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蜜
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J
・
ケ
ネ
デ
ィ
著

『
二
十
世
紀
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

　
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ー
ド
リ
i
教
育
大
学
　
（
旨
毘
9
亀
O
色
轟
①
亀

国
身
3
ぎ
戸
幹
。
。
中
亀
駐
三
『
①
）
の
主
任
講
師
で
、
史
学
科
の
ヘ
ッ
ド
で
も
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
史
を
専
門
と
し
、
マ
ラ
ヤ
史
の
著
書
が
あ
る
が
、
大
家
の
多
い
イ

ギ
リ
ス
の
歴
史
学
界
の
中
で
は
比
較
的
新
人
の
部
類
に
入
る
人
で
あ
る
。
本
書

は
、
二
〇
世
紀
に
開
花
し
た
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
き
わ
め

て
簡
明
且
つ
要
領
よ
く
そ
の
概
史
を
の
べ
、
そ
の
特
性
と
問
題
点
を
指
摘
し
た

も
の
て
あ
る
が
、
後
篇
に
つ
け
ら
れ
た
約
一
〇
〇
ぺ
ー
ジ
の
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
関
係
の
深
い
多
数
の
人
物
の
論
文
の
抜
葦
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
括
を
知
る
に
は
非
常
に
便
利
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は

　
　
　
紹
介
と
批
評

次
の
通
り
で
あ
る
。
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げ
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く
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Φ
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け
①
吋
5
　
＞
の
一
Ω
⇔二

　
第
一
章
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
形
態
」
は
、
西
欧
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て

い
る
。
前
者
に
お
い
て
著
者
は
、
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス

テ
ー
ト
に
向
け
ら
れ
る
各
個
人
の
忠
誠
心
を
中
心
に
し
た
概
念
」
で
あ
り
、
「
主

権
国
家
内
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
民
衆
の
願
望
」
で
あ
る
と
定
義
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
　
（
八
〇
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

る
。
自
己
の
住
む
土
地
や
地
方
的
慣
習
に
対
す
る
愛
着
は
、
ほ
と
ん
ど
人
類
の

歴
史
の
発
生
と
と
も
に
存
在
し
て
き
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
概
念
は
、
正
に
近
代
民
族
国
家
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
十
六
、
七
世

紀
に
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
西
欧
世
界
に
現
わ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
、
と
く
に
十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
開
花
し
、
十

九
世
紀
に
な
る
と
次
々
と
他
の
葺
｝
ロ
ッ
パ
諸
国
に
も
展
開
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
本
来
自
由
と
革
新
を
精
神
的
基
盤
と
し
て
発
展
し
て
き
た
西
欧
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
担
い
手
達
は
、
一
度
権
力
の
座
に
つ
く
と
往
々
に
し
て
、
よ

り
自
由
で
よ
り
革
新
的
な
運
動
を
抑
圧
し
、
権
力
政
治
的
葛
藤
を
繰
返
し
た
．

　
か
く
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
約
一
世
紀
間
の
ヨ
i
・
ッ
パ
の
歴
史
は
．

先
進
民
族
国
家
に
よ
る
後
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
抑
圧
を
特
色
と
し
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ヒ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
し
ノ
ヨ
ン
ロ
ス
テ
ラ
ト

代
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
民
衆
の
段
階
か
ら
国
民
国
家
の

段
階
を
経
て
、
膨
脹
主
義
の
第
三
段
階
に
入
り
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

つ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
後
進
諸
民
族
の
政
治
的
自
決
権
を
求
め
る
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
よ
う
や
く
公
認
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
つ

た
。　

さ
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
西
欧
に
お
く
れ
て
ス
タ
ー
ト

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
え
ど
も
二
〇
世
紀
に
な

つ
て
は
じ
め
て
始
ま
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
多
く

の
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
い
て
そ
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
，
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
二
〇
世
紀
の
現
象
と
よ
ぶ

の
に
は
多
く
の
理
由
が
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
お
け
る
と
同
様
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
ま
ず
少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
二
〇
　
　
　
（
八
一
〇
）

の
主
と
し
て
都
市
に
居
住
す
る
知
識
人
に
よ
つ
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
ア
ジ
ア

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
般
に
は
西
欧
に
対
す
る
反
逆
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
確
か
に
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
西
欧
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
展
開
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
が
、
そ
の
も
つ
今
一

つ
の
特
性
す
な
わ
ち
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
民
族
と
し
て
の
後
進
性
を
意
識

し
た
ア
ジ
ア
人
が
、
新
ら
し
い
民
族
精
神
を
求
め
て
摸
索
す
る
、
い
わ
ば
ア
ジ

ア
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
産
物
と
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
決
し
て
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
．
従
つ
て
、
西
欧
支
配
以
前
へ
の
復
帰
を
主
張
す
る
ア
ジ
ア

の
伝
統
復
帰
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
決
し
て
伝
統

固
執
型
で
は
な
く
，
近
代
化
へ
の
指
向
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
に
お
け
る
少
数
の
知
識
人
に
よ
る
民
族
意
識
の
高
揚

が
、
や
が
て
大
規
模
な
民
族
運
動
に
発
展
す
る
転
機
を
、
わ
れ
わ
れ
は
二
〇
世

紀
初
頭
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
い
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
は
、
内
部

的
、
外
部
的
圧
力
に
よ
つ
て
崩
壊
へ
の
歩
み
を
は
じ
め
て
い
た
。
富
国
強
兵
の

道
を
歩
む
日
本
、
三
世
紀
に
わ
た
る
満
州
王
朝
の
末
期
に
あ
る
中
国
、
会
議
派
、

回
教
徒
連
盟
と
い
う
二
大
政
党
が
創
設
さ
れ
て
自
治
要
求
を
は
じ
め
て
い
た
イ

ン
ド
、
ま
た
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
勝
利
、
孫
文
の
三
民
主
義
等
に
大
き

く
影
響
さ
れ
、
民
族
運
動
の
端
緒
に
つ
い
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
、
そ
の
い
ず

れ
を
み
て
も
、
世
紀
の
交
代
を
期
に
新
ら
し
い
ア
ジ
ア
が
現
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
の
成
果
を
刈
取
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
世

界
大
戦
の
結
果
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．

　
第
二
章
「
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
－
目
本
、
中
国
、
イ
ン
ド

半
大
陸
」
お
よ
び
第
三
章
「
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
ー
東
南
ア



ジ
ア
と
西
ア
ジ
ア
」
は
、
そ
の
名
の
ご
と
く
二
〇
世
紀
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
の
あ
と
を
簡
明
に
辿
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紹

介
を
省
略
す
る
。

　
第
四
章
「
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
源
泉
」
に
お
い
て
、
著
者
は
二
〇

世
紀
に
入
つ
て
開
花
し
た
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
諸
要
因
を

検
討
す
る
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
多
く
の
水
源
を
も

つ
川
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
速
さ
、
方
向
は
、
国
に
よ
り
時
に

よ
り
異
な
る
が
、
そ
の
水
源
に
は
共
通
し
た
多
く
の
特
性
が
あ
る
。

　
先
ず
、
「
歴
史
意
識
（
器
累
Φ
亀
募
ε
蔓
）
」
が
芽
生
え
、
こ
れ
が
ア
ジ
ア
に

お
け
る
民
族
運
動
の
推
進
力
の
一
つ
と
な
つ
た
。
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
、
そ
の
島
国
と
い
う
地
理
上
の
特
性
と
、
神
代
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
長
い
天

皇
統
治
を
背
景
と
し
た
政
治
史
の
上
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
し
、
ま
た
中
国
の
民
族
主
義
者
が
、
か
つ
て
は
野
蛮
国
と
考
え
た
西
欧
列
強

に
屈
服
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
清
朝
帝
国
を
み
て
、
そ
の
偉
大
な
過
去
を
追
想

し
、
そ
れ
へ
の
復
帰
を
提
唱
し
た
の
は
当
然
で
あ
つ
た
。

　
イ
ソ
ド
民
族
主
義
者
内
部
の
イ
ン
ド
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
意
識
は
、
よ
り
複
雑

で
あ
つ
た
．
ヒ
ン
ヅ
ー
教
徒
の
間
で
は
、
マ
ラ
ー
タ
王
朝
時
代
、
そ
し
て
回
教

徒
の
間
で
は
ム
ガ
ー
ル
王
朝
時
代
と
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ギ
リ
ス
統
治
に
先
立
つ
て

繁
栄
し
た
過
去
の
盛
時
へ
の
追
憶
が
、
イ
ン
ド
民
族
主
義
運
動
に
刺
戟
を
与
え

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
偉
大
な
時
代
に
対
す
る
追
憶
は
、
一
九

世
紀
末
ま
で
に
そ
の
大
部
分
が
西
欧
諸
国
の
支
配
下
に
入
つ
て
い
た
東
南
ア
ジ

ア
や
西
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
族
主
義
者
の
間
で
も
強
烈
で
あ
つ
た
。

　
著
者
が
、
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
は
、
「
排
外
主
義
」
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て

最
高
潮
に
達
し
た
西
欧
列
強
に
よ
る
領
土
的
侵
略
、
自
国
権
益
の
侵
害
等
に
対

す
る
排
外
運
動
が
、
こ
の
時
期
に
高
ま
つ
た
の
は
当
然
で
あ
つ
た
が
、
さ
ら

に
、
す
で
に
植
民
地
化
さ
れ
て
い
た
地
域
で
は
、
イ
ン
ド
に
典
型
的
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
欧
米
植
民
政
府
に
よ
る
欧
化
主
義
、
か
れ
ら
の
伝
統
的
生
活
様
式
へ

の
干
渉
が
、
強
い
排
外
主
義
を
生
む
原
因
と
な
つ
て
い
た
。

　
ま
た
、
西
欧
帝
国
主
義
列
強
に
よ
る
植
民
地
の
経
済
的
搾
取
と
い
う
主
張

も
．
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
者
の
間
に
排
外
主
義
を
定
着
せ
し
め
る
の
に
も
つ
と

も
有
力
で
魅
力
的
な
論
拠
と
な
つ
て
い
た
。
現
在
の
ア
ジ
ア
の
貧
困
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
手
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
富
の
巨
大
な
流
出
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
容
易
に
大
衆
に
と
つ
て
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
つ
た
た

め
に
、
民
族
運
動
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
排
外
主
義
が
、
単
に
白
人
種
に
む
け
ら

れ
た
の
み
で
な
い
こ
と
も
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
期
以
後
の
中
国

に
お
け
る
排
外
主
義
の
主
た
る
対
象
は
日
本
人
で
あ
つ
た
し
、
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
に
お
け
る
華
商
あ
る
い
は
印
商
に
対
す
る
敵
意
を
は
じ
め
、
新
興
ア
ジ
ア
諸

国
民
相
互
間
に
あ
る
排
外
主
義
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
独
立
後
問
も
な
い
ア
ジ
ア
諸
国
の
多
く
は
、
そ
の
国
内
に
多
数
の
少
数
民

族
を
か
か
え
て
お
り
、
か
れ
ら
の
支
配
民
族
に
対
す
る
態
度
に
す
ら
排
外
主
義

は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
に
果
し
た
「
教
育
の
役
割
」

も
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
植
民
地
に
お
け
る
西
欧
流
の
教
育
が
、
ア
メ
リ
カ
、
フ

ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
等
欧
米
諸
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
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二
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八
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一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

歴
史
を
教
え
、
愛
国
心
、
自
由
、
平
等
、
民
主
主
義
に
つ
い
て
ア
ジ
ア
の
知
識

人
を
啓
蒙
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
で
あ
つ
た
。
二
〇
世
紀
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
担
い
手
の
大
部
分
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
ら
西
欧
流
教
育
を
受

け
て
い
た
こ
と
は
そ
れ
を
物
語
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
欧
流
教
育
に
刺
戟

さ
れ
て
、
伝
統
的
教
育
部
門
に
お
い
て
も
、
ア
ジ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
を
担

う
愛
国
心
に
燃
え
た
青
少
年
の
教
育
に
力
を
注
ぎ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
有
名
な

ブ
デ
ィ
・
ウ
ト
モ
の
ご
と
く
、
民
族
運
動
が
ま
ず
教
育
の
振
興
と
い
5
形
で
展

開
さ
れ
た
例
も
少
な
く
な
か
つ
た
。
日
本
の
よ
う
に
植
民
地
化
さ
れ
な
か
つ
た

と
こ
ろ
で
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
教
育
の
充
実
と
い
う
両
者
の
間
は
、
富
国

と
い
う
共
通
の
目
的
で
つ
な
が
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
急
激
に
起
つ
た
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
社
会
的
、
経
済
的
変
動
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
の
植
民
統
治
下
に
あ
る
地
域

の
都
市
部
で
は
、
下
級
政
府
官
吏
、
商
人
な
ど
か
ら
な
る
小
規
模
な
、
し
か
し

比
較
的
影
響
力
の
あ
る
中
流
階
級
が
誕
生
し
、
や
が
て
植
民
地
行
政
、
経
済
活

動
の
拡
大
と
と
も
に
、
そ
の
勢
力
も
次
第
に
増
大
し
て
い
つ
た
。
ア
ジ
ア
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
と
な
り
指
導
者
と
な
つ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
国
に
よ

り
程
度
は
異
な
る
に
し
て
も
、
こ
の
中
流
階
級
知
識
人
で
あ
つ
た
と
い
え
る
．

一
方
植
民
地
に
お
け
る
経
済
活
動
の
増
大
は
、
鉱
業
、
大
農
園
に
お
け
る
労
働

者
数
の
急
激
な
増
大
を
も
た
ら
し
、
結
局
は
か
れ
ら
も
や
が
て
展
開
さ
れ
る
民

族
運
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
つ
た
。
都
市
中
心
の
「
中

流
階
級
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
傾
向
の
強
か
つ
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
一
般
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
異
な
つ
て
、
毛
沢
東
の
中
国
で
は
、
農
民
大
衆
が
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
重
要
な
担
い
手
と
な
つ
た
点
に
特
色
を
有
し
た
。
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さ
て
、
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
」
の
大
部

分
が
、
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
と

に
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ミ
ル
、
ル
ソ
ー
、
ロ
ッ
ク
と
い
う
よ
う
な

思
想
家
の
自
由
民
主
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
影
響
を
与
え
た
二
大
政
治
思
潮
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
新
し
い
国
造
り
の
た
め
に
社
会
を
改
革
し
、
社
会
主
義
を
実
現
し
、
新
ら
し

い
思
想
を
確
立
す
る
こ
と
を
望
む
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
者
の
間
で
、
一
種
の
世

俗
的
宗
教
の
役
割
を
果
し
、
ま
た
計
画
的
な
経
済
発
展
の
た
め
に
も
有
利
に
思

わ
れ
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
魅
力
あ
る
存
在
と
な
つ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で

き
る
．
ネ
ー
ル
、
ス
カ
ル
ノ
、
オ
ン
・
サ
ン
、
孫
文
等
多
く
の
ア
ジ
ア
の
指
導

者
達
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
一
九
二

〇
年
代
に
は
、
ア
ジ
ア
各
地
で
共
産
党
が
組
織
さ
れ
た
が
、
反
帝
国
主
義
と
か

新
ら
し
い
社
会
経
済
秩
序
の
創
設
と
い
つ
た
基
本
的
目
標
で
は
、
民
族
主
義
者

と
共
産
主
義
者
の
間
に
は
差
が
な
く
、
後
者
は
し
ば
し
ば
ア
ジ
ア
民
族
運
動
の

中
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
推
進
し
、
統
合
し
て
い
く
た
め
に

果
し
た
「
宗
教
」
の
役
割
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
来
国
境
を
越
え
た
同
邦

愛
に
よ
つ
て
結
ば
れ
て
い
た
回
教
徒
も
、
近
代
国
家
の
誕
生
と
と
も
に
、
オ
ヅ

ト
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
絆
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

拾
頭
や
、
ヒ
ン
ヅ
ー
教
徒
の
支
配
か
ら
分
離
独
立
し
よ
う
と
す
る
パ
キ
ス
タ
ン

回
教
徒
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
等
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
強
い
民
族
統
合
の
絆

と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
た
。

　
ま
た
ビ
ル
マ
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
、
西
欧



植
民
老
に
よ
る
支
配
以
後
衰
退
の
一
途
を
辿
つ
て
い
た
仏
教
の
振
輿
を
、
反
植

民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
有
力
な
凝
集
要
素
と
す
べ
く
努
力
が
払
わ
れ
た
．
ビ

ル
マ
、
セ
イ
ロ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
三
国
は
、
こ
の
仏
教
復
興
運
動
と
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
の
二
本
の
柱
の
上
に
、
か
れ
ら
の
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
し
た

と
い
つ
て
も
よ
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
西
欧
的
で
あ
り
植
民
者
的
属
性
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
敵
意
を
も
つ
て
眺
め
ら
れ
て
ぎ

た
。
し
か
し
、
レ
バ
ノ
ン
や
フ
ィ
リ
ピ
ソ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が

支
配
的
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
と
な
つ
た
国
も
あ
る
し
、
旧
仏
領
植

民
地
の
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
や
中
国
の
孫
文
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
重
要
な

民
族
主
義
者
で
あ
つ
た
例
も
多
い
。

　
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
に
際
し
て
、
神
道
の
果
し
た
役
割
は
ぎ
わ

め
て
大
ぎ
か
つ
た
。
す
で
に
明
治
維
新
期
に
神
道
は
国
教
化
さ
れ
、
一
万
五
千

の
神
官
と
十
万
も
の
大
小
神
社
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
天
皇
を
神
格
化
し
、
日

本
を
神
国
化
す
る
に
貢
献
し
て
い
た
こ
の
神
道
は
、
や
が
て
日
本
の
軍
国
主

義
、
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
ン
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
を
促
進
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た

の
で
あ
つ
た
．

　
こ
の
よ
う
に
多
く
の
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
者
が
．
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

あ
る
い
は
宗
教
に
か
か
わ
り
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
　
一
度
世

俗
主
義
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
地
位
は
た
え
ず
脅
か
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　
第
五
章
「
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
第
二
段
階
に
入
つ
た
ア
ジ
ア
の
新
興
諸
国
が
直
面
し
て
い
る
国
内
に
お
け

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
多
数
の
分
裂
要
因
や
変
動
し
つ
つ
あ
る
国
際
情
勢
に
対
応
す
る
に
際
し
て
抱

え
て
い
る
諸
問
題
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
中
国
か
ら
ト
ル
コ
に
至
る
全
ア
ジ

ア
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
が
、
国
家
的
統
合
に
逆
行
す
る
地
域
主
義
、
少
数

民
族
問
題
、
言
語
問
題
、
宗
教
問
題
な
ど
諸
種
の
分
裂
要
因
に
悩
ん
で
い
る

し
、
ま
た
隣
国
と
の
間
に
は
、
旧
植
民
国
の
遺
産
と
し
て
の
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ズ

ム
か
ら
く
る
国
境
問
題
も
少
な
く
な
い
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
新
興
諸
国
の
前
進
に
は
非
常
に
多
く
の
困
難

が
横
た
わ
つ
て
い
る
が
、
今
新
た
に
こ
れ
に
立
向
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
独

立
運
動
を
主
た
る
任
務
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
第
一
期
に
活
躍
し
た
人
で

は
な
い
．
古
い
指
導
者
達
の
多
く
は
舞
台
裏
に
去
り
、
新
ら
し
く
登
場
し
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
指
導
者
達
は
、
そ
の
思
考
に
お
い
て
前
者
よ
り
も
柔
軟
で
教

条
主
義
的
で
は
な
い
。
ま
た
政
治
的
で
あ
る
よ
り
は
よ
り
経
済
的
分
野
に
力
点

を
お
こ
う
と
し
て
い
る
。
か
つ
て
ス
カ
ル
ノ
が
、
「
西
欧
に
お
い
て
は
民
族
国

家
の
概
念
は
時
代
遅
れ
だ
と
の
考
え
が
あ
る
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
非
常
な

重
要
性
を
持
つ
て
い
る
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
と
て
も

受
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
現
在

も
い
ぜ
ん
と
し
て
重
要
な
存
在
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
変
つ
た
の
は
、
そ

の
担
い
手
の
性
格
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
目
的
が
、
「
破
壊
」
か
ら
「
建
設
」

に
移
行
し
た
こ
と
に
あ
る
．

三

　
二
〇
世
紀
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
推
進
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
勃
興
に
あ
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
第
二
次
大
戦
後
の
ア
ジ
ア
研
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紹
介
と
批
評

究
が
、
先
ず
こ
の
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
と
性
格
に
関
す
る
研
究

か
ら
始
ま
つ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
今
日
ま
で
に
そ
の
文
献
も
か
な
り
豊
富
に

発
表
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
古
典
的
価
値
を
も
つ
《
＝
き
の
閃
魯
戸
O
①
零
窯
9
審

傷
霞
2
暮
一
8
巴
聲
瀬
≦
罐
9
騎
ざ
○
密
昇
切
①
島
戸
　
一
露
o
。
》
は
別
格
と
し

て
、
戦
後
出
版
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
邦
訳
さ
れ
広
く
読
ま
れ
て
き
た
〈
○
≦
Φ
づ

審
暮
ぎ
。
周
①
一
弓
ぎ
の
詳
轟
菖
。
β
ぎ
宏
郵
切
。
警
。
戸
ち
お
》
《
妻
，
蜜
」
W
毘
噛

Z
彗
一
。
づ
巴
び
目
導
α
O
o
目
目
ロ
巳
の
ヨ
ぎ
国
帥
警
＞
巴
鉾
鼠
Φ
一
げ
。
仁
毎
ρ
一
〇
認
》

合
き
国
o
舅
①
貫
U
⑦
国
①
仁
≦
く
き
＞
N
一
9
い
Φ
箆
Φ
戸
一
3
①
》
〈
目
ぎ
吋
冒
Φ
＆
ρ

富
議
＜
o
一
ぴ
。
α
①
一
．
＞
㎝
陣
9
霊
誘
噌
一
3
一
》
《
霊
帥
ぎ
≦
。
9
塁
①
握
Φ
q
；

Z
暮
一
〇
暴
冴
目
導
α
勺
8
鷺
Φ
の
巴
昌
糊
冨
Φ
＞
ω
一
F
評
一
試
筥
o
吋
Φ
・
一
〇
罰
》
《
閃
唇
Φ
詳

国
ヨ
Φ
誘
o
芦
悶
き
ヨ
国
ヨ
且
お
8
乞
暮
一
〇
疑
弓
げ
Φ
田
器
ε
ω
①
一
鴎
－
＞
器
Φ
旨
陣
g
o
出

＞
巴
導
暫
邑
＞
窪
。
き
℃
8
三
＄
9
奪
耳
一
島
ρ
密
①
○
》
な
ど
は
い
ず
れ
も
注

目
す
る
に
た
る
好
著
で
あ
つ
た
し
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
世
界
経
済
研

究
所
編
「
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
」
（
一
九
四
八
）
に
は
じ
ま
り
、
蝋
山
芳
郎
「
ア

ジ
ア
に
お
け
る
民
族
解
放
運
動
」
　
（
一
九
四
九
）
、
平
野
義
太
郎
「
ア
ジ
ア
の

民
族
解
放
」
（
一
九
五
四
）
、
中
東
調
査
会
編
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
民
族
運
動

の
実
態
」
（
一
九
六
一
年
）
、
板
垣
与
一
「
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
と
経
済
発
展
」

（
一
九
六
二
）
な
ど
を
は
じ
め
多
く
の
良
書
が
出
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
質
量
と
も
に
豊
富
な
ア
ジ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研

究
と
比
較
す
る
と
き
、
本
書
の
分
析
そ
の
も
の
は
や
や
簡
潔
に
す
ぎ
多
く
を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
．
た
だ
本
書
が
、
二
〇
世
紀
ア
ジ
ア

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
単
な
る
西
欧
に
対
す
る
反
抗
運
動
あ
る
い
は
反
植
民

地
主
義
運
動
と
し
て
の
み
と
ら
え
ず
、
そ
の
底
流
に
力
強
く
存
在
す
る
ア
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
　
（
八
一
四
）

ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ヘ
の
期
待
と
い
う
積
極
的
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
と
こ

ろ
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
詳
細
な
専
門
書
と
し
て
で
は
な

く
、
彪
大
な
テ
ー
マ
を
手
際
よ
く
ま
と
め
た
概
括
的
な
一
般
啓
蒙
書
と
し
て
そ

の
存
在
価
値
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
本
　
三
郎
）


