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紹
介
と
批
評

石
田
雄
著

『
現
代
政
治
の
組
織
と
象
徴
』

ー
戦
後
史
へ
の
政
治
学
的
接
近
ー

は
　
じ
　
め
　
に

　
戦
後
あ
る
い
は
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
か
ら
限
り
な

く
く
国
家
V
を
こ
そ
ぎ
落
と
し
、
〈
個
人
V
の
存
在
を
限
り
な
く
現
実
在
と
し

抜
く
志
向
を
確
立
し
た
時
代
お
よ
び
歴
史
過
程
の
総
称
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
人
間
は
個
人
と
し
て
の
み
存
在
す
る
し
、
そ
の
個
人
の
存
在

を
ア
ナ
ー
キ
イ
に
落
と
し
こ
ま
な
い
と
こ
ろ
で
、
ぎ
り
ぎ
り
に
政
府
を
成
立
さ

せ
る
情
況
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
日
本
「
人
」
の
あ

り
方
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
の
高
度
成
長
を
続
け
る
な
か
で
、
人
間
の
所

属
や
帰
属
な
い
し
は
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
ネ
ー
シ
ョ
ソ
や
ス
テ
ー
ト
に
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
他
の
人
び
と
に
は
奇
異
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
奇
怪
に
す
ら
映

じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
国
民
の
富
と
か
国
家
の
豊
か
さ
を
一
つ
の
指
標
に
見
て

と
る
、
そ
の
〈
一
つ
の
〉
意
味
が
、
わ
れ
わ
れ
と
国
家
の
存
在
を
ま
さ
し
く
人
為

的
で
あ
れ
ば
こ
そ
抽
象
的
だ
か
ら
こ
そ
現
実
的
な
そ
れ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
（
二
一
六
）

い
と
こ
ろ
で
承
認
し
て
い
る
人
び
と
と
異
な
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
自
然
国
家
と
し
て
の
日
本
の
内
実
が
、
天
皇
制
に
ょ
つ
て
充
実
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
か
ら
転
じ
て
、
政
府
つ
ま
り
統
治
機
構
に
よ
つ
て
民
主
主
義
的
に
支
え
ら
れ

な
お
し
た
と
こ
ろ
が
、
他
の
人
び
と
、
と
り
わ
け
新
興
諸
国
の
人
び
と
に
は
、

ど
う
に
も
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
に
ち
が
い
な
い
。
エ
コ
ノ
、
・
・
ッ
ク
・
ア
ニ
マ

ル
と
い
う
呼
称
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
明
確
な
国
家
意
識
を
も
た
な
い
ま

ま
に
、
対
外
的
す
な
わ
ち
他
国
家
に
進
出
し
活
動
す
る
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
薄

気
味
わ
る
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
私
が
韓
国
の
高
麗
大
学
で
講
演
し
た
時
に
も
、
こ
の
国
家
意
識
な
き
国
民
と

い
う
、
私
に
は
プ
ラ
ス
に
評
価
し
う
る
「
戦
後
」
の
側
面
が
、
ど
う
に
も
理
解

さ
れ
な
か
つ
た
。
韓
国
の
直
面
す
る
内
外
情
勢
が
た
と
え
ど
う
で
あ
れ
、
は
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ま
た
共
産
主
義
の
侵
略
に
対
抗
す
る
前
線
と
主
張
さ
れ
る
韓
国
に
守
ら
れ
た

く
ラ
ッ
キ
ー
・
ピ
ー
プ
ル
V
で
わ
れ
わ
れ
が
あ
つ
た
に
し
て
も
、
私
に
は
こ
の

く
戦
後
V
は
こ
よ
な
く
大
切
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
世
界
史
上
ど
ん
な
に
稀
有

で
あ
り
、
た
と
え
一
時
的
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
と
も
、
そ
う
で
な
い
方
向
に
歴
史
の

歯
車
が
進
む
に
ち
が
い
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
こ
と
は
、
少
し
で
も

そ
の
歯
車
の
進
み
を
遅
ら
せ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
確
信
を
私
は
も
つ
て
い
る
。

　
ワ
イ
マ
ー
ル
は
自
殺
し
た
、
と
言
つ
た
の
は
、
た
し
か
P
・
ゲ
イ
だ
つ
た
と

思
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
く
戦
後
V
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
自
殺
す
る
か
も
知
れ

な
い
方
向
を
た
ど
つ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
想
い
は
飛
躍
に
ち
が

い
な
い
が
、
〈
国
家
V
が
浮
か
び
で
る
の
に
正
比
例
し
て
、
〈
戦
後
V
は
自
殺

に
追
い
つ
め
ら
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
私
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
こ
に
本

書
を
取
り
あ
げ
る
べ
ぎ
私
の
動
機
が
あ
る
。



一

　
石
田
さ
ん
が
丸
山
真
男
氏
の
後
を
襲
つ
て
、
思
想
史
家
と
政
治
学
者
と
い

う
、
い
わ
ば
複
眼
的
視
座
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
政
治
学
の
テ
キ
ス
ト
を
も
ち
、
政
治
思
想
史
の
論

文
を
書
く
と
い
つ
た
た
ぐ
い
の
二
枚
看
板
的
人
物
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
政
治
と
い
う
現
象
を
常
に
政
治
学
的
思
考
に
よ
つ
て
形
成
さ

れ
た
概
念
構
造
に
よ
つ
て
分
析
対
象
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
認
識
そ
の
も
の

を
歴
史
的
思
考
に
よ
つ
て
対
象
化
す
る
、
と
い
う
く
認
識
の
対
象
V
の
論
理
構

造
を
ビ
ル
ト
・
イ
ン
し
て
い
る
人
物
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
・
だ
か
ら
、
「
あ
と

が
き
」
で
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
を
「
現
代
史
と
政
治
学
と
の
間
」

と
位
置
づ
け
れ
ば
、
そ
の
性
格
は
非
常
に
は
つ
き
り
す
る
に
ち
が
い
な
い
．

　
そ
こ
で
、
こ
の
論
文
集
を
一
覧
す
れ
ば
、
「
戦
後
政
策
」
、
「
農
村
に
お
け
る

変
化
」
、
「
戦
前
戦
後
の
連
続
と
変
化
」
、
「
戦
後
日
本
の
政
治
と
政
治
学
」
の
四

部
に
分
け
ら
れ
た
九
編
の
論
文
と
、
「
序
に
か
え
て
』
お
よ
び
付
論
の
二
論
文

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
集
を
貫
通
し
て

い
る
モ
チ
ー
フ
が
次
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
論
文
間
の
す

き
間
は
、
読
む
側
で
も
埋
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
諸
論
文
に
往
々
に
し
て
見
ら
れ

る
重
複
部
分
が
、
か
え
つ
て
諸
論
文
が
い
か
に
独
立
し
な
が
ら
も
、
間
然
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
か
、
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
石
田
さ
ん
の
モ
チ

ー
フ
と
は
何
か
。

　
　
「
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ど
ん
な
に
動
揺
し
、
ど
ん
な
に
混
乱
し

　
　
て
い
て
も
、
人
び
と
は
組
織
な
し
に
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
全
く
象
徴
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

た
よ
ら
な
い
で
生
活
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
組
織
と
い
う
社
会
的
道
具

を
持
つ
た
動
物
と
し
て
の
人
間
、
象
徴
を
も
つ
た
人
間
（
雪
ぎ
9⊃
一
逡
ヨ
げ
＆
窪
ヨ
）

と
し
て
の
人
間
の
宿
命
で
あ
ろ
う
。
組
織
と
象
徴
を
意
識
す
る
か
否
か
は
別
と
し

て
、
ま
た
そ
れ
ら
が
体
系
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
命
題

は
常
に
妥
当
す
る
。
否
か
え
つ
て
社
会
の
急
速
な
転
換
期
に
お
い
て
こ
そ
、
あ
る
意

味
で
は
、
い
つ
そ
う
組
織
と
象
徴
の
機
能
が
大
き
い
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
よ
う
な
転
換
期
に
は
、
新
し
い
組
織
は
、
古
い
化
石
化
し
た
組
織
と
は
異
な
つ

て
、
新
鮮
な
生
命
力
あ
る
も
の
と
し
て
人
び
と
を
と
ら
え
が
ち
で
あ
り
、
古
い
象
徴

に
か
わ
つ
て
、
新
し
い
象
徴
が
好
奇
心
と
限
り
な
い
期
待
の
対
象
と
も
た
り
う
る
か

ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
激
し
い
転
換
期
に
お
い
て
も
、

新
し
い
組
織
、
新
し
い
象
徴
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
伝
統
と
全
く
切
り
離
し
て
成

立
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
組
織
と
象
徴
は
、
互
い
に
照
応
し
相
互
に

媒
介
し
な
が
ら
人
間
の
社
会
過
程
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
の
社

会
過
程
に
は
断
絶
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
七
四
頁
）

　
こ
の
意
味
で
の
く
組
織
と
象
徴
V
を
「
戦
後
」
に
照
合
し
た
ら
ど
う
な
る
の

か
。
ど
う
理
解
で
ぎ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
石
田
さ
ん
に
語
ら
せ
れ
ば
、
「
敗
戦

に
つ
づ
く
『
戦
後
改
革
』
の
時
期
に
お
い
て
、
『
改
革
』
は
、
そ
れ
を
推
進
し

よ
う
と
す
る
組
織
、
そ
れ
に
反
対
す
る
組
織
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
組
織
の
力

学
的
相
関
の
中
で
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
『
改
革
』
は
、
『
民
主
主
義
』
や
『
革

命
』
等
々
の
さ
ま
ざ
ま
の
象
徴
に
よ
つ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
組
織

と
象
徴
の
機
能
を
度
外
視
し
て
は
、
こ
の
激
動
期
の
社
会
過
程
を
十
分
に
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
七
四
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
「
組
織
」
の
連
続
性
と
変
化
お
よ
び
「
象
徴
」
の
連
続
性
と
変
化
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
二
一
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

本
書
を
読
み
通
す
キ
イ
概
念
で
あ
り
、
基
礎
視
角
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
で
、
つ
ぎ
に
そ
の
論
脈
の
い
く
つ
か
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　
石
田
さ
ん
の
「
近
代
化
と
い
わ
れ
る
傾
向
の
中
で
、
目
的
設
定
過
程
の
合
理

化
と
、
目
的
達
成
過
程
の
合
理
化
と
を
区
別
す
る
」
認
識
は
正
し
い
し
、
「
そ

し
て
日
本
の
場
合
に
は
、
目
的
達
成
過
程
の
合
理
化
だ
け
が
肢
行
的
に
先
行

し
、
目
的
設
定
過
程
の
合
理
化
が
伴
わ
な
か
つ
た
と
い
う
形
で
、
日
本
の
特
質

を
明
ら
か
に
し
よ
う
」
（
三
九
〇
頁
）
と
し
た
、
と
石
田
さ
ん
は
あ
る
論
文
（
第

八
章
「
戦
後
日
本
の
政
治
と
政
治
学
」
）
に
む
け
て
あ
と
が
き
し
て
い
る
が
、
私
に

は
こ
の
ト
ー
ン
は
、
む
し
ろ
第
二
旋
律
と
し
て
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
す
ぺ
て

の
論
文
の
論
脈
を
貫
ぬ
い
て
い
る
と
思
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
戦
前
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

後
、
つ
ま
り
近
代
化
過
程
に
お
け
る
連
続
と
変
化
と
い
う
認
識
が
成
立
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
視
角
か
ら
す
る
と
、
し
か
ら
ば
、
戦
後
改
革
と
は
何
だ
つ
た
の
か
。
そ
れ

に
答
え
る
た
め
に
は
、
戦
後
の
政
治
争
点
と
し
て
の
食
糧
と
憲
法
が
両
者
関
連

し
て
、
そ
の
解
決
能
力
を
も
つ
政
治
体
制
と
は
何
か
に
結
ん
で
い
た
事
態
を
銘

記
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
憲
法
と
食
糧
と
い
う
問
題
は
、
当
時
の
内
閣

に
と
つ
て
重
要
課
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
憲
法
問
題
を
単
に
書
か
れ
た
草
案
と

し
て
で
は
な
く
、
食
糧
問
題
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
の
生
活
問
題
を
有
効
に
解
決

し
う
る
政
治
体
制
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の

国
民
的
課
題
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
に
対
す
る
国
民
的
回
答

は
、
食
糧
と
憲
法
と
を
別
個
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
両
者
の
関
連
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
一
八
）

明
ら
か
に
す
る
な
か
か
ら
見
出
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
」
（
三
四
頁
）

　
こ
の
問
題
の
据
え
方
は
正
し
い
と
思
う
。
だ
が
、
食
糧
と
い
う
も
つ
ば
ら
目

常
生
活
的
な
問
題
と
、
憲
法
と
い
う
普
遍
的
理
念
の
問
題
状
況
が
た
だ
ち
に
接

続
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
だ
か
ら
、
憲
法
の
問
題
が
現
行
憲
法
の
民
主
主

義
・
平
和
主
義
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
に
落
着
す
る
と
、
食
糧
と
憲
法
と
い
う

不
連
続
の
ま
ま
に
お
か
れ
た
厄
介
な
問
題
は
、
食
糧
の
問
題
に
急
傾
斜
す
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
憲
法
の
実
践
は
改
革
に
集
約
す
る
こ
と
で
着
実
に
進
行
す
る

方
向
が
確
定
さ
れ
、
食
糧
の
問
題
ば
生
産
力
増
強
の
方
策
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

で
、
国
民
的
課
題
に
還
元
で
き
る
見
通
し
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。

　
民
主
主
義
が
あ
ら
ゆ
る
価
値
に
君
臨
し
た
場
合
、
そ
の
正
当
性
を
疑
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
占
領
軍
権
力
に
後
見
さ
れ
た
と
は
い
え
、
民
主
主
義
の
名
に
よ

る
改
革
が
正
当
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
正
当
性
が
実
は
、
政
治
の
課
題
に
な
ら

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
保
守
的
支
配
層
の
抵
抗
は
、
秩
序
の
維
持
と
既
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

権
へ
の
衝
撃
の
緩
和
を
も
う
一
つ
の
正
当
軸
と
し
て
な
発
動
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
し
た
が
つ
て
、
「
概
し
て
い
え
ぽ
、
諸
改
革
の
中
で
と
く
に
既
得
権
の

犠
牲
を
伴
わ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
眼
に
み
え
る
犠
牲
の
少
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
比
較
的
早
く
、
抵
抗
な
く
実
現
」
（
五
一
頁
）
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
保
守
側
の
対
応
と
同
時
に
、
左
翼
勢
力
が
こ
う
い
つ
た
改

革
を
革
命
の
一
環
と
と
ら
え
た
認
識
が
、
と
も
に
占
領
政
策
の
基
本
原
理
と
し

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
の
政
治
的
民
主
化
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
「
こ
の
よ
う
な
誤
解
と
過
剰
期
待
に
よ
る
左
翼
政
策
の
改
革
観
は
、
二
・

一
ス
ト
以
後
の
極
端
な
挫
折
感
を
生
み
出
し
、
そ
の
結
果
、
改
革
を
す
ぺ
て
欺



購
的
民
主
化
政
策
で
あ
る
と
す
る
評
価
に
変
化
し
て
い
く
」
（
五
二
i
三
頁
）
に

い
た
る
。

　
っ
ま
り
、
自
然
状
態
か
ら
政
治
社
会
の
形
成
に
む
か
う
始
発
段
階
と
し
て
、

稀
有
な
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
た
こ
の
時
期
に
あ
つ
て
、
「
追
放
、
諸
改
革
に

ょ
つ
て
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
も
、
政
治
指
導
者
に
は
な
お
多
く
の
連
続
性
が
あ

り
、
指
導
構
造
に
い
た
つ
て
は
一
層
然
り
で
あ
る
。
『
点
と
線
』
に
よ
る
古
い

型
の
『
政
界
』
的
支
配
が
政
局
の
中
心
で
あ
つ
た
。
」
（
六
三
亘
）
つ
ま
り
、
食

糧
と
憲
法
と
い
う
も
つ
と
も
自
然
的
で
政
治
的
な
状
況
の
展
開
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
政
治
性
を
自
然
状
態
に
押
し
つ
め
て
い
く
過
程
が
転
回
さ
れ
て
、
こ

の
政
治
形
成
過
程
に
潜
在
し
て
い
た
可
能
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
な
く
、
生
活

の
豊
か
さ
と
社
会
の
安
定
化
へ
の
安
易
な
方
向
に
シ
ュ
プ
ー
ル
す
る
方
向
が
措

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歴
史
状
況
を
語
り
明
か
し
た
後
に
、
石
田
さ
ん
は
、
戦
後
以
来
の
組
織

と
象
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
歴
史
状
況
の
よ
つ
て
き
た
る
ゆ
え
ん
を
明

ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
と
り
出
さ
れ
る
の
は
、
連
続
性
の
点
で
は
、
「
第
一
に

産
報
、
農
業
会
そ
の
他
の
翼
賛
組
織
が
、
総
力
戦
の
要
請
に
応
じ
て
、
国
民
生

活
の
末
端
ま
で
組
織
化
を
行
な
つ
た
こ
と
の
遺
産
は
、
戦
後
の
『
集
団
噴
出
』

の
た
め
の
前
提
条
件
を
な
し
た
」
こ
と
と
、
「
第
二
に
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

丸
が
か
え
、
親
方
日
の
丸
的
な
伝
統
的
組
織
指
導
の
構
造
が
、
戦
後
多
様
化
し

た
諸
組
織
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
二
六
頁
）
こ
と
で
あ

る
。

　
変
化
の
側
面
で
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
「
第
一
に
、
一
枚
岩
的
な
翼

貰
組
織
か
崩
壊
し
て
、
組
織
の
多
様
化
、
多
元
的
競
争
の
条
件
が
生
ま
れ
た
こ

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

と
を
あ
げ
う
る
。
も
と
よ
り
、
多
様
化
し
た
組
織
の
そ
れ
ぞ
れ
が
相
似
的
に
、

一
枚
岩
組
織
と
し
て
の
性
格
を
ひ
ぎ
つ
い
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
諸
組
織
を
全
体

と
し
て
統
合
す
る
組
織
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
最
近
で
は
組
織
の
寡
占
化
が

進
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
戦
後
の
組
織
競
争
の
結
果
で
あ
り
、
競
争
主

体
の
数
は
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
巨
大
化
し
て
き
た
が
、
な
お
複
数
組
織
の
競

争
と
い
う
戦
後
的
特
質
は
つ
づ
い
て
い
る
。

　
第
二
に
、
組
織
内
部
に
つ
い
て
い
え
ば
、
次
の
二
つ
の
面
で
指
導
の
構
造
に

つ
い
て
変
化
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
比
較
的
に
ハ
イ
ラ
ー
キ
カ
ル
な
性
格

が
弱
ま
り
、
こ
れ
に
反
比
例
し
て
水
平
的
な
連
帯
の
要
素
が
強
ま
つ
た
こ
と
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
指
導
者
の
資
質
と
し
て
、
生
れ
に
よ
る
権
威
で
は
な
く
組

織
人
と
し
て
の
能
力
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
を
あ
げ
う
る
。
」
（
一

一
六
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
連
続
と
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
も
、
石
田
さ
ん
に
は
、
「
考
え

方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
に
お
け
る
変
化
も
、
実
は
突
然
現
わ
れ
た
も

の
で
な
く
、
潜
在
的
に
で
は
あ
れ
、
戦
前
に
あ
る
程
度
進
行
し
て
い
た
変
化
の

延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
も
い
え
る
」
（
二
七
頁
）
と
す
る
点
で
、
確
実
に
連

続
性
へ
の
強
調
が
あ
る
。
私
も
、
「
戦
後
諸
改
革
が
行
な
わ
れ
て
い
た
時
期
の

知
的
雰
囲
気
は
、
『
民
主
』
と
い
う
シ
ソ
ボ
ル
を
最
高
の
も
の
と
し
て
、
す
ぺ

て
の
人
び
と
が
そ
れ
を
建
前
と
し
て
承
認
し
た
上
で
、
こ
の
民
主
的
諸
改
革
を

ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
形
で
政
治
勢
力
の
間
の
対
立
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
」

（
コ
一
九
頁
）
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
特
徴
的
に
取
り
あ
げ
た
石
田
さ
ん
の
連
続
的
歴
史
観
と

は
、
私
は
あ
る
い
は
焼
跡
闇
市
世
代
と
し
て
か
、
い
さ
さ
か
異
な
る
視
点
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
一
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
が
政
治
勢
力
に
属
さ
な
い
こ
と
も
あ
つ
て
、
〈
民
主

的
諸
改
革
V
の
解
釈
に
よ
る
「
対
立
」
に
組
み
し
な
い
で
ぎ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

だ
が
、
こ
の
連
続
史
観
と
で
も
い
う
ぺ
ぎ
立
脚
点
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
で
摘
出

さ
れ
た
伝
統
的
組
織
と
象
徴
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う
に
も
で
き
な
い

く
宿
命
V
的
な
相
貌
を
お
び
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対

し
て
過
剰
期
待
感
を
歴
史
観
に
も
ち
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
識
つ
て
“

る
。
し
か
し
、
〈
政
治
学
と
歴
史
と
の
間
〉
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
政
治
に
は

ぎ
り
ぎ
り
の
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
自
明

で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
宿
命
の
位
相
と
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
の
位
相
と
の
間
を
揺

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
私
に
は
後
者
へ
の
傾
斜
が
あ
る
こ
と
を
告
白
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。お

わ
り
に

　
「
“
戦
後
”
と
は
、
日
本
が
連
合
国
軍
に
占
領
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、

新
憲
法
は
制
定
さ
れ
て
も
日
本
の
主
権
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
に
『
従
属
』

し
、
日
本
人
は
い
わ
ば
『
超
法
規
的
』
に
言
論
表
現
、
集
会
結
社
の
自
由
を
剥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

奪
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
『
苦
し
い
』
時
代
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い

ヤ
　
　
ヤ

て
も
輝
か
し
い
『
解
放
』
の
時
代
な
ど
で
は
な
か
つ
た
。
日
本
人
は
敗
戦
と
引

換
え
に
自
由
を
得
た
、
と
い
う
逆
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
実
状
と
か
け
離
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

た
議
論
は
な
い
。
主
権
を
拘
束
さ
れ
た
国
家
に
自
由
が
あ
る
は
ず
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
自
由
と
は
ど
ん
な
国
民
に
と
つ
て
も
外
部
か
ら
配
給
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
て
、
努
力
し
て
自
ら
の
手
で
獲
得
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
江

藤
淳
『
も
う
一
つ
の
戦
後
史
』
講
談
社
、
　
一
九
七
八
年
、
三
六
一
－
六
二
頁
・
傍
点
“

一
〇
〇
　
　
（
二
二
〇
）

内
山
）

　
江
藤
氏
の
議
論
も
連
続
史
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
藤
氏
の
連
続
性
は
、
ど

う
や
ら
明
治
の
「
聖
代
」
に
一
挙
に
帰
り
着
く
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
ら
し

い
。
し
た
が
つ
て
、
戦
後
・
戦
中
・
戦
前
が
は
つ
き
り
し
な
い
し
、
と
く
に
戦

中
期
の
時
代
画
定
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
い
わ
ぽ
、
明
治
と
い
う
く
日
本
近

代
V
へ
の
限
り
な
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ャ
ー
が
彼
に
は
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
ノ
ス
タ

ル
ジ
ャ
ー
は
、
輝
け
る
国
家
日
本
へ
の
も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
た
ち
は
、
ず
つ
と
「
苦
し
い
」
時
代
を
生
ぎ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
私
に
し
て
も
江
藤
氏
の
同
時
代
人
と
し
て
、

八
月
十
五
日
以
後
ひ
し
ひ
し
と
思
つ
た
こ
と
だ
つ
た
。
だ
か
ら
、
私
に
は
戦
後
を

一
度
は
日
本
の
歴
史
か
ら
切
る
作
業
に
挺
身
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
切
つ
て
つ
な
げ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
石
田
さ
ん
と
も
、

江
藤
氏
と
も
違
う
の
は
、
〈
戦
後
V
を
持
続
す
る
意
思
で
あ
る
。
石
田
さ
ん
の

連
続
強
調
に
は
ペ
シ
ュ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
と
思
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
く
戦
後
V
そ

の
も
の
を
今
に
つ
な
が
る
連
続
過
程
と
と
ら
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
石
田
さ
ん
が
組
織
と
象
徴
と
い
う
概
念
で
〈
同
調
と
競
争
〉
の
概
念
を
包
摂

し
た
こ
と
は
一
応
理
解
す
る
に
し
て
も
（
石
田
雄
『
日
本
の
政
治
文
化
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
〇
年
参
照
）
、
私
に
は
、
ま
だ
戦
後
が
終
わ
ら
な
い
と
す
る
歴
史

意
識
に
ょ
つ
て
、
同
調
と
競
争
の
原
理
が
打
破
で
ぎ
る
可
能
性
を
模
素
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
石
田
さ
ん
の
（
江
藤
氏
の
場
合
は
素
朴
な
国
家
。
民
族
主
義
の
セ

ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
明
ら
か
だ
か
ら
直
接
の
対
象
と
は
し
な
い
）
原
理
的
把
握
は
、

六
〇
年
安
保
か
ら
大
学
紛
争
で
の
学
生
の
思
考
・
行
動
様
式
の
栄
光
と
綾
小
に

直
接
つ
な
が
つ
て
い
る
状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
六
〇
年
安
保
を
契
機
と
し
て
、
少
な
く
と
も
社
会
運
動
の
質
が
変
化
し
て
い

る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
私
が
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
戦
後
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
が
生
活
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
と
突
破
す
る
こ
と
で
、
も
う
一
度
、
戦

後
を
戦
後
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
を
大
切
に
す
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と

え
石
田
さ
ん
が
〈
市
民
参
加
〉
の
運
動
と
し
て
整
理
さ
れ
、
問
題
の
所
在
を
明

ら
か
に
し
て
も
、
そ
の
組
織
と
象
徴
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
石
田
さ
ん
が

「
か
た
く
な
な
拒
否
に
よ
る
孤
立
と
、
無
原
則
な
参
加
に
よ
る
包
摂
と
の
両
極

の
間
に
立
つ
て
、
こ
の
ど
ち
ら
の
陥
穽
に
も
お
ち
い
ら
な
い
形
で
運
動
を
展
開

し
て
い
く
に
は
、
ま
だ
『
市
民
参
加
』
の
前
途
に
は
多
く
の
試
行
錯
誤
を
要
す

る
時
期
が
続
く
で
あ
ろ
う
」
（
二
四
頁
）
と
正
し
く
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
こ
の

「
試
行
錯
誤
を
要
す
る
時
期
」
こ
そ
が
く
戦
後
V
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
本
書
で
捌
扶
さ
れ
た
「
組
織
と
象
徴
」
こ
そ
、
こ
の
試
行
錯
誤

の
過
程
で
お
ち
入
る
べ
か
ら
ざ
る
陥
穽
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
本
書
を
読
め
ば
、
七
〇
年
ま
で
の
第
一
期
戦
後
期
の
試
行
錯
誤
の
軌

跡
が
明
ら
か
に
な
る
。
い
わ
ば
、
試
行
し
成
功
す
る
こ
と
が
少
な
か
つ
た
、
錯

誤
の
原
因
が
分
析
に
支
え
ら
れ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
、
「
わ
れ
わ
れ

の
共
有
財
産
と
し
て
貴
重
と
す
べ
き
だ
、
と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
に

は
「
こ
こ
は
く
ら
や
み
の
森
で
あ
る
」
と
い
う
ダ
ン
テ
の
神
曲
の
出
だ
し
が
、

飽
き
る
こ
と
の
な
い
政
治
的
い
と
な
み
と
し
て
の
く
現
在
V
を
〈
戦
後
〉
と
つ

な
げ
る
私
の
意
思
の
脈
絡
の
中
で
、
本
書
を
読
み
な
が
ら
思
い
出
さ
れ
て
な
ら

な
か
つ
た
。
　
（
一
九
七
八
年
、
み
す
ず
書
房
刊
、
三
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
秀
　
夫

紹
介
と
批
評

一
〇
一
　
　
（
二
一
二
）


