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ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
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精
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が
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一
九
五
六
年
二
月
の
第
二
〇
回
党
大
会
に
お
け
る
党
第
哺
書
記
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
は
．
そ
れ
が
党
大
会
の
終
幕
に
お
い
て
突

然
に
、
し
か
も
非
公
開
の
形
式
で
発
表
さ
れ
た
事
実
か
ら
も
窺
知
れ
る
よ
う
に
．
直
接
的
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
に
よ
つ
て
あ
ら
わ
に
な
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

ク
レ
ム
リ
ソ
内
的
な
権
力
闘
争
の
所
産
で
あ
り
、
か
か
る
闘
争
に
お
け
る
決
定
的
な
勝
利
を
収
め
ん
が
た
め
の
企
函
で
あ
つ
た
が
．
本
質
的
に

は
、
一
九
一
七
年
に
は
じ
ま
つ
て
今
日
に
至
る
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
全
過
程
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
素
材
で
あ
る
．
四

〇
年
に
わ
た
る
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
主
義
の
発
展
は
、
こ
の
発
展
の
根
幹
を
な
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
的
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
独
裁
に
た
い
す
る
体
制
内
的
な
超

克
を
既
に
要
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
こ
の
批
判
に
よ
つ
て
、
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
は
ス
タ
ー
リ
ソ
を
不
可
侵
の
指
導

者
不
可
謬
な
権
威
者
と
す
る
聴
拝
的
な
追
従
の
呪
縛
と
政
治
的
な
沈
滞
か
ら
よ
う
や
く
に
し
て
解
放
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
『
雪
解
け
』
の
現
象
の

出
現
で
あ
る
．

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
『
雪
解
け
』
は
．
ス
タ
ー
リ
ン
乃
至
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
た
い
す
る
徹
底
し
た
究
明
と
自
由
な
批
判
を
許
容
す
る
も
の

　
　
　
ス
タ
馨
リ
γ
に
よ
る
レ
a
昌
ソ
主
義
的
民
盤
理
諭
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
一
二
鱒
五
》



　
　
　
　
ス
タ
ー
リ
ソ
に
よ
る
レ
犀
昌
γ
主
義
的
民
族
理
詮
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
ニ
ニ
ニ
○

で
は
な
か
つ
た
。
プ
ロ
シ
タ
リ
ァ
独
裁
の
歴
史
的
連
続
性
の
保
持
と
理
論
的
正
当
性
の
確
保
と
い
う
こ
の
体
制
独
自
の
原
理
的
な
要
講
と
、
党
な

ら
び
に
国
家
の
最
高
指
導
者
の
意
識
し
た
現
実
的
な
要
求
と
が
依
然
強
く
作
用
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
故
に
ス
タ
…
リ
ン
ヘ
の
言
及
に
は
常
に
暖

昧
さ
と
不
徹
底
、
き
が
つ
き
ま
と
つ
て
い
る
o
し
か
も
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
つ
て
解
か
れ
た
ス
タ
ー
リ
堵
に
た
い
す
る
批
判
と
評
価
は
．
第
ニ
ニ
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

党
大
会
を
最
下
降
点
と
し
、
そ
の
後
に
あ
つ
て
は
．
特
に
理
論
的
な
面
に
お
け
る
彼
の
功
績
の
強
調
と
擁
護
と
い
つ
た
上
昇
の
傾
向
す
ら
認
め
ら

れ
る
．
し
か
ら
ぱ
か
か
る
解
釈
乃
至
評
価
は
民
族
問
題
に
関
す
る
彼
の
所
説
に
お
い
て
、
果
し
て
妥
当
す
る
で
お
ろ
う
か
。
か
つ
て
は
彼
が
レ
ー

ニ
シ
主
義
的
民
族
理
論
の
第
一
人
者
と
み
な
さ
れ
．
ま
た
彼
の
理
論
的
な
業
績
が
民
族
理
論
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
フ
ル
シ
チ
ョ
7
．
の
非
難
攻
撃
も
彼
の
民
族
政
策
、
し
か
も
晩
年
の
政
策
に
の
み
限
定
さ
れ
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
民
族
理
論
に
は
あ
え
て
及
ん

で
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
．
共
産
主
義
社
会
の
建
設
を
当
面
の
課
題
と
す
る
今
日
の
ソ
連
に
お
い
て
．
民
族
が
政
治
上
・
国
家
行
政
上
特
殊
に
考
慮
さ
れ
た

社
会
的
範
疇
で
あ
り
続
け
て
い
る
現
実
と
も
関
連
し
て
、
本
稿
は
、
ス
タ
ー
リ
γ
に
よ
る
レ
ー
ニ
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
考
察
す

る
。

（
1
》
　
第
二
〇
回
党
大
会
に
お
い
て
フ
ル
シ
チ
3
フ
が
ス
タ
ー
リ
ソ
に
批
判
を
加
え
る
秘
密
演
説
を
行
つ
た
事
実
は
．
そ
の
部
分
的
な
内
容
と
と
も
に
．
す
で
に
三
月
一
〇

　日

ご
ろ
か
ら
モ
ス
ク
ワ
情
報
と
し
て
外
国
通
信
社
に
よ
り
報
道
さ
れ
て
い
た
が
．
現
在
に
至
る
ま
で
党
は
こ
の
秘
密
演
説
の
存
在
し
た
が
つ
て
ま
た
そ
の
全
文
を
正
式
に

　
は
公
け
に
し
て
は
い
な
い
．
し
か
し
秘
密
演
説
の
存
在
ぱ
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
一
九
五
六
年
七
月
二
日
の
『
ブ
ラ
ウ
ダ
』
紙
に
発
表
さ
れ
た
『
六
月
三

〇
日
の
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
の
決
議
』
に
よ
つ
て
も
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
秘
密
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
．
一
九
五
六
年
六
月
四
β
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
国
務
省
が
『
機
密
の
筋
』
か
ら
入
手
し
て
発
表
し
た
二
月
二
五
日
の
彼
の
演
説
の
「
訳
文
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
国
務
省
は
発
表
に
あ

　
た
り
、
そ
の
『
真
偽
の
ほ
ど
は
保
証
し
な
い
』
と
付
言
し
て
い
る
示
．
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ソ
連
側
か
ら
の
応
答
が
今
日
に
至
る
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
．
ま
た
こ

　
の
「
訳
文
』
が
伝
え
る
演
説
の
内
容
に
は
捏
造
を
許
さ
な
い
素
材
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
．
最
早
、
真
偽
を
問
う
余
地
の
な
い
も
の
と
見
敬
さ
れ
て
い

　
る
。
な
お
こ
の
秘
密
演
説
の
全
文
は
種
々
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
寄
里
彗
ぎ
豊
言
密
9
Ω
旨
響
9
魯
q
岳
奉
邑
ξ
（
巴
y
弓
冨
｝
冒
謡
あ
言
一
ぎ
身
昌
冨
一
磐

　
p
且
ぢ
霊
轟
農
ざ
冨
一
9
薫
ぢ
当
ぜ
タ
這
密
　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
に
よ
つ
た
。
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q
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彗
畠
り
集
逡
甘
一
ぎ
鍔
の
・
の
．
罰
‘
這
2
．
箸
●
鱒
刈
O
融

O
挙
芦
浮
ぴ
譲
鐸
寓
o
月
量
詠
曾
§
o
℃
3
召
琴
o
き
3
田
民
皇
ξ
薫
。
。
器
の
．
．
民
自
昌
葭
9
．
、
2
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」
」
8
ド

　
レ
ー
昌
ソ
の
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
は
．
一
九
〇
三
年
に
、
主
と
し
て
は
一
九
二
一
一
年
か
ら
一
九
一
．
六
年
の
間
膜
ま
た
革
命
後
に
も
若

干
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
こ
の
問
題
を
一
般
的
抽
象
的
に
で
は
な
く
．
あ
く
ま
で
歴
史
的
具
体
的
に
考
察
し
た
。
無
論
、
そ
の
間
に
は
民
族

問
題
自
体
が
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
理
論
上
の
発
展
を
た
ど
る
二
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
．
原
理
的
に
は
．
一
九
一
七
年
の
革
命
以
前
に
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
》

に
完
成
さ
れ
て
い
た
亡
い
つ
て
差
支
え
な
い
。
し
か
ら
ば
彼
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
所
説
は
い
か
に
整
理
で
ぎ
る
か
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
側

面
に
お
い
て
．
ま
ず
．
．
要
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
一
、
　
ロ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
の
戦
術
的
観
点
か
ら
す
る
被
抑
圧
民
族
へ
の
接
近
　
　
ロ
シ
ア
帝
国
の
全
人
口
の
過
半
数
以
上
が
非
大

ロ
シ
ア
的
な
．
す
な
わ
ち
被
抑
圧
的
な
諸
少
数
民
族
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
彼
等
は
主
と
し
て
帝
国
の
周
辺
地
域
に
居
住
し
て
い

る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
彼
等
の
民
族
運
動
が
存
在
し
、
ま
た
激
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
も
そ
も
民
族
と
は
資
本
主
義
社
会
の
所
産
で
あ
り
．
民
族
国

家
の
形
成
へ
と
志
向
す
る
民
族
運
動
が
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
資
本
主
義
の
初
期
的
な
段
階
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
．
い
わ
ば
世
界
史
的
な
法

則
で
あ
つ
て
．
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
運
動
の
存
在
も
そ
の
歴
史
的
発
展
段
階
か
ら
し
て
必
然
で
あ
る
が
．
か
か
る
必
然
性
の
認
識
は
民
族
運
動

の
支
持
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
約
束
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
民
族
的
な
意
識
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ

り
．
し
た
が
つ
て
理
論
的
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
つ
て
は
当
然
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
被
抑
圧
民
族
の
結
集
さ
れ
た
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
民
族
運
動
が
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
に
、

有
利
な
局
面
へ
の
展
開
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
運
動
を
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
を
理
由
と
し
て
直
ち
に
現
実
に
も
否
定
し
去
る

　
　
　
　
ス
タ
2
リ
ソ
に
よ
る
シ
ー
昌
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
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い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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七
）



　
　
　
λ
タ
ー
鋳
ソ
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レ
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轟
ソ
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継
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に
ウ
い
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五
八
　
　
ニ
ニ
一
八
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
｝

こ
と
は
、
真
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
勿
論
被
抑
圧
民
族
が
『
民
族
の
牢
獄
』
的
な

既
存
の
体
制
の
強
力
な
敵
対
者
で
あ
る
こ
と
．
ず
な
わ
ち
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
同
盟
者
た
り
得
る
資
格
・
可

能
性
を
充
分
に
備
え
て
い
る
こ
と
は
．
一
見
し
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
可
能
性
の
現
実
化
に
は
、
い
い
か
え
る
と
嘱
シ
ア

に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
達
成
の
た
め
の
戦
術
的
な
手
段
と
し
て
被
抑
圧
民
族
を
利
用
す
る
に
は
．
い
か
な
る
主
体
的
な
条
件
を
革
命
的
プ
・
レ

タ
リ
ア
ー
手
は
み
た
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
か
。

　
二
．
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
同
権
と
自
決
権
の
承
認
』
を
原
則
と
す
る
民
族
綱
領
の
提
示
　
　
被
抑
圧
民
族
を
同
盟
者
と
な
し
得
る
た
め
に
ま
ず

要
求
さ
れ
る
不
可
欠
な
条
件
は
．
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
．
彼
等
が
現
に
追
求
し
て
い
る
価
値
の
肯
定
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
、
被
抑
圧

民
族
と
は
い
え
彼
等
の
民
族
的
な
意
識
も
本
質
に
お
い
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
り
．
階
級
闘
争
の
貫
徹
を
任
務
と
し
．
社
会
主
義
革
命
の
達
成

を
課
題
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
意
識
と
は
対
立
・
背
反
の
関
係
に
あ
る
。
民
族
プ
冒
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
統
一
・
階
級
的
連
帯
性
の
保

持
と
強
化
こ
そ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
無
条
件
に
遵
守
す
べ
き
原
則
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
民
族
運
動
の
追
求
す
る
価
値
の
肯
定
が
．
こ
の
運

動
の
戦
術
的
な
手
段
侮
に
不
可
欠
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
革
命
的
プ
冒
》
タ
リ
ア
ー
ト
の
主
体
性
と
階
級
的
利
益
を
完
全
に
保

証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
民
族
運
動
の
現
に
追
求
し
て
い
る
い
か
な
る
価
値
ー
い
か
な
る
民
族
運
動
の
み
が
肯
定
で
き
る
か
．
ま

ず
疑
い
も
な
く
明
ら
か
な
こ
と
は
、
被
抑
圧
民
族
の
歴
史
必
然
的
な
要
求
は
民
主
主
義
の
一
般
的
要
求
の
部
分
で
あ
る
民
族
の
平
等
と
自
由
、
別

言
す
る
と
同
権
と
自
決
権
の
承
認
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
戦
術
的
な
意
図
か
ら
す
る
『
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
同
権
と
自
決
権
の
承

（
3
》

認
』
を
原
則
と
し
た
民
族
綱
領
の
提
示
、
同
権
と
自
決
権
の
承
認
を
要
求
す
る
民
族
運
動
の
戦
術
的
な
利
用
は
果
し
て
許
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

の
か
．

　
革
命
的
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
民
族
運
動
の
戦
術
的
な
利
用
・
手
段
化
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
因
る
影
響
乃
至
は
結
果
の
測
定

ー
民
族
運
動
し
た
が
つ
て
被
抑
圧
民
族
の
民
族
的
な
意
識
の
手
段
的
な
限
界
を
こ
え
た
発
展
と
存
続
の
恐
れ
の
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
目
的
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

手
段
と
の
適
合
性
の
存
在
が
実
は
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
『
あ
ら
ゆ
る
民
族
の

同
権
と
自
決
権
の
承
認
』
と
い
う
綱
領
は
、
個
別
的
な
問
題
に
た
い
す
る
現
実
主
義
的
な
思
考
・
特
定
の
民
族
運
動
も
し
く
は
民
族
的
意
識
の

積
極
的
な
形
式
で
の
戦
術
的
利
用
と
い
う
当
面
の
要
求
の
み
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ず
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
に
か
ん
す

る
理
論
的
な
考
察
、
す
な
わ
ち
民
族
的
抑
圧
の
排
除
．
民
族
相
互
の
不
信
と
反
目
の
解
消
、
民
族
の
接
近
と
融
合
の
促
進
の
た
め
の
政
策
理
論
か

ら
の
要
請
に
よ
つ
て
底
礎
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
同
権
と
自
決
権
の
承
認
』
と
い
う
綱
領
上
の
原
則

が
、
民
族
問
題
解
決
の
た
め
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
独
裁
の
政
策
上
の
原
則
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
綱
領
の
現
実
的
・
戦
術
的
な
意
義
は
さ
ら

に
拡
大
さ
れ
倍
加
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
被
抑
圧
民
族
の
運
動
の
展
開
さ
れ
て
い
る
基
盤
．
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
お

か
れ
た
民
族
状
況
は
大
ロ
シ
ア
的
排
外
主
義
と
非
大
ロ
シ
ァ
的
少
数
民
族
の
民
族
主
義
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
、
民
族
的
な
相
互
不
信
と
反
目
に
よ

つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
反
動
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
り
大
ロ
シ
ァ
的
排
外
主
義
と
黒
百
人
組
的
民
族
主
義
は
故
意
に
助
長
さ

れ
、
そ
の
結
果
階
級
的
意
識
に
代
つ
て
民
族
的
意
識
が
強
く
前
面
に
押
出
さ
れ
、
階
級
的
な
対
立
は
民
族
的
な
対
立
に
よ
つ
て
ま
す
ま
す
隠
蔽
さ

れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
果
し
て
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
民
族
運
動
の
戦
術
的
利
用
は
理
論
的
に
許
さ
れ
る
か
。
民
族
的
な
抑
圧

の
除
去
．
不
信
と
反
目
の
解
消
・
接
近
と
融
合
の
達
成
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
が
、
こ
こ
に
提
起
さ
れ
る
。

　
三
　
社
会
主
義
革
命
の
一
環
と
し
て
の
民
族
問
題
の
解
決
　
　
民
族
間
題
の
解
決
は
本
来
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
責
任
で
あ
り
．
民
主
主
義
革

命
に
よ
つ
て
可
能
で
あ
つ
た
。
歴
史
的
事
実
が
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
軍
国
主
義
の
増
大
、
戦
争
の
頻
発
、
反
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

の
強
化
、
民
族
的
抑
圧
お
よ
び
植
民
地
略
奪
の
強
化
と
拡
大
』
を
不
可
避
と
す
る
帝
国
主
義
的
段
階
に
お
い
て
は
、
民
族
問
題
を
根
源
的
に
解
決

す
る
こ
と
．
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
民
族
的
な
抑
圧
を
排
除
し
て
不
信
と
反
目
を
解
消
し
．
民
族
的
な
接
近
と
融
合
を
実
現
す
る
こ
と
は
資
本
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
る
　
　
う

義
の
体
制
内
に
お
い
て
は
最
早
不
可
能
で
あ
る
。
民
族
問
題
の
解
決
に
は
『
民
族
的
抑
圧
を
駆
逐
す
る
た
め
の
経
済
的
前
提
、
す
な
わ
ち
久
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

以
前
か
ら
知
ら
れ
．
ま
た
論
争
の
余
地
の
な
い
も
の
と
な
つ
て
い
る
も
の
』
の
成
立
、
い
い
か
え
る
と
社
会
主
義
の
実
現
こ
そ
が
不
可
欠
で
あ

　
　
　
　
ス
タ
婁
リ
ソ
に
よ
る
レ
ー
昌
ン
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
＝
二
九
｝



　
　
　
ズ
タ
ー
サ
ソ
に
ょ
る
レ
ー
昌
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
一
二
二
〇
）

る
．
『
し
か
し
社
会
主
義
は
経
済
に
基
礎
を
置
く
と
は
い
え
、
す
べ
て
を
経
済
に
帰
着
さ
せ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
民
族
的
抑
圧
を
排
除
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ち
　
　
へ

る
た
め
に
は
土
台
ー
社
会
主
義
的
生
産
『
淋
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
土
台
の
上
に
．
さ
ら
に
民
主
主
義
的
な
国
家
組
織
、
民
主
主
義
的
な
軍

隊
、
そ
の
他
が
必
要
で
あ
る
。
資
本
主
義
を
社
会
主
義
へ
と
改
組
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
民
族
的
抑
圧
を
完
全
に
排
除
す

　
り
　
　
つ
　
　
う

る
可
能
性
を
つ
く
り
だ
す
。
こ
の
可
能
性
は
、
住
民
の
く
共
感
V
に
応
じ
た
国
境
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
．
分
離
の
完
全
な
自
由
に
至
る
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
ら

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
民
主
主
義
を
完
全
に
実
行
す
る
場
合
に
《
の
み
V
l
〈
の
み
〉
で
あ
る
i
現
実
性
に
転
化
す
る
。
こ
の
基
盤
の
上

で
、
今
度
は
、
極
く
僅
か
の
民
族
的
摩
擦
も
、
ご
く
僅
か
の
民
族
的
不
信
も
絶
対
に
排
除
す
る
こ
と
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
、
諸
民
族
の
す
み
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
覧
　
、
　
も
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か
な
接
近
と
融
合
が
生
れ
．
こ
の
融
合
は
国
家
の
死
滅
に
よ
つ
て
完
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
で
あ
る
」
。
勿
論
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
独
裁
の
権
力
が
民
族
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
の
前
記
の
よ
う
な
理
論
的
要
請
を
拒
否
す
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
乏
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
民
族
問
題
は
社
会
主
義
革
命
の
一
環
と
し
て
の
み
解
決
が
可
能
で
あ
り
．
ま
た
そ
れ
故
に
社
会
主
義
革
命
達
成
の
た
め
の
民
族
運
動
の
戦
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

的
な
手
段
化
は
、
理
論
的
に
充
分
許
容
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
『
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
同
権
と
自
決
権
の
承
認
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
う
　
　
ヤ

と
い
う
民
族
綱
領
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
も
し
す
ぺ
て
の
純
民
主
主
義
的
要
求
が
．
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
：
の
権
力
の
基
礎
に
た
い
し
て

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
強
襲
が
す
で
に
は
じ
ま
つ
た
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
．
あ
る
意
味
で
は
革
命
を
妨
害
す
る
役
割
を
演
ず
る
恐
れ
が
あ
る
と
し

　
　
　
へ

て
も
．
全
被
抑
圧
民
族
の
自
由
ー
す
な
わ
ち
彼
等
の
自
決
権
ー
を
宣
言
し
実
現
す
る
必
要
は
．
社
会
主
義
革
命
に
お
い
て
緊
急
な
も
の
と
な

　
　
　
　
（
9
｝

る
で
あ
ろ
う
』
。

　
．
以
上
、
民
族
に
か
ん
す
る
レ
ー
一
一
ソ
の
所
説
を
三
つ
の
側
面
か
ら
紹
介
し
た
。
無
論
．
こ
れ
ら
の
側
面
は
相
互
に
分
断
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
民
族
の
「
同
権
と
自
決
権
の
承
認
』
と
い
う
綱
領
・
「
分
離
の
完
全
な
自
由
に
至
る
ま
で
」
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
民
主
主
義
の
完
全

な
実
行
と
い
う
原
則
は
．
レ
ー
二
γ
に
お
い
て
は
．
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
理
論
と
実
践
の
結
合
の
表
現
で
あ
つ
た
。
民
族
問
題
の
解
決
を
社
会

主
義
革
命
の
一
環
と
し
て
認
識
し
、
民
族
に
か
ん
す
る
完
全
な
民
主
主
義
の
プ
・
レ
タ
リ
ァ
独
裁
権
力
に
よ
る
実
行
を
確
信
し
て
、
そ
こ
に
民
族



問
題
に
か
ん
す
る
実
践
上
の
原
則
が
定
立
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
認
識
と
は
社
会
主
義
に
よ
る
民
族
的
抑
圧
の
自
然
必
然
的
な
解
消

を
、
ま
た
そ
の
確
信
と
ぱ
レ
ー
呂
ソ
的
民
族
理
論
の
要
請
に
た
い
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
権
力
の
忠
誠
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

レ
置
昌
ソ
は
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
民
族
的
な
接
近
と
融
合
の
必
然
的
な
進
行
を
予
測
し
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
レ
ー
昌
ン
の
定
立
す
る
民
族

政
策
は
民
族
に
か
ん
す
る
民
主
主
義
『
同
権
と
自
決
』
を
原
則
と
し
、
大
ロ
シ
ア
排
外
主
義
に
た
い
し
て
は
鋭
く
敵
対
的
で
あ
る
反
面
、
非
大
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
V

シ
ア
的
少
数
民
族
・
被
抑
圧
民
族
の
民
族
的
な
意
識
に
た
い
し
て
は
妥
協
的
・
説
得
的
で
あ
り
．
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
基
調
と
し
て
い
る
。
勿

論
．
レ
ー
晶
ン
は
民
族
的
利
益
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
的
利
益
に
従
属
す
べ
き
こ
と
の
教
示
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

国
際
主
義
の
原
則
・
社
会
主
義
革
命
の
第
輔
義
性
は
繰
返
え
し
指
摘
さ
れ
、
ま
た
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
》

昌
γ
の
民
族
理
論
嫡
被
抑
圧
民
族
の
民
族
的
な
意
識
に
た
い
す
る
説
得
・
寛
容
を
民
族
政
策
の
基
調
た
ら
し
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
民
族

の
政
策
原
則
1
ー
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
民
族
の
原
理
は
、
社
会
主
義
の
一
般
的
な
政
策
原
則
ー
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
社
会
主
義
の
原
理
に

従
属
さ
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
原
則
も
し
く
は
原
理
と
し
て
の
自
立
性
と
貫
徹
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
民
族
問
題
は
ま
ず
党
組
織
上
の
閥
題
と
し
て
現
わ
れ
た
（
一
九
〇
三
年
の
『
ブ
ソ
ボ
の
声
明
に
か
ん
し
ぎ
）
が
。
党
組
織
に
お
い
て
は
プ
・
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義

　
の
原
則
の
貫
徹
が
容
易
で
も
あ
つ
た
た
め
に
．
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
く
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
党
綱
領
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の

　
理
論
的
な
発
言
と
し
て
は
一
九
〇
三
年
の
『
ア
ル
メ
ニ
ア
祉
会
民
主
主
義
者
の
宣
言
に
つ
い
て
』
が
あ
る
）
は
．
第
一
次
大
戦
直
前
の
ロ
シ
ア
内
外
に
お
け
る
民
族
主
義

運
動
の
昂
揚
と
と
も
に
急
速
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
理
論
的
・
実
践
的
な
関
心
を
引
く
に
至
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
レ
ー
昌
ン
の
見
解
は
主
に
テ
ー
ゼ
も

　
し
く
は
論
争
の
形
式
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
彼
は
綱
領
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
を
一
九
一
六
年
以
前
に
あ
つ
て
は
民
主
主
義
革
命
と
の
関
連
に
お
い
て
．
そ

　
れ
以
後
に
あ
つ
て
は
社
会
主
義
革
命
と
の
関
連
に
お
い
て
取
扱
つ
て
い
る
が
．
原
理
的
に
は
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
彼
㊨
理
論
の
集
約
は
．
そ
の

　
裏
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
．
輔
九
一
六
年
の
論
文
「
自
決
に
か
ん
す
る
討
論
の
決
算
』
』
に
求
め
ら
れ
る
。

（
2
）
敵
の
戦
力
に
た
い
す
る
自
己
の
戦
力
の
相
対
的
優
位
の
獲
得
と
い
う
い
わ
ば
戦
術
的
な
観
点
か
ら
す
る
被
卸
圧
民
族
へ
の
接
近
・
利
用
の
緊
急
必
要
性
に
つ
い
て
．

　
彼
ぱ
．
必
ず
し
も
直
線
的
直
接
的
で
は
な
い
が
、
随
所
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
帝
国
主
義
の
も
と
に
お
け
る
民
族
的
抑
圧
の
強
化
は
、
社
会
昆
主
党
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
と
つ
て
は
．
民
族
の
分
離
の
た
め
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
い
わ
ゆ
る
《
空
想
的
》
な
闘
争
を
放
棄
す
る
よ
う
に
条
件
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
こ
の

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
基
盤
の
上
で
も
発
生
す
る
諸
衝
突
を
．
大
衆
行
動
の
た
め
の
．
な
ら
び
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
た
い
す
る
革
命
的
行
動
の
た
め
の
機
縁
と
し
て
、
強
力
に
利
用
す
る
よ
う

　
　
　
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
レ
ー
昌
ン
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
轍
　
　
（
コ
㈲
二
齢
》



　
　
　
ス
タ
ー
リ
ソ
に
よ
る
レ
ー
昌
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
二
　
　
（
一
二
二
二
）

　
に
条
件
づ
け
る
も
の
で
あ
る
』
（
レ
ー
晶
ソ
全
集
．
第
二
二
巻
．
O
」
麓
乙
六
八
頁
。
な
お
．
頁
を
示
す
算
用
数
字
は
『
B
・
N
・
レ
基
ニ
ソ
全
集
』
〔
ソ
連
邦
共
産
党
中

央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
8
レ
i
。
り
研
究
所
編
〕
の
第
四
版
璽
ま
た
和
数
字
は
マ
ル
ク
ス
ー
レ
ー
昌
ン
主
義
研
究
所
『
レ
ー
昌
ソ
全
集
刊
行
委
員
会
』

訳
『
レ
『
呂
ソ
全
集
』
の
そ
れ
で
あ
る
》
と
い
う
．

《
3
）
　
一
九
〇
三
年
の
『
ア
ル
メ
晶
ア
社
会
主
義
者
の
宣
言
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
す
で
に
彼
は
β
シ
ア
の
す
べ
て
の
社
会
民
主
主
義
者
が
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
二
つ
の
基
本
原
則
が
あ
る
…
…
そ
の
第
一
は
、
－
…
政
治
的
な
ら
び
に
市
民
的
自
由
と
完
全
な
同
権
の
要
求
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
国
家
を
構
成
す
る
各
民
族
に

　
と
つ
て
の
β
決
権
の
要
求
で
あ
る
』
（
第
六
巻
．
P
器
鮮
三
三
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
は
そ
の
後
一
貫
し
て
変
つ
て
い
な
い
。
な
お
同
権
と
自
決
権
の

承
認
は
一
九
〇
三
年
の
第
二
回
党
大
会
に
お
い
て
民
族
綱
領
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
彼
に
よ
る
と
民
族
運
動
の
戦
術
的
利
用
し
た
が
つ
て
そ
の
た
め
に
と
ら
れ
る
ぺ
き
被
抑
圧
民
族
へ
の
好
意
的
な
姿
勢
は
．
勿
論
か
か
る
姿
勢
と
し
て
充
分
な
有
効
性

　
　
ず

　
を
備
え
る
と
同
時
に
・
そ
れ
に
よ
つ
て
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
罫
面
の
・
あ
る
い
は
将
来
に
お
け
る
危
険
性
乃
至
は
有
害
性
を
充
分
に
回
避
も
し
く
は
排
除
し
得
る
も
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
ら
ぱ
危
険
な
『
両
刃
の
劔
』
（
ン
ご
。
ぎ
～
ぎ
9
躍
3
夢
o
O
属
＄
該
8
亀
客
p
醤
0
9
馨
ざ
ぢ
器
も
砧
oo
）
と
も
い
う
べ
き
民
族
運
動
を

有
用
化
す
る
．
あ
る
い
は
有
用
化
し
得
ぬ
ま
で
も
無
害
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
．
－
こ
の
実
践
上
・
戦
術
上
の
問
題
へ
の
解
答
を
彼
は
．
民
族
問
題
一
般
の
理
論
的

　
究
明
を
通
し
て
得
た
．
し
た
が
つ
て
彼
の
民
族
理
論
は
特
殊
的
に
は
騨
シ
ア
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
戦
術
理
論
で
あ
る
と
と
も
に
．
一
般
的
に
は
民
族
に
か
ん
す
る

　
理
諭
と
も
な
つ
た
．

（
5
）

（
6
》

《
7
）

（
8
）

　
的
に
限
窟
さ
れ
て
い
る
．

（
9
）

（
m
）

　大衆は日々

の
経
験
か
ら
し
て
．

　
頁
）
．

　
れ
こ
れ
の
時
間
だ
け
少
く

　
『
国
家
の
民
主
的
構
成
が
分
離
の
完
全
な
自
由
に
近
け
れ
擢
近
い
ほ
ど
、

　
一
器
．

レ
ー
一
一
ン
全
集
．
第
二
二
巻
．
ρ
旨
ド
一
六
五
頁
．

同
書
．
第
二
二
巻
．
O
の
8
ド
三
七
四
頁
．

同
書
．
第
二
二
巻
、
O
』
目
り
三
七
八
頁
。

理
論
的
に
充
分
許
容
さ
れ
得
る
民
族
運
動
の
戦
術
的
な
利
用
い
い
か
え
る
と
そ
の
た
め
に
提
示
さ
れ
た
綱
領
の
い
う
「
同
権
と
自
決
権
』
．
就
中
『
自
決
権
』
は
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
民
族
自
決
一
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
ー
レ
ー
昌
ソ
主
義
の
一
断
面
ー
（
本
誌
、
第
三
三
巻
．
第
二
号
）
参
照
．

レ
ー
昌
ソ
全
集
．
第
二
二
巻
、
O
」
含
．
一
七
七
頁
。

『
経
済
上
の
進
歩
の
見
地
か
ら
し
て
も
．
大
衆
の
利
益
の
見
地
か
ら
し
て
も
大
国
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
』
（
第
二
二
巻
．
ρ
窃
㎝
二
六
九
頁
》
、
『
人
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
理
的
・
経
済
的
結
び
つ
き
の
意
義
や
、
巨
大
な
市
場
と
巨
大
な
国
家
の
強
み
を
よ
く
知
つ
て
い
る
』
（
第
二
二
巻
、
ρ
ω
潔
・
四
五
一

勿
論
祉
会
主
義
も
す
べ
て
の
条
件
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
大
国
主
義
を
主
張
す
る
。
し
か
も
「
社
会
主
義
の
も
と
で
大
国
と
い
う
こ
と
は
、
一
日
の
労
働
時
間
が
こ

　
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
ほ
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
日
の
賃
金
が
こ
れ
こ
れ
の
額
だ
け
多
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
』
（
第
ニ
ニ
巻
、
ρ
鶴
野
三
九
五
－
六
頁
）
の
で
あ
り
．
し
た
が
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
だ
け
実
践
上
．
分
離
の
欲
求
は
一
層
ま
れ
に
な
り
弱
く
な
る
の
で
あ
る
』
（
第
二
二
巻
、
9

　
一
六
九
頁
）
と
．
彼
は
強
調
し
て
い
る
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヨ
　
　
や
　
　
ロ
　
　
ヘ
　
　
ロ
　
　
う

．
（
U
）
　
た
と
え
ば
．
ヲ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
革
命
の
た
め
に
は
．
労
働
者
を
も
つ
と
も
完
全
な
民
族
的
平
等
と
同
胞
愛
の
精
神
で
．
長
期
に
わ
た
つ
て
教
育
す
る
こ
と
が

　
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
．
大
ロ
シ
ア
人
に
よ
つ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
完
全
な
平
等
と
自
決
権
と
を
．
真
に
断
固
と
し
て
．
一
貫
し
て
大
胆
に
革
命

　
的
に
擁
護
す
る
よ
う
に
．
大
衆
を
長
期
に
わ
た
つ
て
教
育
す
る
こ
と
が
．
他
な
ら
ぬ
大
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
利
益
の
見
地
か
ら
し
て
必
要
で
あ
る
』
（
第
二

　
一
巻
．
ρ
曽
9
九
七
頁
）
と
説
く
．

（
皿
）
　
『
人
類
は
．
被
抑
圧
階
級
の
独
裁
と
い
う
過
渡
期
を
通
じ
て
は
じ
め
て
階
級
の
廃
絶
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
が
．
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
．
人
須
が
諸
民
族
の
不
可

　
避
的
な
融
合
に
到
達
で
き
る
の
も
．
す
べ
て
被
抑
圧
民
族
の
完
全
な
解
放
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
民
族
の
分
離
の
自
由
と
い
う
過
渡
期
を
通
じ
て
の
み
の
こ
と
で
あ
る
』

　
（
第
二
二
巻
．
Ω
」
3
．
一
六
九
頁
）
と
。
す
な
わ
ち
被
抑
圧
民
族
に
た
い
す
る
彼
の
倫
理
的
な
意
識
を
無
視
し
て
は
。
彼
の
民
族
政
策
の
原
則
も
し
く
は
基
調
を
理
解
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
．

二

　
民
族
理
論
に
お
い
て
．
ス
タ
ー
リ
ソ
が
レ
ー
ニ
ン
の
忠
実
な
後
継
者
で
あ
つ
た
か
否
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
．
彼
が
比
較
的
長
期
に
わ

た
つ
て
理
論
的
な
関
心
を
持
続
け
た
問
題
の
一
つ
が
こ
の
民
族
問
題
で
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
一
九
一
三
年
に
は
論
文
『
マ

ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
』
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
理
論
的
業
績
も
あ
ず
か
つ
て
．
一
九
一
七
年
二
月
の
臨
時
労
農
政
府
発
足
の
際

に
は
．
民
族
問
題
会
議
議
長
と
し
て
そ
の
構
成
に
参
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ソ
ヴ
エ
ト
国
家
の
指
導
者
と
し
て
の
彼
の
経
歴
は
、
「
…
…
分
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
且
）

の
完
全
な
自
由
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
．
民
主
主
義
を
完
全
に
実
行
す
る
…
…
』
こ
と
を
要
求
し
た
レ
ー
ニ
ソ
の
民
族
理
論
の

要
請
に
た
い
す
る
直
接
の
、
し
か
も
最
高
の
応
答
責
任
者
と
し
て
は
じ
ま
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
レ
：
ニ
ン
の
民
族
理
論
の
要
請
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

し
て
．
彼
は
い
か
な
る
応
答
を
し
た
か
。
彼
の
責
任
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
一
九
二
三
年
の
第
一
二
回
党
大
会
へ
の
テ
！
ゼ
を
、
素
材
と
し
て
こ

の
点
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
ス
タ
ー
リ
ン
は
第
一
二
回
党
大
会
へ
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
．
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
が
民
族
問
題
の
正
し
い
解
決
の
鍵
を
ソ
ヴ
エ
ト
体
制
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
》

に
見
出
し
．
ま
た
こ
の
体
制
の
内
に
お
い
て
．
民
族
の
同
権
と
自
由
意
志
と
の
原
理
に
基
く
堅
固
な
多
民
族
国
家
を
組
織
す
る
道
を
開
い
た
」
と

　
　
　
　
ス
タ
ー
リ
ソ
に
詣
る
レ
ー
昌
ン
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
ニ
ニ
ニ
三
》



　
　
　
ス
タ
ー
リ
ソ
に
ょ
る
レ
婁
呂
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
一
二
二
四
）

確
認
し
て
後
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
す
る
。
「
民
族
問
題
の
正
し
い
解
決
の
鍵
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
完
全
に
且
つ
最
終
的
に

解
決
し
、
こ
の
解
決
を
具
体
的
。
実
践
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
解
決
を
成
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
十
月
革
命
に
よ
つ

て
提
起
さ
れ
た
民
族
綱
領
を
正
し
く
実
行
す
る
た
め
に
は
．
過
去
の
民
族
的
抑
圧
の
時
期
か
ら
の
遺
産
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
引
渡
さ
れ
た
障
害
、

そ
し
て
短
期
間
に
昧
一
撃
で
は
克
服
さ
れ
得
な
い
障
害
を
も
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
㎎
』
と
・
そ
し
て
大
ロ
シ
ア
的
排
外
主
義
の
残
存
物
、
諸

民
族
の
経
済
的
な
ら
び
に
文
化
的
な
不
平
等
と
少
数
民
族
的
民
族
主
義
の
残
存
物
が
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
に
贈
ら
れ
た
旧
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
の
遺
産
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
故
楓
．
社
会
主
義
革
命
の
成
立
は
民
族
問
題
解
決
の
可
能
性
、
い
わ
ば
鍵
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
ず
、
か
か
る
可
能

性
の
現
実
化
つ
ま
り
民
族
問
題
の
最
終
的
な
解
決
は
ツ
ヴ
エ
ト
権
力
の
責
任
に
お
い
て
果
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
認
識
・
叙
述
に
つ
い
て
は
．

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
レ
ー
ニ
ソ
の
民
族
理
論
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
お
い
て
忠
実
に
受
継
が
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
わ
け

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
．
ソ
ヴ
エ
ト
的
連
邦
制
の
原
理
が
民
族
の
『
同
権
と
自
由
意
志
』
的
結
合
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
す
な
わ
ち
「
自
決
」
も

し
く
は
「
分
離
』
で
は
な
く
、
あ
え
て
自
由
意
志
的
な
「
結
合
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
成
程
、
レ
ー
ニ
ソ
の
民

族
理
論
は
『
自
決
』
が
『
結
合
』
と
も
解
し
得
る
こ
と
を
決
し
て
こ
ば
ん
で
は
い
な
い
が
．
同
時
に
「
自
決
』
を
『
結
合
』
と
の
み
も
つ
ば
ら
に

解
す
べ
き
二
と
を
許
し
て
も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
レ
！
ニ
ソ
に
お
い
て
は
「
分
離
」
と
「
結
合
』
は
「
自
決
』
の
不
可
分
的
な
両
面
で
あ
つ

て
、
『
自
決
」
と
は
、
抑
圧
民
族
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
つ
て
は
「
分
離
の
自
由
」
を
、
ま
た
被
抑
圧
民
族
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
つ

て
は
『
結
合
の
自
由
』
を
意
味
す
る
と
教
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
既
述
し
た
よ
う
に
「
自
決
』
の
重
心
は
『
結
合
の
自
由
』
に
で
は
な
く
し
て

「
分
離
の
自
由
鷺
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
ス
タ
ー
リ
ソ
の
解
釈
は
レ
ー
ニ
ソ
の
規
定
す
る
「
自
決
』
の
一
面
的
な
解
釈
で
あ
つ
た
わ
け

　
　
（
5
》

で
あ
り
．
ま
た
か
か
る
一
面
的
な
解
釈
に
よ
つ
て
．
ソ
ヴ
エ
ト
的
連
邦
制
は
．
レ
ー
ニ
ソ
の
民
族
理
論
の
要
請
す
る
『
同
権
と
自
決
』
の
原
則
、

「
分
離
の
完
全
な
自
由
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
』
に
お
け
る
民
主
主
義
の
完
全
な
実
行
と
い
う
原
則
の
具
現
化
さ
れ
た
実
体
と
、
必
然
的



に
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
い
い
か
え
る
と
、
レ
ー
ニ
ン
の
定
立
し
た
民
族
政
策
に
か
ん
す
る
原
則
は
、
ソ
ヴ
エ
ト
的
連
邦
制
乃
至
は
ま
た

連
邦
制
的
統
治
機
構
の
制
度
的
な
次
元
に
お
い
て
定
着
・
形
骸
化
さ
れ
、
制
度
乃
至
は
機
構
の
機
能
的
な
次
元
へ
の
貫
徹
力
・
浸
透
力
を
全
く
奪

わ
れ
て
．
空
洞
化
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
リ
ン
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
革
命
の
達
成
に
奉
仕
し
た
か
つ
て
の
被
抑
圧
的
な
少
数

民
族
は
、
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
機
能
を
受
動
的
全
面
的
に
肯
定
す
る
以
外
の
民
族
と
し
て
の
政
治
的
発
言
を
、
制
度
的
に
も
理
論
的
に
も
許
さ
れ
な

　
　
　
　
　
（
6
》

く
な
つ
て
い
る
。

　
し
か
も
ま
た
、
彼
は
ソ
ヴ
エ
ト
的
連
邦
制
の
創
造
す
な
わ
ち
旧
ロ
シ
ア
帝
国
の
領
土
的
遺
産
の
忠
実
な
継
承
を
果
す
と
と
も
に
．
民
族
の
事
実

上
の
平
等
化
を
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
当
面
し
た
民
族
政
策
上
の
基
本
的
な
課
題
に
数
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
社
会
主
義
革
命
の
成
立
と
ソ
ヴ
エ

ト
連
邦
の
実
現
に
よ
り
民
族
の
同
権
は
す
で
に
実
現
さ
れ
た
と
は
い
え
、
経
済
的
な
ら
び
に
文
化
的
に
遅
れ
た
段
階
に
あ
る
民
族
は
権
利
を
行
使

す
る
た
め
の
充
分
な
手
段
と
可
能
性
を
備
え
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
民
族
の
事
実
上
の
平
等
化
ー
彼
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
「
遅
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
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た
民
族
に
た
い
し
て
．
国
家
的
に
も
文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
中
央
の
ロ
シ
ア
に
追
付
く
可
能
性
を
与
え
る
』
努
力
が
、
長
期
に
わ
た
つ
て
積
極

的
に
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
標
榜
す
る
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
下
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
課
題
は
主
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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に
追
求
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
民
族
は
社
会
主
義
政
策
の
主
体
で
は
な
く
し
て
客
体
で
あ
り
、
民

族
の
事
実
上
の
平
等
化
は
資
本
主
義
の
打
倒
・
社
会
主
義
の
建
設
一
般
の
う
ち
に
従
属
的
に
還
元
さ
れ
、
後
進
的
な
民
族
経
済
の
社
会
主
義
化
と
民

族
文
化
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
化
の
促
進
は
．
直
ち
に
．
民
族
の
事
実
上
の
平
等
化
の
促
進
を
意
味
し
た
。
し
た
が
つ
て
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
が
社
会
主
義

の
建
設
を
独
断
的
・
専
制
的
に
押
進
め
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
権
力
の
樹
立
に
奉
仕
し
た
非
大
ロ
シ
ア
的
な
・
か
つ
て
の
被
抑
圧
的
な
少
数
民
族
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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そ
の
民
族
的
な
意
識
の
精
算
の
た
め
の
レ
ー
ニ
ソ
的
余
裕
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
．
独
断
的
・
専
制
的
な
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
と
対
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
勿
論
歴
史
的
現
実
は
、
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
に
よ
る
祉
会
主
義
の
建
設
が
、
反
社
会
主
義
的
な
国
際
環
境
に
囲
続
さ
れ
て
孤
立
し
し
か
も

資
本
主
義
的
後
進
性
を
受
継
い
だ
ソ
連
の
一
国
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
独
断
的
・
専
制
的
に
展
開
・
遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り

　
　
　
　
ス
タ
雪
リ
ソ
に
よ
る
レ
ー
昌
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
二
二
二
五
）



　
　
　
ス
タ
蓼
リ
ソ
に
ょ
る
レ
屋
昌
ソ
主
義
的
民
族
理
諭
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
二
二
二
六
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ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
際
の
非
大
ロ
シ
ア
的
少
数
民
族
は
．
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
機
能
を
受
動
的
全
面
的
に
肯
定
す
る
以
外
の
民
族
と
し
て

の
政
治
的
発
言
の
可
能
性
と
正
当
性
を
、
制
度
的
理
論
的
に
最
早
保
証
さ
れ
て
は
い
な
か
つ
た
。
し
か
も
彼
は
民
族
の
事
実
上
の
平
等
化
と
平
行

さ
せ
て
、
か
つ
て
の
被
抑
圧
民
族
の
民
族
主
義
・
民
族
的
な
意
識
の
一
掃
を
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
課
題
と
し
て
い
た
。
か
く
し
て
ス
タ
ー
リ
ソ
に
お

い
て
は
、
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
は
．
専
制
的
・
独
断
的
な
祉
会
主
義
の
建
設
・
民
族
の
事
実
上
の
平
等
化
に
と
も
な
う
非
大
ロ
シ
ア
的
少
数
民
族
の
側

か
ら
の
す
べ
て
の
抵
抗
ー
反
社
会
主
義
的
抵
抗
は
無
論
の
こ
と
．
専
制
的
・
独
断
的
な
平
等
化
の
展
開
に
と
も
な
う
彼
等
⑪
抵
抗
を
も
権
力
的

に
排
除
し
得
る
保
証
を
．
与
え
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
非
大
ロ
シ
ア
的
少
数
民
族
に
た
い
す
る
不
当
な
抑
圧
も
し
く
は
弾
圧
の
防
止
栂
か
ら
解
放

さ
れ
た
。

　
も
つ
と
も
。
彼
は
か
つ
て
の
被
抑
圧
的
な
す
な
わ
ち
非
大
ロ
シ
ア
的
な
少
数
民
族
の
民
族
主
義
の
一
掃
の
み
を
民
族
政
策
上
の
課
題
と
し
て
い

た
わ
げ
で
は
な
か
つ
た
。
第
一
二
回
党
大
会
へ
の
テ
ー
ゼ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
・
シ
ア
的
排
外
主
義
の
一
掃
が
同
時
に
挙
げ
ら
れ
て
お

り
．
こ
の
点
か
ら
す
る
と
．
大
ロ
シ
ア
的
排
外
主
義
に
鋭
く
敵
対
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
原
則
は
正
し
く
受
継
が
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
．
ロ
シ
ア
の
中
央
に
居
住
す
る
大
ロ
シ
ア
民
族
が
単
一
の
民
族
と
し
て
は
最
大
の
人
口
を
有
し
、
ま
た
か
つ
て
は
抑
圧
的
な
民
族
と
し
て
あ

つ
た
こ
と
、
し
か
も
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
樹
立
と
内
戦
に
お
け
る
そ
の
勝
利
が
大
ロ
シ
ア
民
族
の
人
的
物
的
な
ら
び
に
精
神
的
な
犠
牲
に
因
る
も
の

で
あ
つ
た
こ
と
．
い
い
か
え
れ
ば
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
に
最
も
忠
誠
な
民
族
が
大
ロ
シ
ア
民
族
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
彼
は
民
族

の
事
実
上
の
平
等
化
と
は
『
中
央
の
ロ
シ
ア
に
追
付
く
こ
と
』
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
ロ
シ
ア
的
排
外
主
義
の
一
掃
を
課
題
と

し
た
と
は
い
え
．
祉
会
主
義
の
建
設
し
た
が
つ
て
民
族
の
事
実
上
の
平
等
化
は
、
現
実
に
お
い
て
は
大
ロ
シ
ア
人
と
大
ロ
シ
ア
民
族
文
化
を
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
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と
し
て
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
し
か
も
大
ロ
シ
ア
的
な
排
外
主
義
・
中
心
主
義
を
抑
制
す
る
有
効
な
す
べ
て
の
装
置
－
制
度
上
理
論
上

お
よ
び
思
想
上
の
装
置
は
既
述
の
よ
う
に
最
早
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
リ
ソ
に
お
い
て
は
、
排
外
主
義
と
ま
で
は
い
え
ぬ
に

し
て
も
大
ロ
シ
ア
的
民
族
主
義
・
大
ロ
シ
ア
的
中
心
主
義
が
直
接
間
接
に
助
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。



　
以
上
、
レ
ー
ニ
ン
の
民
族
理
論
の
要
講
に
た
い
す
る
ス
タ
ー
リ
ソ
の
応
答
を
、
彼
の
第
二
一
回
党
大
会
へ
の
テ
ー
ゼ
を
手
掛
り
と
し
て
紹
介
す

る
と
と
も
に
．
そ
れ
が
現
実
に
お
い
て
も
つ
た
意
味
・
そ
の
必
然
的
な
方
向
を
非
大
・
シ
ア
的
少
数
民
族
と
の
関
連
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
す
な

わ
ち
レ
ー
昌
ソ
の
理
論
的
な
要
請
で
あ
つ
た
『
民
族
の
同
権
と
自
決
」
乃
至
は
「
分
離
の
完
全
な
自
由
に
至
る
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け

る
民
主
主
義
の
完
全
な
実
行
』
と
い
う
原
則
は
・
ス
タ
ー
リ
ソ
に
お
い
て
は
制
度
的
に
形
骸
化
さ
れ
．
空
洞
化
さ
れ
た
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば

レ
ー
二
γ
的
な
民
族
政
策
の
原
則
を
支
え
た
非
ロ
シ
ア
的
少
数
民
族
・
か
つ
て
の
被
抑
圧
民
族
の
民
族
的
な
意
識
に
た
い
す
る
寛
容
の
基
調
は
否

定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
民
族
の
原
理
は
社
会
主
義
の
原
理
に
従
属
で
は
な
く
し
て
、
完
全
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
す
な
わ
ち
ス
タ
ー

リ
ン
に
お
い
て
は
．
民
族
政
策
は
そ
の
時
々
の
現
実
主
義
的
な
考
慮
と
計
算
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
い
わ
ゆ
る
レ
ー
昌
ソ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
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遣
言
に
み
ら
れ
る
グ
ル
ジ
ャ
問
題
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
ヘ
の
非
難
、
あ
る
い
は
ま
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
秘
密
演
説
に
み
ら
れ
る
少
数
民
族
弾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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圧
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
ヘ
の
攻
撃
は
、
彼
の
偶
然
的
な
民
族
政
策
に
与
え
ら
れ
た
非
難
・
攻
撃
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
レ
塵
昌
ソ
全
集
、
第
二
二
巻
．
ρ
ω
昌
●
三
七
八
頁
．

（
2
》
　
こ
の
『
テ
ー
ゼ
』
は
ス
タ
ー
サ
ン
を
長
と
す
る
委
員
会
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
、
中
央
委
員
会
政
治
局
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
後
に
、
一
九
二
三
年
四
月
の
第
コ
“
回
党

大
会
で
『
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
決
議
』
と
し
て
採
択
（
も
つ
と
も
そ
の
際
若
干
修
正
さ
れ
て
い
る
が
）
さ
れ
た
。
彼
の
全
集
に
は
『
党
建
設
お
よ
び
国
家
建
設
に
お
け

る
民
族
的
諸
契
機
』
と
い
う
表
題
が
付
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
．
本
論
に
お
い
て
こ
の
「
テ
奪
ゼ
」
を
素
材
と
し
て
取
上
げ
た
の
は
、
こ
の
「
テ
ー
ゼ
』
が
。
そ
の
前

後
の
著
作
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
彼
の
民
族
聞
題
乃
至
民
族
政
策
に
か
ん
す
る
見
解
を
よ
り
判
明
に
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

《
3
）
　
ス
タ
：
リ
ソ
全
集
、
第
宏
巻
、
ρ
一
霧
．
一
九
五
頁
。
な
お
．
頁
を
示
す
算
用
数
字
は
『
N
・
B
・
ス
タ
ー
リ
ソ
全
集
」
9
連
邦
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク

　
ス
ー
エ
ソ
ゲ
ル
ス
ー
レ
ー
昌
ソ
研
究
所
編
）
の
．
ま
た
和
数
字
は
ス
タ
ー
リ
ソ
全
集
刊
行
会
訳
ヌ
タ
ー
壁
γ
全
集
』
の
そ
れ
で
あ
る
．

（
4
）
　
同
書
、
第
五
巻
．
ρ
窃
S
轍
九
五
ー
六
頁
．

（
5
）
　
ス
タ
ー
リ
ン
は
一
九
二
一
年
の
第
一
〇
回
党
大
会
に
お
い
て
『
民
族
自
決
権
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
は
．
最
早
わ
れ
わ
れ
の
綱
領
の
な
か
に
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
綱
領
の

　
な
か
で
い
つ
て
い
る
の
は
、
民
族
自
決
権
と
い
う
全
く
曖
昧
な
ス
目
ト
ガ
ソ
で
は
な
く
て
．
も
つ
と
判
つ
き
り
し
た
確
定
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
．
1
民
族
分
離
権
で
あ

　
る
．
こ
の
二
つ
は
別
の
も
の
で
あ
る
』
（
第
五
巻
、
ρ
お
．
五
三
－
四
頁
》
と
発
言
し
て
い
る
．
民
族
自
決
権
と
民
族
分
離
権
を
全
く
別
個
の
も
の
と
認
め
る
根
拠
は
明

　
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
成
程
、
一
九
一
九
年
の
第
八
回
党
大
会
に
お
い
て
目
冨
8
器
9
翼
8
昌
需
》
9
窪
器
は
目
饗
8
塁
門
9
矯
恕
鷺
噸
沼
拳
8
8
馨
器
矯
霧

　
　
　
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
レ
ー
高
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
”
二
二
七
）



　
　
　
ス
タ
ー
舅
ソ
に
よ
る
レ
璽
昌
γ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
＝
一
二
八
》

　
に
改
め
ら
れ
て
い
る
－
（
O
罫
民
＝
O
O
切
冨
8
諭
δ
長
葭
撰
需
日
O
…
轟
O
♂
8
均
O
P
閃
皇
常
冨
鵠
髪
灘
＝
ヨ
窪
矯
＝
8
娼
ヌ
6
認
魎
♂
窪
7
斜
9
8
本
5
●
）
．
す
な

わ
ち
注
目
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
は
．
か
か
る
字
句
の
修
正
の
際
に
民
族
自
決
権
の
承
認
を
綱
領
に
継
入
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
ブ
ハ
ー
墾
ソ
．
ビ
ア
タ
＝
フ
な
ど
の

抵
抗
に
レ
ー
昌
ソ
が
出
会
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
「
自
決
』
を
『
結
合
』
と
の
み
解
し
た
責
任
は
ス
タ
ー
リ
ン
個
人
が
負
う
べ
き
も
δ
で
は
な
か
つ
た

　
の
で
あ
る
（
R
●
》
鑓
亀
9
ぎ
葺
馨
燈
ぢ
望
燭
唱
・
一
9
）
．

（
6
）
　
拙
稿
『
ソ
連
の
民
族
政
策
の
紺
断
面
』
（
一
九
六
二
年
年
報
政
治
学
『
政
治
学
の
現
代
的
課
題
』
》
参
照
．

（
7
》
　
ス
タ
ー
墾
ン
全
集
．
第
五
巻
．
ρ
8
。
五
〇
頁
。

（
8
）
　
ヲ
ヴ
エ
ト
の
民
族
政
策
の
本
質
は
．
ソ
連
の
非
大
・
シ
ア
的
諸
少
数
民
族
の
政
治
・
経
済
お
よ
び
文
化
生
活
へ
の
共
産
主
義
の
急
速
な
浸
透
．
い
い
か
え
る
と
彼

　
ヲ

　
等
の
共
産
主
義
へ
の
従
属
を
目
的
と
し
た
手
段
と
方
法
の
結
合
で
あ
る
』
（
O
い
乞
●
客
り
8
3
哺
言
乞
9
菖
呂
轟
馨
り
集
ξ
亀
夢
㊦
ぎ
く
雛
o
貫
、
．
浮
客
側
属
§
9
窪
o

　誓

二魯弱

認
旨
9
．
．
這
零
・
マ
畠
●
）
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
う
　
　
う
　
　
ヨ
　
　
ら
　
　
ゐ

（
9
》
　
レ
ー
昌
ソ
は
．
た
と
え
ば
、
『
抑
圧
民
族
に
た
い
す
る
被
抑
圧
民
族
の
憎
悪
．
し
か
も
ま
つ
た
く
至
当
な
憎
悪
は
、
し
ば
ら
く
残
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
祉
会
主
義

　
　
　
　
　
ヨ
　
　
う
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
コ
　
　
ヘ

　
の
勝
利
の
の
ち
に
．
そ
し
て
諸
民
族
の
間
の
民
主
主
義
的
な
関
係
が
決
定
的
に
設
定
さ
れ
た
の
ち
に
は
じ
め
て
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
』
（
第
二
二
巻
、
ρ
o
o
零
●
四
＝
二

　
頁
）
と
も
指
摘
し
て
い
る
．

（
1
0
）
　
O
い
国
●
欝
き
早
≦
勝
§
昌
の
Q
≦
o
＠
乞
9
謡
0
9
曽
ξ
℃
o
累
3
、
・
．
．
弓
冨
即
轟
田
貯
5
閑
〇
二
〇
≦
｝
．
．
一
〇
㎝
9
乞
9
一
り
サ
ω
～
一
ω
・

（
n
》
忌
．
寅
サ
婁
o
ぎ
℃
民
『
さ
多
。
げ
雲
鶏
伽
ω
琶
ぼ
．
。
・
9
曇
」
3
S
亨
蛤
O
～
①
q
な
お
レ
ー
ニ
ソ
の
遺
言
の
主
要
な
部
分
は
一
九
五
六
年
六
月
の
ヨ
ム
昌
ス
ト
』

　
第
九
号
に
発
衷
さ
れ
て
お
り
．
ま
た
そ
の
後
小
冊
子
に
し
て
刊
行
も
さ
れ
て
い
る
。

（
E
）
R
●
閑
麟
匿
轟
ぎ
駐
ε
言
Q
σ
冒
目
ま
即
O
鳳
ぎ
邑
蔓
（
＆
・
）
．
穿
o
曽
↑
笛
芭
置
9
ヨ
窟
凶
o
q
昌
導
畠
ぎ
§
鍔
露
o
量
一
Ω
§
目
轟
雪
」
0
8
も
●
零
～
o
o
．

む

す

び

民
族
政
策
に
お
い
て
．
ス
タ
ー
リ
ソ
を
レ
ー
昌
ソ
と
は
背
反
的
な
方
向
に
向
わ
し
め
た
歴
史
的
な
要
因
は
、
一
九
一
七
年
に
樹
立
さ
れ
た
ソ
ヴ

ヱ
ト
権
力
が
い
わ
ゆ
る
一
国
社
会
主
義
建
設
の
試
錬
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
事
実
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
ブ
レ
ス
ト
の
講
和
に
際
し
て

レ
ー
畠
ン
は
、
「
他
の
国
々
で
、
た
ゆ
み
な
く
成
熟
し
つ
つ
あ
る
社
会
主
義
革
命
は
、
ー
た
と
え
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
望
ま
し
い
ほ
ど
急
速
に
で

は
な
い
に
し
て
も
ー
ー
わ
れ
わ
れ
の
救
援
に
や
つ
て
く
る
で
あ
ろ
う
」
（
一
九
一
八
年
二
月
二
四
日
の
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
）
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の



期
待
の
全
く
失
わ
れ
た
国
際
環
擁
に
お
い
て
、
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
は
単
独
で
社
会
主
義
の
建
設
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ

て
そ
こ
に
お
い
て
は
旧
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
継
承
し
た
領
土
的
遺
産
の
維
持
と
保
全
・
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
強
化
と
防
衛
が
す
べ
て
に
お
い
て
先
行
し

た
．
い
い
か
え
る
と
独
断
的
・
専
制
的
権
力
を
根
幹
と
し
て
急
速
な
社
会
主
義
化
が
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

一
国
社
会
主
義
の
段
階
を
予
想
し
て
な
い
レ
ー
ニ
ソ
の
民
族
理
論
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
適
用
し
得
る
は
ず
は
な
か
つ

た
。
し
た
が
つ
て
ス
タ
ー
リ
ソ
は
「
社
会
主
義
民
族
』
と
い
う
概
念
－
判
然
と
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
ー
に
よ
つ
て
．
レ
書
昌
ン
的
民
族

理
論
と
ス
タ
！
リ
ソ
的
民
族
政
策
と
の
間
に
生
じ
た
空
隙
を
充
填
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
れ
故
に
所
与
の
民
族
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
規
定
し
て
．

ロ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
達
成
の
た
め
の
か
か
る
民
族
の
戦
術
的
な
利
用
を
合
理
化
し
た
レ
ー
ニ
ソ
の
民
族
理
論
は
、
所
与
の
民
族
を
社

会
主
義
民
族
と
規
定
し
て
．
ロ
シ
ア
に
お
け
る
一
国
社
会
主
義
建
設
の
た
め
の
か
か
る
民
族
の
戦
術
的
な
利
用
を
合
理
化
す
る
ス
タ
ー
リ
ソ
の
民

族
理
論
1
ー
こ
の
場
合
理
論
と
い
い
得
る
か
否
か
は
と
も
か
く
ー
ヘ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
勿
論
、
か
か
る
変
容
を
許
し
た
責

任
の
一
端
は
レ
ー
ニ
ン
の
民
族
理
論
そ
の
も
の
に
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
疑
い
も
な
く
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
本
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
ス
タ
ー
リ
ソ
の
民
族
政
策
が
そ
の
時
々
の
現
実
主
義
的
な
考
慮
と
計
算
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
が
レ
ー
ニ
ソ

主
義
的
民
族
理
論
の
要
求
す
る
「
諸
民
族
の
す
み
や
か
な
接
近
と
融
合
の
進
行
』
に
答
え
得
な
か
つ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
が
レ
ー
一
一
ン
主
義
的

民
族
理
論
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
と
は
い
い
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ソ
に
よ
る
レ
ー
ニ
ソ
主
義
的
民
族
理
論
の
継
承
に
つ
い
て

六
九
　
　
　
（
一
一
一
二
九
㌧


