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ク
ワ
メ
・
エ
ン
ク
ル
マ
の
盛
衰
』

　
　
　
ー
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
個
人
支
配
の
研
究
1

　
旧
　
一
九
六
六
年
二
月
二
四
日
に
ガ
ー
ナ
で
軍
部
ク
ー
デ
タ
！
が
発
生
し
、

エ
ン
ク
ル
マ
政
権
が
簡
単
に
打
倒
さ
れ
た
事
件
は
、
世
界
を
驚
愕
さ
せ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
エ
ン
ク
ル
マ
個
人
の
カ
リ
ス
マ
的
性
格
、
強
力
な
大
衆
政
党
で
あ
る

会
議
人
民
党
を
主
要
な
装
置
と
し
た
権
威
主
義
的
一
党
体
制
な
ど
か
ら
み
て
．

エ
ン
ク
ル
マ
政
権
は
、
ギ
ニ
ア
の
ト
ゥ
ー
レ
政
権
と
と
も
に
、
ア
フ
リ
カ
で
も

つ
と
も
安
定
性
を
も
つ
た
政
権
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
ア
フ
リ
カ
研
究
者
は
、
と
も
す
れ
ば
エ
ン
ク
ル
マ
政
権
の
強
靱
な
側
面

に
目
を
う
ぽ
わ
れ
て
、
そ
の
脆
弱
な
側
面
を
看
過
し
て
い
た
き
ら
い
が
あ
る
。

ま
た
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
著
述
や
演
説
に
よ
つ
て
え
が
き
だ
さ
れ
た
壮
大
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
い
さ
さ
か
素
朴
に
受
け
と
り
、
国
家
建
設
の
難
事
を
割
り
び
き
し
て

い
た
面
が
な
い
で
も
な
い
．

　
そ
う
し
た
傾
向
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
こ
こ
に
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
囚
　
　
　
（
一
七
〇
四
）

介
す
る
本
書
で
あ
る
．
著
者
は
ク
ー
デ
タ
！
発
生
か
ら
四
ヵ
月
後
の
一
九
六
六

年
六
月
末
に
本
書
を
脱
稿
し
て
お
り
、
そ
の
執
筆
速
度
の
は
や
さ
に
驚
か
ざ
る

を
え
な
い
。
し
か
し
、
エ
ソ
ク
ル
マ
政
権
の
崩
壊
と
本
書
の
完
成
と
が
時
間
的

に
接
近
し
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
こ
の
研
究
が
キ
ワ
モ
ノ
的
だ
と
思
つ
た
ら

誤
り
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
今
回
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
今
後
ま
だ
重
要

な
新
資
料
が
少
か
ら
ず
で
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
た
が
つ
て
断
定
的
な
結
論
を
う

ち
だ
す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
手
持
ち
の
資
料
の
量
と
質
の

い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
水
準
で
サ
ジ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
な
研
究
を

お
こ
な
う
こ
と
は
．
当
時
の
時
点
で
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
著
者

の
渉
猟
し
た
文
献
を
み
れ
ぽ
、
著
者
の
試
み
は
あ
な
が
ち
無
謀
で
は
な
か
つ
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
著
者
が
ブ

ッ
ク
・
ワ
ー
ク
だ
け
に
た
よ
ら
ず
、
一
九
五
六
年
、
一
九
五
九
年
、
一
九
六
二
年
、

一
九
六
四
～
一
九
六
五
年
と
四
度
に
わ
た
つ
て
ガ
ー
ナ
を
訪
れ
、
実
地
調
査
を

お
こ
な
い
、
そ
こ
で
蒐
集
し
た
フ
ァ
：
ス
ト
・
ハ
ン
ド
の
資
料
を
土
台
と
し
て
研

究
を
お
こ
な
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
的
な
調
査
・
研
究
を
お
こ
な
う

場
合
、
短
時
日
の
現
地
訪
問
に
よ
つ
て
え
た
「
印
象
」
に
依
拠
す
る
ほ
ど
危
険
な

こ
と
は
な
く
、
二
見
は
百
聞
に
し
か
な
い
」
こ
と
を
十
分
認
識
す
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
著
者
ほ
ど
の
時
間
を
現
地
調
査
に
か
け
れ
ば
、
準
備
体
制
は
万
端
と

と
の
つ
て
い
た
と
い
つ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
著
者
は
最
初
に
ガ
ー
ナ
を

訪
問
し
た
一
九
五
六
年
い
ら
い
一
〇
年
問
も
「
個
人
支
配
」
な
る
テ
ー
マ
を
あ

た
た
め
つ
づ
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
本
書
が
キ

ワ
モ
ノ
的
な
も
の
と
類
を
異
に
し
た
研
究
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
え
お
き
が
い
さ
さ
か
な
が
く
な
つ
た
が
、
こ
こ
で
著
者
を
紹
介
し
て
お
こ



う
。
著
者
ヘ
ソ
リ
ー
・
L
・
ブ
レ
ヅ
ト
ソ
は
ミ
シ
ガ
ソ
大
学
教
授
（
政
治
学
）
で

あ
り
、
一
九
六
四
～
一
九
六
五
年
に
は
ガ
ー
ナ
大
学
、
一
九
六
五
～
一
九
六
六
年

に
は
ケ
ニ
ア
の
ナ
イ
ロ
ビ
に
あ
る
東
ア
フ
リ
カ
綜
合
大
学
の
カ
レ
ッ
ジ
に
政
治

学
の
訪
間
教
授
と
し
て
在
職
し
た
。
主
要
著
書
に
は
じ
Q
蛛
§
霧
蓉
き
§
犠
軸
ぎ

霜
ミ
詠
8
§
o
『
ズ
ミ
。
。
9
蔑
甜
。
。
お
よ
び
、
o
ミ
ミ
9
3
犠
の
ミ
ま
§
健
き
≧
ε
ミ
言
が

あ
る
。
そ
れ
で
は
以
下
、
興
味
を
ひ
く
部
分
に
重
点
的
に
ふ
れ
る
と
い
う
か
た

ち
で
、
本
書
を
紹
介
し
よ
う
。

　
一
一

る
。

ま
ず
も
つ
て
．
本
書
の
構
成
を
目
次
で
示
す
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ

ま
え
が
き

序
論

七六五四三二一
　
な
お
、

史
実
が

二
月
当
時
の
ガ
ー
ナ
政
府
機
構
一
覧
、

れ
て
い
る
．

　
　
　
紹
介
と
批
評

個
人
支
配
の
背
景

ク
ワ
メ
・
エ
ン
ク
ル
マ
ー
政
治
的
人
間

政
治
的
ボ
ス
組
織
の
創
設
（
1
）

政
治
的
ボ
ス
組
織
の
創
設
（
H
）

最
後
の
年

評
価
－
政
府
・
行
政
に
対
す
る
個
人
支
配
の
効
果

エ
ピ
ロ
ー
グ

　
附
編
と
し
て
、
エ
ソ
ク
ル
マ
の
略
歴
お
よ
び
か
れ
に
関
す
る
主
要
な

、
ク
ロ
ノ
・
ジ
ー
の
か
た
ち
で
整
理
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
九
六
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
支
配
組
織
の
図
表
な
ど
が
収
録
さ

　
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
最
初
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
著
者
が
、
ガ
ー
ナ
に
お
け
る

個
人
支
配
の
背
景
を
、
植
民
地
支
配
が
の
こ
し
た
文
化
的
、
心
理
的
、
政
治
的

空
白
状
態
に
も
と
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ぽ
、
た
し
か
に
ガ
ー
ナ

は
文
化
的
遺
産
も
社
会
的
、
政
治
的
伝
統
も
も
つ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
ガ
ー

ナ
が
当
面
し
て
い
る
社
会
的
、
経
済
的
開
発
と
い
つ
た
問
題
を
解
決
す
る
う
え

で
、
実
践
的
な
妥
当
性
や
機
能
的
な
価
値
を
ほ
と
ん
ど
も
つ
て
い
な
い
の
で
あ

る
．
そ
の
う
え
、
植
民
地
政
府
は
、
市
民
的
精
神
の
発
展
や
近
代
的
な
社
会
感
、

覚
の
発
展
を
阻
害
し
た
．
こ
う
し
て
、
ガ
ー
ナ
に
は
一
種
の
文
化
的
空
白
状
態

が
生
じ
、
ま
た
社
会
的
、
心
理
的
に
意
味
の
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
が

欠
如
し
た
ま
ま
、
ガ
ー
ナ
は
独
立
期
に
は
い
つ
て
い
く
が
、
こ
の
空
白
を
埋
め

る
べ
く
流
れ
こ
ん
だ
の
が
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
強
烈
な
個
性
に
基
礎
を
お
い
た
権

威
主
義
的
な
個
人
支
配
で
あ
つ
た
、
と
著
者
は
い
う
の
で
あ
る
．
権
威
主
義
へ

の
受
容
性
も
、
ま
た
、
植
民
地
主
義
の
遺
産
で
あ
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
植
民
地

政
府
は
、
民
主
主
義
的
形
式
主
義
の
う
す
い
仮
面
の
し
た
で
、
高
度
に
中
央
集

権
的
、
権
威
主
義
的
支
配
を
お
こ
な
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
植

民
地
政
府
は
、
ア
フ
リ
カ
の
継
承
政
権
に
対
し
て
、
ウ
ェ
ス
ト
、
・
・
ン
ス
タ
ー
型

議
会
制
民
主
主
義
の
遺
産
を
で
は
な
く
し
て
、
植
民
地
支
配
の
権
威
主
義
的
特

質
を
あ
た
え
よ
う
と
意
識
的
に
努
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ガ
ー
ナ
に
は
エ
ソ
ク
ル
マ
の
個
人
支
配
を
受
容
し
や
す
い
文

化
的
・
社
会
的
・
政
治
的
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
エ

ン
ク
ル
マ
の
個
人
支
配
体
制
は
、
外
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
の
影
響
力
を
排
除
す
る
た

め
の
努
力
の
結
果
で
も
あ
る
こ
と
を
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
植
民
地
政
府
か
ら
エ
γ
ク
ル
マ
に
政
権
が
最
終
的
に
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
（
一
七
〇
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
る
段
階
で
制
定
さ
れ
た
一
九
五
六
年
憲
法
の
も
と
で
は
、
首
相
の
権
限
は
小

さ
く
、
し
か
も
（
と
く
に
経
済
面
で
）
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
的
、
問
接
的
影
響
力
が

（
制
度
的
に
）
大
き
く
作
用
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
エ
ン
ク
ル
マ
は
イ
ギ
リ
ス
の

影
響
力
を
排
除
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
そ
の
対
点
と
し
て
の
自
己
の
権
力

の
強
化
を
、
個
人
支
配
体
制
の
確
立
と
い
う
か
た
ち
で
お
し
す
す
め
て
い
つ

た
、
と
著
者
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
な
ガ
ー
ナ
の
文
化
的
、
社
会
的
、
政
治
的
空
白
を

埋
め
る
べ
く
流
れ
こ
ん
で
い
つ
た
エ
ン
ク
ル
マ
の
政
治
的
個
性
は
、
い
つ
た
い

ど
う
い
う
も
の
で
あ
つ
た
の
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
か
れ
自
身
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
著
述
や
、
か
れ

に
つ
い
て
書
か
れ
た
著
書
の
な
か
で
浮
彫
り
に
さ
れ
た
エ
ン
ク
ル
マ
像
は
神
話

的
人
物
の
そ
れ
で
あ
つ
て
、
現
実
の
政
治
家
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
ボ
ス
政
治

家
と
L
て
の
エ
ン
ク
ル
マ
と
は
異
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
著
者
に
よ
る
と
、
エ
ソ
ク
ル
マ
自

身
の
手
に
な
る
著
述
は
、
宣
伝
、
神
話
造
出
、
シ
ン
ボ
ル
操
作
を
目
的
と
し
た

－
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
く
に
エ
ン
ク
ル
マ
の
最
近
著
で
あ
る
9
ま
8
§
。
♂
蓉

（
一
Φ
総
）
や
≧
8
6
包
。
菖
匙
詠
ミ
“
↓
ぎ
ト
湧
肺
硫
ミ
寒
亀
』
§
唱
ミ
帖
＆
器
ミ
（
這
3
）

は
　
（
か
れ
の
お
抱
え
ス
タ
デ
ィ
i
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
）
、
海
外
む
け
の
宣
伝
、
神
話
造
出
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
か
く
て
「
も
し
も
、
か
れ
の
名
前
で
書
か
れ
た
も
の
が
か
れ
の
性

格
の
一
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
か
れ
を
し
て
、
焦
眉
の

急
に
迫
つ
た
問
題
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
遠
い
目
標
を
追
い
求
め
さ
せ
た
か
れ

の
早
発
性
痴
呆
症
的
態
度
を
は
つ
き
り
と
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
著
者
は
診
断

一
二
六

（
一
七
〇
六
）

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
見
方
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
、
「
遠
い
目

標
に
気
持
を
う
ば
わ
れ
、
そ
の
目
を
地
平
線
に
ク
ギ
づ
け
に
し
て
い
た
た
め

に
、
か
れ
は
足
も
と
の
お
と
し
穴
に
気
づ
か
な
か
つ
た
」
あ
る
い
は
「
エ
ン
ク

ル
マ
は
理
想
と
現
実
を
調
和
さ
せ
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
」
と
い
う
表
現
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
政
治
的
資
質
に
対
す
る
著
者
の
評
価
に
は

か
な
り
き
び
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
こ
う
し
た
理
想
主
義
へ
の
傾

斜
が
エ
ン
ク
ル
マ
を
容
易
に
神
話
的
指
導
者
に
仕
た
て
え
た
こ
と
、
お
よ
び
急

激
な
変
動
期
に
お
い
て
は
、
指
導
者
は
あ
る
程
度
神
話
的
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
る

必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
は
エ
ソ
ク
ル
マ
が
特
殊
ガ
ー
ナ
的
状
況
の
な

か
で
プ
ラ
ス
に
評
価
さ
る
べ
き
資
質
を
も
つ
て
い
た
こ
と
、
に
も
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ン
ク
ル
マ
は
は
や
く
か
ら
個
人
支
配
の
確
立
を
目
指
し
、
そ

の
た
め
に
サ
ー
ク
ル
と
よ
ば
れ
る
政
治
的
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
ま
た
会
議
人

民
党
を
創
設
し
て
そ
の
基
盤
を
固
め
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
追
放
法
（
一
九
五

四
年
）
、
差
別
回
避
法
（
一
九
五
七
年
－
一
種
の
宗
教
団
体
規
制
法
）
、
予
防
拘
禁
法

（
一
九
五
八
年
）
等
に
よ
つ
て
着
々
と
個
人
支
配
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
。
こ
と

に
、
一
九
六
〇
年
に
新
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
大
統
領
の
権
限
を
大

き
な
も
の
に
し
．
さ
ら
に
同
年
の
司
法
部
法
に
よ
つ
て
事
実
上
、
司
法
部
よ
り

も
大
統
領
の
地
位
を
優
位
に
お
く
に
い
た
つ
た
。
こ
う
し
た
法
制
度
的
な
面
で

の
個
人
支
配
の
強
化
の
過
程
は
、
第
三
章
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
づ
い
て
著
者
は
、
エ
ン
ク
ル
マ
が
ボ
ス
政
治
、
個
人
支
配
を
円
滑
に
機
能

さ
せ
る
と
同
時
に
政
治
危
機
を
乗
り
き
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
巨
額
の
個
人



的
蓄
財
を
は
か
つ
た
こ
と
、
い
つ
さ
い
の
開
発
計
画
を
自
己
の
直
接
的
な
監

察
・
統
制
の
も
と
に
お
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る

が
、
と
く
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
会
議
人
民
党
の
性
格
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
比

重
な
ど
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
議
人
民
党
の
性
格
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
大
衆
政
党
あ
る
い
は
大
衆
動
員
・
大
衆
運
動
の
た
め
の
組
織
で

あ
つ
た
と
い
う
主
張
を
真
向
か
ら
否
定
し
、
「
そ
う
し
た
結
論
は
、
希
望
的
な

思
考
、
調
査
の
裏
づ
け
の
な
い
仮
説
、
故
意
に
す
る
政
治
宣
伝
な
ど
か
ら
な
る

幻
想
に
、
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
著
者
は
論
断
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ

る
と
、
会
議
人
民
党
が
大
衆
組
織
と
称
し
う
る
よ
う
な
活
動
を
お
こ
な
つ
た
と

い
う
証
拠
は
ま
つ
た
く
な
い
。
そ
し
て
同
党
は
、
一
九
五
一
年
、
　
一
九
五
四

年
、
一
九
五
六
年
に
議
会
で
多
数
党
と
し
て
勝
利
し
た
と
き
、
大
衆
と
接
触
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
大
衆
が
会
議
人
民
党
に
投
票
し
た
と
い
う
こ
と

と
、
大
衆
が
動
員
組
織
の
有
機
的
な
一
部
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が

う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
．
第
一
に
ガ
ー
ナ
社
会
が
大
衆
動
員

に
必
要
な
下
部
構
造
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
大
衆
の
組
織
化
に
必
要
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
効
果
的
な
大
衆
の
組
織
化
は

（
大
衆
が
こ
ぞ
つ
て
カ
ウ
ン
タ
ー
・
エ
リ
ー
ト
の
側
に
つ
く
危
険
性
が
あ
る
か
ら
）

エ
ン
ク
ル
マ
の
利
益
に
対
立
す
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
会
議
人
民
党
が

大
衆
動
員
の
機
関
で
あ
る
は
ず
は
な
か
つ
た
と
し
、
党
は
エ
ン
ク
ル
マ
の
ボ
ス

政
治
の
装
置
に
す
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
　
「
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
う
た
が
い
も
な
く
社
会
的
、
経
済
的
目
標
の
達
成
に
貢
献
し
う
る

が
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
ガ
ー
ナ
で
は
、
適
切
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
発
展
し
て
い
な

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

か
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
条
件
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
お
よ
び
そ
の
適
用

に
む
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
具
体
的
に
は
識
字
率
二
〇
％
と
い
う

教
育
程
度
の
低
さ
、
公
用
語
で
あ
る
英
語
が
民
衆
の
言
葉
で
な
い
こ
と
、
な
ど

を
阻
害
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
、
一
見
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
前

衛
集
団
の
よ
う
に
み
え
る
ガ
ー
ナ
愛
国
者
連
盟
、
社
会
主
義
学
生
組
織
全
国
協

会
、
党
前
衛
活
動
集
団
も
、
実
際
に
は
未
熟
な
、
経
験
の
と
ぽ
し
い
、
知
的
訓

練
の
不
足
し
た
「
観
念
論
者
」
の
集
団
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治
的
な

力
や
影
響
力
の
源
泉
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ
た
と
い
う
の

が
、
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
党
組
織
の
面
、
イ
デ
オ
・
ギ
i
面
で
エ
ン
ク
ル
マ
政
権
は
大
衆

に
根
を
お
ろ
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
の
面
、
た
と
え
ば
軍
隊
、
警
察
、
法
制

度
な
ど
の
面
で
、
エ
ン
ク
ル
マ
は
ま
す
ま
す
個
人
支
配
の
度
合
を
強
め
て
い

き
、
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
機
構
を
ボ
ス
組
織
の
枠
の
な
か
に
呑
み
こ
ん
で
い
く
。

そ
し
て
一
九
六
五
年
に
は
、
か
れ
の
個
人
支
配
は
独
占
的
な
正
統
性
を
も
つ
に

い
た
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
同
年
中
頃
を
境
と
し
て
政
治
的
、
経
済
的

な
矛
盾
が
顕
在
化
し
、
翌
一
九
六
六
年
二
月
に
い
た
つ
て
つ
い
に
軍
部
ク
ー
デ

タ
ー
が
発
生
し
、
エ
ン
ク
ル
マ
の
失
脚
へ
と
事
態
は
発
展
し
て
い
く
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
生
命
を
終
え
た
ニ
ン
ク
ル
マ
の
個
人
支
配
を
、
著
者

は
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
。
む
ろ
ん
こ
れ
ま
で
の
紹
介
か
ら
も
、
読
老
は
推
測

し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
だ
さ
れ
る
の
は
も
つ
ば
ら
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
で

あ
る
。
著
者
は
ガ
ー
ナ
の
個
人
支
配
体
制
を
多
面
的
に
批
判
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
体
制
悪
と
し
て
は
、
知
的
な
側
面
で
人
的
資
源
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
（
一
七
〇
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

十
分
に
活
用
し
え
な
い
こ
と
、
情
報
の
流
れ
が
阻
害
さ
れ
支
配
者
個
人
の
片
よ

つ
た
恣
意
的
な
判
断
の
み
が
政
治
・
行
政
・
経
済
機
構
な
ど
に
お
し
つ
け
ら
れ

る
た
め
、
体
制
自
体
が
ゆ
が
ん
だ
方
向
を
む
く
と
同
時
に
一
種
の
動
脈
硬
化
状

態
に
お
ち
い
る
こ
と
、
ま
た
エ
ン
ク
ル
マ
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
害
悪
と
し

て
は
過
度
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
ス
・
ー
ガ
ン
政
治
に
た
よ
つ
て
現
実
か
ら
遊
離

し
、
内
政
・
外
交
面
で
実
効
性
の
あ
る
方
策
を
と
り
え
な
か
つ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
〇
世
紀
中
葉
に
お
け
る
国
家
建
設
の
事
業

は
、
と
う
て
い
一
個
人
の
手
に
お
え
な
い
難
事
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
衆
か
ら
遊
離
し
た
個
人
的
ボ
ス
組
織
を
通
じ
て
そ
れ
に
と
り
く
も
う
と
し
た

と
こ
ろ
に
エ
ン
ク
ル
マ
の
失
敗
の
主
た
る
原
因
が
あ
る
、
と
著
者
は
断
ず
る
の

で
あ
る
．

が
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

一
二
八

（
一
七
〇
八
）

（
一
九
六
七
・
一
〇
・
二
五
）
（
小
田
英
郎
）

　
三
　
以
上
極
め
て
概
括
的
に
本
書
を
紹
介
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
を
通
読

し
て
え
た
印
象
の
最
大
な
る
も
の
は
、
こ
の
研
究
が
．
従
来
の
そ
れ
に
対
し
て

い
ち
じ
る
し
く
挑
戦
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
た
と
え

ば
エ
ン
ク
ル
マ
の
政
治
体
制
が
（
権
威
主
義
的
）
一
党
体
制
で
あ
る
と
い
う
一
般

的
見
解
に
対
し
て
、
著
者
は
否
定
的
立
場
を
明
確
に
う
ち
だ
し
、
ガ
ー
ナ
に
お

け
る
一
党
体
制
は
幻
影
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
て
、
そ
れ
に
か
え
て
政
治
的
ボ
ス

組
織
に
も
と
づ
く
個
人
支
配
体
制
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
つ
て
い
る
の
は
そ
の

典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
が
十
分
な
妥
当
性
を
も
つ
て
い
る
か

い
な
か
は
、
容
易
に
断
じ
え
な
い
と
し
て
も
．
著
者
が
依
拠
し
た
多
く
の
文
献

や
直
接
資
料
の
量
と
質
お
よ
び
そ
の
論
理
構
成
を
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
現
段

階
に
お
い
て
は
十
分
な
存
在
理
由
を
．
こ
の
研
究
が
主
張
し
う
る
こ
と
は
う
た


