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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

　

一
、「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
『
糞
礼
記
』

　
唐
突
で
あ
ろ
う
が
︑
日
本
の
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
論
じ
る
前
に
︑
ま
ず

は
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
あ
る
韓
国
小
説
の
一
部
を
引
用
し
て
お
き
た
い
︒

糞
は
干
上
が
っ
て
黒
い
︒
糞
礼
は
も
う
一
つ
の
自
分
を
発
見
し
た
か
の
よ

う
に
嬉
し
が
る
︒
ぴ
た
り
と
寄
り
添
い
座
っ
て
は
︑
し
ば
ら
く
糞
を
み
つ

め
る
︒
糞
礼
は
鼻
を
当
て
て
み
る
︒
臭
い
が
な
い
︒
何
の
準
備
︑
生
命
も

な
い
︒
乾
い
た
草
だ
け
が
生
い
茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
侘
び
し
く
居
座
っ

て
い
る
糞
よ
︒
こ
こ
は
山
の
な
か
で
も
っ
と
も
み
す
ぼ
ら
し
く
︑
貧
窮
な

場
所
だ
︒
冬
を
越
し
︑
春
を
迎
え
た
木
や
草
は
溌
剌
と
躍
動
し
て
い
る
と

い
う
の
に
︒
糞
礼
は
自
分
の
糞
が
労
し
く
思
わ
れ
る
︒
労
し
い
か
ら
︑
そ

の
よ
う
に
ず
っ
と
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

1
）

︒

　
こ
れ
は
︑
当
時
二
十
代
半
ば
に
す
ぎ
な
か
っ
た
方
榮
雄
を
︑
一
躍
文
壇
の
寵

児
に
の
し
上
が
ら
せ
た
『
糞
礼
記
』
と
い
う
長
編
小
説
の
導
入
部
で
あ
る
︒

『
糞
礼
記
』
は
︑
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑「
石
糞
礼（

2
）

」
と
い
う
女
性

の
一
生
を
描
い
た
小
説
で
あ
り
︑
主
人
公
「
糞
礼
」
は
ま
た
︑
そ
の
名
前
か
ら

推
測
で
き
る
よ
う
に
︑
何
よ
り
も
卑
賤
な
存
在
を
象
徴
し
て
い
る
︒
こ
の
小
説

は
︑
今
日
に
至
る
ま
で
韓
国
の
文
芸
批
評
を
代
表
し
て
い
る
季
刊
誌
『
創
作
と

批
評
』
に（

3
）

︑
一
九
六
七
年
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
三
回
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た

が
︑
当
時
の
編
集
者
側
か
ら
異
例
の
激
賛
を
浴
び
︑
な
お
か
つ
ド
ラ
マ
・
映
画

化
さ
れ
る
な
ど
大
衆
的
な
人
気
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
案
外
と
本
格
的
な

屠
所
の
糞
と
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
行
方

―
―
韓
国
小
説
『
糞
礼
記
』
を
読
む
―
―

沈
　
煕
燦
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文
学
研
究
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た（

4
）

︒

　
も
っ
と
も
︑
貧
困
な
農
村
の
日
常
を
極
め
て
繊
細
に
︑
し
か
も
ス
リ
リ
ン
グ

に
素
描
し
て
い
る
『
糞
礼
記
』
は
︑
し
ば
し
ば
自
然
主
義
小
説
の
秀
作
と
し
て

評
さ
れ
る
が
︑
こ
の
小
説
の
魅
力
は
︑
む
し
ろ
現
実
︑
お
よ
び
そ
れ
を
説
明
す

る
既
往
の
言
語
や
概
念
な
ど
が
完
全
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
え
る
︒
小
説
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
本
稿
は
︑
こ
の

『
糞
礼
記
』
を
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
生
き
て
い
る
現
代
日
本
と
つ
な
げ
て

読
み
な
お
す
こ
と
を
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
日
本
の
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
︑
六
十
年
代
の
あ
る
韓
国
小
説
を
︑
同
一

の
地
平
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
強
引
な
議
論
に
な
り
か
ね

な
い
︒
と
は
い
え
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
構
造
の
確
立
と
︑
そ
れ
に
支
え

ら
れ
て
き
た
日
本
の
戦
後
が
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
代
弁
さ
れ
る
重
大
な
岐

路
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
一
度
は
冷
戦
構
造
の
成
立
期
に
戻
っ

て
︑
歴
史
の
地
層
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
多
様
な
生
の
痕
跡
を
吟
味
し
て
み
る

こ
と
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
︒「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
氾
濫
し
︑
民
主
主
義

の
価
値
が
絶
命
の
危
機
に
陥
っ
て
い
る
今
日
の
日
本
に
お
い
て
︑
革
命
の
夢
と

そ
の
挫
折
と
い
っ
た
韓
国
社
会
の
六
十
年
代
を
─
─
作
家
の
意
図
を
も
超
え
て

─
─
鋭
く
剔
抉
し
て
い
る
『
糞
礼
記
』
を
あ
る
種
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
む

こ
と
は
︑
む
し
ろ
非
常
に
緊
要
な
作
業
に
な
り
う
る
可
能
性
す
ら
秘
め
て
い
る

と
思
わ
れ
る
︒

　

二
、
誘
惑
に
は
二
度
耐
え
ろ

（
1
）
人
種
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誘
惑

　
東
欧
圏
の
没
落
︑
湾
岸
戦
争
の
勃
発
︑
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ウ
ェ
ブ
の
開
設
な

ど
で
は
じ
ま
っ
た
九
十
年
代
に
お
い
て
︑
長
期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

五
十
五
年
体
制
の
崩
壊
と
い
う
大
き
な
変
化
を
迎
え
た
日
本
が
︑
い
わ
ゆ
る

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
時
代
に
進
入
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
ろ
う
︒
冷
戦
の
終
焉
と
新
自
由
主
義
の
本
格
的
な
拡
大
︑
ポ
ス

ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
な
ど
産
業
構
造
に
お
け
る
重
大
な
変
革
は
︑
ア
ジ
ア
の

モ
デ
ル
と
し
て
の
日
本
の
近
代
化
を
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
塗
り
替
え
て
い

き
︑
国
際
社
会
で
占
め
て
き
た
日
本
の
地
位
を
も
大
き
く
揺
る
が
し
た
︒

　「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
対
す
る
定
義
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
︑
と
り
あ

え
ず
︑
ア
メ
リ
カ
の
影
響
の
下
︑
平
和
と
民
主
主
義
を
掲
げ
な
が
ら
︑
経
済
的

繁
栄
や
政
治
的
安
定
を
謳
歌
し
て
き
た
戦
後
日
本
が
︑
そ
う
し
た
享
受
の
対
象

を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
時
期
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
乗
じ
た
右
傾
化
が
急
速
に
広
ま
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る（

5
）

︒

　
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
︑
レ
ー
ガ
ン
︑
鄧
小
平
な
ど

が
新
た
な
経
済
政
策
を
打
ち
立
て
て
い
た
「
一
九
七
八
～
八
〇
年
」
を
︑「
未

来
の
歴
史
家
」
た
ち
は
「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
と
み
な
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

す
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る（

6
）

︒
新
自
由
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
出
現
︑
つ
ま
り

「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
は
︑
日
本
に
お
い
て
細
川
護
煕
︑

小
沢
一
郎
︑
加
藤
紘
一
︑
菅
直
人
を
は
じ
め
︑
小
泉
純
一
郎
の
躍
進
や
石
原
慎

太
郎
︑
橋
本
徹
な
ど
の
大
衆
的
人
気
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
基

盤
と
す
る
政
治
家
と
政
策
を
相
次
い
で
登
場
さ
せ
た（

7
）

︒
刺
激
的
な
扇
動
︑
マ
ス

コ
ミ
の
活
用
︑
大
衆
迎
合
的
な
主
張
な
ど
を
通
じ
て
支
持
者
を
え
よ
う
と
す
る

反
民
主
主
義
的
と
も
い
え
る
政
治
家
が
の
さ
ば
っ
て
い
き
︑
近
視
眼
的
な
発
想

に
も
と
づ
い
た
政
策
が
乱
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
今
も
目

撃
し
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
「
既
存
の
支
配
︑
既
存
の
体
制
の
中
で
︑
自
分
た
ち
は

抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
政
治
的
な
意
味
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
︑
言
い
た
い
こ

と
も
言
え
な
い
︑
政
治
に
参
加
で
き
な
い
︑
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う

人
び
と
の
不
満
︑
お
よ
び
「
働
い
て
も
︑
働
い
て
も
食
っ
て
い
く
の
が
や
っ
と

の
よ
う
な
経
済
的
な
不
平
等
」
に
対
す
る
憤
慨
の
現
れ
で
も
あ
る（

8
）

︒
こ
う
し
た

不
満
や
憤
慨
の
原
因
が
︑
新
自
由
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
社
会
へ
の
浸
透

に
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
が
︑「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
た
ち
は
︑
こ
の
資
本

主
義
に
本
来
的
な
敵
対
の
意
識
を
︑
既
往
の
政
治
集
団
に
向
か
わ
せ
る
の
は
も

ち
ろ
ん
︑
排
他
的
な
人
種
主
義
や
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
導
い
て
い
く

こ
と
で
︑
抜
本
的
な
問
題
提
起
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
遮
断
す
る
︒

　
暴
力
を
随
伴
す
る
人
種
主
義
や
極
右
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
社
会
に
蔓
延
っ
て

し
ま
う
現
象
は
︑
も
ち
ろ
ん
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
フ
ラ

ン
ス
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
ド
イ
ツ
︑
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お

い
て
︑
ま
さ
に
「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
を
切
っ
掛
け
と

し
て
勢
力
を
増
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
例
を
い
ち

い
ち
挙
げ
る
ま
で
も
な
く（

9
）

︑
韓
国
で
も
主
に
福
祉
政
策
や
外
国
人
労
働
者
︑
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
住
女
性
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
近
年
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
大
き
な

論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る（

10
）

︒
新
自
由
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
と
軌
を
一

に
し
て
現
れ
た
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
多
様
な
利
害
関
係
と
公
的
要
求
が
す

こ
ぶ
る
複
雑
に
重
な
っ
て
い
る
社
会
の
諸
問
題
を
︑「
善
（
私
た
ち
）
／
悪
（
外

国
人
︑
悪
徳
資
本
家
︑
無
能
な
政
治
家
︑
腐
敗
し
た
公
務
員
︙
︙
）」
と
い
う
二
項

対
立
を
も
ち
い
て
単
純
化
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
「
悪
」
に
対
す
る
公
然
の

暴
力
を
助
長
し
た
り
も
す
る（

11
）

︒

　
要
す
る
に
︑
危
機
的
状
況
の
「
常
態
化
」
を
必
要
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑

二
項
対
立
を
設
定
し
た
上
に
「
状
況
の
複
雑
さ
へ
の
理
解
︑
関
与
を
」
拒
否
し

つ
つ
︑「
こ
の
悲
惨
な
現
状
の
責
任
は
誰
か
が
と
る
べ
き
だ
と
確
信
」
す
る
こ

と
で
「
つ
ね
に
黒
幕
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
暴
力
性
の
噴
出
と
し

て
現
れ
る
の
で
あ
る（

12
）

︒
自
分
に
迫
っ
て
い
る
生
存
権
の
危
機
と
そ
の
不
安
を
人

種
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
補
塡
し
︑
問
題
の
本
質
を
糊
塗
す
る
こ
と
︑
こ

れ
が
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
一
つ
目
の
誘
惑
で
あ
る
︒
政

治
家
の
巧
み
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
騙
さ
れ
た
の
だ
︑
と
い
う
の
み
で
免
罪
符

が
与
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
ろ
う（

13
）

︒
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（
2
）
民
主
主
義
の
誘
惑

　
し
か
し
な
が
ら
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
真
の
抵
抗
を
展
開
す
る
た
め
に

は
︑
こ
れ
か
ら
は
絶
対
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
決
心
す
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
︒
こ
の
点
を
韓
国
の
最
近
の
例
か
ら
説
明
し
て
み
よ
う
︒

　
二
〇
一
二
年
の
第
十
八
代
韓
国
大
統
領
選
挙
に
野
党
の
候
補
と
し
て
出
馬
し

た
文
在
寅
は
︑
子
供
の
頃
︑
練
炭
の
配
達
を
す
る
母
親
の
リ
ヤ
カ
ー
を
後
ろ
か

ら
押
し
て
い
た
記
憶
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
︒
そ
れ
は
財
閥
や
富
裕
層
を
後
ろ

盾
に
す
る
朴
槿
恵
と
︑
貧
困
層
だ
っ
た
自
分
を
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る
明
確
な

意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際
の
生
活
に
お
い
て
リ
ヤ
カ
ー

を
引
っ
張
っ
て
い
る
人
び
と
の
多
く
は
︑
文
在
寅
で
は
な
く
朴
槿
恵
に
票
を
投

じ
た
︒
朴
槿
恵
は
︑
驚
く
こ
と
に
毎
月
の
収
入
二
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
未
満
の
「
低

所
得
層
」
と
「
中
卒
」「
高
卒
」
な
ど
の
「
低
学
力
層
」︑
す
な
わ
ち
社
会
の

「
底
辺
層
」
か
ら
多
く
の
票
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
選
挙
の
結
果
を
め
ぐ
っ
て
︑
人
び
と
の
「
利
害
を
代
弁
」
し
え
な
か
っ
た
こ

と
や
︑
朴
槿
恵
の
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
公
約
」
が
「
有
権
者
に
ア
ピ
ー
ル
し

た
点
」
な
ど
が
野
党
の
敗
北
の
原
因
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た（

15
）

︒
こ
う
し

た
反
応
は
︑
矛
盾
に
満
ち
た
毎
日
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
政
治
家
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
簡
単
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
受
動
的
な
存
在
と
し
て
民
衆
を

捉
え
︑
か
れ
ら
の
本
当
の
声
を
代
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︑
左
翼
系

知
識
人
た
ち
の
啓
蒙
主
義
的
な
発
想
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

16
）

︒

　
た
だ
し
︑
選
挙
の
前
日
に
「
死
ぬ
前
に
一
つ
願
い
が
あ
る
︒
必
ず
聞
い
て
く

れ
︒
明
日
の
選
挙
で
朴
槿
恵
に
投
票
し
な
さ
い
」
と
自
分
の
娘
に
電
話
で
話
し

た
と
い
う
老
人
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に（

17
）

︑
人
び
と
は
た
だ
単
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
に
欺
か
れ
て
朴
槿
恵
に
投
票
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
右
翼

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
︑
ハ
イ
ダ
ー
の
自
由
党
が
「
既
得
権
益
」
か
ら
「
は
じ
か

れ
て
し
ま
っ
た
人
々
」
や
「
近
代
化
の
敗
北
者
」
─
─
「
労
働
者
」「
女
性
」

─
─
に
対
し
て
「
本
来
の
民
主
主
義
」
の
回
復
を
訴
え
て
い
た
こ
と
な
ど
を
︑

単
な
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
だ
と
軽
視
す
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
理
解
で
あ
ろ

う（
18
）

︒
　
な
に
よ
り
も
「
純
粋
な
右
翼
人
種
主
義
の
諸
要
素
が
︑
実
は
労
働
者
た
ち
の

抗
議
を
転
置
さ
せ
た
形
で
現
れ
る（

19
）

」
と
い
う
指
摘
に
最
善
の
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
︒
新
自
由
主
義
が
強
い
る
無
限
の
競
争
体
制
に
お
い
て
「
本
来
の
民
主

主
義
」
へ
の
希
求
を
含
み
込
ん
で
い
る
階
級
闘
争
や
︑
断
崖
絶
壁
に
せ
き
立
て

ら
れ
た
人
び
と
の
切
迫
し
た
声
は
︑
転
倒
し
た
形
と
は
い
え
︑
た
び
た
び
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
外
観
を
ま
と
っ
て
登
場
す
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

と
は
︑
民
主
主
義
と
相
対
立
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
そ
の
臨
界
点
を

示
す
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
も
は
や
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒「
小
泉
に
一
票
を
投
じ
た
人
々
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
」
な
く
︑

「
私
や
あ
な
た
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
る
小
泉
に
騙
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
」
の

だ（
20
）

︒
　
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ア
ル
デ
ィ
テ
ィ
は
︑
フ
ロ
イ
ト
の
「
症
候sym

ptom

」
の

概
念
を
援
用
し
︑
民
主
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
説
明
す
る
︒
す
な
わ
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ち
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
を
示

す
「
症
候
」
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
の
外
部
か
ら

そ
れ
と
反
目
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
か
え
っ
て
民
主
主
義
に
内
在
す
る
異
質
な

他
者
と
し
て
︑
そ
の
自
己
完
結
を
妨
げ
る
「
内
的
周
辺
部
」
で
あ
る
と
い
う（

21
）

︒

ア
ル
デ
ィ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
べ
き
病
理
的

な
も
の
と
み
な
し
︑
そ
の
批
判
に
集
中
す
る
態
度
は
︑
民
主
主
義
と
い
う
表
象

を
密
か
に
強
化
し
か
ね
ず
︑
逆
説
的
に
も
民
主
主
義
一
般
に
対
す
る
根
源
的
な

接
近
を
予
め
遮
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒

　
し
か
も
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
語
源
が
ラ
テ
ン
語
の
「
ポ
プ
ル
スpopulus

」

に
由
来
し
て
い
て
︑
か
つ
て
は
「
人
民people

」
を
意
味
し
て
い
た
こ
と（

22
）

︑
し

た
が
っ
て
そ
こ
に
は
人
民
大
衆
の
直
接
的
な
意
思
表
明
の
熱
望
が
孕
ま
れ
て
い

る
点
を
考
え
る
と
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
「
否
定
的
な
側
面
」
︱
︱
「
カ
リ
ス
マ

的
な
指
導
者
へ
の
感
情
的
な
同
一
視
」「
扇
動
や
反
民
主
主
義
的
な
政
治
に
容

易
く
巻
き
込
ま
れ
る
」
︱
︱
を
「
批
判
︑
あ
る
い
は
解
体
し
つ
つ
」︑
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
民
主
主
義
的
な
側
面
」
─
─
「
人
民
主
権
」「
反
エ
リ
ー

ト
主
義
」「
反
寡
頭
政
治
」
─
─ 

を
「
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
が（

23
）

︑む
し
ろ
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
対
し
て
私
た
ち
が
と
る
べ
き
立
場
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
地
点
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
致
命
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
二

度
目
の
誘
惑
が
生
じ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
両

義
性
に
着
目
し
︑
そ
の
肯
定
的
な
側
面
か
ら
民
主
主
義
の
弊
害
を
修
正
し
て
い

く
方
向
に
傾
倒
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
誘
惑
が
そ
れ
で
あ
る
︒
一
方
「﹁
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
﹂
は
す
ぐ
れ
た
民
主
主
義
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い（

24
）

」
た

め
︑「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
反
撃
を（

25
）

」
す
る
︑
あ
る
い
は

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
抜
く（

26
）

」
と
い
っ
た

戦
略
は
︑
そ
の
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
︑
社
会
的
連
帯
を
回
復
す
る
こ
と
で
す
︒
律
儀
な

人
々
が
︑
自
分
よ
り
も
弱
い
立
場
の
人
々
を
怨
む
の
で
は
な
く
︑
と
も
に

社
会
を
構
成
す
る
一
員
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
︑
社
会
の
立
て
直
し
の

た
め
に
一
役
買
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す（

27
）

︒

民
主
政
治
を
担
う
と
さ
れ
る
「
私
た
ち
」
が
ど
の
よ
う
な
「
人
々
で
あ
る

か
」
を
問
う
の
で
は
な
く
︑
ど
の
よ
う
な
「
人
々
た
り
得
る
の
か
」
を
問

う
時
︑
批
判
や
否
定
で
は
な
く
︑
可
能
性
の
連
鎖
と
し
て
の
政
治
が
始
ま

る（
28
）

︒

　「
律
儀
な
人
々
」「
と
も
に
社
会
を
構
成
す
る
一
員
」「
社
会
の
立
て
直
し
」

「
ど
の
よ
う
な
﹁
人
々
た
り
得
る
の
か
﹂」
な
ど
の
表
現
か
ら
︑
定
言
命
法
と
し

て
の
倫
理
や
道
徳
が
︑
し
か
る
べ
き
民
主
主
義
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
︑
善
良
な
る
人
間
性
の
確
立
と
︑
健
全
で

自
立
し
た
市
民
社
会
の
成
熟
と
い
う
︑
西
欧
近
代
的
な
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
こ
と
も
な
げ
に
顔
を
だ
し
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
︑
欺
瞞
的
な
ポ
ピ
ュ
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リ
ズ
ム
に
よ
る
民
主
主
義
の
歪
曲
や
屈
折
が
糾
弾
さ
れ
︑
た
と
え
ば
「
熟
議
＝

参
加
民
主
主
義
」
の
よ
う
な
古
典
的
な
民
主
主
義
の
理
念
が
代
案
と
し
て
掲
げ

ら
れ
る（

29
）

︒
こ
う
し
た
認
識
に
お
い
て
は
︑「
熟
議
＝
参
加
民
主
主
義
」
と
い
う

の
が
︑
民
主
主
義
の
前
提
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
そ
の
効
果
︑
な
い
し
は
表
象
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
が
少
し
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
︑
民
主
主
義
の
核
心
に
迫
る
た
め
の
理
論
的
武
器
で
は
な
く
︑
た
だ
民
主

主
義
を
擁
護
す
る
手
段
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
「
律
儀
な
人
々
」
に
よ
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
る
「
熟
議
＝
参
加

民
主
主
義
」
の
時
空
間
に
は
︑
便
所
に
溜
ま
っ
た
糞
の
上
に
生
ま
れ
︑
屠
所
の

片
隅
を
住
処
と
す
る
無
精
子
症
の
「
ヨ
ン
パ
ル
」
に
強
姦
さ
れ
た
後
︑
結
婚
す

る
も
︑
賭
け
事
に
ふ
け
っ
て
い
る
夫
に
殴
ら
れ
つ
づ
け
︑
終
局
に
は
気
が
触
れ

て
し
ま
う
糞
礼
の
数
奇
な
運
命
︑
あ
る
い
は
捨
て
ら
れ
た
赤
ん
坊
を
拾
っ
た
ヨ

ン
パ
ル
が
︑
ま
る
で
自
分
の
妻
が
産
ん
だ
か
の
よ
う
に
見
せ
掛
け
る
た
め
︑
屠

所
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
動
物
の
血
や
皮
を
平
然
と
使
う
と

い
っ
た
︑
お
ぞ
ま
し
い
生
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
場
所
が
︑
果
た
し
て
存
在
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
も
し
私
た
ち
が
︱
︱
マ
ル
ク
ス
な
ら
「
ラ
・
ボ
エ
ー

ム
」「
く
ず
︑
ご
み
︑
か
す
」
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う（

30
）

︱
︱
そ
う
し
た
最
下
層
民

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
政
治
と
い
う
も
の
を
ど
う
に
か
し
て
言
語
化
せ
ん

と
す
る
な
ら
ば
︑
健
全
な
る
民
主
主
義
の
樹
立
と
い
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
二
つ

目
の
誘
惑
を
拒
み
な
が
ら
︑「
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
い
く（

31
）

」
作
業
に
邁
進
す
る

他
は
な
か
ろ
う
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
︑
私
た
ち
は
誰
も
が
社
会

構
成
体
か
ら
放
逐
さ
れ
る
「
ラ
・
ボ
エ
ー
ム
」
に
転
落
し
て
し
ま
う
危
険
性
を

抱
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒『
糞
礼
記
』
の
作
家
が
執
筆
の
動

機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
︑
一
九
九
七
年
で
あ
る
︒「
た
だ
︑
私

が
生
き
て
い
る
こ
の
生
活
の
基
盤
が
︑
何
か
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

強
く
感
じ
て
い
た
︒
︙
︙
こ
の
小
説
は
農
村
小
説
で
は
な
い
︙
︙
い
う
な
れ
ば
︑

私
の
分
身
に
他
な
ら
な
い
糞
礼
が
あ
な
た
の
分
身
で
も
あ
る
こ
と
を
︑
あ
な
た

の
友
達
や
隣
で
も
あ
る
こ
と
を
願
う
︙
︙
」（
五
︱
六
頁
）︒

三
、
排
泄
の
夜

（
1
）
汚
物
の
存
在
論

　
先
述
し
た
よ
う
に
『
糞
礼
記
』
は
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
が
︑
そ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
時
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
︒「
解
放

か
ら
二
︑三
年
」（
一
九
頁
）
と
い
う
時
代
設
定
は
あ
る
も
の
の
︑
小
説
の
な
か

の
多
様
な
場
面
を
み
る
か
ぎ
り
「
一
九
三
〇
～
六
〇
年
代
の
ど
の
時
代
も
候
補

に
な
り
う
る（

32
）

」︒
こ
う
し
た
「
没
歴
史
性（

33
）

」
ゆ
え
に
︑『
糞
礼
記
』
は
「
歴
史
意

識
や
社
会
意
識
が
な
い
」（
五
頁
）
と
批
判
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
が
︑「
歴
史

的
時
間
の
排
除
」
は
︑
む
し
ろ
「
歴
史
創
造
の
次
元
が
除
去
さ
れ
た
世
界
の
実

像
を
︑
む
ご
た
ら
し
く
︑
容
赦
な
く
」
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
働
い
て

い
る（

34
）

︒
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な
る
ほ
ど
︑『
糞
礼
記
』
は
農
村
を
背
景
と
す
る
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
ま
じ
め
な
農
夫
は
一
人
も
出
て
こ
な
い
︒
労
働
と
発
展
︑
進
歩
と
成
長

な
ど
の
概
念
が
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
『
糞
礼
記
』
の
世
界
に
お
い
て
繰
り

返
し
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
た
だ
排
泄
・
倦
怠
・
飲
酒
・
暴
力
・
性
行
為
な
ど
に

す
ぎ
ず
︑
登
場
人
物
は
一
人
残
ら
ず
全
員
「
む
さ
苦
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
人
間
た
ち（

35
）

」
で
あ
る
︒

石
旦
那
と
石
旦
那
の
妻
は
︑
来
る
日
も
来
る
日
も
喧
嘩
沙
汰
で
あ
る
︒
こ

ん
な
に
雪
が
積
も
る
冬
な
の
に
︑
食
糧
の
用
意
︑
木
の
用
意
は
せ
ず
︑
石

旦
那
は
酒
場
や
賭
場
に
ば
か
り
出
入
り
す
る
︒
女
や
せ
が
れ
が
飢
え
よ
う

が
食
べ
よ
う
が
︑
自
分
だ
け
食
い
や
が
る
︒（
三
五
頁
）

　
糞
礼
の
父
で
あ
る
「
石
旦
那
」
は
「
ほ
と
ん
ど
働
か
な
い
」
の
は
も
ち
ろ
ん
︑

「
部
屋
に
く
す
ぶ
っ
て
は
︑
た
ま
に
ひ
も
じ
く
て
泣
い
て
し
ま
う
子
供
た
ち
を

殴
っ
て
や
る
の
が
常
」
で
あ
る
（
三
八
頁
）︒
糞
礼
の
母
も
ま
た
︑
朝
に
な
っ

て
も
起
き
る
ど
こ
ろ
か
︑
腹
が
空
い
て
む
ず
か
る
五
歳
の
子
供
の
額
を
小
突
き

な
が
ら
「
こ
の
く
そ
や
ろ
う
が
︙
︙
お
前
ら
︑
み
ん
な
ず
っ
と
寝
て
い
ろ
」
と

怒
鳴
る
ば
か
り
で
あ
る
（
三
五
頁
）︒
長
女
の
糞
礼
は
こ
っ
そ
り
妹
や
弟
た
ち

の
ご
飯
を
作
ろ
う
と
す
る
が
︑
そ
の
た
び
「
こ
の
あ
ま
が
！
　
そ
ん
な
ち
っ
ぽ

け
な
飯
を
食
っ
た
っ
て
ど
う
な
る
」
と
︑
か
え
っ
て
母
に
叱
ら
れ
る
（
三
七
頁
）︒

「
寒
い
と
き
は
冷
た
く
な
っ
た
服
を
着
る
の
が
い
や
で
︑
暑
い
と
き
は
暑
い
か

ら
服
を
着
る
の
が
い
や
」
と
い
う
糞
礼
の
母
は
「
い
つ
も
下
着
の
ま
ま
で
」
あ

り
︑「
顔
も
数
日
に
一
回
洗
う
」
ほ
ど
の
「
と
て
も
怠
け
者
だ
」（
三
七
︱
三
八

頁
）︒

　
よ
り
良
い
生
活
へ
の
意
欲
な
ど
は
毛
頭
な
く
︑
い
か
な
る
生
産
的
な
行
動
も

し
な
い
糞
礼
の
父
母
は
「
子
供
た
ち
に
も
何
も
さ
せ
ず
に
︑
た
だ
寝
か
せ
よ
う

と
す
る
」（
三
六
頁
）
た
め
︑
あ
ら
ゆ
る
家
事
は
も
ち
ろ
ん
︑
食
べ
て
い
く
た

め
の
最
小
限
の
労
働
は
︑
す
べ
て
糞
礼
に
任
さ
れ
る
︒
最
小
限
の
労
働
と
い
っ

て
も
︑
す
え
た
り
︑
苦
か
っ
た
り
︑
し
ょ
っ
ぱ
く
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た

「
ご
み
」
の
よ
う
な
「
キ
ム
チ
」
を
村
の
人
び
と
に
物
乞
い
す
る
ぐ
ら
い
の
こ

と
で
あ
る
（
五
〇
頁
）︒
そ
れ
で
も
糞
礼
が
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
生
活
に
耐
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑「
す
ら
り
と
し
て
肩
幅
の
広
い
」「
凜
と
し
た
」
男
性

の
嫁
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
（
六
〇
頁
）︒

　
し
か
し
︑
糞
礼
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
男
は
︑
村
人
か
ら
「
獣
の
小
屋
」
と

呼
ば
れ
る
家
の
次
男
︑「
白
痴
」
の
「
チ
ョ
ル
ボ
ン
」
で
あ
る
（
四
二
︑
四
四
頁
）︒

長
男
の
「
ス
ン
ボ
ン
」
と
チ
ョ
ル
ボ
ン
を
産
ん
だ
母
も
ま
た
「
盲
人
で
つ
ん
ぼ
︑

白
痴
」
で
あ
り
︑
ス
ン
ボ
ン
の
妻
は
「
啞お
し

」
で
あ
る
（
四
二
頁
）︒
難
産
ゆ
え

「
豚
の
睾
丸
を
切
る
と
き
の
叫
び
声
」「
獣
の
悲
鳴
」
を
あ
げ
た
と
い
う
ス
ン
ボ

ン
の
妻
は
︑「
自
分
が
死
に
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
身
震
い
が
す
る

模
様
で
」︑「
姑
が
乳
を
や
れ
と
張
り
あ
げ
る
や
い
な
や
︑
飛
び
つ
い
て
赤
ん
坊

を
踏
み
殺
そ
う
と
」
す
る
（
四
三
頁
）︒
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啞
の
乳
は
い
つ
も
ぶ
く
ぶ
く
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
︒
啞
は
こ
れ
を
自
分
の

子
供
に
や
る
代
わ
り
に
旦
那
に
あ
げ
て
し
ま
う
︒
︙
︙
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
乳
を
少
し
も
吸
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
子
供
は
︑
顔
が
黄
色
く
︑
細

い
木
の
枝
の
よ
う
な
足
が
よ
れ
よ
れ
と
ね
じ
れ
て
い
る
︒
夏
に
子
供
が
泣

き
疲
れ
て
眠
る
と
︑
汚
く
絡
み
つ
い
て
い
た
ハ
エ
が
鼻
や
口
か
ら
入
っ
て

い
き
︑
糞
を
す
る
さ
い
に
そ
れ
に
混
じ
っ
て
出
て
き
た
︒
子
供
は
い
つ
も

ぽ
つ
ん
と
横
に
な
っ
て
い
る
︒
︙
︙
子
供
は
ほ
と
ん
ど
死
ん
だ
よ
う
な
状

態
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
今
ま
で
死
な
な
か
っ
た
の
が
奇
跡
と
い
え
る
︒
そ

れ
で
も
何
か
食
べ
た
い
の
か
︑
老
婆
の
手
に
触
れ
ら
れ
る
と
口
を
大
き
く

開
く
︒
︙
︙
ス
ン
ボ
ン
は
乳
を
交
互
に
が
つ
が
つ
と
吸
う
︒
他
の
部
屋
で

半
死
の
子
供
と
は
違
っ
て
︑
ふ
っ
く
ら
と
太
っ
た
顔
が
白
い
︒（
四
三
︱

四
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
『
糞
礼
記
』
の
世
界
に
お
い
て
は
︑
ご
飯
を
食
べ
︑
育
児
を
す

る
と
い
っ
た
「
動
物
的
な
生
」
ま
で
も
が
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る（

36
）

︒
癲
癇
を
も

ち
な
が
ら
屠
所
で
働
く
「
コ
ン
ジ
ョ
ジ
」︑
そ
の
コ
ン
ジ
ョ
ジ
に
強
姦
さ
れ
子

供
を
産
む
「
狂
女
オ
ッ
カ
」︑
オ
ッ
カ
が
捨
て
た
子
供
を
拾
っ
て
育
て
る
ヨ
ン

パ
ル
と
か
れ
の
妻
「
ビ
ョ
ン
チ
ュ
ン
」︑
旦
那
と
男
妾
と
同
棲
す
る
「
ノ
ラ
ン

ニ
ョ
」︑
毎
日
酒
を
飲
ん
で
は
自
分
の
娘
で
あ
る
ノ
ラ
ン
ニ
ョ
と
喧
嘩
ば
か
り

す
る
「
老
婆
」
な
ど
な
ど
︑「﹃
糞
礼
記
﹄
の
人
物
た
ち
は
異
な
る
価
値
判
断
が

や
た
ら
に
離
接
し
て
い
る
世
界
︑
短
期
性
と
非
一
貫
性
が
か
え
っ
て
常
態
と
な

る
世
界
を
生
き
て
い
る（

37
）

」︒

　
有
機
的
・
意
味
論
的
な
秩
序
か
ら
放
り
だ
さ
れ
︑「
非
／
歴
史
」
の
時
間
を

ラ
ン
グ
と
し
て
漂
う
糞
礼
の
生
を
︑
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
︒『
糞
礼
記
』
に
は
︑
な
ぜ
糞
礼
が
そ
う
し
た
辛
い
経
験
を
味
わ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
に
対
す
る
説
明
が
少
し
も
見
当
た
ら
な
い
︒
糞
礼
の
人
生
を

支
配
し
て
い
る
貧
困
と
不
幸
を
︑
封
建
的
桎
梏
︱
︱
両
班
や
地
主
な
ど
の
支
配

階
級
に
よ
る
搾
取
︑
身
分
制
の
束
縛
︱
︱
あ
る
い
は
資
本
制
生
産
様
式
の
矛
盾

︱
︱
都
市
と
農
村
の
格
差
︑
近
代
化
・
産
業
化
の
暴
力
︱
︱
と
い
う
社
会
構
造

的
な
関
係
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
︑
こ
の
小
説
に
は
完
全
に
欠
落
し

て
い
る
の
だ
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
糞
礼
の
人
生
を
決
定
す
る
重
要
な
場
面
に
お

い
て
は
︑「
誰
か
が
憤
っ
た
揚
げ
句
に
罰
を
与
え
て
く
れ
た
か
も
知
れ
な
い
」

「
そ
の
名
も
な
い
鳥
た
ち
は
誰
か
の
使
者
だ
っ
た
ろ
う
か
」（
三
一
頁
）︑「
カ
サ

サ
ギ
が
か
あ
か
あ
と
鳴
き
な
が
ら
ど
こ
か
に
飛
び
立
っ
て
い
く
」（
二
九
三
頁
）︑

「
闇
を
含
ん
で
揺
ら
い
で
い
る
二
本
の
ポ
プ
ラ
は
︑
地
獄
門
の
両
側
に
立
っ
て

い
る
悪
辣
な
番
兵
の
よ
う
だ
」（
三
一
〇
頁
）
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
神
秘
的
な

運
命
の
力
や
︑
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
不
気
味
に
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
そ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
︑
糞
礼
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
排
泄
を
す
る
︒

「
彼
と
我
︑
加
害
と
被
害
︑
能
動
性
と
受
動
性
が
分
化
し
て
い
な
い
︑
自
我
の

境
界
自
体
が
薄
暗
い
」「
世
界
」
に
お
い
て（

38
）

︑
糞
礼
は
何
か
に
憑
か
れ
た
よ
う

に
糞
を
た
れ
る
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

糞
礼
は
草
藪
に
身
を
隠
し
︑
チ
マ
を
捲
り
あ
げ
た
︒
尻
を
む
い
て
座
っ
て

は
︑
尿
を
ぶ
っ
放
す
︒
下
着
を
大
雑
把
に
穿
き
つ
つ
鼻
を
ち
い
ん
と
か
む
︒

指
に
付
い
た
鼻
汁
を
松
の
根
元
に
す
ぱ
す
ぱ
と
遊
し
︑
鼻
に
付
い
た
鼻
汁

は
チ
マ
で
拭
い
と
る
︒（
一
二
四
頁
）

父
と
娘
は
︑
が
た
が
た
と
震
え
な
が
ら
棺
の
輿
が
お
か
れ
て
い
る
小
屋
か

ら
出
て
く
る
︒
糞
礼
は
石
旦
那
が
鍵
を
か
け
る
さ
い
︑
さ
っ
さ
と
尻
を
む

い
て
座
り
︑
お
し
っ
こ
を
す
る
︒
引
き
締
ま
っ
て
い
た
下
腹
が
す
っ
き
り

す
る
と
︑
糞
礼
の
心
も
軽
く
な
っ
た
よ
う
だ
︒
石
旦
那
も
お
し
っ
こ
が
し

た
か
っ
た
の
か
︑鍵
を
か
け
る
や
い
な
や
急
い
で
遠
く
ま
で
い
き
︑お
し
っ

こ
を
す
る
︒
娘
は
白
い
雪
原
の
上
に
大
き
く
て
老
い
た
カ
ボ
チ
ャ
の
よ
う

な
も
の
を
作
り
︑
父
は
立
っ
た
ま
ま
小
さ
い
ズ
ッ
キ
ー
ニ
の
よ
う
な
も
の

を
作
る
︒（
一
七
二
︱
一
七
三
頁
）

ヨ
ン
パ
ル
は
石
旦
那
の
妻
の
泣
き
声
を
聞
き
な
が
ら
サ
プ
テ
ィ
峠
を
登
っ

て
い
っ
た
︒草
深
い
道
を
草
押
し
分
け
つ
つ
ゆ
っ
く
り
と
登
る
︒つ
い
さ
っ

き
誰
か
が
登
っ
た
跡
が
あ
る
︒
露
を
宿
し
た
綺
麗
な
草
葉
が
︑
泥
の
付
い

た
靴
に
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ヨ
ン
パ
ル
は
注
意
深
く
そ
れ
ら
を
見
つ

め
な
が
ら
サ
プ
テ
ィ
峠
に
あ
が
っ
た
︒
す
る
と
目
を
大
き
く
開
い
て
︑
歩

み
を
止
め
て
し
ま
っ
た
︒
糞
礼
が
ボ
ン
ス
ン
の
墓
に
ま
た
が
っ
て
糞
を
た

れ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
チ
マ
を
す
っ
か
り
と
捲
り
あ
げ
︑
肛
門
を
少
し

も
ち
あ
げ
て
い
た
︒
︙
︙
棘
か
ら
コ
メ
ツ
キ
バ
ッ
タ
一
匹
が
飛
び
去
っ
て

い
く
︒
山
鳥
の
群
れ
が
は
た
は
た
と
羽
ば
た
い
て
い
く
︒
ち
ら
っ
と
後
ろ

を
み
た
糞
礼
は
︑
草
の
葉
を
む
し
り
と
っ
て
尻
を
拭
う
︒
下
着
を
慌
た
だ

し
く
着
て
立
ち
あ
が
っ
た
糞
礼
は
︑
ヨ
ン
パ
ル
を
振
り
返
り
大
き
く
笑
う
︒

（
三
二
七
頁
）

　
右
の
引
用
文
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
友
達
の
「
ボ
ン
ス
ン
」
が
結
婚
前
に
強
姦
さ
れ

自
殺
し
た
後
︑
す
で
に
ヨ
ン
パ
ル
に
強
姦
さ
れ
て
い
た
糞
礼
も
罪
悪
感
で
自
殺

を
遂
げ
よ
う
と
す
る
が
︑
や
め
て
生
き
よ
う
と
決
心
す
る
場
面
︒
結
婚
が
決
ま

り
︑
式
の
当
日
旦
那
と
な
る
男
の
家
に
父
と
一
緒
に
行
く
場
面
︒
そ
の
旦
那
か

ら
暴
行
を
受
け
︑
旦
那
の
家
族
か
ら
も
浮
気
を
し
た
と
誤
解
さ
れ
追
い
だ
さ
れ

た
糞
礼
が
︑
つ
い
に
狂
っ
て
し
ま
い
村
を
去
っ
て
い
く
最
後
の
場
面
で
あ
る
︒

「
い
か
な
る
上
昇
運
動
も
否
定
さ
れ
た
」
糞
礼
の
生
は
︑「
苦
痛
や
受
難
さ
え
劇

的
な
も
の
に
な
り
え
ず
︑
生
の
自
意
識
的
な
配
置
や
言
語
的
な
顕
現
が
あ
り
え

な
い
場
所
」
に
な
げ
う
た
れ
て
い
る
が（

39
）

︑
そ
れ
ゆ
え
糞
礼
は
︑「
非
存
在
」
と

し
て
の
排
泄
物
を
自
分
の
な
か
か
ら
押
し
や
る
こ
と
で
し
か
己
を
め
ぐ
る
世
界

の
意
味
が
確
認
で
き
な
い
︒

　
要
す
る
に
︑
排
泄
物
と
い
う
意
味
の
陥
没
点
に
︑
む
し
ろ
糞
礼
は
存
在
の
意

味
を
刻
み
込
む
の
で
あ
る
︒
小
説
の
至
る
と
こ
ろ
で
糞
礼
が
追
い
だ
す
排
泄
物

は
︑「
何
の
準
備
︑
生
命
も
な
い
」（
二
四
頁
）︑
つ
ま
り
死
の
世
界
に
属
す
る

「
おア

ブ

ジ

ェ

ク

ト

ぞ
ま
し
き
も
の
」
で
あ
る
が
︑
そ
の
「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
（abject

）」
は
同
時
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に
︑「
生
者
と
し
て
の
私
の
条
件
の
限
界
」
を
示
す
も
の
で
も
あ
る（

40
）

︒
生
き
て

い
る
も
の
は
︑
己
の
生
を
維
持
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
汚
物
︱
︱
毛
︑
爪
︑

糞
︑
尿
︑
膿
︑
鼻
汁
︑
粘
液
︑
吐
瀉
物
な
ど
︱
︱
を
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
︑
だ
と
す
れ
ば
︑
生
は
そ
の
よ
う
な
汚
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
だ
ろ
う（

41
）

︒

　
頼
る
べ
き
い
か
な
る
「
価
値
判
断
」
も
が
も
つ
れ
て
い
る
世
界
を
生
き
て
い

る
糞
礼
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
「
排
出
︑
痙
攣
︑
叫
び
声
」「
し
ゃ
く
り
上
げ
︑

嘔
吐
」
こ
そ
が
「
自
分
を
産
み
お
と
す
」「
糸
口
」
に
な
る
の
だ（

42
）

︒
ア
ブ
ジ
ェ

ク
ト
は
︑
存
在
の
末
端
に
お
い
て
︑
境
界
を
ぼ
や
か
し
な
が
ら
存
在
そ
の
も
の

を
支
え
る
︒「
非
存
在
と
幻
覚
の
ほ
と
り
に
あ
っ
て
︑
私
が
そ
れ
を
認
め
る
や
︑

私
を
打
ち
砕
く
」
こ
の
「
何
か
あ
る
も
の（

43
）

」︒
こ
う
し
た
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑

「
同
一
性
︑
体
系
︑
秩
序
を
攪
乱
し
︑
境
界
や
場
所
や
規
範
を
尊
重
し
な
い
も

の
」
で
あ
っ
て
︑「
人
は
そ
れ
か
ら
自
分
を
切
り
離
せ
な
い
し
︑
身
を
守
る
こ

と
も
お
ぼ
つ
か
な
い（

44
）

」︒
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
に
呼
び
か
け
︑
つ
い

に
は
わ
れ
わ
れ
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う（

45
）

」︒

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
は
な
る
ほ
ど
境
界
な
の
だ
が
︑
わ
け
て
も
両
義
性
で

あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
は
拘
束
か
ら
解
放
す
る
と
は
い

え
︑
主
体
を
そ
の
脅
威
か
ら
徹
底
的
に
振
り
ほ
ど
く
訳
で
は
な
く
︑
逆
に

主
体
が
絶
え
ざ
る
危
険
に
瀕
し
て
い
る
の
を
自
認
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ

が
そ
れ
と
同
時
に
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
自
体
が
判
断
と
情
動
︑
有
罪
宣

告
と
愛
情
表
白
︑
記
号
と
欲
動
の
混
成
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
前
＝
対
象

関
係
の
古
層
か
ら
︑
ま
た
一
個
の
肉
体
が
そ
の
存
在
の
た
め
に
他
の
肉
体

︹
母
の
肉
体
︺
か
ら
自
己
を
分
離
す
る
際
の
始
源
の
暴
力
か
ら
︑
ア
ブ
ジ
ェ

ク
シ
オ
ン
は
闇
の
夜
を
︑
意
味
さ
れ
た
事
物
の
輪
郭
が
崩
れ
︑
測
り
知
れ

な
い
情
動
だ
け
が
働
い
て
い
る
あ
の
夜
を
持
ち
続
け
て
い
る（

46
）

︒

　
主
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
汚
物
と
し
て
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
主
体
の
確
立
を

可
能
な
ら
し
め
つ
つ
も
︑
主
体
を
危
険
に
陥
ら
せ
る
︒
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
主
体

の
境
界
を
確
定
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
機
能
を
停
止
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
「
母
の
肉
体
」
か
ら
分
離
（
排
泄
）
さ
れ
た
存
在
に
他
な
ら
な
い
︒
し
た

が
っ
て
︑
も
っ
と
も
卑
賤
で
お
ぞ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
私

た
ち
全
員
に
宿
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
は
「
境
界
を
消
し

去
っ
た
世
界
の
瓦
解
す
る
の
を
視
て
」「
失
神
す
る（

47
）

」︒
糞
礼
の
強
迫
的
な
排
泄

と
精
神
の
崩
壊
を
︑
こ
う
し
た
観
点
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
棺
の
輿
を
み
て
︑
自
分
の
結
婚
式
に
「
乗
っ
て
い
く
輿
な
ら
い
い
の
に
」

（
一
五
七
頁
）
と
つ
ぶ
や
く
糞
礼
は
︑
父
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
︑
と
う
と
う

結
婚
式
の
当
日
に
棺
の
輿
を
保
管
し
て
い
る
小
屋
に
入
り
「
裸
に
な
っ
て
踊
り

た
い
ほ
ど
い
い
気
分
」（
一
七
一
頁
）
を
満
喫
す
る
︒「
あ
ん
な
に
怖
か
っ
た
棺

の
輿
の
小
屋
が
︑
こ
ん
な
に
も
親
し
み
深
い
場
所
だ
っ
た
と
は
」（
一
七
一
頁
）︒

こ
の
よ
う
に
糞
礼
に
お
い
て
は
「
お
ぞ
ま
し
さ
の
極
み
と
な
る（

48
）

」
死
が
生
と
相
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

接
し
て
い
る
︒『
糞
礼
記
』
は
︑
ま
さ
に
「
闇
の
夜
」
と
そ
の
情
動
の
文
学
的

表
現
で
あ
り
︑
ま
た
糞
礼
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
私
た
ち
を
象
徴
す
る

存
在
で
あ
る
の
だ
︒

（
2
）「
高
貴
な
無
秩
序
」

　
前
述
し
た
よ
う
に
︑
民
主
主
義
に
内
在
す
る
異
質
な
他
者
︑
そ
の
「
内
的
周

辺
部
」
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑

い
わ
ば
民
主
主
義
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
︒
よ
っ
て
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
反
民
主
主
義
／

真
の
民
主
主
義
と
い
っ
た
対
峙
す
る
言
説
の
一
方
に
属
す
る
の
で
は
な
く
︑
む

し
ろ
そ
の
線
引
き
が
鈍
く
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
（
非
）
存
す
る
も
の
だ
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
を
前
に
し

て
は
意
味
は
ひ
び
割
れ
︑
拒
絶
さ
れ
︑
棄
却
さ
れ
た
（ab-jecté

）
意
味
︑
つ
ま

り
は
滑
稽
な
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る（

49
）

」︒
す
な
わ
ち
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
︑
端
か
ら
民
主
主
義
を
汚
染
さ
せ
な
が
ら
︑「
意
味
が
崩
壊
す
る
場
所
へ
」

そ
れ
を
「
引
き
寄
せ
る（

50
）

」︒『
糞
礼
記
』
が
今
日
に
お
け
る
民
主
主
義
の
危
機
に

対
し
て
︑
何
か
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
︑
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　
第
一
に
「
歴
史
創
造
の
次
元
が
除
去
」
さ
れ
て
い
る
『
糞
礼
記
』
の
世
界
は
︑

韓
国
に
お
け
る
最
初
の
民
主
主
義
革
命
と
も
い
え
る
「
四
月
革
命
」（
一
九
六
〇

年
）
の
理
念
が
朴
正
煕
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
（
一
九
六
一
年
）
に
よ
っ
て
横
取
り

さ
れ
︑「
経
済
開
発
五
カ
年
計
画
」
の
実
施
と
（
一
九
六
二
年
～
）︑
人
び
と
に

「
民
族
中
興
の
歴
史
的
使
命
」
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
「
国
民
教
育
憲
章
」

（
一
九
六
八
年
）
が
制
定
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
は
︱
︱
「
こ
の
作
品
を
書
い
て

い
た
当
時
に
は
︑
歴
史
と
は
何
か
︑
社
会
と
は
何
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
」

（
五
頁
）
と
い
う
作
家
の
告
白
と
は
別
に
︱
︱
そ
れ
自
体
と
し
て
急
進
的
な
側

面
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
も
︑
当
代
の
課
題
を
「
貧
困
と

後
進
性
」
の
「
超
克
」
に
設
定
し（

51
）

︑「
異
相
気
質
」
︱
︱
不
信
︑
二
重
性
格
︑

退
廃
的
自
己
防
衛
︑
不
労
思
想
︑
劣
等
意
識
︑
奴
隷
根
性
な
ど（

52
）

︱
︱
の
打
破
と

い
う
観
念
的
・
実
践
的
な
跳
躍
を
促
そ
う
と
し
た
左
派
の
戦
略
も
︑
経
済
的
・

思
想
的
な
近
代
化
を
主
導
す
る
軍
事
独
裁
政
府
の
近
代
化
政
策
と
決
し
て
程
遠

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒「
進
歩
の
名
の
下
で
展
開
さ
れ
た
抵
抗
が
︑
国
家
主

義
的
な
発
展
戦
略
に
収
斂
さ
れ
」︑「
自
律
的
・
自
発
的
な
主
体
の
形
成
」
が
民

衆
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
時
期
に（

53
）

︑『
糞
礼
記
』
は
「
歴
史
創
造
の
次
元
が

除
去
さ
れ
た
世
界
」
を
文
学
的
に
顕
現
さ
せ
て
い
た
と
も
い
え
る
︒

　
も
っ
と
も
︑
洗
っ
て
も
「
黒
い
垢
が
に
じ
み
で
る
」（
一
七
二
頁
）
糞
礼
︑

自
分
の
旦
那
が
働
い
て
い
る
畑
の
隣
で
「
作
男
」
の
「
金
旦
那
」
と
の
不
倫
を

楽
し
む
夫
人
（
一
四
四
︱
一
四
六
頁
）
な
ど
︑『
糞
礼
記
』
の
登
場
人
物
や
か
れ

ら
の
生
活
は
︑
あ
ま
り
に
も
不
潔
で
淫
乱
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑「
国
家
主
義
的

な
発
展
戦
略
」
の
対
象
と
し
て
捕
獲
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
排
除
す
べ
き

ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
に
転
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒

貧
困
が
開
発
︱
近
代
化
へ
の
期
待
の
な
か
で
馴
致
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
︒
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し
か
し
︑
糞
礼
は
開
発
を
渇
望
す
る
「
貧
し
い
け
ど
︑
ま
じ
め
な
」
存
在

で
も
な
け
れ
ば
︑近
代
化
し
た
世
界
を
歓
迎
す
る
「
合
理
的
で
衛
生
的
な
」

存
在
で
も
な
い
︒
糞
礼
の
不
潔
さ
は
︑
開
発
の
言
説
で
は
馴
染
ま
せ
る
こ

と
の
で
き
な
い
露
骨
な
肉
体
性
を
発
揮
す
る
︒
自
暴
自
棄
と
罵
詈
雑
言
に

覆
わ
れ
て
い
る
糞
礼
の
世
界
は
︑
開
発
︱
成
長
に
と
っ
て
適
切
な
環
境
で

は
な
く
︑彼
と
我
を
分
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
彼
女
の
意
識
は
︑「
民
族
」

を
用
い
た
と
し
て
も
突
破
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
無
名
性
を
当

然
だ
と
思
う
そ
の
感
覚
も
ま
た
︑
全
体
へ
の
献
身
を
説
得
す
べ
き
対
象
に

は
な
り
え
な
い（

54
）

︒

　
た
だ
し
︑『
糞
礼
記
』
が
「
上
昇
︱
超
越
の
欲
望
を
遮
断
す
る
こ
と
で
︑﹁
開

発
﹂
を
封
鎖
せ
ん
と
し
た（

55
）

」
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
た
だ
ち
に
政
治
的
な
意
味
の

獲
得
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト

た
ち
の
政
治
的
高
揚
の
瞬
間
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
る（

56
）

︒「
日
韓
会
談
」

の
妥
結
（
一
九
六
五
年
）
の
前
後
に
確
立
す
る
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
体
制
︑
そ
し

て
『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
の
計
画
（
一
九
六
三
年
）
や（

57
）

︑「
住
民
登
録
証
」
制

度
の
実
施
（
一
九
六
八
年
）
な
ど
が
示
す
よ
う
に
︑
日
韓
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

善
良
な
市
民
に
よ
る
国
民
国
家
の
強
化
が
試
み
ら
れ
る
過
程
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク

ト
た
ち
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
過
程
で
も
あ
っ
た
︒
一
九
六
〇

年
四
月
の
韓
国
か
ら
︑
そ
の
剝
製
さ
れ
た
記
憶
を
辿
っ
て
み
よ
う
︒

　
帝
国
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
︑
解
放
期
の
混
乱
と
理
念
対
立
︑
あ
ら
ゆ
る

共
同
体
的
な
価
値
観
や
倫
理
の
破
綻
を
も
た
ら
し
た
朝
鮮
戦
争
︑
李
承
晩
と
自

由
党
の
破
廉
恥
な
横
行
︑
一
九
六
〇
年
を
前
に
し
た
韓
国
社
会
は
︑
記
憶
と
忘

却
の
ト
ラ
ウ
マ
︑
新
生
へ
の
欲
望
と
挫
折
︑
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
「
後
者
の
伝
統
が
す
べ
て
を
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
前
に
︑
前

者
の
伝
統（

58
）

」
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
不
気
味
な
空

白
の
時
空
間
に
お
い
て
︑
一
九
六
〇
年
二
月
二
十
八
日
︑
大
邱
で
高
校
生
に
よ

る
反
政
府
デ
モ
が
発
生
す
る
︒
民
主
党
の
選
挙
運
動
へ
の
高
校
生
た
ち
の
参
加

を
妨
げ
る
べ
く
日
曜
日
の
登
校
を
命
じ
た
こ
と
が
︑
そ
の
直
接
的
な
原
因
で

あ
っ
た
︒
学
生
た
ち
は
「
民
族
愛
︑
祖
国
愛
」
に
訴
え
る
決
議
文
を
読
み
あ
げ
︑

市
内
で
集
会
を
行
っ
た
︒
三
月
八
日
と
十
日
に
は
大
田
の
高
校
生
た
ち
が
「
学

園
の
自
由
化
」
を
掲
げ
つ
つ
デ
モ
を
起
こ
し
︑
そ
の
後
︑
大
統
領
・
副
統
領
選

挙
が
実
施
さ
れ
た
三
月
十
五
日
に
は
︑
馬
山
で
高
校
生
た
ち
が
不
正
選
挙
に
反

対
す
る
「
昼
の
デ
モ
」
を
行
い
︑
引
き
つ
づ
き
下
層
階
級
に
よ
る
「
夜
の
デ

モ
」
が
勃
発
し
た
︒
国
家
権
力
は
無
慈
悲
な
弾
圧
で
市
民
た
ち
の
デ
モ
に
抗
う

が
︑
そ
の
過
程
で
十
三
人
の
人
び
と
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
う（

59
）

︒
と
り
わ
け
︑

孤
児
で
靴
磨
き
の
呉
成
元
（
当
時
二
十
歳
）
の
死
は
︑
蓄
積
さ
れ
て
い
た
社
会

底
辺
層
の
鬱
憤
に
火
を
つ
け
る
結
果
を
巻
き
起
こ
し
た（

60
）

︒

　
四
月
十
一
日
︑
馬
山
の
港
湾
に
浮
き
あ
が
っ
て
き
た
十
七
歳
の
金
朱
烈
の
遺

体
は
︑
全
国
で
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
デ
モ
を
革
命
に
導
く
決
定
的
な
引
き

金
と
な
る
︒
顔
面
に
催
涙
弾
が
打
ち
込
ま
れ
た
ま
ま
引
き
揚
げ
ら
れ
た
屍
の
惨

憺
た
る
姿
は
︑「
一
個
人
の
体
に
浸
透
し
て
い
る
公
権
力
を
克
明
に
物
語
る
」
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も
の
と
し
て
︑
国
家
権
力
が
「
市
民
た
ち
の
日
常
生
活
」
や
「
人
間
の
自
由
に

お
け
る
最
終
的
な
堡
塁
で
あ
る
体
に
鮮
や
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
」
人
び

と
の
目
に
焼
き
つ
け
た
の
で
あ
る（

61
）

︒
馬
山
で
再
び
靴
磨
き
︑
売
春
婦
︑
小
学
生
︑

日
雇
い
労
働
者
︑
無
職
の
人
び
と
が
参
加
し
た
デ
モ
が
起
こ
り
︑
や
が
て
全
国

各
地
が
革
命
の
炎
に
燃
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
四
月
十
八
日
︑
高
麗
大
学
校
の

学
生
た
ち
は
「
青
年
学
徒
の
み
が
真
正
な
民
主
歴
史
創
造
の
役
軍
に
な
る
こ
と

を
銘
心
し
て
総
蹶
起（

62
）

」
す
る
と
い
う
宣
言
文
を
作
成
し
︑
デ
モ
を
は
じ
め
た
︒

翌
日
に
は
︑
ソ
ウ
ル
大
学
校
を
含
め
︑
ソ
ウ
ル
市
内
の
多
く
の
大
学
校
が
一
斉

に
蹶
起
し
︑
こ
れ
に
市
民
た
ち
が
呼
応
し
て
大
規
模
な
デ
モ
が
発
生
す
る
︒
李

承
晩
政
府
は
戒
厳
令
を
発
布
し
︑
暴
力
団
を
も
動
員
す
る
強
硬
な
鎮
圧
に
乗
り

だ
し
た
が
︑
そ
の
結
果
︑
全
国
で
二
〇
〇
人
近
い
死
者
︑
六
〇
〇
〇
人
以
上
の

負
傷
者
が
出
る
こ
と
に
な
り
︑
以
後
こ
の
日
は
「
血
の
火
曜
日
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
四
月
二
十
五
日
に
は
大
学
教
授
た
ち
二
五
八
人
に
よ

る
「
時
局
宣
言
文
」
が
朗
読
さ
れ
︑
市
民
た
ち
の
さ
ら
な
る
デ
モ
を
引
き
だ
し

た
︒
結
局
︑
四
月
二
十
六
日
に
李
承
晩
大
統
領
は
下
野
声
明
を
発
表
し
︑
李
起

鵬
副
統
領
一
家
は
二
十
八
日
に
無
理
心
中
を
遂
げ
る
︒

　
二
〇
一
四
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
民
主
化
運
動
記
念
事
業
会
法
」
は
︑「
民

主
化
運
動
」
と
は
「
二
・
二
八
大
邱
民
主
化
運
動
︑
三
・
八
大
田
民
主
義
挙
︑

三
・
一
五
義
挙
︑
四
・
一
九
革
命
」
な
ど
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る（

63
）

︒
何
よ
り

も
︑
大
韓
民
国
憲
法
前
文
に
は
「
大
韓
民
国
は
︑
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
り
建

立
し
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
法
統
と
︑
不
義
に
抗
拒
し
た
四
・
一
九
民
主
理

念
を
継
承（

64
）

」
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
四
月
革
命
の
記
憶
が
国
家

や
民
主
化
運
動
の
歴
史
と
し
て
公
式
化
す
る
過
程
に
お
い
て
︑
革
命
の
主
体
は

「
学
生
」
や
「
知
識
人
」
に
集
中
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
同
時
に
「
革
命

に
参
加
し
た
数
多
く
の
民
衆
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
都
市
貧
民
た
ち
の
役
割
を
公

的
歴
史
か
ら
削
除
す
る
過
程
で
も（

65
）

」
あ
っ
た
︒

貧
乏
な
か
れ
ら
に
と
っ
て
民
権
と
か
選
挙
な
ど
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
瞬
間
だ
け
で
あ
っ
て
︑
す
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
い
︑
一
縷
の
ひ
も
じ
さ
の
み
が
忘
れ
え
ぬ
宿
命
の
ご
と
く
腸

に
わ
だ
か
ま
る
︒
︙
︙
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
︒
Ｋ
大
学
の

デ
モ
隊
が
襲
わ
れ
た
件
で
︑
高
校
生
た
ち
は
「
ヤ
ク
ザ
出
て
こ
い
！
」
と

叫
び
な
が
ら
鐘
路
で
再
び
一
大
デ
モ
を
敢
行
し
︑
つ
い
に
は
こ
れ
が
導
火

線
に
な
り
︑
明
日
を
期
し
て
市
内
の
全
大
学
生
た
ち
が
大
々
的
な
デ
モ
に

突
入
す
る
勢
い
を
み
せ
て
い
る
の
だ
︒
し
か
し
︑
蜉か
げ

蝣ろ
う

の
命
に
す
ぎ
な
い

庶
民
た
ち
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
と
は
あ
ま
り
に
も
縁
が
な
い
︒
誰
が
殴
り

殺
さ
れ
よ
う
が
︑
誰
が
執
権
し
よ
う
が
︑
か
れ
ら
は
も
の
と
も
し
な
い
︒

今
日
一
日
の
生
の
た
め
に
︑
か
れ
ら
は
口
喧
嘩
し
︑
互
い
に
嚙
み
ち
ぎ
り
︑

血
を
流
す
こ
と
で
ア
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
あ
る（

66
）

︒

　
高
校
生
や
大
学
生
︑
大
学
教
授
た
ち
が
「
決
議
文
」「
宣
言
文
」「
時
局
宣
言

文
」
な
ど
の
形
式
を
通
じ
て
自
分
た
ち
の
「
政
治
的
・
法
的
正
当
性
を
闡
明
す
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る
言
語
を
確
保
」
し
え
た
こ
と
に
比
べ
て
︑「
靴
磨
き
の
ち
び
や
労
働
者
︑
失

業
者
の
よ
う
な
都
市
貧
民
た
ち
は
自
ら
を
正
当
化
し
う
る
集
団
の
言
語（

67
）

」
を
も

つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
各
大
学
の
新
聞
社
説
が
「
血
を
吐
く
ほ
ど
悲
痛
な

わ
が
学
生
た
ち
の
義
挙
に
よ
り
︑
す
べ
て
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
た
」「
学

生
た
ち
の
血
管
の
な
か
に
は
︑
過
去
の
三
・
一
運
動
や
︑
光
州
学
生
事
件
に
お

け
る
先
烈
の
血
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
」「
犠
牲
に
な
っ
た
学
生
た
ち
に
対
す

る
新
た
な
哀
悼
の
気
持
ち
が
湧
き
あ
が
る
」
と
い
う
よ
う
に（

68
）

︑
革
命
の
意
義
を

占
有
す
る
言
説
を
鋳
造
す
る
さ
い
︑「
自
由
党
と
関
係
す
る
人
の
家
か
事
務
室

で
あ
れ
ば
︑
手
当
た
り
次
第
に
ぶ
ち
壊
し
た
」
だ
け
で
な
く
︑「
棍
棒
や
斧
」︑

さ
ら
に
は
「
数
十
の
小
銃
と
ト
ラ
ッ
ク
︑
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
車
両
四
十
～
五
十

台
を
動
員
し
て
武
装
機
動
隊
を
編
成
」
し
た
民
衆
の
激
し
い
抵
抗
は（

69
）

︑「
破
壊

的
な
暴
動
者（

70
）

」
に
お
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
ま
し
て
や
︑
男
性
学
生
・
知
識

人
た
ち
の
運
動
が
自
由
︑
理
性
︑
民
主
主
義
の
名
で
塗
ら
れ
た
の
に
対
し
て
︑

女
性
た
ち
の
運
動
は
「
涙
」「
つ
ぼ
み
」
と
い
う
表
象
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑

か
弱
い
女
た
ち
の
慰
み
と
し
て
と
り
扱
わ
れ（

71
）

︑
売
春
婦
た
ち
の
デ
モ
と
な
る
と

単
な
る
滑
稽
に
貶
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た（

72
）

︒

会
社
員
Ｂ
：
昼
に
行
わ
れ
る
学
生
「
デ
モ
」
を
み
る
と
︑
比
較
的
秩
序
整

然
と
し
て
い
ま
す
︒
去
る
十
一
日
の
夜
に
み
た
こ
と
で
す
が
︑
そ
の
な
か

に
い
わ
ゆ
る
ご
ろ
つ
き
︑
靴
磨
き
︑
い
っ
て
み
れ
ば
社
会
的
に
不
遇
な
状

況
に
い
る
子
供
た
ち
が
多
く
い
ま
し
た
︒
︙
︙

学
生
Ａ
：
事
実
馬
山
に
は
学
生
で
は
な
い
︑
い
わ
ば
偽
学
生
も
多
い
ん
で

す
︒
今
回
も
こ
う
い
う
似
而
非
学
生
た
ち
が
割
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
︒

教
育
者
Ｂ
：
︙
︙
昼
に
や
っ
た
の
は
学
生
で
す
が
︑
夜
に
や
っ
た
「
デ
モ
」

は
不
良
の
や
か
ら
が
主
導
し
た
も
の
で
︑
そ
の
目
的
が
異
な
る
た
め
︑
学

生
の
「
デ
モ
」
と
関
連
づ
け
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
れ
は
性
格

が
完
全
に
違
う
も
の
で
す（

73
）

︒

　
右
の
引
用
文
は
一
九
六
〇
年
四
月
十
四
日
︑『
韓
国
日
報
』
の
主
催
で
行
わ

れ
た
馬
山
市
民
た
ち
の
座
談
会
の
一
部
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑「
秩
序
整
然
」

と
し
た
「
学
生
」
の
「
デ
モ
」
か
ら
︑
不
純
な
存
在
た
ち
︱
︱
「
ご
ろ
つ
き
」

「
靴
磨
き
」「
偽
学
生
」「
不
良
の
や
か
ら
」
︱
︱
を
と
り
除
く
認
識
が
一
般
市

民
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
点
が
露
骨
に
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際

に
お
い
て
「
く
た
び
れ
た
服
の
少
年
た
ち
︙
︙
靴
磨
き
の
ち
び
た
ち
︑
み
す
ぼ

ら
し
い
姿
の
失
業
者
た
ち
に
よ
り
デ
モ
隊
は
混
沌
と
し
て
い
た（

74
）

」
の
で
あ
り
︑

「
学
生
」
に
よ
る
「
歴
史
創
造
」
の
瞬
間
か
ら
︑
そ
こ
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
ア

ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
ア
ブ

ジ
ェ
ク
ト
た
ち
は
︑
民
主
主
義
の
た
め
の
学
生
た
ち
の
デ
モ
を
「
意
味
さ
れ
た

事
物
の
輪
郭
が
崩
れ
」
る
と
こ
ろ
へ
導
い
て
い
っ
た
︒
朴
泰
洵
は
︑
興
奮
し
た

民
衆
た
ち
が
「
平
和
劇
場
」
を
と
り
壊
し
た
四
月
二
十
五
日
の
夜
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
覚
え
て
い
る
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

一
つ
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
生
と
死
が
︑
ゆ
ら
ゆ
ら
す
る
汁
液
の
よ
う
に
な

り
︑
銃
声
の
な
か
へ
と
融
解
さ
れ
て
い
き
そ
う
で
あ
っ
た
︒
︙
︙
あ
ち
こ

ち
で
ま
る
で
邪
悪
な
魂
を
保
つ
幽
霊
の
よ
う
に
靡な
び

く
火
の
光
が
み
え
て
き

た
︒
人
び
と
は
火
の
光
を
み
て
矢
叫
び
を
あ
げ
な
が
ら
︑
片
っ
端
か
ら
拉

い
て
い
た
︒
︙
︙
人
び
と
は
動
物
が
出
し
そ
う
な
奇
怪
な
嘆
声
を
打
ち
あ

げ
て
い
た
︒
か
れ
ら
は
目
の
前
に
迫
っ
た
無
秩
序
に
狂
っ
て
し
ま
い
︑
社

会
の
因
習
や
生
活
の
規
範
を
す
っ
か
り
と
忘
却
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
︒

︙
︙
劇
場
の
な
か
に
あ
っ
た
い
ろ
ん
な
形
象
物
は
ど
ん
ど
ん
壊
れ
て
い
き
︑

ご
み
の
山
に
化
し
て
い
っ
た
︒
い
わ
ば
抽
象
物
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒
列
を
な
し
て
い
た
椅
子
は
人
び
と
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
︑
椅
子
と

し
て
の
機
能
を
分
解
さ
せ
ら
れ
た
︒
椅
子
は
︑
た
だ
少
し
の
金
属
板
と
木

の
合
成
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ（

75
）

︒

　
も
し
革
命
と
い
う
の
が
︑
既
存
の
秩
序
や
支
配
関
係
に
対
し
て
︑
他
の
秩
序

や
支
配
関
係
を
用
い
て
そ
れ
を
代
替
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
秩
序
や
支
配
関
係

に
お
け
る
形
而
上
学
自
体
を
形
骸
化
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
︑
右
の
引
用
文
は

そ
の
瞬
間
を
も
っ
と
も
的
確
に
描
い
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ

う
︒
デ
モ
の
日
々
を
「
私
の
人
生
の
な
か
で
一
番
幸
せ
だ
っ
た
時
間
」
と
し
て

記
憶
す
る
感
覚
︑「
私
た
ち
は
警
官
が
逃
げ
て
し
ま
い
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
交
番

に
攻
め
込
み
︑
無
条
件
に
破
壊
し
た
︒
︙
︙
当
時
の
私
は
興
奮
し
す
ぎ
て
︑
壊

さ
れ
た
木
の
机
の
破
片
が
腕
に
刺
さ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
に
走
り

回
っ
て
い
た
」
と
い
う
喜
悦
の
瞬
間（

76
）

︒
こ
れ
は
「
原
始
的
で
本
能
的
な
無
秩

序
」︑
す
な
わ
ち
「
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
秩
序
を
破
壊
し
︑
人
間
を
束
縛
す
る

も
の
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
︑
窮
屈
な
社
会
生
活
の
規
範
と
や
る
せ
な
さ
︑
不
正
腐

敗
に
対
す
る
鬱
憤
か
ら
飄
々
と
解
き
放
た
れ
︑
一
つ
の
唐
突
な
無
秩
序
」「
高

貴
な
無
秩
序
」
を
作
り
あ
げ
る
瞬
間
で
あ
る（

77
）

︒

四
、「
獣
魂
塔
」
の
レ
ク
イ
エ
ム

　
李
承
晩
が
下
野
を
発
表
し
た
後
も
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
興
奮
は
冷
め
る

こ
と
が
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑「
高
貴
な
無
秩
序
」
の
状
態
を
推
し
進
め
て
い

こ
う
と
す
る
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
と
は
裏
腹
に
︑
大
学
生
た
ち
は
秩
序
の
回
復

に
専
念
し
た
︒「
学
徒
の
本
分
で
あ
る
真
理
探
究
」
と
と
も
に
︑「
こ
の
国
の
主

人
で
あ
り
︑
こ
の
社
会
を
担
っ
て
い
く
べ
き
学
生
た
ち
は
︑
こ
の
間
の
興
奮
か

ら
抜
け
て
冷
徹
に
社
会
の
明
日
を
直
視
」
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た（

78
）

︒

し
か
も
四
月
二
十
七
日
に
李
承
晩
の
降
伏
を
勝
ち
と
っ
た
後
は
︑
革
命
の

混
乱
し
た
事
態
の
収
拾
に
お
い
て
︑
青
年
学
徒
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
が
︑
見
方
に
よ
っ
て
は
や
り
す
ぎ
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
︑
と
て
も

清
廉
で
公
正
︑
円
熟
し
た
側
面
を
み
せ
て
く
れ
た
︒
か
れ
ら
は
現
場
に
お

い
て
興
奮
し
て
い
る
市
民
た
ち
に
帰
宅
を
要
請
し
︑
ほ
う
き
を
も
っ
て
き

れ
い
に
掃
除
を
行
っ
て
か
ら
︑
学
園
へ
戻
っ
た
︒
誠
に
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
︑
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青
年
た
ち
の
意
気
と
純
潔
さ
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
学
園

に
戻
り
再
び
真
理
を
目
指
し
つ
つ
後
日
を
期
そ
う
と
す
る
意
欲
は
︑
い
か

に
も
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
た（

79
）

︒

　
大
邱
の
大
学
生
た
ち
は
︑
破
壊
さ
れ
た
交
番
で
自
律
的
に
働
き
な
が
ら
治
安

維
持
や
掃
除
を
率
先
し
て
行
っ
た
︒
腕
章
を
つ
け
た
ま
ま
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
で

収
拾
活
動
を
指
揮
し
た
大
学
生
た
ち
は
︑
地
方
に
も
出
か
け
て
公
共
財
破
損
の

予
防
な
ど
︑
市
民
の
説
得
に
尽
力
し
た（

80
）

︒
こ
う
し
た
掃
除
お
よ
び
追
悼
の
儀
礼

は
︑「﹁
乱
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
共
同
体
の
空
間
を
」「﹁
秩
序
と
愛
国
心
﹂
の
名
の

下
で
」「
正
常
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
」
や
︑「
現
存
す
る
共
同
体
と
主
体
性
が

粉
微
塵
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
不
安
感
」
の
表
出
で
も
あ
っ
た（

81
）

︒
こ
の
共

同
体
・
愛
国
心
・
秩
序
へ
の
「
欲
望
」
と
︑「
無
秩
序
」
へ
の
「
不
安
感
」
が
︑

国
家
権
力
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
に
及
ば
な
い
︒

学
徒
諸
君
た
ち
の
正
義
の
隊
列
に
︑
一
部
の
ご
ろ
つ
き
が
入
り
交
じ
っ
て

略
奪
・
放
火
・
破
壊
な
ど
の
乱
行
を
事
と
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
諸
君
た

ち
が
頑
張
っ
て
闘
い
と
っ
た
名
誉
を
汚
さ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
ま
す
︒

実
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
︒
︙
︙
も
ち
ろ
ん
本
戒
厳
司
令
部
は
こ
う
し
た

ご
ろ
つ
き
を
一
掃
し
︑
学
徒
諸
君
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
な
い
よ
う
尽
力
し

て
い
ま
す
が
︑
今
の
ご
と
く
秩
序
が
混
乱
し
た
状
態
で
は
慨
嘆
を
禁
じ
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
親
愛
な
る
学
徒
諸
君
︑
こ
の
よ
う
な
秩
序
の
混
乱

を
正
す
た
め
に
皆
様
の
積
極
的
な
協
調
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す（

82
）

︒

　
戒
厳
司
令
官
の
こ
の
声
明
は
︑「
デ
モ
の
外
側
」
に
位
置
す
る
「
法
律
的
な

も
の
︑
道
徳
的
な
も
の
︑
宗
教
的
な
も
の
︑
甚
だ
し
く
は
神
話
的
な
も
の
」
が
︑

「
デ
モ
の
内
側
」
に
あ
る
「
陶
酔
」「
共
同
無
意
識
」
を
圧
迫
す
る
場
面
を
象
徴

し
て
い
る（

83
）

︒
も
ち
ろ
ん
︑「
学
生
」
た
ち
の
民
主
主
義
に
対
す
る
純
粋
な
熱
情

を
見
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
い
う
な
れ
ば
「
学
生
」
た
ち
に
お
い

て
民
主
主
義
が
革
命
の
目
標
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
に

と
っ
て
は
む
し
ろ
革
命
の
対
象
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

隊
員
の
あ
る
一
人
が
復
興
部
の
前
に
並
ん
で
い
た
高
級
乗
用
車
と
ジ
ー
プ

を
手
当
た
り
次
第
に
と
り
壊
し
は
じ
め
る
と
︑
み
ん
な
が
そ
こ
に
飛
び
か

か
っ
た
︒
ガ
ラ
ス
が
割
れ
︑
バ
ン
パ
ー
が
壊
さ
れ
︑
瞬
く
間
に
あ
の
立
派

な
車
体
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
︒
そ
の
時
︑
幾
人
か
の
青
年
が
走
っ

て
き
て
︑
慌
て
て
か
れ
ら
を
留
め
立
て
し
た
︒

「
私
た
ち
は
破
壊
の
た
め
に
デ
モ
を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
！
」

学
生
の
デ
モ
隊
員
の
よ
う
だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
車
を
砕
い
て
い
た
連
中
の

考
え
は
違
っ
た
︒

「
わ
れ
わ
れ
が
払
っ
た
税
金
だ
ろ
う
が
︒
あ
い
つ
ら
を
こ
ん
な
車
に
乗
せ

る
た
め
に
税
金
を
払
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
︒
邪
魔
す
ん
な
︒」

「
だ
か
ら
と
い
っ
て
壊
し
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
わ
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

れ
わ
れ
の
財
産
で
あ
り
︑
国
家
の
財
産
で
も
あ
り
ま
す
よ
︒
乗
っ
て
い
た

や
つ
が
悪
い
だ
け
で
︑
こ
の
車
を
壊
し
て
何
が
ど
う
な
る
ん
で
す
か
？
　

し
か
も
︑
こ
の
な
か
に
は
外
国
人
の
車
も
あ
る
ん
で
す
よ
︒
外
国
人
へ
の

面
目
を
考
え
て
く
だ
さ
い
よ
︒」

「
外
国
人
が
ど
う
し
た
︒
援
助
物
資
を
も
っ
て
き
て
は
︑
高
官
た
ち
と
山

分
け
し
た
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
に
は
餅
一
個
さ
え
く
れ
な
か
っ
た
ん
だ
︒

も
ら
っ
た
の
は
食
べ
る
最
中
に
吸
い
殻
が
出
て
く
る
︑
ご
み
み
た
い
な
粥

だ
け
だ
よ
︒」

「
し
か
し
︑
そ
ん
な
八
つ
当
た
り
の
た
め
に
私
た
ち
が
デ
モ
を
す
る
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
よ
︒」

「
畜
生
！
　
で
は
今
度
違
う
大
統
領
に
な
る
と
た
だ
で
食
わ
せ
て
く
れ
る

の
か
い
？
　
腹
減
っ
た
や
つ
に
は
感
情
し
か
残
ら
な
い
も
ん
だ
よ（

84
）

︒」

　
四
月
革
命
が
切
り
拓
い
た
「
無
秩
序
」
の
空
間
に
お
い
て
︑
混
乱
の
収
拾
を

藉
口
し
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
が
行
わ
れ
る
（
一
九
六
一
年
五
月
十
六
日
）︒
左
翼
系

知
識
人
た
ち
と
一
部
の
大
学
は
ク
ー
デ
タ
を
支
持
す
る
立
場
を
表
明
し
︑
そ
れ

に
相
応
し
て
「
善
意
の
独
裁
」
と
い
う
言
葉
が
人
び
と
の
間
で
流
行
っ
て
い
っ

た（
85
）

︒
四
月
革
命
は
︑
そ
の
よ
う
に
軍
事
独
裁
政
府
へ
の
道
を
開
い
て
し
ま
い
︑

ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
凄
ま
じ
い
国
家
権
力
の
恐
怖
に
曝
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
過
程
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
冷
戦
体
制
が
固

着
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
︒
四
月
革
命
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
日
本
で
行
わ
れ

た
安
保
闘
争
も
ま
た
︑
世
界
を
冷
戦
の
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
封
じ
込
め
よ
う
と

す
る
権
力
側
へ
の
反
発
と
し
て
現
れ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
林
志
弦
は
︑
一
九
六
八
年
前
後
に
登
場
し
た
新
た
な
抵
抗
の
動
き
を
「
英
雄

的
闘
争
」「
伝
統
的
な
革
命
」
の
概
念
と
対
比
さ
せ
「﹁
卑
怯
な
﹂
革
命
」︑
つ

ま
り
「
毎
日
毎
日
︑
ま
た
瞬
時
ご
と
に
一
定
の
勇
気
を
要
求
す
る
」「﹁
文
化
ゲ

リ
ラ
﹂
ら
の
闘
争
」
だ
と
名
づ
け
︑
こ
の
「
卑
怯
な
革
命
が
狙
っ
た
の
は
︑
日

常
に
順
応
す
る
生
存
を
強
要
す
る
近
代
権
力
の
日
常
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ

た
」
と
い
う（

86
）

︒
た
だ
し
︑
同
時
期
に
お
け
る
韓
国
で
は
︑
大
統
領
暗
殺
の
た
め

北
朝
鮮
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
ゲ
リ
ラ
武
装
組
織
と
の
銃
撃
戦
が
行
わ
れ
る
な
ど
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
「
陣
地
戦
の
革
命
」
が
現
実
化
す
る
余

地
な
ど
な
か
っ
た（

87
）

︒『
糞
礼
記
』
は
︑
四
月
革
命
の
挫
折
と
国
民
国
家
体
制
の

強
化
と
い
う
韓
国
の
状
況
に
お
い
て
︑「
陣
地
戦
の
革
命
」
の
可
能
性
と
臨
界

点
を
最
大
限
に
表
現
し
た
小
説
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒

　『
糞
礼
記
』
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
︑
ヨ
ン
パ
ル
は
︑
意
味
深
長
な
笑
み

を
含
み
な
が
ら
村
を
去
っ
て
い
く
糞
礼
を
み
て
︑
動
物
た
ち
の
慰
霊
の
た
め
に

屠
所
の
な
か
に
建
て
ら
れ
た
「
獣
魂
塔
」
を
思
い
浮
か
べ
る
︒
屠
所
に
入
る
や

い
な
や
︑
生
と
死
が
立
ち
替
わ
り
つ
づ
け
る
重
圧
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

例
外
な
く
糞
を
た
れ
て
し
ま
う
動
物
た
ち
に
︑
糞
礼
の
後
ろ
姿
を
重
ね
る
ヨ
ン

パ
ル
の
眼
差
し
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
運
命
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
︒
心
の
な
か
に
糞
礼
の
た
め
の
「
獣
魂
塔
」
を
建
て
る
ヨ
ン
パ
ル
の

心
情
は
︑
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
私
た
ち
の
感
覚
と
も
さ
し
て
遠
い
も
の
で
は
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な
い
と
思
わ
れ
る
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
民
主
主
義
の
根
本
的
な

再
検
討
と
い
う
課
題
が
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒『
糞
礼
記
』
と
そ

の
周
辺
を
書
き
留
め
る
作
業
の
意
義
は
︑
こ
の
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
手
が
か

り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

方
榮
雄
「
糞
礼
記
（
第
一
部
）」『
創
作
과
批
評
』
六
号
︑一
九
六
七
年
五
月
（
引
用
は
︑

方
榮
雄
『
糞
礼
記
』
創
作
과
批
評
社
︑
一
九
九
七
年
︑
二
四
頁
︑
以
下
こ
の
小
説
か
ら

の
引
用
は
頁
数
だ
け
を
本
文
中
に
記
す
）︒

（
2
）  

小
説
の
な
か
で
は
「
ト
ン
イ
ェ
」（tong-ye

）
と
呼
ば
れ
る
︒「
ト
ン
」
は
糞
の
固
有
語
︑

「
イ
ェ
」
は
女
性
の
名
前
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
礼
」
の
朝
鮮
語
発
音
で
あ
る
︒

（
3
）  

戦
後
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
『
創
作
と
批
評
』
の
発
刊
と
そ
の
意
義
な
ど
に
関
し
て

は
︑
白
樂
晴
・
崔
元
植
・
鵜
飼
哲
・
柄
谷
行
人
「︻
共
同
討
議
︼
韓
国
の
批
評
空
間
」（『
批

評
空
間
』
第
Ⅱ
期
第
一
七
号
︑
太
田
出
版
︑
一
九
九
八
年
）
を
参
照
︒

（
4
）  

数
少
な
い
先
行
研
究
の
な
か
で
︑
権
보
드
래
「
四
月
의 

文
学
革
命
︑
近
代
化
論
과
의 

対
決
：
李
清
俊
과 

方
榮
雄
︑『
散
文
時
代
』
에
서
『
創
作
과
批
評
』
까
지
」（『
韓
国
文

学
研
究
』
三
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
）
は
︑『
糞
礼
記
』
の
画
期
的
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に

し
た
重
要
な
成
果
だ
と
い
え
る
︒
本
稿
も
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
点
を
明
記
し
て

お
く
︒

（
5
）  

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
関
し
て
も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
問
題
は
︑
現
代
日
本
に
お
け

る
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
新
た
な
関
係
構
築
の
機
会
が
再
び
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
論
考
で
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
︒

（
6
）  

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
新
自
由
主
義
︱
︱
そ
の
歴
史
的
展
開
と
現
在
︱
︱
』

（
二
〇
〇
五
年
）
渡
辺
治
監
訳
︑
森
田
成
也
他
訳
︑
作
品
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
九
頁
︒

（
7
）  

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
︑
大
嶽
秀
夫
『
日
本
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
政

治
へ
の
期
待
と
幻
滅
︱
︱
』（
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
三
年
）︑
同
『
小
泉
純
一
郎
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
研
究
︱
︱
そ
の
戦
略
と
手
法
︱
︱
』（
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
六
年
）
な

ど
を
参
照
︒

（
8
）  

山
口
二
郎
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
︱
︱
現
代
民
主
主
義
復
活
の
条
件
︱
︱
』
角

川
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
六
頁
︒

（
9
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
成
長
と
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
は
︑

畑
山
敏
夫
『
フ
ラ
ン
ス
極
右
の
新
展
開
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
新
右
翼

︱
︱
』（
国
際
書
院
︑
一
九
九
七
年
）︑
国
末
憲
人
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
蝕
ま
れ
る
フ
ラ

ン
ス
』（
草
思
社
︑
二
〇
〇
五
年
）︑
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主

主
義
・
政
治
指
導
︱
︱
制
度
的
変
動
期
の
比
較
政
治
学
︱
︱
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
）︑
河
原
祐
馬
他
編
『
移
民
と
政
治
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

国
際
比
較
︱
︱
』（
昭
和
堂
︑
二
〇
一
一
年
）︑
高
橋
進
・
石
田
徹
編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
考
察
︱
︱
』（
法
律
文
化
社
︑

二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
10
）  

韓
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
︑『
歴
史
評
論
』
一
〇
五
号

（
二
〇
一
三
年
）
の
特
集
企
画
「
포
퓰
리
즘
과 

民
主
主
義
」
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
︑

お
よ
び
木
村
幹
の
諸
論
考
（「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
中
の
﹁
歴
史
認
識
﹂
問
題
︱
︱
日
韓
の

事
例
を
中
心
に
︱
︱
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
四
二
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑「
韓
国
に
お
け

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
﹁
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
輸
入
問
題
」
を

め
ぐ
っ
て
︱
︱
」
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主
義
・
政
治

指
導
』︑「
外
国
人
参
政
権
を
推
進
す
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
︱
︱
盧
武

鉉
政
権
下
の
韓
国
の
事
例
か
ら
︱
︱
」
河
原
祐
馬
他
編
前
掲
『
移
民
と
政
治
』）
を
参
照

し
て
頂
き
た
い
︒

（
11
）  
徐
炳
勲
「
포
퓰
리
즘
과 

民
主
主
義
」『R

evista Iberoam
ericana

』
二
三
巻
二
号
︑

二
〇
一
二
年
︒

（
12
）  

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
共
産
主
義
︱
︱
は
じ
め
は
悲
劇
と
し
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

て
︑
二
度
め
は
笑
劇
と
し
て
︱
︱
』（
二
〇
〇
九
年
）
栗
原
百
代
訳
︑
筑
摩
書
房
︑

二
〇
一
〇
年
︑
一
〇
七
頁
︒
な
お
︑
こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑

鵜
飼
健
史
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
両
義
性
」（『
思
想
』
九
九
〇
号
︑
二
〇
〇
六
年
）︑
杉
田

敦
「「
決
め
ら
れ
な
い
政
治
」
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」（『
世
界
』
八
三
五
号
︑二
〇
一
二
年
）

な
ど
を
参
照
︒

（
13
）  

佐
高
信
・
魚
住
昭
編
『
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
の
責
任
』
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
14
）  

民
主
統
合
党
大
選
評
価
委
員
会
編
「
一
八
代 

大
選 

評
価 

報
告
書
：
敗
北 

原
因 

分
析

과 

民
主
党
의 

進
路
」
二
〇
一
三
年
四
月
︑
洪
鍾
學
編
「
大
選
評
価
報
告
書
의 〈
少
数 

意

見
書
〉」
二
〇
一
三
年
四
月
︒

（
15
）  

金
允
泰
「
福
祉 

사
라
져
도 

朴
槿
恵 

支
持
率 
下
落
하
지 

않
은 

理
由
는
？
」『
프
레
시

안
』
二
〇
一
四
年
一
月
一
七
日
︑
民
主
統
合
党
大
選
評
価
委
員
会
編
前
掲
「
一
八
代 

大

選 

評
価 

報
告
書
」
二
二
三
頁
︒

（
16
）  

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
は
︑「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

な
ど
の
概
念
を
用
い
て
︑
経
済
的
危
機
や
大
衆
の
不
満
を
文
化
政
治
の
レ
ベ
ル
で
統
合

す
る
新
た
な
右
派
の
戦
略
を
分
析
す
る
な
か
で
︑
既
存
の
左
翼
が
そ
の
よ
う
な
文
化
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
を
ひ
た
す
ら
「
反
映
」
の
関
係
と
し
て
の
み
捉
え
る
経
済
還
元

論
を
固
守
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
（Stuart H

all, 

“Popular-D
em

ocratic vs 

A
uthoritarian Populism

: Tw
o W

ays of 

ʻTaking D
em

ocracy Seriously

”̓, A
. H

unt (ed.), 

M
arxism

 and D
em

ocracy, London, Law
rence and W

ishart, 1980 ; Id., T
he H

ard R
oad 

to R
enew

al: T
hatcherism

 and the C
risis of the Left, London, V

erso, 1988

）︒

（
17
）  

「
五
〇
代 

保
守
化
論
은 

誇
張
됐
다
」『
오
마
이
뉴
스
』
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
︒

（
18
）  

野
田
昌
吾
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」（
高
橋
進
・
石
田
徹
編
前
掲

『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』）
一
六
頁
︑
馬
場
優
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
ハ
イ
ダ
ー
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ヘ
へ
︱
︱
」（
同
）
一
九
三
︱
二
〇
〇
頁
︑

梶
原
克
彦
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
と
民
主
主
義
︱
︱
戦
後
政

治
シ
ス
テ
ム
の
変
容
︱
︱
」（
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主

義
・
政
治
指
導
』）
一
五
四
︱
一
六
四
頁
な
ど
を
参
照
︒

（
19
）  

Slavoj Z
izek, 

“Against the Populist Tem
ptation

”, C
ritical Inquiry 32 , U

niversity of 

C
hicago, 2006 , p.552 .

（
20
）  

吉
田
徹
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
︱
︱
民
主
主
義
へ
の
再
入
門
︱
︱
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
︑
二
〇
一
一
年
︑
九
頁
︒

（
21
）  

B
enjam

in A
rditi, Politics on the Edges of Liberalism

: D
ifference, Populism

, Revolution, 

Agitation, E
dinburgh U

niversity Press, 2007 , pp.56 -75 . 

（
22
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
一
一
頁
︒
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
の
起
源
は
︑

一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
よ
る
農
村
啓
蒙
運
動
︑
そ
し
て

地
主
や
金
融
資
本
に
対
抗
し
て
小
作
人
・
自
作
農
の
権
益
を
守
ろ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ

の
民
衆
党
（People

ʼs Party

）
に
由
来
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
初
発
は
「
基

層
民
衆
の
抵
抗
運
動
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
陳
泰
元
「
포
퓰
리
즘
︑民
主
主
義
︑民
衆
」

前
掲
『
歴
史
批
評
』
一
〇
五
号
︑
一
八
六
︱
一
八
七
頁
）︒

（
23
）  

陳
泰
元
前
掲
「
포
퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」
一
九
八
︱
一
九
九
頁
︒

（
24
）  

松
谷
満
「「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
支
持
構
造
︱
︱
有
権
者
調
査
の
分
析
か
ら
︱
︱
」『
歴

史
評
論
』
七
五
一
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
四
頁
︒

（
25
）  

山
口
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
』
一
二
四
頁
︒

（
26
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
一
二
頁
︒

（
27
）  

山
口
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
』
二
一
二
頁
︒

（
28
）  

吉
田
「
い
か
に
共
同
性
を
創
造
す
る
か
︱
︱
新
た
な
政
治
倫
理
の
生
成
過
程
と
し
て

の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
」『
世
界
』
八
三
二
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
二
一
頁
︒

（
29
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
二
一
八
︱
二
一
九
頁
︒

（
30
）  

マ
ル
ク
ス
「
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
」（
一
八
五
二
年
）『
マ

ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
八
巻
︑
大
月
書
店
︑
一
九
六
二
年
︑
一
五
四
︱

一
五
五
頁
︒

（
31
）  

陳
泰
元
前
掲
「
포
퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」
一
九
九
頁
︒

（
32
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
：
朴
正
煕 

時
代
의 

文
化
政
治
와 

知
性
』

千
年
의
想
像
︑
二
〇
一
二
年
︑
九
五
頁
︒
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（
33
）  

同
右
︑
九
六
頁
︒

（
34
）  
白
樂
晴
「
編
集
後
記
︱
︱
「
創
作
과
批
評
」
二
年
半
︱
︱
」『
創
作
과
批
評
』
一
〇
号
︑

一
九
六
八
年
五
月
︑
三
七
四
頁
︒

（
35
）  

同
右
︑
三
七
三
頁
︒

（
36
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
』
九
八
頁
︒

（
37
）  

同
右
︑
九
九
頁
︒

（
38
）  

同
右
︑
九
九
頁
︒

（
39
）  

同
右
︑
一
〇
二
頁
︒

（
40
）  

ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
恐
怖
の
権
力
︱
︱
〈
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
〉
試
論
︱
︱
』

（
一
九
八
〇
年
）
枝
川
昌
雄
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
四
年
︑
六
頁
︒「abject

」

は
「ab

（
分
離
す
べ
く
）+ ject

（
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
）」
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
︑

「
対
象objet

（ob

（
前
に
）+ jet

（
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
））」
で
は
な
い
点
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
（
同
︑
三
頁
）︒

（
41
）  

金
哲
は
︑
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
念
を
用
い
て
︑
戦
後
の
韓
国
社
会

に
お
け
る
暴
力
の
問
題
を
論
ず
る
（「
わ
れ
わ
れ
を
守
る
お
ぞ
ま
し
い
も
の
た
ち
︱
︱
到

来
し
な
か
っ
た
「
戦
後
」
︱
︱
」
田
島
哲
夫
訳
︑『
思
想
』
一
〇
九
五
号
︑
二
〇
一
五
年

七
月
）︒
本
稿
は
︑
金
哲
の
こ
う
し
た
方
法
論
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
︒

（
42
）  

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
前
掲
『
恐
怖
の
権
力
』
四
・
五
・
六
頁
︒

（
43
）  

同
右
︑
四
頁
︒

（
44
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
45
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
46
）  

同
右
︑
一
五
頁
︒

（
47
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
48
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
49
）  

同
右
︑
三
一
二
頁
︒

（
50
）  

同
右
︑
四
頁
︒

（
51
）  

「︽
巻
頭
言
︾
祖
国
을 

痛
哭
한
다
」『
青
脈
』
一
巻
三
号
︑
一
九
六
四
年
一
一
月
︑

一
一
頁
︒

（
52
）  

「
特
集 

韓
国
人
의 

異
相
気
質
」『
青
脈
』
一
巻
四
号
︑
一
九
六
四
年
一
二
月
︑
八
〇
頁
︒

（
53
）  

黃
秉
周
「
朴
正
煕 

体
制
의 

支
配
談
論
과 

大
衆
의 

国
民
化
」
林
志
弦
他
編
『
大
衆
独

裁
：
強
制
와 

同
意 

사
이
에
서
』
책
세
상
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
八
〇
︱
四
八
一
頁
︒

（
54
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
』
一
〇
三
頁
︒

（
55
）  

同
右
︑
一
〇
三
頁
︒

（
56
）  

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
さ
い
に
も
っ
と
も
重
要
な
思

想
家
で
あ
る
︒
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
と
と
も
に
主
唱
し
た
「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」

の
核
心
に
は
︑
七
〇
年
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
が
据
え
ら
れ
て
い
る

と
も
い
え
る
（『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
七
年
）
横
越

英
一
監
訳
︑
柘
植
書
房
︑
一
九
八
五
年
）︒
ラ
ク
ラ
ウ
は
二
〇
〇
五
年
に
は
︑『
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
的
な
理
性
に
つ
い
て
』
を
刊
行
し
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
政
治
的
抵
抗
の

可
能
性
を
提
示
す
る
に
至
る
（O

n Populist Reason, London: V
erso, 2005

）︒
こ
こ
に
は

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
く
し
て
社
会
主
義
は
な
く
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
最
高
形
態
は
社

会
主
義
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
」（
前
掲
『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』

二
〇
一
頁
）
と
い
っ
た
過
去
の
主
張
が
︑「
プ
レ
ブ
スplebs

」
の
検
討
に
よ
っ
て
具
体

化
さ
れ
て
い
る
︒「
プ
レ
ブ
ス
」
と
は
「
ポ
プ
ル
スpopulus

」
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
分
断
さ
れ
た
ま
ま
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
び
と
を
指
す
概
念
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
ラ
ク
ラ
ウ
の
主
張
に
は
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
も
っ

と
も
重
要
な
地
域
で
も
あ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
の
実
際
の
経
験
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
に
関
し
て
は
︑陳
泰
元
前
掲
「
포

퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」︑
布
施
哲
「
回
帰
す
る
人
民
︱
︱
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主

主
義
の
狭
間
で
︱
︱
」（『
Ｉ
Ｒ
Ｓ
』
第
九
・
一
〇
号
併
合
︑二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
57
）  
『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
に
つ
い
て
は
︑
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
「
国
民
の
物

語
／
亡
霊
の
出
現
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
形
成
︱
︱
」（
キ
ャ
ロ
ル
・

グ
ラ
ッ
ク
他
編
『
日
本
の
歴
史
　
第
二
五
巻
　
日
本
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』
講
談
社
︑

二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

（
58
）  
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
孤
独
』（
一
九
九
八
年
）
福
井
和
美
訳
︑

藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
一
六
頁
︒

（
59
）  

大
邱
︑
大
田
︑
馬
山
に
お
け
る
デ
モ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
金
台
一
「
大
邱
의 2･28

과 4･19

革
命
」（
鄭
根
植
・
李
浩
龍
編
『
四
月
革
命
과 

韓
国
民
主
主
義
』
선
인
︑

二
〇
一
〇
年
）︑
許
宗
「
大
田
・
忠
南
地
域 

四
月
革
命
의 

勃
発
」（
同
）︑
李
殷
珍
「3･15

馬
山
義
挙
의 

地
域
的 
起
原
과 

展
開
」（
同
）
な
ど
を
参
照
︒

（
60
）  

「
靴
磨
き
た
ち
は
︑
呉
成
元
の
死
体
が
入
っ
て
い
る
棺
桶
を
担
い
で
市
街
を
回
っ
た

後
︑
都
立
病
院
の
裏
山
に
埋
め
た
」
と
い
う
（
朴
泰
洵
「
四
月
革
命
의 

起
爆
剤
가 

된 

金
朱
烈
의 

屍
身
」『
歴
史
批
評
』
一
八
号
︑
一
九
九
二
年
︑
一
九
〇
頁
）︒

（
61
）  

金
승
현
「
新
聞 

写
真
에 

나
타
난 

人
本
主
義
的 

価
値
：4･19

革
命 

報
道
写
真
을 

中

心
으
로
」『
커
뮤
니
케
이
션
科
学
』
一
七
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
三
頁
︒

（
62
）  

「
四
・
一
八
宣
言
文
」『
青
脈
』
二
巻
一
号
︑
一
九
六
五
年
一
月
︑
一
九
八
頁
︒

（
63
）  

国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
民
主
化
運
動
記
念
事
業
会
法
」（
法
律
第
一
二
八
四
四
号
︑

二
〇
一
四
年
一
一
月
一
九
日
試
行
）
を
参
照
（http://w

w
w

.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=

162165 &
efYd=20141119 #0000

︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒

（
64
）  

国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
大
韓
民
国
憲
法
」（
憲
法
第
一
〇
号
︑
一
九
八
八
年
二
月

二
五
日
試
行
）
を
参
照
（http://w

w
w

.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=61603 &

efYd=19880

225 #A
JA

X

︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒

（
65
）  

金
美
蘭
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」」
金
銀
河
他
編

『
革
命
과 

女
性
』
선
인
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
二
〇
頁
︒

（
66
）  

呉
尚
源
「
無
明
記
（
一
）」『
思
想
界
』
九
七
号
︑
一
九
六
一
年
八
月
︑
三
四
五
頁
︒

（
67
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」」

一
二
一
頁
︒

（
68
）  

「
四
・
一
九
는 

누
구
도 

利
用
할 

수 

없
다
」『
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
新
聞
』
二
六
九
号
︑

一
九
六
〇
年
五
月
二
日
（『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑
一
九
六
六
年
四
月
︑
一
八
七
頁
）︑「
学

生
革
命
의 

意
義
를 

살
리
며 

앞
날
의 

터
전
을 

닦
자
」『
高
大
新
聞
』
二
四
〇
号
︑

一
九
六
〇
年
五
月
一
四
日
（
同
︑
一
八
八
頁
）︑「
韓
国
의 

十
字
軍 

運
動 

四
・
一
九
学

生
義
挙
에 

부
친
다
」『
延
世
春
秋
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
（
同
︑
一
九
〇
頁
）︒

（
69
）  

朴
壽
萬
他
編
『
四
月
革
命
』
四
月
革
命
同
志
会
出
版
部
︑
一
九
六
五
年
︑
四
六
一
頁
︒

（
70
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」」

一
三
八
頁
︒

（
71
）  

曹
華
永
編
『
四
月
革
命
闘
争
史
：
取
材
記
者
들
이 

본 

四
月
革
命
의 

底
流
』
国
際
出

版
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
九
六
頁
︒

（
72
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」」
一
四
六

︱
一
五
二
頁
︒

（
73
）  

三
・
一
五
義
挙
記
念
事
業
会
『
勝
利
의 

記
録
』
馬
山
日
報
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
七
六

頁
（
引
用
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
金
주
현
「「
義
挙
」
와 「
革
命
」 

사
이
：
잊
힌 

女
性
의 

叙

事
들
」
金
銀
河
他
編
前
掲
『
革
命
과 

女
性
』
一
六
六
頁
に
よ
る
）︒

（
74
）  

呉
尚
源
「
無
明
記
（
三
）」『
思
想
界
』
一
〇
〇
号
︑
一
九
六
一
年
一
一
月
︑
四
一
六
頁
︒

（
75
）  

朴
泰
洵
「
무
너
진 

劇
場
」（
一
九
六
八
年
）『
韓
国
小
説
文
学
大
系
』
五
〇
巻
︑
東
亜

出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
四
四
︱
四
六
頁
︒

（
76
）  

「
白
潤
善
義
挙
談
」『
三
・
一
五
義
挙
』
四
号
︑
一
九
九
七
年
︑
三
七
・
三
八
頁
︒

（
77
）  

朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 

劇
場
」
四
八
・
五
五
頁
︒

（
78
）  

前
掲
「
四
・
一
九
는 

누
구
도 

利
用
할 

수 

없
다
」（
一
八
七
頁
）︑
前
掲
「
学
生
革
命

의 

意
義
를 

살
리
며 

앞
날
의 

터
전
을 

닦
자
」（
一
八
九
頁
）︒

（
79
）  

「
合
理
的 

経
済
樹
立
만
이 

民
主
革
命
의 

課
業
이
다
」
前
掲
『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑

一
九
四
頁
︒

（
80
）  

四
・
一
九
民
主
革
命
大
邱
・
慶
北
同
志
会
編
『
大
邱
四
・
一
九
民
主
革
命
：
主
役
들

의 

回
顧
』
二
〇
〇
九
年
︒

（
81
）  
権
明
娥
『
淫
乱
과 

革
命
：
風
紀
紊
乱
의 

系
譜
와 

情
念
의 

政
治
学
』
책
세
상
︑

二
〇
一
三
年
︑
二
三
五
頁
︒

（
82
）  

「
秩
序
바
로
잡
자
」『
東
亜
日
報
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
︒

（
83
）  

朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 

劇
場
」
四
八
頁
︒

（
84
）  

呉
尚
源
前
掲
「
無
明
記
（
三
）」
四
一
六
︱
四
一
七
頁
︒



84

（
85
）  

こ
の
一
連
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑
千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻

다
』︑
洪
錫
律
「
一
九
六
〇
年
代 

知
性
界
의 

動
向
」（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編

『
一
九
六
〇
年
代 

社
会 

変
化 

研
究
：
一
九
六
三
～
一
九
七
〇
』
백
산
書
堂
︑
一
九
九
九

年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
86
）  

林
志
弦
「
六
八
年
革
命
と
朝
鮮
半
島
︱
︱
過
去
に
な
っ
た
未
来
︱
︱
」
渡
辺
直
紀
訳
︑

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
他
編
『1968

年
の
世
界
史
』
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
六
六

︱
一
六
九
頁
︒

（
87
）  

同
右
︑
一
六
九
︱
一
七
三
頁
︒




