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　本
書
は
三
部
に
分
か
れ
る
︒
第
一
部
﹁
経
済
︑
文
化
︑
社
会
︑
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
に
は
︑
財
界
︑﹁
国
際
文
化
振
興
会
﹂︑
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
と

比
較
し
た
汎
ア
ジ
ア
主
義
︑
一
九
四
〇
年
の
﹁
国
民
優
生
法
﹂
に
つ
い
て
︑

刺
激
的
な
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
第
二
部
﹁
帝
国
︑
そ
し
て
皇
国
の
懸

案
﹂
は
三
つ
の
論
文
か
ら
な
る
︒
一
つ
は
植
民
地
台
湾
で
の
社
会
事
業
︑
次

に
戦
時
下
朝
鮮
の
戦
争
協
力
と
葛
藤
︑
そ
し
て
最
後
に
気
鋭
の
新
人
︑
藤
岡

由
香
氏
の
ア
メ
リ
カ
日
系
移
民
に
よ
る
広
報
・
世
論
外
交
に
つ
い
て
の
研
究

が
お
も
し
ろ
い
︒
第
三
部
﹁
上
層
外
交
と
政
治
家
﹂
に
は
︑
私
が
本
書
の
中

で
も
最
も
注
目
し
た
い
論
文
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
内
田
康
哉
と

国
際
連
盟
脱
退
後
の
そ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
︑
新
た
な
︑
そ
し
て
広
範
な

見
直
し
を
含
む
研
究
︑
松
岡
洋
右
の
外
交
的
﹁
賭
け
﹂︑
海
軍
大
将
豊
田
貞
次

郎
の
安
全
保
障
政
策
︑
そ
し
て
対
米
戦
争
へ
と
突
き
進
む
運
命
的
な
意
思
決

定
に
お
い
て
東
郷
茂
徳
の
果
た
し
た
役
割
が
語
ら
れ
る
︒

　全
編
を
通
じ
て
優
れ
た
本
書
だ
が
︑
字
数
の
関
係
上
︑
こ
の
三
部
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
の
論
文
し
か
紹
介
で
き
な
い
︒
第
一
部
第
三
章
ケ
ミ
ル
・
ア

ド
ゥ
ン
の
﹁
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
鏡
を
通
じ
て
見
る
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
﹂

は
︑
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
を
一
九
三
〇
年
代
の
﹁
世
界
秩
序
の
︽
も
う
ひ

と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
﹂（
四
四
頁
）
へ
の
模
索
と
位
置
づ
け
る
︒
ア
ド
ゥ
ン
に

よ
れ
ば
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
こ
う
い
う
日
本
観
は
﹁
不
適
切
﹂
で
あ
っ
た
︒

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
外
交
政
策
を
牽
引
し
た
国
際
協
調
主
義
的
信

念
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
︑
そ
れ
よ

り
四
十
年
前
の
日
本
に
は
過
剰
な
ま
で
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
が
あ
ふ
れ
て
い
た
︒

初
期
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
者
は
（
そ
し
て
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
も
）︑
文
明
と
啓
蒙

と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
野
望
に
ほ
ぼ
賛
同
し
て
い
た
か
ら
だ
︱
︱
そ
れ
が
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
も
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
彼
ら
の
素
朴
な
望
み
だ
っ
た
︒

岡
倉
天
心
や
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
な
ど
東
洋
の
最
も
情
熱
的
な

汎
ア
ジ
ア
主
義
の
遊
撃
手
た
ち
を
触
発
し
た
の
は
︑
西
洋
人
自
身
に
よ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
越
と
い
う
浪
漫
的
な
議
論
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
比
較
文
明
の
言
説
が
人
種
に
基
づ
く
陰
険
な
格
付
け
へ

と
変
貌
し
て
い
く
に
つ
れ
︑
国
際
協
調
主
義
は
孤
立
︑
そ
し
て
大
統
合
へ
の

蠕
動
を
伴
う
よ
う
に
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
南
満
洲
鉄
道
社
長
の
後
藤
新
平
は

一
九
〇
七
年
に
﹁
ア
ジ
ア
の
た
め
の
ア
ジ
ア
﹂
を
唱
え
︑
朝
鮮
統
監
伊
藤
博

文
に
日
本
と
中
国
を
統
合
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
伊
藤
は
︑

日
本
を
西
欧
の
同
盟
諸
国
か
ら
遠
ざ
け
な
い
た
め
に
も
︑
そ
の
よ
う
な
言
葉

は
使
う
な
と
警
告
し
た
︒
日
英
の
協
力
関
係
が
優
勢
だ
っ
た
う
ち
は
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
︑
主
と
し
て
一
九
三
一
年
の
日
本
の

満
洲
侵
略
以
後
︑
日
本
の
世
界
秩
序
へ
の
関
与
が
破
綻
し
始
め
る
と
︑
汎
ア

ジ
ア
主
義
は
日
本
の
地
域
関
与
へ
の
︽
も
う
ひ
と
つ
の
︾
ビ
ジ
ョ
ン
を
正
当

化
す
る
美
辞
麗
句
と
し
て
新
た
な
力
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
︒
オ
ス
マ
ン
ト

ル
コ
の
知
識
人
も
ま
た
︑
文
明
の
相
互
作
用
へ
の
関
与
と
い
う
立
場
を
捨
て
︑

よ
り
厳
格
な
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
的
対
抗
勢
力
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
が
︑
そ

の
理
由
は
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
︑
汎
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　本
書Tum

ultuous D
ecade

は
︑日
本
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
激
動
の
十
年
だ
っ

た
一
九
三
〇
年
代
の
歴
史
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
︑
も
っ
と
広
く
︑
ど
の
時

代
の
歴
史
研
究
に
も
通
じ
る
大
胆
な
再
考
で
あ
る
︒
序
文
で
入
江
昭
が
言
う

よ
う
に
︑
本
書
は
﹁
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
区
と
い
う
広
域
圏
で
︑
日
本
が
み
ず

か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
目
的
を
ど
う
定
義
し
て
き
た
か
︑
ま
た
同

時
に
︑
日
本
お
よ
び
日
本
と
他
の
諸
国
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
が
い
か
に
形
づ
く
ら
れ
た
か
を
探
る
野
心
的
な
新
シ
リ
ー
ズ
﹃
日
本

と
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
﹄﹂（
vii
頁
）
の
一
環
で
あ
る
︒﹁
歴
史
を
国
家
と
い
う
枠

組
み
か
ら
救
い
出
す
﹂
こ
の
企
画
は
︑﹁
地
域
︑
宗
教
︑
文
明
な
ど
の
非
国
家

的
実
体
﹂（
viii
頁
）
ま
で
も
包
括
す
る
今
日
的
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
ハ
イ
パ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
は

ま
た
︑
本
書
の
出
版
が
い
わ
ば
﹁
衛
兵
交
替
﹂
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
告

知
す
る
も
の
で
も
あ
る
︱
︱
つ
ま
り
編
者
た
ち
は
︑
史
学
界
に
お
け
る
﹁
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
波
﹂
を
押
し
戻
し
︑
ア
メ
リ
カ
学
界
の
枠
を
超
え
て
︑

太
平
洋
対
岸
の
同
僚
た
ち
と
共
同
作
業
を
し
よ
う
と
し
た
︒
本
書
に
寄
稿
し

た
十
一
名
の
歴
史
家
た
ち
は
︑
理
論
的
な
ト
ー
ン
を
控
え
め
に
抑
え
︑
標
準

的
な
叙
述
を
問
い
直
し
つ
つ
も
︑
歴
史
家
を
歴
史
家
た
ら
し
め
る
ホ
ー
ル

マ
ー
ク
で
あ
る
厳
格
な
調
査
と
︑
学
者
と
し
て
の
客
観
的
姿
勢
を
崩
す
こ
と

な
く
︑
繰
り
返
し
原
典
に
戻
り
︑
日
本
の
近
代
史
で
最
も
難
し
い
時
期
の
一

つ
で
あ
る
こ
の
時
代
を
︑
時
と
し
て
根
源
的
に
概
念
化
し
直
し
た
︒
こ
れ
は

讃
え
ら
れ
る
べ
き
快
挙
だ
︒
大
き
な
ゴ
ー
ル
を
定
め
︑
か
つ
み
ご
と
な
成
功

を
収
め
た
書
物
で
あ
る
︒

書
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︒
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︑
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る
）︒
内
田
康
哉
は
日
本
の
満
洲
侵
略
後
︑
鮮
や
か
に
右
旋
回
し
て
み
せ
た
政

治
家
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
だ
が
ゲ
イ
ツ
の
見
解
で
は
︑
内
田
は

本
質
的
に
明
治
の
外
交
官
で
あ
り
︑
満
洲
国
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
保
つ

こ
と
に
よ
っ
て
︑
個
々
の
西
欧
列
強
と
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
な
関
係
を
育
て
よ
う

と
し
た
︒
ゲ
イ
ツ
は
内
田
の
外
交
︑
と
り
わ
け
満
洲
危
機
（
一
九
三
一
～

三
三
）
に
お
け
る
外
交
を
︑﹁
昭
和
軍
国
主
義
の
最
初
の
の
ろ
し
と
い
う
よ
り

は
︑
明
治
帝
国
主
義
の
最
後
の
あ
が
き
﹂（
一
九
〇
頁
）
と
と
ら
え
る
︒
明
治

初
期
以
来
ず
っ
と
︑
帝
国
主
義
列
強
の
一
員
に
加
わ
り
︑
そ
れ
と
同
等
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
続
け
た
﹁
霞
が
関
正
統
外
交
﹂
の
偉
大
な
る
一

貫
性
を
論
じ
た
内
山
正
熊
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
︒
内
田
康
哉
の
名
高
い

﹁
焦
土
﹂
発
言
に
つ
い
て
︑
ゲ
イ
ツ
は
慎
重
に
選
び
抜
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
︑

そ
の
外
交
的
︑
政
治
的
文
脈
を
み
ご
と
に
再
構
築
し
て
み
せ
る
︒
こ
の
﹁
焦

土
﹂
と
い
う
言
葉
は
実
の
と
こ
ろ
︑
西
欧
の
外
交
官
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

好
意
あ
る
い
は
無
関
心
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
（
当
時
の
ジ
ャ
パ
ン
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
だ
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
こ
れ
を
ベ
タ
誉
め
し
て
い
る
）︒
一
方
︑
こ

の
発
言
が
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
︑
シ
ベ
リ
ア
へ
の
膨
張

を
め
ぐ
っ
て
ソ
連
と
直
接
対
峙
し
た
が
る
日
本
軍
部
の
一
部
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
田
は
外
交
に
お
け
る
卓
越
し
た
知
的
現
実
主
義
者
︑

明
治
外
交
の
達
人
で
あ
り
続
け
た
︒
ゲ
イ
ツ
の
こ
の
論
文
は
︑
歴
史
的
叙
述

の
中
で
皮
相
な
扱
い
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
の
人
物
に
つ
い
て
の
み

ご
と
な
批
判
的
見
直
し
で
あ
る
︒

　本
書
の
守
備
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
い
た
め
︑
こ
れ
を
学
部
生
や
院
生
に
読

ま
せ
る
の
を
た
め
ら
う
教
授
も
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は

複
数
の
分
野
を
ま
た
い
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
ど
こ
に
分
類
し
て
よ
い
か

迷
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
実
は
こ
れ
こ
そ
が
肝
心
な
点
だ
と
思
う
︒
た
と

え
分
類
は
難
し
く
と
も
︑
外
交
︑
法
律
︑
植
民
地
主
義
︑
精
神
文
化
史
︑
帝

国
︑
ビ
ジ
ネ
ス
や
制
度
の
歴
史
︑
二
十
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
一
般
な
ど
の
分
野

に
と
っ
て
︑
ひ
と
つ
一
つ
の
論
文
が
充
分
に
補
完
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
︒
本

書
は
学
術
書
と
し
て
比
類
な
き
良
質
の
歴
史
書
で
あ
り
︑
著
者
た
ち
の
今
後

の
仕
事
に
心
か
ら
期
待
し
た
い
︒
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ア
ジ
ア
主
義
者
も
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
も
同
じ
よ
う
に
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に

さ
れ
︑
か
つ
て
優
勢
だ
っ
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が
︑
以
前
そ
れ
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お
お
っ
ぴ
ら
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同
調
し

て
い
た
知
識
人
自
身
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
修
正
主
義

の
強
い
潮
流
が
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
の
汎
×
×
主
義
運
動
に
対
す

る
私
た
ち
の
見
解
を
左
右
し
て
い
る
︑
と
ア
ド
ゥ
ン
は
言
う
︒

　第
二
部
︑
藤
岡
由
香
の
﹁
思
想
戦
争
︱
︱
ア
メ
リ
カ
の
日
系
移
民
に
よ
る

広
報
・
世
論
外
交
﹂
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
﹁
一

世
﹂
お
よ
び
﹁
日
系
人
﹂
問
題
に
つ
い
て
︑
注
目
す
べ
き
新
た
な
洞
察
を
展
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る
︒
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論
文
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系
移
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排
斥
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ア
メ
リ
カ
の
一
九
二
四

年
移
民
法
な
ど
︑
よ
く
知
ら
れ
た
題
材
を
︑
北
米
の
日
系
移
民
を
巻
き
込
ん

だ
日
本
外
務
省
の
大
き
な
戦
略
を
視
野
に
入
れ
て
︑
新
た
な
弁
証
法
へ
と
よ

み
が
え
ら
せ
る
︒
藤
岡
に
よ
れ
ば
︑
日
本
外
務
省
は
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
膨
張

政
策
︑
ア
メ
リ
カ
国
内
の
移
民
と
排
斥
と
い
う
内
政
問
題
︑﹁
一
世
﹂
と
﹁
日

系
人
﹂
の
利
害
︑
そ
し
て
特
に
日
本
の
満
洲
侵
略
後
の
︑
ま
た
一
九
三
七
年

以
降
に
盛
り
上
が
っ
た
日
本
の
反
中
国
感
情
の
中
で
優
勢
に
立
っ
た
中
国
外

交
と
の
間
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ

カ
政
治
が
反
日
に
転
じ
た
た
め
︑
日
本
は
そ
の
外
交
慣
例
を
見
直
さ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
︒﹁
広
報
・
世
論
外
交
が
（
外
務
省
の
）
武
器
庫
に
加
わ
っ
た

時
が
︑
日
本
の
外
交
政
策
の
転
換
点
だ
っ
た
﹂（
一
六
三
頁
）
の
で
あ
る
︒
皮

肉
に
も
ア
メ
リ
カ
在
住
の
日
本
人
の
声
は
あ
ま
り
に
も
日
本
寄
り
で
︑
外
務

省
が
い
さ
さ
か
戸
惑
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
︒
だ
が
︑
彼
ら
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ

の
社
会
や
政
治
へ
の
関
与
の
余
地
が
い
よ
い
よ
狭
ま
っ
て
い
く
事
態
に
直
面

し
て
︑
そ
の
日
本
寄
り
の
姿
勢
は
か
え
っ
て
強
ま
っ
た
︒
投
票
箱
の
代
わ
り

に
日
本
外
務
省
が
彼
ら
の
選
択
肢
と
な
っ
た
︱
︱
自
分
た
ち
の
住
む
国
（
ア

メ
リ
カ
）
の
政
策
に
︑
い
か
に
間
接
的
で
あ
れ
︑
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め

の
手
段
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
藤
岡
の
こ
の
新
解
釈
は
︑
一
九
九
六
年
に
Ｆ

Ｂ
Ｉ
が
こ
の
時
期
に
関
す
る
お
び
た
だ
し
い
量
の
文
献
を
廃
棄
し
た
こ
と
を

思
え
ば
︑
な
お
さ
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
日
系
人
会
（
Ｊ

Ａ
Ａ
）
は
い
ま
だ
に
そ
の
文
書
庫
を
公
開
し
て
い
な
い
︒
ま
た
日
系
ア
メ
リ

カ
人
が
強
制
収
容
さ
れ
た
時
点
で
や
は
り
多
く
の
重
要
な
記
録
が
失
わ
れ
た

し
︑
真
珠
湾
攻
撃
の
あ
と
︑
後
難
を
恐
れ
た
﹁
一
世
﹂
や
﹁
日
系
人
﹂
の
手

で
︑
親
日
の
証
拠
と
な
る
多
く
の
資
料
が
破
棄
さ
れ
た
︒
戦
時
賠
償
が
求
め

ら
れ
て
い
る
今
︑
生
存
し
て
い
る
﹁
一
世
﹂
や
﹁
日
系
人
﹂
は
か
つ
て
の
自

分
た
ち
の
親
日
姿
勢
を
認
め
た
が
ら
な
い
︒
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
日

系
人
収
容
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
謝
罪
の
チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
は
し

な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
だ
︒
こ
う
し
た
背
景
す
べ
て
が
︑
一
九
三
〇
年
代
ア

メ
リ
カ
の
日
系
移
民
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
︒

　最
後
の
第
三
部
は
︑
私
と
し
て
は
一
部
・
二
部
を
し
の
ぐ
最
強
の
部
分
だ

と
考
え
る
が
︑
さ
て
︑
ど
の
論
文
を
取
り
上
げ
た
も
の
か
︒
ラ
ス
テ
ィ
ン
・

ゲ
イ
ツ
の
﹁
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
明
治
外
交
︱
︱
内
田
康
哉
︑
満
洲
︑
国

際
連
盟
脱
退
後
の
外
交
政
策
﹂
は
︑
複
数
の
文
書
庫
を
ま
た
ぐ
学
術
研
究
の

完
璧
な
一
例
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
本
書
全
体
が
そ
う
い
う
姿
勢
を
土
台
と
し
て
い
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る
）︒
内
田
康
哉
は
日
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満
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後
︑
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右
旋
回
し
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み
せ
た
政
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︒
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ゲ
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ツ
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見
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︑
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田
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り
︑
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洲
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お
け
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の
地
位
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保
つ
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︑
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よ
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︒
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︑
と
り
わ
け
満
洲
危
機
（
一
九
三
一
～

三
三
）
に
お
け
る
外
交
を
︑﹁
昭
和
軍
国
主
義
の
最
初
の
の
ろ
し
と
い
う
よ
り

は
︑
明
治
帝
国
主
義
の
最
後
の
あ
が
き
﹂（
一
九
〇
頁
）
と
と
ら
え
る
︒
明
治

初
期
以
来
ず
っ
と
︑
帝
国
主
義
列
強
の
一
員
に
加
わ
り
︑
そ
れ
と
同
等
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
続
け
た
﹁
霞
が
関
正
統
外
交
﹂
の
偉
大
な
る
一

貫
性
を
論
じ
た
内
山
正
熊
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
︒
内
田
康
哉
の
名
高
い

﹁
焦
土
﹂
発
言
に
つ
い
て
︑
ゲ
イ
ツ
は
慎
重
に
選
び
抜
い
た
言
葉
に
よ
っ
て
︑

そ
の
外
交
的
︑
政
治
的
文
脈
を
み
ご
と
に
再
構
築
し
て
み
せ
る
︒
こ
の
﹁
焦

土
﹂
と
い
う
言
葉
は
実
の
と
こ
ろ
︑
西
欧
の
外
交
官
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

好
意
あ
る
い
は
無
関
心
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
（
当
時
の
ジ
ャ
パ
ン
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
だ
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
こ
れ
を
ベ
タ
誉
め
し
て
い
る
）︒
一
方
︑
こ

の
発
言
が
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
︑
シ
ベ
リ
ア
へ
の
膨
張

を
め
ぐ
っ
て
ソ
連
と
直
接
対
峙
し
た
が
る
日
本
軍
部
の
一
部
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
田
は
外
交
に
お
け
る
卓
越
し
た
知
的
現
実
主
義
者
︑

明
治
外
交
の
達
人
で
あ
り
続
け
た
︒
ゲ
イ
ツ
の
こ
の
論
文
は
︑
歴
史
的
叙
述

の
中
で
皮
相
な
扱
い
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
の
人
物
に
つ
い
て
の
み

ご
と
な
批
判
的
見
直
し
で
あ
る
︒

　本
書
の
守
備
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
い
た
め
︑
こ
れ
を
学
部
生
や
院
生
に
読

ま
せ
る
の
を
た
め
ら
う
教
授
も
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は

複
数
の
分
野
を
ま
た
い
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
ど
こ
に
分
類
し
て
よ
い
か

迷
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
実
は
こ
れ
こ
そ
が
肝
心
な
点
だ
と
思
う
︒
た
と

え
分
類
は
難
し
く
と
も
︑
外
交
︑
法
律
︑
植
民
地
主
義
︑
精
神
文
化
史
︑
帝

国
︑
ビ
ジ
ネ
ス
や
制
度
の
歴
史
︑
二
十
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
一
般
な
ど
の
分
野

に
と
っ
て
︑
ひ
と
つ
一
つ
の
論
文
が
充
分
に
補
完
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
︒
本

書
は
学
術
書
と
し
て
比
類
な
き
良
質
の
歴
史
書
で
あ
り
︑
著
者
た
ち
の
今
後

の
仕
事
に
心
か
ら
期
待
し
た
い
︒

＊ 

本
稿
は
︑Japan Review

 N
o. 27

（2014

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳

で
あ
る
︒


