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は
じ

め
に

西
欧

の
技
術
と
文
化
を
吸
収
し
、
模
倣
す
る
こ

と
に
明
け
暮
れ
た
十
九
世
紀
末

の
日
本
社
会
に
、

科
学
を
科
学
そ
の
も

の
と
し
て
純
粋

に
受
け
容
れ

る
余
裕
は
余
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
る
。

た
と
え
ば
江
戸
期
の
実
学
志
向

か
ら
福
沢

一
派
の

実
学
観
に
至
る
思
潮
は
、
西
欧
の
文
物
制

度
を
そ

の
有
用
性
に
お
い
て
取
り
入
れ
る
方
向
を
鮮
明
に

打

ち
出

し
て
い
る
。
明
治
初
期

に
お
け

る

「科

学
」

の
概
念
自
体

に
、
有
用
性
を
離
れ
た
、
純
粋

科
学
的
意
味
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
も
、
疑

い
を
容
れ
な
い
訳
に
は
い
か

な
い
。

一
方
、
科
学
文
明
吸
収
を
も
含
む
欧
化
の
思
潮

に
対
し
て
、
伝
統
的
な
日
本
文
化

の
保
存
や
東
洋

的
心
性

の
重
要
性
を
訴
え
る
国
粋
保
存

の
運
動
が

興

っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
運
動
は
、
ラ
ッ
ダ
イ
ト
運
動

の
よ
う
な
や
み

く
も
の
技
術
打
ち
こ
わ
し
に
向

か
う
も
の
で
は
勿

論
な
か
っ
た
。
良
き
伝
統
を
こ
わ
す
こ
と
に
反
対

し

つ
つ
、
国
力

の
礎
え
と
な
る
科
学
技
術
自
体
は

む
し
ろ
積
極
的

に
受
け
容
れ
て
い
こ
う
と
す
る
志

向
は
、
雑
誌

『日
本
人
』
な
ど
の
論
説
に
し
ぼ
し

ば
表
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
十
九
世
紀

末
に
お
け
る
日
本

の
科
学
技
術
を
め
ぐ
る
思
潮
を

さ
ぐ
る
こ
と
が
、
小
論

の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
九
世
紀
末
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
雑
誌

『太
陽
』
誌
上
に
表
わ
れ
た
諸
言
説
を
素
材
と
す

る
関
係
上
、
そ
の
創
刊

(明
治
二
十
八
年
)
時
か

ら
、
文
字
通
り
十
九
世
紀

の
終
末
で
あ
る

一
八
九

九
年

(明
治
三
十
二
年
)
頃
ま
で
の
時
代
を
、
主

た
る
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
わ

け
、
そ
う
し
た
科
学
技
術
を
め
ぐ
る
思
惟
が
、
単

に
そ
れ
の
み
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
対
外
政
策
や
、

国
家

の
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
に
ど
の
よ
う
に
反
映

し
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点

に
つ
い
て
も
、

一
定

の
注
意
を
払

っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
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一
、
科
学
記
事
の
純
科
学
性

『太
陽
』
創
刊
か
ら

一
八
九
九
年
頃
ま
で

の
科
学

技
術

に
関
わ
る
記
事
論
説
を

一
暼
し
て
、
驚
く
の

は
そ
の
意
外
な
程

の
純
科
学
性
と
、
論
述

の
科
学

的

レ
ベ
ル
の
高
さ
で
あ
る
。

創
刊

の
年

の
各
号
に
例
を
取
ろ
う
。
そ
こ
に
は

確
か
に
農
業

・
工
業
な
ど

の
技
術
応
用
に

つ
い
て

論
ず

る
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
学
的
記
事
が
並

ん
で
い

る
。
だ
が
、
そ
の
中
に
次

の
よ
う
な
論
説
が

は
さ

ま

っ
て
い
る
の
を
、
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

・
動
物

の
保
護
色

理
学
士

X
Y
生

(
一
巻

七
号
)

・
蝶
の
話

理
学
博
士

石
川
千
代

松

(
一
巻
八

・
九

・
十

二
号
)

・
石
灰
岩
は
如
何
に
し
て
生
ぜ

る
や

理
学
士

佐
藤
伝
蔵

(
一
巻
八
号
)

マ

マ

・
天

の
蒼
色

に
見
ゆ
る
源
因

並

に
日
出
日
没

に
太
陽
の
紅
色
を
呈
す
る
理
由

友
田
領
三

(
一
巻
十
号
)

・
考
古
学
に
於
け
る
古
墳
の
真
価

理
科
大
学

八
木
弉
三
郎

(
一
巻
十

・
十
二
号
)

・
地
質
学
及
び
地
質
学
者

理
学
士

佐
藤
伝
蔵

(
一
巻
十

一
号
)

こ
れ
ら
毎
号

の
科
学
欄
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス

を
許
さ
れ
た
論
述

の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
用
的

に
み

て
有
用
で
あ
る
と
は
余
り

い
え
な
い
代
物
で
あ
る
。

そ
の
関
心
の
多
様
性
と
、
細
か
な
事
象

へ
の
こ
だ

わ
り
は
、
江
戸
後
期
の
博
物
学
的
伝
統
が
、
ま
だ

承
け

つ
が
れ
、
息
づ
い
て
い
る
こ
と
さ
え
感
ぜ
さ

せ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
記
述

ス
タ
イ

ル
は
、
き
わ
め

て
客
観
的
か
つ
論
理
整
合
性

に
官
田
ん
で
お
り
、
江

戸
期
の
博
物
学
が
お
ち

い
り
が
ち
で
あ

っ
た
好
事

家
的
き
ま
ぐ
れ
や
、
記
述

の
む
ら
、

一
貫
性
や
論

理
の
不
足
と
い
っ
た
も

の
は
、
も
は
や
微
塵
も
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
代

一

流

の
学
者
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
章
を

読
む
時
、
我
々
は
そ

の
学
的

レ
ベ
ル
の
異
様
な
高

さ
に
、

一
体
誰
が
こ
の
よ
う
な
記
事
を
歓
迎
し
、

読
ん
だ

の
か
、
と
い
ぶ
か
し
さ
を
感
ず
る
ほ
ど
で

あ
る
。
「蝶

の
話
」
や

「考
古
学

に
於
け

る
古
墳

の
真
価
」

に
記
さ
れ
た
発
見
や
学
界
事
情
の
ほ
と

ん
ど
は
、
現
在

の
私
達

の
眼
か
ら
み
て
も
、
極
め

て
新
鮮

で
あ

っ
た
り
、
異
様
に
専
門
的
で
あ

っ
た

り
す
る
記
述
の
連
続
か
ら
で
き
あ
が

っ
て
い
る
。

「蝶

の
話
」
を
書

い
た
石
川
千
代
松

は
、
旧
幕
府

系

の
人
で
、
十
二
、
三
歳

の
頃
よ
り
蝶
を
愛
し
た

江
戸
博
物
学
に
連
な
る
学
者
で
あ

る
。
東
京
帝
大

で
動
物
学
を
学
ん
で
同
校
助
教
授
と
な
り
、
更

に

ド
イ
ッ
で
ワ
イ
ス
マ
ン
に
学
ん
で

『進
化
新
論
』

な
ど

の
書
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
次

の

よ
う
な
問
い
を
も

っ
て
始
ま
り
、
系
統
的
に
蝶
及

び
そ
の
幼
虫

の
身
体
構
造

・
生
態
を
詳
述
す
る
も

の
で
あ
る
。

「然
れ
ど
も
真

に
蝶
は
何
で
あ

る
か
。
蝶

の
躰
の

構
造

は
如
何
、
そ
の
生
理
は
如
何
、
そ
の
発
生
の

順
序
、
其
他
生
物
と
の
関
係
、
そ
の
外
界

に
及
ぼ

し
又
そ
の
外
界
よ
り
受
く
る
所
の
影
響
は
如
何
、

そ
の
何
れ

の
頃
よ
り
此
世
界

に
出
で
来
た
り
し
や

等

の
問
題
」

こ
の
微
に
入
り
細
を
う
が

つ
設
問

の
も
と
、
実

に
三
回
に
亙

っ
て
分
載
さ
れ
た
長
文

の
記
述
か
ら
、

「蝶

の
神
経
」

の
話

の

一
部
分
を
紹
介

し
よ
う
。

「…
…
蝶

の
神
経
も
亦
脳
と
称
す
べ
き
も
の
と
之
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よ
り
直
走
す
る
太
き
神
経
と
消
化
器
官

血
脈
管
等

に
行
く
所

の
吾
人
の
交
感
神
経
と
同
作

用
を
為
す

も
の
と
二
者
あ
れ
ど
も
其
位
置
形
状
は
全
く
異
り

て
脳
と
称
す
る
も
の
は
稍
や
球
形
な
る

一
双
躰
に

し
て
食
道
始
部
の
背
面

に
位

し
、
之
れ
よ
り
目
觸

肢
及
び
口
部

の
肢
に
神
経
を
発
し
其
側

面
よ
り
太

き
神
経
を
発
す
、
此
神
経
は
食
道

の
腹

面
に
至
り

て
又

一
双
の
大
な
る
神
経
球

に
連
な
る
、
此
神
経

球
を
喉
下
神
経
球
と
名
つ
く
、
左
右

の
脳
神
経
球

も
喉
下
神
経
球
も
相
互

に
連
絡
す
る
も

の
な
れ
ぽ

食
道
の
周
囲

に
環
状
を
な
す
名
け
て
円
喉
環
と
云

ふ
」こ

の
余
り
に
実
学
精
神
と
か
け
離
れ
た
大
論
文

を
、

一
般
読
者
の
た
め
に
収
録
し
た
編

輯
者

の
見

識

に
は
驚
く
べ
き
も

の
が
あ
る
、
と
い

っ
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
ひ
と

つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
「天

の
蒼
色

に

見
ゆ
る
源
因
並
に
日
出
日
没
に
太
陽

の
紅
色
を
呈

す

る
理
由
」
は
、

タ
イ

ト
ル
の
み
見

れ
ぽ

『荘

子
』
以
来

の
古
典
的
疑
問
に
答
え
る

一
問

一
答
式

の
記
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、

こ

れ
は

「光

の
波
動
説
」

に
基
づ
く
本
格

的
な
科
学

記
事
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
成

っ
て
い

る
。「…

…
赤
き
光
の
波
は
尤
も
大
に
し
て
、
青
き
光

の
波
は
尤
も
小
な
り
。
左

に
光
波

の
長
短
を
示
さ

ん
。赤

、
○
○
○
〇
七
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

樺

、
○
○
○
〇
六
五

〃

黄

、
○
○
○
〇
五
九

〃

緑

、
○
○
○
〇
五
二

〃

青

、
○
○
○
〇
四
八

〃

藍

、
○
○
○
〇
四
五

〃

紫

、
○
○
○
〇
三
九

〃

是
所
謂
光

の
波
動
長
径

に
し
て
、

一
分

の
四
万
分

の

一
よ
り
八
万
分

の
一
の
間
に
あ
る
長
さ
な
り
、

然
ら
ば
則
ち
上
に
述
べ
た
る
鏡
面
を
し
て

(光
を

多
数

の
微
細
鏡
面
で
反
射
さ
せ
る
と
ど
う
な
る
か

に
つ
い
て
の
記
述
が
前
提
と
な

っ
て
い
る

筆

者
、
以
下
同
)

一
分

の
数
万
分

の
一
の
大
さ
な
ら

し
む
れ
ば
、
之
よ
り
反
射
す
る
光
線
果
し
て
如
何
、

反
射
す
る
鏡
面
が
波

の
長
さ
に
比
し
て
大
な
る
時

は
、
大
な
る
波
も
小
な
る
波
も
皆

一
様

に
反
射
せ

ざ
る
べ
し
…
…
之
に
反
し
て
波

の
長
さ
に
比
し
て

鏡
面
頗
る
小
な
る
時
は
、
波

に
其
全
部
を
反
射
せ

ら
る
〉
こ
と
能

は
ず
し
て
只
其

一
部
を
反
射
せ
ら

る
べ
し
、
而
し
て
其
反
射
せ
ら
れ
た
る
部
分
は
、

大
な
る
波
に
取
り
て
は
其

の

一
小
部
分

に
過
き
ざ

れ
共
、
小
な
る
波
に
取
り
て
は
実
に
其
大
部
分
な

り
、
而
し
て
大
な
る
波
は
赤
或
は
黄

の
類
に
し
て
、

小
な
る
波
は
青
或
は
紫

の
類
な
る
が
故

に
、
太
陽

の
光
線
が
非
常

に
小
き
物
躰

に
由
り
て
反
射
せ
ら

る
る
時
は
赤
色
光
線
は
其
小
部
分
を
反
射

せ
ら
れ
、

青
色
光
線
は
比
較
的
其
大
部
分
を
反
射
せ
ら
る
〉

な
り
、
是
故

に
極
小
な
る
微
粒
子

の
一
杯
を
取
り
、

之
を
空
中

に
散
乱
す
れ
ぽ
、
其
各
微
粒
子
は
皆
小

鏡
面
の
作
用
を
為
し
て
比
較
的
多
量

の
青
色
光
線

を
反
射
し
、
無
色

の
天
空
忽
ち
藍
色
を
呈
す
る
に

至
る
べ
き
な
り
、
…
…
然
れ
共
今
日
の
学
者
は
之

を
空
気

の
分
子
に
帰
す
る
を
欲
せ
ず
、
又

「バ
ク

テ
リ
ヤ
」
類
の
極
微
有
機
体

に
帰
す
る
事
を
も
好

ま
ず
、
唯
彼

の
彗
星

の
尾
部
を
構
成
す
る
が
如
き

稀
薄
な
る
物
質
或
は
塵
埃

の
類
に
し
て
、
光

の
波

動
長
径
に
比
し
て
、
頗
る
小
な
る
者
が
空
気
中
に

存
在
す
る
事
を
信
ず
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
」

こ
う
し
た
記
事
を
お
も
し
ろ
く
思

っ
て
読
む
読
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者
層
が
あ

っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
人
々

に
受
容
さ
れ
た
科
学
的
知
識
が
、
日
々

の
生
活
や

文
芸
、
思
潮
な
ど

の
内

に
、
ど

の
よ
う
な
影
を
投

げ
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
を
ト

レ
ー
ス
し

て
み
る
こ
と
も
、
重
要
な
課
題
と
な

っ
て
く
る
だ

ろ
う
。
実
際
、
こ
の
文
章

は
、
次

の
よ
う
な
言
葉

に
よ

っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
。

「吾
人
は
已
に
天

の
蒼
色
に
見
ゆ
る
所
以
を
説
明

し
、
同

一
の
源
因
が
太
陽
の
紅
色
を
呈
す
る
理
由

な
る
こ
と
を
知
れ
り
斯
の
如
く
相
反
す

る
現
象
が

互

に
其
源
因
を

一
に
す
る
が
如
き
は
、
是
れ
造
化

が
人
知
ら
ぬ
処

に
奇
を
弄
す
る
者
に
し
て
、
物
理

学

の
進
歩
が
始

め
て
開
発
せ
る
秘
密
な

り
、
而
し

て
此
種

の
秘
密
は
宇
宙
到
る
処
に
之
れ
あ
り
、
唯

理
学
者
克
く
之
を
摘
発
し
て
、
妙
味
を
会
す
、
理

学
者
の
真
趣
是
に
於
て
か
あ
り
、
豈

に
亦

一
快
事

に
非
ず
と
せ
ん
や
」

宇
宙
到
る
処
に
遍
満
す
る

「造
化

の
秘
密
」
を

摘
発
し
、
妙
味
を
会
す
る
こ
と
が
物
理
学
者

の
真

趣
な

の
だ
、
と
い
う
こ
の

一
文
に
は
、

か
す
か
に

ロ
マ
ソ
主
義

の
香
り
が
た
だ
よ

っ
て
い
る
。
実
用

主
義
や
考
証
趣
味
と
は
別
に
、
科
学
受
容

の
こ
う

し
た
側
面

に
つ
い
て
も
、

一
定
の
注
意
を
払

っ
て

お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
科
学
は
確
か
に
人
々

に
有
用
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ

と
共
に
想
像
力
を
か
き
た
て
、
日
常

の
く
り
か
え

し
か
ら
飛
翔
さ
せ
る
翼

の
役
割
り
を
も
荷
な

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

二
、
臨
時
増
刊

「十
九
世
紀
」
の
科
学
記
事

こ
う
し
た
純
科
学
主
義
的
記
述
傾
向

の
ひ
と

つ

の
頂
点
を
示
し
て
い
る
の
は
、
十
九
世
紀

の
終
わ

り
、

一
八
九
九
年

に
編
ま
れ
た

『太
陽
』
臨
時
増

刊

「
十
九
世
紀
」

(六
巻
八
号
)

の
第
四
部
、
「学

術
史
」
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
稿

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

次

の
四
章
か
ら
成

る
み
ご
と
な
十
九
世
紀
学
術
史

の
要
約
で
あ
る
。

第

一
章

総
論

第
二
章

自
然
科
学

理
学
士

佐
藤
伝
蔵

第
三
章

哲
学

文
学
士

蟹
江
義
丸

第
四
章

政
治
法
律
原
理
の
変
遷

法
学
士

笹
川

潔

こ
こ
で
は
そ
の
曲
ハ型
と
し
て
、
佐
藤
伝
蔵
の
筆

に
な
る
自
然
科
学
の
章
を
取
り
上
げ
る
。
序
言
に

始
ま
り
、
e
天
文
学
、
口
物
理
学
、
日
化
学
、
㈲

解
剖
学
、
㈲
生
理
学
、
㈹
生
物
学
、
㈹
古
生
物
学
、

㈹
地
学
と
い
う
理
路
整
然
と
し
た
次
序
を
な
し
て

い
る
が
、
古
生
物
学
が
、
生
ま
れ
た
ば

か
り

の
学

問
と
し
て

一
つ
の
章
を
占

め
て
い
る
な
ど
、
こ
の

時
代

の
刻
印
も
し

っ
か
り
刻
ま
れ
て
い
る
。

序
言

の
次
の
文
章
は
、
佐
藤
個
人
の
も

の
だ
と

し
て
も
、
こ
の
時
代

に
お
け
る
科
学

へ
の
信
頼

(ほ
と
ん
ど
科
学
万
能
主
義

と
呼
ぶ
べ
き
も

の
)

を
語

っ
て
余
り
あ
る
。

「第
十
八
世
紀

に
於

て
曙
光
を
発
し

〉
科
学
は
、

第
十
九
世
紀
に
於

て
其
天
頂
に
達
し
、
第
二
十
世

紀

に
於
て
は
、
万
事
万
物
科
学

の
為
に
調
和

せ
ら

る
〉
に
至
る
べ
し
。
是
故
に
若
し
第
十
八
世
紀
を

以
て
曙
光

の
世
紀
と
為
し
、
第
二
十
世
紀
を
以
て

調
和
の
世
紀
と
為
す
を
得
ば
、
第
十
九
世
紀

は
実

に
科
学

の
世
紀
な
り
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

そ
も
そ
も
第
四
部

「学
術
史
」

の
冒
頭
に
置
か

れ
た
、
第

一
章
総
論
に
し
て
か
ら
が
、
そ
の
文
章

を
次

の
よ
う
な
言
葉
で
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「人
若
し
十
九
世
紀

の
学
術
界
に
於

て
、
最
も
著

し
き
進
歩
を
遂
げ
た
る
も
の
は
何
ぞ
と
問
は
ば
、
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何
人
も
自
然
科
学
な
り
と
答
ふ
る
に
躊
躇
せ
ざ

る

べ
し
。
…
…
中
略
…
…
さ
れ
ぽ
そ
の
影
響
延
き
て

全
学
術
界

に
及
び
、
科
学
的
研
究
法
は

一
切

の
方

面
に
応
用
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
」

こ
う
し
た
科
学
主
義
と
も
呼
ぶ
べ
き
科
学
に
対

す
る
万
能
者
的
信
頼
感
を
前
提
と
し
て
、
佐
藤

の

筆

は
当
時

に
お
け
る
自
然
科
学
諸
学

の
発
達
を
、

そ
の
最
上

の
部
分
で
す
く
い
と
ろ
う
と
試
み
る
。

天
文
学

の
項
か
ら
み
て
い
こ
う
。
ま
ず

、
キ
ル
ヒ

ホ
ッ
フ
と
ブ

ン
セ
ン
に
依
る

「
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
分

析
」
の
も
た
ら
し
た
宇
宙
間
元
素
や
複

星
に
つ
い

て
の
発
見
が
語
ら
れ
る
。

つ
い
で
大
望
遠
鏡
に
よ

る
カ
ソ
ト

・
ラ
プ
ラ
ス
の
星
霧
仮
説

の
証
明
、
火

星

の
運
河
や
海
王
星

の
観
察
が
語
ら
れ
、
最
後
に

次

の
よ
う
な
言
葉
で
結
ぼ
れ
る
。

「
以
上
天
文
学
上
の
二
大
発
見

(海
王
星
存
在

の

推
論
と
望
遠
鏡

に
よ
る
発
見
、

シ
リ
ウ

ス
を
複
星

と
推
論
し
、
後

に
望
遠
鏡
で
そ
の
事
実

を
実
証
し

た
こ
と
、

の
二
事
を
指
す
)
は
理
論
上

よ
り
し
て

其
事
実

の
然
ら
ざ

る
べ
か
ら
ざ

る
所
以

を
推
論

し
、

而
し
て
後
に
実
際
果
た
し
て
其
実
物
を
発
見
す
る

に
至
れ
り
し
は
、
如
何

に
其

の
理
論

の
正
確
な
る

者
な
る
や
を
知
る
に
足
ら
ん
。
世
に
は
学
理
は
実

際

に
符
合

せ
ず
、
学
理
に
走
る
は
迂
遠
な
り
と
て

徒
ら

に
学
理
を
擯
斥
す
る
も

の
あ
り
。
是
れ
実

に

擯
斥
す
る
も
の
の
愚
た
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、
学
理

は
決
し
て
実
際
と
符
合

せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
其

の

実
際
と
符
合
せ
ざ
る
は
其
真

の
学
理
に
あ
ら
ざ
る

が
為
な
り
。
…
…
世

の
徒
ら
に
実
際
を
重
ん
ず
る

の
余
、
遂

に
学
理
を
軽

ん
ず
る
の
者
、
以
上

の
発

明
談

を
聞

か
ば
、
亦
以
て
悟

る
所
あ

る
べ
き
な

り
」数

学
的
推
論
か
ら
出
発
し
、
実
証

へ
と
至
る
科

学
的
方
法

へ
の
確
固
た
る
信
頼
を
前
提
と
し
て
、

現
実

一
辺
倒

の
姿
勢
を
批
判
す
る
姿
勢
を
、
こ
こ

か
ら
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
物
理
学

の
項
で
は
、
最
初
に
R

・
マ
イ
ヤ

ー
、
ジ

ュ
ー
ル
ら
に
よ
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
不
滅
則

の

発
見
、
ク
ラ
ジ
ウ
ス
、

マ
ク
ス
ウ

ェ
ル
に
よ
る
気

体

の
動
力
的
理
論
、

レ
ン
ト
ゲ

ン
の
X
線
発
見
な

ど
が
語
ら
れ
、

つ
い
で
こ
う
し
た

「純
正
の
物
理

学
進
歩
の
極
め
て
著
し
き
者
」
に
付
け
加
え
る
形

で
、
応
用
技
術

の
領
域
に
筆
が
運
む
。
扱
わ
れ
て

マ
マ

い
る
の
は
、
蒸
汽
機
関
と
電
気
、
そ
れ
に
写
真
術

で
あ
る
。
と
り
わ
け
電
気

は
、
「蒸
汽
力

の
短
所

欠
点
は
電
気
悉
く
之
れ
を
補
ふ
」
も
の
と
し
て
特

筆
大
書
さ
れ
る
。
電
車
や
電
話

の
み
な
ら
ず
、
電

気
化
学

に
よ
る
金
属
合
成
な
ど

の
効
用
に
ま
で
筆

が
及
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
同
時

に
、

「純
正
物
理
学
」
と
そ

の

「応
用
技
術
」
と
を
、

明
確
に
分
け
て
論
ず
る
佐
藤

の
学
問
的
姿
勢
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
科
学
と
技
術
と
の
差
異
が
、
か

な
り
明
確

に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

第
三
項
は
化
学
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
リ
ー
ビ
ヒ

ら
に
よ
る
有
機
化
学

の
確
立
が
、
「生
物

の
源
泉

た
る
原
形
質
を
も
製
造
し
得
る
の
時
期
来
た
る
や

も
知
る
可
か
ら
ざ
る
」
大
事
件
と
し
て
語
ら
れ
た

マ
マ

後
、

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
分
析
と
週
期
律

に
よ
る
諸
元

素
発
見

の
歴
史
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
叙
述

は
、
時
と
し
て
驚
く
べ
き
専
門
性
を
示
す
。

「
ア
ル
ゴ

ン
を
真
空

の
管
内

に
入
れ
其
圧

を

ω

日
●日

と
し
之

に
越
歴
火
花
を
通
せ
し
に
先

つ
最

長
波
長
部

に
於

て

刈
8
・罐

×
目
01
。
目
・ヨ

の
波
長

を
有
す
る
著
し
き
二
条

の
赤
線
を
認
む
、
之
れ
実

に
彼
の
水
素
若
く
は
リ
シ
ユ
ム
の
赤
線

の
波
長
よ
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り
長
き
な
り
。
之
に
次
て

一
条

の
黄
線
あ
り
、
其

波
長
を
測
り
し
に

①
Oω
●・。蔭
×
一〇
-
。
幹
目

を
得
、

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
黄
線
の
波
長
よ
り
短
し
。
其
次
に

五
条

の
緑
線
よ
り
成
れ
る

一
列
あ
り
、
就
中
第
二

線
を
最
も
著
明
と
し

ま
一〇
×
HO
よ
目
.目

の
波
長

を
有
す
。
…
…
此

の
如
く

ア
ル
ゴ
ン
の
ス
ペ
ク
ト

ル
は
確

に
他

の
物
質
と
区
別
す
る
に
十
分

に
し
て
、

新
単
体
と
な
す

に
差
支
な
き
な
り
」

こ
の
調
子
で

ヘ
リ
ウ
ム
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
な
ど

が
記
述
さ
れ
て
い
く
の
を
、

一
体
何
人

の
読
者
が

理
解
し
て
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
解
剖
学
で
は
、

マ
ル
ピ
ギ

ー
、

シ

ュ

ワ
ン
、

モ
ー
ル
、

シ

ュ
ル
ツ
ェ
な
ど
に
よ
る
細
胞

学

の
創
設
、
及
び
そ
れ
を
応
用
し
た
ウ

ィ
ル
ヒ
ョ

ー
の
細
胞
病
理
学
が
語
ら
れ
、
生
理
学

で
は
レ
イ

モ
ン
ド
の
神
経
電
流

に
つ
い
て
の
研
究
、
プ

ロ
カ
、

シ
ッ
フ
、

フ
レ
ク
シ
ッ
ヒ
ら
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ

た
脳

の
分
業
作
用
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
、

い
ず

れ
も
こ
の
時
代

の
最
も
重
要
な
、
か
つ
最
も
新
し

い
研
究
成
果
が
、
整
然
と
記
述
さ
れ
て

い
く
の
で

あ
る
。
内
臓

の
配
置
と
か
、
消
化
器
管

の
生
理
と

い
っ
た
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
に
お
け
る
解
剖

学
や
生
理
学

の
興
味
を
独
占
し
て
い
た
こ
と
が
ら

が
、
こ
こ
で
は
も
う

一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
細
胞

の
内
部
組
織
と
か
、
脳

神
経
系

の
構
造
と
機
能
と
い
っ
た
、
現
代
が
そ
の

ま
ま
引
き
継

い
で
い
る
よ
う
な
、
先
端

の
情
報

の

み
が
選
ぼ
れ
、
記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
分

か
る
。

と
こ
ろ
で
佐
藤
が
最
も
力
を
入
れ
て
叙
述

し
て

い
る
の
は
、
生
物
学
と
古
生
物
学
、
及
び
地
学
で

あ
る
。
こ
れ
に
は
彼
自
身

の
専
門
も
関
わ

っ
て
い

る

(『太
陽
』
に
は
彼

の
筆
に
な
る
地
質
学
関
係

の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
)
だ
ろ
う
が
、
何
よ

り
も
こ
れ
ら
の
学
問
が
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
最

も
若
い
学
問
だ

っ
た
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
展
開

を
み
せ
た
り
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
生
物
学

は

「最
も
活
発
の
時
代
」
、
古
生
物
学

は

「現
世

紀

に
於

て
科
学
と
し
て
成
立

せ
る
者
」
、
地
学

は

「第
十
八
世
紀

の
終
り
迄
は
科
学
と
し
て
甚
だ
不

完
全
」
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら

の
学
問
に
は
、

異
様
な
程

の
ペ
ー
ジ
数
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

生
物
学

の
項
は
、
ラ

マ
ル
ク
と
キ

ュ
ビ

エ
の
争

い
に
始
ま

っ
て
、
ほ
ぼ
進
化
論
を
め
ぐ
る
論
述
に

終
始
す
る
。
発
生
学
や
細
胞
学
、
演
繹
的
動
物
学

の
発
展
も
、
ほ
ぼ
種

の
問
題
と
か
ら
め
て
論
ぜ
ら

れ
る
の
で
あ

る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ

ム
の
理
解
は
、

「其
自
然
淘
汰
、
優
勝
劣
敗
即
ち
適
者
生
存

の
学

説
」
と

い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
歪

め
ら
れ
た
形

に
な

っ
て
お
り
、

ス
ペ
ン
サ
ー
と
の

差
異
も
余
り
明
確

に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は

い
え
採
集
航
海
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
分
類
原
理

の

し

っ
か
り
し
た
動
物
園
や
博
物
館

の
建
設
、
臨
海

実
験
所
や
生
物
研
究
所

の
効
用
に
つ
い
て
は
、
極

め
て
し

っ
か
り
し
た
認
識
を
有

し
て
い
る
。
十
九

世
紀
後
半
に
お
け
る
、

ヘ
ッ
ケ
ル
や

ハ
ク
ス
リ
ー

の
動
物
学
、

ワ
イ
ズ

マ
ン
の
遺
伝
学
に
つ
い
て
の

紹
介
も
、
時
宜
を
え
た
み
ご
と
な
も

の
で
あ
る
。

古
生
物
学

の
記
述
も
、
同
様
に
進
化
論

の
著
し

い
影
響
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
。

ラ
マ
ル
ク
、

キ

ュ
ピ

エ
、

ス
ミ
ス
ら
に
よ
る
草
創
期

の
博
物
学

的
興
味
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ウ

ォ
レ
ス
の
説
に
よ

っ
て
、
古
生
物
化
石
と
地
層
と
を
進
化
論

の
ま
な

ざ
し
に
よ
っ
て
系
統
だ
て
る
よ
う
な
形

に
変
わ

っ

て
い
く
プ

ロ
セ
ス
が
記
さ
れ
、

つ
い
で

バ
ク
ス
リ

ー
、
オ
ー
ウ

ェ
ン
ら
の
貢
献
が
語
ら
れ
る
。
ダ
ー
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ウ

ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず

ス
ペ

ン
サ
ー
の
適
者
生
存
説
と
等
価
に
置
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
古
生
物
学

に
お
け
る
位
置
づ
け
は
確
か

な
も

の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
時
点

に
お

い
て
、
最

も
関
心
が
集
中
し
て
い
る
問
題
と
し
て

「脳
髄
発

達

の
法
則
」
を
と
り
あ
げ

た
り
、
考
古
学
に
お
け

る
人
類
発
生

の
問
題

へ
の
貢
献
を
と
り
あ
げ
る
な

ど
、
同
時
代

へ
の
目
配
り
も
よ
く
届
い
て
い
る
。

地
学
の
項
は
、
そ
の
地
球
生
成
の
プ

ロ
セ
ス
に

つ
い
て
の
記
述
を
古
生
物
学

に
譲
り
、

も

っ
ぱ
ら

地
殻
変
動

の
理
論
が
地
球
進
化
論

の
形

に
到
る
ま

で
の
主
火
主
水
論
争
に
ペ
ー
ジ
を
費
し
、
更
に
地

震
と
火
山

の
問
題
に
及
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
も
、

同
時
代

の
最
も
ホ
ッ
ト
な
情
報
で
あ

る
構
造
線

の

研
究
に
つ
い
て
、
濃
尾
地
震
な
ど
を
例
証
と
し
て

論
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

三
、
同
時
代

に
対
す
る

ア
ソ
テ
ナ

科
学
記
事

の
レ
ベ
ル
の
高
さ
と
、
意
外
な
ほ
ど

の
純
科
学
性
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何

だ
ろ
う
か
。

ひ
と

つ
に
は
前

に
述
べ
た
よ
う
な
、
科
学
が
開
く

「造
化

の
秘
密
」
そ
の
も

の
に
対
す
る
知
的
な
、

も
し
く
は

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
興
味
を
挙
げ
ね
ば
な

ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
忘
れ
て
な

ら
な
い
の
は
、
「
万
事
万
物
科
学

の
為

に
調
和
せ

ら
る
る
に
至
る
べ
し
」
と
佐
藤
が
予
言
し
た
、
科

学
万
能
主
義
的
な
信
頼
と
、
あ
る
場
合
に
は
夢
だ

ろ
う
。
佐
藤
は
す

で
に

「原
形
質
を
も
製
造
し
得

る
の
時
期
」
を
夢
見
て
い
た
。
人
工
生
命
や
臓
器

置
換
、
更
に
は
人
工
空
間
に
よ
る
自
然
空
間

の
置

換
と
い
っ
た
、

こ
の
二
十
世
紀
世
紀
末

に
お
け
る

先
端
技
術

の
黒
い
夢
が
、
す
で
に
こ
の
十
九
世
紀

末

に
形
を
整
え

つ
つ
あ

っ
た
の
だ
。

こ
の
信
頼

と
夢
は
、
『太
陽
』
誌

上
で
は
、
大

小
さ
ま
ざ
ま
の
雑
多
な
科
学
彙
報
と
、
農
業

・
工

業
欄

の
内

に
も
、
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
姿
を
さ
ら

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
彙
報
は
、
同
時
代

に
お
け
る
最
新

の

科
学
や
技
術

の
情
報
を
、
ほ
と
ん
ど
タ
イ
ム

.
ラ

グ
な
し
に
伝
え
る
情
報
ア
ン
テ
ナ
の
役
割
り
を
果

た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
未
来

の
金
属
と
し

て
の
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
の
紹
介
や
、
ラ
ン
グ
レ
ー
、

リ
リ
エ
ソ
タ
ー
ル
ら

の
飛
行
機
実
験
、
新
し
い
耐

火
構
造
建
築
、
豆
類
と
バ

ク
テ
リ
ア
、
醗
酵
過
程

と
バ
ク
テ
リ
ア
の
関
係
、
電
気
に
よ
る
砂
糖
精
製

法
、
新
し
い
写
真
術
、
ジ

フ
テ
リ
ア
や

コ
レ
ラ
の

治
療
法
、
X
線

の
発
見
、
新
し
い
蓄
音
器
な
ど
、

巻
号
を
追

っ
て
増
え
る
こ
う
し
た
同
時
代
科
学
技

術
情
報

に
は
驚
か
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の

選
択
は
、
か
な
り
む
ら
の
あ
る
形
で
な
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
新
し
い
科
学
技
術
情
報
を
、

で
き
る

だ
け
早
く
伝
え
る
こ
と
に
、
格
別

の
意
味
を
見
出

し
て
い
た
こ
と
は
看
取
で
き
よ
う
。

も

っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
ま
た
科
学

に
記
さ
れ
た
夢
や
驚
き
を
満
足
さ
せ
る
役
割
り
も

期
待
さ
れ
て
い
る
。
諸
種

の
珍
妙
な
自
動
車
を
絵

入
り
で
紹
介

し
た
り
、

ミ
イ
ラ
の
新
し
い
製
造
法
、

鉄
製

の
名
刺
、
燃
え
な
い
セ
ル
ロ
イ
ド
、
歯

の
健

全
掃
除
器
な
ど
に
つ
い
て
記
す
雑
記
事
は
、
こ
う

し
た
目
的
の
も
と
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
夢
や
好
奇
心
は
、
純

粋
な
科
学
記
事
、
た
と
え
ば

ヘ
リ
ウ
ム
の
沸
点
と

か
海
水
中

の
黄
金
量
、
X
線
と
の
追
試
、
動
物
の

種

の
数
、
あ
る
い
は
ロ
ソ
ド
ン
大
学

の
学
位
試
験

問
題
な
ど
と
い
っ
た
短
篇
記
事
に
よ
っ
て
も
、
満

た
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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他
方
、
日
本
の
学
界
内
部
の
動
向

に

つ
い
て
、

短
信
な
が
ら
彙
報
を
ま
と
め
る
こ
と
が

、

一
巻
七

号
位

か
ら
始
ま

っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

科
学
界
記
事
、
科
学
界
時
事
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
の

も
と
、
最
初
は
学
界
例
会
や
逸
事
な
ど

を
記
し
て

い
た
こ
の
欄
は
、
九
、
十
号
頃
か
ら
新
学
説
や
帝

大
紀
要
の
要
約
、

ハ
ク
ス
リ
ー
な
ど
大
学
者

の
訃

報
、
新
し
い
著
書

の
紹
介
や
火
山
活
動
、
日
蝕
な

ど

の
通
報
と
い
っ
た
、
科
学
界

の
同
時
代
情
報
告

知
板
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
強

め
て
い
く
。

四
、
教
育

に

つ
い
て
の
議
論

大
学

の
在
り
方
や
初
中
等
教
育

の
内
容
な
ど
と

い

っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
議
論
も
盛
ん
で
あ

る
。
『太
陽
』
誌
上
で
は

一
巻
七
号
か
ら
教
育
欄

が
設
け
ら
れ
、
多
様
な
論
議

の
舞
台
を
提
供
し
て

い
る
。
世
界
列
強
に
伍
し
て
日
本
が
国
運
を
切
り

開
い
て
い
く
上
で
、
同
時
代

の
西
欧
諸

国
に
劣
ら

ぬ
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
施
す

べ
き
か
、

と
い

っ
た
視
点
か
ら
著
わ
さ
れ
た
文
章

が
多

い
。

代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
西
村
貞

の

「
教
育
些

談
」

の

一
部
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「我
れ
等
教
育
者
は
、
身
を
欧
州
文
明
国
の
中
心

に
置
け
る
の
思
を
抱
き
、
眼
を
四
面

の
外
に
配
り
、

瞬
刻

の
油
断
も
無
く
し
て
、
以
て
此

の
競
争
場
裏

を
切
り
抜
く
る
の
用
意
を
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
西
欧
諸
国

の
教
育
法
や

綴
字
改
良
、
言
語
と
国
粋
主
義
と
の
関
係

に
つ
い

て
の
研
究
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
説

の
中

に
、
暗

黙

の
前
提
と
し
て
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。

こ
こ
で
は
、
大
学

の
学
制

に
つ
い
て
論
じ
た

上
田
万
年

の
文
章

(「教
育
上

の
雑
感
」
六
巻

一

号
)
を
引
い
て
お
く
。
こ
れ
は
世
界
の
大
学
を
分

け
て
、
英
国
風

・
仏
国
風

・
独
国
風
と
し
、
そ
の

得
失
を
論
じ
た
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の

『独
逸
大
学
史
』

を
抄
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
書
物

の
性
質
上
、
独

国
風

に
重
き
を
置

い
て
い
る
の
は
当
然
だ
が
、
上

田

の
考
え
も
こ
れ
と
重
な

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

上
田
は
ま
ず
英
国
風
を
、
「欧
州
中
古
時
代

の

大
学
風
尤
も
完
全
に
保
存
せ
ら
れ
居
り
て
、
其
組

織
は
即
ち
寺
院
的
な
り
」
と
説
明
す
る
。
自
治
を

貫
き
、
教
員

・
学
生
共
の
校
舎

に
合
宿
す
る
寺
院

風
の
生
活

に
つ
い
て
述

べ
、
専
ら
普
通
教
育
を
最

も
広
く
最
も
深
く
施
す
、
紳
士
養
成

の
た
め
の
大

学
だ
と
い
う

の
で
あ

る
。
従

っ
て
そ
こ
で
は
、

「厳
密
な
る
意
味

に
て
い
ふ
科
学
的

の
研
究
井
び

に
専
門
的
技
芸

の
練
習
等
は
、
全
く
其
目
的
外
に

属
」
し
、
「語
学
史
学
数
学
自
然
科
哲
学
等
」

の

み
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

次

に
仏
国
風

は
、
「古
代

の
大
学
風
よ
り
最
も

遠
く
懸
隔
し
た
る
も

の
」
で
、
「
か
の
大
革
命

の

為

に
、
従
来

の
大
学
は
悉
皆
掃
去
せ
ら
れ
」
た
後

に
興

っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
興

っ
た
新
し
い
大
学

は
、
「種
々
の
専
門
学
教
授

の
為

に
設
け
ら
れ
た

る
独
立

の
練
習
学
校
」
と
な

っ
て
お
り
、
ひ
と

つ

ひ
と
つ
の

「
フ
ァ
キ

ュ
ル
テ
ー
は

一
個

の
高
等
専

門
学
校

に
し
て
、
其
教
員
は
政
府

の
官
吏

で
あ

る
」
。
そ
こ
で
は

「行
政
官
、
法
官
、
弁
護
士
、

高
等
学
校

の
教
官
、
諸
技
術
家
等
」
が
養
成
さ
れ

る
。
し
た
が

っ
て
仏
国
風

の
場
合
も
、
「科
学
的

研
究
井
び
に

一
般

の
科
学
的
教
育

は
、
寧
ろ
大
学

の
範
囲
外

に
属
し
、
前
者
は
ア
カ
デ
ミ
ー
に
て
為

す
べ
き

こ
と
、
後
者
は
予
備
学
校

に
て
為
す
べ
き

こ
と
」
と
さ
れ
る
。

最
後

に
独
国
風

は
、
「英
国
風
と
仏
国
風

と
の
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十九世紀末日本における科学主義と国家主義の結びつき

中
間

に
位
す
る
も
の
」
で
、
仏
国
同
様
官
立
で
、

一
定
程
度
政
府

の
命

に
従

う
も

の
の
、

「
一
定

の

度
ま
で
は
、
自
治
の
権
を
有
し
」
て
い
る
。
独
立

の
フ
ァ
キ

ュ
ル
テ
ー
で
は
な
く
、
「四
分
科
大
学

あ
り
て
、
教
育
上
活
発
な
る
機
関
た
り
、
即
諸
分

科
大
学
合
し
て

一
個

の
有
力
な
る
団
体

と
な
り
、

数
多
の
専
門
学
互
に
補
助
す
る
所
あ
り

て
、
此
に

一
学
を
な
す
」
と

い
う
形
を
と
る
。
結

果
と
し
て
、

「独
逸

の
学
生
は
専
門
学
を
習
得
す
る
と
同
時

に
、

高
尚
な
る
徳
育

の
涵
養

を
受
く
る
者
」
「独
逸

の

教
授
は
最
も
高
尚
な
る
科
学

の
研
究

に
従
事
す
る

と
同
時

に
、
其
科
学

の
教
育
に
従
事
す

る
も

の
」

と

い
う
こ
と
に
な
る
。

世
界
の
大
学
と
い
っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
西

欧

の
大
学
の
在
り
方
ぼ

か
り
を
紹
介
し
、
そ
の
中

で
最
も
科
学
研
究
と
科
学
教
育

の
中
庸

を
得

た
も

の
と
し
て
、
独
国
風
の
学
制
を
紹
介
す

る
上
田
の

意
図
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
紹
介
文

の
前
段
に

は
、
ベ
ル
リ
ソ
大
学
等

の
紹
介
を
記
し
、
プ

ロ
シ

ア
国
民
が
、
大
学
の
た
め
に
数
百
万
円

の
費
用
を

投
じ
て
怪

ま
な

い
の
は
、
「実

に
大
学

は
国
家

の

統

一
上
、
国
力
の
発
達
上
、
無
二
の
親
友

た
る
を

自
覚
」
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。
西
欧
列
強

と
の

「競
争
場
」
(社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
)

の
中

で
、
国
家
統

一
・
国
力
発
展
の
立
場
か
ら
、

学
制
を
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
主
張
と
み
て

よ
い
。

五

、

社

会

ダ

ー

ウ

ィ

ニ
ズ

ム

「十
九
世
紀
」
の
自
然
科
学
の
章
で
多
く
の
ペ
ー

ジ
を
割
か
れ
て
論
述
さ
れ
て
い
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ

ム
の
影
は
、
『太
陽
』
創
刊
号
以
来

さ
ま
ざ
ま
な

論
客

の
文
章
の
内

に
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
と

え
ぽ
久
米
邦
武

の
手

に
な
る

「学
界
の
大
革
新
」

(創
刊
号
)
を
み
て
み
よ
う
。
階
級
制
が
実
質
的

に
打
ち
破
ら
れ
た
今
、
「貴
賤
上
下

の
男
女
み
な

生
存
競
争

の
忙
劇
場
に
投
入
さ
れ
」、
「生
存
競
争

の
中

に
妻
子
を
育
す
」
の
が
万
民
の
生
で
あ

る
。

「階
級
制
と
君
子

の
道
」
(
一
巻
二
号
)
で
も
、
同

じ
作
者

は
、
「利
益
競
争

の
結
果

に
因
て
、
優
者

は
富
豪
と
な
り
、
劣
者
を
財
力
に
て
従
え
、
主
従

の
結
合
を
生
ず

る
に
も
至
る
な
ら
ん
。
其

は
自
然

的

の
成
行
な
り
」
と
述

べ
、
「生
存
競
争

の
中

に

あ
る
智
徳
材
能
を
推
闡
す
る
こ
と
」

こ
そ
、
「当

今
学
者

の
責
任
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
視
点
は
、

国
家
対
国
家

の
レ
ベ
ル
で
も
保
持
さ
れ
て
い
る
。

井
上
辰
九
郎

の

「経
済
的
闘
争
」
(創
刊
号
)
は
、

日
清
戦
争
勝
利
を
承
け
て
、
な
お
そ
れ
に
お
ご
る

こ
と
を
い
ま
し
め
、
「恒
常

の
闘
争

に
し
て
広
く

と
こ
し

万
国
の
間
に
行

は
れ
長
え
に
現
時
よ
り
将
来
に
亘

り
て
行
は
る
べ
き
」
経
済
的
闘
争
に
い
そ
し
む
べ

き
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
「社
会
活
動

の
常

態
を
形
成
す
る
」
こ
の
種

の
闘
争

に
勝
た
な
け
れ

た

と

い

ぼ
、
「設
令
戦
争
能
く
勝
を
制
す
る
も
、
以

て
永

遠
に
其
国
国
光
を
宣
揚
す
る
こ
と
能

は
ざ
る
や
明

な
り
」
と
井
上
は
強
調
す
る
。

彼

の
提
言
は
、
経
済
的
闘
争
が
複
数

の
国
相
手

に
、
時
と
場
を
選
ぽ
ず
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
本
が
余
り
に
も
そ
の
闘
争

の
た
め
の

能
力
を
欠

い
て
い
る
実
情
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。
実
業
者

の
数
を
兵
員
数
に
、
耕
作
地
や

製
造
所

の
数
を
城
塞
や
軍
港
に
、
物
産

・
資
金
を

兵
器
に
な
ぞ
ら
え
た
そ
の
議
論
は
、
こ
の
時
代
に

特
徴
的
な
詳
し
い
数
値
表
付
き
の
形
で
、
日
本
が

い
か
に
経
済
的
弱
者
で
あ
る
か
を
示
そ
う
と
し
て
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い
る
。
「優
勝
劣
敗

の
場
裡

に
立
ち
、
国
家

の
干

城
た
り
柱
石
た
る
の
責
任
と
名
誉
と
を
任
う
べ
き

も

の
、
独
り
武
力
的
兵
員

の
み
に
あ
ら

ざ

る
な

り
」
と
い
う
結
語
か
ら
、
国
家
間

の
生
存
競
争
と

い
う
視
点
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
だ

ろ
う
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
飯
田
旗
郎

の

「亜
細
亜

の
大
商
戦
」
(
一
巻
二
号
)

に
も
、
少

し

ニ
ュ
ア

ン
ス
を
変
え
た
形

で
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
「干

戈

の
戦
争
将

に
落
着
を
見
ん
と
す
る
今

日
、
吾
帝

国
民
は
全
心
を
尽
し
て
極
力
商
軍
略
を
画
策

せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
行
為
が
、
「商
利

を
絞
り

実
益
を
吸
収
せ
ば
、
所
謂
実
力
戦
争

の
実
を
挙
ぐ

る
も
の
」
と
し
て
必
要
不
可
欠
と
さ
れ

る
。

こ
こ

マ
マ

で
は
、
「朝
鮮

の
独
立
を
補
け

て
其
安
寧

秩
序
を

画
策
し
、
頑
愚
朽
剛

の
老
大
清
国
を
膺
懲
し
て
之

を
屈
服
」
す
る
行
為
を
、
「以
て
与

に
西

洋
人
種

に
対
し
て
生
存
競
争

の
基
を
形
造
ら
ん
と
す
る
」

人
種
対
人
種
の
闘
争
と
し
て
と
ら
え
る

一
方

で
、

「
吾
人
自
己
の
直
接

の
利
益

に
就
き
て
も
大

に
画

策
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
形

で
、
国
家
単
位
の
闘
争
が
強
調
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

六
、
科
学
主
義
と
国
家
主
義

科
学
万
能
主
義
と
い
っ
て
も
よ
い
程
の
科
学
主

義
と
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
が
結
び

つ
く
と
、

国
家
や
人
種
間
の
生
存
競
争
は
、
畢
竟
科
学
及
び

技
術
力

の
戦

い
に
よ

っ
て
決
着
を
み
る
、
と
い
う

考
え
方
に

つ
ら
な

っ
て
い
く
。
『太
陽
』
創
刊
号

工
業
欄

に
収

め
ら
れ
た
無
署
名

の
記
事
、
「近
世

我
が
国
技
術

の
進
歩
」
と
題
さ
れ
た
い
さ
さ
か
大

仰
な
文
章
に
は
、
こ
う
し
た
論
調
が
強
く
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。

「
兵
力
社
会
に
於

て
敵
境
を
侵
略
し
た
る
は
今
日

に
始
ま
る
、
然
れ
ど
も
技
術
社
会

に
於
て
我
が
国

マ
マ

が
敵
境
を
侵
略
し
た
る
は
日
既

に
久
さ
し
、
清
国

西
太
后
の
万
寿
節

に
電
気
燈
を
点

せ
ん
と
欲
し
、

其

の
準
備
は
我
が
国
技
師
前
田
武
四
郎
氏

の
手

に

よ
り
て
成
功
せ
ら
れ
、
…
…
清
国
の
鉱
業
に
は
従

来
我
国

の
技
師
を
聘
用
、
之
が
採
掘

に
従
事
し
た

る
こ
と
日
既
に
久
さ
し
、
黒
死
病

の
香
港
に
毒
焔

を
熾
に
す
る
や
、
清
人
は
勿
論
欧
米
各
国
人

の
同

地
に
在
る
者
皆
之
が
病
源
を
知
ら
ず
、
而
し
て
我

が
青
山
北
里
の
二
氏
は
容
易
に
之
を
発
見
し
て
、

病
理
を
彼
等

に
示
し
た
り

(句
点
筆
者
、
以
下

同
)
」こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事

は
直
ち
に
次

の
よ
う

に
論
を
飛
躍
さ
せ
る
。

「此

の
如
く
我
が
国

の
技
術
は
、
既

に
東
亜

の
全

さ
か
し

部
を
征
服
し
、
将
さ
に
逆
ま
に
欧
米

に
及
ぼ
さ
ん

と
す
る
の
運

に
あ
り
」

軍
事
的

に
敵
国
を
侵
略
す
る
前
に
、
既
に
日
本

は
技
術
に
よ

っ
て
清
国
を
侵
略
し
て
お
り
、
そ

の

優
秀
な
技
術
は
、
東
ア
ジ
ア
を
征
服
し
て
や
が
て

は
欧
米
を
も
征
服
し
か
ね
な
い
勢
い
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

軍
事
そ
の
も

の
に
つ
い
て
も
、
こ
の
記
事
は
次

の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
い
る
。

「実

に
方
今

の
戦
は
、
腕
力

の
戦

に
あ
ら
ず
し
て
、

機
械
力

の
戦
な
り
、
機
械
力

の
戦

に
よ
り
、
寡
を

以
て
衆

に
勝

つ
所
以

の
も
の
、
豈

に
技
術

の
進
歩
、

之
を
し
て
然
ら
し
む
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ

や
」技

術

の
進
歩
が
軍
事
的
優
劣
を
決
め
る
と
す
れ

ば
、
科
学
と
そ
の
応
用

で
あ
る
技
術

の
進
歩
こ
そ
、

国
家
や
人
種
間
の
生
存
競
争
を
支
配
す
る
要
だ
と
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い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ぽ
、
事
実
を
少
し
く

押
し
曲
げ
て
も
、
次
の
よ
う
な
国
粋
主
義

的
主
張

が
、
科
学
技
術

の
優
位
を
誇

る
形
で
出
て
く
る
の

も
止
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

「軍
艦
兵
器
電
信
電
話
、
皆
な
之
を
自
国

に
於
て

製
造
し
、
敢

て
外
国

の
力
を
仮
ら
ざ
る
の
み
な
ら

ず
、
外
国

の
最
新
兵
器

に
比
し
て
、
更
に

一
頭
地

を
出
し
た
る
も
の
少
な
か
ら
ず
、
村
田
銃

の
如
き
、

下
瀬
火
薬

の
如
き
、
之
を
世
界
に
視

る
も
勝
る
も

の
な
し
、
…
…
我
国
方
今
の
工
業
は
、
独
逸
に
比

し
て
は
遜
る
所
あ
る
も
、
英
国
に
比
し
て
は
優

に

其
上

に
あ
り
」

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
威
勢

の
よ
い
議
論
ば
か
り

が
ま
か
り
通

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
次

の
よ

う
な
謙
虚
な
主
張
も
あ
る
。

「我
大
日
本
帝
国
は

一
新
興
国
と
し
て
東

洋
の
天

地

に
睥
睨
し
、
欧
米
各
国
と
比
肩

の
位
置

に
達
す

か
れ

る
亦
近
き

に
あ
ら
ん
と
す
、
我
武
は
以
て
渠
等
に

誇
る
に
足
る
、
然
れ
ど
も
我
学
に
至

て
は
悲
い
哉

余
輩
是
を
言

ふ
に
忍
び
ざ
る
な
り
、
蓋
し
渠
等

に

劣
る
こ
と
多
き
も
優
る
こ
と
少
な
け
れ
ぽ
な
り
、

試
に
問
は
ん
、
今
日
所
謂
我
社
会
的
実
業
的
理
論

的
学
術
な
る
も
の
の
基
礎
は
、

一
と
し
て
渠
等
に

や

仰
が
ざ
る
か
、
渠
等
に
留
学
生
を
遣
ら
ざ
る
か
、

軍
艦
、
汽
車
、
鉄
道

の
原
料
を
渠
等
よ
り
取
ら
ざ

る
か
、
渠
等

に
恥
ぢ
ざ
る
製
造
場
あ
り
や
…
…
」

一
巻
八
号

に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
市
村
塘
の

「台

湾

に

一
大
植
物
園
を
設
置

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
は
、

し
か
し
な
が
ら
次

の
よ
う
な
主
張
を
す
る
も
の
で

あ
る
。

「須
ら
く
将
来
欧
米
各
国
と
比
肩
せ
ん
と
欲
せ
ぽ
、

事
々
物
々
渠
等
に
劣

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
寧
ろ

優
ら
ん
と
勤
む
る
の
覚
悟
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
渠

等
は
莫
大
な
る
財
価
を
擲
て
偉
大
な
る
植
物
園
を

掌
有

せ
り
、
我
亦
掌
有
し
得
る
の
好
…機
会

に
於

て

対
等
の
植
物
園
を
設
置
し
能
は
ざ
る
の
理
あ
ら
ん

や
…
…
中
略
…
…
吾
人
は
早
く
該
地
に
植
物
園
の

設
置
を
請
求
し
て
措
か
ざ
る
と
と
も
に
、
将
来
ジ

ャ
バ

の
ブ
イ
ラ
ン
ツ
ォ
ー
グ
植
物
園
を
凌
駕
し
、

外
人
に
垂
涎

せ
し
む
る
に
至
る
を
希
望
し
て
止
ま

ざ
る
も

の
な
り
」

こ
れ
は
結
局
、
さ
き
ほ
ど
の

「近
世
我
国
技
術

の
進
歩
」
と
同
様

の
主
張
を
し
て
い
る
も

の
と
い

え
よ
う
。
自
国

の
科
学

・
技
術
を
過
大
評
価
す
る

か
過
小
評
価
す
る
か
と

い
う
点

で
は
正
反
対
だ
が
、

ど
ち
ら
も
科
学
技
術
の
優
劣
と
国
力

の
優
劣
と
を

パ
ラ
レ
ル
に
み
て
い
る
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。

市
村
の
場
合
、
植
民
地
主
義

の
シ
ソ
ボ
ル
と
も
い

え
る
熱
帯
植
物
園

の
設
置
と
い
う
問
題
を
テ
ー

マ

と
し
て
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
科
学
主
義
と
が
、
国

粋
主
義
的
方
向
で
主
張
さ
れ
れ
ぽ
、
科
学
技
術

の

優
越
し
た
国
家
が
、
科
学
技
術

の
劣

っ
た
国
家
を

庇
護
し
た
り
、
あ
る
い
は
吸
収
し
た
り
す
る
こ
と

は
、
自
然
の
勢

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
巻
六

号
に
収

め
ら
れ
た
加
藤
弘
之

の

「遺
伝
応
化

の
理

に
よ
り
て
学
問
奨
励
の
方
法
を
論
す
」
は
、
社
会

進
化

の
要
因
を
遺
伝
と
応
化

(適
応
)

の
二
因
と

し
た
上
で
、
日
本
に
よ
る
台
湾
の
植
民
地
化
を
手

ぽ
な
し
で
誉

め
る
。

「支
那
は
開
け
ぬ
と
は
雖
も
中
華
中
国
と
言

つ
て

他
の
国
を
夷
狄
と
し
て
居
る
位
で
あ
る
。
其
国
に

日
本
が
新
領
地
を
拵
え
た
、
加
之

(之
に
加
う
る

に
)
台
湾
を
取

つ
た
は
日
本
国

の
経
済
の
為
め
に

非
常
な
利
益
で
あ
る
、
日
本
が
斯
ふ
い
う
大
栄
誉

と
て

を
得
た
は
是
れ
ま
で
迚
も
遺
伝
と
応
化
の
仕
方
が
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宜
し
き
を
得

て
居
る
故

で
あ
る
、
支
那
人

は
全
く

其
れ
に
反
し
て
唯
遺
伝
を
保
ち
孔
子

の
道

と
云

へ

ば
孔
子

の
道
ば

か
り
で
少
し
も
西
洋

の
新

学
問
を

取
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
」

教
育
に
つ
い
て
も
次

の
よ
う
な
議
論
が
出

て
く

る
こ
と
に
な
る
。

「
ナ
カ
く

我
国
の
干
渉
を
待
た
な
け
れ
ぽ
到
底

独
立
し
て
進
歩

の
途

に
就
く
と
い
ふ
様
な
事
は
覚

束
な
い
事
で
あ
り
ま
せ
う
、
し
て
み
れ
ば
何
処
ま

で
も
日
本
の
教
育
を
朝
鮮
に
及
ぼ
し
日
本
語
を
以

て
あ
ら
ゆ
る
学
術
を
教
育
す
る
様

に
な
る
で
あ
ら

う
と
い
ふ
事
は
殆
ど
疑

の
無
い
事
で
あ
り
ま
す
」

(創
刊
号

井
上
哲
次
郎

「戦
争
後

の
学
術

」)

こ
こ
で
は
啓
蒙
主
義
的
な
教
育
を
、
優
秀
な
国

家
が
劣

っ
た
国
家
に
施
す
、
と
い
う

一
見
恩
情
主

義

の
よ
う
な
形
を
取

っ
て
、
日
本
語
強
制
策
と

い

う
国
家
主
義
的
政
策
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
台
湾
の
植
民
地
政
策
の

一
端

を
、
衛

生

の
方
向
か
ら
論
じ
た
加
藤
尚
志
の

「台
湾

の
衛

生
」

(五
巻
十
七

・
十
八

・
二
十
号
)
か
ら
窺

っ

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
不
衛
生

の
土
地
と
し

て
知
ら

れ
る
台
湾
が
、
後
藤
新
平
ら

の
努
力
に
よ

っ
て
、

い
か
に
衛
生
楽
土
と
な

っ
た
か
を
紹
介
す
る
文
章

で
あ
る
。

長
文
な

の
で
要
旨
を
記
す
に
止
め
る
が
、
日
本

占
領
に
よ
っ
て
衛
生
行
政
は
お
お
い
に
進
み
、
ペ

ス
ト
は

「殆
ど
終
熄
」、

コ
レ
ラ
も

「
其
発
生
を

見
ざ
る
」
状
態
、
種
痘
も

「今
は
土
人
よ
り
進

み

て
其
施
術
を
乞
ふ
者
多
き
に
及
び
」
、
医
学
校
も

増
え
、
阿
片
も
専
売
制
に
し
て
衛
生
試
験
を
行

い
、

上
下
水
道
も
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
台
湾
が

い
か
に

住
み
よ
く
な

っ
た
か
を
誇

る
記
述
が
続
く
。
「台

湾
が
我
領
土
と
な
り
し
以
来
、
如
何

に
其
衛
生
が

着

々
と
し
て
改
良
せ
ら
れ
し
か
を
知
る
」
と

い
う

言
葉
を
読
め
ぽ
、
人
は
日
本
に
よ
る
台
湾
植
民
地

化
の
正
当
化
理
由
と
し
て
、
日
本

の
科
学
技
術
優

越
と
い
う
事
実
が
大
き
く
寄
与

し
て
い
る
こ
と
を

認

め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
台
湾

の
独
立
白旦

言
や
蜂
起

の
興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
時
期
に
、

こ
の
文

章
が
書
か
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
も
そ

の
恩
情
的
啓
蒙
主
義
の
内
側

に
、
科
学
技
術
と
し

っ
か
り
結
び

つ
い
た
国
家
主
義
が
居
す
わ

っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

七
、
次
代

へ
の
展
望

実
学
的
な
科
学
技
術
受
容

の
裏
側
に
、
社
会
ダ

ー
ウ

ィ
ニ
ズ

ム
と
結
び

つ
い
た
国
家
主
義
が
結
び

つ
い
て
、

一
見
啓
蒙
的

・
任
侠
的
な
対
外
政
策

の

原
動
力
と
な

っ
て
い
る
よ
う
な
構
図
は
、
こ
の
後

の
日
本

の
対
外
政
策

の
展
開
を
考
え
る
上
で
、

い

つ
も
頭

に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
慈

善

の
ま
な
ざ
し
が
差
異
づ
け
と
蔑
視

の
ま
な
ざ
し

を
裏
に
持

っ
て
い
た
り
、
い
わ
ゆ
る
革
新
的
知
識

人
の
啓
蒙
作
業
が
愚
民
意
識
を
前
提
と
し
て
い
た

り
す
る
の
と
同
様
に
、
国
家
が
示
す
啓
蒙
や
恩
情

の
姿
勢
に
も
、
差
別

の
ま
な
ざ
し
が

つ
き
ま
と

っ

て
い
る
こ
と
は
多

い
も

の
だ
。
「東

ア
ジ
ア
」
に

日
本
が

「責
任
を
有
し
て
い
る
」
と
考
え
、
行
動

す
る
背
景
に
、

こ
う
し
た
国
家
主
義
と
科
学
主
義

の
結
合
が
ど

の
よ
う
な
形

で
…機
能
し
て
い
く
か
、

ト
レ
ー
ス
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
な
作
業

で
は
な

い
。一

方
、
純
科
学
的
な
発
見
や
研
究

へ
の
興
味
が
、

そ
の
専
門
の
枠
を
越
え
て
、
か
な
り
広
い
層

に
拡

が

っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
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か
な
い
。
古
生
物
学
、
地
学
、
生
物
学
な
ど
、
こ

の
時
代
に
最
も
著
し
い
進
歩
を
見
せ
た
領
域
を
中

心

に
、
人
々
が
示
し
た
反
応
か
ら
は
、
科
学
そ
の

も

の
へ
の
興
味
よ
り
も
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
想

像
力
を
広
げ
、
「造
化

の
秘
密
」
や

「日
常
性

の

か
な
た
」
と
い
っ
た
領
域

に
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
翼

を
広
げ

よ
う
と
い
う
意
志
を
窺
う
こ
と
が

で
き
そ

う
で
あ
る
。
無
論
、
十
九
世
紀

に
お
け
る
科
学
の

発
達
が
、
そ
の
裏
側
で
こ
う
し
た

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

ム
と
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
も
う
す

で
に
定

論
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
日
本
の
大
正
期

に
お

い
て
と
り
わ
け
花
開
く
生
命
主
義
的
な
諸
傾
向
を
、

西
欧

の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

ム
の
遅
れ
た
共
振

の
波
と

の
み
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
。
そ
こ
に
、
科
学

主
義

の
船
に
大
急
ぎ

で
飛
び
乗

っ
た
日
本

な
り
の

特
殊
性
が
あ
る
か
ど
う
か
も
含

め
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
検
証
が
必
要
だ
ろ
う
。
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