
は
じ
め
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
史
の
古
典
と
で
も
い
う
べ
き
、『
距
離
の
暴
虐
』（T

h
e

 
T
yran

n
y
 
of
 
D
istan

ce

）
の
著
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ニ
ー
（G

eo
ffrey

 
B
la
in
ey

）
は
、
そ
の
改
訂
増
補
版
（
二
一
世
紀
版
、
二
〇
〇
一
。
初
版
は
一
九
六

八
年
刊
）
で
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
カ
ー
ン
ク
ロ
ス
（F

ra
n
ces C

a
irn
cro

ss
）

の

『
距
離
の
死
』（T

h
e
 
D
eath

 
of
 
D
istan

ce,
1997

）
の
非
常
に
楽
観
的
な
グ
ロ

ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
を
批
判
し
て
い
る
。
ブ
レ
ー
ニ
ー
の
要
約
の
一
部
を
引

用
し
て
お
こ
う
。

“
C
a
irn
c
ro
ss p

re
d
ic
te
d
 
th
a
t w

a
y
s o

f sh
o
p
p
in
g
 
w
o
u
ld
 
c
h
a
n
g
e
:

th
e
 
d
e
te
c
tio
n
 
o
f c

rim
e
 
w
o
u
ld
 
b
e
c
o
m
e
 
m
o
re
 
e
ffic

ie
n
t.
T
h
e

 
w
o
rld
’s to

ta
l w

e
a
lth
 
w
o
u
ld
 
g
ro
w
 
m
o
re
 
q
u
ic
k
ly
;
a
n
d
 
in
 
h
e
r

 
v
ie
w
 
so
m
e
 
o
f th

e
 
p
riv

ile
g
e
s
 
a
n
d
 
p
le
a
su
re
s
 
o
f ric

h
 
w
o
u
ld

 

in
crea

sin
g
ly
 
b
e
c
o
m
e
 
a
v
a
ila
b
le
 
to
 
a
 
h
o
st o

f th
e
 
p
o
o
r,
la
rg
e
ly

 
a
s a

 
resu

lt o
f
‘d
ea
th
 
o
f d

ista
n
ce’

”
p
. 361

）
。

こ
の
よ
う
な
楽
観
的
な
世
界
が
、
空
間
的
距
離
の
縮
小
化
で
生
じ
る
と
い
う

の
は
、
幻
想
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
ブ
レ
ー
ニ
ー
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
の
一

つ
は
、「
距
離
」
の
縮
小
が
ど
ん
な
に
進
ん
で
も
、「
地
理
的
位
置
関
係
」
は
依

然
と
し
て
大
き
な
要
素
と
し
て
残
り
、
そ
の
意
味
で
は
距
離
の
「
死
」
な
ど
虚

妄
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
距
離
の
「
暴
虐
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
は
い
え
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
理
的
位
置
が
ア
ジ
ア
の
南
に
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
要
都
市
は
、
こ
の
大
陸
の
北
部
に
あ

る
熱
帯
ア
ジ
ア
か
ら
最
も
遠
い
温
帯
地
帯
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
熱

帯
で
の
生
活
に
耐
え
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
的
な
生
活
の
「
過
去
」
が
空
間
的

に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、「
距
離
の
暴
虐
」
が
緩
和
さ
れ
て
、
航
空
機
の
導
入

東
ア
ジ
ア
の
モ
ザ
イ
ッ
ク
・
ユ
ニ
ッ
ト

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
新
し
い
視
点

園

田

英

弘
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や
情
報
通
信
の
高
度
な
発
展
に
よ
り
、「
時
間
的
距
離
」
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ

た
と
し
て
も
、
地
球
上
に
お
け
る
地
理
的
位
置
は
無
意
味
に
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

日
本
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
東
シ
ナ
海
を
挟
ん
で
政
治
的
体
制
を
異
に

し
、
経
済
的
に
急
成
長
す
る
中
国
が
あ
り
、
対
馬
海
峡
の
す
ぐ
北
に
は
分
断
さ

れ
た
二
つ
の
国
が
あ
る
朝
鮮
半
島
が
あ
り
、
太
平
洋
を
挟
ん
で
は
基
本
的
に
は

西
欧
の
流
れ
を
く
ん
だ
超
大
国
ア
メ
リ
カ
が
あ
る
と
い
う
構
図
は
、
ど
の
よ
う

に
地
球
が
縮
小
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
ど
の
よ
う

に
進
行
し
よ
う
と
、
日
本
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
海
上
に
位
置
し
、
漢
字

を
は
じ
め
と
し
て
中
国
・
朝
鮮
か
ら
、
長
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
文
化
的
影
響

を
受
け
て
き
た
。
し
か
も
、
地
球
の
縮
小
化
に
よ
っ
て
、
従
来
に
は
な
い
新
し

い
関
係
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
表
現
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
い
つ
の
こ

ろ
だ
ろ
う
か
。「
東
亜
」
と
い
う
表
現
は
同
じ
く
東
ア
ジ
ア
を
表
す
が
、
現
在

い
わ
れ
て
い
る
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
意
味
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
表
現
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、「
東
亜
」
は
日
本
が
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

発
想
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
（
つ
ま
り
日
露
戦
争
の
勝
利
直
後
か
ら
）
見

ら
れ
た
。

の
ち
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
構
想
の
作
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

徳
富
蘇
峰
は
、
日
露
戦
争
前
後
に
台
頭
し
た
「
黄
禍
論
」
に
直
面
し
て
も
、

「
文
明
」
の
普
遍
性
を
信
じ
て
「（
西
洋
）
文
明
」
志
向
を
な
か
な
か
捨
て
き
れ

ず
、
停
滞
す
る
ア
ジ
ア
に
も
連
帯
意
識
を
持
て
ず
に
い
た
。
し
か
し
、
蘇
峰
は

同
時
に
「
文
明
国
」
か
ら
は
対
等
の
仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ

と
を
十
分
に
自
覚
し
、
孤
立
感
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
彼
の

立
場
は
、
問
題
に
す
べ
き
は
「
人
種
」
で
は
な
く
、「
文
明
」
で
あ
る
と
彼
が

述
べ
て
い
る
部
分
に
現
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
は
、
こ
の
よ
う
に
地
理
的
位
置
や
過
去
と
の
連
続
を
無

視
し
た
平
板
な
世
界
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
議
論
で

は
、
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
」
に
つ
い
て
、
こ

の
ペ
ー
パ
ー
で
は
焦
点
を
当
て
る
。
現
在
の
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
単
な
る
地

理
的
概
念
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
」
と
同
様
に
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
地
域
全
体
の
経
済
を
中
心
と
す
る
発
展
と
と

も
に
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
か
ら
も
「
東
ア
ジ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
現
在
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」（「
共
同
体
」
と

い
う
の
は
幻
想
だ
と
思
う
が
）
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
今
は
、
経
済
的

関
係
や
大
衆
文
化
交
流
の
最
も
密
接
な
地
域
と
し
て
「
東
ア
ジ
ア
」
は
存
在
し

て
い
る
が
、
政
治
的
・
軍
事
的
に
は
け
っ
し
て
良
好
な
状
態
で
は
な
い
。
東
ア

ジ
ア
は
経
済
も
政
治
も
文
化
も
多
様
で
あ
り
、
今
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
「
発
展
」
の
系
譜
を
も
つ
た
め
に
、
地
理
的
に
は
近
接
し
相
互
依

存
を
高
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
域
は
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
を
呈
し

て
い
る
。
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グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
が
一
様
に
、
同
じ
テ
ン
ポ

で
進
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
の
成
長
や
情
報
・
文
化
の
流
通
は
、
最
も

変
化
し
や
す
い
部
分
で
あ
る
。
変
わ
り
に
く
い
部
分
の
最
も
顕
著
な
現
象
が
、

「
文
明
の
衝
突
」
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
現
在
し
だ
い
に
大
き
さ
を
増
す
こ
の
問
題
を
、
宗
教
間
の
対
立
と

見
る
か
、
宗
教
の
影
響
力
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
「
世
俗
的
世
界
」
と
特
定
の

宗
教
の
衝
突
と
見
る
か
は
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
「
宗
教
」
は
主
要
な
対
立
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。

歴
史
的
に
は
、
儒
教
や
仏
教
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
会
制
度
の
中
に
組
み
込

み
、
ま
た
そ
れ
ら
が
思
想
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
宗
教
と
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
形
で
一
つ

を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
、
漢
字
文
化

圏
で
「
宗
教
」（
日
本
語
で
はsy

u
u
k
y
o
u

）
と
い
う
言
葉
がrelig

io
n

の
翻
訳
語

と
し
て
流
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
の
出
会
い
に
よ
っ
て
出

現
し
た
「
尊
い
教
え
」「
聖
人
の
教
え
」
を
表
現
す
る
文
化
翻
訳
語
と
し
て
、

一
九
世
紀
後
半
の
日
本
で
、
新
た
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
近
代
語
は
、

漢
字
文
化
圏
に
輸
出
さ
れ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
宗
教
」
が
東
ア
ジ
ア
へ
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
と
き
、

過
去
の
歴
史
で
は
「
政
治
的
」
色
合
い
を
持
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ

ル
な
ど
の
日
本
進
出
に
危
惧
を
い
だ
い
た
徳
川
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
令
、
キ

リ
ス
ト
教
に
あ
る
種
の
影
響
を
受
け
た
清
朝
後
期
の
太
平
天
国
の
乱
、「
西
学
」

（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
）
に
対
す
る
朝
鮮
朝
末
期
の
「
東
学
」
の
政
治
的
活
動
な

ど
は
、
基
本
的
に
は
「
宗
教
間
」
の
対
立
で
は
な
い
。「
宗
教
」
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
政
治
」
の
問
題
で
あ
る
。

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、「
文
明
」
を
最
終
的
に
は
宗
教
で
定
義
し
て
い
る
が
、

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
中
国
文
明
は
「
儒
教
文
明
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
儒
教
は
西
洋
的
意
味
で
の
宗
教
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
日
本
文
明

を
「
一
国
一
文
明
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
日
本
の
文
明
を
支
え
る
単
一
の
「
宗

教
」
な
ど
は
な
い
。

一
九
世
紀
の
後
半
に
、
新
生
な
っ
た
明
治
の
日
本
を
訪
問
し
た
ト
ル
コ
の
外

交
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
は
、
そ
の
体
験
記
で
日
本
に
は
「
宗
教
な
ど
な

い
」
と
い
っ
て
い
る
。
神
社
仏
閣
な
ど
数
多
く
訪
問
し
た
人
物
の
感
想
だ
が
、

イ
ス
ラ
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
偶
像
崇
拝
に
し
か
見
え
な
い
日
本
の

そ
れ
ら
の
施
設
に
、
宗
教
性
が
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
期
の
西
洋
人
の
日
本
体
験
記
は
、「
東
洋
」
へ
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
関

心
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
が
、
近
代
化
の
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教

の
導
入
が
不
可
欠
だ
と
い
う
立
場
が
多
い
。
国
民
国
家
の
形
成
の
た
め
に
も
、

確
固
と
し
た
「
宗
教
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
東
ア
ジ
ア
と
い
う
「
地
域
」
に
お
い
て
、「
宗
教
」
と
い
う
存
在
は
、
一

神
教
的
な
伝
統
を
持
つ
国
々
と
は
社
会
的
意
味
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
し
、

今
後
も
そ
う
で
あ
り
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
近
代
化
論
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
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S
.N
.
E
isen

sta
d
t

の
大
著

Japan
ese
 
C
ivilization

（
1996）

で
は
世
界
の

文
明
は
「
軸
文
明
」

a
x
ia
l civ

iliza
tio
n

）
と
呼
ば
れ
、
大
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ

の
「
文
明
」
の
骨
格
を
形
成
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
本
文
明
」
だ

け
は
、
そ
れ
ま
で
数
多
く
歴
史
上
は
存
在
し
た
が
、
今
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た

「
非
軸
文
明
」

n
o
n
 
a
x
ia
l civ

iliza
tio
n

）が
存
続
し
て
い
る
唯
一
の
例
外
と

さ
れ
て
い
る
。「
軸
」
が
な
い
の
に
文
明
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
日
本
文
明

は
な
ぜ
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
で
き
た
の
か
、
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
非
常

に
回
り
く
ど
い
説
明
を
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
は“cu
ltu
re

 
cen

tered
 
civ
iliza

tio
n
”

と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。“T

h
e W

a
y
 
o
f A

p
-

p
ro
a
c
h
in
g
 
J
a
p
a
n
”
Ja
p
a
n
 
in
 
a
 
C
o
m
p
a
ra
tiv
e
 
P
ersp

ectiv
e,

IN
T
E
R
N
A
-

T
IO
N
A
L
 
S
Y
M
P
O
S
IU

M
1
2
,
In
te
rn
a
tio

n
a
l R

e
se
a
r
c
h
 
C
e
n
te
r
 
fo
r

 
J
a
p
a
n
e
s
e
 
S
tu
d
ie
s
,
E
d
ite

d
 
b
y
 
S
O
N
O
D
A
 
H
id
e
h
ir
o
 
a
n
d
 
S
.N
.

E
isen

sta
d
t,
1998

を
参
照
の
こ
と
）。
文
明
と
宗
教
を
結
び
付
け
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
論
じ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
神
教
的
な
「
宗
教
」
の
根
本

的
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
、

西
洋
中
心
的
概
念
装
置
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
昨

年
配
布
し
た“V

iew
poin

t of
 
R
everse

 
A
bsen

ce”

を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た

い
）
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
目
的
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
お
け
る
「
東
ア
ジ

ア
」
の
経
済
成
長
と
社
会
・
文
化
的
な
変
化
の
構
造
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。
分
析
の
焦
点
は
こ
の
地
域
の
中
の
特
定
の
国
で
は
な
く
、「
地

域
全
体
」
に
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
構
造
的
変
動
を
与
え
て
い
る
中
国
の
こ
と

を
中
心
に
叙
述
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

隠
れ
た
主
役
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
文
章
を

書
く
。

１

東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
台
頭

経
済
成
長
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
開
発
セ
ン
タ
ー
が
出
版
し

たA
n
gu
s
 
M
ad
d
ison

の
長
期
経
済
統
計

M
on
itorin

g
 
th
e
 
W
orld

 
E
con

-

om
y
1820-1992,

1995

）
で
は
、
一
八
二
〇
年
の
段
階
で
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
世
界
ラ

ン
キ
ン
グ
で
は
中
国
は
第
一
位
の
地
位
を
占
め
（
第
二
位
は
イ
ン
ド
、
六
位
は
日

本
で
あ
る
）
て
い
る
。
こ
の
研
究
報
告
は
、「
近
代
経
済
成
長
」
へ
の
転
換
点

を
従
来
の
定
説
で
あ
っ
た
一
七
五
〇
年
で
は
な
く
、
一
八
二
〇
年
に
求
め
、
そ

の
時
点
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
脚
注
で
興
味
深
い
指
摘
を
し

て
い
る
。「
最
近
の
実
証
研
究
は
、
一
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
西
欧
諸
国
で
は
だ

ら
だ
ら
と
し
た
よ
ろ
め
き
的
な
『
テ
ー
ク
オ
フ
』
が
長
く
続
い
た
と
い
う
、
か

つ
てR

o
sto
w

とG
ersch

en
k
ro
n

が
強
く
支
持
し
た
見
解
に
反
証
を
与
え
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
般
に
経
済
成
長
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
徐
々
に
世

界
の
他
の
地
域
か
ら
抜
け
出
し
て
き
て
い
た
一
五
〇
〇
年
か
ら
一
八
二
〇
年
ま

で
の
『
初
期
資
本
主
義
』
の
時
期
よ
り
も
、
一
八
二
〇
年
以
降
の
ほ
う
が
は
る

か
に
は
や
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
二
一
ペ
ー
ジ
）。

ア
ジ
ア
は
一
八
二
〇
年
に
は
世
界
の
全
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
五
八
・
三
％
を
占
め
て
い
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た
が
、
一
九
五
〇
年
に
は
一
九
・
三
％
に
落
ち
込
み
、
一
九
九
二
年
に
は
三

六
・
七
％
に
回
復
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
長
期
経
済
統
計
の
知
見
は
、
一
八

七
一
年
に
明
治
政
府
が
西
洋
の
「
文
明
国
」
に
派
遣
し
た
調
査
団
に
よ
る
イ
ギ

リ
ス
の
分
析
結
果
と
符
合
す
る
。
そ
の
公
式
報
告
書
で
あ
る
『
米
欧
回
覧
実

記
』
の
イ
ギ
リ
ス
の
部
分
に
は
、
そ
の
急
激
な
発
展
は
「
わ
ず
か
四
〇
年
前
」

（
つ
ま
り
、
一
八
三
〇
年
頃
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
政
府
は
こ
の
よ
う
な

「
初
期
的
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
」（
園
田
英
弘
『
世
界
一
周
の
誕
生－

グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
の
起
源－

』
文
春
新
書
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
の
こ
と
）
と
い
う
認
識
を
前

提
と
し
て
、
後
の
「
開
発
独
裁
」
の
原
型
に
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
（
普
通
、

M
eiji O

lig
a
rch

y

と
呼
ば
れ
て
い
る
）
を
構
築
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
述

べ
る
。

中
国
は
、
一
八
二
〇
年
以
来
、
ア
ヘ
ン
戦
争
と
死
者
数
千
万
を
出
し
た
と
い

う
太
平
天
国
の
乱
の
大
混
乱
、
日
清
戦
争
で
の
敗
北
、
清
朝
の
崩
壊
と
ア
ジ
ア

に
お
け
る
最
初
の
「
共
和
国
」
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
政
権

の
維
持
に
失
敗
し
、
軍
閥
支
配
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
中
華
民
国
、
帝
国
日
本
の
侵

略
と
日
中
戦
争
、
共
産
主
義
政
権
の
成
立
と
そ
の
性
急
で
矛
盾
に
満
ち
た
政
策

の
中
で
久
し
く
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
近
代
化
研
究
は
、
経
済
成
長

に
は
経
済
政
策
よ
り
も
統
治
シ
ス
テ
ム
の
安
定
が
重
要
だ
と
教
え
て
い
る
が
、

政
治
的
安
定
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
中
国
で
あ
っ

た
。日

本
の
近
代
化
を
研
究
し
て
き
た
私
に
は
、
中
国
の
最
近
の
急
激
な
経
済
成

長
に
つ
い
て
は
、
新
聞
や
雑
誌
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
常
識
的
な
説
明
以
上
の

知
識
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
比
較
的
短
期
の
経
済
学
的
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
八
年
一
二
月
に
鄧
小
平

D
en
g
 
X
ia
o
p
in
g

）
が
改
革
開

放
政
策
を
指
示
し
、
社
会
主
義
的
市
場
経
済
と
い
う
い
さ
さ
か
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ

ッ
ク
な
試
み
が
開
始
さ
れ
、
外
資
の
導
入
と
低
賃
金
に
よ
る
加
工
品
の
輸
出
に

よ
っ
て
、
現
在
に
至
る
「
奇
跡
」
的
な
経
済
成
長
を
生
み
出
し
た
か
の
よ
う
な

印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
極

め
て
短
時
間
の
う
ち
に
「
世
界
の
工
場
」「
世
界
の
市
場
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
繁
栄
が
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

社
会
主
義
的
市
場
経
済
が
、
本
当
に
持
続
可
能
な
政
治
形
態
な
の
か
。
経
済

の
「
成
長
」
が
、
環
境
へ
の
過
重
な
負
荷
を
回
避
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
持
続

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
経
済
の
急
激
な
成
長
の
結
果
生
じ
た
貧
富
の
格
差

が
、
社
会
的
な
緊
張
と
混
乱
を
限
界
点
ま
で
高
め
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
で

も
、
専
門
家
の
間
で
も
、
中
国
の
将
来
に
つ
い
て
は
悲
観
論
と
楽
観
論
が
同
居

し
て
い
る
。

日
本
近
代
化
の
研
究
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
経
済
成
長
を
含
め
た
近

代
化
の
達
成
の
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
特
に
前
近
代
的
「
成
熟
」
が
重
要
だ
と
さ
れ
た
。
そ
の
常
識
に
従
え
ば
中

国
の
経
済
成
長
の
「
成
功
」
の
説
明
の
た
め
に
は
、
清
朝
後
期
ぐ
ら
い
ま
で
を

視
野
に
入
れ
た
多
様
な
分
析
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の

中
国
史
研
究
の
重
鎮
で
あ
る
溝
口
雄
三
は
『
中
国
の
衝
撃
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
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二
〇
〇
四
年
）
で
、
一
七
世
紀
以
降
の
中
国
社
会
の
体
質
の
中
に
、
平
等
志
向

的
な
村
落
構
造
が
あ
り
、
そ
の
延
長
上
に
現
代
の
中
国
が
出
現
せ
ざ
る
を
得
な

い
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
経
済
的
不
平
等
化
が
顕
在
化
し
て

い
る
現
代
中
国
を
、
平
等
主
義
的
な
伝
統
的
な
社
会
体
質
で
成
功
し
た
例
と
す

る
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
私
な
ど
は
奇
妙
に
新
鮮
な
「
衝
撃
」
を
覚
え
た
。

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
、
社
会
体
質
論
的
な
説
明
だ
け
で
は
、
全
く
不
十

分
で
あ
る
。

２

中
国
の
経
済
的
繁
栄
の
謎

中
国
の
経
済
成
長
以
前
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
中
国
近
代
化
研
究
で
は
、

「
な
ぜ
中
国
の
近
代
化
が
遅
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
説
明
が
種
々
に
な
さ
れ

て
き
た
。
一
九
六
六
年
に
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
学
会
の
会
長
就
任
ス
ピ
ー
チ

で
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ナ
イ
ト
・
ビ
ッ
ガ
ー
ス
タ
ッ
フ

K
n
ig
h
t B

ig
g
er-

sta
ff

）
は
一
九
一
九
年
以
前
の
中
国
を
八
つ
の
基
準
（
人
口
の
都
市
集
中
・
化
石

燃
料
利
用
・
共
同
体
の
崩
壊
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
網
・
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
）
で

検
討
し
、
中
国
の
近
代
化
が
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る

M
od
ern

ization
-
an
d
 
E
arly

 
M
od
ern

 
C
h
in
a

）
。

ま
た
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を
中
心
と
し
た
近
代
化
研
究
シ
リ
ー
ズ
の
最
後

を
飾
っ
たT

h
e
 
M
od
ern

ization
 
of
 
C
h
in
a

（
一
九
八
一
年
）
は
改
革
開
放

路
線
に
中
国
政
府
が
踏
み
切
っ
た
す
ぐ
後
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
ブ
ッ
ク
カ

バ
ー
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

D
u
rin
g
 
th
e p

a
st tw

o
 
c
e
n
tu
rie
s,
C
h
in
a
 
h
a
s b

e
e
n
 
e
n
g
a
g
e
d
 
in
 
a

 
p
ro
tra
cte
d
 
stru

g
g
le
 
to
 
m
o
d
e
rn
iz
e
…

w
ith
 
th
e
 
e
n
d
 
n
o
t y

e
t in

 
sig

h
t.
W
h
a
t a

c
c
o
u
n
ts
 
fo
r
 
th
is
 
in
a
b
ility

 
to
 
a
c
h
ie
v
e
 
ra
p
id
,

ste
a
d
y
 
g
ro
w
th
?
Is it,

a
s so

m
e
 
c
la
im
,
C
h
in
a
’s p

ro
fo
u
n
d
 
se
n
se

 
o
f c

u
ltu
ra
l c
o
n
se
rv
a
tism

?
T
h
e
 
e
ffe
c
t o

f W
e
ste
rn
 
im
p
e
ria

list
 

ex
p
lo
ita
tio
n
?
O
r d

o
 
th
e a

n
sw
ers lie elsew

h
ere?

「
近
代
化
」
と
い
う
枠
組
み
で
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
に
は
、
暗
黙
の
内
に

で
あ
れ
、
日
本
と
の
対
比
を
基
に
（
上
記
の
八
つ
の
基
準
は
日
本
近
代
化
の
成
功

事
例
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
）、
中
国
の
停
滞
を
説
明
す
る
場
合
が
多

か
っ
た
。
発
展
す
る
日
本
と
停
滞
す
る
中
国
と
い
う
対
比
は
、
国
民
性
や
社
会

構
造
な
ど
に
直
結
し
て
説
明
さ
れ
る
と
宿
命
論
的
な
色
彩
ま
で
帯
び
て
し
ま
う
。

も
し
も
、
過
去
が
中
国
に
と
っ
て
本
当
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
な
ら
ば
、
現
在

の
成
功
の
原
因
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
い
い
の
か
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
一
国
主
義
的
な
中
国
の
経
済
成
長
の
原
因

探
し
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
「
近
代

的
経
済
成
長
」
を
開
始
し
た
一
九
世
紀
後
半
と
、
中
国
の
そ
れ
が
始
ま
っ
た
二

〇
世
紀
の
後
半
で
は
、
背
景
と
な
っ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
性
格

に
違
い
が
あ
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
出
発
点
の
時
期
と
背
景
と
な
る
社
会
構
造
の
性
格
の
違
い
が
あ
る
。
現

在
で
は
こ
の
「
地
域
」
に
は
、
密
接
な
相
互
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
簡
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単
に
日
本
近
代
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た
い
。

明
確
な
問
題
意
識
に
立
脚
し
た
近
代
化
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
な
さ

れ
て
い
た
。
近
代
化
論
を
簡
単
に
定
義
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
論
点
の
中

心
が
「
経
済
成
長
」
や
「
工
業
化
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
停
滞

的
な
「
伝
統
社
会
」
か
ら
「
産
業
社
会
」
へ
の
「
離
陸
」

ta
k
e o

ff

）
が
、
ど

の
よ
う
な
条
件
で
生
じ
る
か
が
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
私
は
近
代
へ
の
「
突

破
」

b
rea

k
th
ro
u
g
h

）
と
い
う
も
の
に
関
心
が
あ
っ
た
。
歴
史
の
大
き
な
流
れ

を
飛
躍
さ
せ
る
出
来
事
、
つ
ま
り
革
命
的
変
化
を
重
視
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
ら
を
中
心
と
し
た
、
江
戸
時
代
の
文

化
・
社
会
の
「
成
熟
」
を
積
極
的
に
評
価
す
る
「
日
本
近
代
化
論
」
に
、
私
は

不
満
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
、
明
治
維
新
と
い
う
社
会
革
命
が
な
く
て
も
日
本
の

近
代
化
は
可
能
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
と
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
西
洋
列
強
の
圧
力
を
日
本
近
代
化
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
む
か

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、「
近
代
」
が
突
然
に
始
ま
る
こ
と
が
あ

り
え
な
い
以
上
、「
徳
川
封
建
制
」
の
中
に
あ
る
「
近
代
の
萌
芽
」
と
い
う
仮

説
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

日
本
近
代
化
論
の
最
も
宿
命
論
的
な
説
明
は
、「
封
建
制
」

feu
d
a
lism

）
に

関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
に
だ
け
顕
著
に
発
達
し
た
と

い
わ
れ
る
封
建
制
こ
そ
が
、
日
本
の
近
代
化
の
前
提
を
形
作
っ
た
と
さ
れ
た
。

ウ
エ
ー
バ
ー
の
学
統
を
引
き
継
い
だ
近
代
化
研
究
で
は
、
資
本
主
義
へ
の
「
突

破
」
を
主
導
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
的
倫
理
と
機
能
的
に
同
じ

も
の
を
、
日
本
に
も
探
そ
う
と
し
た
。

ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ

R
o
b
ert N

.
B
ella

h

）
の
『
徳
川
の
宗
教
』

T
oku

gaw
a

 
R
eligion

:
th
e
 
valu

es of
 
P
re
-
in
d
u
strial Japan

,
F
ree P

ress,
1957.

こ

の
著
作
は
近
代
化
研
究
が
流
行
し
て
い
る
と
き
は
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
た
）
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も

の
と
し
て
石
門
心
学
を
「
発
見
」
し
た
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
社
会
学
的
な
近
代
化
の
説
明
を
単
純
す
ぎ
る
と
考

え
る
。
西
洋
の
歴
史
的
枠
組
み
を
、
歴
史
的
伝
統
も
社
会
構
造
も
異
な
る
日
本

に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
経
験
的
事
実
と
し

て
、
石
門
心
学
が
近
世
の
日
本
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
八
〇
年
代
に
韓
国
・
台
湾
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

と
い
う
所
謂
「
四
龍
」

F
o
u
r d

ra
g
o
n
s

）
の
経
済
成
長
が
顕
著
に
な
っ
た
と
き
、

こ
れ
ら
の
国
に
共
通
す
る
儒
教
道
徳
に
注
目
し
た
宗
教
社
会
学
的
説
明
が
復
活

し
た
（
儒
教
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
わ
れ
た
）
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
と
き
に
古

い
道
徳
が
経
済
発
展
に
貢
献
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
あ
ま
り
有

意
義
な
仮
説
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
時
期
は
、
儒
教
こ
そ
が
停
滞
の

説
明
原
理
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
は
、
経
済
史
の
観
点
か
ら
近
世
農
村
の
前
近
代
的
「
発
展
」
に
、

明
治
以
降
の
近
代
化
・
工
業
化
が
可
能
に
な
っ
た
ル
ー
ツ
を
描
き
出
し
た
Ｔ
・

Ｃ
・
ス
ミ
ス
の
『
近
代
日
本
の
農
村
的
起
源
』（T

h
o
m
a
s C

.
S
m
ith
,
T
h
e

 
A
g
ra
ria
n
 
O
rig
in
s
 
o
f
 
M
o
d
ern

 
Ja
p
a
n
,
S
ta
n
fo
rd
 
U
n
iv
e
rsity

 
P
re
ss,
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1959.

翻
訳
は
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
は
日
本
で
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

一
七
世
紀
以
降
に
新
田
の
開
発
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
農
業
生
産
が
増
大
し
た
。

武
士
階
級
は
城
下
町
へ
移
動
し
、
都
市
は
膨
大
な
消
費
階
級
の
発
生
を
抱
え
込

ん
だ
。
そ
れ
か
ら
二
〇
〇
年
間
、
自
給
自
足
的
色
彩
で
彩
ら
れ
て
い
た
農
村
が
、

し
だ
い
に
商
業
的
農
業
を
拡
大
し
て
い
き
、
農
村
に
は
大
土
地
保
有
者
が
生
ま

れ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
小
農
自
立
経
営
の
崩
壊
は
、
封
建
的
危
機
の
現
れ

だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、
ス
ミ
ス
は
、
大
土
地
保
有
者
の
商
業
資
本
へ
の
転

化
を
強
調
し
、
在
村
工
業
の
進
展
、
農
村
に
お
け
る
非
農
業
的
経
済
活
動
の
活

発
化
な
ど
を
、
近
代
化
へ
の
準
備
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
『
日
本
社
会
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造－

工
業
化
の
内
在
的
諸
要

因

一
七
五
〇－

一
九
二
〇
年
』（N

ative
 
S
ou
rces of

 
Japan

ese
 
In
d
u
stri-

alization
,
1750-1920

,
U
n
iv
e
rsity

 
o
f C

a
lifo

rn
ia
 
P
re
ss,

B
e
rk
e
le
y
 
a
n
d

 
L
o
s A

n
g
eles,

1988.

翻
訳
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
）
の
中
で
、
こ
の

観
点
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
一
八
世
紀
初
期
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
農
業

生
産
高
の
上
昇
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
実
質
的
な
年
貢
負
担
の
長
期
的

下
降
」
に
着
目
す
る
。
農
民
層
の
階
層
分
化
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
村

に
は
確
実
に
富
の
蓄
積
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
副
業
を
生
み
、
農
民

家
族
の
所
得
増
加
を
も
た
ら
し
た
。
農
村
の
副
業
は
在
村
の
工
業
を
発
展
さ
せ
、

農
村
の
非
農
業
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
在
地
に
就
業
機
会
が
増
大
し
た
。
ま
た
、

農
民
の
副
業
へ
の
従
事
が
工
業
化
へ
の
「
文
化
的
準
備
」
を
も
た
ら
し
た
と
説

く
。
そ
れ
は
、
単
に
規
律
正
し
い
工
場
労
働
者
の
態
度
の
形
成
の
み
な
ら
ず
、

技
術
の
改
良
へ
の
邁
進
や
、
経
済
的
観
念
の
普
及
と
も
連
動
し
て
い
る
。

ス
ミ
ス
の
前
近
代
的
・
前
工
業
的
「
発
展
」
と
い
う
視
点
は
、
一
九
九
〇
年

代
に
な
っ
て
人
口
学
的
デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
提
出
さ
れ
た
速
水
融
の
「
勤
勉
革

命
」

in
d
u
strio

u
s rev

o
lu
tio
n

）
と
い
う
画
期
的
な
仮
説
と
な
っ
て
、
今
に
至

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
近
世
日
本
が
、
近
代
の
工
業
化
を
い
か
に
準
備

し
た
か
と
い
う
関
心
に
貫
か
れ
て
い
た
（
い
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
近
代
化
の
前
提

と
い
う
視
点
か
ら
離
れ
て
純
粋
歴
史
研
究
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
が
）。
そ
れ
は

他
な
ら
な
い
「
日
本
だ
け
」
が
、
い
ち
早
く
非
西
洋
世
界
で
工
業
化
に
成
功
し

た
原
因
の
究
明
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
社
会
体
質
論
的
な
説
明
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
前
近
代
的
「
成
熟
」
は
、
高
度
経
済
成
長
に
至
る
時
期

ま
で
の
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
の
あ
る
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
を
提
供
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

都
市
の
発
達
と
そ
こ
で
の
早
期
的
消
費
生
活
の
活
発
化
、
消
費
に
プ
ル
さ
れ

た
各
種
の
日
用
品
の
工
業
化
、
綿
織
物
な
ど
軽
工
業
製
品
の
ア
ジ
ア
各
地
へ
の

輸
出
、
教
育
の
急
速
な
普
及
と
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
、
都
市
中
産
階
層
の
急
速
な

台
頭
な
ど
、
こ
れ
は
日
本
の
近
世
社
会
に
起
源
を
持
つ
も
の
の
近
代
的
表
現
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
蓄
積
は
、
今
で
も
日
本
の
歴
史
や
社
会
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
非
常
に
重
要
な
認
識
の
塊
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
方

向
の
研
究
は
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
説
明
は
日
本
だ
け
の
近
代
化
の
早
期
的
「
成
功
」
に
関
す
る
仮
説

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
見
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
で
の
現
状
を
照
射
す

128



る
と
、
興
味
深
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
経
済
成
長
の
筋

道
は
一
つ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
安
定
的
成
長
の
持
続
の
た
め
に
は
、
最
低
限

の
条
件
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
述
べ

る
。

３

東
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論

社
会
科
学
的
説
明
は
、
設
定
さ
れ
た
問
題
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ

う
な
問
い
を
発
す
る
の
か
。
そ
の
中
に
予
想
さ
れ
る
回
答
の
大
き
な
方
向
は
、

既
に
含
ま
れ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

研
究
は
、「
な
ぜ
、
西
欧
に
お
い
て
資
本
主
義
の
発
達
が
見
ら
れ
た
の
か
」
と

い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
回
答

は
、「
西
欧
」
の
国
々
が
共
通
に
持
つ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
精
神

的
エ
ー
ト
ス
の
中
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
ウ
エ
ー
バ
ー
仮
説
に
つ
い
て
は
、
今

日
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
そ
の
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し

な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
は
、
も
し
も
ウ
エ
ー
バ
ー
が
「
な
ぜ
、
最
初
の
工
業

化
は
イ
ギ
リ
ス
で
成
功
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
た
ら
、
そ
れ
へ
の
回

答
の
た
め
に
は
西
欧
世
界
に
広
く
分
布
し
て
い
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
」
で
は
な
く
、
も
っ
と
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
要
因
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
設
定
と
そ
れ
へ
の
回
答
と
い
う
手
順
は
、
社
会
科
学
研
究
の
多

く
が
歴
史
の
後
追
い
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
宿
命
と
い
う
も
の
を
含
意
し

て
い
る
。
経
済
的
な
「
成
功
」
以
前
に
、「
何
が
そ
の
よ
う
な
成
功
を
導
い
た

の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。「
東
ア
ジ
ア
の
発
展
」

と
い
う
主
題
は
、
日
本
で
も
、
中
国
で
も
、
新
興
工
業
地
域
で
も
な
く
、
こ
れ

ら
の
国
々
を
す
べ
て
含
ん
だ
「
東
ア
ジ
ア
」（
最
近
の
傾
向
で
は
「
東
南
ア
ジ
ア
」

は
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）
の
発
展
と
い
う
現
実
が

あ
り
、
そ
の
歴
史
的
由
来
を
モ
デ
ル
化
し
、
そ
の
有
効
性
を
検
討
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

日
本
や
中
国
だ
け
に
関
心
を
集
中
し
て
い
た
の
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
成
長
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
近
代
化
の
十
分
な
理

解
の
た
め
に
も
、
日
本
を
越
え
た
地
点
か
ら
日
本
を
見
つ
め
な
お
す
必
要
が
あ

る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ

た
『
日
本
・
中
国
と
世
界
経
済

東
ア
ジ
ア
発
展
の
再
解
釈
に
向
け
て

』

Japan
,
C
h
in
a,
an
d
 
th
e
 
M
od
ern

 
W
orld

 
E
con

o
m
y:

T
o
w
a
rd
 
a

 
R
ein

terp
reta

tio
n
 
o
f
 
E
a
st A

sia
n
 
D
ev
elo
p
m
en
t
 
ca
. 1
6
0
0
to
 
ca
. 1
9
1
8

）

は
、
実
証
的
に
は
問
題
が
多
い
本
だ
が
、
ウ
オ
ー
ラ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
の
世
界
シ

ス
テ
ム
論
を
理
論
的
背
景
と
し
、「
東
ア
ジ
ア
」（
実
質
は
中
国
と
日
本
）
を
世

界
経
済
の
中
に
位
置
づ
け
た
、
先
駆
的
仕
事
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
中
国
と
徳
川

時
代
の
日
本
を
比
較
し
、
日
本
が
明
治
維
新
を
契
機
に
近
代
化
に
成
功
し
た
の

は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
な
ど
が
主
張
す
る
よ
う
な
江
戸
時
代
の
「
近
代

の
萌
芽
」
の
存
在
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
か
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ら
「
周
辺
」
に
組
み
込
ま
れ
る
程
度
が
少
な
く
、
中
国
は
そ
の
逆
で
あ
る
た
め

と
い
う
の
が
中
心
的
内
容
で
あ
る
。

余
談
に
な
る
が
、
こ
の
本
に
つ
い
て
台
湾
の
歴
史
研
究
者
、
韓
国
の
経
済
学

者
と
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
韓
国
の
経
済
学
者
が
言
っ
た
。「
私
は
モ
ル

ダ
ー
の
本
に
賛
成
だ
！

日
本
人
に
は
不
愉
快
だ
ろ
う
が
」。
台
湾
の
歴
史
研

究
者
は
言
っ
た
。「
モ
ル
ダ
ー
は
中
国
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
西
欧
の
帝
国
主

義
的
影
響
が
及
ん
だ
の
は
、
中
国
の
沿
岸
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
！
」。
著
者
の

モ
ル
ダ
ー
は
中
国
語
も
日
本
語
も
で
き
な
い
。
英
語
文
献
だ
け
を
使
っ
て
、
比

較
歴
史
社
会
学
（
マ
ク
ロ
社
会
学
と
も
い
う
）
の
手
法
で
、
こ
の
本
を
書
い
た

の
で
あ
る
。

韓
国
の
経
済
学
者
の
コ
メ
ン
ト
は
社
会
体
質
論
的
説
明
の
弱
点
を
、
う
ま
く

突
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
化
成
功
の
原
因
を
最
も
単
純
化
し
て
「
日
本

人
の
勤
勉
」
と
い
う
も
の
に
求
め
た
と
し
よ
う
。
こ
の
命
題
は
、
日
本
人
の
勤

勉
と
い
う
美
質
と
近
代
化
の
成
功
を
直
結
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
近
代

化
に
成
功
し
て
い
な
い
韓
国
や
中
国
は
暗
黙
の
う
ち
に
「
勤
勉
で
は
な
い
」
と

い
う
一
種
の
道
徳
的
含
意
を
持
っ
て
し
ま
う
。
西
洋
文
明
の
学
習
能
力
や
近
世

社
会
の
前
近
代
的
「
成
熟
」
な
ど
も
、
そ
れ
が
日
本
の
（
日
本
だ
け
の
）
成
功

の
理
由
だ
と
さ
れ
る
と
、
中
国
や
韓
国
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
か
ら
、

近
代
化
に
失
敗
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、「
勤
勉
」
と
道
徳
を
直
結
さ
せ
る
の
は
問
題
だ
。
人
は
、
金
銭
的

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
も
勤
勉
に
な
れ
る
。
か
つ
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ

リ
ス
で
「
貧
困
必
要
悪
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
人
々
は
貧
困
と
い
う
惨
め

な
状
態
か
ら
逃
れ
た
い
か
ら
「
勤
勉
」
に
な
る
と
い
う
。
貧
困
と
い
う
状
態
が

な
け
れ
ば
、
人
は
怠
け
者
に
な
る
と
い
う
考
え
だ
。
社
会
的
行
動
は
、
制
度
的

枠
組
み
の
中
で
の
目
的
合
理
的
行
動
が
中
心
と
な
る
。
制
度
化
さ
れ
た
貧
困
か

ら
脱
出
す
る
た
め
に
は
、
勤
勉
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
制
度
的
規
範
を
逸
脱
し

て
「
犯
罪
」
に
走
る
と
い
う
選
択
も
十
分
あ
り
う
る
の
だ
。
あ
ま
り
、
行
動
か

ら
道
徳
や
宗
教
意
識
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
き
出
さ
な
い
方
が
、
健
全
な
社
会
科

学
的
思
考
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。

「
四
龍
」
の
経
済
的
成
功
に
つ
い
て
の
最
も
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
経
済

学
的
説
明
は
、
赤
松
要
が
戦
前
の
日
本
国
内
の
産
業
転
換
（
労
働
集
約
型
か
ら

資
本
集
約
型
へ
）
と
い
う
も
の
を
東
ア
ジ
ア
の
地
域
内
分
業
シ
ス
テ
ム
に
拡
大

し
た
、
雁
行
経
済
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
日
本
と
い
う
経
済
の
牽
引
者
が
、
労
働

集
約
的
な
産
業
（
繊
維
産
業
・
軽
工
業
な
ど
）
で
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸

国
と
の
競
争
に
負
け
る
（
あ
る
い
は
競
争
か
ら
降
り
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

は
次
々
に
、
よ
り
資
本
集
約
的
な
産
業
（
Ｉ
Ｔ
産
業
な
ど
）
に
重
点
を
移
し
て

い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
中
国
の
経
済
成
長
も
こ
の
雁
行
モ
デ
ル
で
説

明
で
き
る
と
い
う
論
者
も
い
る
し
、
現
在
の
中
国
の
経
済
の
現
状
は
、
こ
の
モ

デ
ル
の
説
明
能
力
を
超
え
て
い
る
と
い
う
論
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

経
済
学
者
で
は
な
い
私
は
、
こ
の
よ
う
な
純
経
済
学
的
議
論
を
論
評
す
る
立

場
に
な
い
が
、
こ
の
地
域
内
分
業
シ
ス
テ
ム
論
だ
け
で
は
、
域
外
の
イ
ン
ド
の

急
速
な
経
済
成
長
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
〇
世
紀
の
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後
半
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
の
産
業
構
造
が
な
に
か
変
わ
っ
た
と
い
う
印
象

を
持
つ
。
そ
れ
は
、
自
由
に
世
界
を
移
動
す
る
資
本
と
人
材
で
あ
る
。
も
し
、

あ
る
国
に
そ
れ
ら
の
資
本
と
人
材
を
引
き
つ
け
る
拠
点
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

経
済
成
長
の
起
爆
剤
に
な
り
う
る
の
が
、
こ
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
な
世
界
で
あ
り
、

一
国
主
義
的
な
発
展
を
強
い
ら
れ
た
一
九
世
紀
型
と
の
差
異
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
国
の
場
合
は
、
中
国
本
土
以
外
の
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
資
本
と
人
材
が

大
量
に
補
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
共
産
党
が
改
革

開
放
政
策
を
始
め
た
直
後
に
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

大
学
院
生
が
自
分
も
中
国
に
行
っ
て
近
代
化
に
貢
献
し
た
い
と
熱
心
に
語
っ
て

い
た
の
を
思
い
だ
す
。
最
初
に
、
中
国
沿
岸
部
に
市
場
経
済
を
持
ち
込
ん
だ
の

は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
香
港
・
台
湾
の
華
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
中
国
は
、
自
国
以

外
に
膨
大
な
数
の
「
中
国
人
」
と
い
う
人
材
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
（
イ
ン
ド
も
こ

の
よ
う
な
点
で
は
同
様
で
あ
る
）。
す
ば
や
く
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
国
民
国
家
を
造

り
上
げ
て
、
自
前
の
資
本
と
人
材
で
近
代
化
を
遂
げ
た
日
本
は
、
む
し
ろ
例
外

的
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。

４

後
発
者
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

さ
て
、
私
が
こ
こ
で
提
出
し
た
い
考
え
は
、「la

te co
m
er’s freer

 
h
a
n
d

」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
日
本
は
一
九
世
紀
最
後
のla

te co
m
er

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
経
っ
た
現
在
の
日
本
で
は
労
働
・
技
術
・
教

育
・
行
政
・
経
営
組
織
な
ど
に
、
過
去
の
「
し
が
ら
み
」

b
o
n
d

）
が
蓄
積
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
容
易
で
は
な
い
。
過
去
の
蓄
積
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
ま
ま
で
欠
点
だ
ら
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
当
然
、
過

去
の
蓄
積
の
中
に
は
、
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
過
去
の
重
み

が
足
か
せ

fetter

）
に
な
っ
て
い
る
部
分
も
無
視
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
は
、

ま
だ
二
〇
年
ほ
ど
の
本
格
的
市
場
経
済
し
か
体
験
し
て
い
な
い
中
国
は
、
ど
の

よ
う
な
経
済－

社
会
シ
ス
テ
ム
を
選
び
取
る
か
、
そ
の
選
択
の
幅
は
広
い
。
そ

の
経
済
に
対
応
し
た
、
労
働
市
場
の
形
成
も
人
材
育
成
方
法
も
経
営
手
法
も
、

そ
の
選
択
の
幅
は
非
常
に
大
き
い
わ
け
で
あ
る
。

多
分
、
西
欧
の
産
業
先
進
国
も
日
本
と
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
、
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
前
半
の
産
業
主
義
の
伝
統
が
な

い
分
だ
け
、
現
在
のla

te co
m
er

はfreer h
a
n
d

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は

確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。F

o
u
r d

ra
g
o
n
s

に
関
し
て
も
、
中
国
ほ
ど
で
は
な
く

と
も
経
済
に
関
す
る
選
択
の
幅
は
日
本
に
比
べ
た
ら
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
同
時

に
、
選
択
の
幅
が
広
い
と
い
う
こ
と
は
、
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。

日
本
の
経
営
者
が
中
国
の
経
営
者
か
ら
、「
日
本
は
社
会
主
義
だ
」
と
言
わ

れ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
が
、
西
欧
と
日
本
の
産
業
化
は
、
国
外
に
共
産

主
義
国
が
あ
り
、
国
内
に
社
会
主
義
的
志
向
性
を
持
つ
有
力
政
党
が
あ
る
中
で

進
め
ら
れ
た
。
分
配
の
問
題
は
、「
共
産
主
義
」
を
国
是
と
す
る
中
国
よ
り
も

経
済
組
織
と
人
々
の
意
識
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
（
社
会
主
義
政
党
が
な

か
っ
た
珍
し
い
産
業
先
進
国
の
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
点
で
は
例
外
に
属
す
る
）。
日
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本
は
東
ア
ジ
ア
の
中
で
、
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
。
雁
行
モ
デ
ル
で
い
け

ば
、
日
本
は
ま
だ
、
東
ア
ジ
ア
経
済
の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
。
先
端
的
な
産
業

分
野
を
切
り
開
き
な
が
ら
、
し
か
も
、la

te co
m
er’s freer h

a
n
d

を
持
つ

国
ほ
ど
自
由
度
が
な
い
。la

te co
m
er’s freer h

a
n
d

を
持
つ
中
国
や
韓
国

や
台
湾
な
ど
は
、
日
本
よ
り
自
由
に
最
先
端
と
思
わ
れ
る
労
働
形
態
や
教
育
、

あ
る
い
は
経
営
形
態
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
は
か
つ
て
はla

te co
m
er

と
し
て
の
立
場
を
、
ド
イ
ツ
と
共
に
最
も

有
効
活
用
し
た
国
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
力
で
「
雁
行
」

の
先
頭
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
世
界
か
ら
最
も
効
率
的
な
経
済
シ

ス
テ
ム
を
選
び
取
る
高
いfree h

a
n
d

を
持
つ
経
済
的
ラ
イ
バ
ル
が
キ
ャ
ッ

チ
・
ア
ッ
プ
し
て
き
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
家
が
結
果
の
平
等
を
国
是
と
し
な
が
ら
も
、
い
ち
早
く
経
済
成
長
を
遂
げ

る
た
め
に
は
八
〇
年
代
以
降
の
中
国
は

free h
a
n
d

を
ど
の
よ
う
に
利
用
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
八
年
一
二
月
に
鄧
小
平
が
改
革
開
放
政
策
を
指
示
す
る

前
か
ら
、
中
国
で
は
外
国
に
留
学
生
を
送
り
出
す
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
行

き
先
は
、
日
本
を
含
め
て
西
欧
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
多
様
で
あ
っ
た
が
、

使
節
団
ま
で
派
遣
し
て
積
極
的
な
外
交
を
し
た
ア
メ
リ
カ
が
最
大
の
受
入
国
と

な
っ
た
（C

h
in
ese
 
S
tu
d
en
ts E

n
cou

n
ter
 
A
m
erica

,
b
y
 
Q
ia
n
 
N
in
g
,
tra
n
-

sla
ted

 
b
y
 
T
.K
.
C
h
u
,
2002,

U
n
iv
e
rsity

 
o
f W

a
sh
in
g
to
n
 
P
re
ss.

p
p
.
7
-

11

）。
最
初
の
中
国
人
の
ア
メ
リ
カ
留
学
生
五
〇
人
が
出
発
し
た
（
中
国
側
は
五

〇
〇
人
の
留
学
生
派
遣
を
希
望
し
、
ア
メ
リ
カ
側
を
驚
か
せ
た
）
の
は
、
鄧
小
平

が
改
革
開
放
政
策
を
指
示
し
た
、
七
八
年
の
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
留
学

生
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
の
優
れ
た
科
学
と
技
術
を
学
習
し
て
く
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

留
学
と
い
う
事
業
は
、
常
に
リ
ス
ク
を
帯
び
て
い
る
。「
社
会
主
義
」
を
国

是
と
す
る
中
国
か
ら
の
留
学
生
は
、
科
学
と
技
術
だ
け
を
学
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
、
政
治
思
想
も
生
活
意
識
も
、
同
時
に
学
ぶ
の
で
あ
る
。
清
朝
が

最
初
に
派
遣
し
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
生
も
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
挫
折
し
た

過
去
が
あ
る
。
祖
国
へ
の
忠
誠
心
が
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
安
門
事
件
の
後
で
、
中
国
の
留
学
政
策
は
一
度
、
変
更
さ
れ
る
が
、
黄
金

の
九
〇
年
代
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
ア
メ
リ
カ
の
魅
力
は
、
そ
れ
以
上
に
大
き
か

っ
た
。
ま
た
、
市
場
経
済
を
中
国
に
最
初
に
持
ち
込
ん
だ
華
人
た
ち
も
、
ア
メ

リ
カ
留
学
組
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
九
〇
年
代
の
後
半
ま
で
は
、

ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
生
は
日
本
か
ら
が
最
大
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

中
国
・
イ
ン
ド
・
韓
国
が
急
速
に
増
加
さ
せ
、
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
は
、
第

一
位
は
中
国
（
五
九
、
九
三
九
人
）、
第
二
位
は
イ
ン
ド
（
五
四
、
六
六
四
人
）

で
、
日
本
は
第
三
位
、
四
位
は
韓
国
、
五
位
は
台
湾
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
人
の
留
学
生
は
学
部
生
が
多
い
の
に
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
韓
国

は
大
学
院
生
の
留
学
が
そ
の
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
。
中
国
の
経
済
成
長
が

顕
著
に
な
る
に
従
っ
て
、
中
国
人
の
ア
メ
リ
カ
留
学
生
は
爆
発
的
に
増
え
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
は
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
で
働
く
中
国
人
留
学
生
で
、
経
営
者
・
管

理
職
・
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
者
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
ー
が
六
万
人
ほ
ど
い
た
と
い
わ
れ
て
い
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る
。
こ
れ
ら
の
、
最
先
端
の
科
学
技
術
や
経
営
手
法
を
身
に
つ
け
た
中
国
人
が
、

続
々
と
帰
国
し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
興
し
た
り
、
大
学
教
育
で
人
材

の
育
成
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
中
国
は
最
も
結
果
の
平
等
と
い

う
志
向
性
が
弱
い
ア
メ
リ
カ
を
経
済
モ
デ
ル
と
し
て
選
び
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。

中
国
で
は
、
国
内
の
有
力
大
学
に
Ｍ
Ｂ
Ａ
コ
ー
ス
が
導
入
さ
れ
、
激
し
い
競
争

が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
日
本
的
経
済
運
営
の
中
で
、
日
本
的
流
儀
を
貫
こ
う
と
す
る
傾

向
を
捨
て
き
れ
な
い
。
日
本
の
大
企
業
で
は
、
八
〇
年
代
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ

Ｂ
Ａ
を
取
得
す
る
た
め
に
社
員
を
派
遣
し
た
が
、
帰
国
後
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
者
に

対
す
る
処
遇
は
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
経
営
管
理
の
専
門
家

が
個
別
の
企
業
の
文
化
を
越
え
て
有
用
だ
と
は
、
日
本
人
に
は
信
じ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
成
功
し
た
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
経
営
文
化

の
導
入
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
続
け
た
。
現
在
の
日
本
で
は
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
の
コ

ー
ス
を
設
置
し
た
大
学
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
企
業
の
中
に
ど
の
よ
う
に
吸

収
さ
れ
る
か
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
私
は
、
出
来
る
だ
け
日
本
の
流
儀
を
守

る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
大
競
争
の
時
代
に
負
け
な
い
た
め
に
は
、
従
来
の
方
法

の
非
効
率
な
部
分
は
ど
こ
な
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
中
国
に
は
ア

メ
リ
カ
的
経
済
運
営
に
対
す
る
「
抵
抗
勢
力
」
は
、
結
果
の
平
等
を
求
め
る
保

守
派
（
人
民
解
放
軍
が
そ
の
中
心
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
）
以
外
に
は
い
な
か
っ
た
。

中
国
は
国
是
と
し
て
は
、「
結
果
の
平
等
」
の
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
、
最
も

そ
の
よ
う
な
風
土
か
ら
遠
い
ア
メ
リ
カ
の
経
済
手
法
を
導
入
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
は
た
し
て
中
国
の
長
期
的
な
経
済
成
長
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

５

中
国
階
層
構
造
の
現
在

二
〇
〇
一
年
、
中
国
共
産
党
の
創
立
八
十
周
年
記
念
大
会
で
、
江
沢
民
総
書

記
は
「
私
企
業
経
営
者
」
の
共
産
党
入
党
を
認
め
る
演
説
を
し
た
。
翌
年
、
中

国
社
会
科
学
院
社
会
学
研
究
所
は
『
当
代
中
国
社
会
階
層
研
究
報
告
』
を
刊
行

し
た
（
す
ぐ
に
発
行
禁
止
に
な
っ
た
が
）。
こ
の
研
究
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社

会
階
層
研
究
の
手
法
を
使
っ
た
実
証
的
「
社
会
階
層
」
研
究
で
あ
る
。
中
国
で

は
「
階
級
」
は
「
労
働
者
階
級
」
と
「
農
民
階
級
」
と
「
知
識
人
階
層
」
と
い

う
「
二
大
階
級
一
階
層
」
し
か
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
報
告
書
で
は
、
一
〇
の
「
階
層
」
に
区
分
し
、
五
つ
の
「
社
会
等
級
」
に
分

け
た
。

中
国
の
社
会
階
層

社
会
等
級

主
要
職
業

推
定
世
帯
年
収

上

国
家
社
会
管
理
者
・
大
企
業
の
経
営
幹
部

100
万
元
以
上

160
万
円
以
上
）

中
上

専
門
技
術
員
・
私
営
企
業
家

61
万
元

96
万
〜
160
万
円
）

中
中

一
般
事
務
員
・
個
人
事
業
者

46
万
元

64
万
〜
96
万
円
）

中
下

サ
ー
ビ
ス
業
就
労
者
・
産
業
労
働
者

24
万
元

32
万
〜
64
万
円
）

下

農
業
就
労
者
・
失
業
者
・
無
職

２
万
元
未
満

32
万
円
未
満
）
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党
や
政
府
の
「
政
治
的
資
源
」
と
生
産
手
段
を
持
つ
「
経
済
的
資
源
」
と
専

門
的
知
識
を
持
つ
「
文
化
資
源
」
を
骨
格
に
、
こ
の
調
査
・
分
析
は
な
さ
れ
て

い
る
。「
社
会
等
級
」
の
「
上
」
と
し
て
「
国
家
社
会
管
理
者
」
と
「
大
企
業

の
経
営
幹
部
」
が
お
り
、「
中
上
」
と
し
て
「
専
門
技
術
員
・
私
営
企
業
家
」

が
い
る
。
こ
の
推
定
収
入
を
素
直
に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
五－

三

五
歳
の
年
齢
層
が
、
四
〇
歳
以
上
よ
り
収
入
が
多
い
と
い
う
の
は
、
興
味
深
い
。

こ
の
年
齢
層
ほ
ど
高
学
歴
で
、
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
や
外
資
系
の
企
業
に
勤
め
て
い

る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。「
中
上
」
の
「
専
門
技
術
員
」
の
中
に
は
、
留

学
し
て
Ｍ
Ｂ
Ａ
やP

h
.D
.

を
持
っ
た
者
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

別
の
報
告
に
よ
る
と
、「
私
営
企
業
家
」
は
だ
ん
だ
ん
高
学
歴
化
（
一
九
九

三
年
は
大
卒
は
一
六
％
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
三
三
％
）
し
、
私
営
企
業

家
の
う
ち
政
府
機
関
の
幹
部
の
経
験
者
が
三
分
の
一
、
共
産
党
員
が
三
〇
％
で

あ
る
。
私
営
企
業
家
で
二
〇
〇
三
年
ま
で
に
共
産
党
に
入
党
し
た
者
の
圧
倒
的

多
数
は
、
国
有
企
業
の
共
産
党
幹
部
が
企
業
を
私
有
化
し
て
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ

た
者
た
ち
で
あ
っ
た
（
清
水
美
和
『
中
国
「
新
富
人
」
支
配－

み
こ
ま
れ
る
共

産
党
国
家－

』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）。「
政
治
的
資
源
」
を
利
用
し
て
「
経
済

的
資
源
」
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
産
党
や
政
府
官
僚
が
そ
の
立

場
を
利
用
し
て
、
経
済
的
特
権
層
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

中
国
国
内
で
も
、
ご
く
一
部
の
高
額
所
得
者
層
と
そ
の
他
の
「
階
層
」
と
の

「
断
裂
」
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
多
い
。
メ
デ
ィ
ア
統
制
の
強
い
中
国
で
も
、

貧
富
の
差
に
対
す
る
言
及
は
か
な
り
公
然
と
な
さ
れ
て
い
る
。
中
国
人
の
友
人

の
話
で
は
、
貧
富
の
差
を
作
り
出
し
て
い
る
原
因
が
共
産
党
だ
と
明
示
し
な
い

限
り
、
か
な
り
自
由
な
言
論
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
認
め
ざ
る
を
得
な

い
ほ
ど
、
そ
れ
は
社
会
的
に
隠
し
よ
う
の
な
い
現
象
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

中
国
に
お
け
る
経
済
的
不
平
等
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
ジ
ニ
ー
係
数
が
、
開

放
開
始
時
点
で
〇
・
二
以
下
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
〇
・
四
五
八
と

な
り
、
不
平
等
化
が
ア
メ
リ
カ
を
超
え
た
（
〇
・
四
一
二
）
と
い
う
。
経
済
的

繁
栄
の
著
し
い
都
市
部
だ
け
で
見
て
も
、
人
口
の
上
位
一
〇
％
に
よ
る
保
有
が

全
資
産
の
四
五
％
を
占
め
て
い
る
（
デ
ー
タ
の
基
は
中
国
財
務
省
、「
中
国
新
聞

ネ
ッ
ト
」）。
二
〇
〇
四
年
の
ボ
ス
ト
ン
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
北
京
支
社
の
報

告
で
は
、
人
口
の
〇
・
五
％
以
下
の
家
庭
が
全
世
帯
の
富
の
六
〇
％
を
保
有
し
、

不
平
等
の
率
は
ア
メ
リ
カ
の
一
〇
倍
に
達
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
、
中

国
の
階
層
問
題
に
は
触
れ
な
い
。
信
頼
に
値
す
る
デ
ー
タ
が
少
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
、「
新
富
人
」
と
呼
ば
れ
るn

ew
 
rich

に
よ
る
、
著
し
い
富
の
蓄
積

が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
中
国
沿
岸
部

の
特
定
の
都
市
部
で
は
五
〇
〇
〇
万
人
近
く
の
上
流
・
中
流
層
が
形
成
さ
れ
、

日
本
と
変
わ
ら
な
い
か
、
そ
れ
以
上
の
豊
か
な
消
費
生
活
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
、
一
部
の
巨
大
に
蓄
積
さ
れ
た
富
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
投
資
資
本

と
し
て
世
界
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
と
い
う
。W

orld
 
W
ealth
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に
よ
れ
ば
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
「
投
資
資
産
」

fin
a
n
-
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cia
l -
a
sset w

ea
lth

）
保
有
者
は
世
界
中
で
七
七
〇
万
人
に
達
し
、
こ
れ
は
二

〇
〇
二
年
よ
り
も
七
・
五
％
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
額
の
総
計
は
二
八
・
八
兆

ド
ル
で
、
七
・
七
％
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
北
米
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
（
特
に

中
国
と
イ
ン
ド
）
で
の
予
想
以
上
の
富
の
蓄
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
レ

ポ
ー
ト
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
、
毎
年

七
％
の
増
加
が
見
込
め
、
そ
の
年
に
は
四
〇
・
七
兆
ド
ル
を
超
え
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
デ
ー
タ
で
は
、
経
済
成
長
が
著
し
い
中
国
と
イ
ン
ド

が
、
そ
の
一
角
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
『
分
断
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
』

W
h
o
 
are

 
w
e
?,
2004

）
の

中
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
エ
リ
ー
ト
ほ
ど
「
国
家
」
と
い
う
意
識
が
な
く
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
な
超
階
級
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
（
ダ
ボ
ス
人
・

ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
・
コ
ス
モ
ク
ラ
ッ
トetc

と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
）。
彼
ら
は
、
国

際
組
織
の
事
務
官
僚
・
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
幹
部
・
ハ
イ
テ
ク
企
業
の
起
業
家

な
ど
エ
リ
ー
ト
集
団
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
世
界
で
二
〇
〇
〇
万
人
い
て
、

四
〇
％
が
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
全
人
口
の
四
％
を
占
め

る
と
い
う
。
こ
の
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
超
階
級
」
は
二
〇
一
〇
年
に
は
二
倍
の

サ
イ
ズ
に
ま
で
拡
大
す
る
だ
ろ
う
と
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
予
想
し
て
い
る
が
、

彼
ら
は
「
国
へ
の
忠
誠
は
ほ
と
ん
ど
必
要
と
せ
ず
、
国
の
境
界
線
は
幸
い
に
も

消
滅
し
つ
つ
あ
る
障
害
物
だ
と
考
え
、
各
国
の
政
府
は
過
去
の
遺
物
で
あ
り
、

そ
の
機
能
で
唯
一
役
立
つ
の
は
エ
リ
ー
ト
の
世
界
的
な
活
動
の
便
宜
を
は
か
る

こ
と
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
」（p

. 374

）
と
指
摘
す
る
。

富
・
収
入
の
二
極
化
に
よ
る
「
社
会
の
分
裂
」
か
、
言
語
や
文
化
的
伝
統
の

無
視
に
よ
る
「
文
化
的
な
分
裂
」
か
。
あ
る
い
は
両
者
の
共
鳴
作
用
に
よ
る
、

社
会
的
緊
張
の
増
大
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、「
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
衰
退
」
や

「
社
会
の
二
極
分
解
」
や
「
貧
困
層
の
増
大
」
に
つ
い
て
は
、
中
国
だ
け
の
問

題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

６

モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
の
東
ア
ジ
ア

日
本
の
近
代
化
の
観
点
か
ら
中
国
の
経
済
成
長
を
振
り
返
る
と
、「
経
済
」

と
「
社
会
」
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
経

済
成
長
は
、
農
村
の
労
働
力
の
質
的
向
上
、
都
市
化
や
教
育
の
普
及
、
交
通
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
整
備
な
ど
、
社
会
の
近
代
化
の
帰
結
と
し
て
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
国
際
的
相
互
依
存
の
程
度
が
低
か
っ
た
「
初
期
的
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
中
で
の
孤
立
的
近
代
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
功
の
た
め
に

は
、「
前
近
代
的
成
熟
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
短
期
間
の
う
ち
に
国
民
国
家

を
造
り
上
げ
（
国
の
サ
イ
ズ
も
重
要
だ
と
思
う
）、
政
治
的
安
定
を
保
ち
な
が
ら

一
九
世
紀
のla

te co
m
er

と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半
の
「
近
代
的
経
済
成
長
」
で
は
、
世
界
を

駆
け
巡
る
資
本
と
技
術
と
、
経
済
の
国
際
分
業
、
さ
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
の
人
材
の
補
給
に
よ
り
、
中
国
の
場
合
に
見
た
よ
う
に
「
経
済
成
長
」
の

突
然
と
も
い
う
べ
き
到
来
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
、
そ
れ
に
見
合
う
法
体
系
の

整
備
や
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
労
働
力
の
質
的
向
上
な
ど
が
後
追
い
を
し
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て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
国
は
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
繁
栄
と
い
う
地
域
全

体
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
、
最
後
のla

te co
m
er

と
し
て
出
発
し
た
。
こ
の

ペ
ー
パ
ー
で
は
検
討
し
な
か
っ
た
イ
ン
ド
の
急
速
な
経
済
発
展
も
、
同
じ
よ
う

な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
の
方
向
の
ま
ま
で
中
国
が
成
熟
し
た
工
業
国
に
な
る
た
め
に
は
、
非
効
率

的
で
分
散
的
な
農
村
を
都
市
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
一

〇
〇－

四
〇
〇
万
の
人
口
の
都
市
を
数
多
く
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
中

国
の
知
的
指
導
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
今
後
の
中
国
経
済
成
長
の
鍵
を
握

る
都
市
化
」
中
国
経
済
改
革
研
究
基
金
会
国
民
経
済
研
究
所
）。
そ
の
た
め
に
は
莫

大
な
イ
ン
フ
ラ
投
資
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
資
金
的
に
は
問
題
が
な
く
て
も
、
大

規
模
な
土
木
工
事
を
数
多
く
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
国
の
国
土
は
そ
の
環

境
負
荷
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
の
側
面
も
問
題
だ
が
、
自
由
な
労
働
力
の
「
国
内
移

動
」
を
厳
し
く
制
限
し
て
い
る
「
民
籍
」
の
存
在
は
、
ま
だ
中
国
に
は
均
質
の

国
民
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
清
朝
と
い
う
帝
国
の
崩
壊
後
、
中
国
は
国
民
国
家
を
目
指
し
て
努

力
し
て
き
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
余
に
及
ぶ
帝
国
支
配
を
続
け
た
体
制
が
、
し
か

も
広
大
な
領
域
と
膨
大
な
人
口
を
抱
え
な
が
ら
、
国
民
国
家
を
成
功
さ
せ
る
こ

と
は
可
能
な
試
み
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
的
に
見
え
る
中
国
の

経
済
成
長
は
、
も
う
少
し
長
期
的
な
視
野
で
見
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
世
紀
後
半
の
「
近
代
的
経
済
成
長
」
は
、
最
初
に
経
済
成
長
が
あ
り
、
そ

の
後
、
社
会
の
広
範
な
近
代
化
に
突
き
進
む
と
い
う
、
日
本
の
近
代
化
が
た
ど

っ
た
道
と
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
に
あ
る
。

政
治
的
近
代
化
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
、
簡
単
な
定
義
を
与
え
る
の
は
困

難
だ
が
、
韓
国
・
台
湾
の
よ
う
に
、
開
発
独
裁
型
か
ら
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代

を
達
成
し
た
国
が
東
ア
ジ
ア
に
は
あ
る
。
経
済
が
一
定
程
度
の
成
熟
を
見
せ
れ

ば
、
政
治
の
近
代
化
が
達
成
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
確
か
な
こ
と
は
誰
に
も
分

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
性
急
な
政
治
的
改
革
は
危
険
で
あ
る
。
明
治
初
期
に
、

急
進
的
な
政
治
的
近
代
化
（
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
会
制
度
の
導
入
）
を
実
行
し
よ
う

と
し
た
一
派
が
い
た
が
、
賢
明
に
も
そ
れ
は
排
除
さ
れ
た
（
明
治
一
四
年
の
政

変
）。
社
会
の
成
熟
と
合
致
す
る
形
で
し
か
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
革
は
う
ま
く

機
能
し
な
い
。

東
ア
ジ
ア
で
は
、
文
化
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
系
譜
を
異
に
す
る
が
、
一
定
水
準

の
経
済
的
繁
栄
を
達
成
し
つ
つ
あ
る
。
私
は
経
済
的
な
相
互
依
存
度
が
こ
れ
だ

け
高
ま
っ
た
現
在
、
社
会
運
営
の
ベ
ク
ト
ル
は
違
っ
て
も
、
運
命
共
同
体
的
な

色
彩
を
強
め
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
政
治
の
問
題
は
、
経
済
の
成
長
と

合
わ
さ
っ
た
と
き
、
も
う
一
つ
の
厄
介
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
人
は
、
あ
る

い
は
国
民
は
、
経
済
的
に
成
功
す
る
と
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
ら

の
文
化
や
社
会
が
優
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
込
み
や
す
い
。
つ
ま
り
、
経
済

的
急
成
長
は
愛
国
主
義
を
生
み
や
す
い
。

日
本
の
近
代
化
は
、
こ
の
過
剰
な
愛
国
主
義
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
過
去
を

持
つ
。「
宗
教
」
が
精
神
的
な
核
に
な
り
に
く
い
東
ア
ジ
ア
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
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の
形
を
取
っ
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
宗
教
の
代
理
役
を
果
た
し
て
し
ま

い
や
す
い
。
経
済
的
に
成
長
す
る
東
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い

る
。
日
本
の
過
去
の
失
敗
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、「
経
済
的
成
功
」
と
「
国
民
の

誇
り
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本

に
関
し
て
い
え
ば
、
経
済
的
に
は
東
ア
ジ
ア
で
一
国
繁
栄
的
な
状
態
が
過
ぎ
去

っ
た
。
日
本
人
に
は
「
日
本
だ
け
が
」
繁
栄
を
享
受
し
て
き
た
時
代
の
意
識
が

ま
だ
、
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
全
般
的
な
繁
栄
は
、
こ
の
地
域
で

の
日
本
の
相
対
的
な
経
済
的
地
位
の
低
下
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
だ

い
に
日
本
は
、
経
済
の
実
態
に
合
わ
せ
て
「
東
ア
ジ
ア
の
平
民
」
に
な
っ
て
い

く
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
は
と
も
に
危
う
い
土
台
の
上
に

立
っ
て
い
る
。
政
治
的
に
は
、
冷
戦
的
構
造
が
残
っ
て
い
る
。
愛
国
主
義
の
錯

綜
し
た
関
係
は
、
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
さ
ら
に
や
や
こ
し

い
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
最
大
の
発
信
基
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で

は
、「
能
力
の
貴
族
制
」

a
risto

cra
cy
 
o
f ta

len
t

）と
呼
ば
れ
る
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
特
権
層
（
企
業
家
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
中
核
と
す
る
）
が
出

現
し
、
彼
ら
は
国
民
国
家
ア
メ
リ
カ
に
は
何
ら
責
任
感
を
覚
え
な
い
（C

h
ris-

to
p
h
e
r L

a
sc
h
,
T
h
e
 
R
ev
o
lt
 
o
f
 
th
e
 
E
lites

 
a
n
d
 
th
e
 
B
etra

ya
l
 
o
f

 
D
em
ocracy,

1995

）
と
い
う
。
こ
れ
は
、
保
守
派
の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
と
同
様
の

指
摘
を
、
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
も
含
め
て
東
ア
ジ
ア
に
は
、
留
学
問
題
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
能
力
の

貴
族
制
」
が
広
範
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
海
の
プ
ー
ト
ン
の

富
人
地
区
に
住
む
人
々
の
意
識
と
行
動
は
、「
結
果
の
平
等
」
を
理
念
と
す
る

中
国
で
は
、
ど
の
よ
う
な
今
後
の
展
開
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
深
刻
だ

と
私
は
思
う
。
韓
国
で
も
反
米
意
識
の
台
頭
と
ア
メ
リ
カ
的
な
エ
リ
ー
ト
へ
の

憧
れ
は
、
虚
偽
意
識
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
的
民
主
主
義

を
唱
え
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
学
校
教
育
を
英
語
主
体
に
し
た
た
め
に
、
中

国
語
を
喋
れ
な
い
華
人
が
現
れ
て
い
る
。la

te co
m
er’s freer h

a
n
d

を
あ

ま
り
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
改
革
」
の
背
景
の
中

に
、
こ
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
抱
え
て
い
る
問
題
の
性
格
は
、
こ
れ
ほ
ど
地
理
的
に
近

接
し
て
い
て
も
、
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
初
頭
に
は
東
ア
ジ
ア
は
、

相
対
的
に
繁
栄
し
、
安
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
ど
う
し
の
交
流
・
交
易
が

少
な
く
、
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
世
界
の
安
定
的
秩
序
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
し
か

し
、
今
や
、
東
ア
ジ
ア
の
民
は
も
う
古
き
よ
き
時
代
に
は
戻
れ
な
い
地
点
に
ま

で
来
て
し
ま
っ
た
。

私
は
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
に
「
モ
ザ
イ
ッ
ク
・
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
し
て
の
東
ア
ジ

ア
と
い
う
逆
説
的
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。
お
互
い
に
、
あ
る
部
分
で
は
文
化

的
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
、
経
済
的
繁
栄
を
共
有
し
つ
つ
あ
る
。「
地
域
」
と

し
て
の
文
化
交
流
の
歴
史
は
長
く
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
も
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と

し
て
考
え
る
べ
き
土
台
は
あ
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
の
現
在
の
風
景
は
、
変

化
の
ベ
ク
ト
ル
、
内
部
に
抱
え
て
い
る
諸
問
題
を
見
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
モ

137

東アジアのモザイック・ユニット



ザ
イ
ッ
ク
模
様
な
の
だ
。
私
は
、
社
会
の
体
質
や
文
化
の
違
い
の
レ
ベ
ル
で
の

異
質
性
を
言
い
募
る
つ
も
り
は
な
い
。
問
題
に
す
べ
き
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

の
中
で
「
構
造
化
」
さ
れ
た
異
質
の
問
題
群
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
、「
文
明
」（
制
度
化
さ
れ
た
文
化
）
の
間
の
対
話
の
前
提
で
あ
る
と
思

う
。
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