

五

月

三

日

教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
公
布
。

日
本
国
憲
法
施
行
。
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一
O
月
一
七

1
一
九
日
日
本
心
理
学
会
第
三
回
大
会
（
東
京
帝
国
大
学
に

お
い
て
、
戦
後
初
め
て
の
全
国
的
な
心
理
学
関
係
の
学
会

大
会
が
聞
か
れ
た
）
0

一
九
四
八
年

々
月
一
九
日

衆
参
両
院
、
教
育
勅
語
・
軍
人
勅
諭
・
威
申
詔
書
な
ど
の

失
効
決
議
。



八
月
三
二
日

九 九
月月

一一月一

O
日

』
の
年

一
九
四
九
年

四
月

研
究
を
行
お
う
と
呼
び
掛
け
る
。

大
韓
民
国
樹
立
。

九
日

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
樹
立
。

世
界
科
学
労
働
者
連
盟
第
一
回
総
会
が
プ
ラ
ハ
で
聞
か

れ
、
「
科
学
者
憲
章
」
が
採
択
さ
れ
る
。

国
連
総
会
、
世
界
人
権
宣
言
を
採
択
。

イ
ギ
リ
ス
の
エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
で
第
十
二
回
国
際
心
理
学
会

議
が
聞
か
れ
る
こ
九
三
九
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
て
以

来
、
戦
後
初
め
て
の
同
会
議
で
あ
っ
た
が
、
日
本
か
ら
の

参
加
者
は
な
か
っ
た
）
。

四
日

北
大
西
洋
条
約
調
印
（

N
A
T
O成
立
）
。

七
月
一
五
日

G
H
Q、
新
聞
の
事
前
検
閲
を
廃
止
し
、
事
後
検
閲
と
す

る
（
翌
年
一

O
月
一
八
日
、
事
後
検
閲
も
廃
止
さ
れ
る
）
。

八
月
二
五
日

1
二
七
日

会。

九
月
二
一
日

月

日

一
二
月
一
八
日

一
二
月
二
四
日

一
九
四
九
年

一
月月

日
本
心
理
学
会
第
四
国
（
通
算
第
一
二
回
）
大

月極る民
二東。主
三国主
日際襲
、 軍 科
東事掌
条裁者
ら判協

宇司会
公戦心
盗犯理
主二掌
前五部
ι 被会
頭l芦がr i..: ；舌

号室聖
暫晶
Eさ始
翌す

G
H
Q、
マ
ッ
力

l
サ

l
に
対
日
自
立
復
興
の
九
原
則
（
経

済
安
定
九
原
則
）
を
指
令
。

岸
信
介
・
児
玉
誉
士
夫
・
笹
川
良
一
ら
A
級
戦
犯
容
疑
者

が
釈
放
さ
れ
る
。

『
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
日
本
の
科
学
者
の
声
明
』
を
公

表。「
平
和
問
題
談
話
会
」
発
足
。

料資

四
月
八

1
一
O
日
日
本
心
理
学
会
第
一
＝
一
回
大
会
（
慶
応
義
塾
大
学
に

お
い
て
）
。

吉
田
首
相
、
外
国
人
記
者
に
講
和
条
約
締
結
後
も
米
軍
の

日
本
駐
留
を
希
望
と
言
明
。

第III部

五
月

七
日
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九
月
七
日
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
成
立
。

九
月
一
二

1
一
七
日
ス
イ
ス
で
第
九
四
国
際
心
理
技
術
会
蛾
（
国
際
応

用
心
理
学
会
議
の
前
身
）
が
開
催
さ
れ
る
（
戦
後
初
め
て

の
閉
会
磁
で
あ
り
、
日
本
に
も
招
待
状
は
届
け
ら
れ
た
が
、

日
本
か
ら
の
出
席
者
は
な
か
っ
た
）
。

ソ
連
、
原
爆
保
有
を
発
表
。

中
華
人
民
共
和
国
成
立
。

九
月
二
五
日

一
O
月

一

臼

一O
月

一
一
月

こ
の
年

一
九
五

O
年

月月
三
一
日

月

九

日
七
日

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
成
立
。

日

米
国
国
務
省
、
対
日
講
和
条
約
に
つ
い
て
検
討
中
と
言
明
。

E

・e
－
ト
l
ル
マ
ン
、
忠
誠
宜
嘗
を
拒
否
し
て
、
大
学

を
辞
職
。

六
日

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
、
日
本
共
産
党
指
導
者
、
野
坂
参
三
の

平
和
革
命
論
を
批
判
。

ト
ル
｜
マ
ン
、
水
爆
製
造
を
指
令
。

米
国
上
院
議
員
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
（
共
和
党
）
が
、
国
務

省
に
五
七
人
の
共
産
党
員
が
い
る
と
演
説
（
マ
ッ
カ
ー

シ
ー
旋
風
の
始
ま
り
）
。

七

月

六

1
七
日
「
下
山
事
件
、

七
月
一
五
日
「
三
鷹
事
件
、

八
月
二
六
日
「
松
川
事
件
、

100 

。
月

一
O
月
一
一
一
一
日

月

日

一
九
五

O
年

一
月
一
日

一
月
一
五
日

六
日

学
術
会
織
、
反
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
声
明
。

全
国
大
学
教
授
連
合
、
反
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
宵
明
。

吉
田
首
紹
、
単
独
講
和
で
も
全
面
講
和
に
導
く
一
つ
の
途

で
あ
る
な
ら
ば
喜
ん
で
応
ず
る
と
参
議
院
で
答
弁
。

7
ッ
カ
｜
サ
｜
元
帥
、
年
頭
の
辞
で
日
本
国
憲
法
は
自
衛

権
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
と
言
明
。

平
和
問
題
絞
話
会
、
全
面
講
和
輸
を
主
張
す
る
声
明
を
発

表。



三
月
一
五
日

六
月
二
五
日

二
月
三
O
日

一
九
五
一
年

一
一
月
一
二

3
二
木
日

世
界
平
和
擁
護
大
会
常
任
委
員
会
第
三
回
総
会
、
原
爆
使

用
禁
止
を
求
め
る
「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・
ア
ピ
ー
ル
」
を

発
表
（
こ
れ
を
契
機
に
、
同
年
一
一
月
ま
で
に
五
億
人
の

署
名
が
集
ま
る
）
。

朝
鮮
戦
争
勃
発
（

1
一
九
五
三
年
七
月
二
七
日
）
。

ト
品
！
？
ン
、
朝
鮮
戦
争
で
「
原
爆
使
用
も
あ
り
得
る
」

と
発
言
。

世
界
平
和
評
議
会
、
「
ベ
ル
リ
ン
・
ア
ピ
ー
ル
」
。

四
月

四
月
二
八
日

五
月月

七
月

七
月
一
一
四
日

八
月
一

O
日

九

月

一

日

一
O
月
一
七
日

一
二
月
一
三
日

一
二
月

一
九
五
一
年

三
1
五
日
日
本
心
理
学
会
第
十
四
回
大
会
（
早
稲
回
大
学
）
に

お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る
平
和
の
ア
ピ
ー

ル
へ
の
署
名
活
動
が
展
開
さ
れ
る
。

日
本
学
術
会
蛾
第
六
回
総
会
、
戦
争
に
協
力
す
る
研
究
は

し
な
い
と
声
明
。

吉
田
首
相
、
全
面
講
和
を
主
張
す
る
東
京
大
学
総
長
、
南

原
繁
を
、
「
曲
学
阿
世
の
徒
」
と
非
難
。

マ
ッ
カ

l
サ

l
元
帥
、
日
本
共
産
党
中
央
委
員
二
四
人
全

員
の
公
職
追
放
を
指
令
。

日
ノ、

日
!¥ 
日

7

ッ
カ

l
サ

l
元
帥
、
吉
田
首
相
宛
の
書
簡
で
、
国
家
警

察
予
備
隊
の
創
設
、
海
上
保
安
庁
の
鉱
充
を
指
令
。

企
業
の
レ
ッ
ド
ベ

l
ジ
始
ま
る
。

警
察
予
備
隊
令
交
付
。

閣
議
、
公
務
員
の
レ
ッ
ド
ペ
ー
ジ
基
本
方
針
を
正
式
決
定
。

文
部
省
、
祝
日
に
国
旗
・
君
が
代
を
す
す
め
る
通
達
。

事ヰ

地
方
公
務
員
法
公
布
（
地
方
公
務
員
・
公
立
学
校
教
員
の

政
治
活
動
・
争
議
行
為
を
禁
止
）
。

平
和
問
題
談
話
会
、
「
＝
一
た
び
平
和
に
つ
い
て
」
告
発
表
。
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三
月
二
四
日

四
月
一
一
日

七
月

八
月
三

O
日

九

月

一

日

九
月

連
合
国
軍
最
高
司
令
官
7

ッ
カ

l
サ
l
、
中
国
本
土
攻
撃

も
辞
せ
ず
と
声
明
。

ト
ル

1
7
ン
大
統
領
、
マ
ツ
カ

l
サ
｜
元
帥
を
罷
免
（
後

任
は
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
中
将
）
。

国
際
科
学
的
心
理
学
連
合
（
国
際
心
理
科
掌
連
合
の
前
身
）

が
設
立
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
相
互
防
衛
条
約
調
印
。

ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

太
平
洋
安
全
保
障
条
約
｛
ア
ン
ザ
ス
条
約
）
調
印
。

四
1
八
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
開
催
。

リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
、
占
領
下
諸
法
令
再
検
討
の
権
限
を
日
本

政
府
へ
委
譲
す
る
と
声
明
。

吉
田
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
政
令
諮
問
委
員
会
を

設
置
。

政
府
、
第
一
次
追
放
解
除
を
発
表
｛
石
橋
堪
山
・
三
木
武

吉
ら
政
財
界
人
二
九
五
八
人
）
。

六
月
二
一
日

I
L
Oと
ユ
ネ
ス
コ
に
加
盟
。

七
月
二
六

1
一
二
一
日
第
＋
三
回
国
際
心
理
学
会
議
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
）

で
日
本
の
園
際
科
学
的
心
理
学
連
合
へ
の
加
盟
が
承
認
さ

れ
る
。

政
府
、
第
二
次
追
放
解
除
を
発
表
｛
鳩
山
一
郎
ら
各
界
一

万
三
九

O
四
人
）
。

政
府
、
旧
陸
海
軍
正
規
将
校
一
万
一
一
八
五
人
の
追
放
解

除
を
発
表
。

講
和
会
議
全
権
委
員
六
人
任
命
（
首
席
吉
田
茂
）
。

五
月

五
月
一
四
日

六
月
二

O
日

｝＼ 

月
八
月
一
六
日

八
月
一
一
一
一
日

九九
月月

一
O
月

四

日

一
O
月
二
六
日

102 

日日
I¥ I¥ 
日日

対
日
平
和
条
約
・
日
米
安
全
保
障
条
約
調
印
。

政
府
、

G
H
Qの
承
認
を
得
て
旧
特
高
警
察
三
三
六
人
の

追
放
解
除
を
発
表
。

出
入
国
管
理
令
公
布
。

衆
議
院
、
講
和
・
安
保
両
条
約
承
認
。



一
二
月
三

O
日

一
九
五
二
年

一
月
四
日

月
一
八
日

円
円
一
ョ
占
ハ
口
H

マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
終
了
。

イ
ギ
リ
ス
軍
、
ス
エ
ズ
運
河
を
封
鎖
。

緯
国
政
府
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
設
定
。

イ
ギ
リ
ス
、
原
爆
保
有
を
公
表
。

八
月
一
九
1
二
二
日
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
社
会
心
理
学
会
議
（
日

本
か
ら
南
憶
が
出
席
）
。

二
日

1
一
二
日
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
平
和
会
揚
が
北
京
で
聞
か

。
月

一
一
月
一
八
日

一
一
一
月
二
四
日

一
九
五
二
年

参
議
院
も
両
条
約
を
承
認

吉
田
首
相
、
ダ
レ
ス
宛
書
簡
で
台
湾
政
府
と
の
講
和
を
確

約。

一
月
一
三

1
一
五
日
日
本
学
術
会
議
、
日
本
人
文
科
学
会
を
中
心
と
し

て
す
す
め
ら
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
の
調
査
を
め
ぐ
っ
て
討
論

（
－
』
の
調
査
に
心
理
学
者
、
牛
島
義
友
が
加
わ
る
）
。

二
月
二
八
日

四

月

一

日

四

月

五

日

四
月
二
八
日

四
月
二
八
日

六

月

九

日

七
月
二
一
日

七
月
一
一
二
日

日
米
行
政
協
定
調
印
（
米
軍
へ
の
基
地
提
供
は
日
米
安
全

保
障
条
約
に
基
づ
く
と
し
て
、
国
会
で
の
承
認
手
続
き
を

ふ
ま
ず
）
。

琉
球
中
央
政
府
発
足
。

高
良
と
み
、
戦
後
初
め
て
モ
ス
ク
ワ
入
り
。

対
日
平
和
条
約
・
日
米
安
全
保
障
条
約
発
効
、
極
東
委
員

会
・
対
日
理
事
会
・

G
H
Q廃
止
。

目
撃
平
和
条
約
調
印
（
発
効
は
同
年
八
月
五
日
了
外
国
人

登
録
法
公
布
。

目
印
平
和
条
約
調
印
（
発
効
は
八
月
二
六
日
）
。

破
壊
活
動
防
止
法
・
公
安
調
査
庁
設
置
法
公
布
。

保
安
庁
法
公
布
（
同
年
八
月
一
目
、
保
安
庁
発
足
、
警
察

予
備
隊
を
保
安
隊
に
改
組
）
。
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れ
る
（
日
本
の
心
理
学
者
、
甫
憎
が
出
席
）
。

一
O
月
三
日
イ
ギ
リ
ス
、
初
の
原
爆
実
験
。

一
一
月
一
日
ア
メ
リ
カ
、
水
爆
実
験
に
成
功
。

一
二
月
一
二

1
一
九
日
ウ
ィ
ー
ン
で
諸
国
民
平
和
大
会
が
開
催
さ
れ
る

｛
八
五
カ
国
、
一
八
八

O
人
参
加
）
。

一
九
五
三
年

一
月
一
四
日

一
月
二

O
日

三

月

五

日

七
月
二
七
日

八

月

八

日

八
月
一
二
日

一
九
五
四
年

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
チ
ト
ー
を
初
代
大
統
領
に
選
出
。

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
｜
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
就
任
。

ソ
連
、
首
相
ス
タ
ー
リ
ン
没
。

朝
鮮
休
戦
協
定
調
印
。

米
韓
相
互
安
全
保
障
条
約
調
印
。

ソ
連
、
水
爆
実
験
に
成
功
。

一
九
五
三
年

三
月
二
三
日

四四
月月

六

月

二

日

六
月
二
六
日

。
月

一
二
月
二
四
日

一
九
五
四
年

一
一
月
二
二
日

月

104 

日日

日
赤
な
ど
三
団
体
、
中
国
か
ら
の
引
揚
げ
再
開
（
興
安
丸
・

高
砂
丸
な
ど
舞
鶴
へ
入
港
）
。

日
米
通
商
航
海
条
約
調
印
（
同
年
一

O
月
三

O
日
発
効
）
。

沖
縄
の
米
民
政
府
、
土
地
収
用
令
公
布
（
米
軍
に
よ
る
軍

用
地
強
制
収
用
、
続
発
）
。

内
閣
、
石
川
県
内
灘
演
習
場
の
無
期
限
使
用
を
決
定
。

政
府
、
日
米
相
互
防
衛
（
M
S
A）
援
助
に
関
す
る
日
米

交
換
公
文
を
発
表
。

日

池
田
・
ロ
ペ

l
ト
ソ
、
〆
会
談
開
始
（
同
月
三

O
目
、
自
衛

力
漸
滑
な
ど
の
共
同
声
明
発
表
）
。

奄
美
群
島
返
還
の
日
米
協
定
調
印
。

日

政
府
、
政
治
的
中
立
に
関
す
る
教
育
二
法
案
を
国
会
に
提

出
（
同
年
六
月
三
日
に
公
布
）
。

第
五
福
穂
丸
、
ビ
キ
ニ
の
水
爆
実
験
に
よ
り
被
災
。



月

日

六
月
二
八
日

七
月
二
一
日

一
九
五
五
年

一
月
一
日

一
月
一
九
日

ホ
ー
チ
ミ
ン
軍
、
ベ
ト
ナ
ム
北
西
部
の
デ
ィ
ピ
エ
ン
フ

l

攻
撃
を
開
始
。

周
恩
来
・
ネ
ル

l
、
平
和
五
原
則
発
表
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
終
了
、
イ
ン
ド
シ
ナ
休
戦
協
定
調
印
｛
フ

ラ
ン
ス
軍
の
撤
退
、
ベ
ト
ナ
ム
の
独
立
・
統
一
の
た
め
の

二
年
以
内
の
総
選
挙
施
行
を
決
め
る
）
。

米
国
、
南
ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ラ
オ
ス
へ
の
直
接

援
助
を
開
始
。

世
界
平
和
評
議
会
が
原
子
戦
争
準
備
に
反
対
す
る
「
ウ
ィ

ー
ン
・
ア
ピ
ー
ル
」
発
表
。

一
月
八
日

一
月
一
一
一
日

四
月
二
三
日

六
月月

一
O
月
一
一
八
日

一
一
月
五
日

一
九
五
五
年

一
月
一

O
日

一
一
月
一
四
日

一
一
月
一
九
日

M
S
A調
印
。

自
由
党
憲
法
調
査
会
（
会
長
、
出
岸
信
介
）
発
足
（
同
年
一

一
月
五
日
、
日
本
国
憲
法
改
正
案
要
綱
を
発
表
）
。

九
日

日
本
学
術
会
組
、
原
子
力
研
究
の
三
原
則
（
公
開
・
民
主
・

自
主
）
奇
声
明
。

防
衛
庁
設
置
法
・
自
衛
隊
法
公
布
（
同
年
七
月
一
目
、
自

衛
隊
発
足
）
。

八
日

原
水
爆
禁
止
署
名
運
動
全
国
協
議
会
結
成
（
同
年
五
月
九

日
結
成
の
杉
並
協
議
会
が
そ
の
発
端
）
。

日
中
・
日
ソ
国
交
回
復
国
民
会
議
結
成
。

ピ
ル
？
と
の
平
和
条
約
、
賠
償
お
よ
び
経
済
協
力
協
定
、

調
印
。

鳩
山
首
相
、
中
ソ
と
の
国
交
回
復
、
憲
法
改
正
に
積
極
的

意
思
を
表
明
。

日
本
生
産
性
本
部
設
立
。

日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
創
設
。
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四
月
一
八

1
二
四
日
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
が
ペ
ン
ド
ン
で
開
か
れ

る
（
二
九
カ
国
参
加
、
平
和
一

O
原
則
を
採
択
）
。

五
月
六
日
西
ド
イ
ツ
、

N
A
T
O
に
加
盟
。

五
月
一
四
日
ソ
連
・
東
欧
八
カ
国
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
調
印
。

七
月
九
日
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣
言
（
原
水
爆
戦
争
の

危
険
を
各
国
首
相
に
警
告
）
0

七
月
一
八

1
二
三
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
米
英
仏
ソ
四
カ
国
巨
頭
会
談
が
開

か
れ
る
。

一
九
五
六
年

一
一
月
一
四
日

ソ
連
共
産
党
第
二
十
回
大
会
、
「
平
和
共
存
」
な
ど
の
路
線

を
採
択
。

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
解
散
。

四
月
一
七
日

六
月
二
二
日

イ
ギ
リ
ス
軍
、
ス
エ
ズ
運
河
か
ら
撤
退
二
八
八
二
年
以

一
月
一
四
日

一月一一一一一日

七
月
二
九
日

八

月

六

日

一
O
月
一
三
日

一
一
月
一
五
日

一
二
月
一
九
日

一
九
五
六
年

二
月
九
日

一一月一

O
日

六五
月月

防
衛
庁
、
防
衛
六
カ
年
計
画
を
決
定
。

経
済
同
友
会
全
国
委
員
会
、
保
守
二
党
の
緊
密
な
連
携
を

要
望
。

106 

日
本
共
産
党
、
六
全
協
｛
党
内
分
裂
収
拾
三

第
一
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
が
広
島
で
開
催
さ
れ
る
。

社
会
党
統
一
大
会
。

自
由
民
主
党
結
成
。

原
子
力
基
本
法
公
布
。

衆
議
院
、
原
水
爆
実
験
禁
止
要
望
決
議
案
を
可
決
。

参
議
院
も
右
の
決
議
案
を
可
決
。

九九
日日

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
賠
償
協
定
調
印
。

沖
縄
の
米
民
政
府
、
沖
縄
米
軍
基
地
に
関
す
る
プ
ラ
イ
ス

勧
告
発
表
（
島
ぐ
る
み
で
土
地
を
守
る
運
動
が
ひ
ろ
が

る）。



六
月
二
三
年

七
月
二
六
日

一
O
月
二
九
日

一
二
月
一
八
日

一
九
五
七
年

一
月
五
日

月
三
月
二
五
日

四
月
一
二
日

七
月

Ji. 
月

来
の
支
配
が
終
わ
る
）
。

国
民
投
票
に
よ
り
、
エ
ジ
プ
ト
共
和
国
憲
法
採
択
。

エ
ジ
プ
ト
初
代
大
統
領
、
ナ
セ
ル
、
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
、
エ
ジ
プ
ト
に
侵
入
（
ス
エ
ズ
戦
争
勃
発
）
。

国
連
総
会
、
日
本
の
国
連
加
盟
を
可
決
。

九
日

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ

l
、
中
東
に
つ
い
て
の
ド
ク
ト
リ
ン
（
新

中
東
教
書
）
発
表
。

イ
ギ
リ
ス
の
イ
｜
デ
ン
首
相
、
ス
エ
ズ
戦
争
の
責
任
を
と

り
辞
任
。

欧
州
経
済
市
場
（

E
E
C）
条
約
調
印
。

西
ド
イ
ツ
の
物
理
学
者
一
八
人
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
宣
言
を

発
表
。

ムハ

1
一
O
日
カ
ナ
ダ
で
、
パ
グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
会
議
「
科
学
と
国

際
問
題
に
関
す
る
会
議
」
が
聞
か
れ
る
（
同
月
一
一
目
、

核
兵
器
の
脅
威
と
科
学
者
の
社
会
的
責
任
に
関
す
る
声
明

発
表
）
。

米
国
防
総
省
、
在
日
ア
メ
リ
カ
地
上
軍
の
撤
退
を
発
表
。

日

一
O
月
二
一
日

一
O
月
一
九
日

一
九
五
七
年

四
月
二
六
日

六
月
一
四
日

六
月
二
七
日

砂
川
町
第
二
次
強
制
測
量
で
、
反
対
派
と
警
官
隊
が
衝
突

（
同
月
一
四
日
に
政
府
は
、
測
量
の
中
止
を
決
定
）
。

日
ソ
国
交
回
復
に
関
す
る
共
同
宣
言
調
印
。

政
府
、
参
院
内
閣
委
員
会
で
、
攻
象
的
核
兵
器
保
有
は
違

憲
と
の
見
解
発
表
。

国
防
会
議
、
第
一
次
防
衛
力
整
備
三
カ
年
計
画
を
決
定
（
同

日
、
閣
議
了
承
）
。

立
川
基
地
拡
張
の
た
め
、
砂
川
町
で
強
制
測
量
。
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。
月

一
一
一
月
一
七
日

一
二
月
二
六
日

一
九
五
八
年

八
月
二
六
日

九
月月

日

月

九
日

ソ
達
、
大
陸
間
弾
道
弾
（

I
C
B
M）
実
験
の
成
功
を
発

表。米
国
、
公
民
権
法
成
立
。

四
日

ソ
連
、
人
工
衛
星
ス
プ

l
ト
ニ
ク
一
号
打
ち
上
げ
に
成
功
。

米
国
、
大
陸
間
弾
道
弾
実
験
に
成
功
。

第
一
回
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
人
民
連
帯
会
議
が
カ
イ
ロ
で

聞
か
れ
る
。

日

米
国
、
人
工
衛
星
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
一
号
の
打
ち
上
げ
に

成
功
。

エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
を
合
併
し
て
、
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
国

成
立
。

九
月
一

O
日

九
月
一
四
日

九
月
二
三
日

九
月
二
八
日

一
O
月

一

日

一
一
月
一
八
日

月

一
九
五
八
年

一
月
二

O
日

一
月
二
八
日

四
月
一
八
日

108 

文
部
省
、
教
員
勤
務
評
定
制
度
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て
通

達。藤
山
外
相
、
ア
メ
リ
カ
大
使
と
安
保
条
約
の
運
用
は
国
連

憲
章
に
則
る
と
の
公
文
を
交
換
。

日
本
、
国
連
に
後
実
験
停
止
決
議
案
提
出
。

外
務
省
、
外
交
青
書
を
初
め
て
発
表
。

日
本
、
国
連
総
会
で
安
保
理
事
会
非
常
任
理
事
国
に
当
選
。

六
日

岸
首
相
、
東
南
ア
ジ
ア
九
カ
国
訪
問
に
出
発
（
経
済
協
力
・

賠
償
問
題
な
ど
を
協
議
）
。

日
ソ
通
商
条
約
調
印
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
平
和
条
約
・
賠
償
協
定
に
調
印
（
十

二
年
間
に
二
億
二
三

O
八
万
ド
ル
）
。

岸
首
相
、
衆
議
院
で
、
在
日
米
軍
基
地
へ
の
攻
撃
は
日
本

へ
の
侵
略
と
答
弁
。

衆
議
院
、
原
水
爆
禁
止
を
決
議
。



五
月
一
二
日

一
九
五
九
年

一
月
一
日

月
四
月
二
七
日

七
月

レ
バ
ノ
ン
で
内
戦
が
始
ま
る
。

五
日

キ
ュ

l
ぺ
革
命
（
同
年
二
月
一
日
、
カ
ス
ト
ロ
が
首
相
に

就
任
）
。

米
国
、
ト
ル
コ
・
イ
ラ
ン
・
ベ
キ
ス
タ
ン
と
相
互
防
衛
条

約
調
印
（
ア
ン
カ
ラ
協
定
）
。

中
園
、
劉
少
奇
を
国
家
主
席
に
選
出
。

第
五
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
、
「
科
掌
者
の
ア
ピ
ー
ル
」

四
月
二
一
日

六

月

八

日

六
月
一
六
日

九
月
一
一
日

。
月

一
O
月
二
八
日

一
一
月
五
日

一
一
月
二
七
日

一
九
五
九
年

三
月
三

O
日

四
月
一

O
日

四
月
一
五
日

五
月
一
三
日

参
議
院
、
原
水
爆
禁
止
を
決
議
。

八
日

大
内
兵
衛
ら
、
憲
法
問
題
研
究
会
を
設
立
。

原
子
力
一
般
協
定
を
米
・
英
と
各
調
印
。

藤
山
・
ダ
レ
ス
会
談
、
安
保
条
約
改
定
に
合
意
（
周
年
一

O
月
四
日
、
東
京
で
交
渉
開
始
）
。

政
府
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
警
職
法
）
改
正
案
を
国
会

に
提
出
。

日
教
組
、
勤
評
闘
争
。

警
職
法
改
悪
反
対
闘
争
。

宮
内
庁
長
官
、
皇
室
会
議
で
の
皇
太
子
明
仁
と
正
問
美
智

子
と
の
婚
約
に
つ
い
て
発
表
。

東
京
地
裁
、
安
保
条
約
に
よ
る
米
軍
駐
留
は
違
憲
、
砂
川

事
件
は
無
罪
と
判
決
（
同
年
四
月
三
目
、
検
察
側
は
最
高

裁
に
跳
躍
上
告
）
。

皇
太
子
の
結
婚
パ
レ
ー
ド
。

安
保
阻
止
国
民
会
議
、
東
京
・
日
比
谷
公
園
で
第
一
次
統

一
行
動
。

料資

南
ベ
ト
ナ
ム
と
賠
償
協
定
（
五
年
間
に
三
九

O
O万
ド

ル
）
・
借
款
協
定
（
三
年
間
に
七
五

O
万
ド
ル
）
に
調
印
。

第III部109 



一
九
六

O
年

九
月
二
五
日

九
月
三

O
日

五四
月月

告
発
表
。

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ

l
と
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
キ
ャ
ン
プ
デ

l
ピ

ッ
ト
で
会
談
。

フ
ル
シ
チ
ヨ
フ
が
北
京
を
訪
問
、
毛
沢
東
と
会
談
（
共
同

声
明
発
表
さ
れ
ず
、
中
ソ
の
意
見
対
立
激
化
）
。

日

南
ア
フ
リ
カ
連
邦
で
人
種
差
別
反
対
ゼ
ネ
ス
ト
。

ソ
連
、
領
空
侵
犯
の
ア
メ
リ
カ

U
2型
機
を
掌
墜
。

藤
山
愛
一
郎
外
相
と
ア
メ
リ
カ
大
使
と
の
安
保
改
定
交
渉

妥
結
。

岸
首
相
ら
新
安
保
条
約
調
印
全
権
回
、
ア
メ
リ
カ
に
出
発

｛
全
学
連
、
羽
田
で
座
り
込
み
）
。

三
月
二
日
日
ソ
貿
易
協
定
調
印
。

四
月
一
五

1
二
六
目
安
保
阻
止
国
民
会
議
、
第
十
五
次
統
一
行
動
。

八
月
一

O
日

八
月
二
二
日

八
月
一
四
日

一
一
月
二
七
日

一
二
月
一
六
日

一
九
六

O
年

一

月

六

日

一
月
一
六
日

五
月
一
九
日

五
月
二

O
日

五
月
二
六
日

全 在 決 最
国 目 。 高
大朝裁
学鮮
院人紙
生の川
協北事
議朝件
会鮮有
結帰罪
成還の
。に原
関判
す決
るを
日破
朝棄

豊三
調 戻
印し

判

llO 

安
保
阻
止
第
八
次
統
一
行
動
、
｛
国
会
請
願
の
デ
モ
隊
二
万

人
、
国
会
構
内
に
入
る
）
。

最
高
裁
、
砂
川
事
件
で
「
駐
留
米
軍
は
違
憲
で
は
な
い
」

と
原
判
決
破
棄
、
差
戻
し
判
決
。

政
府
・
自
民
党
、
衆
議
院
で
質
疑
打
ち
切
り
を
強
行
、
警

官
隊
を
導
入
。

未
明
新
安
保
条
約
を
自
民
党
単
独
で
強
行
採
決
（
以
後
、

国
会
空
白
状
態
）
。

安
保
阻
止
国
民
会
議
、
第
十
六
次
統
一
行
動
二
七
万
人

の
デ
モ
隊
が
国
会
を
包
囲
）
。



七
月
二

O
日

七
月

九
月
一

O
日

九
月
一
四
日

一
一
月
八
日

一
二
月
二

O
日

一
二
月
一
四
日

一
九
六
一
年

一
月
三
日

石ラ中功米
i由オソ。国
輸ス国
出で境 潜
国内紛 水
機戦争 艦
構がが か
（ 本 起 ら
O 絡ニ ポ
P 化る ラ
E 。。リ

C ス

結サ
ox イ
。 I~

水

事
射

成

民
主
党
の
ケ
ネ
デ
ィ
、
米
大
統
領
に
当
選
。

南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
結
成
。

国
連
総
会
、
植
民
地
独
立
宣
言
採
択
。

米
国
、
キ
ュ
ー
バ
と
の
国
交
を
断
絶
。

民
主
主
義
を
守
る
全
国
学
者
研
究
者
の
会
（
畏
掌
研
）
結

成。安
保
阻
止
第
一
次
実
力
行
使
に
全
国
で
五
六

O
万
人
参

nu
。

台
Mア

メ
リ
カ
大
統
領
秘
書
ハ
ガ
チ
l
来
日
、
羽
田
で
デ
モ
隊

に
包
囲
さ
れ
、
翌
日
、
離
日
す
る
。

六
月
一
五

i
一
六
日
安
保
改
定
阻
止
第
二
次
実
力
行
使
に
全
国
で
五
八

O
万
人
参
加
、
全
学
連
の
主
流
派
が
警
官
隊
と
衝
突
、
機

美
智
子
が
死
亡
。

安
保
阻
止
統
一
行
動
、
三
三
万
人
が
国
会
デ
モ
（
徹
夜
で

国
会
を
包
囲
）
。

新
安
保
条
約
、
自
然
承
認
。

新
安
保
条
約
批
准
書
交
換
、
発
効
。

岸
内
閣
総
辞
職
。

池
田
内
閣
成
立
。

六
月月

六
月
一

O
日

ハ
月
一
八
日

六
月
一
九
日

六
月
二
三
日

七
月
一
五
日

七
月
一
九
日

月

一
九
六
一
年

日
四
日日

経
済
審
議
会
、
国
民
所
得
倍
増
計
画
を
答
申
（
同
年
一
二

月
二
七
日
に
閣
議
、
同
計
画
を
決
定
）
。
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八
月
一
三
日
東
独
、
ベ
ル
リ
ン
の
墜
を
構
築
。

八
月
二
ニ

1
一
九
日
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
で
聞
か
れ
た
第
＋
四
回
国
際
応

用
心
理
学
会
諸
に
お
い
て
、
「
心
理
学
と
国
際
情
勢
」
に
関

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
聞
か
れ
る
。

ベ
オ
グ
ラ

l
ド
で
非
同
盟
諸
国
首
脳
会
議
開
催
（
同
月
七

日
、
新
旧
植
民
地
主
義
反
対
な
ど
の
宣
言
を
発
表
｝
。

米
ソ
、
全
面
完
全
軍
縮
の
目
標
承
認
で
合
意
、
軍
縮
八
原

則
を
共
同
宣
言
。

一
九
六
二
年

九
月

九
月
二

O
日 日

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
、
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
に
着
任
。

小
坂
善
太
郎
外
相
、
ア
メ
リ
カ
大
使
と
ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ

ア
債
務
返
済
に
関
す
る
覚
書
に
署
名
（
翌
年
一
月
九
日
、

正
式
調
印
）
。

防
衛
庁
設
置
法
・
自
衛
隊
法
改
正
公
布
（
増
員
、
陸
自
一

三
師
団
に
改
編
な
ど
）
。

原
子
力
損
害
賠
償
法
・
同
賠
償
補
償
契
約
法
公
布
（
原
子

力
事
業
者
の
無
過
失
賠
償
責
任
な
ど
を
規
定
）
。

六
月
二

0
1一
一
二
日
日
米
首
脳
会
談
（
一
一
二
日
に
池
回
・
ケ
ネ
デ
ィ
共

同
声
明
、
日
米
貿
易
経
済
合
同
・
教
育
文
化
・
科
学
の
三

委
員
会
設
置
に
合
意
）
。

国
防
会
議
、
第
二
次
防
衛
力
整
備
計
画
を
決
定
。

心
理
掌
系
大
学
院
学
生
連
絡
協
樽
会
発
足
。

四
月
一
九
日

六
月
一

O
日

六
月
一
一
一
日

ハ
月
一
七
日

七
月
一
八
日

八
月月月

日

一
九
六
二
年

一
一
月
二
日

三

月

六

日

112 

一一

1
四
日
初
の
日
米
貿
易
経
済
合
同
委
員
会
開
催
（
貿
易
自
由

化
促
進
へ
）
。

中
央
公
論
社
、
－
思
想
の
科
学
－
天
皇
制
特
集
号
｛
翌
年
一

月
号
）
の
発
売
を
中
止
。

日
米
相
互
関
税
引
き
下
げ
協
定
調
印
。

日
米
ガ
ッ
ト
関
税
取
り
決
め
調
印
。



一
月
一
八
日

一
O
月
一
一
一
一
日

仏
－
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
臨
時
政
府
、
停
戦
協
定
（
エ
ピ
ア
ン

協
定
）
調
印
。

米
国
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
、
キ
ュ
ー
バ
に
ソ
連
の
ミ
サ
イ

ル
基
地
が
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
発
表
、
キ
ュ
ー
ペ
の
海

上
封
鎖
を
声
明
（
同
月
二
八
日
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
ば
キ
ュ

ー
バ
か
ら
の
攻
撃
的
武
器
徹
去
を
命
令
、
キ
ュ
ー
バ
危
機

は
収
束
）
。

三
月
コ
二
日
物
品
税
法
公
布
。

五
月
一

O
日
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
公
布
。

五
月
一
一
日
石
油
業
法
公
布
（
石
油
供
給
計
画
の
作
成
な
ど
）
。

五

月

七

1
九
日
科
学
者
京
都
会
識
が
開
か
れ
る
。

五
月
一
五
日
防
衛
庁
設
置
法
改
正
公
布
（
防
衛
施
設
庁
新
設
、
調
達
庁

廃
止
）
。

日
本
心
理
掌
会
第
二
＋
六
回
大
会
（
関
西
学
院
大
学
）
に

お
い
て
、
世
界
平
和
に
関
す
る
「
声
明
」
が
出
さ
れ
る
。

第
八
回
原
水
禁
世
界
大
会
、
社
会
党
・
総
評
の
「
ソ
連
の

核
実
験
に
抗
議
す
る
」
動
議
で
紛
糾
、
社
会
党
系
代
表
退

場
、
官
－
言
不
採
択
。

自
民
党
松
村
謙
三
議
員
、
周
恩
来
首
相
と
会
談
、
日
中
関

係
正
常
化
で
合
意
。

七
月
一
一
日

月
九
月
一
九
日

一
O
月
二
宍
日

一
二
月
三
日

月

日 日

首
相
の
私
的
諮
問
機
関
「
国
づ
く
り
」
懇
談
会
、
初
会
合
。

社
会
党
・
総
評
な
ど
「
原
水
爆
禁
止
と
平
和
の
た
め
の
国

民
大
会
」
開
催
、
「
い
か
な
る
国
の
後
実
験
に
も
反
対
」
を

決
議
（
同
月
五
日
、
同
実
行
委
、
原
水
爆
禁
止
連
絡
会
議

と
改
称
）
。

自
衛
隊
北
海
道
島
松
演
習
場
で
、
酪
農
民
が
生
活
防
衛
の

た
め
電
話
線
を
切
断
（
恵
庭
事
件
）
。
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一
九
六
三
年

五
月
一
一
二
日

六
月
二

O
日

七

月

五

日

月
八
月
二
八
日

一
O
月
二
六
日

一
一
月
二
二
日

一
九
六
四
年

一
月
二
七
日

一
月
三

O
日

月

五
日

ア
フ
リ
カ
独
立
諸
国
首
脳
会
議
開
催
（
同
月
二
五
目
、
ア

フ
リ
カ
統
一
機
情

O
A
U憲
章
調
印
。

米
ソ
、
直
通
通
信
（
ホ
ッ
ト
H

ラ
イ
ン
｝
協
定
調
印
。

中
ソ
共
産
党
会
議
、
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
（
同
月
二

O
目、

会
談
決
裂
、
中
ソ
対
立
激
化
）
。

米
英
ソ
、
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
に
謂
印
。

米
国
で
人
種
差
別
撤
廃
・
雇
用
拡
大
要
求
の
「
ワ
シ
ン
ト

ン
大
行
進
、

原
子
力
研
究
所
、
原
子
力
動
力
炉
の
発
電
試
験
に
成
功
。

ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
暗
殺
、
副
大
統
領
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
大

統
領
に
昇
格
。

中
・
仏
、
外
交
関
係
の
樹
立
を
発
表
。

南
ベ
ト
ナ
ム
で
第
二
次
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
。

一一

1
八
日

第
＋
五
回
国
際
応
用
心
理
学
会
議
（
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ビ

一
九
六
三
年

一
月
九
日

一
一
月
二

O
B

七
月

八
月

八
月
一
五
日

一
九
六
四
年

一
一
月
二
三
日

四

月

一

日

四
月
二
八
日

五
月
一
五
日

114 

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
、
原
子
力
潜
水
艦
の
日
本
寄
港
承

認
申
し
入
れ
。

日
本
、
ガ
ッ
ト
理
事
会
で
ガ
ッ
ト
一
一
条
国
へ
の
移
行
の

政
府
決
定
を
通
告
。

八
日

防
衛
庁
、
国
産
初
の
空
対
空
ミ
サ
イ
ル
の
試
射
実
験
に
成

功。第
九
回
原
水
禁
世
界
大
会
、
社
会
党
・
総
評
系
の
ボ
イ
コ

ッ
ト
で
分
裂
。

政
府
主
催
の
第
一
回
全
国
戦
没
者
追
伸
式
挙
行
。

五
日

吉
田
元
首
相
、
台
湾
訪
問
。

日
本
、

I
M
F八
条
国
に
移
行
。

日
本
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
に
加
盟
。

衆
議
院
、
部
分
的
核
実
験
停
止
条
約
を
承
認
（
同
月
二
五

日
、
参
議
院
も
承
認
、
成
立
）
。



八
月月

一
O
月
一
五
日

一
O
月
一
五
日

一
O
月
一
六
日

一
一
月
三
日

月

日

一
九
六
五
年

一
月
八
日

月

日

月

日

ア
・
リ
ュ
ピ
ア
l
ナ）。

米
国
防
総
省
、
米
駆
逐
艦
が
北
ベ
ト
ナ
ム
魚
雷
艇
に
攻
撃

さ
れ
た
と
発
表
（
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
）
。

米
軍
機
、
北
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
基
地
を
報
復
爆
筆
。

四
日

英
総
選
挙
、
労
働
党
勝
利
（
同
月
一
七
日
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

内
閣
成
立
）
。

ソ
連
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
党
第
一
書
記
兼
首
相
解
任
を
発
表

｛
第
一
書
記
に
プ
レ
ジ
ネ
フ
、
首
相
に
コ
ス
イ
ギ
ン
）
。

中
園
、
初
の
原
爆
実
験
に
成
功
。

民
主
党
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
米
大
統
領
に
当
選
。

中
園
、
第
三
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
一
回
会
議
（
翌
年

一
月
四
目
、
劉
少
奇
を
国
家
主
席
に
選
出
）
。

韓
国
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
派
兵
を
決
定
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
国
連
を
正
式
脱
退
。

七
日

米
軍
機
、
北
ベ
ト
ナ
ム
の
ド
ン
ホ
イ
を
爆
撃
（
北
爆
開
始
）
。

社
会
党
・
共
産
党
・
総
評
な
ど
一
三
七
団
体
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
反
対
集
会
を
開
’
、
。

八
月
一
一
日
閣
議
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
緊
急
援
助
決
定
。

八
月
二
八
日
政
府
、
米
原
潜
寄
港
受
諾
を
通
告
。

一
O
月
一

0
1二
四
日
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
。

八
月
一

O
日

二

月

九

日

一
一
月
一
一
一
日

一
九
六
五
年

一
月
一

O
日

月

日

月

港米池
三原因

潜内
シ閣
l総
ド辞
ラ職
ゴ
ン佐
、藤

i~ に間
入成
港立

初
の
原
潜
寄

料

佐
藤
首
相
、
訪
米
に
出
発
（
同
月
一
三
日
、
佐
藤
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
共
肉
声
明
発
表
）
。

中
教
審
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
中
間
草
案
発
表
。

資第III部

日

原
水
爆
禁
止
国
民
会
議
結
成
。
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四
月
一
七
日

ワ
シ
ン
ト
ン
で
ベ
ト
ナ
ム
停
戦
を
要
求
す
る
一
万
人
デ

モ。

一
九
六
六
年

一
月
三

1
一
五
日
ハ
バ
ナ
で
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
三
大
陸
人
民
連
帯
会
議
開
催
。

四
月

六
月
二
九
日

七

月

一

日

七
月

日

南
ベ
ト
ナ
ム
各
地
で
反
政
府
デ
モ
激
化
。

米
軍
機
、
ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン
郊
外
を
爆
態
。

仏、

N
A
T
O軍
か
ら
正
式
脱
退
。

九
日

中
国
共
産
党
、
党
中
央
に
文
化
革
命
小
組
を
設
置
。

ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
文
化
団
体
連
合
え
平
連
）
、

初
の
デ
モ
。

在
京
科
学
者
有
志
一
四
名
、
「
科
学
者
の
全
国
組
織
に
つ
い

て
の
よ
び
か
け
」
発
表
。

七
月
一
五

1
一
八
日
日
本
心
理
学
会
第
二
＋
九
回
大
会
（
膏
山
学
院
大

掌
）
お
よ
び
日
本
社
会
心
理
学
会
第
六
回
大
会
（
東
京
都

立
大
学
）
に
お
い
て
、
佐
藤
首
相
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領

に
た
い
す
る
協
議
の
署
名
活
動
が
行
わ
れ
る
。

佐
藤
首
相
、
首
相
と
し
て
戦
後
初
の
沖
縄
訪
問
（
「
沖
縄
の

祖
国
復
帰
が
実
現
し
な
い
限
り
日
本
の
戦
後
は
終
ら
な

い
」
と
発
言
）
。

日
本
科
学
者
会
議
結
成
。

日
本
、
国
連
安
保
理
事
会
非
常
任
理
事
国
に
当
選
。

四
月
二
四
日

七
月

八
月
一
九
日

一
二
月
四
日

一
二
月
一

O
日

一
九
六
六
年

一
月
一
五
日

三
月
一

O
日

五
月
三

O
日

七
月
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椎
名
悦
三
郎
外
相
、
現
職
外
相
と
し
て
戦
後
初
の
訪
ソ
に

出
発
。

佐
藤
首
相
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
沖
縄
防
衛
に
日
本
も

参
加
と
答
弁
｛
同
月
一
六
日
、
法
律
・
条
約
上
沖
縄
に
自

衛
隊
は
出
動
で
き
な
い
と
再
答
弁
）
。

米
原
潜
ス
ヌ
ッ
ク
、
横
須
賀
に
初
入
港
。

I¥ 
日

政
府
、
建
国
記
念
日
審
議
会
を
設
置
。



八
月

九
月
二
八
日

一
九
六
七
年

一
月
六
日

七六
月月

七
月
二
三
日

！＼ 

月

一
O
月
一
六
日

一
O
月
二
一
日

四
1
一
一
日
第
＋
八
回
国
際
心
理
学
会
臓
が
モ
ス
ク
ワ
で
開
催

さ
れ
、
「
心
理
学
と
国
際
関
係
」
に
つ
い
て
の
円
卓
会
議
が

も
た
れ
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
正
式
に
国
連
に
復
帰
。

米
海
兵
隊
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
初
侵
攻
。

五
日

一
日

中
東
戦
争
始
ま
る
（
同
月
一
一
目
、
停
戦
）
。

欧
州
共
同
体
（
E
C
）
発
足
。

八
日

ア
メ
リ
カ
の
デ
ト
ロ
イ
ト
市
で
、
史
上
最
大
の
黒
人
暴
動

が
起
’
』
る
。

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
A
S
E
A
N）
結
成
。

米
国
の
三

O
都
市
で
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
デ
モ
。

ワ
シ
ン
ト
ン
で
一

O
万
人
の
反
戦
集
会
。

七
月
一
一
日

。
月

一
一
月
二
九
日

一
九
六
七
年

月
七
月
二

O
日

0 
月月月

日

広
島
市
議
会
、
原
爆
ド
l
ム
の
永
久
保
存
を
決
議
。

プて
日

第
三
＋
＝
一
回
日
本
応
用
心
理
学
会
大
会
（
法
政
大
学
）
に

お
い
て
、
「
心
理
学
者
は
い
か
に
平
和
に
貢
献
す
る
か
」
に

つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
。

国
防
会
議
、
第
三
次
防
衛
力
整
備
計
画
大
綱
を
決
定
。

四
日

厚
生
省
、
政
府
に
よ
る
初
の
原
爆
被
爆
者
実
態
調
査
結
果

を
発
表
。

動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
設
置
。

!¥ 
日

佐
藤
首
相
、
東
南
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
訪
問
に
出
発
（
三

派
系
全
学
連
と
警
官
隊
が
衝
突
、
第
一
次
羽
田
事
件
）
。

料資

日

政
府
、
米
原
子
力
空
母
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
承
認
を

米
国
に
通
告
。

佐
藤
首
相
訪
米
に
出
発
（
全
学
連
と
警
官
隊
が
衝
突
、
第

二
次
羽
田
事
件
）
。
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一
九
六
八
年

一
月
九
日

一
月
三

O
日

一
月
一
六
日

四
月

七
月

八
月
二

O
日

一O
月
三

O
日

一
九
六
九
年

一
月
二
五
日

三
月
二
日

ア
ラ
プ
石
油
輸
出
国
機
構
（
O
A
P
E
C）
結
成
。

南
ベ
ト
ナ
ム
全
土
で
解
放
勢
力
が
大
攻
撃
開
始
（
テ
卜
攻

勢）。

四
日

南
ベ
ト
ナ
ム
の
ソ
ン
ミ
で
米
軍
に
よ
る
大
虐
殺
事
件
起
’
』

唱。。
米
国
の
黒
人
運
動
指
導
者
、
キ
ン
グ
牧
師
暗
殺
、
各
地
で

黒
人
の
抗
議
運
動
。

六
二
カ
園
、
核
拡
散
防
止
条
約
調
印
（
日
本
は
、
一
九
七

O
年
二
月
三
日
に
調
印
）
。

ソ
連
な
ど
五
カ
国
、
チ
ェ
コ
に
侵
入
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
大
統
領
、
北
爆
停
止
な
ど
を
表
明
。

日

第
一
回
ベ
ト
ナ
ム
和
平
鉱
大
ペ
リ
会
談
。

中
ソ
、
珍
宝
島
で
武
力
衝
突
。

一
一
月
一
五
日

月

日

一
九
六
八
年

一
月
一
九
日

月

二
月
三
O
日

一
九
六
九
年

ワ
シ
ン
ト
ン
で
日
米
共
同
声
明
｛
沖
縄
返
還
の
時
期
は
明

示
せ
ず
、
小
笠
原
は
一
年
以
内
に
返
還
）
。

佐
藤
首
相
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
核
兵
器
を
つ
く
ら
ず
、

も
た
ず
、
も
ち
こ
ま
せ
ず
の
非
核
三
原
則
を
雪
一
回
明
。
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米
原
子
力
空
母
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
、
佐
世
保
に
入
港
、

反
対
運
動
広
が
る
。

五
日

沖
縄
嘉
手
納
基
地
に

B
臼
爆
準
機
飛
来
、
連
日
増
加
｛
同

月一

O
目
、
立
法
院
本
会
議
、
即
時
撤
退
要
求
を
全
会
一

致
で
決
議
）
。

日
本
社
会
心
理
掌
会
第
九
回
大
会
（
法
政
大
学
）
に
お
い

て
、
「
社
会
心
理
学
と
平
和
」
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

開
催
。



ハ
月
一

O
日

一
O
月
一
五
日

一
九
七

O
年

三
月
一
八
日

五
月

八
月
二
一
日

一
九
七
一
年

一
月
二
六
日

四
月
一
四
日

南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
、
南
ベ
ト
ナ
ム
臨
時
革
命
政

府
樹
立
を
発
表
。

全
米
に
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
が
広
が
る
。

カ
ン
ポ
シ
ア
で
ク
ー
デ
タ
ー
、
ロ
ン
ノ
ル
首
相
、
実
権
掌

渥。

日

米
軍
・
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
軍
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
領
内
へ
越
境

侵
攻
、
北
爆
再
開
（
六
月
二
九
日
、
米
軍
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

か
ら
の
撤
退
完
了
）
。

西
ド
イ
ツ
・
ソ
連
、
武
力
不
行
使
条
約
に
調
印
。

東
パ
キ
ス
タ
ン
独
立
宣
言
（
同
年
四
月
一
七
日
、
国
名
、

ペ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
）
。

ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
、
対
中
国
貿
易
緩
和
措
置
発
表
（
米

の
対
中
僚
近
）
。

一
一
月
一
七
日

一
九
七

O
年

四
月
一
八
日

六
月
二
三
日

一
一
月
二
五
日

一
九
七
一
年

三

月

三

日

四
月
一
六
日

六
月
一
七
日

佐
藤
首
相
訪
米
（
一
一
月
一
一
一
目
、
安
保
堅
持
、
一
九
七

二
年
に
沖
縄
の
施
政
権
返
還
、
韓
国
と
台
湾
の
安
全
重
視

な
ど
の
共
同
声
明
発
表
）
。

法
務
省
、
長
沼
ナ
イ
キ
訴
訟
審
理
の
福
島
重
雄
裁
判
長
を
、

青
年
法
律
家
協
会
所
属
を
理
由
に
忌
避
申
し
立
て
。

日
米
安
保
条
約
、
自
動
延
長
、
反
安
保
統
一
行
動
に
全
国

で
七
七
万
人
が
参
加
。

三
島
由
紀
夫
、
東
京
・
市
ヶ
谷
の
自
衛
隊
内
で
決
起
を
呼

び
掛
け
、
の
ち
に
割
腹
自
殺
。

自
衛
艦
五
隻
、
初
の
日
米
合
同
訓
練
。

料資第III部

天
皇
・
皇
后
、
初
め
て
広
島
の
原
爆
慰
霊
碑
に
参
拝
。

沖
縄
返
還
協
定
調
印
（
屡
良
主
席
、
調
印
式
に
欠
席
）
。
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九
月

一
O
月
二
五
日

月

一
九
七
二
年

月

日

五
月
二
六
日

六
月
一
七
日

｝＼ 

日

中
国
共
産
党
副
主
席
林
彪
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
失
敗
。

日

国
連
総
会
、
中
国
招
請
・
台
湾
追
放
を
可
決
（
中
国
の
国

連
復
帰
決
定
｝
。

イ
ン
ド
・
ペ
キ
ス
タ
ン
、
全
面
戦
争
（
同
月
一
七
日
、
終

結）。
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
、
中
国
訪
問
。

米
ソ
、

S
A
L
T－
に
調
印
。

米
国
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ

l
卜
事
件
発
生
。

八
月

九
月
二
七
日

一
九
七
二
年

一
月
二
四
日

一
一
月
一
九
日

三
月
二
七
日

五
月
一
五
日

五
月
二
六
日

六
月
一
一
日

六
月
二
二
日

六
日

佐
藤
首
相
、
現
職
首
相
と
し
て
初
め
て
広
島
の
平
和
式
典

に
出
席
。
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天
皇
・
皇
后
、
欧
州
七
カ
国
訪
問
に
出
発
、
イ
ギ
リ
ス
・

オ
ラ
ン
ダ
で
は
抗
議
行
動
。

横
井
庄
一
元
軍
曹
、
敗
戦
後
二
七
年
ぷ
り
に
グ
ア
ム
島
密

林
で
救
出
（
同
年
二
月
二
目
、
帰
国
）
。

軽
井
沢
で
連
合
赤
軍
五
人
、
人
質
を
と
っ
て
山
荘
に
籍
域

（
同
年
二
月
二
八
日
、
機
動
隊
突
入
、
銃
撃
戦
後
、
逮
捕
、

浅
間
山
荘
事
件
）
。

社
会
党
、
沖
縄
返
還
交
渉
関
連
の
外
務
省
極
秘
電
報
（
日

本
が
軍
用
地
補
償
費
を
肩
代
わ
り
）
を
暴
露
（
同
年
四
月

四
日
、
公
電
漏
洩
容
疑
で
、
外
務
省
事
務
官
と
毎
日
新
聞

記
者
を
逮
捕
）
。

沖
縄
施
政
権
返
還
（
沖
縄
県
本
土
復
帰
）
。

閣
議
、
初
の
環
境
白
書
を
了
承
。

田
中
角
栄
通
産
相
、
政
権
構
想
の
住
と
し
て
「
日
本
列
島

改
造
論
」
を
発
表
。

自
然
環
境
保
全
法
公
布
。
大
気
汚
染
防
止
法
・
水
質
汚
濁

防
止
法
各
改
正
公
布
｛
公
害
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
法
｝
。



一
一
月
二
一
日

一
二
月
二
一
日

一
九
七
三
年

一
月
一
日

月
二
七
日

月
二
一
日

六
月
二
一
一
日

七

月

三

日

八

月

八

日

S
A
L
T－
第
一
期
交
渉
開
始
。

東
西
両
ド
イ
ツ
、
関
係
正
常
化
基
本
条
約
調
印
。

英
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

E
C
に
加
盟
（
拡

大
E
C発
足
）
。

ベ
ト
ナ
ム
和
平
協
定
調
印
。

米
、
ド
ル
切
り
下
げ
な
ど
の
対
外
経
済
政
策
を
発
表
｛
ス

ミ
ソ
ニ
ア
ン
体
制
崩
嬢
）
。

米
ソ
、
核
戦
争
防
止
協
定
に
調
印
。

全
欧
州
安
全
保
障
協
力
外
相
会
議
開
催
。

韓
国
元
大
統
領
候
補
金
大
中
、

K
C
I
A
に
よ
り
東
京
の

ホ
テ
ル
・
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
か
ら
ら
致
（
金
大
中
事
件
）
。

老
人
福
祉
法
改
正
公
布
（
七

O
歳
以
上
の
医
療
無
料
化
、

施
行
は
翌
年
一
月
一
日
よ
り
）
。

イ
ギ
リ
ス
の
変
動
相
場
制
移
行
に
よ
り
外
為
市
場
閉
鎖

（
同
月
二
九
日
、
再
開
｝
、
東
証
株
価
暴
落
（
ポ
ン
ド
シ
ョ

ッ
ク
）
。

八
月
一
三

1
一
九
日
第
二
＋
周
囲
際
心
理
学
会
識
が
東
京
で
開
催
さ
れ

zw
。

ハ
ワ
イ
で
田
中
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
｛
ニ
ク
ソ
ン
が
ト
ラ
イ

ス
タ

l
機
導
入
を
希
望
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
の
誘
因
に
｝
。

田
中
首
相
、
訪
中
（
同
月
二
九
日
、
日
中
両
国
首
相
が
共

同
声
明
に
調
印
、
国
交
樹
立
｝
。

政
府
、
第
四
次
防
衛
力
整
備
計
画
を
正
式
決
定
（
総
額
四

兆
六
三

O
O億
円
）
。

ハ
月
一
一
一
二
日

六
月
二
四
日

八
月
三
一
日

九
月
二
五
日

。
月

一
九
七
三
年

二
月
一
四
日

八
月
二
七
日

九
日

料

日
本
、
変
動
相
場
制
に
移
行
。

資第III部

愛
媛
県
伊
方
発
電
所
建
設
に
反
対
す
る
住
民
、
国
を
相
手
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一
O
月
六
日

一
O
月
一
七
日

一
O
月
一
一
一
一
一
日

一
O
月
二
五
日

第
四
次
中
東
戦
争
勃
発
。

ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
六
カ
園
、
原
油
公
示
価
格
一
一
一
%
引
き
上

げ
を
決
定
（
同
年
一
一
一
月
一
一
三
目
、
一
九
七
四
年
一
月
一

日
か
ら
二
倍
引
き
上
げ
と
発
表
）

O
A
P
E
C、
石
油
減

産
措
置
を
決
定
｛
石
油
戦
略
の
発
動
）
。

エ
ク
ソ
ン
・
シ
ェ
ル
両
社
、
原
油
価
格
三
O
%
引
き
上
げ

を
通
告
。
翌
日
、
他
の
メ
ジ
ャ
ー
も
追
随
。

メ
ジ
ャ
ー
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
原
油
供
給
量
一
O
%
削

減
を
通
告
（
第
一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
）
。

一
一
一
月
一
二
日

1
二
一
一
日

中
東
和
平
会
議
開
催
。

九
月

九
月
一
O
日

九
月
一
四
日

九
月
二
O
日

九
月
一
一
一
日

九
月
二
六
日

月

一
一
月
一
六
日

月

日
七
日

に
初
の
原
発
設
置
取
り
消
し
・
工
事
中
止
を
松
山
地
裁
に

提
訴
。

札
幌
地
裁
、
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
で
初
の
自
衛
隊
違
憲

判
決
（
同
月
一
二
目
、
政
府
控
訴
｝
。

日
本
平
和
掌
会
設
立
。

ガ
ッ
ト
閣
僚
会
議
、
東
京
宣
言
を
採
択
（
多
角
的
貿
易
交

渉）。
衆
議
院
本
会
議
、
北
方
領
土
返
還
に
関
す
る
決
議
を
全
会

一
致
で
可
決
。

日
本
、
北
ベ
ト
ナ
ム
と
国
交
樹
立
。

田
中
首
相
、
訪
欧
・
訪
ソ
に
出
発
（
同
年
一
O
月
一
O
目
、

日
ソ
共
同
声
明
、
領
土
問
題
を
含
む
平
和
条
約
交
渉
の
継

続
を
確
認
可
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日

関
東
・
関
西
で
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
買
い
だ
め
の
パ
ニ

ッ
ク
状
況
現
出
。

閣
議
、
石
油
緊
急
対
策
要
綱
を
決
定
。

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
・
石
油
受
給
適
正
化
法
公
布
、



一
九
七
四
年

。
月月

日

八
月

八
月
一
五
日

八
日

ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ

l
ト
事
件
で
辞
任

（
同
月
九
日
、
副
大
統
領
フ
ォ
ー
ド
、
大
統
領
に
就
任
）
。

朴
正
照
緯
国
大
統
領
、
狙
撃
さ
れ
、
同
夫
人
が
被
弾
、
死

亡。

日

米
議
会
、
ラ
ロ
ッ
ク
退
役
少
将
の
日
本
へ
の
核
持
ち
込
み

証
言
を
公
表
。

フ
ォ
ー
ド
米
大
統
領
、
訪
ソ
（
同
月
二
四
日
、

S
A
L
T

I
に
関
す
る
共
同
声
明
発
表
）
。

田
中
首
相
、
東
南
ア
ジ
ア
五
カ
国
訪
問
に
出
発
｛
同
月
九

日
、
ペ
ン
コ
ク
で
反
日
デ
モ
、
同
月
一
五
日
、
ジ
ャ
カ
ル

タ
で
反
日
暴
動
）
。

日
韓
大
陸
棚
協
定
調
印
。

公
正
取
引
委
員
会
、
石
油
連
盟
と
石
油
元
売
り
一
二
社
を

独
禁
法
違
反
で
告
発
。

二
月
二
五
日

1
二
七
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
、
商
社
の
悪
徳
商
法
、
石

油
の
便
乗
値
上
げ
を
追
及
。

小
野
田
寛
郎
元
少
尉
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
パ
ン
グ
島
か
ら

三
十
年
ぶ
り
に
帰
国
。

自
民
党
、
靖
国
神
社
法
案
を
衆
議
院
本
会
議
で
単
独
可
決

（
参
議
院
で
廃
案
）
。

一
九
七
四
年

一
月
七
日

月
三

O
日

月
一
九
日

月

日

五
月
二
五
日

九
月

一
一
月
一
八
日

一
一
月
二

O
日

施
行
。

日

原
子
力
船
む
つ
、
放
射
能
漏
れ
発
見
。

料

フ
ォ
ー
ド
米
大
統
領
、
現
職
大
統
領
と
し
て
初
の
来
日
（
同

月
一
九
日
、
天
皇
と
会
見
）
。

日
本
学
術
会
議
、
「
我
が
園
に
お
け
る
平
和
研
究
の
促
進
に

つ
い
て
」
勧
告
。
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一
九
七
五
年

四
月
三

O
日

七
月
三

O
日

一
一
月
一
五
日

月月

一
九
七
六
年

四

月

五

日

南
ベ
ト
ナ
ム
、
サ
イ
ゴ
ン
政
府
降
伏
（
ベ
ト
ナ
ム
民
族
解

放
戦
争
終
結
）
。

欧
州
安
保
・
協
力
首
脳
会
議
開
催
（
同
年
八
月
一
目
、
人

権
と
自
由
尊
重
の
へ
ル
シ
ン
キ
宣
言
採
択
）
。

四
日

第
一
回
先
進
国
首
脳
会
議
（
サ
ミ
ッ
ト
）
、
仏
・
ラ
ン
プ
イ

エ
械
で
開
催
（
同
月
一
七
日
、
不
況
克
服
の
国
際
協
調
で

合
意
）
。

ラ
オ
ス
、
王
政
廃
止
と
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
へ
の
改

称
を
発
表
。

フ
ォ
ー
ド
米
大
統
領
、
日
米
協
調
の
「
新
太
平
洋
ド
ク
ト

リ
ン
」
発
表
。

七
日

北
京
で
群
衆
と
軍
警
が
衝
突
（
天
安
門
事
件
）
。

一
九
七
五
年

一
月
八
日

四
月
二
四
日

五

月

七

日

六
月
一

O
日

七
月
一
七
日

/¥ 
月

八
月
一
五
日

九
月
三

O
日

一
九
七
六
年
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福
井
県
美
浜
原
子
力
発
電
所
第
二
号
炉
、
放
射
能
漏
れ
で

運
転
中
止
（
こ
の
月
、
原
発
運
転
中
止
相
次
ぐ
）
。

茨
城
県
東
海
村
の
動
力
炉
核
燃
料
開
発
事
業
団
で
一

O
人

被
曝
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
夫
妻
来
日
。

佐
賀
県
玄
海
原
子
力
発
電
所
で
、
放
射
能
漏
れ
。

皇
太
子
夫
妻
、
沖
縄
訪
問
。
ひ
め
ゆ
り
の
繕
ま
え
で
火
炎

び
ん
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
。

日

三
木
首
相
、
訪
米
（
同
月
六
日
、
韓
国
の
安
全
が
朝
鮮
半

島
の
安
全
に
緊
要
と
の
共
同
声
明
を
発
表
）
。

三
木
首
相
、
現
職
首
相
と
し
て
戦
後
初
め
て
終
戦
記
念
日

に
靖
国
神
社
に
参
拝
（
私
人
の
資
格
｝
。

天
皇
・
皇
后
、
初
の
訪
米
。



一
九
七
七
年

一
月
一
日

四
月

七
月

七
月
一
七
日

九

月

九

日

一
O
月
一
一
一
一
日

一
一
月

一
一
月
三
O
日

月月月

日

四
月
二
九
日

七
日

中
園
、
韓
靖
国
鋒
が
新
首
相
に
就
任
、
郡
小
平
副
主
席
解
任
。

日

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
樹
立
宣
言
（
南
北
ベ
ト
ナ
ム

統
二
。

第
二
十
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催

さ
れ
る
。

毛
沢
東
中
国
共
産
党
主
席
没
。

中
園
、
江
青
女
史
ら
を
逮
捕
し
、
四
人
組
事
件
を
公
表
。

日

民
主
党
カ

l
タ
l
、
米
大
統
領
に
当
選
。

E
C首
脳
会
議
、
対
日
貿
易
不
均
衡
是
正
の
宣
言
採
択
（
輸

入
制
限
は
回
避
）

五
日

E
C
・
カ
ナ
ダ
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
二
O
O
カ
イ
リ
漁
業
専

管
水
域
実
施
（
同
年
一
日
、
米
ソ
も
実
施
）
。

E
C、
日
本
製
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
に
暫
定
ダ
ン
ピ
ン
グ

関
税
賦
課
。

米
で
日
本
製
カ
ラ

l
T
V輸
入
急
増
を
問
題
化
（
同
年
四

月
七
日
、
日
米
政
府
間
で
自
主
規
制
合
意
）
。

イ
ン
ド
総
選
挙
で
ガ
ン
ジ
ー
首
相
落
選
（
三
月
二
四
日
、

人
民
党
の
デ
サ
ィ
、
首
相
就
任
）
。

ソ
連
、
日
ソ
漁
業
条
約
破
棄
通
告
（
同
年
五
月
二
七
日
、

八
日

一
O
月
二
九
日

二月一
O
日

一
九
七
七
年

五
月

日

政
府
、
果
汁
・
フ
ィ
ル
ム
の
一
O
O
%
資
本
自
由
化
実
施

（
農
林
水
産
業
な
ど
例
外
四
業
種
を
除
き
資
本
自
由
化
完

了）。
政
府
、
一
九
七
七
年
度
以
降
の
「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
決

定
（
同
年
一
一
月
五
日
、
毎
年
度
の
防
衛
費
を
G
N
P
の

一
%
以
内
に
す
る
と
決
定
）
。

天
皇
在
位
五
十
年
記
今
当
A
典
開
催
。

料資第III部125 



五
月

五
月
一
七
日

八
月
一
八
日

青白
一
一
月
一
九
日

一
九
七
八
年

三

月

五

日

領
土
問
題
を
分
離
し
て
日
ソ
漁
業
暫
定
協
定
調
印
・
同
年

六
月
一

O
日
、
発
効
）
。

七
日

第
三
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
。

イ
ス
ラ
エ
ル
総
選
挙
で
労
働
党
敗
北
（
同
年
六
月
二
一
目
、

右
派
連
合
の
ベ
ギ
ン
内
閣
成
立
）
。

中
園
、
「
四
つ
の
近
代
化
」
明
記
の
新
党
規
約
を
発
表
。

一
日

七
日

米
ソ
、
中
東
和
平
で
共
同
声
明
発
表
。

ソ
連
、
新
憲
法
を
採
択
、
発
効
（
完
全
軍
縮
を
目
指
し
、

人
権
・
自
由
を
重
視
）

サ
ダ
ト
・
エ
ジ
プ
ト
大
統
領
、
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
（
同
月

二
O
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
承
認
）
。

中
園
、
新
憲
法
採
択
（
四
つ
の
近
代
化
、
台
湾
解
放
を
明

記）。

一
一
月
三

O
日

一
九
七
八
年

五
月

五
月

七
月
二
三
日

八

月

三

日

八
月

九
月
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日

領
海
法
・
漁
業
水
域
暫
定
措
置
法
公
布
（
同
年
七
月
一
目
、

施
行
）
。

八
日

三
里
塚
・
芝
山
空
港
反
対
同
盟
な
ど
三
七

O
O人
、
鉄
塔

撤
去
に
抗
議
、
機
動
隊
と
衝
突
、
負
傷
者
四

O
O人
（
同

月
一

O
目
、
抗
議
支
援
者
一
人
死
亡
）
。

六
日

文
部
省
、
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
規
定
、
問
題
化
。

原
水
禁
統
一
世
界
大
会
開
催
（
十
四
年
ぶ
り
の
原
水
協
・

原
水
禁
の
統
一
大
会
）
。

福
田
首
相
、
東
南
ア
ジ
ア
六
カ
国
訪
問
に
出
発
（
同
月
一

八
日
、
マ
ニ
ラ
で
東
南
ア
ジ
ア
外
交
三
原
則
を
発
表
）
。

七

1
九
日
日
本
心
理
学
会
第
四
＋
一
回
大
会
（
特
別
報
告
「
科

掌
者
の
平
和
意
般
に
関
す
る
研
究
」
）
。

米
軍
立
川
基
地
全
面
返
還
。



四
月
二
七
日

五
月
二
三
日

七
月
一
六
日

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
ク
ー
デ
タ
ー
（
同
月
三

O
目
、
国
名

は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
民
主
共
和
国
）
。

初
の
国
連
軍
縮
特
別
総
会
開
幕
。

第
四
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ポ
ン
で
開
催
（
同
月
一
七
日
、
イ
ン

フ
レ
な
き
成
長
の
総
合
戦
略
を
打
ち
出
し
た
〈
ポ
ン
宣
言
V

を
採
択
）
。

七
月
三

O
日

1
八
月
五
日
第
＋
九
回
国
際
応
用
心
理
学
会
臓
が
西
独

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
催
さ
れ
る
（
日
本
の
心
理
学
者
に
よ
り

平
和
研
究
が
報
告
さ
れ
る
）
。

日
中
平
和
友
好
条
約
調
印
。

八
月
二
一
日

九
月

五
日

首ー
脳七
会日
談
。米

エ
エノ
プ
ト

イ
ス
フ
エ
Jレ
中
東
和
平

国

一
二
月
二
五
日

1
二
八
日

ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
東
部

六
月
一
一
一
一
日

七
月
一
一
日

七
月
二
七
日

八
月
一
五
日

九
月

一
O
月
一
七
日

一
O
月
二
二
日

一
一
月
二
七
日

月

日
韓
大
陸
棚
協
定
発
効
。

環
境
庁
、
大
気
汚
染
基
準
を
大
幅
緩
和
。

福
田
首
相
、
防
衛
庁
に
有
事
立
法
な
ど
の
研
究
促
進
を
指

示。

五
日

福
田
首
相
、
靖
国
神
社
参
拝
（
「
内
閣
総
理
大
臣
」
の
肩
書

き
を
記
帳
、
違
憲
と
問
題
化
）
。

福
田
首
相
、
現
職
首
相
と
し
て
初
め
て
中
東
の
産
油
四
カ

園
へ
出
発
。

閣
議
、
元
号
法
制
化
を
決
定
。

郵
小
平
中
国
副
首
相
来
日
（
同
月
一
一
一
一
一
目
、
郵
、
「
日
米
安

保
・
自
衛
隊
増
強
は
当
然
」
と
発
言
。
同
日
、
天
皇
と
会

見
、
天
皇
、
「
一
時
、
不
幸
な
出
来
事
も
あ
っ
た
」
と
発
言
）
。

第
十
七
回
日
米
安
保
協
議
委
員
会
、
「
日
米
防
衛
協
力
の
た

め
の
指
針
」
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
決
定
。

日
米
農
産
物
交
渉
妥
結
（
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
輸
入
枠
鉱

大
。
米
、
自
由
化
時
期
明
示
の
要
求
は
撤
回
）
。

五
日

料資第III部127 



米
中
、
国
交
回
復
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
共
和
国
樹
立
宣
言
。

イ
ラ
ン
の
パ

l
レ
ピ
国
王
、

t命
、
王
政
崩
壊
、
（
同
年
二

月
一
目
、
ホ
メ
イ
ニ
、
パ
リ
か
ら
十
五
年
ぶ
り
に
帰
国
、

同
月
一
一
目
、
イ
ラ
ン
革
命
成
る
）
。

国
際
石
油
資
本
、
対
日
原
油
供
給
削
減
を
通
告
（
第
二
次

石
油
シ
ョ
ッ
ク
｝
。

二
月
一
七
日

1
三
月
一
六
日
中
国
軍
、
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
。

三
月
二
六
日
イ
ス
ラ
エ
ル
・
エ
ジ
プ
ト
、
平
和
条
約
調
印
。

三
月
二
八
日
米
、
ス
リ
1
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電
所
で
放
射
能
漏
れ
事

故
発
生
。

中
園
、
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
の
破
棄
を
ソ
連
に

通
告
。

英
総
選
挙
、
保
守
党
圧
勝
（
同
月
四
日
、
サ
ッ
チ
ャ

l
、

先
進
国
初
の
女
性
首
相
に
就
任
）
。

一
二
月
二
六
日

一
九
七
九
年

一
月
一
日

一
月
一
一
日

一
月
一
六
日

一
月
一
七
日

四
月

五
月

六
月
一
八
日

七
月
一
八
日

で
激
戦
。

イ
ラ
ン
の
テ
へ
ラ
ン
で
反
国
王
デ
モ
激
化
、
暴
動
に
発
展
、

石
油
輸
出
停
止
（
同
月
二
八
日
、
市
街
戦
が
展
開
、
石
油

生
産
全
面
停
止
｝
。

日日

米
ソ
、

S
A
L
T
H条
約
に
調
印
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
で
ソ
モ
サ
独
裁
政
権
崩
壊
（
同
月
二

O
目、

一
九
七
九
年

六
月
一
二
日

六
月
二
四
日

六
月
二
八
日

七
月
一
七
日
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元
号
法
公
布
、
施
行
。

カ
l
タ
l
米
大
統
領
来
日
（
同
月
二
五
日
、
天
皇
と
会
見
）
。

第
五
回
サ
ミ
ッ
ト
、
東
京
で
開
催
（
同
月
二
九
日
、
石
油

シ
ョ
ッ
ク
に
対
処
す
る
宣
言
を
採
択
）
。

防
衛
庁
、
「
中
期
業
務
見
積
り
」
を
発
表
。



ニ
カ
ラ
グ
ア
民
族
解
放
戦
線
、
臨
時
政
府
樹
立
を
宣
言
）
。

七
月
二

O
日

1
一
二
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
国
連
難
民
会
議
、
イ
ン
ド
シ
ナ

難
民
救
済
を
検
討
。

一
O
月
二
六
日

一
一
月
四
日

一
二
月
六
日

一
二
月
二
七
日

一
九
八

O
年

一
月
四
日

四
月

四
月
二
五
日

五
月
一
八
日

朴
正
照
緯
国
大
統
領
、
側
近
に
射
殺
さ
れ
る
。

イ
ラ
ン
で
学
生
が
米
大
使
館
を
占
拠
、
前
国
王
の
引
き
渡

し
を
要
求
（
イ
ラ
ン
米
大
使
館
人
質
事
件
）
。

緯
園
、
崖
圭
夏
を
大
統
領
に
選
出
。

ソ
連
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
侵
攻
。

米
園
、
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
介
入
報
復
措
置
発
表
（
穀

物
輸
出
の
大
幅
削
減
な
ど
）
。

七
日

米
園
、
祭
給
・
外
交
関
係
断
絶
な
ど
の
対
イ
ラ
ン
制
裁
措

置
を
発
表
。

米
国
、
イ
ラ
ン
の
米
大
使
館
人
質
救
出
作
戦
に
失
敗
。

全
斗
焼
将
軍
ら
韓
国
軍
部
、
金
大
中
ら
を
逮
捕
、
光
州
市

で
反
政
府
デ
モ
激
化
（
同
月
一
一
一
目
、
デ
モ
隊
が
全
市
を

七
月
二
七
日

一
九
八

O
年

一
月
一
八
日

二
月
二
六
日

四
月
二
四
日

五
月
一
六
日

ガ
ッ
ト
東
京
ラ
ウ
ン
ド
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
調
印
（
日

本
の
鉱
工
業
品
平
均
関
税
率
は
一
九
八
七
年
に
は
約
三
%

に
ま
で
引
き
下
げ
）
。

ソ
連
大
使
館
員
に
防
衛
情
報
を
提
供
し
た
富
永
幸
久
元
陸

将
補
ら
逮
捕
。

海
上
自
衛
隊
、
環
太
平
洋
合
同
演
習
（
リ
ム
ペ
ツ
ク
）
に

初
参
加
。

閣
議
、
イ
ラ
ン
へ
の
経
済
制
裁
を
決
定
（
同
年
五
月
一
一
一
二

日
、
第
二
次
制
裁
決
定
二
九
八
一
年
一
月
二
三
日
ま
で
）
。

料資

自
民
主
流
派
欠
席
の
衆
議
院
本
会
議
、
内
閣
不
信
任
案
を

可
決
（
同
月
一
九
日
、
衆
議
院
解
散
）
。
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六
月
二
二
日

七
月
一
九
日

八
月
一
四
日

九九
月月

九
月
一
七
日

一
一
月
四
日

一
一
一
月
一
一
一
一
日

一
九
八
一
年

一
月
一
日

一
月
二

O
日

一
月
二
五
日

制
圧
、
同
月
二
七
日
、
戒
厳
軍
が
制
圧
し
死
者
二

0
0
0

人
と
い
わ
れ
た
光
州
事
件
）
。

第
六
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ベ
ネ
チ
ア
で
開
催
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
か
ら
の
ソ
連
軍
撤
退
要
求
を
声
明
（
同
月
二
三
日
、
イ

ン
フ
レ
抑
制
・
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
増
大
な
ど
の
宣
言
を
採

択）。
モ
ス
ク
ワ
で
第
二
十
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る

（
日
・
米
－
中
国
・
西
独
な
ど
不
参
加
）
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
グ
ダ
ニ
ス
ク
造
船
所
で
大
規
模
ス
ト
（
同

年
九
月
二
二
日
、
自
主
管
理
労
組
〈
連
帯
〉
創
設
を
決
定
）
。

九一
日日

全
斗
焼
、
韓
国
大
統
領
に
就
任
。

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
本
格
交
戦
（
同
月
二
二
日
、
全
面
戦
争

へ）。
韓
国
軍
法
会
議
、
金
大
中
に
死
刑
判
決
。

共
和
党
レ
ー
ガ
ン
、
米
大
統
領
に
当
選
。

『
人
民
日
報
』
、
毛
沢
東
は
文
化
大
革
命
で
過
ち
、
と
名
指

し
批
判
。

ギ
リ
シ
ャ
、

E
C
に
加
盟
（
一

O
番
目
｝
。

イ
ラ
ン
、
米
人
質
を
四
百
四
十
四
日
ぷ
り
に
解
放
。

中
園
、
四
人
組
裁
判
で
江
青
ら
に
死
刑
判
決
（
一
九
八
三

年
一
月
二
五
日
、
無
期
懲
役
に
減
刑
）
。

五
月
二
二
日

八
月
一
五
日

一
九
八
一
年
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飛
鳥
回
社
会
党
委
員
長
、
連
合
政
権
実
現
の
た
め
〈
非
武

装
中
立
〉
の
棚
上
げ
や
声
明
。

鈴
木
首
相
ら
一
八
閣
僚
、
「
私
人
」
と
し
て
靖
国
神
社
に
参

拝。

一
一
月
一
二
日

1
二
月
二
五
日

東
京
・
中
野
区
で
初
の
教
育
委
員
準
公
選



二
月
一
七
日

五
月
一

O
日

六
月
二
七
日

E
C、
対
日
輸
入
監
視
制
度
導
入
を
声
明
。

ヲ
テ
ラ
ン
社
会
党
候
補
、
仏
大
統
領
に
当
選
。

中
国
共
産
党
、
胡
輝
邦
の
主
席
昇
倍
を
決
定
、
文
化
大
草

月

日

月月一
月
一
六
日

三
月
二

O
日

四

月

九

日

四
月
一
八
日

五
月

五
月

五
月
一
七
日

六
月

の
郵
便
投
票
（
同
年
三
月
三
日
、
任
命
）
。

一一日
五
日

ロ
！
？
法
王
ヨ
ハ
ネ
H

ぺ
ウ
ロ
二
世
来
日
（
同
月
二
四
日
、

天
皇
と
会
見
。
同
月
二
五
日
、
広
島
で
平
和
ア
ピ
ー
ル
発

表
・
翌
日
、
長
崎
訪
問
）
。

中
国
残
留
日
本
人
組
児
、
初
の
正
式
来
日
。

自
民
党
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
一
九
八
一
年
度
予
算
案

を
単
独
強
行
可
決
（
二
十
九
年
ぶ
り
）
。

臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
次
臨
調
、
会
長
土
光
敏
夫
）
初

会
A
A口。

衆
議
院
本
会
議
で
武
器
輸
出
三
原
則
を
再
確
認
。

貨
物
船
日
昇
丸
、
鹿
児
島
県
沖
で
米
原
潜
に
衝
突
さ
れ
沈

没
、
二
人
死
亡
、
米
原
潜
の
救
助
作
業
放
棄
（
あ
て
地
け
）

が
問
題
化
。

敦
賀
原
子
力
発
電
所
で
放
射
能
漏
れ
発
見
。
以
前
に
も
事

故
、
会
社
の
秘
匿
問
題
化
。

日
米
、
乗
用
車
対
米
輸
出
自
主
規
制
で
合
意
（
一
九
八
一

年
度
は
一
六
八
万
台
に
制
限
）
。

鈴
木
首
相
訪
米
｛
同
月
八
日
、
共
同
声
明
発
表
、
「
同
盟
関

係
」
を
明
記
、
首
相
、
記
者
会
見
で
シ
｜
レ
｜
ン
一

0
0

0
カ
イ
リ
防
衛
を
表
明
）
。

料

日
四
日

五
日

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
元
駐
日
大
使
、
核
積
載
の
米
鑑
船
が
日
本

寄
港
と
発
言
。

衆
議
院
外
務
委
員
会
、
核
軍
縮
決
議
を
採
択
、
非
核
三
原

則
を
確
認
。
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命
を
全
面
否
定
。

第
七
回
サ
ミ
ッ
ト
、
オ
タ
ワ
で
開
催
。

西
独
、
ポ
ン
で
中
距
離
核
ミ
サ
イ
ル
配
備
反
対
の
デ
モ
、

二
五

1
三

O
万
人
参
加
（
こ
の
年
欧
州
で
大
規
模
な
反
核

デ
モ
広
が
る
）
。

一
一
月
三

O
日

1
一
一
一
月
一
七
日
米
ソ
、

I
N
F制
限
交
渉
開
始
。

一
二
月
一
三
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
戒
厳
令
布
告
、
ワ
レ
サ
軟
禁
。

七
月
二

O
目

一
O
月
一

O
日

一
九
八
二
年

四
月

四
月

六
月

六
月
二
九
日

七
月
二
六
日 日

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
英
国
と
領
有
権
争
い
中
の
フ
ォ
ー
ク
ラ

ン
ド
諸
島
を
占
領
（
同
年
五
月
二

O
目
、
英
、
同
島
上
陸

作
戦
を
開
始
、
同
年
六
月
一
四
日
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
軍
降

伏）。
西
独
各
地
で
反
核
・
平
和
の
「
復
活
祭
大
行
進
」
、
四
八
万

人
参
加
。

第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
開
幕
｛
同
年
七
月
一

O
目、

東
西
対
立
の
た
め
、
「
包
括
的
軍
縮
計
画
」
の
合
意
な
し
の

ま
ま
閉
幕
）
。

米
ソ
戦
略
兵
器
削
減
交
渉
開
始
。

中
園
、
日
本
の
教
科
書
検
定
に
よ
る
歴
史
記
述
に
抗
議
、

訂
正
を
要
望
（
南
北
朝
鮮
・
台
湾
・
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
も

抗
議
、
同
年
八
月
二
六
日
、
日
本
政
府
、
「
政
府
の
責
任
で

是
正
」
と
表
明
）
。

九
日

七
日

一
二
月
一
六
日

一
九
八
二
年

三
月
二
一
日
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経
済
対
策
閣
僚
会
議
、
市
場
開
放
な
ど
黒
字
べ
ら
し
の
対

外
経
済
対
策
を
決
定
。

「
平
和
の
た
め
の
ヒ
ロ
シ
マ
行
動
」
開
催
、
国
連
軍
縮
特

別
総
会
に
向
け
た
行
動
ア
ピ
ー
ル
、
一
九
万
人
参
加
（
五

月
二
三
目
、
「
東
京
行
動
」
開
催
、
空
前
の
四

O
万
人
参
加
）
。



八
月
二
五
日

一
一
月
一

O
日

一
一
月
一
二
日

一
一
月
一
三
日

一
二
月
二
二
日

一
九
八
三
年

ア
メ
リ
カ
心
理
掌
会
に
お
い
て
、
緩
凍
結
に
聞
す
る
決
臓

が
な
さ
れ
る
。

プ
レ
ジ
ネ
プ
書
記
長
没
（
同
月
一
一
一
日
、
後
任
に
ア
ン
ド

ロ
ポ
フ
）
。

拘
禁
中
の
〈
連
帯
〉
議
長
ワ
レ
サ
、
釈
放
。

米
園
、
対
ソ
経
済
制
裁
措
置
解
除
を
発
表
。

国
連
総
会
、
核
の
凍
結
と
不
使
用
の
両
決
議
案
を
採
択
（
英

米
仏
は
反
対
｝
。

｝＼ 

Fl 
八
月
二
四
日

九
月

一
一
月
二
七
日

一
二
月
一
四
日

一
九
八
三
年

一
月
一
一
日

一
月
一
四
日

一
月
一
七
日

一
月
二
四
臼

五
日

広
島
で
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
本
大
会
開
催
、
三
万
人
参

目。
品
川
M公

職
選
挙
法
改
正
公
布
（
参
議
院
全
国
区
に
拘
束
名
簿
式

比
例
代
表
制
導
入
）
。

四
日

沖
縄
県
議
会
、
教
科
書
検
定
で
削
除
さ
れ
た
沖
縄
戦
で
の

日
本
軍
に
よ
る
住
民
虐
殺
の
記
述
の
回
復
を
求
め
る
意
見

書
を
採
択
。

第
一
次
中
曽
根
康
弘
内
閣
成
立
。

全
日
本
民
間
労
組
協
議
会
（
全
民
労
協
）
結
成
、
四
一
単

産
・
四
二
五
万
人
。

中
曽
根
首
相
、
訪
韓
（
同
月
一
一
一
目
、
共
同
声
明
、
日
韓

新
時
代
を
確
認
）
。

政
府
、
米
国
へ
武
器
技
術
の
供
与
を
決
定
。

中
曽
根
首
相
訪
米
（
同
月
一
八
日
、
「
日
米
は
運
命
共
同
体
」

と
発
言
。
同
月
一
九
日
、
「
日
本
列
島
不
沈
空
母
化
・
海
峡

封
鎖
」
発
言
、
問
題
と
な
る
）
。

中
曽
根
首
相
、
施
政
方
針
演
説
で
「
戦
後
史
の
大
き
な
転

換
点
」
と
強
調
。
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五
月
三
日

五
月
二
八
日

八
月
二
一
日

九
月

一
O
月
一
五
日

一
O
月
二
五
日

一
一
月
九
日

一
九
八
四
年

一
月
一
九
日

月

米
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
会
議
、
反
核
・
軍
縮
の
教
書
採
択
。

第
九
回
サ
ミ
ッ
ト
、
米
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
バ

l
グ
で
開
催
。

日

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア
キ
ノ
元
上
院
議
員
暗
殺
｛
同
月
三
一
目
、

葬
儀
に
一

O
O万
人
以
上
が
参
加
、
以
後
、
各
地
に
反
政

府
運
動
広
が
る
）
。

ソ
連
、
領
空
内
侵
入
の
大
韓
航
空
機
を
撃
墜
、
二
六
九
人

全
員
死
亡
。

西
独
で
「
反
核
行
動
週
間
」
始
ま
る
（
同
月
一
一
一
一
目
、
三

O
万
人
の
〈
人
間
の
鎖
〉
が
米
軍
基
地
包
囲
。
世
界
各
地

で
反
核
運
動
高
ま
る
）
。

米
軍
、
グ
レ
ナ
ダ
に
侵
攻
。

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
来
日
（
同
月
一

O
日
、
日
本
の
防
衛
努

力
の
強
化
を
要
請
）
。

九
日

国
連
食
糧
農
業
機
構
（
F
A
O）
、
ア
フ
リ
カ
の
二
四
カ
国

一
億
五

0
0
0万
人
が
飢
餓
状
態
に
あ
る
と
発
表
。

ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
・
ソ
連
共
産
党
書
記
長
没
、
後
任
チ
エ
ル

ネ
ン
コ
。

三
月
一
四
日

月

一
九
八
四
年

一
月
五
日

月

日

臨
時
行
政
調
査
会
、
行
政
改
革
に
関
す
る
最
終
答
申
を
首

相
に
提
出
（
増
税
な
き
財
政
再
建
、
国
債
依
存
か
ら
の
脱

却
な
ど
）
。
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!¥ 
日

中
曽
根
首
相
、
国
有
地
の
有
効
利
用
の
検
討
を
大
蔵
省
に

指
示
（
地
価
高
騰
の
引
き
金
）
。

中
曽
根
首
相
、
現
職
首
相
と
し
て
戦
後
初
め
て
の
靖
国
新

春
参
拝
。

衆
議
院
予
算
委
員
会
、
防
衛
費
G
N
P
一
%
枠
問
題
で
紛

糾
（
同
月
一
四
日
、
「
一
%
枠
を
ま
も
る
」
の
首
相
答
弁
で



月

ア
フ
リ
カ
の
飢
餓
、
重
大
局
面
に
。
モ
ザ
ン
ピ

1
7
で
は

一
O
万
人
以
上
が
餓
死
。

四
月
二
六
日

1
五
月
一
日
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
、
中
国
訪
問
（
四
月
二
八

目
、
都
小
平
と
会
談
・
米
は
中
国
の
四
つ
の
近
代
化
を
、

中
国
は
米
の
軍
事
力
増
強
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
持
｝
。

ソ
連
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
不
参
加
を
表

明
・
東
欧
諸
国
も
同
調
。

五
月

J¥ 
日

六
月

七
日

第
十
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
。

七
月
二
八
日

第
二
十
三
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
で
開
幕

（
ソ
連
な
ど
不
参
加
）
。

九
月

一一

1
七
日
第
二
＋
＝
一
回
国
際
心
理
学
会
識
が
メ
キ
シ
コ
の
ア
カ

プ
ル
コ
で
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
会
組
で
平
和
に
関
す
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
も
た
れ
、
決
議
「
平
和
を
求
め
る
心
理
学

月

日

四
月
一
三
日

五
月
一
五
日

六
月
一
四
日

七
月

！＼ 
月

八
月
一
一
一
日

再
開
）
。

中
曽
根
首
相
、
中
国
訪
問
、
経
済
協
力
・
朝
鮮
半
島
問
題

を
討
議
。

自
民
党
総
務
会
、
靖
国
神
社
の
公
式
参
拝
を
合
憲
と
す
る

党
見
解
を
決
定
。

自
民
党
安
全
保
障
調
査
会
、
防
衛
費
の
G
N
P
一
%
枠
見

直
し
の
検
討
に
着
手
。

四
日

横
浜
地
裁
、
外
国
人
登
録
法
の
指
紋
押
捺
を
拒
否
し
た
ア

メ
リ
カ
人
女
性
に
た
い
し
、
罰
金
刑
判
決
を
言
い
渡
す
（
同

年
八
月
二
九
日
、
東
京
地
裁
、
在
日
韓
国
人
に
た
い
し
て

も
有
罪
判
決
。
「
人
差
し
指
の
自
由
」
問
題
と
な
る
）
。

安
倍
外
相
、
中
国
人
・
韓
国
人
の
名
前
を
現
地
読
み
と
す

る
よ
う
外
務
省
に
指
示
。

料

六
日

自
民
党
安
全
保
障
調
査
会
の
法
令
整
備
小
委
員
会
、
〈
ス
ペ

イ
防
止
法
案
〉
を
作
成
。

臨
時
教
育
審
議
会
発
足
。
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一
九
八
五
年

三
月
一

O
日

四
月
二
六
日

五 五
月月

六
月
一
一
日

者
」
が
、
公
表
さ
れ
る
。

チ
ェ
ル
ネ
ン
コ
・
ソ
連
共
産
党
書
記
長
没
（
七
三
歳
了
後

任
に
五
四
歳
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
就
任
。

八 二
日日

全
斗
喚
・
レ
ー
ガ
ン
会
談
・
全
大
統
領
、
一
九
八
八
年
の

政
権
平
和
移
譲
を
約
束
。

第
十
一
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ポ
ン
で
開
催
。

ヴ
ア
イ
ツ
ゼ
ツ
カ

l
西
独
大
統
領
、
敗
戦
記
念
日
に
「
歴

史
を
記
憶
せ
よ
」
と
演
説
。

米
上
院
、
日
本
に
一

O
O
Oカ
イ
リ
シ
｜
レ

l
ン
防
衛
を

一
九
八
五
年

一
月
二
日

一
一
月
一
一
日

月

日

九
月月

日

四
月

四
月

ノ、
日

全
斗
倹
緯
国
大
統
領
来
日
、
宮
中
晩
餐
会
で
天
皇
、
「
両
国

の
問
に
不
幸
な
過
去
が
存
し
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
」
と
述

べ
、
全
大
統
領
は
「
厳
粛
な
気
持
ち
で
傾
聴
」
と
表
明
（
九

月
八
日
、
「
日
韓
両
国
の
関
係
史
に
新
し
い
章
を
開
く
も

の
」
と
の
共
同
声
明
発
表
）
。

神
奈
川
県
逗
子
市
長
選
挙
で
、
米
軍
住
宅
建
設
反
対
派
の

富
野
輝
一
郎
が
初
当
選
。

自
民
党
防
衛
力
整
備
小
委
員
会
、
防
衛
費
の
G
N
P
一
%

枠
見
直
し
の
提
言
を
決
定
。
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中
曽
板
首
相
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
と
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
会

談
で

S
D
I
（
戦
略
防
衛
構
想
）
に
理
解
を
表
明
。

中
曽
根
首
相
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
大
洋
州
四
カ
国
歴

訪
に
出
発
。

日

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
N
T
T）
、
日
本
た
ば
こ
産
業

株
式
会
社
発
足
。

中
曽
根
首
相
、
貿
易
摩
擦
緩
和
の
た
め
テ
レ
ビ
で
「
外
国

製
品
を
一
人
一

0
0ド
ル
ず
つ
買
っ
て
ほ
し
い
」
と
国
民

に
呼
び
掛
け
。

九
日



柳
条
湖
事
件
五
十
四
周
年
記
念
日
に
北
京
で
大
学
生
ら
が

反
中
曽
根
デ
モ
。

中
国
外
務
省
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
、
「
靖
国
公
式
参
拝
は
中
国

人
民
の
感
情
を
傷
つ
け
た
」
と
の
談
話
発
表
。

米
・
日
・
西
独
・
英
・
仏
五
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁

会
議
・
ド
ル
高
修
正
の
た
め
の
為
替
市
場
へ
の
協
調
介
入

強
化
で
合
意
（
G
5、
プ
ラ
ザ
合
意
）
。
円
高
進
行
の
契
機

に
な
る
。

九
月
二
三

1
二
九
日
第
七
回
ド
ナ
ウ
川
流
域
国
際
心
理
学
会
が
プ
ル
ガ

リ
ア
・
パ
ル
ナ
で
開
か
れ
る
（
平
和
に
つ
い
て
肘
節
さ
れ

る）。
ソ
連
最
高
会
議
代
表
団
、
中
ソ
関
係
悪
化
以
来
初
め
て
、

中
国
訪
問
。

九
月
一
八
日

九
月
二

O
日

九
月
二
二
日

一
O
月
一

O
日

一
一
月
一
九
日

一
九
八
六
年

一
一
月
一
四
日

一
九
八

0
年
代
末
ま
で
に
達
成
す
る
よ
う
要
求
す
る
決
議

可
決
。

レ
ー
ガ
ン
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
、
米
ソ
首
脳
会
談
（
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
）
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
選
、
国
会
集
計
で
マ
ル
コ
ス
当
選
。

不
正
選
挙
追
及
の
声
高
ま
る
（
同
月
二
二
日
、
エ
ン
リ
レ

七
月
二
一
日

七
月
二
七
日

八
月
一
五
日

一
O
月
一
八
日

一
二
月
二

O
日

一
九
八
六
年

天
皇
、
歴
代
最
長
寿
（
三
万

O
七
五
六
日
）
に
。

中
曽
根
首
相
、
自
民
党
の
軽
井
沢
セ
ミ
ナ
ー
で
「
戦
後
政

治
の
総
決
算
」
を
主
張
。

中
曽
根
首
相
、
歴
代
首
相
と
し
て
は
初
め
て
の
靖
国
神
社

公
式
参
拝
。

中
曽
根
首
相
、
清
国
神
社
の
秋
の
例
大
祭
参
拝
を
見
送
り
。

料

衆
議
院
内
閣
委
員
会
理
事
会
、
自
民
党
提
出
の
国
家
秘
密

法
案
廃
案
。
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四
月
二
六
日

五
月
一
六
日

八
月

九
月
二

O
日

一
O
月
一
一
日

国
防
相
ら
、
マ
ル
コ
ス
の
退
陣
を
要
求
。
同
月
二
四
日
、

コ
ラ
ソ
ン
・
ア
キ
ノ
派
臨
時
政
府
樹
立
。
同
月
二
五
日
、

マ
ル
コ
ス
圏
外
脱
出
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
革
命
）
。

ソ
連
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
で
大
事
故
。

第
七
回
「
脳
と
攻
撃
性
に
つ
い
て
の
国
際
コ
ロ
キ
ウ
ム
」

（
ス
ペ
イ
ン
・
セ
ビ
リ
ア
）
に
お
い
て
、
声
明
を
発
表
。

八
1
一
O
日
「
平
和
を
求
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
心
理
学
者
会
議
」

が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
へ
ル
シ
ン
キ
で
聞
か
れ
る
。

ガ
ッ
ト
閣
僚
会
議
、
新
貿
易
交
渉
の
開
始
を
宣
言
（
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
）
。

レ
ー
ガ
ン
と
ゴ
ル
ペ
チ
ョ
フ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
・
レ
イ
キ

ャ
ピ
ク
で
米
ソ
首
脳
会
談
、

S
D
I問
題
で
物
別
れ
。

四四
月月

四
月
二
九
日

五
月
四
日

七

月

六

日

七
月
二
五
日

九

月

九

日

九
月
二

O
日

九
月
二
二
日

月
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一
日

七
日

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
。

経
済
構
造
調
整
研
究
会
、
「
内
需
主
導
の
経
済
構
造
転
換
」

を
求
め
た
報
告
書
（
前
川
レ
ポ
ー
ト
）
を
首
相
に
提
出
。

政
府
主
催
の
天
皇
在
位
六

O
年
記
今
年
式
典
。

第
十
二
回
サ
ミ
ッ
ト
、
東
京
で
開
催
。

衆
議
院
・
参
議
院
ダ
プ
ル
選
挙
で
自
民
大
勝
。

教
科
書
問
題
に
関
す
る
藤
尾
正
行
文
相
の
発
言
に
、
日
緯

両
国
内
か
ら
厳
し
い
批
判
｛
周
年
九
月
五
日
、
「
日
韓
併
合

は
韓
国
に
も
責
任
」
と
文
相
再
発
言
、
同
月
八
日
、
藤
尾

文
相
罷
免
）
。

政
府
、
米
S
D
I研
究
に
参
加
を
決
定
。

中
曽
根
首
相
、
ソ
ウ
ル
の
ア
ジ
ア
大
会
に
出
席
し
、
全
大

統
領
に
藤
尾
発
言
を
陳
謝
。

中
曽
根
首
相
、
「
ア
メ
リ
カ
に
は
黒
人
な
ど
が
い
る
の
で
知

識
水
準
が
低
い
」
と
発
言
（
米
圏
内
で
強
い
反
発
、
同
月

二
七
日
、
首
相
陳
謝
）
。

八
日

中
曽
根
首
相
訪
中
、
平
和
友
好
・
平
等
互
恵
な
ど
の
日
中



一
九
八
七
年

一
一
月
二
一
日

三
月
二
七
日

六

月

八

日

六
月
二
九
日

七
月
二
一
日

一
O
月
一
九
日

五
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
（

G
5）
開
催
（
同

月
二
二
日
、

G
7開
催
、
為
替
レ

l
ト
の
安
定
化
で
合
意
）
。

米
政
府
、
日
本
が
半
導
体
協
定
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て

対
日
制
裁
措
置
を
発
表
。

第
十
三
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ベ
ネ
チ
ア
で
開
催
。

韓
国
与
党
の
虚
泰
愚
民
主
党
代
表
、
大
統
領
直
接
選
挙
制

回
復
な
ど
民
主
化
要
求
受
け
入
れ
を
声
明
（
こ
の
月
、
反

政
府
デ
モ
拡
大
、
同
年
一

O
月
二
七
日
、
直
接
選
挙
制
が

国
民
投
票
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
）
。

米
上
院
、
東
芝
製
品
禁
輸
な
ど
の
包
括
貿
易
法
案
を
可
決
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
で
株
価
大
暴
落
、
下
落
率
二

一
二
月
三

O
日

一
九
八
七
年

月

日

四
月

四
月
二
三
日

五
月

五
月
一
五
日

九
月
一
八
日

四
原
則
を
再
確
認
。

一
九
八
七
年
度
政
府
予
算
案
決
定
、
防
衛
費
が

G
N
P
の

一
%
枠
突
破
。

外
国
人
の
指
紋
押
捺
を
一
回
の
原
則
と
す
る
外
国
人
登
録

法
改
正
案
を
閣
議
決
定
。

日

国
鉄
分
割
・
民
営
化
、

J
Rグ
ル
ー
プ
一
一
社
と
国
鉄
清

算
事
業
団
が
発
足
。

経
済
審
議
会
、
「
構
造
調
整
の
指
針
」
（
新
前
川
リ
ポ
ー
ト
）

を
提
出
。

朝
日
新
聞
阪
神
支
局
に
覆
面
男
が
侵
入
し
発
砲
、
記
者
一

人
死
亡
、
一
人
重
傷
。

通
産
省
、
コ
コ
ム
違
反
の
東
芝
機
械
に
た
い
し
共
産
圏
へ

の
一
年
間
輸
出
禁
止
処
分
。

日

天
皇
の
腸
に
疾
患
判
明
｛
同
月
二
二
目
、
入
院
、
沖
縄
訪

問
中
止
、
同
年
一

O
月
七
日
、
退
院
｝
。
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一
一
月
二
九
日

一
二
月
七
日

一
二
月
一
七
日

一
九
八
八
年

月
四
月
一
四
日

五
月

五
月
二
九
日

一
一
・
六
%
で
一
九
二
九
年
恐
慌
を
上
回
る
「
暗
黒
の
月
曜

日
」
（
同
月
二
O
目
、
東
京
株
式
市
場
も
過
去
最
大
の
下
げ

幅
を
記
録
）
。

大
韓
航
空
機
、
ピ
ル
7
上
空
で
行
方
不
明
。

ゴ
ル
イ
チ
ョ
フ
訪
米
、
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
と
の
問
で

I

N
F全
廃
条
約
に
調
印
。

民
正
党
の
慮
泰
愚
、
韓
国
大
統
領
に
当
選
。

日

ガ
ッ
ト
理
事
会
、
日
本
の
農
産
物
輸
入
の
自
由
化
勧
告
を

採
択
（
農
産
物
関
係
で
初
の
対
日
勧
告
）
。

八
日

ア
フ
ガ
ン
和
平
協
定
調
印
（
五
月
一
五
日
、
ソ
連
軍
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
撤
退
開
始
）
。

仏
大
統
領
選
で
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
再
選
。

レ
ー
ガ
ン
・
ゴ
ル
ペ
チ
ヨ
フ
、
米
ソ
首
脳
会
談
（
同
年
六

一
O
月
二
六
日

二
月
二

O
日

一
二
月
一
五
日

一
九
八
八
年

一
月
一
二
日

四
月

五
月
二
二
日
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約全る沖
五目。縄
四本国
O民 体
万聞で
人労 、
参組日
明要 p 

Eコ J'L

会 掲

き T
g 君
ーヂE通

話量
足 H

唱
？ヲが

主盟
単岨
産と
、な

竹
下
首
相
、

A
S
E
A
N首
脳
会
議
出
席
。

竹
下
首
相
、
初
訪
米
（
同
月
一
三
日
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領

と
の
首
脳
会
談
で
、
「
世
界
に
貢
献
す
る
日
本
」
を
約
束
）
。

日

「
マ
ル
優
」
制
度
を
廃
止
、
預
貯
金
利
子
に
一
律
二
O
%

課
税
。
国
土
庁
、
一
九
八
八
年
一
月
一
日
現
在
の
地
価
公

示
を
公
表
。
東
京
圏
住
宅
地
の
対
前
年
上
昇
率
、
六
八
・

六
%
で
史
上
最
高
。

奥
野
誠
亮
国
土
庁
長
官
、
「
靖
国
参
拝
・
中
国
へ
の
侵
略
否

定
」
発
言
で
内
外
の
反
発
を
買
い
、
辞
任
。



。
月

五
月
三
一
日

六
月
一
九
日

七
月

八
月

九
月
一
七
日

月
一
目
、
中
距
離
核
戦
力
（

I
N
F）
全
廃
条
約
の
批
准

書
交
換
、
両
国
の
ミ
サ
イ
ル
廃
棄
な
ど
始
ま
る
。

第
三
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
（

S
S
D
E）
開
幕
（
周
年

六
月
一
一
日
、

S
S
D
Eを
支
援
す
る
「
全
米
連
合
」
主

催
の
反
核
デ
モ
、
世
界
各
地
か
ら
二

O
万
人
参
加
）
。

第
十
四
回
サ
ミ
ッ
ト
、
ト
ロ
ン
ト
で
開
催
。

日

米
艦
が
ペ
ル
シ
ャ
湾
で
、
イ
ラ
ン
旅
客
機
を
撃
墜
、
二
九

O
人
全
員
死
亡
（
七
月
一
八
日
、
イ
ラ
ン
、
対
イ
ラ
ク
戦

争
の
即
時
停
戦
を
求
め
た
国
連
決
議
受
け
入
れ
を
発
表
、

八
月
二

O
目
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
停
戦
｝
。

米
上
院
、
包
括
貿
易
法
案
可
決
（
同
月
一
一
三
日
、
レ
ー
ガ

ン
大
統
領
が
署
名
、
成
立
、
保
護
主
義
的
条
項
・
対
日
強

硬
条
項
を
含
む
）
。

日

ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
。

五
日

チ
リ
で
十
五
年
間
軍
事
独
裁
を
続
け
た
ピ
ノ
チ
ェ
ト
大
統

領
に
た
い
し
、
「
ノ
｜
」
の
国
民
投
票
。

月
ハ
月
一
九
日

八
月
二
五
日

九
月
一
九
日

一
O
月
三
一
日 日

竹
下
首
相
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
第
三
回
国
連
軍
縮
特
別
総

会
で
演
説
。

貿
易
摩
擦
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
の
輸

入
問
題
、
佐
藤
隆
農
水
相
と
ヤ
イ
タ

l
米
通
商
代
表
の
閣

僚
交
渉
で
決
着
（
三
年
後
の
自
由
化
を
約
束
）
。

竹
下
首
相
訪
中
、
李
鵬
首
相
と
の
会
談
で
、
総
額
八
一

O

O
億
円
の
第
三
次
円
借
款
な
ど
合
意
。

裕
仁
天
皇
、
吹
上
御
所
で
吐
血
、
以
後
重
体
、
自
粛
ム
ー

ド
続
く
、
平
癒
祈
願
の
記
帳
者
は
全
国
で
三

O
O万
人
に

達
す
。

事ヰ資第lII部

神
奈
川
県
逗
子
市
長
選
挙
で
富
野
嘩
一
郎
が
三
選
さ
れ

ヲ也。
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一
一
月
八
日

一
一
月
一
五
日

月

日

一
九
八
九
年

一
月
四
日

一
月
二

O
日

二
月
一
五
日

五
月
一
六
日

月

共
和
党
プ
ッ
シ
ュ
、
米
大
統
領
に
当
選
。

ペ
レ
ス
チ
ナ
民
族
評
議
会
、
ペ
レ
ス
チ
ナ
独
立
国
家
の
樹

立
を
宣
言
（
イ
ス
ラ
エ
ル
は
反
発
）
。

全
斗
喚
前
緯
国
大
統
領
、
光
州
事
件
や
一
族
の
不
正
を
追

及
さ
れ
て
、
国
民
に
謝
罪
・
約
二
三
億
六

O
O
O万
円
の

全
財
産
を
国
に
返
納
、
山
寺
へ
落
郷
。

ア
メ
リ
カ
、
地
中
海
上
で
リ
ビ
ア
軍
戦
闘
機
ニ
機
を
撃
墜
。

ソ 任 第
連。四
軍十

ア代
フ米
ガ国
ン大
徹統
退領
をに

完プ
了ツ
。シ

ユ
前
副
大
統
領
が
就

ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
が
訪
中
、
郡
小
平
中
央
軍

事
委
主
席
と
会
談
し
、
中
ソ
関
係
の
正
常
化
を
宣
言
。

四
日

中
国
政
府
、
天
安
門
広
場
で
民
主
化
を
要
求
し
て
非
暴
力

の
デ
モ
や
ハ
ン
ス
ト
を
行
っ
て
い
た
学
生
と
市
民
に
発

月

一
二
月
二
四
日

一
九
八
九
年

月
四
月
二
八
日

五
月
二
九
日

四
日

三
菱
重
工
・
川
崎
重
工
な
ど
日
本
企
業
九
社
、

S
D
I初

受
注
。
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消
費
税
法
案
、
参
議
院
で
可
決
（
社
共
同
党
、
二
五
時
間

に
お
よ
ぶ
牛
歩
戦
術
で
抵
抗
｝
。

七
日

裕
仁
天
皇
没
（
八
七
歳
）
。
皇
太
子
明
仁
、
皇
位
継
承
（
元

号
「
平
成
」
に
決
定
、
「
昭
和
」
終
わ
る
）
。

自
由
民
主
党
、
衆
院
本
会
議
で

九
年
度
予
算
案
を
単
独
可
決
。

全
野
党
欠
席
の
ま
ま
八

長
崎
県
五
島
列
島
の
美
良
島
に
ベ
ト
ナ
ム
難
民
と
み
ら
れ

る
一

O
七
人
が
上
陸
（
以
後
、
九
州
を
中
心
に
難
民
船
の

漂
着
相
次
ぐ
。
そ
の
過
半
数
が
中
国
か
ら
の
不
法
出
国
者

で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
）
。



九
月
二
六
日

一
一
月
九
日

一
二
月
二

O
日

月

日

一
九
九

O
年

一
月
一

O
日

月

日

月

日

砲
、
武
力
鎮
圧
。

ベ
ト
ナ
ム
軍
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
最
終
撤
兵
。

「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
崩
模
、
東
独
は
西
独
へ
の
国
境
を
開

放。ア
メ
リ
カ
、
パ
ナ
マ
の
最
高
実
力
者
ノ
リ
エ
ガ
将
軍
の
身

柄
拘
束
な
ど
を
名
目
に
パ
ナ
マ
へ
軍
事
介
入
。

ル
ー
マ
ニ
ア
で
、
反
政
府
デ
モ
を
武
力
弾
圧
し
多
数
の
犠

牲
者
を
出
し
た
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
政
権
が
崩
壊
、
二
五
日

に
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
大
統
領
と
そ
の
夫
人
は
処
刑
さ
れ

た。中
国
の
李
鵬
首
相
、
昨
年
五
月
二

O
日
以
来
続
い
て
い
た

北
京
市
中
心
部
の
戒
厳
令
を
一
一
日
か
ら
解
除
す
る
と
発

表。ア
ゼ
ル
ペ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
の
首
都
バ
ク

l
で
ア
ゼ
ル
ペ

イ
ジ
ャ
ン
人
と
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
が
衝
突
、
ソ
連
南
部
で

の
民
族
対
立
が
表
面
化
す
る
。

ソ
連
鰻
高
会
議
幹
部
会
、
大
統
領
制
導
入
な
ど
を
承
認
。

七
月
二
三
日

一
九
九

O
年

一
月
七
日

月一
月
一
八
日

二
月
一
八
日

第
十
五
回
参
院
選
で
社
会
党
が
大
躍
進
、
参
院
勢
力
は
与

野
党
逆
転
し
自
民
党
の
単
独
支
配
が
崩
れ
る
。

八
日

昭
和
天
皇
の
「
権
殿
一
周
年
祭
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
三
権

の
長
が
参
列
。

政
府
、
閣
議
で
「
即
位
の
礼
委
員
会
」
設
置
を
決
定
し
、

初
会
合
を
開
く
。

天
皇
に
戦
争
責
任
は
あ
る
と
思
う
と
発
言
し
た
長
崎
市

長
、
本
島
等
が
右
翼
幹
部
に
短
銃
で
撃
た
れ
重
傷
。

第
三
十
九
回
衆
院
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
自
由
民
主
党
が
安
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月

日

三
月
一
五
日

月

日

定
多
数
を
確
保
。
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ソ
連
・
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
最
高
会
議
、
一
九
四

O
年
の

ソ
連
併
合
を
無
効
で
あ
る
と
し
て
独
立
を
宣
言
。

ソ
連
の
臨
時
人
民
代
議
員
大
会
で
行
わ
れ
た
大
統
領
選
挙

で
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
最
高
会
議
議
長
兼
共
産
党
書
記
長
が

初
代
大
統
領
に
選
出
さ
れ
就
任
。

ア
フ
リ
カ
最
後
の
値
民
地
ナ
ミ
ピ
ア
が
独
立
を
宣
言
。



戦
争
と
平
和
に
か
か
わ
る
心
理
学
史
の
文
献

心
理
学
（
者
）
が
戦
争
や
平
和
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
持
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
の
平
和
心
理
学
関
係
年
表
を
も

と
に
さ
ら
に
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
以
下
の
文
献
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
回

九
六

『
心
均
学
史
』

岩
波
書
店
。

恵

ヒ
ュ
ー
ズ
・
ア
ド
ル
ノ
・
マ
ン
ド
ラ
｜
・
ヤ
ホ
ダ
荒
川
幾
男
・
山
口
節
郎
・
近
藤
邦
夫
・
今
防
人
（
訳
）

心
理
学
者
［
知
識
人
の
大
移
動
二
］
』
み
す
ず
書
房
。

［
2
3
Z－
O
O
Z
E－
h
w
E
q
p
F
S
E
B
E
E
S
S
R
S
E
E
Eご
豆
町
還
を
ご

m
g
y
Eミ

h
S
3．2
・
N
Uき
｜
』
盗
む
・

P
Z
E問。．

玄白回目白

nzc曲
2
3
4町
内
∞
巴

FS曲目》ヲ・
2
凹

C
『
出
血
ヨ
白

E
C
E
S司ω
－q
句
『

0
8・］

九
七

『
（
亡
命
の
現
代
史

四
）
社
会
科
学
者
・

古
賀
行
義
（
編
著
）

一
九
七
四

『
現
代
心
理
学
の
群
像
｜
｜
人
と
そ
の
業
績
』
協
同
出
版
。

日
本
心
理
学
会
（
編
）

『
日
本
心
理
学
会
五
十
年
史
［
第
一
部
］
』

金
子
書
房
。

一
九
八

O

鶴
田
正
一
－
九
八

O

「
海
軍
に
お
け
る
心
理
学
的
研
究
」
『
応
用
心
理
学
研
究
』
五
号
、
二
七
l
一
二
三
頁
。

［ロ
Z
E
E－
2
0宵
z
s
g司
anFO］

O間一円白
Z
Z身
E
E
E
Z
R
Z
S
M、
・
》
吉
道
語
、

2
3ミ
ミ
弘
司
、
$
民
昂
」
ミ
ミ
旦
時
UJZP日
e

官
官
－
N
吋

S
E
Y
Eロ
巾

ω巾
｝
］

石
田
幸
平
｛
訳
）
一
九
八

O

『
心
理
学
と
社
会
ー
ー
そ
の
歴
史
と
現
代
の
課
題
』
新
曜
社
。

［叶

F05月・
2
白
5
5
3
3
R
P。～。
hた
な
丸
町
、

S
S
3
5
P抱
宗
門

E
b・
出
国
同
国
宮
司
同
一
因
。

R
S
Eコ
Z
E
P
ヨ
ヨ
〈
E
a・］

ト

メ

城
戸
幡
太
郎

『
教
育
心
理
学
へ
の
反
省
と
期
待
』

教
育
出
版
。

九
八
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決
議
・
声
明
・
ア
ピ
ー
ル

だ
き
た
い
。

こ
こ
に
掲
載
し
た
決
議
・
声
明
・
ア
ピ
ー
ル
の
背
景
や
経
緯
、
典
拠
に
つ
い
て
は
、
欧
文
篇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
文
書
に
添
え
ら
れ
た
解
説
を
参
照
し
て
い
た

一
、
人
間
性
と
平
和

l
l心
理
学
者
の
声
明

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
一
九
四
五
年
）

永
続
す
る
平
和
へ
の
人
間
の
要
求
に
導
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間

性
の
学
徒
は
、
平
和
計
画
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
十
個
の
、

関
連
基
本
原
則
を
主
張
す
る
。
そ
の
無
視
は
、
新
し
い
戦
争
を
生
む
。

わ
れ
ら
の
政
治
指
導
者
が
、
い
か
に
善
意
に
満
ち
て
い
よ
う
と
も
。

（
一
）
戦
争
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
争
は
人
間
の
な
か
に
生

み
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
な
か
へ
組
み
込
ま
れ
る

も
の
で
あ
る
。

不
可
避
的
に
好
戦
的
な
人
種
、
民
族
あ
る
い
は
社
会
集
団
な
ど
と

い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
攻
撃
的
な
戦
争
の
根
底
に
横

た
わ
る
欲
求
不
満
や
利
害
の
葛
藤
は
、
社
会
工
学
に
よ
っ
て
低
減
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
方
向
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間

は
そ
の
野
望
を
人
間
的
な
協
力
の
枠
内
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
人
間
は
自
ら
の
目
的
達
成
を
妨
げ
る
自
然
の
障
害
に
対
し

て
、
そ
の
攻
撃
力
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
恒
久
平
和
を
目
指
す
に
は
、
来
る
べ
き
世
代
に
こ
そ
注
意
の

第
一
の
焦
点
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
ど
も
た
ち
は
可
塑
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
容
易
に
、
統
一
の
諸
シ

ン
ボ
ル
と
、
帝
国
主
義
、
偏
見
、
不
安
定
お
よ
び
無
知
の
も
っ
と
も

少
な
い
国
際
的
思
考
方
法
と
を
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
と
な
た

ち
に
訴
え
る
に
は
、
主
要
な
力
点
を
、
新
し
い
世
代
に
ふ
さ
わ
し
い

経
済
、
政
治
、
教
育
の
計
画
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
お

と
な
た
ち
は
、
概
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

よ
り
よ
い
条
件
と
機
会
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
三
）
人
種
的
、
民
族
的
、
お
よ
び
集
団
的
憎
悪
は
、
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で
、
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
育
と
経
験
を
通
じ
て
、
人
び
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
ロ
シ
ア
人
、

日
本
人
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ユ
ダ
ヤ
、
黒
人
に
関
す
る
彼
ら
の
偏
っ
た

観
念
が
、
誤
解
あ
る
い
は
全
く
の
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
学
習
で
き
る
。

彼
ら
は
、
一
つ
の
人
種
的
、
民
族
的
あ
る
い
は
文
化
的
集
団
に
属
す

る
人
び
と
が
、
基
本
的
に
は
他
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
同
様
で
あ
り
、

同
じ
問
題
、
希
望
、
抱
負
お
よ
び
要
求
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
学
習

で
き
る
。
偏
見
は
、
態
度
の
問
題
で
あ
り
、
態
度
は
相
当
程
度
ま
で
、

訓
練
と
情
報
の
問
題
で
あ
る
。

（
四
）
「
劣
等
」
集
団
に
対
す
る
優
越
感
を
秘
め
た
へ
り
く
だ
り
は
、

永
続
的
な
平
和
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
機
会
を
破
壊
す
る
。

白
人
は
「
白
人
の
義
務
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
英
語
を
話
す
人
び
と
は
、
世
界
の
人
口
の
わ
ず
か
十

分
の
一
で
あ
る
。
白
色
人
の
人
口
は
わ
ず
か
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。

安
定
し
た
平
和
へ
の
究
極
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ジ
ア
と
ア

フ
リ
カ
の
膨
大
な
有
色
人
口
で
あ
る
。
彼
ら
は
す
で
に
、
ど
こ
ま
で

も
自
立
し
た
力
で
彼
ら
自
身
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
方
向
へ
動
き
出

し
て
い
る
。
人
間
家
族
の
す
べ
て
の
支
族
が
、
よ
り
対
等
な
資
格
で

集
団
的
安
全
計
画
に
関
与
し
て
い
く
時
代
が
や
っ
て
き
た
。

（
五
）
解
放
さ
れ
た
国
の
人
民
も
敵
国
の
人
民
も
、
彼
ら
自
身
の
将

来
を
定
め
る
計
画
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
放
さ
れ
た
国
お
よ
び
敵
国
の
人
民
に
対
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
、

彼
ら
の
関
与
を
許
さ
な
い
、
完
全
に
外
部
か
ら
の
権
威
は
、
容
認
さ

れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
っ
そ
う
平
和
の
崩
壊
を
ま
ね
く
だ
け
で

あ
る
。
す
べ
て
の
国
ぐ
に
の
一
般
の
人
民
は
、
彼
ら
の
政
治
的
経
済

的
未
来
が
、
彼
ら
自
身
と
彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
確
か
な

希
望
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
自

ら
が
そ
の
達
成
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
六
）
敗
戦
国
の
人
び
と
の
混
乱
は
、
賞
と
罰
の
適
用
に
関
し
て
、

明
確
さ
と
一
貫
性
と
を
求
め
て
い
る
。

ド
イ
ツ
人
と
日
本
人
が
、
彼
ら
の
地
位
に
当
惑
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

再
建
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
す
っ
き
り
し
た
、
誰
に
も
よ
く
分
か
る
戦

争
犯
罪
の
規
定
は
、
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
。
い
ま
必
要
な
政
策
は
、

有
罪
判
決
を
う
け
た
者
に
対
し
て
一
貫
し
た
厳
し
さ
を
、
民
主
主
義

的
人
材
に
対
し
て
は
一
貫
し
た
公
式
の
友
情
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

（
七
）
も
し
適
正
に
管
理
さ
れ
れ
ば
、
援
助
と
復
権
は
、
自
己
信
頼

と
協
力
と
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
不
適
切
な
ら

ば
、
恨
み
と
嫌
悪
を
ま
ね
く
。

解
放
さ
れ
た
国
の
人
民
（
お
よ
び
敵
国
の
人
民
）
は
、
彼
ら
の
受

け
る
食
料
品
と
援
助
の
た
め
に
、
自
尊
心
を
保
ち
な
が
ら
働
く
機
会

が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
恵
与
を
、
労
せ
ず
に
得
た
慈
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善
、
ド
ル
帝
国
主
義
あ
る
い
は
贈
賄
と
み
な
す
た
め
に
、

心
に
苦
々
し
き
と
恨
み
を
宿
す
こ
と
に
な
る
。
何
び
と
も
こ
の
よ
う

な
自
尊
心
の
傷
痕
に
長
く
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
八
）
す
べ
て
の
大
陸
の
一
般
人
民
の
心
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
願

い
は
、
平
和
づ
く
り
へ
の
最
も
安
全
な
道
標
で
あ
る
。

ふ
つ
う
の
人
間
に
対
す
る
無
礼
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
専
制
政
治
の
特
徴
で
あ
る
。
市
井
の
人
は
複
雑
な
経
済
と
政
治

の
仕
組
み
を
理
解
し
た
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
自
分
が
進
も
う
と
し

て
い
る
一
般
的
な
方
向
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
。

彼
の
意
志
は
（
世
論
調
査
の
実
施
に
よ
っ
て
）
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
表
明
さ
れ
る
希
望
こ
そ
、
将
来
の
政
治
の
主
要
な
道
標

に
な
る
だ
ろ
う
。

（
九
）
人
間
関
係
の
動
向
は
、
つ
ね
に
、
集
団
的
安
全
の
よ
り
広
範

な
単
位
を
め
ざ
し
て
い
る
。

穴
居
人
の
時
代
か
ら
二
十
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
は
だ
ん
だ

ん
と
大
き
な
労
働
集
団
お
よ
び
生
活
集
団
を
形
成
し
て
き
た
。
家
族

は
氏
族
に
、
氏
族
は
州
に
、
州
は
国
家
に
合
併
さ
れ
た
。
合
衆
国
の

各
州
は
、
相
互
の
安
全
に
対
す
る
四
十
八
の
脅
威
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
現
に
、
共
同
し
て
い
る
。
現
在
こ
の
時
点
で
、
大
多
数
の
わ
が

国
人
民
は
、
地
域
組
織
と
世
界
組
織
を
つ
く
る
機
は
ま
さ
に
熟
し
た

と
考
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
そ
の
主
導
権
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と

い
つ
か
内

信
じ
て
い
る
。

（
十
）
い
ま
す
ぐ
実
行
に
移
せ
ば
、
戦
後
の
虚
脱
と
反
動
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

実
行
行
為
を
結
び
つ
け
、
い
ま
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
さ
な

け
れ
ば
、
人
び
と
は
国
際
問
題
に
顔
を
そ
む
け
、
ふ
た
た
び
狭
い
利

害
に
心
を
奪
わ
れ
る
あ
の
戦
後
の
傾
向
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
新
し
い
戦
後
偏
狭
へ
の
退
行
が
お
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
新
し
い
世

界
戦
争
の
た
め
の
条
件
を
ま
た
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い

ま
こ
そ
、
こ
の
後
退
を
防
ぐ
時
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
達
成
し
よ

う
と
す
る
目
標
は
、
連
帯
行
動
を
通
じ
て
、
世
界
の
人
民
の
聞
に
拡

大
す
る
統
一
を
断
じ
て
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
に
送
る
平
和
の
ア
ッ
ピ
ー
ル

（
日
本
・
一
九
五

O
年）

料資

敬
愛
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
心
理
学
者
諸
兄
に
日
本
の
心
理
学

者
の
挨
拶
を
送
る
機
会
を
得
た
こ
と
を
悦
び
ま
す
。
戦
后
我
々
日
本

の
心
理
学
者
達
は
日
本
を
民
主
化
し
学
問
の
自
由
を
確
立
す
る
た
め
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に
し
ん
け
ん
に
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
は
日
本
に
お
け
る
こ
の

学
問
の
自
由
の
確
立
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
平
和
を
愛
好
す

る
科
学
者
達
が
大
き
な
寄
輿
を
な
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。
現
在
、
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
心
理
学
者
は
我
々
の
学
問
を
さ

ら
に
高
め
る
た
め
に
全
世
界
の
学
界
と
一
日
も
早
く
自
由
な
学
問
的

交
流
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
お
り
ま
す
。

し
か
る
に
第
三
次
世
界
戦
争
の
切
迫
に
つ
い
て
の
最
近
の
報
道
は

日
本
の
科
学
者
を
深
く
心
痛
せ
し
め
て
お
り
再
び
過
去
の
暗
黒
に
ひ

き
も
ど
さ
れ
る
危
険
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
「
攻
撃
」
は
人
間
の
本
能
で

は
な
く
こ
の
様
な
行
動
が
多
く
歴
史
的
社
会
的
傑
件
に
よ
る
の
で
あ

る
事
を
我
々
は
知
っ
て
い
ま
す
。

我
々
は
あ
ら
ゆ
る
形
の
戦
争
に
反
対
し
ま
す
。
我
々
は
ア
メ
リ
カ

合
衆
園
の
多
く
の
良
心
的
科
学
者
が
平
和
の
た
め
に
立
上
っ
た
と
い

う
報
道
に
よ
り
非
常
に
勇
気
ず
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
日
本
の
心
理
学
者
の
平
和
え
の
意
志
を
表
明

し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
諸
兄
が
こ
れ
に
対
し
て
大
い
な
る
激
励
と
協

力
を
送
ら
れ
ん
こ
と
を
念
願
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

一
九
五

O
年
四
月
三
日

＝
一
、
決
議
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（
デ
ン
マ
ー
ク
・
一
九
六
一
年
）

心
理
学
者
の
国
際
集
会
と
し
て
本
学
会
は
、
核
戦
争
の
危
機
の
増

大
に
と
っ
て
の
心
理
学
的
諸
要
因
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
本
学
会

は
あ
ら
ゆ
る
国
の
心
理
学
者
に
対
し
て
、
国
際
的
緊
張
の
科
学
的
理

解
と
緊
張
緩
和
に
諸
力
と
専
門
諸
能
力
を
さ
さ
げ
る
よ
う
要
請
す
る

も
の
で
あ
る
。

四
、
声
明

（
日
本
・

一
九
六
二
年
）

パ
グ
ウ
オ
ツ
シ
ュ
及
び
科
学
者
京
都
会
議
に
お
い
て
、
核
兵
器
に

よ
る
人
類
の
危
機
に
関
す
る
専
門
的
立
場
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
、

世
界
平
和
の
た
め
の
努
力
が
科
学
者
の
責
任
で
あ
る
と
声
明
さ
れ
ま

し
た
。
オ
ス
グ
ッ
ド
教
授
等
も
昨
年
の
国
際
応
用
心
理
学
会
に
お
い

て
心
理
学
者
も
広
い
視
野
を
持
っ
て
専
門
の
立
場
か
ら
世
界
の
平
和



に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
達
日
本

の
心
理
学
者
も
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
心
理
学
を
通
し
て
研
究

的
活
動
を
行
な
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
こ
れ
ら

の
問
題
に
関
す
る
種
々
の
研
究
会
や
そ
の
成
果
の
発
表
を
通
じ
て
、

日
本
の
現
状
に
則
し
た
活
動
を
行
な
っ
て
い
く
積
り
で
お
り
ま
す
。

皆
様
の
積
極
的
御
参
ノ
加
と
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

一
九
六
二
年
七
月
一
一
日

五
、
佐
藤
首
相
に
た
い
す
る
抗
議
文

（
日
本
・

一
九
六
五
年
）

わ
れ
わ
れ
下
記
署
名
者
は
、
平
和
を
愛
す
る
日
本
の
心
理
学
者
と

し
て
、
あ
な
た
に
次
の
こ
と
を
訴
え
ま
す
。

一
、
ベ
ト
ナ
ム
人
民
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
残
虐
な
攻
撃
は
、

と
く
に
本
年
二
月
八
日
の
北
爆
以
来
、
日
に
日
に
拡
大
し
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
今
日
で
は
、
沖
縄
を
は
じ
め
わ
が
国
各
地
の
港
湾

や
飛
行
場
が
、
こ
の
侵
略
的
攻
撃
の
た
め
の
基
地
に
な
っ
て
お
り
、

ま
す
ま
す
お
お
く
の
日
本
人
が
、
新
し
い
戦
争
に
た
い
す
る
不
吉

な
予
感
と
不
安
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
り

ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
な
た
が
日
本
国
民
の
代
表
と
し
て
、
こ
の

事
態
を
黙
認
せ
ず
、
い
ま
こ
そ
毅
然
た
る
態
度
で
、
ア
メ
リ
カ
政

府
の
非
人
道
的
な
対
ベ
ト
ナ
ム
政
策
に
、
も
っ
と
も
き
び
し
い
批

判
と
抗
議
を
く
わ
え
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

二
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
政
府
が
、
わ
が
国
の
諸
施
設
や
人
員
を
動
員

し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
の
諸
国
に
た
い
す
る
ア
メ
リ

カ
の
軍
事
行
動
に
す
す
ん
で
加
担
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
厳
重
に

抗
議
し
ま
す
。

三
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
政
府
が
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
の
平
和
解
決
の
た

め
に
、
外
交
の
う
え
で
、
積
極
的
な
役
割
を
は
た
す
よ
う
要
求
し

ま
す
。

昭
和
四

O
年
一

O
月
七
日日

本
心
理
学
者
平
和
協
議
会
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六
、
心
理
学
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル

（
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
・

一
九
六
六
年
）

す
べ
て
の
善
意
の
人
び
と
と
同
様
に
、
心
理
学
者
は
、
核
戦
争
に

恐
怖
し
、
国
際
平
和
と
国
際
理
解
の
世
界
で
生
き
た
い
と
願
っ
て
い

る
。
生
物
学
と
社
会
科
学
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
と
も
に
、
心
理
学

者
の
研
究
上
の
発
見
と
獲
得
し
て
き
た
科
学
的
知
識
と
が
も
っ
実
践

的
な
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
や
、
心
理
学
者
は
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
特

別
な
責
任
を
担
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
の
な
か
で
、
心
理

学
は
も
っ
と
も
人
間
の
問
題
に
専
念
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理

学
者
は
人
び
と
の
精
神
的
か
つ
社
会
的
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
人
び
と
の
潜
在
力
の
実
現
に
専
門
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
理

性
は
、
心
理
学
者
に
専
門
的
責
任
の
一
つ
と
し
て
、
人
間
の
生
存
に

つ
い
て
考
察
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
心
理
学
者
は
そ
の
知
識
が
平
和
の
問
題
に
関
係
し

て
い
る
唯
一
の
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
現
在
の

国
際
情
勢
が
提
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
な
諸
問
題
に
答
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
意
味
し
な
い
。
国
際
情
勢
に
は
非
常
に
重
要
な
経
済
的
、

政
治
的
そ
し
て
歴
史
的
な
数
多
く
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
あ
り
、
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
対
し
心
理
学
者
は
特
別
な
能
力
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
国
際
関
係
に
お
い
て

心
理
的
な
要
因
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
問
題
の
一
部

は
心
理
学
者
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
心
理
学
者
は
、
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
国
際
緊
張
の
諸
原
因

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
何
百
万
人
も
の
人
び
と
の
死
滅

を
ま
ね
く
新
た
な
世
界
大
戦
の
危
機
を
減
少
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る

よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
理
由
の
た
め
、
国
際
心
理
科
学
連
合
の
常
任
委
員
会
は
、
全

世
界
の
心
理
学
者
に
た
い
し
て
と
同
様
に
、
大
部
分
の
地
理
的
区
域

と
経
済
的
か
つ
社
会
的
シ
ス
テ
ム
を
代
表
す
る
三
十
カ
国
の
心
理
学

会
に
た
い
し
以
下
の
ア
ピ
ー
ル
を
お
く
る
。
「
心
理
学
者
は
、
そ
の
専

門
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
迫
り
く
る
新
た
な
戦
争
の
脅
威
の
減
少
に
、
そ

し
て
、
全
世
界
に
お
い
て
平
和
の
可
能
性
の
拡
大
に
向
か
わ
せ
よ
」

シ」。
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わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
活
動
形
態
を
提
案
す
る
。
そ
の
第
一
の
も

の
は
、
大
多
数
の
心
理
学
者
に
支
持
さ
れ
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も

一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
い
く
つ

か
の
結
論
を
普
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
、
戦
争

も
し
く
は
破
壊
に
必
然
的
に
人
間
を
導
く
、
不
変
の
性
向
も
し
く
は

本
能
は
人
間
の
中
に
は
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
り
、
経
済
的
お
よ
び



社
会
的
発
展
を
不
可
能
に
す
る
基
本
的
劣
等
性
は
ど
の
人
種
、
民
族

も
し
く
は
社
会
集
団
に
も
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
り
、
ま
た
、
人
種

間
と
民
族
聞
の
協
調
と
理
解
を
不
可
能
に
す
る
不
変
な
人
間
特
性
は

な
い
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

そ
の
第
二
に
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
を
、
ま
た
、
さ
ら
に

よ
り
多
く
の
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
心
理
学

者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
必
要
な
知
識
の
一
部
分
の
み
に
相
当
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
理
学
者
は
大
至
急
、
平
和
を
脅
か

す
態
度
と
偏
見
に
つ
い
て
、
そ
し
て
一
般
的
に
は
、
国
際
協
調
と
国

際
理
解
を
危
う
く
す
る
心
理
的
要
因
に
つ
い
て
、
ま
た
、
国
際
理
解

を
促
進
す
る
技
術
や
試
み
に
つ
い
て
、
科
学
的
研
究
を
組
織
し
、
促

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

心
理
学
者
は
、
こ
の
二
つ
の
活
動
に
取
り
か
か
り
、
外
国
の
同
僚

と
緊
密
で
効
果
的
な
協
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
国
際
協
力
か
ら
恩
恵
を
受
け

る
で
あ
ろ
う
。

国
際
心
理
科
学
連
合
は
、

る
た
め
の
用
意
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
協
力
を
確
立
し
、

促
進
す

七
、
核
凍
結
決
議

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
一
九
八
二
年
）

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
は
、
（
l
）
核
軍
備
拡
大
競
争
の
即
時
停
止
に

関
す
る
米
ソ
二
国
間
交
渉
を
ソ
ビ
エ
ト
に
た
い
し
提
案
す
る
よ
う
ア

メ
リ
カ
大
統
領
に
要
求
す
る
。
と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
核
弾
頭
、
ミ

サ
イ
ル
お
よ
び
運
搬
系
統
の
今
後
の
実
験
、
製
造
、
お
よ
び
配
備
を

す
べ
て
相
互
に
即
時
凍
結
す
る
こ
と
を
両
国
に
要
求
す
る
。
ま
た
、

（2
）
節
約
さ
れ
た
財
源
を
民
生
費
に
ま
わ
す
よ
う
政
府
と
議
会
に

要
求
す
る
。
同
時
に
、
政
府
と
議
会
は
労
働
者
や
経
営
者
、
地
域
社

会
と
共
同
し
て
、
核
軍
需
産
業
を
民
需
に
転
換
す
る
計
画
を
展
開
し
、

そ
れ
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
国
民
経
済
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
地
方
、
州
、
連
邦
で
選
出
さ
れ
た
議
員
に
こ

の
決
議
を
公
的
に
支
持
す
る
よ
う
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
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八
、
平
和
を
求
め
る
心
理
学
者

（
メ
キ
シ
コ
・
一
九
八
四
年
）

心
理
学
は
人
間
科
学
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
時
間
的
に
も
理
論
的

に
も
世
界
的
な
広
が
り
が
あ
る
。

そ
し
て
精
神
と
行
動
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
が
ひ
と
つ
の

科
学
へ
と
進
化
し
て
き
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
ひ
と
つ
の
人

間
性
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

今
日
、
戦
争
に
よ
っ
て
社
会
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
き
、
声
を
ひ

と
つ
に
し
て
訴
え
る
。

核
戦
争
の
生
存
者
の
生
活
が
正
常
で
あ
り
、
人
間
的
で
あ
る
と
い

う
の
は
作
り
ご
と
で
あ
る
。
社
会
制
度
の
崩
壊
と
文
化
の
破
滅
の
な

か
で
、
愛
す
る
者
が
全
滅
し
た
り
、
家
庭
を
な
く
し
た
り
、
日
ご
ろ

親
し
ん
で
い
る
生
活
様
式
が
抹
殺
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
起
こ
っ
た

あ
と
に
、
精
神
が
無
傷
の
ま
ま
生
き
な
が
ら
え
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
戦
争
好
き
と
い
う
遺
伝
子
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
。

国
際
会
議
中
に
会
合
を
も
っ
た
、
三
十
ヵ
国
以
上
の
心
理
学
者
で

あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
心
理
科
学
連
合
の
す
べ
て
の
団
体
に
つ
ぎ

の
こ
と
を
要
請
す
る
よ
う
国
際
心
理
科
学
連
合
総
会
に
訴
え
る
も
の

で
あ
る
。
平
和
の
た
め
の
闘
争
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る

組
織
、
機
関
お
よ
び
学
会
員
を
参
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
和
の

た
め
に
闘
う
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
。

国
際
心
理
科
学
連
合
の
な
か
に
「
平
和
を
求
め
核
戦
争
に
反
対
す

る
心
理
学
者
」
と
い
う
名
の
委
員
会
あ
る
い
は
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

ー
プ
を
設
置
す
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
よ
う
。

所
属
諸
学
会
は
、
こ
の
委
員
会
へ
の
参
加
者
を
指
名
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
本
委
員
会
の
主
要
な
任
務
は
、
「
平
和
の
心
理
学
」
に

関
す
る
研
究
の
組
織
化
、
様
ざ
ま
な
国
に
お
け
る
比
較
研
究
の
国
際

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
、
お
よ
び
国
際
的
あ
る
い
は
一
国
内
の
心
理

学
会
議
の
枠
組
み
の
な
か
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
集
会
を
組
織
す
る
こ

と
で
あ
る
。
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九
、
暴
力
に
つ
い
て
の
声
明

（
ス
ペ
イ
ン
・

一
九
八
六
年
）

人
類
の
最
も
危
険
で
破
壊
的
な
活
動
で
あ
る
暴
力
と
戦
争
に
つ
い



て
わ
れ
わ
れ
の
専
門
領
域
か
ら
発
言
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
責
任

で
あ
る
と
の
信
念
と
、
科
学
は
人
間
の
文
化
的
所
産
の
一
つ
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
決
定
的
で
も
な
く
包
括
的
で
も
あ
り
え
な
い
と
の
認
識

に
立
ち
、
セ
ピ
リ
ア
の
当
局
と
ス
ペ
イ
ン
の
ユ
ネ
ス
コ
代
表
の
援
助

に
感
謝
の
意
を
表
明
し
て
、
わ
れ
わ
れ
、
以
下
に
署
名
し
た
各
国
の

関
連
諸
領
域
の
科
学
研
究
者
は
、
会
合
を
聞
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
暴

力
に
つ
い
て
の
声
明
」
を
発
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
な
か
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
学
問
領
域
の
者
で
さ
え
用
い
て
き
た
、
暴
力
と
戦
争
を

正
当
化
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
結
論
に
わ
れ
わ
れ
は
挑
戦

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
申
し
立
て
ら
れ
て
き
た
結
論
は
わ
れ
わ
れ
の

時
代
に
悲
観
主
義
的
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
の
に
役
立
っ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
ら
の
誤
っ
た
意
見
に
対
し
て
、
十
分
に
検
討
さ
れ
た
否

定
を
公
然
と
行
う
こ
と
は
、
国
際
平
和
年
へ
の
有
意
義
な
貢
献
で
あ

る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

暴
力
と
戦
争
を
正
当
化
す
る
た
め
に
科
学
的
な
理
論
や
デ

l
タ
を

悪
用
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
近
代
科
学
が

始
ま
っ
た
時
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
進
化
論

は
、
戦
争
だ
け
で
な
く
集
団
大
量
虐
殺
、
植
民
地
主
義
、
弱
者
抑
圧

を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
立
場
を
五
つ
の
命
題
と
い
う
か
た
ち
で
言

明
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
暴
力
と
戦
争
に
つ
い
て
効

果
的
に
発
言
し
う
る
事
柄
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
最
も
大
切
な
第
一
歩
だ
と
思
わ

れ
る
こ
と
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

人
間
は
祖
先
の
動
物
か
ら
戦
争
す
る
傾
向
を
受
け
継
い
で
い
る
と

述
べ
る
こ
と
は
科
学
的
に
誤
り
で
あ
る
。
争
い
は
動
物
の
あ
ら
ゆ
る

種
に
ひ
ろ
く
起
こ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
一
種
内
の
組
織
集
団
の

間
で
の
破
壊
的
な
争
い
は
自
然
の
ま
ま
に
生
活
し
て
い
る
種
に
お
け

る
ご
く
僅
か
の
報
告
が
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
武
器
と
し
て
道
具
を
用
い

て
い
る
例
は
な
い
。
他
の
種
に
対
す
る
通
常
の
捕
食
行
動
は
、
同
一

種
内
の
暴
力
と
同
列
で
は
あ
り
え
な
い
。
戦
争
は
人
間
固
有
の
現
象

で
あ
っ
て
、
他
の
動
物
に
は
み
ら
れ
な
い
。

戦
争
が
時
代
に
よ
っ
て
急
激
に
変
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実

は
、
そ
れ
が
文
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
生
物

学
的
結
合
は
本
来
、
集
団
の
協
同
、
技
術
の
伝
達
、
道
具
の
使
用
を

可
能
に
し
た
言
語
を
と
お
し
て
で
あ
る
。
戦
争
は
生
物
学
的
に
可
能

な
の
で
あ
る
が
、
時
間
と
場
所
に
よ
っ
て
そ
の
生
起
や
性
質
が
多
様

で
あ
る
こ
と
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
不
可
避
な
も
の

で
は
な
い
。
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
戦
争
に
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
文

化
が
あ
り
、
あ
る
時
期
に
は
頻
繁
に
戦
争
に
か
か
わ
っ
て
い
た
が
別

の
時
期
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
文
化
が
あ
る
。

戦
争
あ
る
い
は
そ
の
他
の
い
か
な
る
暴
力
的
行
動
に
つ
い
て
人
間

料資第lII部155 



の
本
性
の
中
に
遺
伝
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と

は
、
科
学
的
に
誤
り
で
あ
る
。
遺
伝
子
は
神
経
系
機
能
の
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
に
関
係
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
生
態
的
・
社
会
的
環
境
と
結

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
化
さ
れ
る
発
達
的
な
潜
在
的
能
力

を
用
意
す
る
。
経
験
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
傾
向
は
個
人
に
よ
っ

て
多
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
遺
伝
的
な
素
質
と
生
育
の
条
件
と
の
相

互
作
用
こ
そ
が
人
格
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
れ
な
病
理
的
異
常

は
別
に
し
て
、
遺
伝
子
が
、
必
然
的
に
暴
力
を
起
こ
し
ゃ
す
い
個
人

を
作
り
出
す
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
と
は
反
対
の
個
人
を
決
定
す
る

わ
け
で
も
な
い
。
遺
伝
子
は
行
動
の
諸
能
力
を
打
ち
立
て
る
た
め
に

と
も
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
所
産
は
遺
伝
子
の
み
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
間
の
進
化
の
過
程
に
お
い
て
攻
撃
行
動
が
他
の
種
類
の
行
動
よ

り
も
選
択
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
科
学
的
に

誤
り
で
あ
る
。
十
分
に
研
究
さ
れ
た
種
に
お
い
て
は
す
べ
て
、
集
団

内
の
地
位
は
、
協
力
し
そ
の
集
団
の
構
造
に
関
連
し
た
社
会
的
機
能

を
満
た
す
能
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。
「
支
配
」
は
社
会
的
な

き
ず
な
と
関
係
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
攻
撃
行
動
を
含
む
と
は

い
え
、
た
ん
に
優
れ
た
身
体
的
力
の
所
有
や
行
使
の
問
題
で
は
な
い
。

攻
撃
行
動
へ
の
遺
伝
的
選
択
が
動
物
に
お
い
て
人
為
的
に
実
施
さ
れ

た
場
合
、
過
度
に
攻
撃
的
な
個
体
を
作
り
出
す
こ
と
は
急
速
に
成
功

し
て
き
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
攻
撃
が
自
然
条
件
の
も
と
で
最
大

限
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
実
験
的
に
作
ら
れ
た
過
度
に
攻
撃
的
な
動
物
は
、
あ
る
社
会
集
団

の
な
か
に
入
っ
た
と
き
、
そ
の
社
会
構
造
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
か
、

放
逐
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
暴
力
は
、
わ
れ
わ
れ
の
進
化
の
遺
産
の
な

か
に
は
な
く
、
遺
伝
子
の
な
か
に
も
な
い
。

人
間
は
「
暴
力
的
な
脳
」
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
科

学
的
に
誤
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
暴
力
的
に
働
く
神
経
装
置
を
持

つ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
内
的
あ
る
い
は
外
的
な
諸
刺
激
に
よ
っ
て

自
動
的
に
活
性
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
の
動
物
た
ち
と
は
異
な

り
、
高
等
な
霊
長
自
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
高
次
神
経
過
程
は
、

そ
の
よ
う
な
刺
激
を
そ
れ
が
作
用
す
る
前
に
漏
過
す
る
。
わ
れ
わ
れ

が
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
条
件
づ

け
ら
れ
社
会
化
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

神
経
生
理
学
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
を
暴
力
的
に
反
応
す
る
よ
う

強
要
し
て
い
る
も
の
は
伺
も
な
い
。

戦
争
は
「
本
能
」
あ
る
い
は
単
一
の
動
機
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
科
学
的
に
誤
り
で
あ
る
。
近
代
戦
争
の
出

現
は
、
と
き
に
は
「
本
能
」
と
呼
ば
れ
た
情
動
的
・
動
機
的
要
因
の

優
位
か
ら
、
認
知
的
要
因
の
優
位
へ
と
推
移
す
る
行
程
で
あ
っ
た
。

近
代
戦
争
は
、
服
従
・
被
暗
示
性
・
理
想
主
義
な
ど
の
個
人
的
特
性
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と
、
言
語
な
ど
の
社
会
的
ス
キ
ル
、
経
費
計
算
・
計
画
・
情
報
処
理

な
ど
の
合
理
的
考
慮
を
制
度
的
に
利
用
す
る
。
近
代
戦
争
の
技
術
は
、

戦
闘
員
の
訓
練
に
お
い
て
も
一
般
人
の
戦
争
支
持
を
準
備
す
る
と
き

に
も
、
暴
力
と
結
び
つ
く
特
性
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
の
強
調
の
結

果
、
そ
の
よ
う
な
特
性
は
、
そ
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
の
に
、
む
し

ろ
原
因
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
結
論
は
、
生
物
学
は
、
戦
争
に
対
し
て
人
間
性
に
罪

が
あ
る
と
す
る
根
拠
と
は
な
ら
ず
、
人
類
は
、
生
物
学
的
悲
観
主
義

の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
こ
の
国
際
平
和
年
以
降
の
年
に
必
要
と
さ

れ
る
変
革
の
諸
課
題
に
自
信
を
も
っ
て
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
お
も
に
制
度

的
・
集
団
的
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
関
係
者
一
人
ひ
と

り
の
意
識
次
第
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
悲
観
主
義
か
楽
観
主
義
か
が

き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
。
「
戦
争
は
人
の
心
の
中
で
生
ま
れ

る
」
よ
う
に
、
平
和
も
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
。
戦
争
を

生
み
出
し
た
種
は
、
平
和
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
の
責
任
は
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
に
か
か
っ
て
い
る
。

料資

一
九
八
六
年
五
月
一
六
日
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あ
と
が
き

「
平
和
の
た
め
の
心
理
学
者
懇
談
会
」
が
つ
く
ら
れ
、
曲
が
り
な
り
に
も
会
報
を
だ
し
、
月
例
会
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八

五
年
か
ら
だ
っ
た
と
思
う
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
前
年
の
八
四
年
の
ア
カ
プ
ル
コ
で
聞
か
れ
た
第
二
十
三
回
国
際
心
理
学
会
議
へ
の
参
J

加
で
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
の
会
議
は
そ
の
後
の
日
本
の
「
平
和
心
理
学
」
を
考
え
た
ば
あ
い
、
重
要
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
国
際
心
理
学
会
議
で
、
は
じ
め

て
「
平
和
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
二
本
も
た
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
会
議
の
開
催
さ
れ
た
一
週
間
、
午
後
五
時
か
ら
連
夜
、
「
平
和

を
求
め
る
心
理
学
者
の
集
い
」
が
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。
三
十
ヵ
国
以
上
の
心
理
学
者
が
一
堂
に
会
し
て
、
平
和
を
論
じ
、
核
戦
争
を
憂
え
、
反

核
平
和
研
究
の
在
り
方
を
討
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
熱
気
を
も
ち
帰
っ
て
、
周
辺
の
研
究
者
に
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
と
び
つ
い
て
き
た
の
が
、

一
群
の
若
手
研
究
者
（
若
手
と
は
い
え
な
い
人
も
い
た
が
）
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
平
和
の
た
め
の
心
理
学
者
懇
談
会
」
は
こ
れ
ら
若
手
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
全
国
に
よ
び
か
け
ら
れ
、
ア
カ
プ
ル
コ
会
議
後
、
一
年
を

経
ず
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
ま
さ
に
「
若
さ
は
力
」
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
後
の
こ
の
会
の
活
動
は
め
ざ
ま
し
い
。
八
六
年
以

降
、
毎
年
日
本
心
理
学
会
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
、
日
本
教
育
心
理
学
会
の
「
自
主
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
、
と
き
に
は
日
本
社
会
心
理
学
会
の
「
ポ

ス
タ
ー
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
「
平
和
と
心
理
学
」
が
姐
上
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
八
年
の
日
本
心
理
学
会
で
は
、
日
本
心
理
学
史
上

は
じ
め
て
、
「
平
和
と
心
理
学
」
に
関
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
も
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
会
の
活
動
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
こ
の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
報
告
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

八
五
年
度
以
降
の
日
本
に
お
け
る
平
和
心
理
学
研
究
の
急
展
開
の
誘
因
と
し
て
は
、
戦
後
の
日
本
心
理
学
研
究
の
発
展
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
日
本
の
平
和
心
理
学
研
究
は
、
マ
イ
ナ
ー
の
位
置
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
戦
後
、
細
々
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
追
求
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事

実
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ア
カ
プ
ル
コ
会
議
後
の
展
開
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
日
本
に
お
け
る
今
日
の
平
和
心
理
学
研
究
の
基
盤
は



戦
後
四
十
数
年
の
聞
に
営
々
と
し
て
培
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
八
四
年
以
降
の
平
和
研
究
の
特
色
は
、
世
界
の
研
究
者
と
手
を
結

び
、
連
帯
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
和
心
理
学
に
関
す
る
体
系
的
な
書
物
の
出
版
を
望
む
声
は
、
会
員
の
聞
か
ら
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
き
た
。
よ
う
や
く
世
界
の
平
和
研
究
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
こ
ま
れ
た
日
本
の
心
理
学
の
世
界
に
は
、
八
四
年
以
降
、
海
外
か
ら
多
く
の
著
作
、
論
文
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

が
と
ど
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
調
査
依
頼
や
資
料
の
送
付
方
を
求
め
る
声
も
き
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
平
和
研
究
の
「
国
際
化
」
が
は

じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
毎
年
誰
か
が
海
外
の
平
和
心
理
学
の
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
消
化
す

る
だ
け
で
も
大
変
な
仕
事
に
な
っ
た
。
加
え
て
日
本
に
は
戦
後
、
執
助
に
平
和
を
追
求
し
、
平
和
運
動
を
推
進
し
た
心
理
学
の
伝
統
も
あ
る
。
し

か
も
こ
れ
ら
圏
内
の
動
き
は
、
海
外
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
化
遺
産
を
継
承
し
、
そ

れ
を
創
造
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
人
び
と
の
当
然
の
っ
と
め
で
あ
ろ
う
。

体
系
的
な
平
和
心
理
学
の
書
物
は
一
朝
一
夕
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
手
は
じ
め
に
、
日
本
に
お
け
る
平
和
心
理
学
研
究
の
過

去
と
現
在
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
今
年
の
七
月
に
、
国
際
応
用
心
理
学
会
議
が
京
都
で
聞
か
れ
、
世
界
の
心
理
学

者
が
多
数
来
日
す
る
機
会
を
利
用
し
て
、
内
外
の
心
理
学
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

本
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
読
者
諸
兄
姉
が
平
和
の
も
つ
重
み
を
考
え
、
日
本
の
平
和
心
理
学
研
究
の
伝
統
を
学
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
平

和
に
関
す
る
研
究
活
動
を
創
造
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ア
カ
プ
ル
コ
会
議
の
一
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
「
心
理
学
の
未

来
」
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
研
究
者
が
「
心
理
学
の
今
後
の
発
展
は
、
世
界
の
未
来
、
つ
ま
り
政
治
的
社
会
的
障
害
を
の
り
こ
え
て
、
恒
久
的
な

世
界
平
和
を
獲
得
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
結
ん
だ
こ
と
ば
が
今
で
も
脳
裏
に
浮
か
ん
で
く
る
。
「
平
和
な
く
し
て
研
究
な
し
」
を
深

く
噛
み
し
め
た
い
。

一
九
九
O
年
四
月
吉
田

寺
内

礼
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95）川口 勇 1972「日本爆撃の影響に関する世論調査一一標本抽出の技術をめぐって」

関西大学文学部心理学研究室（編）『現代心理学の歩み』三和書房、 1-42頁。

96）中尾ノ、ジメ 1972「人格に根ざすファシズムJ『思想の科学』 127号、 29-38頁。

97）西山俊彦 1972「カリフォルニア権威主義尺度の次元性の研究」『心理学評論』15巻 3号、

351-364頁。

[Nishiyama,Toshihiko 1972 Evaluation of the California psychological inventory. 

]aJう•anese Psychological Rel'ie1!', 15(3), pp.351-364. On Japanese with English sum・ 

mary)] 

98）オールポート 星野命・原一雄（訳） 1972『人格と社会との出会＇） .I誠信書房。（特

に、 20章「予期と戦争」、 21章「国際協力に関する調査への指針J）。

[Allport,Gordon.W 1960 Personaliかandsocial encounter : Selected essays. Boston: 

Beacon Press.] 

99）グリーンスタイン 松原治郎・高僑均（訳） 1972『子どもと政治ーーその政治的社会

化』福村出版。

[Greenstein.Fred I. 1965 Children andρolitics. New Haven: Yale University Press.] 

100）ミッチャーリッヒ・ミッチャーリッヒ 林峻一郎・馬場謙一（訳l1972 r喪われた悲

哀一一ファシズムの精神構造J河出書房新社。

[Mitscherlich,Alexander und Margarete 1967・1969Die Unfiihigkeit w trauern : 

Grundlagen kollektiven Verhaltens. Miinchen:R.Piper & Co.Verlag.] 

101）ラパポート 坂本義和・関寛治・湯浅義正（訳） 1972『戦略と良心J上巻岩波書店。

（現時点で下巻は未刊）。

[Rapoport, Anatol 1964 Strategy and consαence. New York:Harper & Row.] 

102）秋田 清 1973「順位法による民族好悪の発達的な変動および家族構成員聞の一致度」

『文化学年報（同志社大学文化学会）』 22輯、 5672頁。

[Akita,Kiyoshi 1973 Developmental variation and cons凶 encybetween the members 

of family on racial prejudice by the method of rank order. Annual Report of 

Cultural Studies : Bunkagaku-Nenρo (Doshisha University). No.22, pp.56-72. On 

Japanese)] 

103）エリクソン 星野美賀子（訳） 1973 4『ガンディーの真理 1・2jみすず書房。

[Erikson, ik H. 1969 Gandhi’s truth:On the o匂insof militant nonviolence. New 

York. W.W.Norton & Company.Inc.] 
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[Pettigrew,Thomas F. 1961 Social psychology and desegregation research. Amer-

ican Psychologist, 16(3), pp.105-112.] 

85）ウォーレス・ダイアモンド 大林太良・蒲生正男・渡辺直経（共訳） 1970「戦争の心理

学的諸側面」 フリード・ハリス・マーフィー（編）『戦争の研究一一武力紛争と攻撃性

の人類学的分析』ぺりかん社。

[Fried, Morton, Harris, Marvin, & Murphy, Robert侶ds.)1968 War : The 

anthropology of armed conflict and aggression. Garden City,New York : (the 

American Museum of National History) the Natural History Press.] 

86）乾 孝（編著） 1971『戦後史・日本人の意識ーーその集団主義的探究』理論社。

87）田中靖政 1971『現代日本人の意識一一行動科学的調査と分析』中央公論社。

88）乾孝・中川作一 1971「マスコミのキャンぺーンに対する受け手の反応一一よど号乗

取り事件報道の場合」 f社会労働研究』 17巻1・2号、 101145頁。

[lnui,Takashi,& Nakagawa,Sakuichi 1971 Responses of audience exposed to the 

campaign of mass communication : A case of hijacking of“Yodo”. Society and 

Labour, 17(1・2),pp.101-145. (In Japanese)] 

89）五十里玉喜・岡田啓子・小口秀子・藤由美弥子・藤永保 1971「権威主義の形成過程

一一母子聞の態度伝達」『教育心理学研究.I19巻3号、 11-21頁。

[Isori,Tamaki et al. 1971 The development of children’s authoritarian attitudes 

through mother child relationship. ]a，抑nesejournal of Educational Psychology 19(3), 

pp.11 21. On Japanese with English summary) J 
90）ポールディング 内田忠夫・衛藤審吉（訳） 1971『紛争の一般理論』ダイアモンド社。

[Boulding.Kenneth E. 1962 Coがictand dゆnce: A general theoη. New York: 

Harper & Row.] 

91）リフトン 桝井迫夫（監修） 湯浅信之・越知道雄・松田誠思（訳） 1971『死の内の生

命一一一ヒロシマの生存者』朝日新聞社。

[Lifton, Robe此 ］.1967 Death in 砂： Survivorsof Hiroshi附.New York:Random 

House.] 

92）リフトン 外林大作（訳） 1971『誰が生き残るか一一プロテウス的人間J誠信書房。

[Lifton.Robert J. 1969 Boundan"es : Psychological man in revolution. New York: 

Random House.] 

93）タジフェル伊藤陽一（訳） 1971「ナショナリズムに関する社会心理学的分析の視角

一一社会心理学的展望」 シエリフ・シエリフ（編）南博（監訳）『学際研究一一社会

科学のフロンティア』鹿島研究所出版会、 162-222頁。

[Tajfel,Henri 1969 The formation of national attitudes: A social psychological 

perspective. In Muzafer Sherif & Carolyn W.Sherifほお.） 1969 Interdisα'Pl in.aη 
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78）ラパポート 関寛治（編訳） 1969『現代の戦争と平和の理論j岩波書店。

[Rapoport,Anatol 1965 Chicken A la Kahn. The Virginia Quarterly Review 41(3), 

pp.370-389 ; 1967 Three philosophies of war and their implications for peace 

research. Medil均skaForenigens Tidskrifl, March ; 1968 Directions in peace 

research. In B. Hoglund & J.W.Ulrich (Eds.) Conβict control and conflict resolution. 

Scandinavian University Books ; 1968 The application of game theory to peace 

research. IMPACT. April-June.] 

79）ラパポート 1969「現代の戦争と平和研究ーーネオ・クラウゼヴィッツ型戦略論者を批

判する」『世界J279号、 31-47頁。（含む解説、関寛治「A. ラパポートの平和研究J

31 34頁）。

[Rapopo此，Anatol1969 Approaches to theories of large scale human conflicts. In 

Hugh Freeman (Ed.) 1969 Progress in mental health:Proceedings of the seventh 

International Congress on Mental Health. London:}.& A. Churchil LTD. pp.35-48.] 

【1970～1979】

80）ボウルディング 大川信明（訳） 1970『ザ・イメージ一一生活の知恵・社会の知恵』誠

信書房。（特に、 7「政治過程のイメージ」）。

[Boulding.Kenneth E. 1956 The image: Knou’ledge in l約 andsociety. Ann Arbor: 

The University of Michigan Press.] 

81）ガース・ミルズ 古城利明・杉森創吉（訳） 1970 r<現代社会学体系15）性格と社会構造

一一社会制度の心理学j青木書店。（特に、 XIII「社会的ー歴史的変動」、 XV 「集合行

動J）。

[Gerth.Hans H.,& Mills,C.Wright 1953 Character and social stmcture: The psychol・ 

ogy of social institutions. New York:Harcourt, Brace & World, Inc.] 

82）マックニール（編）千葉正士（編訳） 1970『紛争の科学一一社会的紛争の本質』創元新

社。

[McNeil,Elton B.ぽd.)1965η1e nature of human conflict. Englewood Cliffs,N.J.: 

Prentice-Hall.Inc.] 

83）ミッチャーリヒ 竹内豊治（訳） 1970『攻隼する人間』法政大学出版局。（特に、「平和

の理念と人間の攻撃性」の項）。

[Mitscherlich,Alexander 1969 Die !dee des Friedens und die Mensclzliche A居間－

sivi必t: Vier Versuche. Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag.] 

84）ぺティグリュウ 磯部晃子・田中靖政（訳） 1970「社会心理学と人種差別の研究」 田

中靖政（編訳）『現代アメリカ社会心理学』日本評論社、 315-334頁。
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64）日本社会心理学会（編） 1967『（年報社会心理学8）戦争と平和の社会心理学』勤草書房。

[The Japanese Society of Social Psycholgy (Ed.) 1967 The faβanese Annals of 

Social Psychology, Vol.8, The so抑 lpsyi:.加logyof war and peace. Tokyo : Keiso 

Shobo Pub. On Japanese)] 

65）我妻 洋・米山俊直 1967『偏見の僧造一一日本人の人種観』日本放送出版協会。

66）安倍北夫 1967「日本人の権威主義と『考える力』一一『考えるカ』を阻む日本人の性

裕と風土J『児童心理j21巻2号、 46-52頁。

67）クラインパーグ 田中良久（訳） 1967『国際関係の心理一一人間の次元において』東京

大学出版会。

[Klineberg,Otto 1964 The human dimension in internatz・onalrelations, New York: 

Holt,Rinehart and Winston.] 

68）南 博 1968「アメリカ心理学と平和の問題一一オスグッド理論の位置づけのために」

田中靖政・南博（訳）『戦争と平和の心理学j岩波書店、 327-343頁。

69）緒方 制1968「国際関係と社会的緊張」 舘逸雄・佐藤寿郎（編著）『社会心理学j協

同出版、 242258頁。

70）フランク 鹿島平和研究所（訳） 1968「集団心理と戦争の除去」 ホリンズ（編）『平和

は可能である』鹿島平和研究所出版会、 l13-122頁。

[Frank.Jerome D. 1964 Group psychology and the elimination of war. International 

Journal of Group Psychotherapy, 14(1), pp.41-48.] 

71）リフトン 鹿島平和研究所（訳） 1968「死と死の象徴について一一広島の災厄」 ホリ

ンズ（編）『平和は可能である』鹿島平和研究所出版会、 13-42頁。

[Lifton,Robert J. 1964 On death and death symbolism : The Hiroshima disaster. 

Psychiatry, 27, pp.191-211.] 

72）オスグッド 田中靖政・南博（訳） 1968「戦争か降伏か」『戦争と平和の心理学』岩波

書店、 1-276頁。

[Osgood, Charles E. 1962 An alternative to war or surrender. Urbana.Illinois : 

University of Illinois Press.] 

73） 乾孝 1969「社会心理学と平和（第9回日本社会心理学会大会シンポジウムの記録）J

『年報社会心理学110号、動草書房、 299-302頁。

74）入谷敏男 1969「国際関係の心理」『新社会心理学』東海大学出版会、 357-410頁。

75）松村康平 1969「世界平和と幼児教育（u J r幼児の教育（日本幼稚園協会）J68巻8号、

2-7頁。

76）松村康平 1969「世界平和と幼児教育（ 2）」『幼児の教育（日本幼稚園協会）J68巻9号、

2 7頁。

77）田中靖政 1969「現代日本の核意識Jr中央公論J84年3号、 50-76頁。
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[Saito,Koji 1964 Relationship between ethnocentrism.authoritarianism and patterns 

of child-rearing. Bulletin of Toわり Gakugei University. Vol.16, pp.39-45. (In 

Japanese)] 

56）オスグッド 中川作一（編訳） 1964『核時代にふさわしい国際行動のためにj全日本心

理学者懇談会。

[Osgood,Chales E. 1962 Toward international behavior appropriate to a nuclear 

age. In Gerhard S.Nielsen (Ed.) 1962 Psychology and international q肋irs: Can u’e 

contribute? (Proceedings of the XIV International Congress of Applied Psychology, 

1961). Copenhagen : Munksgaart. pp.109-132.] 

57）リースマン 加藤秀俊（訳J1965 r孤独な群集jみすず書房。（特に、第9章「政治的説

得」、第10章「権力のイメージ」）。

[Riesman,David 1961 The lonely croU'd : A study of the changing American 

character. New Haven: Yale University Press.] 

58）ドイツチュ・エパン・ライト（編）鹿島守之助（訳J1965 r第三次世界大戦の防止』日

本国際問題研究所（発行）、鹿島研究所出版会（発売）。

[Wright,Q.,Evan,W.M.,& Deutsch.Morton (Eds.) 1962 Preventing World War III: 

Some ρroposaお.New York: Simon and Schuster.] 

59）オスグッド 田中靖政（編訳） 1965「アメリカ外交の心理と行動一一現状の批判と漸進

的緊張緩和政策の提唱」『世界.I240号、 121-142頁。（回中靖政・南 博（訳） 1968『戦

争と平和の心理学』岩波書店、 277326頁に再録）。

[Osgood.Charles E. 1965 Perspective in fore（包npolicy.] 

60）フランク 臼井久和（訳） 1966「外交問題の心理学的諸側面一ーー米国上院外交委員会に

おける行動科学者の証言 (1)J『思想.I509号、 84-93頁。

[Frank.Jerome D. 1966 Statement.In Hearing bゆrethe Committee on Foreign 

Relations United States 89th Congress Second Session on Psychological Aspects of 

International Relations. Washington: U.S.Government Printing Office pp.9-16.] 

61）オスグッド 岩松洋子（訳） 1966「エスカレーションの心理学一一米国上院外交委員会

における行動科学者の証言（ 2）」『恩想j509号、 93-100頁。

[Osgood, Charles E. 1966 Statement. In Hearing b巳forethe Committee on Fore必n

Relations United States 89th Congress Second Session on Psychological Aspects of 

International Relations. Washington : U.S.Government Printing Office pp.16-23.] 

62）今回 恵 1967『人間理解と心理学』創元社。（特に、「現代社会と人間借造」）。

63）乾孝（編J1967 r平和のための心理学J法政大学出版局。

[Inui,Takashi (Ed.) 1967 Psychology for peace: The journal of A仲liedPsychology 

(III) , Tokyo:The Hosei University Press. (In Japanese with English summary)] 
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『思想の科学』 34号、 88-93頁。

46）オールポート 原谷達夫・野村昭（共訳） 1961『偏見の心理上・下J培風館。

[Allport,Gordon W. 1954 The nature of prejudice. Cambridge,Massachusets : 

Addison-Wesley Pub.Co.] 

47）アイゼンク 小見山栄一（訳編） 1961『心理学における科学と偏見』誠信書房。（特に、

6「政治と人間の性格」）。

[Eysenck.Hans J. 1957 Sense and nonsense in psychology. London: Penguin Books 

Ltd.] 

48）フランクル 霜山徳爾（訳） 1961『夜と霧一一ドイツ強制収容所の体験記録』みすず書

房。

[Frankl,Viktor E. 1947 Ein Psycholog Erlebt 伽 Konzentrations均＇er: Osterreichis・

che Dokuments zur ZeitgeschichteよWien:Verlag filr Jugend und Volk.] 

49）ユンク 原田義人（訳） 1961『廃櫨の光一一建えるヒロシマ』文芸春秋新社。

[Jungk,Robert 1959 Strahlen aus der Asche : Geschichte einer Wiedergeburt. Bern 

: Scherz.] 

50）吉田正昭・森山美那子・玉井ちづ子 1962「日本人の権威意識の構造J『心理学研究』 32

巻6号、 353-366頁。

[Y oshida,Masaaki et al. 1962 Structure of authority in the Japanese mind. fa.仰nese

journal of Psyc加logy,32(6), pp.353 366. In Japanese with English summary)] 

51）アイゼンク 帆足喜与子・角尾稔・岡本栄一・石原静子（共訳l1962 r，心理学の効用

と限界』誠信書房。（特に、 14「反ユダヤ主義の心理J）。
[Eysenck.Hans J. 1953 Uses and abuses ofお汐＇chology.London:Penguin Books Ltd.] 

52）南 博 1963『社会心理学の性格と課題』動草書房。（特に、第3部「日本人の意識」）。

53）エツィオーニ 二宮信親・阿部幸男（訳） 1963『平和へのただ一つの道』宮坂出版社。

[Etzioni,Amitai 1962 The hard way to peaαJ A new strategy. New York : Collier 

Books.] 

54）浜田哲郎 1964「Fスケールによるノfーソナリティの研究Hトー要求水準テストによる

権威主義的パーソナリティの自己認知構造の分析」『テオリア（九州大学教養部哲学科紀

要）J8輯、 41-57頁。

[Hamada,Tetsuro 1964 Studies of the authoritarian personality:III. A study of the 

self-perception of the authoritarian personality by the Cassel Grozψ Level of 

Aspiration Test. Theoria : journal of the Philosophical Depertment (Kyusyu Univer-

sity), No.8, pp.41-57. On Japanese)] 

55）斎藤耕二 1964「エスノセントリズム、権威主義としつけの型との関係」『東京学芸大学

研究報告』 16集・第8分冊、 39-45頁。
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37）塩川武雄 1958「原水爆実験に対する青少年の態度とその及ぼす心理的影響J『教育心理

学研究J6巻2号、 1-12頁。

[Shiokawa,Takeo 1958 Youth’s attitudes towards the testing of atomic and hydro-

gen bombs. fa；βanese journal of臼 ucationalPsychology, 6 (2) ,pp.1-12 & p.67. (In 

Japanese with English summary)] 

38）マルクーゼ 南博（訳） 1958『エロス的文明』紀伊国屋書店。

[Marcuse, Herbert 1956 Eros and civilization : A philosophical inquiη into Freud. 

London:Routledge & K.Paul.] 

39）キャントリル 南博・石川弘義・滝沢正樹（訳） 1959『社会運動の心理学』岩波書店。

[Cantril, Hadley 1941 The 陶 1chologyof social movements. New Y ork:J ohn Wiley 

& Sons.] 

40）ドラード・ミラー・ドーヴ・マウラー・シアーズ 字津木保（訳） 1959『欲求不満と

暴力』誠信書房。（特に、第4章「アメリカにおける社会化」、第7章「民主主義、ファ

シズム及び共産主義」）。

[Dollard, John, Miller, Neal E., Doob, Leonard W., Mowrer,O.H.,& Sears, Robert 

R. 1939 Fntsfration and q溜 間sion.New Haven: Yale University Press.] 

41)ローウエンタール・グタ－7 ン 辻村明（訳i1959 r煽動の技術一一欺臓の予言者j

岩波書店。

[Lowenthal.Leo, & Guterman,N orbert 1949 Proph的 ofdeceit. New York:Herper 

& Brothers.] 

【1960～1969]

42）フロイト 吉田正己（訳） 1960「何故の戦争か」 fフロイド選集SJ日本教文社、 297-319

頁。

[Freud.Sigmund 1933砂匂ntmKrieg?. Paris : Intemationales Institut f日rGeistige 

Zusammenarbeit, V 6lkerbund.] 

43）原谷達夫 1961「民族選択における非同調反応ーー権威主義尺度の研究2J『大阪学芸大

学紀要（人文科学）.J10号、 69-79頁。

[Haratani,Tatsuo 1961 Non-conformity responses on ethnic preference ; Study on 

a scale of authoritarianism(2). Memoirs of the Osaka UniversiかofLiberal Arts and 

Education, A.Humanities, No. 10, pp.69-79. On Japanese with English summary)] 

44) Kubo,Yoshitoshi. 1961 Data about the suffering and opinion of the A Bomb 

sufferers. Psychologia (Kyoto University, Dept.of Psychology), 4(1), pp.56-59. 

45）前田康博 1961「対立の科学のために一一A. ラポポート『闘争・ゲーム・討論』紹介」
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集j創元社。（特に、第III部「集団関の葛藤と集団所属性」）。

[Lewin,Kurt 1948 Resolving social conflict : Selected βapers on group dynamics. 

New York:Harper & Brothers.] 

27）日高六郎（編） 1955『（現代心理学6）政治と経済の心理学j河出書房。（特に、第1章

「政治を動かすものJ、第4章「対立と緊張の底にあるもの」）。

28）乾孝 1955「青年と原子力問題J『青年心理J6巻4号、 40-45頁。

29）城戸浩太郎 1955「魂の殺人一一強制収容所と人間」日高六郎（編）『（現代心理学6)

政治と経済の心理学』河出書房、 59-65頁。（城戸浩太郎 1970『社会意識の構造』新曜

社、 251-262頁に再録）。

30）フロム 谷口隆之助・早坂泰次郎（訳） 1955『人間における自由』東京創元社。

[Fromm, Erich 1947 Man for himself. New York:Rinehart & Company Inc.] 

31)ジェームズ今回恵（訳） 1956「戦争の道徳的等価物」『世界大思想全集哲学・文芸

思想篇15J 河出書房、 379388頁。

[James, William 1910 The moral equivalent of war. American Association for 

International Consiliation, Leaflet, No.27.] 

32）レヴィン 猪股佐登留（訳） 1956『社会科学における場の理論』誠信書房。（特に、 IX「集

団力学の開拓線」）。

[Lewin,Kurt 1951 Field theory in social scienα：Selected theoretical papers. Dorwin 

Cartwright (Ed.), New York:Harper & Brothers.] 

33）遠山順一 1957「権威主義的パースナリティーと親子関係」『京都大学教育学部紀要』 3

号、 124-138頁。

[Toyama,Junichi 1957 The authoritalian personality and parent-child relationships. 

Kyoto University Research Studies in Education, No.3,pp.124-138. On Japanese)] 

34）コーエン 清水幾太郎・高根正昭・田中靖政・本間康平（訳） 1957『強制収容所におけ
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considerations such as cost-calculation, planning, and information process-

ing. The technology of modern war has exaggerated traits associated with 

violence both in the training of actual combatants and in the preparation of 

support for war in the general population. As a result of this exaggeration, 

such traits are often mistaken to be the causes rather than the consequences 

of the process. 

We conclude that biology does not condemn humanity to war, and that 

humanity can be freed from the bondage of biological pessimism and 

empowered with confidence to undertake the transformative tasks needed 

in this International Year of Peace and in the years to come. Although these 

tasks are mainly institutional and collective, they also rest upon the con-

sciousness of individual participants for whom pessimism and optimism are 

crucial factors. Just as‘wars begin in the minds of men’， peace also begins 

in our minds. The same species who invented war is capable of inventing 

peace. The responsibility lies with each of us. 

Seville, 16 May 1986 

(See Groebel, Jo, & Hinde, Robert A. (Eds.) 1989 Aggression and war ：刀zeir

biological and social bases. Cambridge : Cambridge University press. pp.xiii xvi. 

See also Adams, D. 1989 The Seville Statement on Violence and why it is impor-

tant. journal of Humanistic Psychology, 29(3), pp.328-337.) 
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genetic endowment and conditions of nurturance that determines their 

personalities. Except for rare pathologies, the genes do not produce individ-

uals necessarily predisposed to violence. Neither do they determine the 

opposite. While genes are co-involved in establishing our behavioral capac-

ities, they do not by themselves specify the outcome. 

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that in the course of 

human evolution there has been a selection for aggressive behavior more 

than for other kinds of behavior. In all well-studied species, status within 

the group is achieved by the ability to cooperate and to fulfill social 

functions relevant ta the structure of that group.‘Dominance’involves 

social bondings and affiliations ; it is not simply a matter of the possession 

and use of superior physical power, although it does involve aggressive 

behaviors. Where genetic selection for aggressive behavior has been artifi-

cially instituted in animals, it has rapidly succeeded in producing hyper-

aggressive individuals ; this indicates that aggression was not maximally 

selected under natural conditions. When such experimentally-created hyper 

aggressive animals are present in a social group, they either disrupt its 

social structure or are driven out. Violence is neither in our evolutionary 

legacy nor in our genes. 

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that humans have a 

‘violent brain’. While we do have the neural apparatus to act violently, it is 

not automatically activated by internal or external stimuli. Like higher 

primates and unlike other animals, our higher neural processes filter such 

stimuli before they can be acted upon. How we act is shaped by how we 

have been conditioned and socialized. There is nothing in our neuro-

physiology that compels us to react violently. 

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war is caused by 

‘instinct’or any single motivation. The emergence of modern warfare has 

been a journey from the primacy of emotional and motivational factors, 

sometimes called ‘instincts’， to the primacy of cognitive factors. Modern 

war involves institutional use of personal characteristics such as obedience, 

suggestibility, and idealism, social skills such as language, and rational 
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mism in our time, we submit that the open, considered rejection of these mis 

-statements can contribute significantly to the International Year of Peace. 

Misuse of scientific theories and data to justify violence and war is not 

new but has been made since the advent of modem science. For example, 

the theory of evolution has been used to justify not only war, but also 

genocide,colonialism,and suppression of the weak. 

We state our position in the form of five propositions. We are aware that 

there are many other issues about violence and war that could be fruitfully 

addressed from the standpoint of our disciplines, but we restrict ourselves 

here to what we consider a most important first step. 

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that we have inherited a 

tendency to make war from our animal ancestors. Although fighting occurs 

widely throughout animal species, only a few cases of destructive intra-

species fighting between organized groups have ever been reported among 

naturally living species, and none of these involve the use of tools designed 

to be weapons. Normal predatory feeding upon other species cannot be 

equated with intraspecies violence. Warfare is a peculiarly human phenome-

non and does not occur in other animals. 

The fact that warfare has changed so rapidly over time indicates that it 

is a product of culture. Its biological connection is primarily through lan-

guage which makes possible the coordination of groups, the transmission of 

technology, and the use of tools. War is biologically possible, but it is not 

inevitable, as evidenced by its variation in occurrence and nature over time 

and space. There are cultures which have not engaged in war for centuries, 

and there are cultures which have engaged in war frequently at some times 

and not at others. 

IT IS SCIENTIFICALLY INCORRECT to say that war or any other 

violent behavior is genetically programmed into our human nature. While 

genes are involved at all levels of nervous system function, they provide a 

developmental potential that can be actualized only in conjunction with the 

ecological and social environment. While individuals vary in their predispo・

sitions to be affected by their experience, it is the interaction between their 
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congresses of psychology. 

Committee: 

Professor Genov, Bulgaria ; Dr. Harari, U.S.A. ; Professor Helkama, 

Finland ; Professor Kossakowski, G.D.R (president) ; Professor 

Lowenstein, U.K. ; Dr. Vassaf, Turkey; Professor Schorochowa, U.S.S.R. 

(See International Journal of Psychology, 20, 1985, p.371.) 

(9) STATEMENT ON VIOLENCE 

The following statement, drafted by 20 scientists of various disciplines from 12 

different countries, was adopted in the 7th International Colloqium on the Brain 

and Aggresion on May 16, 1986. Dr. David Adams, the first signatory, organized 

a support network of the statement to disseminate it all over the world. It has been 

endorsed by a considerable number of professional organizations, including the 

International Council of Psychologists, the Society for the Psychological Study of 

Social Issues, Psychologists for Social Responsibility, and the Psychological 

Associations of Denmark, U.S.A., and New Zealand. 

Believing that it is our responsibility to address from our particular 

disciplines the most dangerous and destructive activities of our species, 

violence and war ; recognizing that science is a human cultural product 

which cannot be definitive or all encompassing ; and gratefully acknowledg-

ing the support of the authorities of Seville and representatives of the 

Spanish UNESCO ; we, the undersigned scholars from around the world and 

from relevant sciences, have met and arrived at the following Statement on 

Violence. In it,we challenge a number of alleged biological findings that 

have been used, even by some in our disciplines, to justify violence and war. 

Because the alleged findings have contributed to an atmosphere of pessi-
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discussed scientific researches on that subject and exchanged experiences on 

activities of psychologists in the work for peace. As a result of these discussions 

an initial group of Committee of Psychologists for Peace and against Nuclear War 

was constituted. It worked out a resolution “Psychologists for Peace”. This 

resolution was endorsed by the General Assembly of the International Union of 

Psychological Science (1.U.Psy.S.) on September 6th, 1984. At the same time the 

Assembly approved the plan to establish a committee composed of representatives 

of the member societies of the 1.U.Psy.S. 

Psychology is a human science. Its roots in time and theory are world 

wide. 

Thus has our understanding of mind and behavior evolved into one 

science because our study is of one humanity. 

So, today, when society is threatened by war, we speak with one voice. 

It is a fiction that life for survivors of a nuclear war can be normal and 

human: we know that minds cannot survive intact following the annihilation 

of loved ones, the loss of homes, the obliteration of familiar ways of life, in 

the wreck of social institutions and the collapse of culture. 

We are not born with genes for war. 

As psychologists from more than thirty countries who have been meeting 

together during the Congress, we call upon the General Assembly of the I. 

U.Psy.S. to call upon all member societies of 1.U.Psy.S. to use all possible 

means to struggle for peace, by involving their members and all organiza-

tions and agencies that can assist in the struggle for peace. 

It seems reasonable to establish a committee or working group within the 

1.U.Psy.S. named ‘Psychologists for Peace and Against Nuclear War'. 

The member societies are called on to propose participants in the commit-

tee. The main task of the committee will be the coordination of study on 

Psychology of Peace, the development of an international research program 

of comparative studies in different countries, and the organization of 

symposia and meetings within the framework of international and regional 



Resolutions, Statements, and Appeals for World Peace 23 

(7) RESOLUTION FOR NUCLEAR FREEZE 

On August 25, 1982, the Council of Representatives of American Psychological 

Association (AP A) passed the following resolution for a nuclear freeze and 

conversion of American nuclear arms industry to civilian production. The major-

ity of AP A members supported the resolution. 

The American Psychological Association (1) calls upon the President of 

the United States to propose to the U.S.S.R. that together both countries 

negotiate an immediate halt to the nuclear arms race. Specifically, we call 

upon each country to adopt an immediate mutual freeze on all further 

testing, production, and deployment of all nuclear warheads, missiles, and 

delivery systems ; and (2) calls upon the Administration and the Congress to 

transfer the funds saved to civilian use. Concurrently, they should work 

jointly with labor, management, and local communities to develop plans to 

convert the nuclear arms industry to civilian production, thus protecting 

jobs and strengthening our national economy. We hereby call upon elected 

officials at local, state, and federal levels publicly to endorse this resolution. 

(See Amen'can Psychologist, 38, 1983, p.677. See also Amen'can Psychologist, 41, 
1986, pp.724 727.) 

(8) PSYCHOLOGISTS FOR PEACE 

During the 23rd International Congress of Psychology in Acapulco special meet-

ings were organized on the topic of “Psychology and Peace”. The participants 
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representent la plupart des aires geographiques et des syst~mes economi-

ques et sociaux, ainsi qu’aux psychologues du monde entier, I’appel suivant 

: qu'ils orientent leurs energies professionnelles de psychologues vers la 

reduction de la menace d’une nouvelle guerre et vers l’amelioration des 

chances de paix dans le monde entier. 

Nous suggerons deux formes d’activite : la premi~re est de mettre en 

lumi~re certaines conclusions auxquelles est parvenue la grande majorite 

des psychologues, mais qui ne sont pas toujours connues ou acceptees. II en 

est ainsi par exemple de la conviction qu’ii n’y a pas de tendances ou d’ 

instincts immuables de l’homme qui l'entrainent. inevitablement vers la 

guerre et la destruction ; qu'il n’y a pas d'inferiorite fondamentale de 

certaines races, nations ou groupes sociaux qui Jes rendent incapables de 

developpement economique et social ; qu'il n’y a pas des caracteristiques 

humaines immuables qui rendent impossibles la cooperation et la compre-

hension entre les races et les nations. 

La seconde est le besoin de faire des recherches, et encore plus de 

recherches, en ce domaine, car ce que Jes psychologues savent aujourd’huine 

represente qu’une fraction des connaissances necessaires. C’est pourquoi ii 

est urgent que Jes psychologues organisent ou facilitent des etudes scientifi・

ques sur Jes attitudes et Jes prejuges qui menacent la paix et, en general, sur 

les facteurs psychoJogiques qui compromettent la cooperation et Ja compre-

hension internationaJe et sur Jes techniques ou Jes tentatives qui facilitent 

cette comprehension. 

Les psychoJogues sont invites avec insistance cl s’engager dans ces deux 

directions et A deveJopper une cooperation etroite et effective avec Jeurs 

collegues des autres pays, de maniere que ces problemes beneficient d’une 

collaboration internationaJe. 

L’Union InternationaJe de PsychoJogie Scientifique est prete A etablir et 

A faciliter une telle cooperation. 

(See International journal of Psychology, 1(2), 1966, pp.165-167. The English text 

is also available in this article.) 
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and A. Leontiev, and agreed by the Executive Committee of the International 

Union of Psychological Science. It relates to the problem of contributions which 

psychology might make to the reduction of international tensions. The three 

psychologists organized a roundtable entitled “Psychology and International 

Relations" in the 18th International Congress held in Moscow, 1966. 

Les psychologues ont, comme tous Jes hommes de bonne volont~. horreur 

d’une guerre nucleaire et desirent vivre clans un monde de paix et de 

comprehension intemationale. Avec Jes specialistes des sciences biologiques 

et sociales, ils reconnaissent qu'ils ont le devoir de prendre en consideration 

Jes implications pratiques de leurs recherches et des connaissances scientifi-

ques qu'ils ont acquises. A l’heure actuelle, ils portent cependant une respon-

sabilite speciale dans l’histoire de l’humanite. Plus que tout autre, leur 

discipline se preoccupe de l’homme : ils sontρrofessionnellement impliques 

dans la realisation des potentialites des hommes en facilitant leur 

developpement mental et social. La raison commande aux psychologues de 

considerer la survie de l'homme comme une de leurs responsabilites profes-

sionnelles. 

Ceci ne signifie pas que les psychologues sont les seuls dont les connais-

sances sont liees aux probl~mes de la paix, ni qu'ils ont des reponses A toutes 

les difficiles questions que pose la situation intemationale actuelle. II y a de 

nombreux aspects de la situation-economiques, politiques, historiques-qui 

ont une importance considerable et pour lesquels les psychologues n’ont pas 

de competence speciale. Mais il reste qu'il y a des facteurs psychologiques 

dans les relations intemationales et qu’au moins une partie du probleme est 

du ressort des psychologues. Ceci cree l’obligation, pour les psychologues, de 

contribuer, dans la mesure de leurs capacites, A elucider les causes des 

tensions intemationales et a reduire le danger d’une nouvelle guerre mon-
diale qui entrainerait la destruction de millions d’hommes. 

C’est pour cette raison que le Comite Executif de l’Union Internationale 

de Psychologie Scientifique adresse A ses trente societes nationales, qui 
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Annual Conference of Japanese Psychological Association and in the 6th Annual 

Conference of Japanese Society of Social Psychology. They also sent another 

letter to Prime Minister Sato to protest against the assistance and support by the 

Japanese Government for the U.S. invasive action in Vietnam. 

Tokyo, October 4, 1965 

Mr. President: 

We, the undersigned, feeling ourselves to represent peace loving Japanese 

psychologists want to voice our protest against American Vietnamese 

policy. 

1 ) We protest against the continued, cruel and inhuman aggression 

upon the Vietnamese by the U.S. armed forces, and demand an immediate 

cease-fire. 

2) We protest against the fact that the U.S. Government is utilizing 

Japanese territory including Okinawa as well as the services of Japanese 

people to support the attacks on the Vietnamese. 

3 ) We insist that the Vietnamese should be allowed to guide their own 

country’s affairs in their own way, as the Geneva Agreement of 1954 

provided. 

4) We demand that the U.S. Government immediately alter its present 

policy and make an earnest attempt to obtain a negotiated peace. 

JAPAN PSYCHOLOGISTS’CONFERENCE TO PROTECT PEACE 

(6) APPEL AUX PSYCHOLOGUES [AN APPEAL TO PSYCHOLO-

GISTS] 

The following appeal was prepared, prior to the 18th International Congress of 

Psychology, by an ad hoc Working Group, consisted of P. Fraisse, 0. Klineberg, 
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(4) APPEAL 

In line with the above Resolution of 1961, four distinguished Japanese psycholo・

gists, Y oshiharu Akishige, Megumi Imada, Mantaro Kido, and Kenzo Tsukisima, 

issued the following statement in the 26th Annual Conference of Japanese Psycho-

logical Association held in Kwansei Gakuin University on July 11, 1962, in order 

to call upon Japanese psychologists for promotion of peace studies.The appeal 

was signed by approximately 150 Japanese psychologists. 

At the Pugwash Conferences and the Kyoto Conference of Scientists, 

statements were issued underscoring the responsibility of the scientist to 

study the crisis to humanity caused by the atomic weapons and to contribute 

to world peace. At the 1961 International Congress of Applied Psychology, 

Professor Osgood also underscored the importance of psychologist’s poten-

tial contribution to world peace by virtue of their wide professional perspec-

tive. We think that Japanese 戸ychologistsalso ought to promote psycholog-

ical research activities for this purpose. We are intending to organize 

pertinent studies at grips with the status quo of Japan, through various 

conferences and publications. We appreciate your active cooperation and 

participat10n. 

July 11, 1962 

(5) PROTEST TO PRESIDENT OF THE USA 

This is a letter by Japanese psychologists to protest against military interference 

and violence to the Vietnamese by the U.S. armed forces. It was sent to President 

Johnson with 104 signatures in all, including 63 signatures collected in the 29th 
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We sincerely hope you would give your great encouragement and coopera-

tion in reply to this message. Thank you. 

3rd Aρn"l 1950 

(The above English text is translated from Japanese in 1990, since the original 

letter has not yet been found.) 

(3) RESOLUTION 

“Psychology and International Affairs : Can We Contribute？” was a major issue at 

the 14th International Congress of Applied Psychology in Copenhagen. In the 

Inaugural Address of the Opening Meeting, C. E. Osgood. put forth a possible 

application of psychology to analysis and treatment of international tensions. 

Later, in a specially invited address, H. A. Murray challenged contemporary 

psychology on the same question. In the symposium on Psychology and Interna・ 

tional Affairs, the President of the Congress, E.T. Rasmussen led a discussion of 

the above question. At the Closing Meeting of the Congress on August 19, 1961, it 

was decided that the following resolution should be published. 

As an international gathering of psychologists the Congress stresses the 

importance of psychological factors contributing to the increasing danger of 

nuclear war and calls on psychologists everywhere to devote their energies 

and specific skills to the scientific understanding and reduction of interna-

tional tensions. 

(See Nielsen, Gerhard S. (E辻） 1962 Psychology and international q汐airs:Can u・6
contribute.コCopenhagen:Munksgaard. p.9.) 



Resolutions, Statem仰 ts,and A伸郎lsJoγ Woγld Peα：ce 17 

pp.376-378.) 

(2) PEACE APPEAL TO AMERICAN PSYCHOLOGISTS 

The following appeal was projected by seven leading psychologists : Megumi 

Imada, Mantaro Kido, Yukiyoshi Koga, Y oshitoshi Kubo, Arata Yoda, Syoichi 

Tsuruta, Hiroshi Minami. On April 3rd, 1950, in the 14th Annual Conference of 

Japanese Psychological Association (JPA), they asked the attendants to sign it. It 

was sent to E.C.Tolman with 162 signatures including that of Sadaji Takagi, the 

president of JP A. 

Dear fellow Psychologists of the United States, we, the Japanese psycho!-

ogists, are very happy to have the great opportunity to send our sincere 

message to you all. After the war, we, Japanese psychologists, have made 

every effort to democratize our country and to establish the academic 

freedom. We can never forget the great contribution of peace-loving scien-

tists in the United States to the establishment of academic freedom in 

Japan. At present every Japanese psychologists hoping to raise his research 

level wishes eagerly for the earliest possible realization of free academic 

exchange with learned circles of all over the world. 

However, the information on the impending Third World War, today, has 

caused serious anxiety among Japanese scientists because they sensed the 

danger of being brought back to the dark days of the recent past. We know 

that“aggression”is not human instinct and that development of this kind of 

behaviors mostly depends upon some historical and social circumstances. 

We protest against all kinds of war. We are greatly encouraged by the 

information that many of conscientious scientists in the United States have 

set themselves to safeguard the peace. 

We, Japanese psychologists, hereby express the will to the world peace. 
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Unless liberated people (and enemy people) are given an opportunity to 

work in a self-respecting manner for the food and relief they receive, they 

are likely to harbor bitterness and resentment, since our bounty will be 

regarded by them as unearned charity, dollar imperialism, or bribery. No 

people can long tolerate such injuries to self-respect. 

8. The root-desires of the common people of all lands are the safest guide 

ω斤'(lmingaρeace. 

Disrespect for the common man is characteristic of fascism and of all 

forms of tyranny. The man in the street does not claim to understand the 

complexities of economics and politics, but he is clear as to the general 

directions in which he wishes to progress. His will can be studied (by 

adaptations of the public opinion poll). His expressed aspirations should 

even now be a major guide to policy. 

9. The trend of human relationships is toward ever wider uniぉ 4
collective security. 

From the caveman to the twentieth century, human beings have formed 

larger and larger working and living groups. Families merged into clans, 

clans into states, and states into nations. The United States are not 48 

threats to each other’s safety ; they work together. At the present moment 

the majority of our people regard the time as ripe for regional and world 

organization, and believe that the initiative should be taken by the United 

States of America. 

10. Commitments now mayρreventρOS似1arapathy and reaction. 

Unless binding commitments are made and initial steps taken now, people 

may have a tendency after the war to turn away from international prob-

lems and to become preoccupied once again with narrower interests. This 

regression to a new postwar provincialism would breed the conditions for a 

new world war. Now is the time to prevent this backward step, and to assert 

through binding action that increased unity among the people of the world 

is the goal we intend to attain. 

(See Allport, G. W. 1945 Human nature and the peace. Psychological Bulletin, 42(6), 
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ideas about the English, the Russians, the Japanese, Catholics, Jews, 

Negroes, are misleading or altogether false. They can learn that members 

of one racial, national, or cultural group are basically similar to those of 

other groups, and have similar problems, hopes, aspirations, and needs. 

Prejudice is a matter of attitudes, and attitudes are to a considerable extent 

a matter of training and information. 

4. Condescension toward“'inferior”groups destroys our chance for a 

lastingρeace. 

The white man must be freed of his concept of the “white man’s burden." 

The English-speaking peoples are only a tenth of the world’s population; 

those of white skin only a third. The great dark skinned populations of Asia 

and Africa, which are already moving toward a greater independence in 

their own affairs, hold the ultimate key to a stable peace. The time has 

come for a more equal participation of all branches of the human family in 

a plan for collective security. 

5. Liberated and enemy仰oplesmust participate inρtanning their own 

destiny. 

Complete outside authority imposed on liberated and enemy peoples 

without any participation by them will not be accepted and will lead only to 

further disruptions of the peace. The common people of all countries must 

not only feel that their political and economic future holds genuine hope for 

themselves and for their children, but must also feel that they themselves 

have the responsibility for its achievement. 

6. The confusion of d，φ・atedρeople will call for clan"ty and consistency in 

the aρ1plication of reward』andρunishments. 

Reconstruction will not be possible so long as the German and Japanese 

people are confused as to their status. A clear-cut and easily understood 

definition of war-guilt is essential. Consistent severity toward those who 

are judged guilty, and consistent official friendliness toward democratic 

elements, is a necessary policy. 

7. Ifρroρerly administered, relief and rehabilitation can lead to self-

reliance and cooρeration; if imJりroperly,to resentment and hatred. 
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(1) HUMAN NATURE AND THE PEACE 

A Statement by Psychologists 

In summer of 1944, thirteen leading psychologists in the United States of America, 

including G.W.Allport, sent letters to 3,803 US psychologists asking support to this 

statement. Having collected 2,038 signatures, the statement was announced to the 

public on April 5,1945. 

Humanity’s demand for lasting peace leads us as students of human 

nature to assert ten pertinent and basic principles which should be consid-

ered in planning the peace. Neglect of them may breed new wars, no matter 

how well-intentioned our political leaders may be. 

1. War can be avoided : War is not born in men ; it is built into men. 

No race, nation, or social group is inevitably warlike. The frustrations 

and conflicting interests which lie at the root of aggressive wars can be 

reduced and re-directed by social engineering. Men can realize their ambi-

tions within the framework of human cooperation and can direct their 

aggressions against those natural obstacles that thwart them in the attain-

ment of their goals. 

2. In ρtanning forρermanentρeace, the coming generation should be the 
ρrimaη foe凶 ofattention. 

Children are plastic; they will readily accept symbols of unity and an 

international way of thinking in which imperialism, prejudice, insecurity, 

and ignorance are minimized. In appealing to older people, chief stress 

should be laid upon economic, political, and educational plans that are 

appropriate to a new generation, for older people, as a rule, desire above all 

else, better conditions and opportunities for their children. 

3. Racial, national, and group hatrec.た can,to a considerable degree, be 

controlled. 

Through education and experience people can learn that their prejudiced 
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II 

Resolutions, Statements, and Appeals for 

World Peace 

This part includes nine resolutions, statements, and appeals issued by psycholo-

gists for world peace. The order of the documents is chronological regardless of 

national or international. The original texts of (2) and (4) are translated from 

Japanese. 

(1) HUMAN NATURE AND THE PEACE (U.S.A.,1945) 

(2) PEACE APPEAL TO AMERICAN PSYCHOLOGISTS (JAPAN, 1950) 

(3) RESOLUTION (DENMARK, 1961) 

(4) APPEAL (JAPAN, 1962) 

(5) PROTEST TO PRESIDENT OF THE USA (JAPAN, 1965) 

(6) APPEL AUX PSYCHOLOGUES [AN APPEAL TO PSYCHOLOGISTS] 

(U.S.S.R.,1966) 

(7) RESOLUTION FOR NUCLEAR FREEZE (U.S.A.,1982) 

(8) PSYCHOLOGISTS FOR PEACE (MEXIC0,1984) 

(9) STATEMENT ON VIOLENCE (SPAIN,1986) 



12 Peace Psychology in japan: Its Steps and Issues 

overwhelming threat of nuclear weapons and have the sovereignty of this 

country would justify this viewpoint. Through “the perception of the third 

person”by seizing this fact, we can make the research activity into an 

interactional process between researcher and researched who seek to find 

the essence of human existence. The problem of differentiation and unifica-

tion of the two standpoints as an acting agent and a researcher may be 

settled by moving toward this direction. 

When Bronfenbrenner (1961) proposed a hypothesis of “mirror image" on 

the cognition of mutual images between US and USSR, he discovered in 

himself attitudes he discovered in those who were researched. I think that 

is a very important observation. By synchronizing his feelings with those of 

the researched, he assumed authentic responsibility as a researcher for 

peace and international understanding. 
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were done at the same time. He hypothesized that answers to questionnaires 

are affected by item order, and demonstrated the “context effect”， wherein 

the previous context influences the tendency of an answer. Thus they found 

a technique of mass-manipulation, adding a new possibility to the empirical 

approach to ideological problems. 

As for psychological study on Hibakushas’experience, Tadashi Ishida 

started the investigation in 1965 as a member of “Council on Medical Care 

for the Atomic Bomb Exposed" of the Ministry of Health and Welfare. 

Subsequently non-psychologist researchers such as Tadashi Ishida, Takeshi 

Ito, Masaharu Hamatani have joined in the study of this problem. We 

should learn a lot from their work and play our role belatedly as psycholo-

gists. For example, it is very important for peace psychology to derive 

hypotheses about the formation of the self from the precious experiences of 

the Hibakushas. These people for whom every humanizing condition was 

eradicated, survived between poverty and disease，“almost rejecting every 

human connection by themselves" (Ishida) and not until they were supported 

by a new community could they restore the meaning of“life”and self-

recognition and start to insist upon their rights to make the ultimate effort 

to realize “the world without nuclear weapons”． 

We should never forget a verse of an “A Bomb poet”Sankichi Toge, 

“Give me back my father, give me back my mother”…“Give me back myself 

Give me back all human beings linked with me". We would like to put his 

crying call as the basis of peace psychology. In his last phase of life, he 

found the truth of“self”that“human beings linked with me”are the very 

condition for existence of “myself”. This is an equivalent to“species self" 

by Lifton. Baudelaire once said a poet is a point on one circle of humankind 

（“Pierre Dupont" 1851), which is, succinctly, meaningful from our modern 

point of view. 

Now psychologists are obligated to reconsider the research methodology 

in the the face of social responsibility for peace. What is needed here is to 

acknowledge the fact that the researcher and the researched essentially 

share the same identity.“The objective fact" that both are exposed to the 
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Hiroshima, reanalysed this data to classify the scientists' attitudes toward 

the peace problem, the pollution problem, scientists’social responsibility, 

and solidarity with citizens. By approaching the structure of their peace 

consciousness he established an example of interdisciplinary study, which 

had been waited for a long time. 

In this research, Nagai made a coordinate with one axis the scientists' 

attitude toward civil peace movement (participation-rejection) and the 

other intention to social change (wishfu!-wishless). He placed each field of 

science within these coordinates showing that psychologists are less inter-

ested in peace than jurists, economists or a literary men and more inclined 

to focus on their own subject. Again, the psychologists are forced to see 

their distance from the peace problem. 

In 1980’s Japanese psychologists often attended the meetings abroad to 

exchange opinions with foreign colleagues about peace problems, and at the 

same time energetically organized workshops and informal symposia in the 

annual conferences of Japanese Psychological Association and Japanese 

Association of Educational Psychology. In 1988, the 52nd Annual Confer-

ence of Japanese Psychological Association held in Hiroshima invited 

Robert ]. Lifton and held a symposium，“Human Psyche and World Peace’＼ 

In this period, we have many remarkable studies on developmental 

psychology of peace education, clinical psychology, public opinion for peace, 

questions toward Emperor’s monarchy and responsibility for the War, and 

Hibakushas’problems. Especially Shigeki N ishihira pointed out how very 

strange it is that Japan, the only country to have suffered atomic bombings, 

has not conducted even one government conducted public opinion poll on 

nuclear weapons. Basing his observation upon chronological review of 

government conducted public opinion polls and newspapers, he argued that 

each of newspaper polls on bringing in nuclear weapons to Japan, reluctant-

ly acknowledges a practical violation of Japanese nuclear policy by the 

government itself. Tetsuro Inagi, by comparing the questionnaires used by 

two newspapers in regard to opinion about the Three Non-nuclear Princi-

ples, found they are quite different from each other although the pollings 
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understanding without psychological approach to the domestic class strug-

gle is useless for the international solidarity. 

lkeuchi said that the theory of peace psychology should not be the mere 

theory of explanation, description nor analysis, but that of diagnosis and 

control of present situation ; and expressed that from now on, we should 

learn the behavioristic approach to international politics and establish an 

integrated peace theory by the systematic cooperation of interdisciplinary 

sciences. Also opinions are exchanged about the unification of standpoints 

of an acting agent and a researcher in connection with Ikeuchi’s proposal of 

“diagnosis and control”． 

Up until 1960’s, the ] apanese psychologists had found and studied the 

peace problems as follows; (1) Contribution to the forming of world opinion 

for voluntary disarmament, (2) Study of peace consciousness in connection 

with internal reorganization of the individual, (3) analysis of contradiction 

of political ideology from the people’s viewpoint and clarification of the 

cognitive process of political ideology by the public, (4) effort to the interna-

tional understanding by the cross-cultural study, (5) cooperative psychologi-

cal study of international solidarity mediated by the universal value of 

humankind--God, reason, humanism, democracy, etc., (6) domestic and 

international organization of interdisciplinary sciences of peace to promote 

the unification of study and practice, sharing a standpoint which puts values 

on the basis of science. Some researchers argued that a gigantic science 

such as behavioral science might be exploited by technocrats and absorbed 

by the policy makers. However, Hibakushas’psychology was still left 

unstudied in this period. 

＊＊＊  

In 1970’s, we have good result of the special report on“The opinions for 

peace of Japanese scientists”reported by “Committee of the survey on the 

opinions for peace of Japanese scientists" (Kinju Matsumoto being Chairper・

son) at the 4lst Annual Conference of Japanese Psychological Association 

in 1977. The research was also reported to the 19th International Congress 

of Applied Psychology in Munich, 1978. Hideaki Nagai, a physicist in 
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pacifism" by the effort of social psychologists, saying that if we can make 

the world opinion, it will become possible to prevent or annihilate war on 

earth. In passing, he emphasized the necessity of interdisciplinary approach 

to this problem, taking as an example of“Behavioral Science and Peace" by 

Kinhide Mushanokoji, a Japanese political scientist. 

Mantaro Kido encouraged the symposium participants saying “psycholo・

gists must take more courageous attitude to peace problem ！” and, at the 

same time, he reflected upon the psychologists' war cooperation in the 

World War II. He commented that the lack of recognition of responsibility 

has led to low interest, compared with that of physicists, in peace psychol-

ogy in Japan. 

Kido pointed out three main themes : (1) political ideology, (2) religious 

dogma, (3) ethnic prejudice, showing the basic point of view for the scientific 

analysis of governmental ideology by citing Machiavelli’s“Monarchism”． 

His proposition shares the common viewpoint with Matsumura in its 

content. Kido also tried to analyze the meaning of“invasion”，“peace”， 

“peace offensive" by using Osgood’s technique, showing his interest in 

interdisciplinary cooperation. 

＊ ＊ ＊ 

Three reports on peace in the symposium at the 9th Annual Conference of 

Japanese Society of Social Psychology were (1）“technique of non-violence 

revolution" by Tomi Kora, (2）“Criticism to Osgood”by Sakuichi N aka-

gawa, (3）“On Peace Theory" by Hajime Ikeuchi. 

Kora said from the viewpoint of social psychology that we should study 

Mahatma Gandhi’s thought and technique for non-violent revolution. Gan-

dhi organized the illiterate masse and successfully got rid of the oppression 

of Britain’s imperialism by the “internal revolution”， finally achieving the 

independence. Kora said we should learn especially form Gandhi, who 

taught the people that violence is a degraded choice by the weak, and 

persuaded them to abolish the weapons on their own free will. 

Nakagawa questioned that “GRIT”is equivalent to“proposal of mutual 

retreat" which is accused by Vietnam and that the study of international 
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I take three main points from this process quickly. First, there must be 

something which mediates persons who are mutually antagonistic. What is 

needed here may be a viewpoint of humanism. The second is a change in the 

image of personal relationship in the process of the improvement of rela-

tions. For example, it may be said, I find myself who is feeling a large body 

of mankind as、humanbeing intimately linked with me’＇. The third is the 

fact that the more the circle is linked, the clearer the conflict with war 

inclined parties can become recognized. 

Then the policy makers try to hide “the conflict" instead of carrying out 

“the third person perception" if they accept humanism, then the story is 

different-and try to maintain status quo. They try to make people believe 

that the desire of the leaders is identical to that of the people’s. Matsumura 

goes on to say that “it is necessary for psychologists to clarify and let people 

know the strategies which are resorted to by those people who, taking one 

social role, will utter frequently such words that can only be expressed by 

the people taking another social roles as the genuine cries’＼ 

When the policy makers stand for one social role and people for the other 

social role, then the third person’s perception cannot be established between 

them ; therefore the former strategically and constantly reproduce the false 

identity between them. 

Hiroshi Minami referred to The Moral Equivalent of War by James, W. 

and Warum Kn'eg? (Why war.みbyFreud, S. and tried to induce a lesson 

from the fact that the two famous psychologists were ardent pacifists. Then 

Minami reflected that the psychologists did not contribute much to peace, 

when compared with other scientists such as mathematicians, sociologists, 

and physicists, pointing out three contributory factors : (1) inferiority 

complex or feeling of helplessness of psychologists to the peace problem, (2) 

present situation in which Marxist sociologists criticize the psychologists' 

propositions for peace as psychologism, (3) the idea that political thinking is 

not scientific in itself. In the latter part, Minami referred to the relationship 

between “war and peace problem" and “social regime" in connection with 

Russo-China dispute and proposed positively to“form the world opinion of 
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1967), messages were introduced sent from Skinner (USA), Osgood (USA) 

and Wendt (FRG). The titles of the papers were as follows , (1）“Osgood’s 

thought on peace psychology" by Yasumasa Tanaka,(2）“Psychology of 

relationship for peace”by Kohei Matsumura, (3) 

psychology to peace problems: The international perspective" by .Hiroshi 

Minami, and (4）“Peace and psychologists" by Mantaro Kido. These issues 

can be summarized as follows. 

Tanaka emphasized that Osgood’s“GRIT”is not only the good result of 

application of learning theory and personal communication theory to the 

international relation, but also a theory which aims, above all, to protect 

“American humanistic value" against the threat of“nuclear annihilation”． 

Tanaka asserted that peace psychology as a science must put a value 

system on its fundamental basis. 

Kohei Matsumura argued as a relational psychologist about his scheme 

for peace psychology by companion making and social reform theory. He 

said that the human being is a relational existence in that human activity is 

determined by the human relationship, but, on the other hand, by determin-

ing how the relations work, can change this relationship itself. There are 

acting human beings who are embraced by the relations and also human 

beings as agents who are to change what embrace them. However, in order 

to change the relationship, we must change our“relational cognition”to 

that relationship. How then can an acting human being, embraced by 

relationships, change his “relational co伊1ition”tothat relationship which 

embraces him? Matsumura suggests“the perception of the third person’＼ 

This is not vis a vis cognition of two persons but cognition by two persons 
standing side by side focusing a certain common object, thus forming a 

triangular relationship. Moreover Matsumura’s“the perception of the third 

person”is logically, dialectics of“integration of antagonism" and, practi-

cally, a“relation developing" technique to transform the antagonism of“I 

and you”into cooperative relation. By this perception and technique, we can 

make a creative companion circle in our daily human relationship and by 

linking these circles, we can actualize general solidarity of the people. Here 
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inquiry, (2) incompatibility with “duty as a student”，（3) suspicion about the 

background of such inquiry. The third attitude was attributed to mass 

manipulation, which had already been pointed out by Minami. Inui also 

referred to the psychological “barrier”of youths and students which was 

revealed in the process of studying the Vienna Appeal signature campaign 

by Psychology Study Group at Hosei University, indicating that the cause 

of the students' indifference to politics is the demerits which would be 

incurred by their political activity, and so they feel helpless and inactive. 

However, at the same time, he cited examples in which the “helplessness” 

was overcome by dialogue in a forum, based on his hypothesis of“attitude 

change by talking-togetherぺwhichappears to reorganize the inner experi-

ence of participants. 

Thus in summary, in 1950’s, Japanese psychologists studied mental con-

tradictions produced by antagonism between people and political leaders 

and helplessness felt by people in this period as the subjects regarding with 

peace psychology. 

＊＊＊  

In 1960’s Japanese psychologists could hold two symposiums on peace and 

psychology surrounded by the anti-movement against Japan-US Security 

Treaty and later, by the general atmosphere of people’s solidarity. One was 

in the 33rd Annual Conference of Japan Association of Applied Psychology 

in 1966 entitled“How Psychologists Contribute to the World Peace’＇， the 

other was in the 9th Annual Conference of Japanese Society of Social 

Psychology in 1968 entitled “Social Psychology and Peace”. In 1966, the 18th 

International Congress of Psychology was held in Moscow, and Megumi 

Imada and Koji Sato were invited to the Round table meeting on“Psychol-

ogy and International Relations" under the auspices of “International Union 

of Psychological Science”； and in 1967 the Japanese soiety of Social Psychol-

ogy published its annual bulletin under the title of“The Social Psychology of 

Warσnd Peace”. In 1960’s, Japanese peace psychology seems to have had its 

general prospect desiring for peace ahead of it. 

At the Symposium of Japan Association of Applied Psychology (see Inui, 
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the stronger the deification becomes. He affirms that“the emperor’s author-

ity is produced by putting so much distance between him and people and by 

treating him as if he were a personal God”． 

Hiroshi Minami analyzed the mass manipulation by the war-liking 

parties, taking an example of strong intervention by newspapers and 

magazines against World Peace Conference held in New York City. Accord-

ing to Minami's analysis, they first created the impression that peace 

movement had some other objective than peace itself; then, by using the 

paradox “Peace through war", the American leaders have always justified 

increases of military expenditure, lying that the American military power is 

inferior to that of Soviet Russia. Finally, they put people in psychic numbing 

by mass propaganda. Minami wrote in his “Fear to Communism" that 

President Roosevelt knew very well that those who take the progressive 

side are always risking to be called ‘Red’by the reactionists, and that this 

name is the very symbol of fear for the large masses. Minami goes on to say 

that the reactionaries deliberately make the most of this symbol of fear and 

try to force out the criticism against their own regime. 

In 1953, the Soviet Union succeeded in the experimental explosion of a 

hydrogen bomb, and in 1954 the United States exploded a hydrogen bomb in 

Bikini. It was not the fear of Red but the fear of hydrogen bomb that spread 

out all over the world. In 1955, Vienna Appeal was released. In this context, 

] apanese psychologists began to study the children’s and adolescents' peace 

consciousness. Takeo Shiokawa collected opinions of 2,227 pupils and 

students, age 7 to 14, from towns and villages in Y aizu, the mother port of 

Daigo-Fukuηu-Maru, which was exposed to nuclear fallout near the Bikini 

test site. He wrote in his paper，“youth’s attitudes toward the testing of 

atomic and hydrogen bombs”， that he fears the youth’s neurotic reaction 

against radioactivity. 

Takashi Inui wrote “The Adolescents and Atomic Problems" based on a 

report of questionnaire inquiries on A and H bombs released by Students 

Committee of a girls high school. He reported three negative opinions 

expressed by students toward the inquiries: (1) doubt about the effect of this 
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of Hiroshima, wrote “A Study of A-Bomb Sufferers' Behavior in Hiro-

shima”(1952)-a report of vis-cl-vis investigation of Hibakushas four years 

after the Explosion-and “Attitude toward Atomic and Hydrogen Bomb" 

(1954). In these two papers, the judgments and behaviors of Hibakushas are 

minutely analyzed. He described the chaos of “quasi-stationary equilib-

rium" by the strong first stimuli of “flash”，“blast”， and “collapse”up to the 

time of the ] apanese surrender. Notably, the term “chaos of quasi-station-

ary equilibrium" explains the fact that with the Explosion, the meaning 

system as a cognitive framework was suddenly lost. In my opinion, so called 

“numbing”can be considered as the result of this loss of meaning system. 

And also Ikutaro Shimizu (1950) and Kotaro Kido (1955) introduced 

“Individual and Mass Behavior in Extreme Situations" by Bettelheim which 

analyzed the mental process in which the prisoners in Nazi Concentration 

Camp adapted themselves to the life of the Camp by losing their humanity. 

The two ] apanese authors thought that the totalitarian war regime itself 

was a constraining society system analogous to that of Concentration 

Camp. Kido especially emphasized that the whole state of ] a pan up to the 

time of surrender had been a huge concentration camp in which the 

Japanese people were forced to obey the leaders blindly. Kido warned that 

there is still the same danger at any time when an oppressive social system 

changes “man”into“soldier”as we can seen in “Vacuum zone”described by 

Hiroshi Noma, a Japanese novelist. 

War is the deed of nations : if people don’t agree to wage war, the leaders 

cannot do it. Then what kind of operational tactics do the leaders use or 

how do they take advantage of people’s mentality to mobilize people to 

war ? The third domain，“War Psychology”， consists of the study of these 

problems. 

Otoya Miyagi wrote in his “Psychology of Obedience to Authority”， that 

authority has ambivalent meanings of respect and awe, and functions to 

guarantee the self preservation of the asthenic people of the society. He 

showed the possibility of psychological approach to the emperor’s authority 

saying that the farther the distance between authority and obeyer becomes, 
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makers. Fourthly, peace psychology should be studies which regard human-

ism as the supreme value and, whatever the theory of psychology, each 

theoretical specialty should be integrated for better understanding of the 

human being. Fifthly, peace psychology should not depend on the traditional 

instinct theory but lay down a premise that humanity is determined histori-

cally. We think of these five points as fundamental. 

I should like to review briefly what peace psychology in Japan had 

disputed and found. 

In 1950’s our study objects were“Experience of the Atomic Bombs”， 

“Concentration Camp of Nazis”，“War PsychologyγPeace Consciousness 

of the Adolescents”. In this decade, by the way, many good works such as 

Escape斤vmFreedom by Fromm, The Authoritarian Personality by Adorno 

et al., A Social Psychology of陥 rand Peace by May, and Lewin’s experi司

mental study on democratic group and autocratic group, all focusing on 

fascism and war, were introduced or translated into Japanese. These works 

displayed the methods of psychoanalysis, learning theory, and Gestalt 

theory. We cannot forget many young Japanese researchers got fresh and 

intellectual stimuli from these studies. 

On August 6 in Hiroshima and August 9 in Nagasaki, 1945, the Japanese 

were forced to undergo the unprecedented catastrophe. Regrettably enough, 

we have only few psychological studies about it. The Japanese psycholo-

gists, including myself, should honestly confront this sterility and take 

sincere encouragement from it for peace study. 

Fortunately, we have some good works by Japanese psychologists. 

According to the official book of the history of Japanese Psychological 

Association (JP A), the JP A decided to coordinate the investigation on the 

effects of the A-Bomb of Hiroshima and three executive directors of the 

Association, Koga, Togawa, and Miyagi would address the project in 1952. 

That year, Otoya Miyagi presided at a discussion meeting with the Hibaku-

shas (A Bomb survivors), and as a psychologist, he tried to explain the 

Hibakusha’s inconsistent behaviors as“startle reactions”． 

And also Y oshitoshi Kubo, taking advantage of his residence in the city 
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It was in 1950 when the Japanese psychologists spoke out publicly about 

peace problems in the post-war period. In that year, on April 3rd, at the 14th 

Annual Conference of the ] apanese Psychological Association, seven lead-

ing psychologists-Megumi Imada, Mantaro Kido, Yukiyoshi Koga, Yo-

shitoshi Kubo, Arata Yoda, Syoichi Tsuruta, Hiroshi Minami jointly asked 

attendants to affix their signatures to an appeal called “Peace Appeal to 

American Psychologists" for collaboration with the US psychologists (see 

page 17). 

The reason for the “Peace Appeal" to the US psychologists was the mood 

of American occupation of Japan had became rapidly reactionary, as 

demonstrated in the sudden prohibition of General Strike planned for 

February 1st, 1947. US president Truman’s world strategy had launched into 

a new stage where “the intention of turning Japan into an anti-Russian fort 

was by no means implicit’＇. Moreover, m the bare menace of the Third 

World War, Japanese psychologists looked back in history to the early 

occupation period of ] a pan. At that time American politicians, especially 

who adhere to New Deal policy, dedicated themselves to the democratiza-

tion of Japan. By linking with this peace loving force, they strongly hoped 

to enhance the international opinion against war. The Stockholm Appeal 

against nuclear weapons was released on March 15th , 1950. 

What points should we draw from the “Peace Appeal" in 1950 ? First of 

all, we should place democracy and freedom as fundamental of science. 

Therefore, we should confront our study objects standing firmly on our own 

popular sovereignty, which we enjoy after the World War II. Secondly, we 

should establish a collaboration system between domestic and foreign 

colleagues for our peace dedicated psychology. Thirdly, our partners should 

be the conscientious scientists who are firm against the belligerent policy 
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Preface v 

psychologists who are interested in peace research when they get a glance 

of it on the occasion of international gatherings of psychologists from all 

over the world. 

April. 1990 

Toshio Iritani, Ph.D. 

Professor of Tokai University, Chairman of the Japanese 

Psychologists for Peace, and Member of the Committee 

for the Psychological Study of Peace, International Union 

of Psychological Science 



IV Preface 

On the occasion of the 22nd International Congress of Applied Psychology 

in Kyoto and of two other satellite congresses, the 48th Convention of the 

International Council of Psychologists in Tokyo, and the 10th International 

Congress for the Association of Cross Cultural Psychology in Nara, a few 

members of Japanese Psychologists for Peace (Heiwa no tame no shinriga-

kusha kondankai) have undertaken to publish a book introducing Japanese 

psychological studies on peace in order to get foreign psychologists ac-

quainted with those studies in Japan. 

The book, Steps to Peace Psychology in japan, contains a history of the 

concern of Japanese psychologists with the subjects of peace, followed by a 

bibliography of Japanese original books and articles and a list of transla-

tions, introductions of books and articles that have been published in foreign 

countries in chronological order. (Most of these authors are Americans. 

however.) It also includes various appeals that were made at many interna-

tional and national psychological meetings in the past for the promotion of 

peace. 

In this way, the content of the book is very valuable and useful for those 

who would like to get acquainted with the present status of Japanese 

psychological studies on peace as well as with the practice of peace activ-

ities and movements in Japan against the background of the changes in the 

international situation. 

Concerning the compilation and arrangement of these materials, we are 

especially grateful to the following four people ; Professors Sakuichi 

Nakagawa of Hosei University, Kuniko Koyano of Ibaraki Christian 

College, Satoshi Furusawa of Chuo and Hosei University, and Takehiko Ito 

of Wako University, who met a number of times to discuss and arrange the 

materials, and to edit and find a publisher for this book. Without their 

painstaking and laborious efforts and the enthusiasm for the project, this 

book would never have appeared. 

I should especially like to thank the above four contributors for making 

the publication of the book possible, and I believe that the book will 

undoubtedly draw the attention of foreign scholars as well as Japanese 



Preface 

At the turn of this century, we are confronted with various changes and 

new trends in the world ; a rapid transformation of the countries in Eastern 

Europe, a wider trend of democratization, and an improvement of the U.S. 

Soviet relationship through mutual talks on the reduction of arms. It is 

likely that a new age of the world will come soon, but we are not yet sure 

as to what the world in the future will look like. However, it is almost 

certain that the role of psychologists will become more important in 

contributing to the problems. 

Since the beginning, psychologists have studied the “human mind" from 

many perspectives, especially in changing environmental contexts. Since the 

time of William ] ames and Sigmund Freud, a certain number of psycho lo-

gists have tackled the problems of war and peace. Especially since the end 

of World War II, more attention has been given to the problems of war and 

peace in concrete forms, such as the reduction of international tensions, the 

perception of nuclear threats, conflict solutions, national images, studies on 

hostilities and aggression, public opinion and propaganda, national stereo-

types, racial prejudices, etc. This trend has especially been strong among 

American psychologists, whose studies have been done in collaboratin with 

other disciplines, such as political science, economy, sociology, anthropol-

ogy, biology, psychiatry and medicine, etc. 

During this time contributions on the study of peace by Japanese psychol-

ogists have been made to a certain extent, especially since this country 

experienced the terrors of the atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki 

just before the end of the Pacific War. But these studies have been on the 

fringe of ] apanese psychological societies, and in addition they have not 

been paid very much attention to by Western psychologists because of 

linguistic problems. 
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