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難
波
田
春
夫
著

『
社
会
科
学
研
究
』

　
著
者
難
波
田
春
夫
教
授
は
、
戦
前
、
戦
中
の
研
究
者
に
と
つ
て
は
馴
染
み
深

い
学
者
で
あ
ろ
う
．
か
つ
て
「
国
家
と
経
済
」
四
巻
の
労
作
を
世
に
問
わ
れ
、

そ
の
独
創
的
な
経
済
学
を
樹
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
経
済
学
界
の
み
な
ら
ず
広
く

社
会
科
学
に
従
事
し
て
い
た
当
時
の
諸
学
老
の
間
に
、
仮
え
そ
の
学
説
に
対
す

る
穀
誉
褒
彪
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ
ま
ね
く
そ
の
名
の
知
ら
れ
て
い
た
学
者
で
あ

る
。　

著
者
は
こ
の
著
述
の
序
言
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
．
「
顧

り
み
れ
ば
、
終
戦
と
同
時
に
東
大
経
済
学
部
を
去
つ
て
経
済
学
研
究
所
に
立
て

こ
も
り
、
講
和
締
結
後
教
壇
に
復
帰
し
て
い
ま
早
大
に
お
い
て
社
会
科
学
、
経

済
学
を
講
義
す
る
に
到
る
ま
で
、
早
く
も
二
十
有
余
年
の
歳
月
を
経
た
。
本
書

は
こ
の
間
い
ろ
い
ろ
の
機
会
に
発
表
し
た
研
究
の
う
ち
、
社
会
科
学
一
般
に
関

す
る
も
の
の
若
干
を
集
め
て
成
つ
た
も
の
で
あ
る
。
－
－
い
ま
読
み
返
し
て
み

る
と
、
さ
す
が
に
二
十
年
前
の
論
文
に
は
い
さ
さ
か
物
足
り
な
さ
を
感
ず
る

が
、
掘
り
下
げ
方
に
深
浅
の
差
こ
そ
あ
れ
．
終
始
一
貫
、
同
じ
立
場
が
貫
か
れ

　
　
　
紹
介
と
批
評

て
い
る
こ
と
に
満
足
を
感
じ
て
い
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
著
者

の
序
言
の
ご
と
く
、
著
者
自
ら
の
社
会
哲
学
、
歴
史
哲
学
が
十
二
編
の
論
説
の

す
べ
て
に
わ
た
つ
て
滲
み
で
て
い
る
こ
と
を
読
者
は
感
得
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
収
録
さ
れ
て
い
る
論
説
は
、
「
社
会
科
学
方
法
叙
説
」
、
「
ス
ミ
ス
・
へ
ー
ゲ
ル
・

マ
ル
ク
ス
f
三
つ
の
社
会
哲
学
の
内
面
的
関
連
に
つ
い
て
ー
」
、
「
近
代
社

会
の
法
と
道
徳
ー
カ
ン
ト
に
お
け
る
ー
」
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
本
質
」
、

「
レ
1
ニ
ソ
主
義
の
本
質
」
、
「
社
会
主
義
経
済
学
批
判
」
、
「
戦
後
ド
イ
ッ
の
国

家
・
経
済
論
」
、
「
戦
後
ド
イ
ッ
の
社
会
主
義
論
」
、
「
社
会
的
市
場
経
済
の
基

礎
」
、
「
技
術
の
哲
学
」
、
「
労
働
の
哲
学
」
、
「
平
和
の
理
論
」
の
十
二
編
で
あ
る
。

　
第
一
の
論
説
「
社
会
科
学
方
法
叙
説
」
に
お
い
て
は
、
社
会
科
学
は
近
代

と
い
う
時
代
に
制
約
さ
れ
た
N
警
鵯
げ
琶
島
霞
な
学
問
で
あ
り
、
近
代
と
い
う

特
殊
な
時
代
が
社
会
科
学
を
成
立
さ
せ
、
こ
の
科
学
に
自
己
の
特
徴
を
刻
印
し

た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
時
代
と
し
て
の
「
近
代
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
か
ら
問
題
の
所
在
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
始
め
ら
れ
る
．

　
著
者
は
こ
の
視
点
か
ら
近
代
的
思
考
の
特
質
と
し
て
の
合
理
主
義
の
解
明
に

む
か
う
．
す
な
わ
ち
、
合
理
主
義
の
第
一
段
階
と
し
て
ま
Φ
㎝
か
ら
蚕
ぎ
へ

の
過
程
を
追
い
、
近
代
科
学
の
誕
生
に
言
及
し
、
次
い
で
合
理
主
義
の
第
二
段

階
と
し
て
、
人
間
の
轟
ぎ
か
ら
自
然
の
声
ぎ
へ
の
過
程
を
種
々
の
文
献
を

駆
使
さ
れ
な
が
ら
論
理
的
に
追
求
さ
れ
る
．
そ
し
て
、
合
理
主
義
の
発
展
の
第

三
段
階
は
、
自
然
の
声
ぎ
を
追
求
す
る
無
限
の
過
程
に
お
い
て
人
間
の
喪
失

が
自
覚
さ
れ
、
人
間
の
回
復
が
は
じ
ま
る
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
、
人
間
の
疎
外

と
そ
の
回
復
に
対
す
る
著
老
自
ら
の
社
会
哲
学
を
披
渥
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ

ち
、
「
宗
教
か
ら
は
も
と
よ
り
形
而
上
学
、
哲
学
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
　
（
八
〇
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

科
学
は
成
立
し
な
い
．
に
も
拘
ら
ず
．
そ
れ
ら
を
失
う
と
、
科
学
は
そ
れ
自
身

と
し
て
は
無
意
味
な
、
技
術
の
よ
う
に
外
か
ら
意
味
を
与
え
ら
れ
る
よ
り
他
に

意
味
を
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
技
術
に
な
つ
て
し
ま
う
．
宗
教
、
哲
学
か
ら
の

解
放
な
し
に
は
、
社
会
科
学
は
成
立
し
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
解
放
さ
れ
終
る

と
、
社
会
科
学
で
は
な
く
な
る
．
他
な
ら
ぬ
こ
こ
に
社
会
科
学
の
真
理
が
あ
る

の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
か
．
す
べ
て
の
存
在
者
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
ぞ
れ
の
蚕
ぎ
を
も
つ
て
い
る
．
し
か
し
こ
の
声
ぎ
は
、
た
だ
他
と
の

関
係
に
お
い
て
の
み
あ
り
得
る
ご
と
き
冨
ぎ
で
あ
る
．
他
と
の
関
連
に
お
い

て
の
み
独
自
性
を
主
張
し
得
る
も
の
で
あ
る
・
と
こ
ろ
が
・
そ
の
行
ぎ
つ
く
と
こ

ろ
と
し
て
、
他
な
し
に
自
ら
存
在
し
得
る
か
の
ご
と
く
考
え
、
独
自
性
で
は
な

く
て
独
立
性
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
．
」
（
二
八
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ

に
著
老
の
指
摘
の
ご
と
く
、
近
代
的
思
考
様
式
そ
の
も
の
が
現
代
状
況
を
現
出

さ
せ
、
そ
こ
に
一
種
の
自
己
矛
盾
が
生
じ
て
き
た
．
こ
の
自
己
矛
盾
そ
の
も
の

が
い
わ
ゆ
る
国
暮
時
①
営
身
贔
と
い
つ
て
も
よ
い
．
著
者
が
経
済
学
の
独
自
性

を
国
家
共
同
体
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
つ
て
の
著
述

「
国
家
と
経
済
」
に
お
け
る
試
み
は
、
こ
の
論
説
に
お
い
て
も
一
貫
し
た
社
会

哲
学
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
．
第
二
の
論
説
「
ス
ミ
ス
・
ヘ

ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
ー
1
三
つ
の
社
会
哲
学
の
内
面
的
関
連
に
つ
い
て
ー
」
に

お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
の
社
会
哲
学
は
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
の
自
律
性
」
の

哲
学
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
は
「
市
民
社
会
の
国
家
へ
の
包
摂
」
の
哲
学

で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
「
市
民
社
会
の
自
己
否
定
」
の
哲
学
で
あ
つ
て
、
三
者

と
も
近
代
市
民
社
会
を
そ
の
哲
学
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
意
識
の
共
通

性
が
あ
る
．
著
者
は
ス
、
・
・
ス
．
へ
ー
ゲ
ル
．
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
　
（
八
〇
四
）

特
徴
を
簡
明
に
論
理
的
に
解
明
し
結
語
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
．

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
そ
こ
に
（
市
民
祉
会
）
調
和
の
必
然
性
を
見
た
．
市
民
社

会
は
自
由
に
放
任
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
も
調
和
あ
る
発
展
を
つ
づ
け
る
．
へ
ー
ゲ

ル
は
そ
こ
に
対
立
の
統
一
を
見
た
．
市
民
社
会
は
そ
の
内
部
の
欠
陥
の
た
め
政

治
国
家
の
働
き
か
け
を
要
請
す
る
が
、
こ
の
政
治
国
家
と
対
立
の
統
一
関
係
に

入
り
、
人
倫
国
家
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
順
調
に
発
展
す
る
こ
と

が
で
き
る
．
マ
ル
ク
ス
は
以
上
二
つ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
市
民
社
会
の
な
か

に
宥
和
な
き
矛
盾
を
見
た
．
市
民
社
会
は
こ
の
矛
盾
の
ゆ
え
に
必
然
的
に
崩
壊

し
て
、
そ
れ
と
は
原
理
的
に
異
る
社
会
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
．
マ
ル
ク
ス

で
終
る
の
か
．
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
．
マ
ル
ク
ス
の
体
系
は
、
そ
れ
を
構

成
す
る
原
因
が
宥
和
な
ぎ
矛
盾
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
市
民
社
会
の
単
な
る

反
定
立
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
も
『
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性

的
』
で
あ
る
．
市
民
社
会
も
ま
た
歴
史
的
現
実
で
あ
る
限
り
、
亡
び
る
こ
と
の

な
い
理
性
的
な
も
の
を
も
つ
て
い
る
．
人
問
の
自
由
の
理
念
が
そ
れ
で
あ
る
．

そ
れ
は
歴
史
の
次
の
段
階
に
お
い
て
も
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
市
民
的
自
由
の
如
き
低
い
形
の
も
の
か
ら
、
人
倫
的
自
由
に
ま
で
高
め

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
市
民
社
会
の
単
な
る
反
定

立
と
し
て
の
共
産
主
義
に
よ
つ
て
は
、
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
当
然
市

民
社
会
（
資
本
主
義
）
と
共
産
主
義
と
の
止
揚
に
、
し
た
が
つ
て
現
実
的
に
は
そ

の
中
間
に
進
路
が
選
ば
れ
る
．
世
界
史
の
動
向
が
疑
い
も
な
く
こ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
．
」
（
七
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
現
実
の
世
界
に
経
済
体
制
と
し
て
は

鷺
昌
巽
年
⑦
浮
馨
が
、
政
治
形
態
と
し
て
は
O
器
畳
弩
臣
と
い
う
べ
ぎ
体

制
が
派
生
し
て
ぎ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
．
こ
の
論
説
に
お
け
る
著
者



の
孔
、
一
套
暫
学
も
第
一
の
論
説
に
お
け
る
そ
れ
と
基
調
に
お
い
で
、
は
全
く
同
一
の

立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
．
第
七
、
第
八
の
論
説
「
戦
後
ド
イ
ッ
の
国
家
・
経

済
論
」
と
「
戦
後
ド
イ
ッ
の
社
会
主
義
論
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
讐
巨
零
年
。

寄
暮
の
現
実
態
と
し
て
の
西
ド
イ
ッ
の
政
治
・
経
済
思
想
と
体
制
を
ベ
ト
ー

ネ
ン
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
国
家
体
制
と
し
て
の

「
社
会
的
法
治
国
家
」
（
欝
芭
霞
寒
。
窪
鋒
舞
じ
　
と
、
経
済
体
制
と
L
て
の

「
社
会
的
市
場
経
済
」
（
器
芭
。
冒
璋
ζ
三
誘
。
3
ε
の
二
つ
の
観
念
を
、
著
者

独
自
の
共
同
体
の
理
念
に
お
い
て
統
一
的
に
把
握
し
、
こ
こ
に
西
ド
イ
ッ
復
興

の
主
た
る
原
因
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
思
想
も
以
前
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
変

容
L
て
き
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
．
社
会
主
義
像
の
自
由
主
義
化
（
＝
げ
①
邑
一
－

の
毎
巷
α
q
留
累
。
畳
ヲ
蓼
魯
霞
切
一
浮
ω
）
の
状
況
と
そ
の
現
代
的
意
義
を
ベ
ト
ー
ネ

ン
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
二
つ
の
論
説
に
よ
つ
て
西
ド
イ
ッ
の
思
想
状
況
が
覗
え

る
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
陣
営
に
対
す
る
良
薬
と
示
唆
が
与
え
ら
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
旧
套
か
ら
脱
し
え
ず
、
単
な

る
反
体
制
運
動
に
終
始
し
て
い
て
は
基
盤
社
会
か
ら
乖
離
す
る
方
向
に
む
か
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
政
治
イ
デ
オ
・
ギ
ー
は
あ
く
ま
で
も
基
盤
社
会
と
密
着
し
た

関
係
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
実
具
体
性
を
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
．
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
換

は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
現
実
社
会
へ
適
応
し
た
時
宜
を
得
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
．
第
九
番
目
の
論
説
「
社
会
的
市
場
経
済
の
基
礎
」
に
お
い

て
も
著
者
は
、
「
中
道
へ
の
歩
み
」
の
必
要
を
唱
え
、
日
本
及
び
日
本
人
の
反

省
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
主
義
体
制
の
長
所
を
保
存
し
、

　
　
　
紹
介
と
批
評

社
会
主
義
体
制
の
長
所
を
取
り
入
れ
た
、
真
の
中
道
径
済
が
確
立
さ
せ
ら
れ
る

た
め
に
は
、
そ
の
根
抵
と
し
て
共
同
精
神
が
養
わ
れ
、
共
同
体
が
培
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
．
国
民
精
神
、
国
民
共
同
体
の
強
化
が
図
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
」

（
二
六
三
頁
）
と
い
わ
れ
、
現
代
日
本
に
お
い
て
人
倫
共
同
体
と
し
て
の
国
民
社

会
実
現
の
必
要
を
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
．

　
第
十
一
番
目
の
論
説
「
労
働
の
哲
学
」
，
で
は
、
労
働
と
閑
暇
に
つ
い
て
の
ギ

リ
シ
ヤ
的
労
働
観
、
蹟
罪
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
労
働
観
、
労
働
と
技
術
的

知
性
と
し
て
の
近
代
的
労
働
観
を
概
説
し
、
さ
ら
に
は
ス
ミ
ス
、
へ
ー
ゲ
ル
、

マ
ル
ク
ス
の
労
働
観
に
触
れ
ら
れ
な
が
ら
、
著
者
自
ら
の
労
働
観
を
次
の
よ
う

に
披
渥
し
て
お
ら
れ
る
．
「
衣
食
住
な
ど
生
活
に
必
要
な
も
の
を
生
産
す
る
労

働
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
イ
デ
ー
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
衣
を

織
り
、
パ
ン
を
焼
ぎ
、
家
を
建
て
る
な
ど
．
ど
ん
な
簡
単
な
場
合
を
考
え
て
み

て
も
、
労
働
が
制
作
で
あ
る
限
り
、
主
観
的
な
イ
デ
ー
の
作
用
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
．
労
働
ば
イ
デ
ー
を
実
現
す
る
働
き
で
あ
る
．
」
（
三
二
四
頁
）
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
分
業
が
発
達
し
労
働
が
分
化
し
て
ゆ
く
に
従

い
、
個
々
の
労
働
は
次
第
に
抽
象
的
と
な
り
、
特
に
機
械
が
発
達
す
る
に
従
り

て
イ
デ
ー
は
も
は
や
個
々
の
労
働
者
の
も
と
に
は
な
く
な
つ
て
し
ま
う
．
資
木

主
義
の
発
展
と
と
も
に
生
じ
た
労
働
者
運
動
の
主
体
で
あ
る
労
働
者
は
イ
デ
ー

を
も
た
ぬ
、
単
な
る
力
の
集
合
に
す
ぎ
な
く
な
つ
て
し
ま
う
．
こ
の
イ
デ
ー
を

と
も
な
わ
な
い
「
否
定
的
な
る
も
の
一
般
」
と
し
て
の
労
働
者
階
級
に
は
歴
史

形
成
の
原
動
力
を
期
待
し
え
な
い
と
断
言
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
働
は
、

た
し
か
に
弁
証
法
的
な
歴
史
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
差
、
れ
は

本
来
の
労
働
、
即
ち
イ
デ
ー
と
力
と
の
両
方
を
も
つ
た
も
の
と
し
て
の
労
働
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
九
　
　
　
（
八
〇
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
が
全
く
分
裂
し
て
し
ま
つ
た
現
代
に
お
い
て
は
、
た
だ
労

働
大
衆
の
否
定
的
な
力
だ
け
に
歴
史
の
形
成
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
強
大
な
力
を
正
し
く
導
き
、
そ
れ
を
単
な
る
破
壊
で
は
な
く
建
設
に
も
役
立

た
せ
る
イ
デ
ー
が
、
別
の
と
こ
ろ
か
ら
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
よ
う
な
イ
デ
ー
を
資
本
主
義
と
そ
の
単
な
る
否
定
と
し
て
の
共
産
主
義
と

の
止
揚
に
、
両
者
の
長
所
を
合
せ
持
つ
も
の
に
求
め
る
の
で
あ
る
．
」
　
（
三
二
六

頁
）
と
い
わ
れ
る
。

　
最
後
の
論
説
「
平
和
の
理
論
」
で
は
、
ま
ず
第
一
に
平
和
主
義
思
想
の
世
界

歴
史
に
お
け
る
展
開
を
概
説
さ
れ
、
世
界
史
に
お
け
る
平
和
主
義
思
想
の
五
つ

の
パ
タ
ー
ン
を
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
．

　
す
な
わ
ち
、
ω
世
界
帝
国
的
平
和
主
義
、
＠
キ
リ
ス
ト
教
的
平
和
主
義
、
の

経
済
自
由
主
義
的
平
和
主
義
、
⇔
国
際
法
的
平
和
主
義
、
㈱
マ
ル
ク
ス
主
義
的

平
和
主
義
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
経
済
自
由
主
義
的
平
和
主
義
と
は
自
由
貿
易

の
原
理
に
よ
つ
て
国
際
的
平
和
が
確
立
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
国
際

法
的
平
和
主
義
と
は
各
国
家
が
集
つ
て
定
立
し
た
法
律
と
か
、
ま
た
は
国
際
連

合
の
よ
う
な
制
度
に
よ
つ
て
戦
争
を
避
け
う
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
．

　
マ
ル
ク
ス
主
義
的
平
和
主
義
と
は
、
い
わ
ゆ
る
階
級
国
家
・
資
本
主
義
国
家

の
廃
絶
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
世
界
平
和
が
可
能
と
な
る
と
す
る
考
え
方
で
あ

る
．
著
者
は
こ
れ
ら
五
つ
の
平
和
主
義
思
想
を
各
々
検
討
さ
れ
、
結
論
と
し
て

民
族
主
義
的
平
和
主
義
を
提
唱
さ
れ
る
．
著
者
に
よ
れ
ば
「
世
界
史
の
新
し
い

エ
ポ
ッ
ク
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
。
近
代
の
原
理
は
、
ど
こ
か
ら
眺
め
て
み
て

も
．
明
ら
か
に
超
克
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
向
に

即
し
た
指
針
を
見
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
．
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四
〇
　
　
　
（
八
〇
六
）

　
す
な
わ
ち
、
現
代
世
界
の
対
立
抗
争
を
惹
起
し
て
い
る
資
本
主
義
と
共
産
主

義
の
対
決
を
第
三
の
次
元
に
お
い
て
止
揚
す
る
方
向
を
示
唆
さ
れ
る
．

「
民
族
主
義
運
動
は
資
本
主
義
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
ま
た
共

産
主
義
で
も
な
い
、
そ
れ
ら
二
つ
の
原
理
を
止
揚
し
た
中
道
を
基
本
原
理
と
し

て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
す
べ
て
の
民
族
が
か

か
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
「
世
界
に
永
久
平
和
を
も
た
ら
す
も

の
は
中
道
の
原
理
で
あ
つ
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
ラ
ブ
の
民
族
主
義
運
動
は
、
資
本

主
義
と
共
産
主
義
と
の
止
揚
、
し
た
が
つ
て
米
ソ
ニ
つ
の
世
界
か
ら
の
解
放
、

と
い
う
独
自
の
道
を
進
む
べ
き
で
あ
る
．
民
族
主
義
は
国
際
的
対
立
を
ひ
ど
く

し
、
し
た
が
つ
て
戦
争
の
原
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
真
の
民

族
主
義
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
し
て
米
ソ
ニ
つ
の
世
界
の
間
に
障
壁
を
築
き
、

そ
の
間
の
対
立
を
緩
和
す
る
働
き
を
す
る
で
あ
ろ
う
．
民
族
主
義
が
こ
の
原
理

に
し
た
が
つ
て
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
が
、
平
和
を
確
保
す
る
根
本
策
で
あ

る
。
永
久
平
和
へ
の
永
久
の
道
も
ま
た
こ
の
原
理
に
よ
る
道
以
外
に
は
あ
り
得

な
い
．
」
（
三
四
九
頁
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
の
社
会
哲
学
と
歴
史
哲
学
が
全
論
説
に
わ
た
つ

て
滲
み
で
て
お
り
．
そ
の
意
味
で
著
者
の
主
張
に
疑
義
を
抱
く
も
の
も
か
な
り

あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
世
界
の
思
想
状
況
に
つ
い
て
関
心
を
抱
く
も

の
に
と
つ
て
は
、
一
読
に
価
す
る
論
文
集
で
あ
る
と
思
う
．
．
（
昭
和
四
十
四
年
四

月
、
前
野
書
店
、
一
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
　
真
鋤
）


