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L
・
W
・
パ
イ
、
S
・
ヴ
ァ
ー
バ
共
編

　
『
政
治
文
化
と
政
治
発
展
』

は
じ
め
に

　
本
書
を
紹
介
し
批
評
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
．
そ
れ
は
、

私
自
身
が
「
政
治
文
化
概
念
の
成
立
と
展
開
」
（
『
法
学
研
究
』
四
三
巻
一
号
、
昭

和
四
五
年
一
月
）
と
「
政
治
文
化
と
政
治
変
動
」
（
秋
元
律
郎
・
内
山
秀
夫
共
編
『
現

代
社
会
と
政
治
体
系
』
所
収
、
時
潮
社
、
昭
和
四
五
年
）
の
二
編
の
論
考
を
も
つ
て

し
て
も
論
じ
え
な
か
つ
た
ほ
ど
の
展
開
途
上
の
概
念
を
集
約
的
に
論
じ
き
た
り



論
じ
さ
つ
て
い
る
論
集
が
本
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
確
実
に
集
約

さ
れ
つ
く
し
た
内
実
と
は
な
つ
て
い
な
い
だ
け
の
内
容
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で

も
あ
る
。

　
そ
う
し
た
可
能
性
を
十
分
に
孕
ん
だ
概
念
の
論
旨
を
な
ぞ
る
だ
け
で
も
、
お

そ
ら
く
は
一
巻
の
書
物
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
え
て
蛮
勇
を
揮
お
う
と
す
る
の
は
、
私
自
身
が
よ
う
や
く
に
し
て
つ
か

も
う
と
し
て
い
る
政
治
現
象
解
析
の
手
が
か
り
を
こ
の
概
念
に
見
い
だ
し
か
け

て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
私
の
蛮
勇
は
、
L
・
W
・
パ
イ
の

「
序
論
・
政
治
文
化
と
政
治
発
展
」
お
よ
び
S
・
ヴ
ァ
ー
バ
の
「
結
論
・
比
較
政
治

文
化
」
を
（
後
述
の
パ
イ
の
注
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
中
心
と
し
て
、
R
・
E
．
ウ

ォ
ー
ド
「
日
本
」
、
R
・
ロ
ー
ズ
「
イ
ギ
リ
ス
」
、
S
・
ヴ
ァ
ー
バ
「
ド
イ
ツ
」
、

D
・
A
・
ラ
ス
ト
ウ
「
ト
ル
コ
」
、
M
・
ウ
ェ
イ
ナ
ー
「
イ
ン
ド
」
、
D
・
N
・
レ
ヴ

ィ
ソ
「
エ
チ
オ
ピ
ア
」
、
」
ニ
フ
パ
ロ
ソ
バ
ラ
「
イ
タ
リ
ィ
」
、
R
・
E
・
ス
コ

ツ
ト
「
メ
キ
シ
コ
」
、
L
・
バ
イ
ソ
ダ
ー
「
エ
ジ
プ
ト
」
、
F
・
C
・
バ
ー
グ
ホ

ー
ン
「
ソ
連
」
を
小
だ
し
に
す
る
こ
と
に
集
中
さ
れ
る
．

※

　
か
つ
て
パ
イ
は
政
治
発
展
概
念
を
総
括
し
て
、
平
等
に
た
い
す
る
一
般
的
な

い
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
も
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ぶ
ら
ヤ
　
ヤ
　
ヘ

精
神
と
態
度
、
政
治
体
系
の
能
力
、
分
化
と
特
殊
化
の
三
徴
候
群
を
あ
げ
た

（
、
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一
冒
賃
島

一
〇
錺
ま
た
拙
稿
「
政
治
発
展
の
概
念
と
そ
の
分
析
方
法
」
・
『
法
学
研
究
』
三
九
巻
四
号
、

昭
和
四
一
年
四
月
参
照
）
。
そ
れ
に
は
「
ど
う
い
つ
た
特
殊
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る

か
に
関
係
な
く
、
政
治
発
展
は
政
治
に
か
ん
す
る
人
民
の
信
条
と
心
情
の
基
礎

　
　
　
紹
介
と
批
評

を
動
か
す
」
（
巳
ω
）
と
い
う
認
識
が
付
帯
し
て
い
る
．
こ
こ
で
い
う
『
人
民
の

信
条
と
心
情
」
を
何
と
か
論
理
的
に
一
貫
性
を
も
た
せ
分
析
能
力
に
ビ
ル
ト
・

イ
ソ
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
人
間
の
ま
つ
た
き
栄
光
と
最
も
楼
少
な
卑
賎
を
反
映

す
る
が
た
め
に
拒
否
さ
れ
る
政
治
の
〈
分
類
〉
へ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
希
望
と
、
二

つ
に
は
み
ず
か
ら
を
識
る
た
め
の
く
比
較
V
へ
の
夢
想
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

　
こ
の
「
分
類
と
比
較
」
こ
そ
が
比
較
政
治
学
を
成
立
さ
せ
た
の
だ
し
、
そ
の

「
希
望
と
夢
想
」
が
方
法
論
的
個
人
主
義
に
連
接
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
だ

が
、
G
・
A
・
ア
ー
モ
ン
ド
が
提
出
し
た
政
治
体
系
概
念
お
よ
び
そ
の
推
敲
に

よ
つ
て
、
よ
う
や
く
政
治
発
展
論
に
指
向
す
る
方
向
は
定
ま
つ
て
い
つ
た
と
い

え
る
．
そ
れ
は
「
政
治
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め

　
オ
　
リ
　
テ
　
イ

に
政
治
体
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
民
が
政
治

行
動
の
基
礎
を
発
達
さ
せ
維
持
し
変
革
す
る
様
式
、
お
よ
び
態
度
と
心
情
の
さ

　
　
　
　
コ
ノ
ス
デ
レ
ヒ
ノ
ヨ
ノ

ま
ざ
ま
な
構
造
配
置
の
集
合
的
な
安
定
性
と
不
安
定
性
に
よ
つ
て
分
析
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
緊
。
）
と
こ
ろ
に
凝
縮
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
政
治
文
化
概
念
が
政
治
体
系
論
か
ら
発
し
な
が
ら
も
、
政
治
学
理
論
に
よ

り
す
ぐ
れ
た
貢
献
を
な
し
う
る
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
．

　
し
か
ら
ば
、
政
治
文
化
概
念
が
前
提
し
た
も
の
は
ど
う
し
た
情
況
で
あ
つ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
け
る
政
治
行
動
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ノ
ニ
リ
イ
ズ

し
、
ま
た
支
配
し
て
い
る
態
度
、
心
情
お
よ
び
知
覚
が
単
な
る
無
作
為
な
堆
　
積

で
は
な
く
て
、
全
体
的
に
ま
と
ま
つ
て
お
り
、
ま
た
強
化
も
し
あ
つ
て
い
る
一

貫
性
を
も
つ
た
パ
タ
ー
ン
」
（
質
刈
）
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
個
々
の
人

問
は
、
自
分
自
身
の
歴
史
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
そ
の
国
民
と
社
会
の
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紹
介
と
批
評

政
治
に
か
ん
す
る
知
識
と
感
情
を
彼
自
身
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ
に
学
び
と
り
、

組
み
い
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
質
刈
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
．
と
い
う
こ
と

は
、
あ
る
社
会
の
も
つ
政
治
文
化
は
、
動
態
的
な
心
理
の
基
礎
要
因
に
よ
つ
て

制
限
さ
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
確
実
な
構
造
も
あ
た
え
る
の
で
あ
り
、
「
各
世

代
は
そ
の
政
治
を
従
前
の
世
代
か
ら
う
け
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
独
自
の
政

治
を
見
い
だ
す
た
め
に
そ
の
過
程
に
反
応
し
、
ま
た
そ
の
全
過
程
は
個
々
人
の

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ
の
発
達
と
社
会
の
一
般
文
化
と
を
支
配
す
る
法
則
に
従
う
に

ち
が
い
な
い
」
（
》
↓
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
．

　
ア
ー
モ
ソ
ド
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
体
系
は
政
治
行
為
へ
の
特
定
の
指
向
の
類

型
を
く
み
こ
ん
で
い
る
、
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
、
現
在
機
能
し
て
い
る
い

か
な
る
政
治
体
系
に
あ
つ
て
も
．
政
治
体
系
に
意
味
を
、
制
度
に
紀
律
を
、
そ

し
て
個
々
人
の
行
為
に
社
会
的
連
関
を
あ
た
え
る
政
治
の
秩
序
だ
つ
た
主
体
的

領
域
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
文
化
の

概
念
は
、
あ
る
社
会
の
伝
統
、
そ
の
公
的
制
度
の
精
神
、
市
民
層
の
情
熱
と
集

合
的
理
性
、
指
導
者
の
作
業
操
典
が
、
歴
史
的
経
験
の
単
な
る
ゆ
き
当
り
ば
つ

た
り
の
産
物
で
は
な
く
て
、
意
味
の
あ
る
総
体
の
一
部
と
し
て
全
体
的
に
ま
と

ま
り
を
も
つ
て
お
り
、
ま
た
明
瞭
な
関
連
網
を
構
成
し
て
い
る
」
（
冒
↓
）
の
で

あ
る
。

　
か
く
し
て
、
政
治
文
化
は
個
人
に
た
い
し
て
は
、
有
効
な
政
治
行
動
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ソ
と
な
り
、
集
合
体
に
た
い
し
て
は
、
制
度
と
組

織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
に
一
貫
性
を
保
証
す
る
価
値
と
合
理
的
な
考
察
の
体

系
的
構
造
と
を
あ
た
え
る
．
し
た
が
つ
て
、
政
治
文
化
に
は
政
治
理
念
ば
か
り

か
現
に
機
能
し
て
い
る
規
範
が
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
政
治
体
系
の
集
合
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
　
（
一
二
四
四
）

な
歴
史
だ
け
で
な
く
、
そ
の
現
在
の
構
成
員
の
個
々
の
生
活
史
の
産
物
で
も
あ

る
．
こ
こ
に
は
公
的
な
事
象
と
私
的
経
験
に
平
等
に
基
礎
を
も
つ
と
す
る
認
識

に
よ
る
政
治
解
析
視
角
の
拡
充
と
統
合
が
あ
る
．

　
こ
の
公
的
事
象
を
政
治
と
と
ら
え
つ
く
し
た
の
が
従
来
の
政
治
学
で
あ
り
、

私
的
経
験
に
力
点
を
お
い
た
の
が
行
動
論
的
政
治
学
で
あ
つ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ー
モ
ン
ド
や
イ
ー
ス
ト
ソ
が
経
験
主
義
政
治
学
を

最
近
し
き
り
に
主
張
し
は
じ
め
、
ま
た
パ
レ
ン
テ
と
マ
ッ
ク
ク
リ
ー
リ
イ
が

政
治
学
の
再
編
構
想
を
提
起
し
た
の
も
（
≦
自
導
評
冨
暮
Φ
卑
民
霞
鼻
畠

蜜
。
9
8
運
㌦
．
畢
。
ぎ
嘗
＆
ぎ
げ
一
8
導
山
望
歪
。
葺
話
。
一
》
。
一
憲
。
巴
ω
。
一
①
ロ
8
、
．
§
恥
§
§

勾。§§畑

O
§
誉
嵐
騨
く
畠
図
図
鍔
乞
9
鉾
『
毒
①
お
8
）
、
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
と

ミ
ク
・
の
政
治
学
の
断
絶
の
統
合
を
契
機
と
し
て
い
る
．
こ
の
指
向
に
、
公
と

私
の
領
域
を
概
念
的
・
分
析
的
に
架
橋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と

す
る
政
治
文
化
理
論
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
パ
イ
が

「
政
治
文
化
と
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
民
的
工
ー
ト
ス
と
精
神
、
国
民

の
政
治
心
理
、
国
民
の
基
本
的
価
値
と
い
つ
た
、
長
い
間
存
在
し
ま
た
諸
概
念

と
結
び
つ
い
た
理
解
の
大
部
分
を
よ
り
明
確
に
、
ま
た
体
系
的
に
し
よ
う
と
す

る
最
近
の
用
語
で
あ
る
」
（
p
。
。
）
と
の
べ
た
の
は
、
実
は
こ
の
意
味
に
ほ
か
な

る
ま
い
。

　
こ
う
し
た
政
治
文
化
概
念
の
効
用
の
第
二
に
あ
ぐ
べ
き
は
、
社
会
的
・
経
済

的
要
因
と
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
と
の
連
関
を
検
討
す
る
の
に
有
効
な
基
礎

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
各
世
代
の
政
治
文
化
を
維
持
し
形
成
す
る
社
会
化

過
程
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
行
動
を
規
定
し
、
決
定
す
る
点
で
、
生

活
の
明
ら
か
に
政
治
的
な
次
元
ば
か
り
で
な
く
、
関
連
を
も
つ
た
非
政
治
的
諸



次
元
全
部
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
．
社
会
的
・
経
済
的
な

政
治
文
化
の
媒
介
変
数
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
経
済
発
展
と
安
定
し
た

政
治
変
動
へ
の
展
望
と
の
間
の
関
連
性
に
か
ん
す
る
歴
史
的
に
重
大
な
意
味
を

も
つ
た
争
点
に
と
り
く
む
こ
と
が
で
ぎ
る
」
（
p
δ
と
い
う
こ
と
は
、
合
理

的
選
択
と
価
値
意
識
の
重
要
性
を
一
方
と
し
、
非
合
理
的
な
決
定
要
因
を
他
と

す
る
政
治
行
動
に
か
ん
し
て
、
政
治
文
化
概
念
は
バ
ラ
ソ
ス
の
と
れ
た
ピ
ク
チ

ャ
ー
を
提
起
す
る
の
に
有
効
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

　
第
三
は
、
現
代
の
政
治
的
特
徴
で
あ
る
「
発
展
」
の
問
題
に
か
ん
す
る
こ
の

概
念
の
有
効
性
で
あ
る
．
こ
の
概
念
は
、
発
展
の
型
を
決
定
し
、
ま
た
予
想
す

る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
不
満
と
失
望
の
主
た
る
原
因
と
な
る
価
値
の
結
び
つ
ぎ

と
価
値
の
配
置
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
、
政
治
発
展
へ
の
切
り
こ
み
を
約

束
す
る
も
の
で
あ
る
．
政
治
を
静
態
と
認
識
す
る
こ
と
は
ー
わ
ず
か
に
分
析

的
便
宜
の
場
合
以
外
に
は
l
l
で
き
な
い
．
し
た
が
つ
て
．
こ
の
動
態
論
へ
の

強
調
が
や
み
く
も
で
な
い
た
め
の
突
破
口
が
政
治
文
化
概
念
で
あ
る
か
ど
う
か

を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
残
さ
れ
る
。

　
政
治
文
化
の
一
般
的
特
性
と
し
て
第
一
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ

る
政
治
体
に
お
け
る
政
治
文
化
の
斉
一
性
の
認
識
で
あ
る
．
そ
れ
に
エ
リ
ー
ト

文
化
と
マ
ス
文
化
の
存
在
へ
の
認
識
、
す
な
わ
ち
「
支
配
者
な
い
し
権
カ
所
有

者
の
文
化
と
、
単
な
る
地
方
的
な
臣
民
で
あ
る
と
参
加
市
民
で
あ
る
と
を
と
わ

ず
、
マ
ス
文
化
と
の
間
に
は
基
本
的
な
区
分
が
あ
る
」
（
質
5
と
の
二
元
的
認

識
で
あ
る
．
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
元
性
を
二
元
性
と
し
て
み
た
だ
け
で
は
何
も
生

ま
れ
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
バ
1
グ
ホ
ー
ソ
は
、
エ
リ
ー
ト
文
化
（
マ
ル
ク
そ

レ
ー
ニ
ン
主
義
）
に
た
い
す
る
ソ
ビ
エ
ト
市
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
が
将
来
の
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ソ
ビ
エ
ト
の
発
展
に
影
響
し
う
る
状
況
を
問
題
に
し
た
が
、
新
興
諸
国
の
場
合

は
指
導
者
層
の
政
治
文
化
に
力
点
が
お
か
れ
る
．
し
か
し
、
こ
の
政
治
文
化
の

二
元
性
の
認
識
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
の
性
質
に
よ
る
政
治
体
系

の
分
類
が
た
だ
ち
に
可
能
だ
と
い
う
点
に
も
あ
る
（
政
治
文
化
概
念
の
分
類
能
力
）
．

と
も
あ
れ
、
政
治
文
化
の
二
元
性
は
、
二
元
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
の
関

連
を
通
じ
て
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
接
近
と
な
る
の
だ
が
、
パ
イ
は
な
お
二
つ
の

留
保
を
あ
げ
て
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
複
合
性
を
指
摘
し
て
い
る
．

　
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
安
定
度
に
し
て
も
発
展
度
に
し
て
も
、
二
文
化
問
の

差
の
度
合
の
単
な
る
函
数
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
．
第
二
は
、
安
定
と

発
展
は
、
こ
の
二
つ
の
文
化
の
内
容
の
差
の
度
合
よ
り
も
、
二
つ
の
文
化
を
支

え
て
い
る
社
会
化
過
程
の
差
に
よ
つ
て
影
響
を
う
け
る
点
で
あ
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
本
書
の
エ
チ
オ
ピ
ア
、
イ
ソ
ド
、
メ
キ
シ
コ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
二
文
化
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
異
な
つ
た
社
会
化
過
程
の
存
在
が
認
め

ら
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ソ
連
の
例
で
は
、
マ
ス
文
化
に
一
応
く
み

こ
ま
れ
る
社
会
化
過
程
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
エ
リ
ー
ト
文
化
に
入
る
社
会
化

過
程
が
あ
る
と
い
つ
た
文
化
の
重
層
性
が
指
摘
さ
れ
る
．
こ
の
種
の
重
層
的
・

連
続
的
な
文
化
型
が
あ
れ
ぽ
、
エ
リ
ー
ト
文
化
の
密
教
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
文
化
と
し
て
安
定
性
は
維
持
さ
れ
る
と
し
う
る
．

　
エ
リ
ー
ト
文
化
と
マ
ス
文
化
の
分
裂
に
加
え
て
、
伝
統
文
化
と
近
代
文
化
の

分
裂
が
存
在
す
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
確
か
に
、
政
治
発
展
の
コ
ー
ス
を
決
定

す
る
重
大
な
も
の
で
あ
る
．
こ
れ
を
近
代
文
化
賛
エ
リ
ー
ト
文
化
、
伝
統
文
化

n
マ
ス
文
化
と
等
置
し
て
は
な
ら
な
い
．
む
し
ろ
、
発
展
が
進
ん
だ
時
に
生
ず

る
こ
の
分
裂
の
表
出
が
、
都
市
と
農
村
と
の
分
裂
に
な
る
点
が
分
析
的
に
重
大
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で
あ
る
（
日
本
と
メ
キ
シ
コ
）
。
す
な
わ
ち
、
政
治
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
エ

リ
ー
ト
文
化
の
持
続
的
拡
充
、
な
い
し
は
エ
リ
ー
ト
文
化
に
よ
る
マ
ス
文
化
の

と
り
こ
み
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
．
「
変
動
に
よ
つ
て
、
政
治
文
化

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
イ
ソ
ト
で
葛
藤
と
緊
張
が
生
ず
る
」
（
》
一
。
。
）
こ
と
こ

そ
重
要
な
の
で
あ
る
．
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
意
識
的
な
操
作
を
通
じ
て
の
政

治
文
化
変
質
に
と
も
な
う
難
点
と
可
能
性
を
論
じ
た
ヴ
ァ
ー
バ
の
ド
イ
ッ
研
究

は
興
味
深
い
（
私
自
身
主
張
す
る
「
政
治
」
文
化
革
命
論
も
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ
キ
ス

ト
と
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
）
。

　
次
の
問
題
は
、
「
近
代
化
し
つ
つ
あ
る
政
治
文
化
に
お
け
る
伝
統
の
位
置
」

で
あ
る
．
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
近
代
文
化
と
伝
統
文
化
の
共
存
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
．
政
治
文
化
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
．
し
か
し
、
政
治
発
展
が

伝
統
的
な
生
活
領
域
の
一
意
的
な
排
除
と
規
定
す
る
こ
と
は
不
毛
で
は
あ
る

が
、
傾
向
的
に
「
人
間
の
組
織
の
あ
る
分
野
で
の
発
展
は
、
特
殊
主
義
的
な
規

範
、
機
能
的
に
無
限
定
的
な
関
係
、
伝
統
依
存
的
な
社
会
の
所
属
本
位
的
考

慮
を
、
よ
り
近
代
的
な
社
会
の
よ
り
普
遍
主
義
的
で
、
機
能
的
に
個
別
化
し
、

業
績
本
位
指
向
的
な
行
為
の
パ
タ
ー
ン
で
お
き
か
え
る
こ
と
で
あ
る
」
（
マ
峯

傍
点
－
内
山
）
と
認
識
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
．
そ
れ
に
「
政
治
文
化
か
ら
み

る
と
．
発
展
の
問
題
に
は
、
古
い
パ
タ
ー
ン
と
価
値
の
全
面
的
な
排
除
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
時
代
の
国
民
的
目
標
に
伝
統
が
ど
の
程
度
貢
献
し
．
あ
る
い
は

阻
碍
し
な
い
か
を
発
見
で
き
る
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
有
効
な

政
治
発
展
は
、
よ
り
近
代
的
な
も
の
の
考
え
方
の
中
に
多
数
の
伝
統
的
考
慮
が

み
い
だ
さ
れ
る
固
有
の
部
分
が
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
り
邑
を
挿
入
す

れ
ば
、
従
来
の
ス
マ
ー
ト
な
、
そ
れ
だ
か
ら
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
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近
代
化
論
に
厚
み
が
加
わ
る
は
ず
で
あ
る
．
い
わ
ば
、
政
治
文
化
に
お
け
る
伝

統
の
意
義
の
強
調
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
伝
統
そ
の
も
の
が
高
度
の

発
展
能
力
を
内
蔵
す
る
．
と
す
る
（
主
と
し
て
ト
ル
コ
や
日
本
か
ら
抽
出
さ
れ
た
）

こ
の
仮
説
か
ら
み
る
と
「
強
力
で
有
効
な
伝
統
的
体
系
は
、
人
民
に
強
固
な
一

体
意
識
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
発
展
に
た
い
す
る
理
念
的
基
礎
を

あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
伝
統
的
な
秩
序
の
も
つ
力
は
発
展
を
さ
ま
た
げ
も
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
度
合
は
政
治
文
化
の
何
ら
か
の
新
し
い
な
い
し
近
代
的
な

要
素
の
融
合
を
不
可
能
に
さ
せ
る
程
度
だ
」
（
り
ε
と
い
う
一
般
的
な
逆
説
的

命
題
が
提
出
さ
れ
る
に
い
た
る
。

　
エ
リ
ー
ト
文
化
と
マ
ス
文
化
、
伝
統
文
化
と
近
代
文
化
に
政
治
文
化
の
一
般

的
特
性
を
指
摘
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
わ
ず
か
に
一
般
性
が
指
摘
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
本
論
集
の
執
筆
者
が
展
開
し
た
も
の
は
、
政
治
文
化
の
内

容
の
多
様
性
の
強
調
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
強
調
点
が
主
と
し
て
四
点
に

し
ぽ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
e
信
頼
と
不
信
（
な
い
し
懐

疑
）
、
⇔
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
平
等
、
㊧
自
由
と
強
制
、
四
忠
誠
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
、
の
四
点
で
あ
る
．
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
四
つ
の
対
立
的
な
契
機
を
も
つ
て

政
治
文
化
の
内
容
を
さ
ぐ
る
手
が
か
り
が
共
有
さ
れ
た
と
い
え
る
．
そ
れ
は
、

「
こ
の
四
つ
の
価
値
の
相
互
作
用
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
政
治
発
展
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
最
も
重
大
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
の
は
、
動
員

と
参
加
の
増
大
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
（
マ
搭
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
認
識
的
・
分
析
的
橋
頭
墜
の
設
定
が
、
各
執
筆
者
の
対
象
領
域
に
お

け
る
民
主
主
義
的
な
価
値
と
慣
行
の
拾
頭
・
持
続
・
維
持
に
か
ん
す
る
関
心
に

支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
執



筆
者
は
す
べ
て
「
現
代
の
大
問
題
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
工
業
発
展
、
人
間
の
条

件
の
改
善
に
た
い
す
る
全
体
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
民
主
主
義
的
ア
プ
・
ー

チ
と
の
競
合
を
と
り
扱
つ
て
い
る
」
（
冒
卜
。
斜
）
点
に
見
て
と
れ
る
．

※

　
以
上
は
パ
イ
が
本
論
集
の
各
論
か
ら
抽
出
し
て
き
た
政
治
文
化
概
念
の
コ
ン

テ
キ
ス
ト
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
を
も
つ
て
、
た
だ
ち
に
政
治
文

化
概
念
の
総
柱
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
は
、

S
・
ヴ
ァ
ー
バ
の
論
文
に
し
て
も
同
質
で
あ
る
．
し
か
し
、
パ
イ
と
ヴ
ァ
ー
バ

の
鮮
明
な
差
異
は
、
後
者
が
「
比
較
」
に
集
約
し
た
問
題
意
識
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
”
そ
し
て
さ
ら
に
基
礎
的
な
問
題
意
識
と
し
て
「
い
か
に
し
て

安
定
し
た
政
治
体
系
を
創
出
す
る
べ
き
か
．
い
か
に
し
て
．
こ
の
種
の
体
系
を

も
つ
て
、
そ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
諸
要
求
を
解
決
す
る
点
で
有
効
化
し
う
る
か
。
い

か
に
し
て
社
会
内
で
の
変
動
し
つ
つ
あ
る
環
境
な
い
し
内
部
的
変
動
に
適
応
す

る
べ
き
か
」
（
マ
㎝
§
が
指
定
さ
れ
、
現
代
的
な
政
治
へ
の
対
応
が
は
つ
き
り

だ
さ
れ
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
．
ヴ
ァ
ー
バ
の
政
治
文
化
の
定
義
は

「
政
治
活
動
が
行
な
わ
れ
る
状
況
を
規
定
す
る
経
験
的
信
条
・
表
出
的
シ
ソ
ボ

ル
・
価
値
の
体
系
か
ら
な
る
」
（
サ
u
］
ω
）
と
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
定
義
が

少
な
く
と
も
当
分
は
持
続
し
う
る
で
あ
ろ
う
．
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
の

視
点
が
「
政
治
文
化
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
ポ
イ
ソ
ト
を
も
形
成
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
．
こ
の
点
は
す
で
に
パ
イ
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
多
く
を
語
る

必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
基
本
的
な
政
治
的
信
条
は
、
制
度
が
発
展
し
変
動
す
る

様
式
を
饗
導
す
る
点
で
主
た
る
役
割
を
は
た
す
、
と
の
指
摘
は
十
分
問
題
に
な
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り
う
る
。

　
伝
統
的
な
信
条
体
系
は
変
動
の
パ
タ
ー
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
ま
た
修

正
す
る
の
に
役
だ
つ
…
－
．
し
か
し
、
基
本
的
な
政
治
的
信
条
が
現
行
政
治
の

パ
タ
ー
ン
の
維
持
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は

必
ず
し
も
あ
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
．
社
会
に
お
け
る
文
化
の
パ
タ
ー
ン

は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
変
動
を
生
み
だ
し
う
る
．
政
治
文
化
が
す
べ
て
十
分

に
統
合
さ
れ
、
ま
た
一
貫
性
を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
文

化
内
で
も
緊
張
状
態
を
生
み
だ
す
多
数
の
源
泉
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
そ
れ

以
外
の
信
条
と
矛
盾
す
る
信
条
の
セ
ッ
ト
、
社
会
の
あ
る
部
分
に
は
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
部
分
に
は
な
い
信
条
の
セ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
信
条
と
現
実
と
の

間
の
処
理
し
え
な
い
不
調
和
と
い
つ
た
も
の
が
あ
る
．
こ
の
種
の
環
境
の
下

で
は
、
文
化
は
新
し
い
よ
り
統
合
的
な
信
条
の
セ
ッ
ト
を
求
め
る
状
況
の
一

部
と
し
て
、
変
動
を
捉
進
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
あ
る
文
化
に
と
つ

て
は
、
そ
の
も
つ
基
本
的
な
信
条
体
系
の
一
部
と
し
て
変
動
を
く
み
こ
む
こ

と
が
で
き
る
（
マ
竃
。
）
．

　
こ
の
変
動
と
の
関
連
で
の
政
治
文
化
の
と
ら
え
方
は
、
理
論
的
に
も
分
析
的

に
も
今
後
の
開
発
を
ま
つ
べ
き
領
域
で
あ
ろ
う
．
文
化
と
政
治
文
化
と
の
連
関

の
問
題
は
発
生
論
的
に
み
れ
ば
重
大
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
副
次
的
な
問
題
で

あ
る
．
む
し
ろ
「
政
治
的
『
態
度
』
で
は
な
く
し
て
、
政
治
的
『
文
化
』
に
照

準
す
る
こ
と
は
、
個
人
や
特
定
の
範
疇
に
属
す
る
個
人
に
よ
つ
て
保
有
さ
れ
て

い
る
態
度
で
は
な
く
て
、
政
治
体
系
の
メ
と
ハ
ー
す
べ
て
に
よ
つ
て
保
有
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
　
（
一
二
四
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

て
い
る
態
度
に
た
い
す
る
集
中
を
意
味
す
る
」
（
マ
㎝
謡
）
と
指
摘
さ
れ
た
時
に

前
提
さ
れ
て
い
る
政
治
体
系
に
お
け
る
文
化
的
同
質
性
の
問
題
の
方
が
重
要
で

あ
る
．
と
い
う
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
政
治
体
系
の
作
用
1

と
く
に
、
そ
の
発
展
と
適
応
能
カ
ー
の
理
解
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
信
条
次

元
の
セ
ッ
ト
を
も
つ
て
は
じ
め
る
こ
と
で
あ
る
．
そ
し
て
ま
た
、
政
治
体
系
の

メ
ン
バ
ー
が
、
こ
れ
ら
の
次
元
に
か
ん
す
る
態
度
を
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
問
題
に
す
る
」
（
質
総
u
）
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
政
治
文
化
の
諸
次
元
〉

が
次
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
も
バ
イ
が
の
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
ヴ
ァ
ー
バ
は

さ
ら
に
国
民
的
一
体
意
識
、
市
民
的
一
体
意
識
、
政
府
の
ア
ウ
ト
プ
ヅ
ト
、
決

定
作
成
過
程
の
四
局
面
を
と
り
あ
げ
て
内
容
へ
の
切
り
こ
み
を
提
唱
す
る
．
前

二
者
は
信
条
の
問
題
と
し
て
統
括
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
二
者
は
政
府
に
た

い
す
る
国
民
の
側
で
の
期
待
と
し
う
る
．
も
ち
ろ
ん
広
く
は
、
す
べ
て
信
条
の

問
題
と
し
て
近
接
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
。
こ

の
部
分
の
論
旨
は
非
常
に
興
味
あ
る
問
題
が
多
数
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
学
ぶ
べ

き
多
く
の
論
点
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
整
理
す
る
に
は
少
な
く
と
も
一
篇

の
論
文
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
及
し
な
い
こ
と
に
す

る
。

　
政
治
的
信
条
の
諸
次
元
を
個
別
化
す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の

諸
次
元
間
の
関
連
性
を
個
別
化
す
る
こ
と
の
意
義
が
次
に
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で

の
問
題
提
起
は
「
個
々
の
人
間
が
政
治
に
く
み
い
れ
ら
れ
る
度
合
が
ま
し
、
政

治
的
信
条
の
内
容
が
豊
か
に
な
り
、
ま
た
よ
り
重
大
な
意
味
を
人
間
に
と
つ
て

も
つ
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
人
間
が
も
つ
て
い
た
従
来
の
政
治
的
信
条

に
い
つ
た
い
ど
ん
な
こ
と
が
お
き
る
だ
ろ
う
か
．
そ
れ
は
新
し
い
信
条
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噌
四
二
　
　
　
（
一
二
四
八
）

て
お
き
か
え
ら
れ
る
の
か
．
あ
る
い
は
ま
た
新
し
い
信
条
に
融
合
す
る
の
か
」

（
騨
罎
ω
）
と
な
り
、
こ
の
区
分
は
政
治
文
化
の
発
達
を
理
解
す
る
上
で
重
太
な
意

義
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
．

　
政
治
的
信
条
が
政
治
過
程
の
機
能
を
決
定
す
る
の
に
主
た
る
役
割
を
演
ず
る

こ
と
は
、
政
治
的
信
条
に
よ
つ
て
政
治
過
程
の
目
標
が
文
化
的
に
規
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
　
ス
タ
イ
ル

点
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
〈
政
治
的
様
式
〉
の
問
題
の
提
起
で
あ
る
．

す
な
わ
ち
「
政
治
体
系
の
全
面
的
な
目
標
は
、
信
条
と
く
に
評
価
的
な
信
条
の

構
造
に
よ
つ
て
設
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る

方
向
を
も
つ
た
活
動
の
大
部
分
が
『
政
治
的
様
式
』
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
る
」

（
β
9
や
窃
と
す
る
論
理
が
展
開
さ
れ
る
．
そ
の
場
合
、
〈
政
治
的
様
式
〉
と

は
第
｝
に
、
政
治
的
信
条
体
系
の
構
造
な
い
し
フ
ォ
ー
マ
ル
な
特
性
を
含
ん
で

お
り
、
信
条
が
保
有
さ
れ
る
様
式
と
し
て
の
文
化
的
側
面
を
い
う
。
第
二
は
、

政
治
文
化
の
体
系
と
政
治
的
相
互
作
用
の
体
系
と
の
境
界
部
分
に
あ
つ
て
、
基

本
的
な
政
治
的
信
条
が
政
治
に
適
用
さ
れ
る
様
式
を
規
制
す
る
政
治
的
相
互
作

用
の
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
規
範
を
含
ん
で
い
る
．
そ
こ
に
は
開
放
型
と
閉
鎖
型

の
信
条
が
重
大
に
連
関
す
る
。
ま
た
明
示
型
と
非
明
示
型
の
そ
れ
も
識
別
能
力

に
か
か
わ
つ
て
く
る
。

　
政
治
文
化
は
学
習
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
学
習
に
は
0
非
政
治
的
状
況
で
の
経

験
（
政
治
的
目
的
に
た
い
す
る
態
度
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
ち
う
る
経
験
）
と
⇔
政
治
過

程
の
機
能
に
つ
い
て
の
経
験
な
い
し
他
人
の
経
験
報
告
、
の
二
つ
の
政
治
文
化

の
く
起
源
V
が
識
別
さ
れ
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
素
描
が
行
な
わ
れ
る
．
そ
の

国
民
の
政
治
史
は
当
然
政
治
文
化
に
効
果
を
も
ち
う
る
．
こ
の
場
合
に
最
も
重

大
な
の
は
、
政
治
的
信
条
の
形
成
が
政
治
的
危
機
を
も
た
ら
す
の
か
ど
う
か
で



あ
る
。
こ
の
問
題
は
前
述
し
た
政
治
文
化
の
諸
次
元
と
の
か
か
わ
り
で
考
究
さ

れ
う
る
．
す
な
わ
ち
e
国
民
的
一
体
意
識
と
政
治
史
、
O
仲
間
市
民
と
個
人
の

一
体
意
識
と
政
治
史
、
白
決
定
作
成
と
政
治
史
、
㊨
バ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
と
政
治

史
、
で
あ
る
．
人
間
の
累
積
さ
れ
た
経
験
と
し
て
の
歴
史
が
、
こ
こ
で
明
確
に

意
識
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
．

　
ヴ
ァ
ー
バ
は
最
後
に
新
興
諸
国
を
使
つ
て
現
代
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。

　
現
代
世
界
の
新
興
諸
国
に
お
い
て
、
非
常
に
過
酷
な
負
担
は
、
そ
う
し
た

諸
国
が
．
こ
う
し
た
諸
問
題
の
ど
れ
も
解
決
す
る
以
前
に
新
し
い
政
治
文
化

を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
そ
う
し
た

諸
国
が
そ
の
諸
問
題
全
部
を
一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
質
㎝
8
）
．

お
わ
り
に

　
政
治
学
に
お
い
て
真
の
意
味
で
の
概
念
と
は
．
一
つ
に
は
認
識
的
に
人
間
の

状
況
に
接
し
う
る
、
な
い
し
は
人
間
を
饗
導
し
え
、
他
方
で
は
人
間
の
状
況
を

分
析
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
と
い
う
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
を
も

ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
政
治
学
的
概
念
が
歴
史
性
を
に
な
う
べ
き
宿
命
を
も
つ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
．
戦
後
世
界
を
顧
み
る
と
き
、
こ
の
意
味
で
の
政
治

学
的
概
念
を
求
め
る
苦
悶
は
、
第
三
世
界
と
い
う
特
殊
で
あ
る
か
ら
し
て
普
遍

に
通
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
問
の
状
況
の
た
め
に
、
政
治
学
に
常
に
革
命
的
状
況
を

強
制
し
て
き
た
．
か
つ
て
D
・
ト
ル
ー
マ
ン
は
行
動
論
革
命
を
い
い
、
今
ま
た
D
・

　
　
　
紹
介
と
批
評

イ
ー
ス
ト
ソ
は
行
動
論
以
後
の
革
命
を
い
う
。
社
会
科
学
は
変
革
期
に
お
い
て

発
展
す
る
．
そ
れ
は
研
究
者
が
当
然
も
つ
て
い
る
は
ず
の
内
面
的
緊
張
状
態
に

加
え
て
、
外
部
的
緊
張
状
態
が
存
在
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
精
神
の
中

で
緊
張
の
ほ
む
ら
を
も
や
し
続
け
る
こ
と
は
研
究
者
の
自
律
の
エ
ー
ト
ス
で
は

あ
つ
て
も
、
そ
の
ほ
む
ら
に
外
か
ら
油
を
そ
そ
が
れ
れ
ば
い
や
ま
さ
に
燃
焼
は

光
輝
を
ま
す
．

　
わ
れ
わ
れ
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
シ
ス
テ
ム
論
か
ら
出
発
し
、
近
代
化
と
か
発

展
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
歴
史
を
現
代
政
治
学
に
と
り
こ
む
努
力
を
し
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
わ
れ
わ
れ
は
マ
ク
ロ
の
立
場
に
た
た
ざ
る
を

え
な
か
つ
た
．
こ
れ
に
は
あ
る
意
味
で
は
マ
ク
ロ
を
理
論
的
正
統
と
す
る
思
い

あ
が
り
が
な
く
は
な
か
つ
た
．
ミ
ク
質
の
自
己
完
結
性
を
そ
の
か
ぎ
り
で
評
価

す
る
視
角
が
あ
つ
た
．
ミ
ク
・
の
側
の
か
た
く
な
さ
が
両
者
の
離
反
を
助
長
し

た
こ
と
は
い
な
め
な
い
．
し
か
し
、
ア
ー
モ
ン
ド
が
一
九
六
〇
年
論
文
で
ス
キ

ー
ム
化
し
た
政
治
文
化
概
念
が
、
政
治
的
社
会
化
の
分
野
を
研
究
対
象
と
し
て

み
す
え
る
心
理
学
的
分
析
の
拡
充
に
よ
つ
て
、
つ
い
に
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
接

点
を
発
見
L
た
努
力
は
重
大
で
あ
る
．

　
し
か
も
、
国
民
性
と
か
民
族
的
性
格
と
い
つ
た
与
件
な
い
し
は
先
験
的
状
況

か
ら
脱
出
す
る
橋
頭
墜
が
で
ぎ
る
可
能
性
を
み
い
だ
し
た
こ
と
は
、
一
つ
の
突

破
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
．
加
う
る
に
、
政
治
文
化
と
し
て
認
識
し
、
分
析

を
通
じ
て
確
証
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
地
形
図
か
ら
処
方
箋
も
で
る
し
、
ま
た
響
導

方
向
の
確
定
も
可
能
性
を
も
つ
て
く
る
．
そ
う
し
た
可
能
性
は
政
治
学
の
経
験

理
論
化
の
意
味
を
よ
り
明
ら
か
に
も
す
る
一
助
と
な
り
う
る
．
本
書
は
も
ち
ろ

ん
、
先
駆
的
研
究
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
概
念
的
な
確
定
を
求
め
て
は
な
ら
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紹
介
と
批
評

な
い
。
し
か
し
、
政
治
学
が
依
然
と
し
て
、
政
治
価
値
学
に
一
〇
〇
パ
ー
セ
γ

ト
分
解
し
て
し
ま
わ
な
い
で
、
厳
粛
な
綱
渡
り
を
し
う
る
こ
と
を
立
証
し
た
大

へ
ん
な
試
み
と
し
て
、
お
そ
ら
く
私
の
研
究
史
に
確
実
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
が
本
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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・
五
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