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＜
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ア
ー
モ
ソ
ド
、
パ
ウ
エ
ル
共
著

『
比
較
政
治
学

　
　
　
　
　
ー
発
展
的
ア
プ
降
ー
チ
』

　
広
い
意
味
で
の
体
系
分
析
の
方
法
は
、
社
会
科
学
の
理
論
化
の
た
め
の
魅
力

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
て
い
る
。
ソ
連
社
会
学

に
関
す
る
訳
業
に
よ
る
と
ソ
連
に
お
い
て
す
ら
「
系
と
し
て
の
対
象
を
分
析
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
二
〇
世
紀
中
期
の
科
学
的
特
質
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
」
て
お

り
、
と
く
に
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
発
展
は
、
経
済
学
や
社
会
学
、
生
物
学
、

物
理
学
に
お
け
る
言
語
外
的
存
在
に
対
す
る
体
系
分
析
や
、
あ
る
い
は
数
学
や

論
理
学
に
お
け
る
言
語
的
体
系
分
析
の
方
法
に
、
新
し
い
考
え
を
も
ち
こ
む
も

の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
「
現
在
に
お
け
る
他
の
多
く
の
学
科
と
同
様
に
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　

（
一
四
一
〇
）

ル
ク
ス
社
会
学
に
お
い
て
も
…
…
体
系
分
析
の
任
務
が
提
起
さ
れ
て
い
る
」

（
ヴ
ェ
・
エ
ヌ
・
サ
ド
フ
ス
キ
ー
「
系
を
な
す
対
象
物
の
研
究
の
方
法
論
的
諸
問
題
」

田
中
清
助
訳
、
ゲ
・
ヴ
ェ
・
オ
シ
ー
ポ
フ
編
『
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
学
」
第
一
分
冊
所
収
、

青
木
書
店
．
昭
和
四
二
年
）
ほ
ど
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
体
系
分
析
の
方
法
を
社
会
科
学
の
分
野
に
も
ち
こ
も
う
と
す
る
場

合
、
た
だ
ち
に
生
じ
る
方
法
論
上
の
間
題
の
一
つ
は
、
系
と
し
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
対
象
の
規
膜
と
錯
綜
性
の
問
題
で
あ
る
。
政
治
学
が
対
象
と
す
る
の
は

直
接
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
交
換
が
で
き
る
対
面
的
集
団
に
対
応
す
る
系

の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
主
役
と
な
る
の
は
中
間
的
媒
介
機
構
の
介
在

に
よ
つ
て
、
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
交
換
を
常
態
と
す
る
不
特
定

多
数
の
人
間
間
の
複
雑
な
系
に
あ
る
。
し
か
も
、
少
く
と
も
事
実
上
国
家
に
強

く
研
究
焦
点
を
あ
て
き
た
つ
た
政
治
学
に
と
つ
て
、
か
か
る
二
次
的
［
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
極
限
と
し
て
の
国
家
あ
る
い
は
政
治
的
全
体
社
会
を
一
つ

の
系
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
理
論
は
、
よ
し
そ
れ
が
理
論
と
し
て
な
り
た

つ
た
め
の
検
証
可
能
性
や
操
作
的
把
握
に
お
い
て
超
え
が
た
い
障
害
が
予
想
さ

れ
る
と
し
て
も
、
な
お
捨
て
が
た
い
魅
力
を
政
治
学
者
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
こ
と
に
政
治
学
者
に
と
つ
て
「
基
礎
的
理
論
（
あ
る
い
は
思
弁
）
の
方
が
確

認
さ
れ
た
特
殊
理
論
よ
り
は
る
か
に
先
走
つ
て
し
ま
つ
て
、
明
ら
か
に
相
互
に

関
連
の
な
い
諸
理
論
を
統
合
す
る
も
の
で
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
依
然
と

し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
つ
て
い
る
」
（
閑
。
冨
詳
琴

言
o
詳
o
戸
勉
8
§
§
8
遷
寒
匙
螢
箋
匙
螢
讐
§
§
墨
這
㎝
S
森
東
吾
、
森
好
夫
、
金
沢

実
、
中
島
竜
太
郎
共
訳
「
社
会
理
論
と
社
会
構
造
」
み
す
ず
書
房
、
昭
和
三
六
年
）

と
し
て
も
、
な
お
一
般
理
論
の
魅
力
に
は
抗
し
難
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
パ



『
ソ
ソ
ズ
（
凝
一
8
言
霊
誘
。
屋
）
の
社
会
体
系
論
が
政
治
学
者
に
強
い
影
響
を

与
え
、
イ
：
ス
ト
ン
（
∪
薯
笛
国
器
“
8
）
の
政
治
体
系
論
が
多
く
の
関
心
を
ひ
く

理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
と
に
現
在
の
研
究
段
階
で
は
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味

で
理
論
よ
り
も
各
国
の
政
治
の
比
較
分
類
の
枠
組
を
必
要
と
す
る
比
較
政
治
学

者
に
と
？
て
、
い
わ
ぱ
事
実
発
見
の
索
出
的
機
能
を
果
す
分
類
枠
組
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
国
家
あ
る
い
は
政
治
的
全
体
社
会
を
体
系
と
し
て
包
括
的
に
把
握

　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

す
る
政
治
体
系
論
は
魅
惑
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
．
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
パ
ー
ソ

ン
ズ
の
影
響
と
、
イ
ェ
：
ル
大
学
の
行
動
論
的
雰
囲
気
の
中
で
、
比
較
政
治
学

者
と
し
て
政
治
学
を
政
治
体
系
と
し
て
一
般
化
し
よ
う
と
努
力
を
つ
づ
け
て
き

た
著
者
ア
L
モ
ソ
ド
が
．
ス
タ
ソ
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
移
つ
た
の
ち
、
パ
ウ
エ
ル
，

の
協
力
の
も
と
に
到
達
し
た
最
近
の
彼
の
概
念
枠
租
を
、
コ
ソ
パ
ク
ト
に
し
め

し
た
本
書
は
舟
こ
の
よ
う
な
意
味
で
比
較
政
治
学
者
の
一
つ
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

躍
ン
を
吐
露
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　
ア
ー
モ
ン
ド
が
国
家
、
統
治
機
構
、
国
民
と
い
つ
た
伝
統
的
な
法
学
的
、
制

度
論
的
手
垢
の
つ
い
た
用
語
に
か
え
て
政
治
体
系
（
琶
曇
邑
遷
器
誉
）
と
い
う

新
し
い
タ
1
ム
を
政
治
分
析
に
も
ち
こ
む
の
は
、
も
し
政
治
学
と
い
う
も
の
が

文
化
や
近
代
化
の
程
度
、
規
模
と
関
係
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
に
お
け

る
政
治
現
象
を
有
効
に
処
理
で
き
為
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
な
ら

ば
、
も
つ
と
包
括
的
な
分
析
枠
組
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に

よ
つ
て
あ
る
社
会
内
部
に
お
け
る
政
治
活
動
の
全
領
域
に
、
こ
れ
ら
活
動
が
そ

の
社
会
に
お
い
て
ど
こ
に
位
置
し
て
い
よ
う
と
も
関
係
な
く
そ
の
注
意
を
集
中

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
今
日
の
代
表
的
政
治
学
者
で

あ
る
イ
4
ス
ト
ン
、
－
ラ
ス
ウ
ェ
ル
（
国
陣
唇
鼠
蜜
。・
嵩
邑
×
ダ
ー
ル
（
閑
o
言
旨
U
導
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
　
紹
介
と
抗
評

ら
の
政
治
体
系
の
定
義
に
共
通
に
み
ら
れ
る
ウ
ェ
㌧
ハ
：
に
起
源
を
も
つ
正
統

的
な
強
制
と
い
う
側
面
に
着
目
し
、
政
治
体
系
を
正
統
的
な
物
理
的
強
制
の
行

使
ま
た
は
行
使
の
脅
威
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
全
て
の
相
互
作
用
と
定
義
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
政
治
体
系
が
単
に
強
制
に
の
み
か
か
わ
る
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
強
制
に
対
す
る
関
係
が
政
治
体
系
独
特
の
性
質
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
実
は
こ
の
よ
う
な
ア
ー
モ
ゾ
ド
の
政
治
体
系
に
つ
い
て
の
分
析
枠
組
は
す
で

に
　
．
、
悶
§
o
試
8
亀
＞
唇
さ
即
9
8
0
0
目
冨
周
卑
岳
＜
Φ
勺
〇
一
憲
。
の
．
．
（
9
再
帥
Φ
一
＞
・

≧
目
。
昌
や
蜜
馨
¢
ψ
9
一
Φ
暴
p
、
亀
9
§
恥
菱
画
§
。
。
毫
§
導
e
乳
§
青
喚
専
§
｝

一
〇
8
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に

は
隣
接
諸
科
学
の
諸
成
果
を
大
胆
に
と
り
い
れ
よ
う
と
す
る
先
駆
者
に
恐
ら
く

免
れ
が
た
い
誤
解
と
独
断
が
あ
つ
た
．
彼
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
彼
の
図
式

を
政
治
体
（
b
＆
蔓
）
の
機
能
理
論
と
規
定
し
、
究
極
的
に
は
こ
れ
に
よ
つ
て
、

統
計
的
、
そ
し
て
多
分
、
数
学
的
定
式
化
も
可
能
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
て
は
最
近
で
は
、
例
え
ぽ
、
ミ
ー
ハ
ソ
（
曽
讐
冨
脂
目
Φ
魯
導
’
9
§
§
矯
、

書
這
ざ
§
魯
ミ
臼
ぎ
ε
韓
1
9
ミ
畿
§
鱒
ミ
撃
這
零
）
が
科
学
哲
学
の
立
場
か
ら

彼
の
図
式
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
、
彼
の
図
式
は
い
か
な
る
意
味
で
も

ヤ
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

機
飴
理
論
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
か
だ
か
単
な
る
分
類
図
式
あ
る
い

は
ご
く
ル
ー
ズ
な
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
評
を
下
L
て
い
る
。

　
ア
ー
モ
シ
ド
は
ミ
ー
ハ
ソ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
批
判
の
お
こ
る
こ
と
を
考
慮

し
て
、
本
書
で
は
彼
の
図
式
が
機
能
理
論
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
て
、
こ
れ
は

分
析
の
た
め
の
よ
り
包
括
的
な
枠
組
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
彼

は
す
で
に
一
九
六
五
年
に
あ
る
意
味
で
部
分
的
に
本
書
の
デ
ッ
サ
ン
と
も
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
（
一
四
二
）



　
　
　
紹
介
と
銑
評

べ
き
論
文
、
、
》
O
野
亀
8
目
o
暮
亀
卜
b
費
雷
。
ぽ
8
男
＆
浮
亀
の
釜
富
目
、
．
（
§
ミ

凄
§
誼
や
く
畠
図
く
員
乞
9
吋
）
　
を
発
表
し
て
お
り
、
本
誌
上
に
内
山
秀
夫
助

教
授
に
よ
つ
て
「
『
政
治
体
制
』
論
の
展
開
」
と
題
し
て
詳
し
い
紹
介
が
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ

れ
て
い
る
が
（
法
学
研
究
、
第
三
九
巻
第
一
号
）
、
こ
の
よ
う
な
理
論
か
ら
分
析
枠

組
へ
の
後
退
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
図
式
の
基
本
的
構
想
は
扁
貫
し
て
そ
の
ま

ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
本
書
で
は
種
々
の
批
判
を
さ
け
る
よ
う
」
批
判
を

加
え
ら
れ
た
部
分
の
表
現
を
よ
り
慎
重
に
い
い
か
え
て
い
る
結
果
、
元
来
の
ア

ー
モ
ン
ド
の
論
文
独
特
の
明
快
性
が
失
わ
れ
て
、
そ
の
内
容
が
皮
肉
に
も
よ
り

折
衷
的
不
分
明
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
は
惜
し
い
。
例
え
ぽ
、
最
初
の
論
文

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

に
は
政
治
体
系
の
体
系
に
つ
い
て
の
定
義
や
、
政
治
体
系
の
定
義
中
に
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

る
基
本
概
念
で
あ
る
相
互
作
用
（
ゴ
3
轟
＆
自
）
に
つ
い
て
の
定
義
が
な
い
と
い

う
批
判
に
対
し
て
、
本
書
で
は
そ
の
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
初

の
論
文
に
加
え
ら
れ
た
政
治
的
の
意
味
が
折
衷
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
カ

し
た
た
め
、
今
度
は
政
治
的
の
定
義
が
政
治
的
権
威
や
政
治
体
系
の
作
動
の
記

述
で
お
き
か
え
ら
れ
不
分
明
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
。
，

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち

　
と
こ
ろ
で
問
題
の
体
系
と
は
各
要
素
間
の
相
互
依
存
（
ゴ
ぎ
巳
8
。
呂
窪
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
う

を
意
味
し
、
そ
の
体
系
は
環
境
（
①
舅
ぎ
β
馨
旨
）
と
の
間
に
あ
る
種
の
境
界

（
ぎ
毒
留
曙
）
を
も
つ
て
い
る
。
相
互
依
存
と
は
体
系
内
の
一
構
成
要
素

（
8
旨
冨
冨
旨
）
の
特
性
（
貸
8
①
註
色
が
変
化
す
る
と
他
の
す
べ
て
の
構
成
要
素

や
そ
の
体
系
が
全
体
と
し
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
し
、
体
系
が
そ
こ

で
始
ま
り
、
そ
こ
で
終
る
と
こ
ろ
が
境
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
山
助
教
授
の

紹
介
に
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
第
二
の
論
文
の
こ
の
部
分
で
、
体

系
理
論
に
お
け
る
基
本
的
仮
定
と
℃
て
講
相
互
依
存
と
な
ら
ん
で
強
調
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
（
煽
四
噛
二
）

い
た
均
衡
（
8
昌
酵
言
邑
の
概
念
は
後
述
す
る
よ
う
な
理
由
か
ら
本
書
で
は

姿
を
消
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
体
系
は
個
人
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ

る
の
で
は
な
く
て
、
相
互
作
用
し
あ
う
役
割
（
三
φ
）
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
δ
、
境
界
は
時
、
場
所
に
よ
つ
て
変
化
す
る
。
相
互
作
用
過
程
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
う
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
う

政
治
体
系
と
そ
の
環
境
と
の
間
の
交
換
で
あ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

お
よ
び
政
治
体
系
内
に
お
け
る
転
換
（
8
薯
Φ
邑
害
）
過
程
の
三
つ
の
局
面
に
わ

か
た
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も

　
周
知
の
よ
う
に
、
体
系
分
析
は
社
会
科
学
に
お
い
て
は
機
能
分
析
あ
る
い
は

い
わ
ゆ
る
構
造
機
能
分
析
（
跨
ロ
9
壼
寓
彗
＆
。
纂
一
彗
a
琶
・
）
と
結
び
つ
い
て
き

た
。
有
機
体
的
あ
る
い
は
力
学
的
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
た
体
系
分
析
と
は
い
わ

ば
構
造
機
能
分
析
の
た
め
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
初
の
論
文
で
は
構
造
目
機
能
分
析
と
い
う
視
角
か
ら
す
る
政
治
体

系
の
構
造
と
機
能
の
説
明
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
伝
統
的
ア
プ
・
ー
チ
に
か

わ
る
構
造
阿
機
能
分
析
の
必
要
と
、
方
法
と
し
て
の
普
遍
性
が
説
か
れ
る
ば
か

り
で
、
肝
心
の
構
造
や
機
能
の
規
定
は
不
十
分
で
あ
つ
た
。
本
書
で
は
い
わ
ゆ

る
流
行
の
構
造
”
機
能
分
析
な
る
用
語
は
さ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
体
系
の

構
造
と
機
能
の
論
理
的
規
定
と
い
う
点
で
は
前
の
論
文
と
は
面
目
を
一
新
さ
せ

て
い
る
。

　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

　
彼
は
構
造
（
。
。
霞
琴
言
邑
と
文
化
（
。
昌
言
邑
と
い
う
タ
ー
ム
を
政
治
体
系
の

分
析
の
図
式
の
中
心
に
す
え
ぎ
た
る
。
構
造
と
は
政
治
体
系
を
構
成
す
る
観
察

可
能
な
活
動
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
あ
る
規
則
性
が
あ
る
よ
う
な
も
の
を
意
味

す
る
。
こ
こ
で
い
う
活
動
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
の
全
活
動
で
は
な

く
、
役
割
を
通
じ
て
政
治
過
程
に
接
触
す
る
そ
の
人
間
の
活
動
の
特
定
の
側
面



で
あ
る
。
だ
か
ら
政
治
的
役
割
は
政
治
体
系
の
基
本
的
単
位
の
一
つ
で
あ
り
、

特
定
の
組
合
せ
と
し
て
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
役
割
が
構
造
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
政
治
体
系
は
関
連
せ
る
相
互
作
用
の
役
割
か
ら
構
成
さ
れ
る
下
位
体
系

（
鶏
げ
塁
馨
①
置
）
の
組
合
せ
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
構

造
分
析
に
お
い
て
と
く
に
重
要
な
の
は
後
述
す
る
よ
う
な
彼
の
体
系
の
変
動
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
む

程
、
あ
る
い
は
よ
り
は
つ
き
り
い
え
ば
進
化
の
過
程
の
分
析
、
い
わ
ゆ
る
発
展

的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
号
お
一
8
巨
窪
芭
呂
質
S
。
げ
）
の
基
本
概
念
と
な
る
役
割
分
化

（
邑
＆
霞
Φ
お
暮
馨
一
自
）
と
下
位
体
系
の
自
律
性
（
鶏
竃
釜
言
巨
窪
ε
ぎ
言
網
）
の
導
入

で
あ
る
。
政
治
体
系
の
構
造
は
政
治
的
役
割
、
構
造
、
下
位
体
系
の
分
化
と
専

門
化
（
聲
①
。
芭
藍
け
一
睾
）
、
こ
れ
ら
役
割
、
、
構
造
、
下
位
体
系
の
相
互
の
自
律
性

と
従
属
性
（
霊
ぎ
邑
ロ
蝕
自
）
の
二
点
か
ら
区
別
さ
れ
る
㌔
つ
ま
り
、
例
え
ば
エ

ス
キ
モ
ー
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
政
治
目
的
に
対
し
て
専
門
化
さ
れ
て
い
る
一
連

の
役
割
も
構
造
も
な
い
よ
う
な
間
欠
的
（
一
暮
零
巨
詳
Φ
暮
）
政
治
体
系
と
呼
ば
れ

る
原
始
的
体
系
か
ら
、
役
割
が
変
化
し
、
よ
り
専
門
化
し
、
よ
り
自
律
化
し
、

新
し
い
タ
イ
プ
の
役
割
が
創
設
さ
れ
、
新
し
い
構
造
や
下
位
体
系
が
生
じ
、
創

ら
れ
て
い
く
過
程
を
尺
度
と
し
発
展
を
測
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
発
展
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
本
書
で
は
じ
め
て
具
体
的
肉
づ
け
が

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
体
系
の
構
造
と
な
ら
ぶ
政
治
的
文

化
も
本
書
で
は
つ
き
り
と
明
確
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
政
治
的
文
化
と
は
政

治
体
系
の
成
員
間
に
お
け
る
政
治
に
対
す
る
個
人
的
態
度
と
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
の
類
型
で
あ
り
、
そ
の
底
に
あ
つ
て
政
治
行
為
に
意
味
を
与
え
る
主
観
的

領
域
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
文
化
は
政
治
的
社
会
化
に
と
も
な

つ
て
継
承
さ
れ
、
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
体
系
を
構
成
す
る
全
人
口

　
　
　
紹
介
と
抵
評

に
広
が
つ
て
い
る
態
度
、
信
条
、
ス
キ
ル
か
ら
な
る
政
治
的
文
化
と
、
人
口
の

特
定
の
部
分
や
人
種
、
宗
教
や
社
会
階
級
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
態
度
か

ら
な
る
下
位
文
化
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
体
系
分
析
に
お
い
て
、
も
し
構

造
を
体
系
の
機
能
に
対
し
て
体
系
を
構
成
す
る
要
素
問
の
空
間
的
秩
序
と
考
え

る
な
ら
ぽ
、
そ
の
体
系
特
有
の
構
造
的
布
置
あ
る
い
は
構
造
と
機
能
の
特
有
の

連
関
と
も
い
う
べ
き
文
化
を
こ
の
体
系
の
中
に
論
理
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
両
者
は
た
だ
並
列
し
て
説
明
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
、
体
系
へ
の
論
理
的
位
置
づ
け
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
発
展
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
関
遠
で
は
、
人
び
と
が
政
治
行
為
に
お

い
て
漸
次
合
理
的
、
分
析
的
、
経
験
的
に
な
つ
て
い
く
世
俗
化
（
§
巨
畳
N
畳
8
）

の
概
念
が
構
造
に
お
け
る
役
割
分
化
と
下
位
体
系
の
自
律
性
に
対
応
す
る
変
動

を
予
測
す
る
基
準
（
。
二
・
＆
3
）
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
理
論
上

興
味
あ
る
最
後
の
点
は
、
政
治
的
文
化
は
政
治
的
行
為
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ソ
の
分
布
の
類
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
個
人
的
傾
向
を

体
系
の
特
性
へ
結
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
つ
ま
り
、
政
治
的
文
化
は
政

治
理
論
に
お
け
る
、
、
、
、
（
ク
官
㎜
マ
ク
ロ
・
ギ
ャ
ッ
プ
に
架
橋
し
う
る
手
段
と
な

る
価
値
あ
る
概
念
用
具
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ア
ー
モ
γ
ド
に
あ
つ
て
は
政
治
体
系
は
相
互
作
用
す
る
役
割
、
構

造
、
下
位
体
系
、
こ
れ
ら
相
互
作
用
に
影
響
を
与
え
る
基
礎
的
心
理
的
特
性
か

ら
な
る
が
、
こ
の
政
治
体
系
は
環
境
や
政
治
体
系
自
体
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と

そ
の
体
系
内
で
の
こ
れ
ら
イ
ン
プ
ッ
ト
の
転
換
、
環
覧
に
対
す
る
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
の
産
出
と
い
う
過
程
に
よ
つ
て
機
能
す
る
。
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
環
境
を
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ヘ
　
ヤ
　
ち
　
ヘ
　
ル

さ
せ
、
・
つ
い
で
そ
の
政
治
体
系
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九

　
（
一
四
一
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

う

ク
）
。
本
書
の
特
色
の
一
つ
は
政
治
体
系
に
お
け
る
イ
ソ
プ
ヅ
ト
、
・
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
の
流
通
（
蓼
≦
）
の
文
脈
に
お
い
て
政
治
体
系
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
、

従
来
の
批
判
に
応
え
た
こ
と
で
あ
る
。
体
系
の
機
能
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
で

考
察
さ
れ
る
。
一
つ
の
レ
ベ
ル
は
体
系
の
能
力
（
。
碧
畳
一
一
身
）
で
あ
る
。
政
治

体
系
の
そ
の
環
境
の
中
で
の
宜
動
体
と
し
て
の
作
動
が
こ
の
能
力
で
あ
る
。

こ
の
能
力
の
概
念
に
つ
い
て
は
第
二
の
論
文
に
お
い
て
お
よ
そ
の
輪
廓
が
し

め
さ
れ
て
お
り
、
内
山
助
教
授
の
紹
介
に
も
詳
し
い
が
、
こ
れ
は
規
制
能
力

（
冨
讐
一
蝕
ぎ
S
饗
呂
一
蔓
）
と
抽
出
能
力
（
。
尊
影
§
さ
。
碧
豊
一
一
蔓
）
、
分
配
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

（
象
鼠
ず
暮
貯
。
　
。
碧
昌
憩
帯
）
、
に
そ
の
一
種
と
し
て
の
象
徴
能
力
（
。。
網
9
び
。
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

。
選
畳
眠
蔓
）
、
そ
れ
に
反
応
能
力
（
誘
冨
琶
さ
。
巷
呂
韓
蔓
）
の
四
な
い
し
五

の
類
型
に
わ
か
た
れ
る
。
能
力
の
概
念
は
ア
r
モ
ソ
ド
の
体
系
論
で
重
要
な
位

置
を
し
め
る
の
で
．
内
山
助
教
授
の
紹
介
と
や
や
重
複
す
る
が
も
う
一
度
簡
単

に
説
明
し
て
お
こ
う
。
規
制
能
力
と
は
個
人
や
集
団
の
行
動
を
正
統
的
な
強
制

力
の
行
使
に
よ
つ
て
制
御
す
る
と
い
う
政
治
体
系
特
有
の
能
力
で
あ
る
。
抽
出

能
力
と
は
国
内
お
よ
び
国
際
的
環
境
か
ら
物
質
的
、
人
間
的
資
源
を
ひ
き
だ
す

能
力
で
あ
る
。
分
配
能
力
と
は
政
治
体
系
か
ら
社
会
に
お
け
る
個
人
や
集
団
に

種
々
の
財
や
サ
ー
ピ
ス
．
名
誉
、
地
位
、
機
会
を
配
分
す
る
能
力
で
あ
る
。
象

徴
能
力
と
は
分
配
能
力
の
一
種
と
み
ら
れ
る
が
、
政
治
体
系
か
ら
社
会
や
国
際

的
環
境
へ
、
国
旗
や
軍
事
的
儀
式
の
誇
示
と
か
王
室
や
高
官
の
訪
問
、
政
治
的

指
導
者
の
政
策
や
意
思
の
表
明
等
の
形
で
流
さ
れ
る
効
果
的
象
徴
の
流
通
の
能

力
で
あ
る
。
以
上
三
つ
あ
る
い
は
四
つ
の
能
力
が
内
的
外
的
環
境
へ
の
政
治
体

系
の
ア
ウ
ト
ブ
ッ
ト
の
類
型
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
後
の
反
応
能
力
は
イ
ン
プ
ッ

ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
関
係
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
体
系
は
な
に
も
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
（
一
四
一
四
）

“
連
の
内
的
外
的
圧
力
や
要
求
に
反
応
を
し
め
さ
な
べ
て
は
な
ら
な
い
。
民
主

主
義
や
全
体
主
義
は
ま
さ
に
こ
の
な
に
に
対
し
て
反
応
す
る
か
と
い
う
相
違
に

も
と
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
機
能
の
レ
ベ
ル
は
体
系
内
の
転
換
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

伝
統
的
政
治
学
に
お
け
る
権
力
分
立
論
に
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
今
世
紀
初
頭

ウ
そ
ル
ソ
ン
（
妻
．
宅
蕾
魯
）
や
グ
ッ
ド
ナ
ゥ
（
円
』
窪
ぎ
名
）
に
よ
り
確
立
さ

れ
た
ア
メ
リ
カ
行
政
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
政
治
”
行
政
公
式
　
（
箸
畢
募
－

呂
鼠
琶
¢
謹
舞
一
8
協
a
巨
昆
碧
）
の
現
代
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

一
つ
の
政
治
体
系
の
転
換
機
能
を
分
析
し
、
他
の
政
治
体
系
の
そ
れ
と
比
較
す

る
機
能
図
式
乏
し
て
つ
ぎ
の
六
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
．
ω
利
益
結
節

（
帥
暮
霞
。
¢
霊
註
。
巳
畳
魯
）
、
要
求
が
形
成
さ
れ
る
仕
方
、
㈹
利
益
集
合
（
一
騨
霞
聾

轟
讐
超
蝕
9
）
、
要
求
が
行
為
に
対
す
る
邊
択
の
対
象
た
り
う
る
方
針
の
形
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

結
合
さ
れ
る
仕
方
、
⑥
ル
ー
ル
作
成
（
崔
甲
目
費
江
夷
）
、
権
威
的
ル
ー
ル
が
作

成
さ
れ
る
仕
方
、
㈲
ル
ー
ル
適
用
（
置
甲
書
ぎ
轟
窪
）
、
こ
れ
ら
ル
ー
ル
が
適

用
さ
れ
、
施
行
さ
れ
る
仕
方
、
㈲
ル
ー
ル
判
定
（
著
一
霊
3
＆
坤
8
該
8
）
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち

ル
ー
ル
の
適
用
が
個
人
的
事
実
に
判
定
さ
れ
る
仕
方
、
⑥
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
こ
れ
ら
種
々
の
活
動
が
政
治
体
系
内
お
よ
び
政
治
体
系
と
そ
の
環
境
の
あ

い
だ
で
伝
達
さ
れ
る
仕
方
．
そ
し
て
第
二
の
論
文
で
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
の
六

つ
の
転
換
機
能
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
本
書
で
億
詳
し
い
説
明
が
展
開
さ
れ

る
．　

こ
こ
で
利
益
結
節
と
は
社
会
と
政
治
体
系
の
撞
界
に
あ
つ
て
、
社
会
の
種
々

の
政
治
体
系
の
要
求
を
例
え
ぼ
あ
る
種
の
利
益
集
団
が
デ
モ
を
通
じ
て
特
定
の

政
策
を
明
白
に
要
求
す
る
と
い
つ
た
具
合
に
、
種
々
の
構
造
、
様
々
な
チ
ャ
ン



ネ
ル
．
種
々
の
ス
タ
イ
ル
を
通
じ
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
利
益

集
合
と
は
選
択
の
対
象
と
な
る
一
般
的
政
策
の
形
に
要
求
を
転
換
し
て
い
く
機

能
を
さ
す
ゆ
近
代
民
主
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
事
実
上
主
と
し
て
政
党
が
利

益
集
団
の
利
益
結
節
を
う
け
て
、
政
策
形
成
と
補
充
（
器
9
三
彗
Φ
暮
）
を
通
じ

て
利
益
集
合
の
転
換
機
能
を
果
す
が
、
論
理
的
に
は
利
益
集
合
は
あ
ら
ゆ
る
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ

治
体
系

に
お
い
て
、
政
治
体
系
内
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
、
一
般
的
政
策
の

明
示
的
形
成
お
よ
び
多
か
れ
少
か
れ
特
定
の
類
型
の
政
策
に
コ
、
・
・
ッ
ト
し
て
い

る
政
治
的
役
職
者
（
需
馨
暮
＆
の
補
充
を
通
じ
て
生
じ
う
る
。

　
ル
ー
ル
形
成
と
い
う
用
語
は
立
法
と
い
う
伝
統
的
用
語
が
国
会
と
い
つ
た
よ

う
な
特
定
の
構
造
、
法
制
定
と
い
つ
た
特
定
の
過
程
を
暗
示
す
る
こ
と
を
嫌
つ

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
行
政
学
に
お
い
て
政
策
形
成
を
立
法
機
関

や
法
の
制
定
に
の
み
限
定
せ
ず
、
行
政
機
関
の
執
行
の
過
程
を
も
含
め
て
、
広
く

継
続
酌
な
統
治
過
程
の
中
で
執
行
と
密
着
し
て
相
互
に
依
存
し
つ
つ
遂
行
さ
れ

る
も
の
と
考
え
る
立
場
に
符
号
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
ル
ー
ル
適
用

は
ル
ー
ル
形
成
が
立
法
に
対
応
す
る
意
味
で
行
政
あ
る
い
は
執
行
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
り
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
官
僚
制
の
分
析
が
そ
の
構
造
的
中
心
と

な
る
。
ル
ー
ル
判
定
は
同
じ
意
味
で
司
法
過
程
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
特
定
の
機
関
や
制
度
で
は
な
く
、
い
か
な
る
構
造
、
い
か
な
る
方
法
で
あ

れ
、
そ
の
遂
行
さ
れ
る
機
能
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
政
治
行
動
が
人
間
の
個
人
的
、
集
団
的
場
面
に
お
け
る
相
互
作
用
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ぼ
、
こ
れ
ら
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
情
報
入
手
、
選
択
的
行
動
の

決
定
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
し
、
政
治
体
系

を
一
つ
の
自
動
体
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
制
御
の
プ
ロ
セ
ス
と
し

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
　
こ
こ
か
ら
た
と
え
ば
ド
イ
ッ
チ

（
国
貰
一
妻
。
∪
①
暮
m
魯
）
の
よ
う
に
、
そ
の
基
本
的
概
念
を
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス

と
情
報
理
論
か
ら
借
り
き
た
つ
て
政
治
学
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
生

じ
て
く
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
ア
ー
モ
ン
ド
が
考
え
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
と
は
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ

ま
り
一
方
で
上
述
の
よ
ラ
な
す
べ
て
の
政
治
思
想
を
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
理

論
の
用
語
で
改
鋳
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
や
逆
に
コ
、
・
三

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
単
に
他
の
政
治
機
能
を
理
解
す
る
一
要
素
と
し
て
考
慮

す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
保
守
的
立
場
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
的
道
を
歩
も
う

と
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
遂
行
は
す
べ
て
の
他
の
政
治
機
能
を

含
む
の
で
は
な
く
、
他
の
機
能
の
遂
行
に
対
す
る
必
要
要
件
を
構
成
す
る
の

で
あ
る
。
六
つ
の
機
能
図
式
嫁
、
前
の
論
文
に
お
い
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
よ
り
タ

！
ム
を
借
用
し
、
機
能
的
範
疇
と
し
て
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
七
つ
の

い
わ
ゆ
る
類
型
変
数
（
冨
ぎ
唇
養
碁
乞
。
）
の
う
ち
政
治
的
社
会
化
、
（
寛
葺
鶏
一

§
菖
轄
江
自
）
と
補
充
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
機
能
レ
ベ
ル
は
パ
！
ソ
ン
ズ
の
体
系
論
に
お
け
る
四
つ
の
機
能
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ち

に
与
え
ら
れ
た
名
前
の
う
ち
の
二
つ
を
結
合
し
た
体
系
維
持
と
適
応
機
能

（
塁
警
Φ
目
目
亀
暮
窪
導
8
導
畠
、
＆
碧
富
菖
9
皆
ぎ
§
μ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

そ
の
内
容
は
政
治
的
社
会
化
と
補
充
遂
行
の
機
能
で
あ
る
。
あ
た
か
も
機
械
に

お
い
て
部
品
の
維
持
と
補
充
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
体
系
に
お
い
て

も
種
々
の
役
割
の
担
当
者
は
こ
れ
ら
役
割
に
対
し
て
補
充
さ
れ
、
そ
の
職
を
い

か
に
遂
行
す
る
か
学
ば
ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
新
し
い
役
割
が
創
設
さ
れ
新
し
い

人
員
が
訓
練
さ
れ
る
。
政
治
体
系
を
維
持
し
ロ
ン
グ
ラ
シ
に
お
け
る
変
化
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
コ
一
　
（
一
四
一
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

圧
力
に
そ
れ
自
身
を
適
応
さ
せ
て
い
く
仕
方
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
従
来
政
治
体
系
論
に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
き
た
主
要
な
批
判
の
一

つ
は
、
体
系
論
が
暗
に
体
系
の
要
素
の
均
衡
と
調
和
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い

う
議
論
で
あ
り
、
今
一
つ
は
静
態
的
で
保
守
的
偏
向
を
も
つ
て
い
る
乏
い
う
も

の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
パ
ー
ゾ
ン
ズ
が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
．
元
来
、

体
系
分
析
と
は
「
特
定
な
瞬
間
に
お
け
る
体
系
の
状
態
と
、
時
間
の
経
過
を
通
し

て
お
こ
る
体
系
内
部
の
変
化
の
双
方
の
記
述
を
含
む
…
…
動
的
な
分
析
」
に
ょ

つ
て
「
行
動
の
過
程
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
概
念

化
と
理
論
構
成
の
正
当
な
目
的
」
な
の
で
あ
る
（
■
評
騒
。
器
頸
呂
輿
》
望
蕾
り

目§R

＆
9
忠
ミ
＆
『
ぎ
ミ
健
毫
§
蔑
§
し
O
緯
永
井
道
雄
、
作
田
啓
一
、
橋
本
真

「
行
為
の
総
合
理
論
を
め
ざ
し
て
」
日
本
評
論
、
昭
和
三
五
年
）
。
し
た
が
つ
て
」

系
分
析
は
あ
く
ま
で
も
微
少
な
時
間
の
変
化
に
と
も
な
う
系
の
変
化
を
時
系
列

と
し
て
表
わ
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
変
動
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で

あ
つ
て
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
系
の
記
述
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い

L
、
い
わ
ん
や
調
和
と
い
つ
た
価
値
規
範
の
混
入
は
も
つ
と
も
嫌
う
と
ζ
ろ
で

あ
る
ρ

　
し
か
し
第
一
の
批
判
に
対
し
て
は
、
ア
ー
モ
ソ
ド
は
彼
の
政
治
体
系
の
概
念

は
調
和
で
は
な
く
て
相
互
依
存
で
あ
る
と
し
、
確
率
論
的
機
能
主
義
（
質
。
冨
事

冴
§
旨
ぎ
§
轟
評
巨
）
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
あ
る
政
治
体
系

で
労
働
組
合
が
発
達
す
る
な
ら
ば
、
政
党
や
選
挙
過
程
、
立
法
部
や
官
僚
制
が

こ
れ
ら
労
働
組
合
に
よ
つ
て
影
響
を
う
け
る
高
い
確
率
が
あ
る
と
い
う
も
の

で
、
政
治
体
系
の
要
素
の
一
つ
に
お
け
る
変
化
が
い
か
に
他
の
要
素
や
全
体
に

影
響
を
与
え
る
か
を
確
め
る
こ
と
こ
そ
政
治
学
研
究
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
三
　

（
一
四
一
六
）

の
で
あ
る
。
前
の
二
つ
の
論
文
で
強
調
さ
れ
て
い
た
均
衡
の
概
念
が
、
本
書
で

は
全
く
姿
を
消
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
均
衡
論
と
い
う
批
判
を
避
け
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
静
態
的
で
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て

は
、
前
の
論
文
で
し
め
し
た
定
式
は
あ
る
既
与
の
時
点
に
お
け
る
政
治
体
系
の

分
析
に
適
切
な
も
の
で
、
発
展
的
類
型
を
明
ら
か
に
し
、
政
治
体
系
が
い
か
に
、

な
ぜ
変
化
す
る
か
を
説
明
す
る
に
は
役
立
た
な
か
つ
た
と
反
省
し
、
こ
こ
に
本

書
の
副
題
と
な
つ
て
い
る
発
展
的
ア
プ
・
ー
チ
の
導
入
を
と
く
。

　
た
し
か
に
発
展
的
ア
プ
・
ー
チ
は
変
動
論
で
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
類
図

式
の
構
築
に
お
い
て
、
西
ヨ
：
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
政
治
史
、
未
開
社
会
に

お
け
る
文
化
人
類
学
の
業
績
に
も
と
づ
い
た
経
験
的
一
般
化
が
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
明
ら
か
に
こ
の
図
式
の
適
用
が
暗
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
現
代

の
発
展
途
上
国
に
お
け
る
発
展
過
程
の
比
較
政
治
学
的
記
述
と
発
展
の
予
測
で

あ
る
。
こ
の
紹
介
の
目
的
は
彼
の
体
系
論
に
あ
つ
て
、
比
較
政
治
学
に
お
け
る

理
論
の
開
拓
に
は
な
い
の
で
、
こ
の
発
展
的
ア
プ
ロ
；
チ
の
紹
介
は
ご
く
簡
単

に
と
ど
め
よ
う
。
発
展
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
概
念
は
す
で
に
紹
介
し
た
構
造

分
化
と
自
律
性
、
世
俗
化
の
三
概
念
で
あ
る
。
こ
の
三
概
念
に
よ
つ
て
そ
の
政

治
体
系
の
発
展
の
レ
ベ
ル
を
定
め
、
記
述
と
説
明
と
予
測
の
出
発
点
と
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
構
造
の
発
展
は
役
割
分
化
と
下
位
体

系
の
自
律
性
を
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
政
治
的
文
化
は
世
俗

化
を
基
準
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
三
者
の
程
度
に
よ
つ
て
多

様
な
転
換
機
能
の
遂
行
が
区
別
で
き
る
し
、
政
治
体
系
の
能
力
と
い
う
点
で
も

体
系
が
遂
行
す
る
機
能
の
特
定
の
レ
ベ
ル
と
類
型
は
こ
れ
ま
た
構
造
分
化
、
自

律
性
、
世
俗
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
．
要
す
る
に
、
政
治
体
系
の
発
展
は
構
造



分
化
、
自
律
性
、
世
俗
化
と
い
つ
た
三
つ
の
概
念
を
変
数
と
し
て
把
え
、
こ
れ

を
政
治
体
系
の
種
々
の
機
能
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
分
類
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
最
後
の
理
論
上
の
問
題
点
は
、
ア
ー
モ
ン
ド
が
こ

の
よ
う
な
発
展
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
つ
て
、
記
述
の
み
か
説
明
あ
る
い
は
予
測

も
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
発
展
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
政
治
体
系

を
そ
の
未
来
を
形
づ
く
る
最
も
強
力
な
一
連
の
束
縛
や
限
界
の
一
つ
、
つ
ま
り

そ
の
政
治
的
過
去
に
よ
つ
て
分
類
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
予
測

に
対
す
る
希
求
は
あ
ら
ゆ
る
体
系
が
過
去
の
囚
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
う
ち

に
横
た
わ
る
。
も
つ
と
も
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
予
想
さ
れ
る
予
測
の
内
容

が
、
真
の
意
味
で
予
測
に
値
す
る
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
と

一
し
て
の
こ
る
。

　
も
し
理
論
を
説
明
あ
る
い
は
時
間
の
観
点
を
い
れ
て
予
測
と
考
え
る
な
ら

ぽ
、
本
書
は
著
者
も
認
め
る
よ
う
に
い
か
な
る
意
味
で
も
理
論
と
は
い
え
な

い
。
む
し
ろ
記
述
の
前
提
と
な
る
対
象
の
分
類
図
式
の
提
示
に
す
ぎ
な
い
。
た

七
か
に
、
政
治
学
の
科
学
化
を
望
む
も
の
に
と
つ
て
、
現
実
の
政
治
学
の
お
か

れ
た
こ
の
よ
う
な
理
論
的
段
階
の
低
さ
は
あ
る
意
味
で
絶
望
的
に
す
ら
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
焦
躁
に
か
ら
れ
て
、
経
験
的
検
証
可
能
性
を
無
視
し
た
精

緻
な
論
理
的
体
系
を
構
成
し
て
、
理
論
の
名
を
借
称
す
る
と
い
う
独
断
に
お
ち

い
り
が
ち
に
な
る
．
ア
ー
モ
ン
ド
が
最
初
の
論
文
で
お
ち
い
つ
た
陥
穽
も
ま
た

か
か
る
類
の
も
の
で
あ
つ
た
。
本
書
で
は
か
か
る
理
論
的
志
向
を
い
さ
さ
か
も

捨
て
た
わ
け
燈
は
な
い
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
比
較
政
治
学
に
お
け
る
比
較

の
た
め
の
分
類
の
機
能
図
式
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
て
い
惹
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
た
し
か
に
そ
れ
は
理
論
で
は
な
い
。
し
か
し
政
治
学
の
お
か
れ
た
現
状
は
か

か
る
理
論
の
構
成
の
前
提
と
な
る
法
則
や
恐
ら
く
よ
り
基
本
的
な
事
実
発
見
の

段
階
に
あ
る
。
そ
う
い
つ
た
意
味
に
お
い
て
、
実
は
か
か
る
事
実
の
索
出
的
分

類
図
式
こ
そ
恐
ら
く
今
日
政
治
学
が
最
も
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
か
か
る
図
式
に
も
と
づ
い
た
分
類
に
よ
る
情
報
の
整
理
と
秩
序
化
こ
そ
、

政
治
学
の
理
論
化
の
前
提
要
件
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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