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こ
こ
で
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
﹄
の
著
者
︑
ア
メ

リ
カ
の
デ
ユ
ー
ク
大
学
教
授
の
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
は
世
界
的
に

著
名
な
学
者
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
数
多
あ
る
ド
ゥ
ア
ラ
の
著
作
は
い
ま
だ
一

冊
も
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
日
本
で
の
知
名
度
は
決
し
て
十
分
と

は
い
え
な
い
︒
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
研
究
者
が
日
本
の
地
域
研
究
を
超

え
て
活
動
す
る
学
者
に
対
し
て
い
だ
く
関
心
が
薄
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

　
以
下
︑
最
初
に
ド
ゥ
ア
ラ
を
個
人
史
的
に
紹
介
し
︑
次
に
国
際
的
に
広
い

反
響
を
呼
ん
で
い
る
こ
の
本
を
同
氏
の
研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
紹
介
す
る
︒

そ
し
て
最
後
に
︑
本
の
中
心
的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
﹁
対
話
的
超
越
性
﹂

（dialogic transcendence

）
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
分
析
視
点
と
し
て
の
﹁
主

体
化
﹂
と
関
連
付
け
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

著
者
の
紹
介

　
ド
ゥ
ア
ラ
は
一
九
五
〇
年
に
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
州
に
生
ま
れ
︑
名
門
の

デ
リ
ー
大
学
で
歴
史
を
勉
強
す
る
が
︑
一
九
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
中
国

の
文
化
大
革
命
に
鼓
舞
さ
れ
イ
ン
ド
の
学
生
運
動
に
参
加
し
た
︒
そ
の
背
景

に
は
︑
イ
ン
ド
の
脱
植
民
地
の
成
功
を
期
待
し
た
世
代
が
︑
独
立
後
︑
農
村

の
近
代
化
の
失
敗
に
対
し
て
い
だ
い
て
い
た
失
望
感
が
あ
っ
た
の
だ
︒
イ
ン

ド
に
伝
わ
っ
て
き
た
文
化
大
革
命
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
可
能
性
︑
な
か
ん
ず

く
そ
こ
で
描
か
れ
た
中
国
の
農
村
革
命
の
成
功
像
が
︑
氏
の
関
心
を
中
国
農

村
に
導
い
た
︒

　
そ
の
関
心
を
持
っ
て
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
一
九
七
六
年
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ

ゴ
大
学
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
で
中
国
史
を
勉
強
し
︑
一
九
八
三
年

プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
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に
日
本
軍
占
領
期
の
中
国
北
部
農
村
の
歴
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
博
士
論
文
を

持
っ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
博
士
号
を
取
っ
た
︒
そ
の
後
︑
い
く
つ
か
の
大

学
を
経
て
︑
一
九
九
〇
年
か
ら
シ
カ
ゴ
大
学
で
教
鞭
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

氏
の
博
士
論
文
は
︑
一
九
八
八
年
に
﹃
文
化
︑
パ
ワ
ー
と
国
家
︱
︱

一
九
〇
〇
～
四
二
年
に
お
け
る
華
北
の
農
村
﹄（C

ulture, Pow
er, and the State: 

Rural N
orth C

hina, 1900–1942, Stanford U
niversity Press, 1988

）
の
タ
イ
ト
ル

で
出
版
さ
れ
た
︒
出
版
後
す
ぐ
大
き
い
反
響
を
呼
び
︑
翌
年
ア
メ
リ
カ
歴
史

研
究
学
会
の
ジ
ョ
ン
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
賞
と
ア
ジ
ア
研
究
学
会
の
ジ
ョ
ー

セ
フ
・
レ
ヴ
ェ
ン
セ
ン
賞
を
受
賞
し
た
︒
華
北
農
村
の
前
近
代
的
な
宗
教
生

活
と
資
源
採
取
の
様
式
が
︑
い
か
に
近
代
化
の
衝
撃
で
変
化
あ
る
い
は
消
失

し
た
か
を
考
究
し
た
も
の
で
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
こ
の
本
に
よ
っ
て
中
国
史
の
な

か
の
宗
教
と
り
わ
け
民
間
宗
教
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
こ
の
民
間
宗
教
へ
の
関
心
は
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
二
冊
目
の
著
作
で
︑
近
代
国

民
国
家
批
判
の
書
﹃
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
歴
史
を
救
う
︱
︱
近
代
中
国
の
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
問
う
﹄（Rescuing H

istory from
 the N

ation: Q
uestioning N

arratives of 

M
odern C

hina, U
niversity of C

hicago Press, 1995

）
に
お
い
て
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン

の
﹁
他
者
﹂
と
﹁
余
白
﹂
と
し
て
︑
言
い
換
え
れ
ば
ネ
イ
シ
ョ
ン
批
判
の
方

法
と
し
て
︑
大
き
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
︒
前
近
代
の
地
域
生
活
あ

る
い
は
公
共
空
間
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
民
間
宗
教
は
︑
近
代
化
の
た
め
に

﹁
世
俗
主
義
﹂︑﹁
宗
教
﹂︑﹁
迷
信
﹂
な
ど
の
近
代
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
再
改

編
さ
れ
た
が
︑
完
全
に
近
代
的
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
空
間
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
そ
の
あ
と
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
宗
教
に
対
す
る
関
心
は
超
越
性
に
移
っ
て
い
く
︒

二
〇
〇
三
年
に
出
版
し
た
﹃
主
権
と
真
正
性
︱
︱
満
州
国
と
東
ア
ジ
ア
の
近

代

﹄（Sovereignty and A
uthenticity: M

anchukuo and the E
ast A

sian M
odern, 

R
ow

m
an &

 Littlefield, 2003

）
は
︑
中
国
の
民
間
宗
教
結
社
の
普
遍
的
な
理
想

と
実
践
の
な
か
の
超
越
性
が
い
か
に
近
代
国
民
的
な
共
同
体
と
市
民
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
突
き
つ
け
︑
抗
争
し
あ
っ
て
︑
い
か
に
そ
の
抗
争
に
よ
っ
て
近
代

的
な
﹁
人
間
﹂
が
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
っ
た
︒
中
で
も
︑

満
州
国
が
主
権
国
家
と
い
う
体
裁
を
整
え
た
上
で
︑
実
際
に
は
日
本
帝
国
の

植
民
地
と
し
て
機
能
し
た
指
摘
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
政
策
を

決
定
付
け
る
よ
う
な
︑
新
し
い
形
態
の
植
民
地
支
配
と
し
て
︑
ピ
ー
タ
ー
・

ド
ゥ
ー
ス
の
﹁
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
﹂
と
い
う
主
張
と
呼
応
し
あ
っ
て
大

き
な
注
目
を
浴
び
た
︒

　
二
〇
〇
八
年
に
ド
ゥ
ア
ラ
は
十
八
年
間
務
め
た
シ
カ
ゴ
大
学
を
出
て
︑
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
所
（A

sia R
esearch Institute

）
の
所
長

に
着
任
し
た
︒
そ
し
て
二
〇
一
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
デ
ュ
ー
ク
大
学
に
移
る

ま
で
︑
ア
ジ
ア
で
有
数
の
人
文
系
研
究
所
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
︑﹃
グ
ロ
ー
バ

ル
近
代
の
危
機
︱
︱
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
持
続
可
能
な
未
来
﹄
を
完
成
さ
せ
︑

同
年
に
出
版
し
た
︒
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
オ
ス
ロ
大
学
は
こ
の
本
に
よ
る
ド
ゥ
ア

ラ
氏
の
研
究
が
今
日
の
環
境
問
題
の
研
究
へ
多
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
︑
二
〇
一
七
年
に
ド
ゥ
ア
ラ
氏
に
名
誉
博
士
号
を
授
与
し
た
の
で
あ
る
︒
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こ
こ
で
ド
ゥ
ア
ラ
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
関
係
を
説
明
し
て
お
こ
う
︒

大
学
の
時
の
ド
ゥ
ア
ラ
は
同
じ
世
代
の
イ
ン
ド
の
学
者
と
同
様
︑
六
〇
年
代

の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
強
く
影
響
さ
れ

た
︒
そ
の
学
者
た
ち
の
中
に
は
︑
ず
っ
と
農
村
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
者
が

い
て
︑
彼
ら
の
研
究
関
心
が
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（
元
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）
の
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
﹄（
一
九
七
二
年
）
に
刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
︑
後
に
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
系
研
究
者
た
ち
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
代
表
的
な
学
者
が
︑
イ
ン
ド
︑
コ
ル
カ
タ
出
身
で

ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
教
授
で
あ
る
パ
ル
タ
・
チ
ャ
タ
ジ
ー
（Patha 

C
hatterjee

）
で
あ
っ
た
︒

　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
イ
ン
ド
を
矛
盾
的
な
状
況
か
ら
救
い
出
せ
な
い
こ
と
︑

独
立
し
た
イ
ン
ド
は
い
ま
だ
元
宗
主
国
の
植
民
地
主
義
者
た
ち
と
同
じ
国
民

国
家
単
位
で
の
資
本
主
義
の
ゲ
ー
ム
に
駆
り
立
て
ら
れ
負
け
続
け
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
た
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
︑
の
ち

に
学
術
世
界
を
席
巻
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
︒
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
チ
ャ
タ
ジ
ー
の
著
書
﹃
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
思
想
と
植
民
地
世
界
︱
︱
派
生
的
言
説
に
す
ぎ
な
い
の
か
﹄

（N
ationalist T

hought and the C
olonial W

orld: A
 D

erivative D
iscourse? Z

ed B
ooks, 

1986

）
は
︑
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
﹃
想
像
の
共
同
体
﹄（
一
九
八
三

年
）
に
対
す
る
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
か
ら
の
批
判
の
書
で
あ
っ
た
︒

　
し
か
し
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
行
っ
て
い
た
︑

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
よ
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
自
体
を
研
究
対
象
に
据
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
だ
け

で
な
く
︑
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
有
す
る
︑
言
語
に
対
す
る
脱
構

築
的
な
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
︑
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
否
定
す
る
よ
う
に
見

え
る
批
判
性
と
︑
脱
植
民
地
と
解
放
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
間
の
緊
張

関
係
に
着
目
す
る
よ
う
に
も
な
る
︒
そ
の
影
響
を
受
け
て
︑
一
九
九
五
年
に

出
版
さ
れ
た
﹃
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
歴
史
を
救
う
﹄
は
︑
そ
の
緊
張
関
係
の
バ

ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
︑
実
証
的
な
歴
史
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対

し
て
脱
構
築
的
な
言
説
分
析
を
行
い
︑
中
国
近
代
史
を
国
民
国
家
に
吸
収
さ

れ
な
い
視
点
を
提
供
す
る
批
判
的
な
研
究
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ほ
ぼ
同
じ

時
期
に
︑
ド
ゥ
ア
ラ
の
出
身
地
の
ア
ッ
サ
ム
州
と
隣
接
す
る
ベ
ン
ガ
ル
地
方

出
身
の
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
（G

ayatri Spivak

︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）

は
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
脱
構
築
可
能
か
﹂
と
い
う
論
文
で
︑

や
は
り
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
ら
の
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
批
判
的

に
読
み
替
え
た
が
︑
彼
女
を
一
躍
有
名
に
し
た
論
文
﹁
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る

こ
と
が
で
き
る
か
﹂（
一
九
八
八
年
）
に
つ
な
が
る
よ
う
な
︑
代
理
表
象
の
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
へ
の
脱
構
築
的
介
入
と
は
異
な
る
︑
実
証
的
な
歴
史
学
の
手
法

を
用
い
た
の
で
あ
る
︒

　
西
洋
発
端
の
近
代
知
に
対
す
る
批
判
的
視
点
か
ら
国
民
国
家
と
近
代
性
を

批
判
し
続
け
て
き
た
と
い
う
意
味
で
︑
ド
ゥ
ア
ラ
も
ま
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
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ル
研
究
者
だ
と
理
解
で
き
る
︒
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
御
三
家
と
い
え
ば
︑
先

の
サ
イ
ー
ド
に
加
え
︑
現
在
︑
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
︑
ペ
ル
シ
ァ
系

イ
ン
ド
人
の
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
（H

om
i B

habha

︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
）
の
三

人
が
並
び
称
せ
ら
れ
て
き
た
が
︑
彼
ら
は
い
ず
れ
も
英
語
圏
の
大
学
で
学
位

を
習
得
し
︑
研
究
経
歴
を
積
み
上
げ
て
き
た
共
通
点
を
有
す
る
︒
そ
の
点
で

は
ド
ゥ
ア
ラ
も
同
様
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
経
歴
自
体
が
西
洋
と
非
西
洋
の
入

り
混
じ
っ
た
植
民
地
主
義
の
時
代
以
降
の
﹁
異
種
混
淆
的
な
生
と
知
﹂
を
体

現
す
る
存
在
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
彼
は
﹁
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
﹂
と
は
一
つ
の
理
論
（theory

）
で

は
な
く
︑
一
つ
の
視
点
（perspective

）
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
視
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
啓
蒙
理
性
に
基
づ
い
た
近
代
的
な
視
点
の
外
か
ら
の
︑
想
像
力
に
富
ん

だ
視
点
で
あ
る
と
︑
従
来
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
に
対
し
て
は
留
保
を

置
い
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
立
場
を
取
る
︒
こ
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
の
定
義
は
︑
同
じ
イ
ン
ド
出
身
の
研
究
者
で
も
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
や
バ
ー
バ
と

は
か
な
り
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
一
般
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
と
い
え
ば
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
や
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
︱
︱
構
造
の
実
体
化
を
批
判

す
る
立
場
︱
︱
を
方
法
論
に
据
え
た
う
え
で
︑
非
決
定
的
な
主
体
が
個
別
の

歴
史
状
況
の
中
に
分
節
化
（articulation

）
さ
れ
て
い
く
な
か
で
生
じ
る
搾
取

や
排
除
を
問
題
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
す
︒
先
述
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

御
三
家
が
い
ず
れ
も
英
語
文
学
批
評
家
（E

nglish critic

）
で
あ
り
︑
デ
リ
ダ

を
批
判
す
る
サ
イ
ー
ド
に
し
て
も
︑
旧
宗
主
国
の
英
語
文
学
テ
ク
ス
ト
の
コ

ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
転
覆
さ
せ
た
り
横
領
し
た
り
す
る
戦
略
を
取
る
点
で
共
通

す
る
︒

　
そ
れ
が
︑
ド
ゥ
ア
ラ
が
距
離
を
置
く
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
典
型
的

な
﹁
理
論
﹂
な
わ
け
だ
が
︑
政
治
史
を
主
舞
台
と
す
る
ド
ゥ
ア
ラ
は
こ
う
し

た
主
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脱
構
築
的
な
効
果
よ
り
も
︑
社
会
状
況
や

構
造
の
分
析
に
主
眼
を
置
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
社
会
構
造
自
体
が
︑
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
に
他
な
ら
な
い
事
実
︑
す
な
わ
ち
政
治
的
に
独
立
し
た

あ
と
も
︑
政
治
的
な
影
響
を
含
め
て
︑
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
植
民
地
化

の
歴
史
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
現
実
を
︑
彼
は
﹁
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
（postcolonial condition

）﹂
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒﹁
ポ

ス
ト
﹂
と
は
時
代
的
な
区
切
り
の
つ
い
た
﹁
後
﹂
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑

依
然
と
し
て
影
響
が
続
く
︑
先
行
す
る
植
民
地
期
が
い
ま
だ
持
続
す
る
空
間

の
﹁
内
部
で
﹂
と
い
う
意
味
な
の
だ
︒
そ
の
状
況
に
介
入
す
る
た
め
に
は
︑

脱
構
築
的
な
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
転
覆
と
は
異
な
る
多
様
な
方
法
が
あ
る
こ

と
を
︑
文
学
者
で
は
な
く
歴
史
学
者
で
あ
る
ド
ゥ
ア
ラ
は
﹁
視
点
﹂
と
呼
ん

だ
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
ポ
ス
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
の
散
種
（dissem

ination

）
は
︑
中
国
史

研
究
の
ド
ゥ
ア
ラ
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
研
究
の
酒
井
直
樹
︑
韓
国
研
究
の

尹ユ
ン
ヘ
ド
ン

海
東
や
金キ
ム
チ
ョ
ル哲

︑
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
︑
イ
ン
ド
研
究
の

ゴ
ウ
リ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
な
ど
︑
御
三
家
以
外
の
研
究
者
に
よ
っ
て



240

広
く
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
自
身

も
ま
た
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
は
イ
ン
ド
系
の
英
文
学
／
英
語
文
学
研

究
の
方
法
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
各
地
域
の
植
民
地
経
験
に

沿
っ
て
︑
そ
の
固
有
の
特
質
の
方
法
と
主
題
に
も
と
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い

く
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
俗
流
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ス
ト

の
よ
う
に
単
な
る
差
異
の
称
賛
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
︑
差
異
を
梃
子
と
し

た
主
体
と
公
共
空
間
そ
の
も
の
の
再
編
を
目
的
と
す
る
点
で
は
︑
共
通
点
を

有
す
る
第
二
世
代
に
属
す
る
と
い
え
る
︒

　
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
︑
距
離
を
お
い
た
そ
の
柔
軟

な
姿
勢
か
ら
︑
ド
ゥ
ア
ラ
は
や
が
て
近
現
代
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

へ
の
最
も
重
要
な
批
判
は
自
然
の
破
壊
で
あ
る
と
い
う
︑
彼
な
ら
で
は
の
主

題
を
発
見
す
る
に
い
た
る
︒
そ
の
思
考
の
成
果
が
︑
以
下
に
概
要
を
紹
介
す

る
本
書
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
﹄
な
の
で
あ
る
︒

『
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
』

　
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
今
日
の
世
界
状
況
が
三
つ
の
相
互
交
差
の
特
徴
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
る
︒
そ
れ
は
︑
１
︑
非
西
洋
世
界
の
上
昇
︑
２
︑
自
然
環
境
の

持
続
不
可
能
の
危
機
と
︑
３
︑
権
力
源
泉
と
し
て
の
超
越
性
の
喪
失
で
あ
る
︒

超
越
性
（transcendence

）
は
か
つ
て
の
宗
教
や
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
持
っ

て
い
た
理
念
︑
原
則
︑
倫
理
の
源
泉
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
今
日
の

世
界
の
物
理
的
な
救
い
は
今
の
時
代
の
超
越
的
な
目
的
に
な
る
べ
き
だ
が
︑

そ
の
た
め
ま
ず
国
民
主
権
を
超
越
し
な
い
と
い
け
な
い
︒
彼
は
ア
ジ
ア
の
伝

統
が
人
間
︑
生
態
︑
普
遍
と
の
関
係
に
対
す
る
︑
西
洋
と
違
う
理
解
の
仕
方

を
持
っ
て
い
て
︑
そ
こ
に
実
現
可
能
な
持
続
可
能
な
世
界
の
た
め
の
基
礎
に

な
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
と
説
く
︒
そ
の
可
能
性
へ
の
歴
史

的
・
理
論
的
探
索
が
こ
の
本
の
目
的
で
あ
る
︒

　
こ
の
本
は
︑
序
章
︑
本
文
の
七
章
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
な
る
︒
第
一
章

﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
超
越
性
の
危
機
﹂
は
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
危
機
と
は

何
か
を
説
明
し
︑
普
遍
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
問
題
と
そ
れ
へ
の
探
求
︑
ア
ジ
ア

社
会
に
お
け
る
そ
の
探
求
の
事
例
を
紹
介
す
る
︒
ア
ジ
ア
︑
特
に
中
国
の
上

昇
と
と
も
に
ア
ジ
ア
の
学
者
が
︑
近
代
的
な
普
遍
主
義
よ
り
も
っ
と
公
正
な

世
界
像
の
構
築
に
値
す
る
超
越
的
な
知
的
資
源
を
土
着
の
伝
統
か
ら
探
し
出

そ
う
し
て
い
る
︒
本
章
は
こ
の
﹁
ポ
ス
ト
西
洋
の
近
代
﹂（post-W

estern 

m
odernity

）
に
お
け
る
超
越
性
の
可
能
性
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
︒

第
二
章
﹁
循
環
的
歴
史
と
競
争
的
歴
史
﹂
は
︑
国
民
国
家
単
位
の
近
代
化
記

述
の
中
心
概
念
﹁
主
権
﹂（sovereignty

）
を
批
判
す
る
た
め
︑﹁
循
環
的
歴

史
﹂
概
念
を
導
入
す
る
︒
前
近
代
の
歴
史
記
述
は
︑
普
遍
的
あ
る
い
は
宇
宙

論
的
な
時
間
と
の
関
係
性
を
持
ち
な
が
ら
差
異
と
論
争
を
包
摂
し
た
が
︑
近

代
に
な
り
競
争
的
排
他
的
な
国
民
国
家
の
直
線
的
（linear

）
な
歴
史
記
述
が

主
流
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
直
線
的
な
記
述
は
︑
前
近
代
社
会
を
可
能
に

し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
循
環
性
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
︒

　
第
三
章
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
歴
史
的
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
は
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
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テ
ィ
の
危
機
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
今
ま
で
規
範
的
で
あ
っ
た
西
洋
モ
デ
ル

の
資
本
主
義
を
頂
点
と
す
る
近
代
化
理
論
（m

odernization theory

）
を
相
対

化
し
つ
つ
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
近
代
の
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
と
い
う
分
析
概
念
を
導
入
す

る
︒﹁
ロ
ジ
ッ
ク
﹂
と
は
歴
史
変
化
の
パ
タ
ン
で
あ
り
︑
資
本
︑
政
治
シ
ス
テ

ム
︑
文
化
と
の
三
種
類
が
あ
る
︒
資
本
は
一
番
強
い
ロ
ジ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ

が
ち
だ
が
︑
こ
の
三
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
つ
︒

脱
地
域
性
を
持
ち
︑
あ
ら
ゆ
る
境
界
を
越
え
て
市
場
と
資
源
を
探
し
出
す
の

は
資
本
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
︑
今
日
の
資
本
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
国
民

国
家
の
世
界
シ
ス
テ
ム
を
再
空
間
化
し
て
い
る
︒
国
民
国
家
に
埋
め
込
ん
で

い
る
政
治
ロ
ジ
ッ
ク
は
︑
主
権
と
世
界
的
無
秩
序
状
態
と
の
テ
ン
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
︒
文
化
ロ
ジ
ッ
ク
は
︑
組
織
化
さ
れ
た
超
越
性
に

基
づ
く
﹁
文
明
﹂
と
﹁
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂︑
そ
し
て
気
づ
か
れ
て
い
な
い
循

環
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
間
の
動
き
を
指
し
て
い
る
︒
冷
戦
後

の
資
本
は
国
民
国
家
の
政
治
ロ
ジ
ッ
ク
と
文
化
ロ
ジ
ッ
ク
を
飲
み
込
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
公
と
私
の
パ
ー
ト
ナ
シ
ッ
プ
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ

デ
ィ
ア
︑
市
民
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
な
ど
の
新
た
な
社
会
文
化
的
な

動
き
か
ら
︑
三
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
様
式
が
生
ま
れ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
と
予
測
し
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
対
話
的
超
越
性
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
性
﹂
で
は
︑
こ
の
本
の

最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
﹁
対
話
的
超
越
性
﹂（dialogical transcendence

）
が

披
露
さ
れ
る
︒
ド
ゥ
ア
ラ
は
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
超
越
性
の
伝
統
を
︑
絶
対
的

な
一
神
教
の
創
造
神G

od

の
観
念
に
基
づ
い
た
﹁
極
端
な
超
越
性
（radical 

transcendence

）﹂
と
し
︑
複
数
性
（plurality

）
を
持
つ
内
在
的
で
︑
多
神
的
︑

汎
神
的
な
宗
教
実
践
と
織
り
交
ぜ
て
い
た
対
話
的
超
越
性
と
を
区
別
す
る
︒

対
話
的
超
越
性
で
は
真
理
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
分
節
化
の
共
存
が
許
さ

れ
て
い
た
︒
そ
の
共
存
は
討
論
と
論
争
︑
互
い
の
無
視
︑
相
互
的
﹁
借
用
﹂

な
ど
の
形
で
実
現
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
章
は
ア
ジ
ア
の
対
話
的
超

越
性
の
伝
統
︑
ま
た
各
種
の
個
人
と
身
体
的
修
養
実
践
と
技
法
と
そ
の
哲
学

的
教
義
面
で
の
特
徴
を
紹
介
し
︑
こ
れ
ら
の
特
徴
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の

関
係
を
検
討
す
る
︒

　
第
五
章
﹁
中
華
文
化
圏
に
お
け
る
対
話
的
超
越
性
と
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
﹂
は
︑
世
俗
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
制
度
化
さ
れ
る
前
の
中
国
民

間
宗
教
の
対
話
的
超
越
性
を
考
察
す
る
︒
中
国
史
に
お
い
て
は
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
超
越
性
に
よ
る
宗
教
的
な
衝
突
は
な
か
っ
た
が
︑
対
話
的
超
越
性
の
分
節

化
の
一
つ
は
︑
国
家
と
エ
リ
ー
ト
階
層
対
民
間
宗
教
の
競
争
で
あ
っ
た
︒
こ

の
垂
直
的
な
区
分
は
︑
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
超
越
性
を
特
徴
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

を
モ
デ
ル
に
し
た
世
俗
化
理
論
で
は
理
解
で
き
ず
︑
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
の

ほ
う
が
多
い
︒

　
第
六
章
﹁
世
俗
主
義
と
超
越
性
の
往
来
（traffic

）﹂
は
第
五
章
で
提
起
さ

れ
た
世
俗
化
の
問
題
を
念
頭
に
︑﹁
往
来
﹂
と
い
う
概
念
を
利
用
し
て
ア
ジ
ア

に
お
け
る
世
俗
化
の
過
程
を
考
え
る
︒
ド
ゥ
ア
ラ
に
よ
る
と
︑
往
来
に
は
二

つ
の
面
が
あ
り
︑
一
つ
は
世
俗
を
作
り
出
す
過
程
で
宗
教
に
関
す
る
特
性
と
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特
徴
の
循
環
的
な
社
会
的
再
分
配
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
近
代
政
治
の
要
素

の
新
た
に
構
成
さ
れ
た
宗
教
へ
の
移
転
と
の
こ
と
︒
近
代
ア
ジ
ア
史
の
中
で

は
︑
超
越
性
と
宗
教
の
他
の
要
素
は
た
だ
消
失
し
て
い
く
で
は
な
く
︑
多
く

は
異
な
っ
た
空
間
と
制
度
に
転
移
し
た
の
だ
︒﹁
往
来
﹂
概
念
を
利
用
し
た
ア

ジ
ア
の
世
俗
化
に
た
い
す
る
考
察
は
︑
今
日
の
世
界
で
如
何
に
超
越
性
を
再

想
像
で
き
る
か
を
考
え
る
た
め
に
示
唆
的
で
あ
る
︒

　
第
七
章
﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る
循
環
地
域
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹂
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
の
地
域
化
を
考
察
し
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
と
戦
略
競
争
に
よ
る
地
域
主
義
（regionalism

）
か
ら
循
環
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
で
新
た
な
可
能
性
を
読
み
出
す
︒
Ｅ
Ｕ
︑
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
︑
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
地
域
主
義
は
相
互
依
存
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
の
コ
モ
ン
ズ
︱
︱
生
命
に
不
可
欠
な
資
源
で
︑
い
か
な
る
私
的

な
個
体
・
国
民
に
よ
っ
て
も
独
占
で
き
な
い
も
の
︱
︱
を
共
同
管
理
す
る
考

え
を
も
た
ら
し
た
︒
ド
ゥ
ア
ラ
氏
は
︑
地
域
主
義
が
︑
不
安
定
な
が
ら
増
強

し
て
い
く
国
民
国
家
的
富
の
グ
ロ
ー
バ
ル
的
源
泉
と
国
民
国
家
的
問
題
の
グ

ロ
ー
バ
ル
的
源
泉
と
を
仲
介
す
る
空
間
と
な
る
こ
と
を
可
能
性
と
し
て
期
待

し
て
い
る
︒




