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藪
野
　
祐
三
著

　
　
『
近
代
化
論
の
方
法

　
　
　
　
ー
現
代
政
治
学
と
歴
史
認
識
』

　
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
レ
イ
モ
ン
ド
・
グ
ル
ー
は
、
戦
後
期
に
お
け
る
近

代
化
論
の
盛
衰
の
う
ち
に
知
的
流
行
現
象
の
典
型
例
を
み
て
い
る
。
グ
ル

ー
は
こ
の
種
の
流
行
に
相
応
の
長
所
も
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
の
画
一
化

効
果
ゆ
え
に
、
議
論
の
是
非
を
め
ぐ
る
判
断
が
証
拠
や
論
理
に
基
づ
く
よ

り
む
し
ろ
．
流
行
遅
れ
か
否
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
が
ち
に
な
る
と
述
べ
、

近
代
化
論
の
隆
盛
も
、
そ
し
て
昨
今
の
衰
退
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う

判
断
基
準
の
犠
牲
で
あ
っ
た
と
喝
破
し
て
い
る
（
罰
9
。
メ
．
蜜
。
3
8

蜜
＆
臼
巳
鍔
該
o
劃
．
．
～
§
§
§
o
『
軌
。
＆
9
寅
酬
。
。
＆
魔
撃
＜
〇
一
置
［
≦
一
暑
霞
一
〇
〇〇
〇
］
）
．

グ
ル
ー
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
際
そ
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
、
安

直
な
部
類
に
属
す
る
近
代
化
論
批
判
者
の
な
か
に
は
、
あ
る
い
は
曲
解
す

る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
顧
み
れ
ば
、
近
代
化
論
を
め
ぐ
る
批
判
的
論
議
が
徹
底
し
て
執
り
行
な

わ
れ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
七
〇

年
代
に
は
い
る
や
否
や
弾
劾
儀
式
に
転
化
し
た
。
流
行
に
乗
っ
た
多
く
の

論
者
は
、
近
代
化
文
献
に
対
し
ひ
た
す
ら
儀
式
的
に
非
難
を
浴
び
せ
自
己

満
悦
に
浸
る
に
至
っ
た
。
七
〇
年
代
半
ば
に
、
あ
る
高
名
な
研
究
者
が

「
近
代
化
（
概
念
）
よ
、
安
ら
か
に
眠
れ
」
と
墓
碑
銘
を
刻
み
、
死
に
際
の

近
代
化
論
に
止
め
を
刺
し
た
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
分
こ
れ
は

こ
の
種
の
儀
式
の
極
致
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
野
》
O
畠
霞
や
ρ
客

ピ
霧
8
劃
①
駐
‘
『
ぎ
q
。
。
恥
o
『
Q
。
蕊
壕
s
ミ
。
。
壁
ぎ
硫
8
義
8
撃
　
胃
ぎ
閂
り
Φ
Φ

ギ
Φ
器
ご
お
］
召
一
8
庸
）
。
だ
が
本
当
に
近
代
化
論
は
死
ん
だ
の
か
．
グ

ル
ー
に
従
え
ぽ
そ
う
で
は
な
く
、
た
だ
流
行
の
変
移
に
翻
弄
さ
れ
、
む
り

や
り
葬
り
去
ら
れ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

　
思
う
に
、
近
代
化
文
献
に
対
す
る
批
判
的
異
論
が
イ
デ
オ
・
ギ
i
的
な

難
詰
と
理
論
上
方
法
論
上
の
論
難
と
に
大
別
で
き
る
と
し
て
．
確
か
に
い

ず
れ
に
属
す
る
批
判
の
な
か
に
も
当
を
得
た
指
摘
が
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
種
の
批
判
が
、
近
代
化
概
念
の
廃
絶
に
直
ち

に
結
び
つ
く
ほ
ど
の
も
の
か
ど
う
か
、
こ
の
概
念
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
多

く
の
文
献
の
洞
察
を
こ
と
ご
と
く
毘
め
る
ほ
ど
の
も
の
か
ど
う
か
、
お
そ

ら
く
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
私
は
、
グ
ル
ー
同
様
そ
れ
を
疑

う
。
近
代
化
論
の
死
亡
診
断
は
誤
診
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
鼓
動

は
今
な
お
微
か
に
聞
こ
え
て
く
る
か
ら
だ
。
な
ら
ば
墓
を
掘
り
返
し
、
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
施
し
て
、
し
ゃ
ん
と
さ
せ
、
冷
静
に
再
吟
味
す
る
必
要

が
あ
り
は
し
な
い
か
。
誤
謬
は
誤
謬
と
み
と
め
た
上
で
、
近
代
化
論
の
更

な
る
展
開
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
．

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
も
う
ひ
と
り
、
近
代
化
論
の
微
か
な
鼓
動
に
耳
を
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紹介と批評

傾
け
て
い
る
者
が
い
る
。
『
近
代
化
論
の
方
法
ー
現
代
政
治
学
と
歴
史

認
識
』
の
著
者
、
藪
野
祐
三
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
の
標
題
か
ら
も
明
ら
か

だ
が
、
著
者
は
こ
の
作
品
で
理
論
的
方
法
論
的
な
観
点
か
ら
す
る
批
判
的

吟
味
を
試
み
て
い
る
．
し
か
し
そ
の
批
判
方
針
は
、
少
な
く
と
も
体
裁
や

姿
勢
を
み
る
限
り
で
は
、
多
く
の
安
易
な
批
判
文
献
と
は
い
さ
さ
か
趣
き

を
異
に
す
る
。
ろ
く
に
文
献
渉
猟
も
し
な
い
ま
ま
受
け
売
り
の
論
点
を
し

た
り
顔
で
列
挙
し
て
、
従
来
の
近
代
化
文
献
を
安
直
に
退
け
る
と
い
う
よ

う
な
頓
馬
な
ま
ね
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
著
者
も
ま
た
、
近
代
化
論
が
緩

慢
で
は
あ
る
が
脈
打
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ち
が
い
な
く
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
へ

要
は
著
者
が
そ
の
鼓
動
を
ど
の
よ
う
に
聞
き
分
け
て
い
る
か
で
あ
る
。

　
本
書
の
主
要
論
題
は
標
題
ど
お
り
近
代
化
論
の
方
法
、
な
か
ん
ず
く
政

治
的
近
代
化
論
を
支
え
て
い
る
方
法
で
あ
る
．
著
者
が
基
本
的
に
意
図
し

て
い
る
の
は
次
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
に
、
一
九
六
〇
年
代
に

ア
メ
リ
カ
で
成
立
し
展
開
さ
れ
た
近
代
化
論
（
こ
と
に
政
治
的
近
代
化
論
）

の
も
つ
歴
史
認
識
を
そ
の
「
理
論
認
識
の
方
法
に
ま
で
下
降
し
て
」
批
判

的
に
検
討
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
新
た
な
歴

史
認
識
を
画
定
す
る
方
途
を
や
は
り
方
法
論
次
元
に
立
脚
し
て
模
索
す
る

こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
理
論
認
識
の
方
法
に
ま
で
下
降
し

て
」
と
い
う
の
は
、
著
者
に
し
て
み
れ
ぽ
「
鋭
角
的
に
そ
の
歴
史
認
識
の

方
法
に
対
峙
」
し
て
も
、
結
局
は
偏
頗
な
解
釈
し
か
期
待
で
き
な
い
と
い

う
断
固
と
し
た
確
信
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
代
化
論
と
は
、

例
え
ば
構
造
”
機
能
主
義
と
か
シ
ス
テ
ム
理
論
と
い
っ
た
理
論
認
識
の
方

法
に
基
づ
い
て
歴
史
過
程
の
分
析
へ
向
か
っ
た
も
の
だ
と
著
者
は
い
う
．

「
理
論
認
識
を
テ
コ
と
し
て
歴
史
認
識
に
向
か
っ
た
」
以
上
、
近
代
化
論

の
歴
史
認
識
に
か
ん
す
る
批
判
的
検
討
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
理
論

認
識
の
方
法
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
わ
け
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
近
代
化
論
の
考
察
は
、
他
の
近
代
化
論
批

判
に
対
す
る
著
者
な
り
の
強
い
不
満
に
支
え
ら
れ
て
い
る
．
こ
の
不
満
こ

そ
実
は
、
著
者
独
自
の
解
釈
の
中
心
点
つ
ま
り
「
批
判
の
原
点
」
に
結
び

つ
き
、
ひ
い
て
は
五
章
か
ら
成
る
論
理
展
開
の
構
成
・
配
置
に
ま
で
及
ん

で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
著
者
は
本
書
の
な
か
ご
ろ
で
自
ら
の
主
眼
点
を

集
約
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
．

　
　
「
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
の
近
代
化
論
批
判

　
　
に
遭
遇
す
る
場
合
．
一
方
で
は
国
家
論
的
な
系
譜
の
批
判
を
垣
間
見

　
　
る
し
、
他
方
で
は
方
法
的
体
質
の
自
己
検
証
を
等
閑
視
し
た
単
な
る

　
　
『
近
代
化
論
か
ら
変
動
論
へ
』
と
い
う
方
向
転
換
を
識
別
で
き
る
。

　
　
し
か
し
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
近
代
化
論
が
何
ほ
ど
か

　
　
の
程
度
に
お
い
て
『
行
為
』
の
可
能
性
を
保
障
し
て
い
る
か
ど
う
か

　
　
と
い
う
方
法
的
次
元
に
お
け
る
再
検
討
な
の
だ
。
…
…
と
い
う
の
も

　
　
歴
史
認
識
の
可
能
性
は
、
社
会
科
学
を
『
行
為
論
』
と
し
て
画
定
す

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
性
質
の
も
の
（
だ
か
ら

　
　
で
あ
る
）
」
（
一
五
六
頁
）
。

　
要
す
る
に
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
を
支
え
る
思

想
的
基
礎
と
し
て
近
代
化
論
を
捉
え
る
論
潮
に
も
、
関
心
対
象
の
単
な
る

移
行
と
し
て
の
変
動
論
の
動
向
に
も
あ
か
ら
さ
ま
に
不
満
を
示
す
．
そ
し
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て
「
行
為
論
へ
の
可
能
性
」
と
い
う
視
角
を
近
代
化
論
解
釈
の
中
心
に
据

え
て
こ
そ
近
代
化
論
の
批
判
的
検
討
は
意
味
を
な
す
し
、
ま
た
そ
う
し
て

こ
そ
新
た
な
近
代
化
論
の
展
望
も
切
り
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
具
体
的
な
検
討
作
業
は
お
お
む
ね
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
．
著
者

は
ま
ず
ω
”
近
代
化
論
は
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
の
ど
の
よ
う
な
方
法
論
的

状
況
の
な
か
で
成
立
し
た
か
〃
と
問
い
か
け
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、
ア

メ
リ
カ
政
治
学
史
の
な
か
か
ら
近
代
化
論
の
成
立
過
程
の
明
確
化
を
試
み

る
（
第
一
章
）
。
次
い
で
㈲
．
近
代
化
論
は
そ
の
展
開
過
程
で
ど
の
よ
う
な

方
法
論
的
内
容
を
保
持
し
て
き
た
か
“
と
自
問
す
る
。
著
者
は
こ
の
間
い

か
け
の
も
と
に
近
代
化
論
の
問
題
点
を
摘
出
し
、
併
せ
て
批
判
的
検
討
の

視
角
を
設
定
し
て
近
代
化
論
の
方
法
上
の
限
界
を
考
察
し
て
い
く
．
こ
の

考
察
に
際
し
終
始
著
者
の
念
頭
に
あ
る
の
が
前
述
し
た
「
行
為
論
へ
の
可

能
性
」
、
つ
ま
り
近
代
化
論
は
「
行
為
論
」
た
り
得
る
か
と
い
う
問
題
に

ほ
か
な
ら
な
い
（
第
二
、
三
、
四
章
）
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
考
察
に
基
づ

い
て
⑥
“
近
代
化
論
は
そ
の
方
法
上
の
限
界
を
超
え
て
ど
の
よ
う
な
方
向

へ
向
か
う
べ
き
か
“
と
著
者
は
問
う
。
近
代
化
論
の
転
換
の
様
相
お
よ
び

今
後
の
課
題
の
提
示
が
こ
の
問
い
に
対
す
る
著
者
の
解
答
に
な
っ
て
い

る
（
第
五
章
）
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
本
書
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
は
㈲
の
問
い
か
け
で

あ
り
、
ま
た
こ
の
問
い
か
け
に
著
者
み
ず
か
ら
ど
の
よ
う
な
解
答
を
用
意

し
て
新
た
な
近
代
化
論
の
展
望
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
し
ぽ
ら
く
（
政
治
的
近
代
化
論
を
め
ぐ
る
考
察
に
限
定
し
て
）
そ
の

論
述
内
容
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
近
代
化
論
の
成
立
過
程
を
第
一
章
で
簡
略
に
捉
え
て
か
ら
、
著
者
は
第

二
章
以
降
方
法
論
次
元
に
立
脚
し
て
近
代
化
論
の
内
実
の
検
討
へ
と
踏
み

込
ん
で
い
く
。
そ
の
際
は
じ
め
に
、
こ
の
検
討
作
業
の
基
底
を
な
す
基
本

問
題
を
こ
う
提
起
す
る
。
近
代
化
論
は
そ
れ
「
が
鋭
く
歴
史
認
識
と
対
峙

す
る
折
、
そ
の
歴
史
性
と
も
い
う
べ
き
認
識
の
原
点
を
ど
こ
に
設
定
し
て

い
る
の
か
」
（
四
七
頁
）
と
。
か
く
て
以
下
、
近
代
化
論
は
こ
の
問
題
を
軸

に
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
著
者
が
ま
ず
狙
上
に
載
せ
る
の
は
C
・
ブ
ラ
ッ
ク
ら
の
近
代
化
論
で
あ

る
。
そ
し
て
近
代
化
の
目
的
と
政
治
機
能
と
の
関
係
、
段
階
論
、
比
較
論

と
い
う
三
側
面
に
注
目
し
て
性
格
づ
け
た
後
、
そ
の
基
本
的
欠
陥
を
明
ら

か
に
す
る
．
著
者
に
よ
れ
ば
そ
の
欠
陥
は
、
政
治
次
元
以
外
に
政
治
目
的

を
設
定
し
「
そ
の
目
的
を
所
与
と
し
て
処
理
し
」
て
し
ま
い
、
「
近
代
化

す
る
政
治
状
況
」
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
価
値
意
識
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（
六
一
頁
）
。

「
近
代
化
の
目
的
は
政
治
外
的
で
あ
り
、
他
方
分
析
単
位
は
政
治
内
的
で

あ
り
、
両
者
は
無
媒
介
な
ま
ま
」
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
も
ブ
ラ
ッ
ク
ら
の

論
考
は
経
験
的
歴
史
事
象
の
分
類
（
す
な
わ
ち
「
場
合
分
け
」
）
を
主
目
的
と

し
、
ど
の
国
家
は
ど
の
近
代
化
段
階
に
あ
る
か
と
い
う
測
定
作
業
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
。
こ
う
し
て
結
局
、
こ
の
種
の
近
代

化
論
は
「
歴
史
観
と
し
て
設
定
さ
れ
得
る
史
観
形
成
に
向
か
う
こ
と
は

な
』
く
、
「
歴
史
認
識
へ
の
鋭
角
的
な
昇
華
」
は
何
ら
み
ら
れ
な
い
と
著

者
は
い
う
（
六
二
頁
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
次
に
問
わ
れ
る
の
が
、
右
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
分

96



紹介と批評

析
枠
組
に
社
会
的
価
値
意
識
を
い
か
に
し
て
組
み
込
み
う
る
か
、
そ
し
て

そ
こ
か
ら
、
単
な
る
「
場
合
分
け
」
に
と
ど
ま
ら
ね
動
学
化
の
方
向
を
ど

の
よ
う
に
提
示
し
う
る
か
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
「
価
値
規

定
の
仕
方
」
と
「
理
論
の
動
学
化
」
と
い
う
二
つ
の
視
角
が
設
定
さ
れ
る

の
は
こ
う
し
た
事
情
に
由
来
す
る
。
こ
の
視
角
の
も
と
で
G
・
ア
ー
モ
ン

ド
、
D
・
ア
プ
タ
i
、
そ
れ
に
S
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
近
代
化
論
が
吟
味

さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
著
者
に
い
わ
せ
れ
ば
「
政
治
文
化
」
や
「
社
会

的
動
員
（
流
動
化
）
」
概
念
を
導
入
し
て
近
代
化
論
の
新
た
な
地
平
を
画
策

し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
彼
ら
で
あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
概
念
が
「
基
底
に

保
持
し
て
い
る
指
向
」
こ
そ
「
政
治
的
近
代
化
を
社
会
的
価
値
意
識
の
側

面
と
の
接
点
で
展
開
す
る
、
価
値
規
定
の
仕
方
で
あ
り
理
論
の
動
学
化
」

だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
七
一
頁
）
。
ア
ー
モ
ン
ド
の
場
合
に
は
、

政
治
文
化
と
い
う
価
値
的
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
「
政
治
的
社
会
化
」
の

機
能
の
う
ち
に
動
学
化
の
契
機
を
見
出
し
た
と
い
う
。
ア
プ
タ
ー
の
場
合

に
は
「
政
治
的
宗
教
」
の
う
ち
に
、
ハ
ソ
チ
ン
ト
ソ
の
場
合
に
は
「
制
度

化
」
と
い
う
価
値
規
定
の
仕
方
の
う
ち
に
、
著
者
は
め
ざ
と
く
理
論
の
動

学
化
の
契
機
を
見
つ
け
る
（
九
三
頁
）
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
近
代
化
論
の
動
学
化
の
試
み
と
価
値
規
定
の
仕
方

と
は
、
歴
史
認
識
の
展
開
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
も
の
な
の
か
。
「
行

為
論
へ
の
可
能
性
」
と
い
う
例
の
視
角
が
明
瞭
に
さ
れ
る
の
は
こ
の
と
こ

ろ
で
あ
る
。
再
度
引
用
す
れ
ば
、
新
た
な
歴
史
認
識
は
「
社
会
科
学
を

『
行
為
論
』
と
し
て
画
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
」

と
著
者
は
説
く
．
続
け
て
著
者
は
行
為
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
「
意
識

の
作
用
」
と
「
行
為
の
指
向
」
と
を
提
示
し
て
か
ら
、
こ
の
二
要
素
は
実

は
「
理
論
の
動
学
化
」
と
「
価
値
規
定
の
仕
方
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し

て
い
る
と
指
摘
す
る
．
な
ぜ
な
ら
、
単
に
経
験
的
な
歴
史
事
象
の
分
類
や

測
定
に
と
ど
ま
ら
ぬ
動
態
性
を
理
論
化
す
る
に
は
「
意
識
の
作
用
」
に
言

及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
こ
の
意
識
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
要
素

－
行
為
を
オ
リ
エ
ン
ト
す
る
要
素
ー
は
行
為
指
向
の
パ
タ
ー
ン
、
即

ち
『
価
値
規
定
』
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
必
要
」
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
（
一
六
〇
頁
）
。
こ
う
し
て
近
代
化
論
の
方
法
を
行
為
論
の
射
程

に
明
確
に
据
え
た
後
、
「
社
会
的
動
員
（
流
動
化
）
」
概
念
と
「
（
政
治
的
）

社
会
化
」
概
念
と
が
行
為
論
的
視
角
か
ら
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
．
こ
の
両
概
念
に
お
け
る
「
意
識
の
作
用
」
と
「
行
為
の
指
向
」

の
可
能
性
は
如
何
、
と
い
う
形
で
．

　
著
者
に
よ
る
と
、
近
代
化
論
が
た
だ
単
に
歴
史
的
性
格
を
帯
び
る
だ
け

で
な
く
現
代
的
課
題
に
も
応
じ
る
た
め
に
は
、
「
行
為
の
指
向
」
の
側
面

で
は
「
個
人
類
型
」
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
意
識
の
作
用
」

の
側
面
で
は
「
価
値
の
内
面
化
の
構
成
」
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る

（
一
二
五
頁
）
。
に
も
拘
ら
ず
ア
ー
モ
ン
ド
も
ア
プ
タ
ー
も
ハ
ン
チ
ン
ト
ン

も
、
あ
い
に
く
こ
の
両
面
に
お
い
て
一
定
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
ア
プ
タ
ー
の
場
合
、
価
値
規
定
に
関
し
て
は
「
そ
れ
は

あ
く
ま
で
価
値
の
作
用
（
H
機
能
）
へ
の
傾
斜
で
あ
っ
て
価
値
の
規
定
（
に

実
体
）
の
展
開
で
は
な
い
」
と
し
、
し
か
も
「
そ
の
（
連
帯
を
保
障
す
る
）

価
値
が
個
々
人
に
ど
の
よ
う
に
意
識
化
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
題
は

全
く
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
一
七
三
－
四
頁
）
．
こ
の
三
者
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（
更
に
は
S
・
N
・
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
ら
）
に
対
す
る
評
価
は
ま
ち
ま
ち
だ

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
著
者
の
結
論
は
率
直
か
つ
明
快
で
あ
る
．
「
社
会
的

動
員
（
流
動
化
）
」
概
念
も
「
社
会
化
」
概
念
も
近
代
化
論
を
行
為
論
な
ら

し
め
る
有
用
性
は
甚
だ
疑
問
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
（
従
来
の
）
近

代
化
論
は
そ
の
「
行
為
の
指
向
」
と
「
意
識
の
作
用
」
両
面
に
お
け
る

「
方
法
的
な
不
整
合
性
」
ゆ
え
に
行
為
論
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

次
い
で
著
者
は
近
代
化
論
の
背
後
に
潜
む
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
を

吟
味
し
、
そ
こ
に
行
為
の
主
意
性
が
放
棄
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
届
け
て
．

そ
の
方
法
上
の
限
界
に
近
代
化
論
が
行
為
論
た
り
え
な
い
根
本
原
因
を
突

き
と
め
よ
う
と
す
る
．
し
か
し
こ
の
論
証
で
は
、
と
り
た
て
て
新
た
な
論

理
展
開
が
示
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
あ
っ
て
さ

え
「
『
意
識
の
作
用
』
を
テ
コ
と
し
た
新
た
な
歴
史
認
識
の
可
能
性
」
は

何
ら
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
（
二
八
八
頁
V
。
と
も
あ
れ
著

者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
近
代
化
論
の
方
法
上
の
限
界
を
確
認
し
、
新
た
な

歴
史
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
ポ
ス
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
」
を
要
請
す
る
。

だ
が
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
及
ぶ
近
代
化
論
批
判
に
基
づ
い
て
、
そ
の
新

た
な
展
望
を
ど
の
よ
う
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
．

　
仮
り
に
こ
れ
ま
で
の
批
判
的
検
討
が
一
応
の
説
得
力
を
も
ち
興
味
深
い

も
の
だ
と
し
て
も
、
し
か
し
最
終
章
に
関
し
て
は
、
論
理
展
開
の
尻
窄
ま

り
と
い
う
重
大
な
不
備
欠
陥
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
．
本
書

の
当
初
の
目
的
は
、
方
法
論
次
元
で
の
近
代
化
論
批
判
に
基
づ
い
て
「
歴

史
認
識
の
可
能
性
」
を
模
索
す
る
こ
と
．
つ
ま
り
（
従
来
の
）
方
法
上
の

「
限
界
の
向
こ
う
に
立
ち
向
か
う
べ
き
（
新
た
な
）
近
代
化
論
の
方
向
を
提

示
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
（
二
頁
）
。
し
か
も
「
社
会
科
学
を
『
行

為
論
』
と
し
て
画
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
」
著
者
の
い
う

「
歴
史
認
識
」
が
「
可
能
と
な
る
」
（
一
五
六
頁
）
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

近
代
化
論
の
「
行
為
論
へ
の
回
帰
」
こ
そ
（
よ
り
正
確
に
は
「
行
為
論
へ
の

革
新
」
こ
そ
）
「
必
要
な
こ
と
」
だ
と
力
説
す
る
の
は
確
か
に
筋
が
通
っ
て

い
る
（
一
七
九
頁
）
。
そ
れ
な
ら
ば
、
読
み
手
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
と
し

て
、
こ
う
し
た
主
張
に
立
脚
し
た
具
体
的
な
研
究
方
針
の
表
明
を
最
終
章

に
期
待
す
る
。
し
か
し
あ
い
に
く
第
五
章
は
、
少
な
く
と
も
私
の
み
る
限

り
、
竜
頭
蛇
尾
的
な
期
待
は
ず
れ
に
終
っ
て
い
る
。

　
と
い
う
の
も
，
そ
こ
で
は
た
だ
、
近
代
化
論
の
現
況
報
告
と
こ
れ
に
依

拠
し
た
著
者
の
感
想
（
「
新
た
な
近
代
化
論
を
必
要
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
」

（
一
一
二
三
頁
）
と
い
う
感
想
）
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
著
者
は
第
一
に
、
政
治
的
近
代
化
論
は
目
下
ω
方
法
論
上
の
シ

ス
テ
ム
論
批
判
㈹
先
進
／
後
進
の
「
連
続
モ
デ
ル
」
か
ら
「
断
続
モ
デ
ル
」

へ
の
移
行
⑥
伝
統
／
近
代
の
同
時
代
的
共
存
へ
の
注
目
と
い
う
三
つ
の
関

心
領
域
に
拡
散
し
て
い
る
と
報
告
し
、
従
っ
て
第
二
に
．
新
た
な
近
代
化

論
や
歴
史
認
識
の
模
索
は
こ
の
三
領
域
を
「
自
己
の
知
的
営
為
の
中
で
統

合
す
べ
く
」
相
互
に
連
結
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
、
何

　
う
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち

ら
具
体
的
な
方
針
も
示
さ
ず
提
言
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
．
一
体
な

ぜ
著
者
の
い
う
歴
史
認
識
は
「
社
会
科
学
を
『
行
為
論
』
と
し
て
画
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
」
の
み
「
可
能
と
な
る
」
の
か
．
ま
た
そ
れ
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
形
で
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
依
然
と
し
て
曖
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昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
「
伝
統
と
近
代
の
同
時
性
と
い
う
歴
史

認
識
へ
の
関
心
」
（
一
三
二
頁
）
と
い
う
場
合
、
そ
の
歴
史
認
識
が
「
個
人

類
型
の
模
索
」
や
「
現
代
社
会
の
革
新
」
や
「
行
為
論
へ
の
革
新
」
と
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
関
連
づ
け
る
べ
き
な
の
か
、
著
者

の
語
る
と
こ
ろ
は
余
り
に
も
少
な
い
。
こ
う
し
て
、
今
日
み
ら
れ
る
三
つ

の
関
心
領
域
を
ど
の
よ
う
に
「
自
己
の
知
的
営
為
の
中
で
統
合
」
し
て
い

け
ば
新
た
な
近
代
化
論
に
結
び
つ
く
の
か
、
何
ら
そ
の
内
実
に
言
及
す
る

こ
と
な
く
、
た
だ
掛
け
声
と
し
て
「
行
為
論
へ
の
革
新
」
を
唱
え
「
そ
れ

を
テ
コ
と
し
た
新
た
な
歴
史
認
識
の
画
定
」
を
求
め
て
著
者
は
本
書
を
結

ん
で
い
る
（
＝
二
三
頁
）
。
第
四
章
ま
で
の
批
判
的
検
討
が
か
な
り
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
不
備
は
遺
憾
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
本
書
の
論
理
展
開
は
お
お
む
ね
右
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
際
、
構

成
上
の
問
題
と
し
て
竜
頭
蛇
尾
的
な
期
待
は
ず
れ
を
指
摘
し
た
が
．
こ
れ

と
は
別
に
も
う
一
点
、
本
書
全
体
の
構
成
に
か
か
わ
る
評
者
の
疑
問
を
提

起
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
疑
問
と
は
「
行
為
」
と
「
行
為
論
」
と
に
関
す

る
著
者
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
．
右
の
概
観
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、

木
書
の
考
察
を
根
底
か
ら
貫
い
て
い
る
が
「
行
為
論
へ
の
可
能
性
」
と
い

う
分
析
視
角
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
．
実
際
著

者
は
第
三
章
第
一
節
で
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
ら
を
援
用
し
て
「
行
為
論
」
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
を
例
示
し
て
み
せ
、
そ
の
後
直
ち
に
行
為
論
的
な
射

程
に
近
代
化
論
を
お
さ
め
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
視
角

が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
と
い
え
ば
、
政
治
学
に
関
し
て
は
「
行
動
論
以

後
」
へ
の
転
換
な
の
だ
と
著
者
は
い
う
。
そ
の
際
D
・
イ
ー
ス
ト
ソ
を
援

用
し
て
「
政
治
学
の
有
意
性
と
行
為
と
い
う
ふ
た
つ
の
課
題
へ
の
挑
戦
が

行
動
論
以
後
を
規
定
」
し
た
と
し
、
続
け
て
「
こ
の
ふ
た
つ
の
課
題
こ
そ

近
代
化
論
分
析
の
視
角
を
も
形
成
す
る
」
（
四
〇
1
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。
方
法
論
的
に
「
行
為
の
可
能
性
」
を
ど
う
保
障
す
る
か
と
い
う
同
頁

で
の
課
題
設
定
を
、
第
三
章
第
一
節
に
お
け
る
冒
頭
の
言
明
や
、
そ
れ
に

続
く
幾
つ
か
の
章
句
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
著
者
は
脱
行

動
論
的
な
「
行
為
」
の
課
題
と
「
行
為
論
」
的
な
接
近
へ
の
視
角
要
請
と

を
同
一
の
も
の
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
。

　
し
か
し
こ
こ
に
は
、
私
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
決
定
的
な

混
同
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
践
ア
ピ
ー
ル
を
事
と
し
緊

急
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
直
接
か
つ
積
極
的
に
ア
ク
シ
ョ
ソ
を

お
こ
そ
う
と
意
図
す
る
脱
行
動
論
者
流
の
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
」

と
、
「
諸
個
人
の
現
実
的
な
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
し
て
の
社
会
的
行
為
」

（
M
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
）
か
ら
集
団
や
制
度
を
把
握
し
説
明
し
よ
う
と
試
み
る

分
析
方
針
と
し
て
の
「
行
為
論
」
的
接
近
と
の
混
同
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
著
者
が
「
社
会
科
学
が
…
…
ア
メ
リ
カ
を
変

革
す
る
行
為
に
つ
い
て
悩
む
」
云
々
（
三
九
頁
）
と
い
う
場
合
．
こ
の
文

言
は
明
ら
か
に
前
者
の
姿
勢
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
言
と
同
じ

文
脈
で
記
さ
れ
た
「
個
人
の
行
為
の
重
層
化
・
構
造
化
の
中
に
政
治
を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
（
四
〇
頁
）
は
紛
れ
も
な
く
後
者
に
属
し
，
方

法
論
上
は
前
者
と
は
次
元
の
異
な
る
事
柄
で
あ
る
。
む
ろ
ん
研
究
者
に
よ

っ
て
は
、
こ
の
両
者
が
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
．

著
者
の
場
合
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
な
お
の
こ
と
、
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著
者
自
身
が
こ
の
両
者
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
、
か
つ
結
び
つ
け
た
い
の

か
、
こ
の
点
を
明
示
し
な
い
限
り
、
本
書
は
そ
の
土
台
か
ら
し
て
極
め
て

際
ど
い
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
蛇
足
な
が
ら
更
に
、
個
別
的
な
論
述
内
容
上
気
に
な
っ
た
箇
所
を
二
点

に
限
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
疑
問
と
し
て
提
起
し
て
お
く
。
ま
ず
、
近
代
化

論
の
現
在
を
語
る
な
か
で
著
者
は
、
政
治
学
は
「
動
員
」
概
念
を
放
棄
し

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
偏
頗
な
解
釈
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
詳
論
は
で
き
な
い
が
、
昨
今
の
政
治
学
（
や
社
会
学
）
の
文
献
で
は
、

こ
の
概
念
は
ド
イ
ッ
チ
ュ
ヘ
の
批
判
を
ふ
ま
え
て
ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯

び
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
自
ら
引
用
し
て
い
る
P
・
ネ
ト
ル
著

『
政
治
動
員
』
を
注
意
深
く
読
む
だ
け
で
も
、
た
ぶ
ん
三
一
〇
～
三
一
一

頁
の
論
述
内
容
は
大
幅
に
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま

た
著
者
は
三
一
六
頁
尾
注
㈲
で
「
近
代
化
論
は
歴
史
学
的
方
向
で
展
開
さ

れ
は
じ
め
て
い
る
」
と
述
べ
、
D
・
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
B
・
バ
デ
ィ
エ
の
著

作
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
疑
し
い
と
思
わ
れ
る
。
評
老
の
み
る
と
こ

ろ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
接
近
法
は
概
念
分
析
で
、
そ
の
意
図
は
政
治
現
象
の
研

究
に
お
け
る
「
発
展
」
概
念
の
使
用
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

他
方
バ
デ
ィ
エ
は
、
確
か
に
そ
の
著
作
の
第
三
部
で
政
治
発
展
研
究
の

「
歴
史
へ
の
回
帰
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

主
と
し
て
六
〇
年
代
の
発
展
研
究
の
学
説
史
的
な
概
観
の
一
環
と
し
て
で

あ
り
、
み
ず
か
ら
が
政
治
発
展
（
な
い
し
近
代
化
）
論
を
「
歴
史
学
的
方
向

で
展
開
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

　
さ
て
（
右
に
み
た
よ
う
な
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
周
辺
的
な
疑
問
点
は
別
に
し
て
）

全
体
的
に
は
本
書
の
文
献
渉
猟
は
敬
服
に
値
す
る
し
、
そ
の
批
判
的
検
討

内
容
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
評
者
と
は
異
な
る
仕
方
で
近
代
化
論
の

鼓
動
を
聞
き
分
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
私
は
個
人
的
に
大
い
に
得
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
本
書
は
決
し
て
初
学
者
向
け
の
文
献
で
は
な
い
が
、

近
代
化
論
の
大
き
な
流
れ
を
と
も
か
く
も
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、

多
少
と
も
こ
の
テ
ー
マ
に
関
心
の
あ
る
者
に
は
一
読
す
る
だ
け
の
価
値
は

あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
指
摘
し
た
構
成
上
の
尻
窄
ま
り
と
、
「
行
為
」
と

「
行
為
論
」
と
の
関
連
を
納
得
い
く
よ
う
補
強
さ
れ
な
い
限
り
、
本
書
は

当
初
の
目
的
を
十
分
に
成
し
遂
げ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
未
来
社
、
一
九
八
四
年
刊
、
A
5
版
三
三
二
頁
、
四
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
五
九
年
一
一
月
二
〇
日
脱
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
木
　
啓
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