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一　

は
じ
め
に

㈠　

研
究
概
要

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
か
つ
て
世
界
規
模
の
教
義
と
な
っ
た
従
来
の
政
治
運
動
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
偉
大
な
政
治
的
信
念
は
代
わ
る
代
わ
る
世
界

規
模
の
運
動
と
な
っ
て
き
た

―
保
守
主
義
、
自
由
主
義
、
そ
し
て
社
会
主
義
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
保
守
主

義
者
や
自
由
主
義
者
を
自
称
す
る
英
国
人
は
、
外
国
政
党
が
同
じ
名
称
を
冠
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
外
国
の
教
義
を
と
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
は
、
す
べ
て
の
国
で
目
に
見
え
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
政
治
思
想
を
、
英
国
流
の
や
り
方
と
英
国
ら
し
い
形
態
に
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
模

索
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ス
ト
も
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
を
採
る

―
彼
の
教
義
も
ま
た
世
界
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
そ
の
方

針
を
方
向
づ
け
る
国
柄
ゆ
え
に
、
彼
は
従
来
の
政
治
運
動
よ
り
も
明
確
に
英
国
ら
し
い
手
法
と
形
態
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
1
）い。

　

こ
れ
は
、
戦
間
期
の
英
国
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
を
率
い
た
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
（O

sw
ald M

osley

）
の
言
葉
か
ら
の
引
用
で
あ

る
。
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
存
在
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
純
粋
な
形
で
輸
入
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
英
国
特
有
の
文
化

や
歴
史
と
融
合
さ
せ
、
英
国
流
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
生
み
出
そ
う
と
考
え
て
い
た
。
た
し
か
に
社
会
主
義
に
し
て
も
自
由
主
義
に
し
て
も
、
普

遍
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
実
際
の
政
治
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
様
相

を
み
せ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
英
国
の
政
治
文
化
に

根
差
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と
変
異
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
故
、
モ
ー
ズ
リ
ー
が
英
国
に
お
い
て
展
開
し
た
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フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
は
、
果
た
し
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
浸
透
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
同
様
の
思

想
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
論
争
が
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
、
英
国
特
有
の
文
化
や
歴
史
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ズ
リ
ー
が
英
国
に
お
い
て
フ
ァ
シ

ズ
ム
を
実
践
す
る
場
合
に
、「
そ
れ
は
他
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
輸
入
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
我
々
は
英
国
と
い
う
国

柄
に
あ
う
よ
う
な
英
国
流
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
考
え
て
い
る
」。「
そ
れ
故
、
合
言
葉
は
『
英
国
第
一
（Britain First

）』
な
の（
2
）だ」。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。

　

モ
ー
ズ
リ
ー
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
一
九
一
八
年
に
、
二
二
歳
の
若
さ
で
当
時
最
年
少
の
議
員
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
際

立
っ
た
弁
舌
の
才
能
と
行
動
力
か
ら
、
保
守
党
と
労
働
党
の
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
人
物
で
あ（
3
）る。
一
九
二
九
年
に
成

立
し
た
第
二
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
で
は
外
務
大
臣
の
候
補
者
と
し
て
名
が
挙
が
り
、
年
齢
を
理
由
に
そ
の
計
画
は
潰
え
る
も
、
三
三
歳

に
し
て
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領（
4
）相の

地
位
を
与
え
ら
れ
る
。
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam

es Ram
say M

acD
onald

）
か
ら
は
首
相
後

継
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
の
期
待
を
集
め（
5
）た。
若
き
閣
僚
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
彼
は
、
世
界
恐
慌
の
最
中
、
一
九
三
〇
年
に

自
ら
提
案
し
た
失
業
者
対
策
の
構
想
が
労
働
党
内
で
却
下
さ
れ
る
と
、
大
臣
の
地
位
を
手
放
し
、
労
働
党
を
離
れ
て
自
ら
政
党
を
立
ち
上

げ
る
と
い
う
異
例
の
道
を
進
む
。
そ
の
党
こ
そ
が
、
後
に
英
国
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
風
を
巻
き
起
こ
し
た
英
国
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
（
以
下
、

Ｂ
Ｕ
Ｆ
）
の
前
身
に
あ
た
る
ニ
ュ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
（the N

ew
 Party

）
で
あ
る
。
そ
の
同
一
人
物
が
、
自
ら
の
政
治
運
動
の
方
針
を
集
約

し
て
「
英
国
第
一
」
と
の
標
語
を
掲
げ
、
議
会
体
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
現
状
を
前
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
政
治
体
制
を
確
立
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
政
府
が
強
権
化
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
訴
え
た
の
は
一
九
三
二
年
の
こ
と
で
あ（
6
）る。

　

モ
ー
ズ
リ
ー
に
率
い
ら
れ
た
Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
、
ベ
ニ
ー
ト
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
（Benito Am

ilcare Andrea M
ussolini

）
の
指
導
を
受
け
て
そ

の
活
動
を
開
始
し（
7
）た。
結
党
前
に
イ
タ
リ
ア
に
足
を
運
ん
だ
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
で
の
国
家
フ
ァ
シ
ス
ト
党
の
成
功
ぶ
り
を
目
の
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当
た
り
に
し
て
、
イ
タ
リ
ア
で
で
き
る
こ
と
が
、
英
国
で
も
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ（
8
）た。
そ
の
頃
の
イ
タ
リ
ア

は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
独
裁
制
の
基
盤
を
固
め
た
あ
と
で
、
高
速
自
動
車
道
路
の
建
設
や
鉄
道
の
電
化
、
は
て
は
土
地
改
良
な
ど
の
華
々
し

い
事
業
が
進
め
ら
れ
た
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
最
盛
期
だ
っ
た
。
帰
国
後
、
国
家
フ
ァ
シ
ス
ト
党
の
シ
ン
ボ
ル
を
模
倣
し
た
党
旗
を
掲
げ
、

党
員
の
制
服
に
は
イ
タ
リ
ア
の
黒
シ
ャ
ツ
隊
と
同
様
の
黒
い
制
服
を
定
め
た
。
同
時
代
の
英
国
で
は
、
イ
タ
リ
ア
訪
問
時
に
撮
影
さ
れ
た
、

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
モ
ー
ズ
リ
ー
が
肩
を
並
べ
た
写
真
が
紙
面
を
飾
る
こ
と
も
度
々
あ
っ（
9
）た。

し
か
し
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
の
交
流
は
次
第
に

減
っ
て
い
き
、
一
九
三
六
年
に
は
党
名
を
「
英
国
フ
ァ
シ
ス
ト
お
よ
び
国
民
社
会
主
義
者
連
合
（British U

nion of Fascists and N
ational 

Socialists

）」
に
変
更
し
、
こ
れ
以
後
の
Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
急
速
に
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
以
下
、
ナ
チ
ス
）
色
に
染
ま
っ
て
い
く
。

　

や
が
て
モ
ー
ズ
リ
ー
は
ナ
チ
ス
の
英
国
侵
攻
計
画
に
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
内
務
省
か
ら
強
い
警
戒
感
を

も
っ
て
監
視
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
二
人
目
の
妻
に
あ
た
る
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（D

iana Freem
an-

M
itford

）
に
関
す
る
内
務
省
の
史
料
が
公
開
さ
れ
る
に
つ
れ
、
モ
ー
ズ
リ
ー
以
上
に
ダ
イ
ア
ナ
に
対
し
て
内
務
省
が
警
戒
感
を
抱
い
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
）
10
（
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
内
務
省
は
、
英
国
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
を
主
導
し
、
そ
の
中
心
的
指
導
者
で

あ
っ
た
モ
ー
ズ
リ
ー
よ
り
も
政
治
的
役
職
を
も
た
な
い
モ
ー
ズ
リ
ー
の
妻
で
あ
っ
た
ダ
イ
ア
ナ
を
そ
れ
ほ
ど
警
戒
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
（Adolf H

itler
）
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
の
は
、
他
で
も
な
い
ダ
イ
ア
ナ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
女
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
交
友
関
係
を
有
し
、
一
九
三
〇
年
代
を
通
じ
て
頻
繁
に
ド
イ
ツ
を
訪
れ
た
。
英
国
貴
族
の
女
性
が
ナ
チ
ス
の
党
大
会

に
参
列
す
る
様
子
は
英
国
内
で
も
報
じ
ら
れ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
前
の
時
期
に
、
そ
の
こ
と
が
世
間
か
ら
特
別
な
注
目

を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
Ｍ
Ｉ
５
と
し
て
知
ら
れ
る
保
安
局
は
こ
の
と
き
す
で
に
目
を
光
ら
せ
て
い
）
11
（
た
。
や
が
て
第
二
次
世

界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
ダ
イ
ア
ナ
は
当
局
か
ら
ナ
チ
ス
の
シ
ン
パ
と
し
て
裁
判
抜
き
に
投
獄
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
大
半
を
獄
中

で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
英
国
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
巨
大
な
権
力
を
確
立
し
つ

つ
あ
っ
た
ナ
チ
ス
を
繫
ぐ
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
ダ
イ
ア
ナ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
当
時
は
未
だ
女
性
参
政
権
が
成
立
し
て
間
も
な
い
。
旧
来
男
性
が
支
配
し
て
い
た
政
治
の
世
界
に
女
性
が
入
り
込
ん
で
い
く

過
渡
期
で
あ
り
、
必
ず
し
も
女
性
が
大
き
な
政
治
的
役
割
を
担
え
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
や
が
て
モ
ー
ズ
リ
ー
の

妻
と
な
る
ダ
イ
ア
ナ
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
、
英
国
に
お
け
る
モ
ー
ズ
リ
ー
の
急
進
主
義
的
な
政
治
を

架
橋
し
て
、
繫
ぎ
合
わ
せ
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
人
の
女
性
が
、
戦
間
期
の
英
国
社
会
が
流
動
化

し
て
、
社
会
階
層
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
国
境
な
ど
の
障
壁
を
「
越
境
す
る
」
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

ま
た
、
ダ
イ
ア
ナ
が
ナ
チ
ス
と
の
関
係
性
を
強
く
疑
わ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
内
務
省
の
側
か
ら
の
見
方
で
あ
っ
て
、
実
際
の
と
こ

ろ
ナ
チ
ス
と
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
狭
間
で
ダ
イ
ア
ナ
が
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問
い
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
形
で
は

い
ま
だ
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文
で
は
、
ダ
イ
ア
ナ
が
ド
イ
ツ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
架
橋
す
る
際

に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
共
鳴
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
経
済
的
な
動
機
が
よ
り
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
一
次
史
料
を
も
と
に

明
ら
か
に
し
て
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
伝
播
す
る
際
に
は
多
様
な
動
機
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

㈡　

問
題
意
識

　

そ
も
そ
も
強
力
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
国
家
中
心
的
で
排
他
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
フ
ァ
シ

ズ
ム
に
、
果
た
し
て
国
境
を
越
え
た
連
帯
の
よ
う
な
も
の
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
と
し
て
の
秩
序
構
想
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
定
義
を
め
ぐ
る
研
究
は
す
で
に
豊
富
な
蓄
積
が
み
ら
れ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
延
長
線
上

で
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
位
置
づ
け
る
研
究
が
多
く
世
に
出
）
12
（

た
。
た
と
え
ば
一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
グ

リ
フ
ィ
ン
の
研
究
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
「
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
神
話
的
な
核
心
と
な
る
の
は
、
一
般
大
衆
に
向

け
た
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
活
し
た
形
）
13
（

態
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
他
に
も
「
国
際
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
考
え
ら
れ
な
い
、

語
義
矛
盾
で
あ
）
14
（
る
」
と
い
う
見
解
を
披
露
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
不
可
分
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
者
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も
い
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ク
ス
ト
ン
に
至
っ
て
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
輸
出
に
向
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
運
動
は
、
民
族
の
再
生

の
た
め
に
独
自
の
レ
シ
ピ
を
嫉
妬
深
い
ま
で
に
抱
い
て
お
り
、
フ
ァ
シ
ス
ト
指
導
者
た
ち
は
海
外
の
同
胞
に
親
近
感
を
ほ
と
ん
ど
、
ま
た

は
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
。『
国
際
』
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
明
白
だ
」
と
ま
で
言
い
切
っ

た
）
15
（

。
か
か
る
議
論
に
基
づ
け
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
境
を
越
え
た
連
帯
を
本
質
的
に
捉
え
る
こ
と
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
あ
ろ
）
16
（
う
。
こ

の
よ
う
に
従
来
の
歴
史
学
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
特
異
性
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
昨
今

の
多
く
の
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
）
17
（
る
。

　

し
か
し
、
近
年
歴
史
学
に
お
い
て
注
目
を
集
め
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
潮
流
を
受
け
）
18
（

て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
は
新
し
い

段
階
に
到
達
し
た
。
そ
れ
ま
で
一
国
主
義
的
な
枠
組
み
に
囚
わ
れ
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
は
国
境
を
越
え
た
フ
ァ
シ
ス
ト
の
結
び
つ
き

を
明
ら
か
に
す
る
段
階
へ
と
移
行
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
際
主
義
的
性
質
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
）
19
（
た
。
二
〇
一
五

年
に
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ま
た
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
を
実
践
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
、
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｆ
Ａ
Ｓ

（the International Association for Com
parative Fascist Studies

）
と
い
う
学
会
が
新
た
に
設
立
さ
れ
、
研
究
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
特
化
し
た
学
術
雑
誌Journal of G

lobal H
istory

に
お
い
て
も
二
〇
一
七
年
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
が

特
集
さ
れ
る
に
至
っ
）
20
（

た
。
か
つ
て
「
語
義
矛
盾
で
あ
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
際
的
な
秩
序
構
想
や
、
各
国
フ
ァ
シ
ス
ト

の
相
互
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
親
和
性
、
友
好
関
係
、
そ
し
て
各
国
の
フ
ァ
シ
ス
ト
が
イ
タ
リ
ア
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
や
ド
イ
ツ
の
国
民

社
会
主
義
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
支
え
ら
れ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
境
を
越
え
た
連
帯
は
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
つ
つ
あ
る
。

　

本
研
究
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
秩
序
構
想
や
各
国
フ
ァ
シ
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
親
和
性
と
い
う
要
因
の
み
か
ら
で
は

な
く
、
ダ
イ
ア
ナ
と
い
う
人
間
の
実
利
的
な
動
機
が
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
と
ナ
チ
ス
の
国
境
を
越
え
た
繫
が
り
が
生
ま
れ
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
を

描
く
。
繫
が
り
と
い
う
の
は
双
方
の
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
側
に
存
在
し
た
秩
序
構
想
と
は
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別
に
、
各
国
フ
ァ
シ
ス
ト
の
思
惑
も
ま
た
描
き
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
脈
か
ら
分
析

し
た
研
究
は
未
だ
少
な
）
21
（

い
。
本
稿
で
は
ダ
イ
ア
ナ
に
焦
点
を
当
て
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
時
の
国
際
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

㈢　

先
行
研
究

　

ダ
イ
ア
ナ
に
関
し
て
は
評
伝
的
研
）
22
（
究
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
他
方
で
英
国
政
治
史
や
Ｂ
Ｕ
Ｆ
研
究
の
文
脈
で
は
あ
ま
り
光
が
当
て
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
ま
だ
一
五
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
コ
リ

ン
・
ク
ロ
ス
に
よ
る
研
）
23
（
究
や
そ
れ
に
続
い
た
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ネ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
研
）
24
（
究
で
は
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
二
人
目
の
妻
と
し
て
ダ
イ

ア
ナ
の
名
前
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
女
が
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
ナ
チ
ス
に
繫
げ
た
人
物
と
し
て
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

史
料
的
制
約
が
最
も
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
内
務
省
の
モ
ー
ズ
リ
ー
関
連
文
書
や
Ｂ
Ｕ
Ｆ
関
連
文
書
が
公
開
さ
れ
た
の
は
一

九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
自
伝
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
六
八
年
、
ダ
イ
ア
ナ
の
回
顧
録
が
刊
行
さ
れ
た
の

は
一
九
七
七
年
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ス
や
ベ
ネ
ウ
ィ
ッ
ク
が
研
究
を
進
め
た
時
期
に
こ
れ
ら
の
史
料
全
て
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、

新
聞
記
事
を
中
心
と
し
た
限
ら
れ
た
史
料
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

上
述
の
回
顧
録
や
公
文
書
が
公
開
さ
れ
る
と
、
政
治
的
過
激
主
義
の
歴
史
研
究
で
高
名
な
リ
チ
ャ
ー
ド
・
サ
ー
ロ
ー
は
そ
れ
ら
の
史
料

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
援
用
し
て
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
包
括
的
な
研
究
を
公
開
し
）
25
（
た
。
サ
ー
ロ
ー
は
、
そ
の
研
究
の
中
で
Ｂ
Ｕ
Ｆ
と
ナ
チ
ス
の
関
係
性
に

言
及
し
て
い
る
。
重
要
な
指
摘
と
し
て
、
モ
ー
ズ
リ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
関
係
性
は
「
単
な
る
商
業
的
な
付
き
合
い
に
過
ぎ
な
）
26
（

い
」
こ
と
、

さ
ら
に
内
務
省
に
よ
る
ダ
イ
ア
ナ
の
尋
問
に
お
い
て
、
彼
女
が
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ス
幹
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
不
明
瞭
な
応
答
を
し
た
こ

と
が
内
務
省
の
疑
念
を
強
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
と
ナ
チ
ス
が
関
係
性
を
発
展
さ
せ
る
上
で
の
ダ
イ
ア

ナ
の
役
割
を
中
心
的
主
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
は
い
な
い
。
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Ｂ
Ｕ
Ｆ
研
究
の
中
で
ダ
イ
ア
ナ
の
役
割
が
十
分
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
発
展
史
や
モ
ー
ズ
リ
ー
の
思
想
を

辿
る
上
で
ダ
イ
ア
ナ
は
あ
く
ま
で
も
脇
役
に
過
ぎ
ず
、
直
接
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
ろ
）
27
（

う
。
だ
が
間

接
的
と
は
言
え
、
モ
ー
ズ
リ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
仲
介
し
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
ナ
チ
ス
に
接
近
さ
せ
る
機
会
を
作
り
出
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
ダ

イ
ア
ナ
で
あ
っ
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
と
ナ
チ
ス
の
関
係
性
を
考
察
す
る
上
で
も
ダ
イ
ア
ナ
の
存
在
は
鍵
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

Ｂ
Ｕ
Ｆ
と
他
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
党
と
の
関
係
性
や
両
者
の
比
較
と
い
う
視
座
か
ら
の
研
究
そ
れ
自
体
が
ま
だ
盛
ん
で
は
な
い
の
も
、
当

該
分
野
に
お
い
て
ダ
イ
ア
ナ
に
光
が
当
た
ら
な
い
一
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

主
と
し
て
依
拠
す
る
一
次
史
料
は
、
主
要
人
物
の
回
顧
録
や
著
作
と
い
っ
た
公
刊
史
）
28
（

料
、
未
公
刊
の
公
文
書
等
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ナ
に

よ
る
ド
イ
ツ
で
の
出
来
事
の
回
想
を
裏
付
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ヨ
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
（Paul Joseph G

oebbels

）
の
独
語
で
出
版
さ

れ
た
日
記
を
手
掛
か
り
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
特
別
史
料
室
（The U

niversity of Birm
ingham

 Special Collections 

Cadbury Research Library, Birm
ingham

, the U
nited Kingdom

）
が
所
有
す
る
未
公
刊
の
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
関
連
文
書
、
シ
ェ

フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
特
別
史
料
室
（U
niversity of Sheffield Library. Special Collections and Archives, Sheffield, the U

nited Kingdom

）
が

所
有
す
る
Ｂ
Ｕ
Ｆ
関
連
文
書
、
防
衛
規
則
18
ｂ
関
連
文
書
を
補
完
的
に
参
照
し
て
い
る
。
内
務
省
や
Ｍ
Ｉ
５
、
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
等
の
記

録
に
関
し
て
は
英
国
国
立
公
文
書
館
（The N

ational Archives in Kew, Richm
ond, Surrey, the U

nited Kingdom

）
が
所
蔵
す
る
未
公
刊

文
書
を
用
い
た
。
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二　

流
動
化
す
る
英
国
の
政
治
文
化

㈠　

政
治
文
化
の
変
容

　

ダ
イ
ア
ナ
は
、
二
〇
世
紀
が
幕
を
開
け
た
ば
か
り
の
一
九
一
〇
年
六
月
一
七
日
に
、
ロ
ン
ド
ン
に
て
生
を
享
け
た
。
幕
末
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
て
外
交
官
と
し
て
日
本
に
駐
在
し
、
激
動
す
る
日
本
の
観
察
者
と
し
て
数
々
の
著
作
を
遺
し
た
初
代
リ
ー
ズ
デ
イ
ル
男
爵
た
る

ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（Algernon Bertram

 M
itford

）
は
ダ
イ
ア
ナ
の
父
方
の
祖
父
に
あ
た
る
。
ダ
イ
ア
ナ
の
父
デ
イ

ビ
ッ
ド
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（D

avid Bertram
 O

gilvy Freem
an-M

itford

）
は
次
男
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
貴
族
の
爵
）
29
（

位
を
受
け
継
ぐ

立
場
に
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ダ
イ
ア
ナ
が
生
ま
れ
た
四
年
後
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
デ
イ
ビ
ッ
ド
の
兄
で
あ
り
長
男
に
あ
た
る

ク
レ
メ
ン
ト
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（Clem
ent Freem

an-M
itford

）
が
戦
死
し
た
た
め
に
、
ダ
イ
ア
ナ
の
父
デ
イ
ビ
ッ
ド
が
跡
継
ぎ
と
な
っ

た
。
翌
一
九
一
六
年
に
初
代
リ
ー
ズ
デ
イ
ル
卿
が
亡
く
な
る
と
デ
イ
ビ
ッ
ド
は
第
二
代
リ
ー
ズ
デ
イ
ル
男
爵
と
し
て
そ
の
爵
位
を
受
け
継

い
だ
。
こ
う
し
て
祖
父
か
ら
父
へ
と
承
継
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
貴
族
階
級
の
家
庭
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
ダ
イ
ア
ナ
で
あ
る

が
、
彼
女
が
生
ま
れ
た
頃
の
英
国
社
会
は
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
た
。
英
国
で
は
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
伝
統
的
な
階
級
と
い
う
垣

根
が
揺
ら
い
だ
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
上
流
階
級
に
よ
っ
て
舵
取
り
さ
れ
て
き
た
政
治
文
化
が
変
革
を
迫
ら
れ
、
新
た
な
政
治
文
化
が
育
ま

れ
る
最
中
に
あ
っ
た
。

　

階
級
社
会
の
変
動
そ
れ
自
体
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
と
移
る
世

紀
転
換
期
の
時
期
は
、
そ
れ
ま
で
地
主
貴
族
が
支
配
し
て
い
た
議
会
政
治
の
世
界
が
よ
り
広
い
階
級
に
開
か
れ
、
大
衆
の
政
治
参
加
が
制

度
化
さ
れ
て
い
く
時
期
と
重
な
）
30
（

る
。
そ
の
結
果
、
保
守
党
と
自
由
党
が
担
っ
て
き
た
二
大
政
党
制
が
形
を
変
え
、
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、

現
在
ま
で
続
く
保
守
党
と
労
働
党
を
中
心
と
す
る
二
大
政
党
制
が
形
成
さ
れ
る
。
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英
国
の
政
治
史
研
究
者
で
あ
る
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ピ
ュ
ー
は
、
有
権
者
の
社
会
的
階
層
が
拡
大
す
る
中
で
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
後
期

に
下
院
議
員
を
構
成
す
る
人
々
の
出
自
、
す
な
わ
ち
社
会
的
基
盤
が
着
実
に
変
わ
っ
た
と
し
て
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
一
〇
年
に
わ
た

る
変
容
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
地
主
は
保
守
党
議
員
の
中
で
四
六
％
か
ら
二
六
％
に
落
ち
、
工
業
お
よ
び
商
業
を
生
計
手
段
と
す

る
者
は
三
一
％
か
ら
五
三
％
に
増
え
た
。
自
由
党
議
員
の
中
で
は
地
主
が
二
六
％
か
ら
七
％
に
落
ち
、
商
工
業
を
生
業
と
す
る
者
が
五
〇

％
か
ら
六
〇
％
に
増
え
た
。
一
方
、
法
律
家
や
他
の
専
門
職
の
議
員
が
、
保
守
党
で
は
九
％
か
ら
一
二
％
に
、
自
由
党
で
は
一
七
％
か
ら

二
三
％
に
増
え
て
い
）
31
（
る
。
一
九
世
紀
末
ま
で
に
、
従
来
政
治
の
中
心
に
い
た
地
主
貴
族
階
級
の
割
合
が
落
ち
、
中
産
階
級
を
主
な
担
い
手

と
す
る
法
律
家
や
、
工
業
や
商
業
を
生
業
と
す
る
人
々
が
政
界
に
広
く
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
有
権
者
層
が
労
働
者
階
級
ま

で
広
が
る
と
、
二
〇
世
紀
の
幕
開
け
と
な
る
一
九
〇
〇
年
に
は
労
働
党
の
前
身
で
あ
る
労
働
代
表
委
員
会
（
Ｌ
Ｒ
Ｃ
）
が
結
成
さ
れ
）
32
（
る
。

そ
の
後
、
ダ
イ
ア
ナ
が
十
代
の
時
期
を
過
ご
す
一
九
二
〇
年
代
は
、
階
級
社
会
の
変
動
に
一
応
の
区
切
り
が
つ
き
、
そ
れ
ま
で
二
大
政
党

を
形
成
し
て
い
た
自
由
党
の
凋
落
に
伴
っ
て
、
現
在
ま
で
続
く
保
守
党
と
労
働
党
を
中
心
と
す
る
二
大
政
党
制
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
頃

す
で
に
労
働
党
は
政
権
を
と
り
内
閣
を
組
織
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
。

　

下
院
議
員
を
構
成
す
る
人
々
の
社
会
階
層
が
中
産
階
級
や
労
働
者
階
級
に
ま
で
広
が
り
、
労
働
党
が
自
由
党
に
代
わ
っ
て
二
大
政
党
制

を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
女
性
参
政
権
の
成
立
と
並
ん
で
二
〇
世
紀
前
半
の
英
国
の
政
治
文
化
の
変
化
を
特
徴
づ
け
る
出
来

事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ダ
イ
ア
ナ
が
生
き
た
時
代
は
「
古
い
時
代
」
か
ら
「
新
し
い
時
代
」
へ
の
移
行
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
伝
統
的
な
垣
根
が
流
動
化
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
政
治
の
周
縁
に
い
た
人
々
が
既
存
の
政
治
文
化
に
取
り

込
ま
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

㈡　

開
か
れ
た
社
交
界

　

一
九
世
紀
を
通
じ
て
起
き
た
階
級
社
会
の
変
動
は
、
以
上
の
よ
う
に
英
国
の
議
会
主
義
を
支
え
て
き
た
二
大
政
党
に
変
革
を
迫
っ
た
と
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同
時
に
、
貴
族
政
治
を
支
え
て
き
た
も
う
一
つ
の
排
他
的
な
政
治
文
化
に
さ
ら
な
る
変
化
を
及
ぼ
し
た
。
つ
い
に
は
社
交
界
が
、
上
流
階

級
と
い
う
特
定
の
階
層
を
超
え
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ダ
イ
ア
ナ
の
政
治
活
動
の
幅
を
広
げ
る
不
可
欠
な
土
壌

と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
英
国
の
社
交
界
と
は
一
体
何
を
意
味
し
、
社
会
的
に
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
。
階
級
社
会
の
変
容
に
着
目
し

て
優
れ
た
英
国
政
治
史
を
著
し
た
カ
ナ
ダ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
盛
期
の
社
交
界
は
結
婚
市
場
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
ハ
イ
ソ
サ
エ

テ
ィ
が
社
会
的
政
治
的
営
み
を
行
う
上
で
不
可
欠
な
舞
台
で
あ
っ
）
33
（
た
。
上
流
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
、
社
交
界
で
の
交
流
は
議
会
の
会
期

中
の
息
抜
）
34
（

き
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
的
な
営
み
を
担
う
立
場
に
あ
る
以
上
、
食
事
会
は
閣
僚
会
議
と
同
程
度
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も

の
だ
っ
た
と
さ
れ
）
35
（
る
。
こ
の
「
極
め
て
限
定
的
な
）
36
（
層
」
に
の
み
開
か
れ
て
い
た
社
交
界
は
、
言
い
換
え
れ
ば
貴
族
に
独
占
さ
れ
た
排
他
的

な
社
会
で
あ
り
、「
そ
こ
に
野
心
的
な
パ
ル
ヴ
ェ
ヌ
が
入
り
込
む
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
）
37
（
た
」。
パ
ル
ヴ
ェ
ヌ
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
で

「
成
り
上
が
り
者
」
の
意
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
社
会
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
貴
族
の
地
位
が
揺
ら
い
だ
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
上
流
階
級
の
人
々
が
社
交
界
と
い
う
排
他
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
行
っ
て
き
た
政
治
的
な
営
み
が
、
政
治
の
周
縁
に
い
た
中
産
階
級
に
も
開
か
）
38
（
れ
、
二
〇
世
紀
以
後
は
階
級
間
の
分

断
を
超
え
た
政
治
的
営
み
が
可
能
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ま
で
社
交
界
の
中
心
に
い
た
地
主
階
級
と
そ
れ
に
絡
む
証
券
・
金
融
界
は
一
八

七
三
年
以
降
の
大
不
況
に
よ
り
没
落
し
、
八
〇
年
代
以
後
、
そ
こ
に
付
け
込
ん
で
産
業
界
や
ア
メ
リ
カ
の
大
富
豪
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階

級
の
よ
う
に
、
莫
大
な
富
を
持
っ
て
は
い
る
が
爵
位
を
持
っ
て
い
な
い
人
々
が
英
国
の
貴
族
階
級
に
結
婚
な
ど
を
通
じ
て
入
り
込
む
。

ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston Leonard Spencer-Churchill
）
の
母
で
あ
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
嫁
い
だ
ジ
ェ
ニ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
ル

（Jennie Spencer-Churchill

）
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
代
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年
代
に
帝
国
主
義
が
さ
ら
に
本
格
化

し
て
い
く
と
、
第
六
代
ケ
ー
プ
植
民
地
首
相
を
務
め
た
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
（Cecil John Rhodes

）
の
よ
う
に
、
植
民
地
で
財
を
築
い
た

人
々
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
39
（
た
。
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社
交
界
は
時
代
の
変
化
と
と
も
に
階
層
と
国
境
を
越
え
て
、
国
内
外
の
財
界
人
、
政
治
家
や
知
識
人
と
交
流
し
得
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ

と
変
容
し
た
。
従
来
の
特
権
的
な
地
位
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
上
流
階
級
に
出
自
を
持
つ
ダ
イ
ア
ナ
は
、
名
門
貴
族
の
ギ
ネ
ス
家
に
一
八
歳

で
嫁
ぎ
、
十
代
の
頃
か
ら
社
交
界
で
広
い
人
脈
を
培
っ
た
。
後
に
ナ
チ
ス
に
幹
部
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ラ
ン
ツ
・

セ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
・
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
（Ernst Franz Sedgw

ick H
anfstaengl

）
と
ダ
イ
ア
ナ
が
知
り
合
っ
た
の
は
ま
さ
に
英
国
の
社

交
界
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
こ
そ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ダ
イ
ア
ナ
を
引
き
合
わ
せ
よ
う
と
し
、
ナ
チ
ス
の

党
大
会
に
参
加
す
る
手
は
ず
を
整
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。
二
人
目
の
夫
と
な
る
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
指
導
者
モ
ー
ズ
リ
ー
と
出
会
っ
た
の
も
、
社
交

の
場
で
あ
っ
た
。

　

カ
ナ
ダ
イ
ン
は
、
旧
来
の
貴
族
社
交
界
の
文
化
は
戦
間
期
ま
で
残
っ
た
も
の
の
、
形
と
機
能
に
お
い
て
は
も
は
や
淡
い
影
に
過
ぎ
な

か
っ
た
と
指
摘
す
る
が
、
ダ
イ
ア
ナ
を
通
じ
て
戦
間
期
の
社
交
界
を
み
て
み
る
と
、
か
つ
て
と
は
異
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が

浮
か
び
上
が
る
。
む
し
ろ
社
交
界
文
化
の
機
能
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
新
た
な
階
層
が
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
社
交
界
の
政
治
的
機
能
は
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
本
来
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
は

ず
の
社
交
界
の
構
成
員
は
階
級
社
会
の
変
動
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
入
れ
替
わ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
二
〇
世
紀
以
降
の
英
国
政
治
に
お

い
て
、
多
様
な
社
会
的
亀
裂
を
乗
り
越
え
た
政
治
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
ま
で
は
貴
族
の
み
に
開
か
れ
て
い
た
社
交
の
舞
台
に
、

階
級
に
と
ら
わ
れ
な
い
政
治
家
や
外
国
人
も
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ダ
イ
ア
ナ
が
準
男
爵
家
に
出
自
を
持
つ
モ
ー
ズ
リ
ー

や
ド
イ
ツ
国
籍
の
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
と
出
会
う
場
を
提
供
す
る
契
機
と
な
る
。
そ
こ
で
培
っ
た
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
彼
女
の

後
の
政
治
活
動
の
幅
を
広
げ
る
礎
と
な
っ
た
。
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三　

ナ
チ
ズ
ム
へ
の
接
近

㈠　

オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
と
の
出
会
い

　

そ
れ
で
は
何
を
契
機
に
ダ
イ
ア
ナ
は
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
運
動
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
話
を
先
取
り
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
本

人
が
明
瞭
に
語
っ
た
記
録
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
開
戦
後
、
一
九
四
〇
年
に
な
る
と
ダ
イ
ア
ナ
は
防
衛
規
則
18
ｂ
に
よ
っ
て
、
ナ
チ

ス
の
共
鳴
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
裁
判
・
起
訴
な
し
に
逮
捕
さ
れ
投
獄
さ
れ
た
。
拘
留
中
に
ダ
イ
ア
ナ
が
内
務
省
職
員
か
ら
受
け
た
取

り
調
べ
で
は
、
そ
の
質
問
の
数
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
二
八
〇
問
を
超
え
る
。
ダ
イ
ア
ナ
は
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
一
員
と
し
て
ナ
チ

ス
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
内
務
省
か
ら
安
全
保
障
上
の
脅
威
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
投
獄
さ
れ
た
の
だ
）
40
（
が
、
も
し
そ
の
罪
を
逃
れ

た
い
の
で
あ
れ
ば
ナ
チ
ス
と
の
関
わ
り
を
否
定
し
、
自
ら
が
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
女
は
、

そ
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
自
ら
が
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
信
条
を
植
え
付
け
た
要
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
供
述
し

て
い
る
。

Ｑ
．
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し
て
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
何
が
そ
の
信
条
を
植
え
付
け
た
の
で
す
か
。

Ａ
．
モ
ー
ズ
リ
ー
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
に
多
く
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

Ｑ
．
つ
ま
り
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
が
あ
な
た
を
フ
ァ
シ
ス
ト
へ
と
導
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

Ａ
．
は
い
。

Ｑ
．
モ
ー
ズ
リ
ー
と
出
会
っ
た
日
が
、
あ
な
た
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
信
条
と
関
わ
り
を
持
ち
始
め
た
日
だ
と
断
定
で
き
ま
す
か
。

Ａ 

．
は
い
。
あ
の
時
、
挙
国
一
致
内
閣
が
こ
の
国
を
率
い
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
常
に
挙
国
一
致
内
閣
に
強
く
反
対
し
て
い
ま
し
た
。
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一
九
三
一
年
の
選
挙
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
保
守
党
で
農
業
大
臣
を
務
め
た
私
の
義
父
と
の
関
わ
り
を
除
け
ば
、
あ
の
瞬
間
が
、
私
が
政

治
に
本
当
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
時
期
で
す
。
も
し
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
政
党
を
率
い
て
く
れ
て
い
れ
ば
私
は
恐
ら
く
彼
に
投
票
し
た
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
選
挙
区
は
私
が
住
ん
で
い
た
地
域
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
）
41
（

た
。

　

こ
こ
で
ダ
イ
ア
ナ
は
自
ら
が
政
治
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
時
期
と
し
て
「
一
九
三
一
年
の
選
挙
」
に
触
れ
て
い
る
が
、
一
九
三
一
年
の

英
国
社
会
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
三
一
年
九
月
、
英
国
で
は
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
（G

eorge Frederick Ernest Albert

）
の
要
請
に
よ
り
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
首
班
と
し

て
挙
国
一
致
内
閣
が
発
足
し
た
。
新
内
閣
の
喫
緊
の
課
題
は
未
曾
有
の
世
界
恐
慌
に
有
効
な
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
二

九
年
の
ウ
ォ
ー
ル
街
で
の
株
価
暴
落
に
端
を
発
す
る
経
済
不
況
は
英
国
に
お
い
て
も
大
量
の
失
業
者
を
生
み
出
し
、
そ
の
数
は
二
七
五
万

人
を
数
え
た
。
実
に
有
権
者
の
一
割
が
失
業
し
て
い
た
計
算
に
な
る
。
世
界
恐
慌
以
来
、
政
権
の
座
に
い
た
労
働
党
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内

閣
は
そ
の
危
機
を
打
開
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
故
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
へ
の
風
当
た
り
は
強
ま
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
に
辞
任
を
申
し

入
れ
る
べ
く
宮
殿
に
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
辞
任
を
断
固
と
し
て
認
め
ず
、
挙
国
一
致
内
閣
を
組
閣
す

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
や
む
な
く
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
国
民
の
民
意
を
問
う
べ
く
総
選
挙
に
打
っ
て
出
た
が
、
そ
の
際
労
働
党
内
で
も
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
に
対
す
る
反
発
は
強
く
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
党
首
を
解
任
さ
れ
る
。
結
果
は
挙
国
一
致
政
権
が
過
半
数
を
獲
得
し
て
新
内
閣

は
始
動
し
た
も
の
の
、
首
相
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
所
属
す
る
労
働
党
か
ら
距
離
を
置
い
て
新
内
閣
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
）
42
（
た
。

　

こ
の
時
ダ
イ
ア
ナ
は
二
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
人
生
で
初
め
て
政
治
参
加
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
選
挙
が
こ
の
一
九
三
一
年
の
総
選
挙

だ
っ
た
。
一
九
世
紀
以
来
、
英
国
で
は
選
挙
法
の
改
正
に
よ
っ
て
有
権
者
の
拡
大
が
図
ら
れ
、
一
九
二
八
年
の
第
五
次
選
挙
法
改
正
に
よ

り
初
め
て
二
一
歳
以
上
の
女
性
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
た
。
だ
が
ダ
イ
ア
ナ
は
こ
の
時
選
挙
権
を
行
使
し
て
い
な
い
。
そ
の
当
時
を
次
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
困
窮
し
た
地
域
で
は
何
百
万
人
も
の
失
業
者
が
わ
ず
か
な
給
付
金
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
生
き
て
い
ま
し
た
。
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栄
養
は
足
り
ず
、
人
々
が
密
集
し
た
環
境
は
、
と
て
も
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
光
景
を
無
視
し
た
り
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
し
た
。
労
働
党
は
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
保
守
党
は
最
小
限
度
の
為
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は

で
き
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
も
急
進
的
な
改
革
は
不
可
避
で
し
た
。（
中
略
）
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
指
導
下
で
、
能
力

が
あ
り
独
創
的
で
勤
勉
な
国
民
の
才
能
を
無
駄
に
し
た
こ
と
は
、
怒
り
と
共
に
、
疑
い
な
く
不
要
な
貧
困
を
招
い
た
の
で
す
」。
そ
し
て

総
選
挙
の
結
果
、
引
き
続
き
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
首
班
と
す
る
挙
国
一
致
内
閣
が
誕
生
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
馬
鹿
の
象
徴
た
る
ラ
ム
ゼ

イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
首
相
と
し
て
、
盛
り
を
過
ぎ
た
保
守
党
員
が
多
数
を
占
め
る
政
権
を
率
い
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
若
者
に
と
っ

て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
不
適
切
な
内
閣
に
思
わ
れ
ま
し
た
」
と
辛
辣
な
言
葉
を
綴
っ
て
い
）
43
（

る
。

　

さ
ら
に
彼
女
は
当
時
の
社
会
状
況
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。「（
経
済
不
況
に
も
拘
わ
ら
ず
）
富
を
持
つ
人
々
は
、
経
済
危
機
前
か
ら
大

し
て
変
わ
ら
な
い
生
活
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
若
い
人
々
は
相
変
わ
ら
ず
、
パ
ー
テ
ィ
、
舞
踏
会
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
オ
ペ
ラ
そ
し
て
芝
居
、

海
外
旅
行
や
カ
ン
ト
リ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
催
し
、
狩
猟
、
射
撃
、
レ
ー
ス
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
）
44
（
た
」。
ダ
イ
ア
ナ
は
貴
族
の
家
に
生
ま

れ
、
名
門
の
ギ
ネ
ス
家
に
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
、
こ
の
経
済
不
況
の
中
で
必
ず
し
も
自
ら
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
生
活
を
強
い
ら
れ
た
失
業
者
が
溢
れ
る
最
中
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
間
が
遊
び
に
興
じ
る
社
会
を
見
て
、

不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
期
に
出
会
っ
た
の
が
、
経
済
状
況
を
改
善
す
べ
く
奔
走
し
、
大
臣
の
職
を
辞
し
て
新
た
な
政
治
運
動
を
起
こ
そ
う
と
し

て
い
た
モ
ー
ズ
リ
ー
だ
っ
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
と
ダ
イ
ア
ナ
は
、
あ
る
パ
ー
テ
ィ
の
席
上
で
席
が
隣
り
合
わ
せ
に
な
り
初
め
て
面
識
を
持
っ

た
の
だ
）
45
（

が
、
交
際
範
囲
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
そ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
ダ
イ
ア
ナ
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

最
初
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
サ
ス
ー
ン
卿
（Philip Albert G

ustave D
avid Sassoon

）
が
パ
ー
ク
レ
ー
ン
の
壮
麗
な
館
で
催
し
た
舞
踏
会
だ
っ
た
。

「
そ
の
人
は
バ
ラ
の
巻
き
つ
い
た
柱
の
間
で
、
輝
い
て
見
え
た
」
と
モ
ー
ズ
リ
ー
は
自
叙
伝
の
中
で
ダ
イ
ア
ナ
を
初
め
て
見
か
け
た
と
き

の
こ
と
を
回
想
し
て
い
）
46
（
る
。
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一
四
歳
離
れ
た
二
人
は
社
会
的
出
来
事
の
記
憶
が
異
な
っ
て
い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
、
ダ
イ
ア
ナ
は
四
歳
で
経
験
し
た
の

に
対
し
て
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
一
七
歳
で
経
験
し
た
。
彼
の
従
軍
体
験
や
史
上
最
年
少
で
熟
練
の
政
治
家
た
ち
と
渡
り
合
っ
て
き
た
議
会
経

験
と
そ
の
幅
広
い
人
脈
は
、
ダ
イ
ア
ナ
の
目
に
は
魅
力
的
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
彼
に
は
何
も
か
も
揃
っ
て
い
ま
し
た
」
と
、
ダ
イ
ア

ナ
は
四
四
年
後
に
、『
陰
影
に
富
ん
だ
一
生
涯
（A

 Life of Contrasts

）』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
自
叙
伝
で
モ
ー
ズ
リ
ー
を
称
賛
し
て
い
る
。

「
彼
は
自
分
自
身
と
自
分
の
考
え
に
対
し
て
確
固
た
る
自
信
が
あ
り
ま
し
た
。
我
々
が
生
き
て
い
た
時
代
の
悲
惨
な
経
済
状
況
に
対
し
て

何
を
す
べ
き
か
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
明
快
で
、
論
理
的
で
力
強
く
、
説
得
的
で
、
彼
は
す
ぐ
に
私
を
確
信
さ
せ
ま
し
た
。
彼
は
、
答

え
を
知
っ
て
い
る
た
だ
一
人
の
人
物
に
思
え
た
の
で
）
47
（

す
」。
引
用
し
た
一
文
は
、
当
時
の
経
済
状
況
を
危
惧
す
る
ダ
イ
ア
ナ
が
、
モ
ー
ズ

リ
ー
の
主
張
に
共
鳴
し
、
彼
な
ら
ば
ダ
イ
ア
ナ
が
理
想
と
す
る
社
会
を
実
現
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
様

子
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

二
人
が
出
会
っ
た
翌
年
の
一
九
三
二
年
、
二
二
歳
を
迎
え
た
彼
女
の
バ
ー
ス
デ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
ー
で
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
初
め
て
、
ダ
イ

ア
ナ
に
熱
烈
な
愛
を
告
白
す
）
48
（

る
。
そ
の
と
き
モ
ー
ズ
リ
ー
に
は
大
切
な
妻
シ
ン
シ
ア
（Cynthia Blanche M

osley

）
が
い
て
、
ダ
イ
ア
ナ

に
も
夫
ブ
ラ
イ
ア
ン
（Bryan W
alter G

uinness
）
が
い
た
。
し
か
し
ダ
イ
ア
ナ
は
モ
ー
ズ
リ
ー
と
不
倫
関
係
に
な
る
道
を
選
ん
だ
。「
彼

は
ハ
ン
サ
ム
で
、
雅
量
が
あ
り
、
知
性
的
で
、
し
か
も
生
き
る
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
私
は
彼
に
夢
中
に
な
り
、

彼
と
と
も
に
生
き
る
決
心
を
し
ま
し
）
49
（
た
」
と
、
後
年
に
当
時
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
モ
ー
ズ
リ
ー
が
自
ら
の
ニ
ュ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
を

解
党
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
党
を
標
榜
す
る
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
四
ヵ
月
後
、
一
九
三
二
年
十
月
の
出
来
事

だ
っ
た
。
ダ
イ
ア
ナ
は
、
党
員
と
し
て
政
治
運
動
に
加
わ
り
、
以
後
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
発
展
に
深
く
関
与
す
る
。

　

以
上
の
描
写
で
は
ダ
イ
ア
ナ
の
回
顧
録
に
多
く
を
頼
っ
た
が
、
回
顧
録
の
使
用
に
つ
い
て
は
細
心
の
注
意
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
ダ
イ
ア
ナ
の
著
作
は
基
本
的
に
名
誉
挽
回
の
た
め
に
自
己
正
当
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
使
用
す
る
価
値
は

な
い
と
退
け
る
研
究
者
も
い
る
ほ
ど
で
あ
）
50
（
る
。
だ
が
、
一
九
三
一
年
に
成
立
し
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
に
対
す
る
ダ
イ
ア
ナ
の
危
惧
は
、
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第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
ば
か
り
の
一
九
四
〇
年
の
段
階
で
内
務
省
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
主
張
は
戦
前
か

ら
一
貫
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
も
、
以
上
で
描
い
た
よ
う
に
ダ
イ
ア
ナ
が
一
九
二

九
年
の
経
済
危
機
と
一
九
三
一
年
の
挙
国
一
致
内
閣
成
立
を
受
け
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
向
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
も

そ
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
そ
れ
自
体
は
英
国
の
経
済
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。
冒
頭
に
引
用
し
た

通
り
モ
ー
ズ
リ
ー
は
英
国
流
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
構
想
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
経
済
政
策
は
確
か
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
他
方
で

貧
困
や
階
級
的
不
平
等
に
問
題
意
識
を
持
っ
た
場
合
、
政
治
学
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
（H

arold Joseph Laski

）
や
Ｌ
Ｓ
Ｅ
を
創
設
し
た

シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（Sidney Jam

es W
ebb

）
の
よ
う
に
社
会
主
義
や
共
産
主
義
に
向
か
う
の
が
当
時
の
英
国
の
知
識
人
の
傾
向
で
あ

り
、
も
し
ダ
イ
ア
ナ
の
問
題
意
識
が
国
内
の
惨
状
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
一
直
線
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
向

か
っ
て
い
く
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
あ
る
い
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
共
鳴
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
モ
ー
ズ
リ
ー
と
出
会
う
前
か
ら
英
国
内
に
存
在

し
て
い
た
英
国
フ
ァ
シ
ス
ト
党
（the British Fascists

）
等
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
党
に
加
わ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時

上
流
階
級
の
人
々
が
経
済
不
況
の
最
中
に
遊
び
に
興
じ
て
い
た
こ
と
を
非
難
し
な
が
ら
、
そ
の
実
自
身
も
社
交
界
で
の
交
流
を
好
み
、

モ
ー
ズ
リ
ー
と
も
パ
ー
テ
ィ
の
席
で
出
会
っ
て
い
る
。

　

む
し
ろ
時
代
の
寵
児
と
し
て
持
て
囃
さ
れ
、
政
界
と
い
う
狭
い
世
界
に
留
ま
ら
な
い
モ
ー
ズ
リ
ー
と
そ
の
広
い
人
脈
は
ダ
イ
ア
ナ
を
魅

了
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
や
が
て
彼
女
が
ナ
チ
ス
に
接
近
す
る
の
は
、
モ
ー
ズ
リ
ー
が
ダ

イ
ア
ナ
か
ら
距
離
を
置
き
、
他
の
女
性
に
近
づ
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
社
交
界
で
培
っ
た
人
脈
と
女
性
と
い
う

立
場
を
利
用
し
て
、
国
境
を
越
え
た
政
治
活
動
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

㈡　

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
成
立

　

ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
の
座
に
つ
い
た
一
九
三
三
年
に
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
妻
シ
ン
シ
ア
は
、
一
三
回
目
の
結
婚
記
念
日
を
数
日
後
に
控
え
た
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あ
る
日
、
盲
腸
穿
孔
で
病
院
に
運
ば
れ
）
51
（
た
。
虫
垂
炎
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
危
険
で
は
な
か
っ
た
が
、
抗
生
物
質
の
な
い
時
代
に
は
感
染
症
の

恐
れ
が
あ
っ
た
。
病
院
に
運
ば
れ
て
三
日
後
、
シ
ン
シ
ア
は
腹
膜
炎
を
起
こ
し
、
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
三
三
歳
で
こ
の
世
を

去
っ
）
52
（
た
。

　

シ
ン
シ
ア
の
死
後
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
子
供
の
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
シ
ン
シ
ア
の
姉
妹
に
頼
っ
て
い
た
。
す
る
と
間
も
な
く
し

て
シ
ン
シ
ア
の
妹
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
（Alexandra N

aldera M
etcalfe

）
と
も
愛
人
関
係
に
発
展
し
、
そ
の
年
の
夏
に
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
彼

女
を
連
れ
て
フ
ラ
ン
ス
旅
行
に
出
か
け
た
。
他
方
の
ダ
イ
ア
ナ
は
す
で
に
ブ
ラ
イ
ア
ン
と
離
婚
し
て
い
た
。
一
人
の
男
の
た
め
に
社
会
的

名
声
と
安
定
し
た
結
婚
生
活
を
投
げ
出
し
た
ダ
イ
ア
ナ
か
ら
す
れ
ば
、
不
安
も
大
き
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
後
に
な
っ
て
ダ
イ
ア
ナ
は
、

モ
ー
ズ
リ
ー
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
の
関
係
に
嫉
妬
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
53
（
る
。
ダ
イ
ア
ナ
が
ナ
チ
ス
へ
と
接
近
す

る
の
は
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
り
、
モ
ー
ズ
リ
ー
が
ダ
イ
ア
ナ
か
ら
距
離
を
置
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
モ
ー
ズ
リ
ー
が
新
た
な
愛
人

と
フ
ラ
ン
ス
で
過
ご
す
間
、
ダ
イ
ア
ナ
は
、
妹
の
ユ
ニ
テ
ィ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（U

nity Freem
an-M

itford

）
を
連
れ
て
ド
イ
ツ
に
出
か

け
）
54
（

た
。
ダ
イ
ア
ナ
が
旅
行
先
に
ド
イ
ツ
を
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
、
新
政
権
が
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
の
様
子
を
実
際
に
見
た
か
っ
た
か
ら
の

よ
う
）
55
（
だ
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、「
プ
ッ
ツ
ィ
」
と
の
愛
称
で
知
ら
れ
る
知
人
の
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
を
頼
っ
た
。
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
は
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
で
画
商
を
営
む
裕
福
な
家
の
息
子
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
学
び
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
旧
友
で
も
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
一
九
二
三
年
の

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
一
揆
に
失
敗
し
た
時
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
自
宅
に
匿
っ
た
の
が
こ
の
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
で
あ
る
。
彼
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
釈
放

さ
れ
、
し
ば
ら
く
野
に
下
っ
て
い
る
時
期
に
も
親
交
を
温
め
、
政
界
復
帰
の
た
め
の
資
金
を
提
供
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
執
る
と
、

ナ
チ
ス
の
海
外
新
聞
局
局
長
（Foreign press liaison officer

）
に
任
命
さ
れ
て
い
）
56
（
る
。

　

ダ
イ
ア
ナ
と
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
は
、
一
九
三
三
年
春
に
、
義
母
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ギ
ネ
ス
夫
人
（Lady Evelyn Stuart Erskine

）
の

紹
介
に
よ
り
知
り
合
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ギ
ネ
ス
夫
人
は
当
時
彼
を
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
友
人
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
演
説
を
終
え
て
疲
れ
て
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い
る
時
に
、
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
聞
か
せ
て
い
る
人
物
」
と
し
て
ダ
イ
ア
ナ
に
紹
介
し
た
。
ダ
イ
ア
ナ
に
と
っ
て
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
は

客
間
に
招
き
入
れ
た
最
初
の
ナ
チ
党
員
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
は
ダ
イ
ア
ナ
に
対
し
て
「
ヒ
ト
ラ
ー
を
紹
介

す
る
か
ら
ド
イ
ツ
に
ぜ
ひ
来
て
欲
し
い
」
と
申
し
入
れ
た
。
新
聞
で
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
分
の
目
で
見
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
か

れ
た
ダ
イ
ア
ナ
は
、
数
ヵ
月
後
、
新
政
権
が
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
の
様
子
を
実
際
に
見
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
へ
と
向
か
っ
）
57
（
た
。
ハ
ン
フ
シ
ュ

テ
ン
グ
ル
が
ダ
イ
ア
ナ
を
歓
迎
し
た
意
図
は
、
彼
女
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
持
つ
出
自
と
人
脈
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
視
野
を
世
界
に
広
げ
る
上

で
役
立
つ
と
考
え
た
か
ら
の
よ
う
で
あ
）
58
（
る
。

　

ド
イ
ツ
に
到
着
後
、
ダ
イ
ア
ナ
は
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
（O

tto Christian Archibald, Prince of Bism
arck

）
と
い
う
人

物
か
ら
の
招
待
状
を
携
え
）
59
（
て
ハ
ン
フ
シ
ュ
テ
ン
グ
ル
に
連
絡
を
入
れ
た
。
ダ
イ
ア
ナ
と
ユ
ニ
テ
ィ
は
歓
待
さ
れ
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開

か
れ
る
第
一
回
党
大
会
の
特
等
席
の
チ
ケ
ッ
ト
を
も
ら
っ
た
上
、
宿
泊
先
ま
で
手
配
し
て
も
ら
う
。
八
月
三
一
日
か
ら
四
日
間
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
た
こ
の
大
会
は
、
若
い
二
人
の
心
を
と
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
。

　

ダ
イ
ア
ナ
は
そ
の
時
の
光
景
を
、「
党
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
た
何
十
万
と
い
う
人
々
が
通
り
を
う
ず
め
、
窓
と
い
う
窓
に
は
旗
が
飾

ら
れ
、
盛
大
な
パ
レ
ー
ド
が
延
々
と
続
き
ま
し
た
。
湧
き
上
が
る
歓
喜
が
そ
の
場
を
満
た
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
登
場
す
る
と
群
衆
の
間
に
電

気
シ
ョ
ッ
ク
が
走
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
」
と
綴
っ
て
い
）
60
（
る
。
ダ
イ
ア
ナ
は
こ
れ
を
機
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
で
の
党
大
会
に
何
度
も
参
加

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
権
力
を
手
に
し
て
最
初
と
な
っ
た
一
九
三
三
年
の
党
大
会
は
他
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
迫
力

に
満
ち
て
い
た
と
い
）
61
（
う
。
だ
た
し
、
こ
の
時
点
で
ダ
イ
ア
ナ
は
大
し
て
ド
イ
ツ
語
を
習
得
し
て
お
ら
ず
、
ユ
ニ
テ
ィ
に
至
っ
て
は
一
語
も

分
か
ら
な
か
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
演
説
を
聞
い
て
も
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
、
あ
く
ま
で
も
雰
囲
気
に
圧

倒
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
ナ
チ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
思
想
の
本
質
に
お
い
て
人
び
と
の
支
持
を
集
め

る
こ
と
よ
り
も
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
演
出
に
よ
っ
て
大
衆
を
魅
了
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
ダ
イ
ア
ナ
や
ユ
ニ
テ
ィ
が

そ
の
よ
う
な
ナ
チ
ズ
ム
に
魅
了
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
二
人
が
ド
イ
ツ
語
の
習
得
に
励
ん
だ
の
は
そ
の
後
の
話
で
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あ
る
。

　

こ
の
光
景
を
み
た
ユ
ニ
テ
ィ
は
衝
撃
を
受
け
、「
い
つ
か
ヒ
ト
ラ
ー
に
会
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
一
日
に
二
度
も
三
度
も
口
に
し
）
62
（

た
。
そ

し
て
両
親
に
「
自
分
を
ド
イ
ツ
に
一
年
滞
在
さ
せ
て
」
く
れ
る
よ
う
説
得
し
、
語
学
留
学
と
い
う
名
目
で
両
親
か
ら
の
許
し
を
得
る
こ
と

に
成
功
し
）
63
（
た
。
単
身
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
彼
女
は
、
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
に
励
む
傍
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
一
目
見
て
み
た
い
と
い
う
衝
動
を
抑
え

き
れ
ず
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
と
き
ど
き
昼
食
を
と
る
と
噂
さ
れ
て
い
た
オ
ス
テ
リ
ア
・
バ
バ
リ
ア
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
に
通
い
つ
め
た
。
ヒ
ト

ラ
ー
が
こ
の
店
に
出
入
り
し
て
い
る
と
い
う
噂
は
本
当
で
、
事
実
、
ユ
ニ
テ
ィ
は
こ
こ
で
何
度
も
ヒ
ト
ラ
ー
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
ヒ
ト
ラ
ー
も
次
第
に
ユ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
認
知
し
始
め
、
あ
る
時
ヒ
ト
ラ
ー
の
ほ
う
か
ら
声
を
か
け
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
ユ
ニ

テ
ィ
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
お
茶
や
食
事
を
重
ね
る
よ
う
に
な
る
。
ユ
ニ
テ
ィ
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
年
二
月
の
初
め
て
の
出
会
い
か
ら
、

一
九
三
九
年
九
月
の
開
戦
前
夜
ま
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
は
計
一
四
〇
回
会
っ
て
お
り
、
平
均
す
る
と
実
に
一
〇
日
に
一
回
の
割
合
で
あ
）
64
（
る
。

　

ダ
イ
ア
ナ
が
初
め
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
接
触
し
た
の
は
、
ユ
ニ
テ
ィ
が
ヒ
ト
ラ
ー
と
面
識
を
持
っ
た
直
後
の
一
九
三
五
年
三
月
の
こ
と
だ
っ

た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
滞
在
中
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
例
の
オ
ス
テ
リ
ア
・
バ
バ
リ
ア
で
偶
然
居
合
わ
せ
、
ユ
ニ
テ
ィ
の
引
き
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

共
に
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
食
事
を
し
）
65
（
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
以
後
四
年
に
亘
り
、
ダ
イ
ア
ナ
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
何
度
も
顔
を
合
わ
せ
る
仲
と

な
っ
た
。
な
お
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
こ
の
時
点
で
ま
だ
ヒ
ト
ラ
ー
と
面
識
が
な
く
、
ダ
イ
ア
ナ
と
は
対
照
的
に
そ
の
後
も
指
で
数
え
る
程
度

に
し
か
会
う
機
会
が
な
か
っ
）
66
（
た
。

㈢　

ヒ
ト
ラ
ー
と
モ
ー
ズ
リ
ー
の
架
橋

　

ユ
ニ
テ
ィ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
を
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
一
九
三
九
年
九
月
ま
で
の
間
に
、
ダ
イ
ア
ナ
は
頻
繁

に
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
は
じ
め
ナ
チ
ス
幹
部
と
の
親
交
を
温
め
た
。
Ｍ
Ｉ
５
や
内
務
省
の
記
録
で
は
一
九
三
七
年
に
七
回
、

一
九
三
八
年
に
八
回
訪
問
し
て
い
）
67
（
る
。
ま
た
ナ
チ
ス
の
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
日
記
に
よ
れ
ば
一
九
三
六
年
に
少
な
く
と
も
一
〇
回
以
上
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は
ヒ
ト
ラ
ー
を
訪
ね
て
い
る
。
果
た
し
て
ダ
イ
ア
ナ
は
、
ど
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ
い
て
ナ
チ
ス
に
接
近
し
た
の
か
。
そ
し
て
ナ
チ
ス
と

Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
狭
間
で
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
た
の
か
。

　

ダ
イ
ア
ナ
の
自
叙
伝
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
柄
や
ナ
チ
ス
幹
部
と
の
思
い
出
に
つ
い
て
の
記
述
は
豊
富
に
あ
る
が
、
政
治
的
な
話
か
ら
遠

ざ
か
る
も
の
ば
か
り
で
、
そ
の
上
、
本
人
が
両
政
党
の
狭
間
で
い
か
な
る
政
治
的
役
割
を
担
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
み

ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
一
九
二
三
年
か
ら
、
命
を
絶
つ
数
時
間
前
に
あ
た
る
一
九
四
五
年
五
月
一
日
一
三
時
ま
で
、

ほ
ぼ
毎
日
つ
け
つ
づ
け
た
日
記
に
は
、
ダ
イ
ア
ナ
や
モ
ー
ズ
リ
ー
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
丹
念
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
ダ
イ
ア
ナ
は
、「
モ
ー
ズ
リ
ー
に
よ
っ
て
送
り
込
ま
れ
）
68
（

た
」
人
物
だ
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
に
顔
を
合
わ
せ

る
と
い
つ
も
資
金
援
助
を
求
め
て
い
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
申
し
出
は
一
九
三
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
。「
ダ
イ
ア

ナ
は
モ
ー
ズ
リ
ー
と
彼
の
支
持
者
か
ら
の
申
し
出
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
」
と
日
記
に
綴
ら
れ
て
い
）
69
（
る
。
こ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
政
府
は
、

信
用
取
引
金
融
会
社
モ
ル
ガ
ン
（Kredit Bankhous M

organ

）
か
ら
五
〇
万
〜
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
ロ
ー
ン
を
仲
介
す
る
意
向
を
ま
と
め

た
）
70
（

。
日
記
に
よ
れ
ば
、
年
間
一
〇
万
ポ
ン
ド
を
要
求
す
る
ダ
イ
ア
ナ
に
対
し
て
、
ナ
チ
ス
は
ま
ず
二
千
ポ
ン
ド
を
提
供
し
た
よ
う
で
あ
）
71
（

る
。

　

こ
の
時
ナ
チ
ス
が
前
向
き
に
申
し
出
を
受
け
入
れ
た
理
由
は
、
ド
イ
ツ
語
に
堪
能
な
ダ
イ
ア
ナ
を
通
じ
て
英
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の

情
報
を
得
る
こ
と
で
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
側
は
彼
女
を
貴
重
な
情
報
源
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
や
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
拡
大
を
目
論
ん

で
い
た
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
）
72
（
る
。
そ
の
証
左
に
、
英
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
に
関
す
る
話
を
伝
え
る
ダ
イ
ア
ナ
に
つ
い
て
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は

当
初
「
興
味
深
い
」
と
評
し
て
お
り
、
さ
ら
に
資
金
を
提
供
す
る
の
と
同
時
並
行
で
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
秘
密
裡
に
モ
ー
ズ
リ
ー
の
政
治
運

動
を
監
視
す
る
特
使
を
ロ
ン
ド
ン
に
派
遣
し
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
活
動
に
関
す
る
報
告
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
や
が
て
モ
ー
ズ
リ
ー
が
期
待
し
て

い
た
ほ
ど
働
い
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
と
不
満
を
募
ら
せ
）
73
（
た
。

　

ダ
イ
ア
ナ
は
そ
の
後
も
ヒ
ト
ラ
ー
を
頼
り
資
金
援
助
を
求
め
続
け
た
。
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
ダ
イ
ア
ナ
は
顔
を
合
わ
せ
る

度
に
モ
ー
ズ
リ
ー
に
資
金
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
言
い
続
け
た
よ
う
で
あ
）
74
（
る
。
と
は
言
え
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
向
こ
う
見
ず
に
援
助
を
続
け



法学政治学論究　第129号（2021.6）

152

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
Ｂ
Ｕ
Ｆ
が
資
金
提
供
す
る
に
値
す
る
組
織
で
あ
る
か
見
定
め
る
た
め
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
活
動
の
監
視
役
と

し
て
英
国
に
派
遣
し
て
い
た
レ
ー
デ
（W

rede, 

実
名
不
詳
）
と
い
う
人
物
に
報
告
書
を
書
か
せ
た
。
そ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
ズ
リ
ー

達
は
ナ
チ
ス
か
ら
受
け
取
っ
た
資
金
を
浪
費
し
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
期
待
し
た
よ
う
な
政
治
活
動
を
充
分
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
）
75
（
た
。
幻
滅
し
た
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
承
諾
を
得
た
上
で
、
そ
れ
以
降
ダ
イ
ア
ナ
か
ら
の
要
求
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
っ
）
76
（
た
。

当
初
は
前
向
き
に
資
金
援
助
を
行
っ
た
も
の
の
、
ダ
イ
ア
ナ
か
ら
の
し
つ
こ
い
ほ
ど
の
要
求
と
そ
の
政
治
運
動
へ
の
不
実
な
態
度
は
、
ナ

チ
ス
と
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
遠
ざ
け
た
。

　

一
九
三
七
年
に
な
る
と
、
ダ
イ
ア
ナ
は
こ
れ
ま
で
と
は
手
法
を
変
え
、
単
に
資
金
援
助
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
話
を

持
ち
掛
け
た
。
そ
の
構
想
と
は
、
ラ
ジ
オ
局
の
開
設
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
波
長
を
使
用
す
る
権
利
を
得
て
、
英
国
向
け
の
放
送
局
を
設
立

し
、
宣
伝
広
告
費
を
収
入
と
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
）
77
（
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
に
も
英
国
か
ら
外
貨
が
流
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
）
78
（
た
。

　

だ
が
こ
の
計
画
に
断
固
と
し
て
反
対
し
た
の
は
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
だ
っ
た
。
宣
伝
相
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
自
身
の
支
配
の
及
ば
な
い
地
域

向
け
に
放
送
す
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
な
い
時
代
、
ラ
ジ
オ
は
大
衆
に
声
を
届
け
る
も
っ
と
も
強
力
な
政
治
的

手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
そ
れ
を
武
器
と
し
て
重
要
視
し
て
い
）
79
（

た
。

　

一
方
の
Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
、
本
部
を
運
営
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
人
件
費
、
あ
る
い
は
広
告
宣
伝
費
、
全
国
を
駆
け
回
る
モ
ー
ズ
リ
ー
の
活
動
費
な

ど
、
莫
大
な
資
金
を
必
要
と
し
て
い
た
。
党
員
の
会
費
と
、
資
産
家
の
支
援
者
か
ら
の
寄
付
だ
け
で
は
と
て
も
足
り
な
か
っ
）
80
（

た
。
こ
の
頃
、

Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
破
産
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
、
本
部
の
ス
タ
ッ
フ
を
一
四
〇
人
か
ら
三
〇
人
ま
で
減
ら
し
、
七
〇
％
の
経
費
削
減
を
試
み
る
と

い
う
大
胆
な
改
革
を
行
っ
）
81
（
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
は
自
分
の
財
産
を
は
た
い
て
党
の
財
政
を
支
え
た
が
、
そ
れ
で
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
民
間
の
ラ
ジ
オ
局
を
ド
イ
ツ
に
開
設
し
、
英
国
向
け
の
放
送
を
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
の
計
画
が
構
想
さ
れ
、
政
治
色
の
強
い
モ
ー

ズ
リ
ー
に
代
わ
っ
て
ダ
イ
ア
ナ
が
そ
の
役
目
を
任
さ
れ
た
の
で
あ
）
82
（
る
。
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さ
ら
に
一
九
三
六
年
一
〇
月
の
段
階
で
、
ダ
イ
ア
ナ
と
モ
ー
ズ
リ
ー
は
ヒ
ト
ラ
ー
列
席
の
下
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
邸
宅
で
極
秘
の
結
婚
式

を
挙
げ
て
い
）
83
（

る
。
モ
ー
ズ
リ
ー
は
ド
イ
ツ
語
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
夕
方
に
は
ナ
チ
ス
の
集
会
を
視
察
し
、
演
説
の
技
法
な
ど
に
関

心
を
寄
せ
て
い
）
84
（
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
も
ま
た
ダ
イ
ア
ナ
と
同
様
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
大
衆
を
魅
了
す
る
そ
の

手
法
に
よ
り
大
き
な
興
味
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ダ
イ
ア
ナ
が
度
々
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
背
景
に
は
、
モ
ー
ズ
リ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
引
き
合
わ
せ
、
ま
た
Ｂ
Ｕ
Ｆ
が
活
動
す
る
上
で
必
要
な

資
金
を
集
め
る
た
め
に
、
水
面
下
で
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
ラ
ジ
オ
局
開
設
の
構
想
を
持
ち
か
け
る
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
。
ダ

イ
ア
ナ
か
ら
す
れ
ば
心
移
り
の
激
し
い
モ
ー
ズ
リ
ー
を
繫
ぎ
留
め
、
政
治
運
動
を
展
開
す
る
上
で
自
分
が
い
か
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る

か
を
印
象
づ
け
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
ダ
イ
ア
ナ
を
介
し
て
行
わ
れ
た
資
金
援
助
が
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
財

政
を
多
少
な
り
と
も
支
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

一
方
で
次
の
よ
う
な
疑
問
に
捉
わ
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ダ
イ
ア
ナ
個
人
の
政
治
的
動
静
が
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と

の
関
係
を
重
視
し
て
い
た
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
方
針
に
影
響
を
与
え
て
、
結
果
的
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
協
力
関
係
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
組
織
の
方
針

を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
何
故
か
。

　

そ
こ
に
は
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
組
織
構
造
と
モ
ー
ズ
リ
ー
の
政
治
姿
勢
が
関
係
し
て
い
る
。
近
代
的
な
主
要
政
党
に
は
通
常
、
国
際
部

（international departm
ent

）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
担
当
者
が
国
境
を
越
え
た
組
織
と
の
連
絡
係
を
担
う
。
他
方
で
Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
保
守

党
や
労
働
党
等
の
既
存
政
党
と
は
異
質
な
組
織
で
あ
り
、
対
外
的
な
外
国
の
政
党
と
の
交
流
に
際
し
て
担
当
部
署
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｕ
Ｆ
は
モ
ー
ズ
リ
ー
の
個
人
政
党
と
い
う
色
彩
が
強
く
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
一
存
で
ダ
イ
ア
ナ
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
の

連
絡
係
を
担
う
こ
と
を
許
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
近
代
政
党
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
未
成
熟
な
党
組
織
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
フ
ァ
シ
ス
ト
以
前
の
モ
ー
ズ
リ
ー
の
歩
み
を
辿
る
と
、
彼
は
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
た
ず
、
そ
の
社
交
性
故
に
影
響
さ

れ
や
す
く
、
緩
や
か
に
思
想
が
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
モ
ー
ズ
リ
ー
は
と
り
わ
け
経
済
構
想
を
練
る
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こ
と
に
力
を
注
ぐ
の
だ
が
、
当
時
の
モ
ー
ズ
リ
ー
の
経
済
政
策
の
骨
格
は
、
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
（John M

aynard 

Keynes

）
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
英
国
で
は
経
済
不
況
を
受
け
て
、
一
九
世
紀
英
国
に
根
付
い
た
古
典
的
自
由
主
義
と
呼
ば
れ
る
経
済
思
想
に
対

す
る
見
直
し
の
必
要
性
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
。
経
済
に
お
け
る
古
典
的
自
由
主
義
と
は
、「
自
由
放
任
」
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
国

家
が
介
入
せ
ず
と
も
市
場
は
機
能
す
る
と
い
う
考
え
方
を
基
に
し
た
思
想
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
経
済
恐
慌
や
失
業
、
容
認
し

得
な
い
ほ
ど
の
所
得
格
差
、
貧
困
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
古
典
的
自
由
主
義
に
代
わ
る
抜
本
的

な
経
済
思
想
の
改
革
を
主
張
す
る
人
々
が
出
て
き
た
。
そ
の
主
要
な
論
者
の
一
人
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
。

　

モ
ー
ズ
リ
ー
も
ま
た
、
失
業
者
問
題
を
前
に
し
て
、
一
九
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
経
済
お
よ
び
行
政
改
革
の
構
想
を
練
っ
て
お

り
、
経
済
学
の
基
礎
に
つ
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
学
ん
で
い
）
85
（
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
が
一
般
理
論
を
書
い
た
の
は
一
九

三
〇
年
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
書
い
た
も
の
よ
り
も
、
彼
と
直
接
会
話
を
す
る
中
で
多
く
を
学
ん
で
い
た
と
い
う
。
さ

ら
に
同
時
期
に
は
米
国
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（Federal Reserve Board

）
の
経
済
学
者
や
実
務
家
と
会
う
た
め
に
米
国
に
も
足
を
運
ん

で
い
）
86
（
る
。
彼
が
ま
と
め
た
経
済
構
想
に
つ
い
て
は
、
サ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
の
講
義
を
基
に
し
て
後
に
公
刊
さ
れ
た
「
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
覚

書
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
）
87
（

る
。

　

こ
う
し
て
一
九
二
〇
年
代
の
モ
ー
ズ
リ
ー
を
み
て
み
る
と
、
後
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
顔
が
浮
か
び
上
が
る
。
ち
な
わ
ち
、
モ
ー
ズ

リ
ー
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
よ
う
な
暴
力
や
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
等
の
シ
ン
ボ
ル
の
利
用
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
経
済
政
策
に
よ
っ
て
解
決
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
政
権
を
執
り
、
英
国

に
お
い
て
も
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
影
響
を
受
け
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
党
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
だ
が
、
社
会
改
革
を
希
求
す
る
上
で
、
こ
の

当
時
モ
ー
ズ
リ
ー
が
目
を
向
け
た
の
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
で
は
な
く
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。

　

他
方
で
一
九
世
紀
的
な
自
由
主
義
に
欠
陥
を
認
め
る
姿
勢
、
議
会
が
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
な
る
よ
う
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す
る
問
題
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意
識
は
彼
の
フ
ァ
シ
ス
ト
期
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
Ｂ
Ｕ
Ｆ
設
立
後
の
次
の
一
文
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

　

我
々
は
国
家
の
同
意
の
も
と
で
、
議
会
が
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
合
理
化
を
は
か
り
、
最
新
式
に
変
革
し
た
い
。
無
益
な
議
論
を
排
し
、

政
府
に
権
限
を
与
え
よ
う
と
我
々
が
考
え
て
い
る
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
は
行
動
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
誰
か
が
力
を
持
た
な
い
限
り
は
何
も
実
現
で

き
な
い
か
ら
だ
。（
中
略
）

　

こ
れ
を
自
由
主
義
の
終
焉
だ
と
言
う
人
も
い
る
が
、
我
々
は
こ
れ
こ
そ
が
自
由
主
義
の
始
ま
り
だ
と
言
い
た
い
。
真
の
自
由
主
義
と
は
経
済
的
自
由

の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
今
日
「
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
一
九
世
紀
的
な
ば
か
ば
か
し
い
も
の
で
あ
り
、
真
の
自
由
主
義
は
、
そ
れ
を

取
り
除
か
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
）
88
（

る
。

　

一
九
三
二
年
に
な
る
と
モ
ー
ズ
リ
ー
は
Ｂ
Ｕ
Ｆ
を
通
じ
て
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
標
榜
す
る
が
、
そ
の
問
題
意
識
の
核
心

は
経
済
政
策
や
既
存
の
政
治
体
制
を
壊
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
人
間
の
理
論
を
取
り
込
ん
で
い
た
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
、
ケ
イ
ン
ズ
的
な
財
政
支
出
政
策
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
融
合
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
ダ
イ
ア
ナ
を

通
じ
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
交
友
関
係
が
築
か
れ
る
と
、
と
り
わ
け
政
治
運
動
面
で
ナ
チ
ス
に
近
い
ス
タ
イ
ル
を
取
り
込
み
、
思
想
面
で
は
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
姿
勢
を
一
層
鮮
明
に
す
）
89
（

る
。

　

二
二
歳
の
若
さ
で
英
国
史
上
最
年
少
の
議
員
に
選
出
さ
れ
、
大
臣
職
を
任
さ
れ
る
ほ
ど
に
期
待
を
集
め
た
彼
は
、
自
ら
提
案
し
た
経
済

政
策
が
労
働
党
内
で
退
け
ら
れ
る
と
二
大
政
党
の
枠
か
ら
飛
び
出
し
、
新
た
な
政
治
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
た
。
そ
の
モ
ー
ズ
リ
ー
の

内
面
に
は
、
社
会
に
対
す
る
責
任
感
と
周
囲
か
ら
影
響
さ
れ
や
す
い
性
格
が
同
居
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
同
時
代
に
山
積
し
て
い
た
諸

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
処
方
箋
を
め
ぐ
っ
て
、
緩
や
か
に
思
想
が
変
遷
し
て
い
っ
た
。

　

モ
ー
ズ
リ
ー
の
腹
心
と
な
る
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｄ
・
ア
レ
ン
（W

illiam
 Edw

ard D
avid Allen

）
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
ズ
リ
ー
は
「
あ
る
確
固
と
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し
た
理
想
の
あ
く
な
き
追
求
」
の
結
果
、
所
属
政
党
を
次
々
に
変
え
て
表
面
的
に
無
定
形
な
態
度
を
露
呈
し
た
と
指
摘
し
て
い
）
90
（
る
。
モ
ー

ズ
リ
ー
自
身
は
こ
の
「
転
向
癖
」
に
つ
い
て
自
伝
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
逆
説
的
に
い
え
ば
私
が
弁
明
す
べ
き
こ
と
は

所
属
政
党
を
次
々
に
変
え
た
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
そ
う
な
無
定
見
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
表
面
上
は
変
化
し
て
も
同
じ
基
本
姿
勢
を
貫
き

通
し
た
そ
の
首
尾
一
貫
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。（
中
略
）
自
分
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
述
べ
る
と
き
私
は
自
分
の
首
尾
一
貫
性
に
う
ん
ざ
り

す
る
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
）
91
（
る
」。
つ
ま
り
本
人
の
意
識
と
し
て
基
本
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
変
転
し
た
の
は
そ
の
解
決

策
と
所
属
政
党
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
中
に
目
指
す
べ
き
未
来
を
み
た
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、
そ
れ
を
英
国
に
輸
入
し
て
英
国

流
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
模
索
す
る
。
そ
の
こ
と
は
ダ
イ
ア
ナ
が
語
っ
た
次
の
一
文
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
彼
は
英
国
型
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
が
他
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
超
越
す
る
と
確
信
し
て
い
ま
し
）
92
（
た
」。
こ
の
一
文
は
、
ナ
チ
ス
と
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
橋
渡
し
を
し
た
ダ
イ

ア
ナ
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
型
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
英
国
型
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
必
ず
し
も
同
一
の
も
の
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。四　

お
わ
り
に

　

国
境
を
越
え
て
政
治
思
想
が
伝
播
す
る
と
き
、
統
一
さ
れ
た
思
想
が
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
広
が
る
の
で
は
な
く
、
土
地
の
政
治
状
況
や
文

化
に
よ
っ
て
変
異
す
る
こ
と
が
あ
る
。
社
会
主
義
や
自
由
主
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
様
々
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
歴
史
や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
様
相
を
み
せ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
間
期
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
ま
た
越
境
す
る
な
か
で
形
を
変
え
、
広

が
っ
て
い
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
モ
ー
ズ
リ
ー
を
介
し
て
英
国
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
す
で
に
純
粋
な
形
で
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
姿
は
失
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
モ
ー
ズ
リ
ー
が
述
べ
た
次
の
言
葉
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
一

八
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
っ
た
自
由
主
義
、
一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
で
始
ま
っ
た
社
会
主
義
が
独
自
の
形
で
各
国
に
根
付
い
た
よ
う
に
、
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二
〇
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
英
国
特
有
の
思
想
や
手
法
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
93
（
い
」。

　

そ
し
て
思
想
が
越
境
す
る
と
き
に
は
橋
渡
し
を
す
る
人
物
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
伝
道
者
が
い
つ
で
も
純
粋
な
政
治
理
念
に
突
き
動
か

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
本
論
文
で
は
ダ
イ
ア
ナ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
。
む
し
ろ
ダ
イ
ア
ナ
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
大
衆
を
魅

了
す
る
そ
の
政
治
的
手
法
や
劇
場
化
さ
れ
た
華
や
か
な
政
治
運
動
に
こ
そ
惹
か
れ
、
そ
れ
を
モ
ー
ズ
リ
ー
を
通
じ
て
英
国
に
取
り
入
れ
る

こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
先
に
ナ
チ
ス
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
金
に
大
き
く
魅
了
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
本
論
文
は
明
ら
か

に
し
た
。

　

そ
も
そ
も
、
フ
ァ
シ
ス
ト
を
自
称
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
彼
女
が
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
に
ど
れ
ほ
ど
理
解
と
関
心
を

有
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
政
治
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
人
間
は
、
い
つ
で
も
純
粋
な
政
治
信
条
に
突
き
動
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

利
己
的
な
欲
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
国
境
を
越
え
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
繫
が
り
を
生
み
だ
す
ほ
ど
の
原
動
力
と
な
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ダ
イ
ア
ナ
と
同
じ
よ
う
に
、
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
た
な
い
モ
ー
ズ
リ
ー
の
政
治
姿
勢
と
結
び
つ
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
と
ナ
チ
ス
の
関
係
が
構
築
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
境
を
越
え
た
連
帯

を
、
各
国
フ
ァ
シ
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
親
和
性
と
い
う
要
因
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
政
治
的
手
法
や
実
利
的
な
動
機
に
基
づ

い
た
動
き
も
ま
た
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
越
境
し
、
政
党
同
士
が
結
び
つ
く
時
、
そ
の
動
機
に

は
多
様
な
要
因
が
混
在
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
モ
ー
ズ
リ
ー
夫
妻
と
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
ナ
チ
ス
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
戦
間
期
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
境
を
越
え
た
繫
が
り
の
脆
弱
性

も
浮
か
び
上
が
る
。
確
か
に
一
時
期
は
ナ
チ
ス
か
ら
Ｂ
Ｕ
Ｆ
に
対
し
て
資
金
援
助
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
目
に
は
そ
れ
は

「
浪
費
」
と
映
る
使
わ
れ
方
だ
っ
た
。
Ｂ
Ｕ
Ｆ
か
ら
す
れ
ば
運
営
に
不
可
欠
な
資
金
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
党
勢

拡
大
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
よ
り
直
接
的
に
ド
イ
ツ
の
対
外
イ
メ
ー
ジ
向
上
に
結
び
つ
く
使
途
を
望
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
境
を

越
え
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
繫
が
り
は
、
そ
れ
が
強
固
な
政
治
信
条
に
よ
る
紐
帯
を
伴
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
各
国
組
織
の
思
惑
の
違
い
に
よ
る
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脆
弱
性
を
も
同
時
に
孕
ん
で
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
1
）  O

sw
ald M

osley, The G
reater Britain （Black H

ouse Publishing, 2017

）, p. 9.

（
2
）  O

sw
ald M

osley, 

‘Does England N
eed Fascism

?,

’ Listener, 22 M
arch 1933.

（
3
）  

見
市
雅
俊
「
サ
ー
・
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ズ
リ
ー
と
英
国
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
生
成
（
上
）」『
西
洋
史
学
』
第
一
一
七
号
（
一
九
八
〇
年
）、
四
六

頁
。

（
4
）  

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領
大
臣
は
‘Chancellor of the D
uchy Lancaster

’と
表
記
さ
れ
る
た
め
、
日
本
語
で
は
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領
総
裁
と
訳

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
役
職
は
、
総
括
官
庁
を
持
た
な
い
な
が
ら
も
内
閣
に
席
を
置
く
「
無
任
所
大
臣
（M

inister w
ithout Portfolio

）」

の
一
つ
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
英
国
政
治
に
お
い
て
は
、
無
任
所
相
は
個
別
の
総
括
官
庁
は
持
た
な
い
も
の
の
、
政
府
に
と
っ
て
の
特
別
の
任
務

を
遂
行
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
君
塚
直
隆
「
近
代
英
国
政
治
に
お
け
る
無
任
所
大
臣
の
変
遷
」

（『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
七
編 
第
七
号
、
一
九
九
八
年
、
六
五
―
八
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）  

見
市
「
サ
ー
・
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ズ
リ
ー
と
英
国
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
生
成
（
上
）」
五
二
頁
。

（
6
）  M

osley, The G
reater Britain, 13 -31.

（
7
）  

Ｂ
Ｕ
Ｆ
設
立
に
至
る
モ
ー
ズ
リ
ー
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
政
治
運
動
を
支
え
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
の
面
会
に
も
同
行
し
た
ニ
コ

ル
ソ
ン
の
次
の
日
記
に
詳
し
い
。Stanley O

lson ed., H
arold N

icolson D
iaries and Letters 1930 -1964, 

（Athenium
, 1980

）, 31  
D
ecem

ber 1931, p. 34 -27 January 1932, p. 38. 
以
下
、
Ｈ
Ｎ
Ｄ
Ｌ
と
省
略
し
、
日
付
を
付
し
て
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
8
）  Ibid., 

長
谷
川
公
昭
『
フ
ァ
シ
ス
ト
群
像
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
六
一
頁
。

（
9
）  O

M
N
/B/3/2, the U

niversity of Birm
ingham

 Special Collections Cadbury Research Library, Birm
ingham

, the U
nited King-

dom

に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
交
流
し
て
以
降
の
モ
ー
ズ
リ
ー
に
関
す
る
新
聞
報
道
の
切
り
抜
き
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）  Julie V. G

ottlieb, 

‘Wom
en and British Fascism

 Revisited: G
ender, the Far-Right, and Resistance,

’ Journal of W
om

en

’s H
istory 

16  :  3 （2004

）, p. 109.

（
11
）  

‘Cross Reference by John Curry 

（M
I5

） regarding D
iana G

uinness,
’ 26 Septem

ber 1934, KV
 2/1363, the Security Service, 

The N
ational Archives （

以
下
、
Ｔ
Ｎ
Ａ
と
略
す
る
） in Kew, the U

nited Kingdom
は
、
一
九
三
四
年
に
ダ
イ
ア
ナ
が
ロ
ー
マ
を
訪
れ
た
こ
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と
を
記
録
し
て
お
り
、
本
フ
ァ
イ
ル
に
は
そ
れ
以
降
の
ダ
イ
ア
ナ
の
動
向
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）  Jakub D

rabik, 

‘British U
nion of Fascists,

’ Contem
porary British H

istory 30  :  1 （2016

）, pp. 3 -4

に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
以
降

に
見
ら
れ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
定
義
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
そ
の
後
、Roger Eatw

ell, Stanley Payne, Zeev Sternhell

な

ど
に
引
き
継
が
れ
た
。

（
13
）  Roger G

riffin, The N
ature of Fascism

 （Palgrave M
acm

illan, 1991

）, p. 26.

（
14
）  W

alter Laqueur, Fascism
: Past, Present, Future （O

xford U
niversity Press, 1996

）, p. 218.

似
た
指
摘
と
し
て
、Phillipp M

organ, 
Fascism

 in Europe, 1919 -1945 （Routledge, 2003

）, p. 159.

（
15
）  

ロ
バ
ー
ト
・
パ
ク
ス
ト
ン
著
、
瀬
戸
岡
紘
訳
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
解
剖
学
』
第
二
版
（
桜
井
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
16
）  

主
要
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
も
、
国
境
を
越
え
た
フ
ァ
シ
ス
ト
同
士
の
関
係
に
つ
い
て
は
末
梢
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
体
系

的
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。Roger G

riffin, M
odernism

 and Fascism
: The Sense of a Beginning under M

ussolini and H
itler 

（Palgrave M
acm

illan, 2007
）; M

artin Blinkhorn, Fascism
 and the Right in Europe 1919 -1945 

（Longm
an, 2000

）; Stanley 
Payne, A

 H
istory of Fascism

 
（U

niversity of W
isconsin Press, 1995

）; Laqueur, op. cit. 

例
外
と
し
てConstantin Iordachi, Com

-
parative Fascit Studies: N

ew Perspectives （Routledge, 2010

）, pp. 1 -51, pp. 316 -57; M
organ, op. cit., pp. 159 -89.

（
17
）  

小
野
寺
拓
也
「
ナ
チ
ズ
ム
研
究
の
現
在
4
「
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

―
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ

ム
Ⅰ
」『
み
す
ず
』
第
六
八
五
号
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
一
二
―
一
三
頁; Arnd Bauerkäm

per, 

‘Transnational Fascism
: Cross-

Border Relations betw
een Regim

es and M
ovem

ents in Europe, 1922 -1939,

’ East Central Europe 37 （2010

）, p. 216.

（
18
）  Ángel Alcalde, 

‘The Transnational Consensus: Fascism
 and N

azism
 in Current Research.

’ Contem
porary European H

istory 
29  :  2 

（2020

）, pp. 243 -252; Sam
uel H

unston G
oodfello, 

‘Fascism
 as a Transnational M

ovem
ent: The Case of Inter-W

ar  
Alsace,

’ Contem
porary European H

istory 22  :  1 （2013
）, pp. 87 -106.

（
19
）  

そ
れ
以
前
に
も
例
え
ば
次
の
研
究
が
あ
る
。M

ichael A Ledeen, U
niversal Fascism

 （H
ow

ard Fertig, 1972

）.

（
20
）  Journal of G

lobal H
istory 12  :  2 

（Cam
bridge U

niversity Press, 2017

）.

こ
の
特
集
号
に
は
主
に
以
下
の
論
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

Reto H
offm

an, 

‘The Fascist N
ew

-O
ld O

rder,

’ Journal of G
lobal H

istory 12  :  2 

（2007

）, pp. 166 -183; D
aniel H

edinger, 

‘The  
Im

perial N
exus: The Second W

orld W
ar and the Axis in G

lobal Perspective,

’ Journal of G
lobal H

istory 12  :  2 （2007

）, pp. 184 -
205.
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（
21
）  

例
え
ば
モ
ー
ズ
リ
ー
が
イ
タ
リ
ア
の
国
家
主
導
型
の
諸
政
策
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。Alcalde, op. cit., p. 

246.
（
22
）  

ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
評
伝
と
し
て
は
、
以
下
が
代
表
的
で
あ
る
。Anne de Courcy, D

iana M
osley: M

itford Beauty, British 
Fascist, H

itler

’s A
ngel （H

arper Perennial, 2014

）; Jan D
alley, D

iana M
osley: A Life （Faber &

 Faber, 2000

）; Jan D
alley, D

iana 
M

osley: A
 Biography of the G

lam
orous M

itford Sister W
ho Becam

e H
itler

’s Friend and M
arried the Leader of Britain

’s Fascists 
（Alfred A. Knopf, 2000

）; Lovell, op. cit.; Lyndsy Spence, M
rs G

uinness: The Rise and Fall of D
iana M

itford, the Thirties  
Socialite （The H

istory Press, 2015

）.

（
23
）  Collin Cross, The Fascists in Britain （Barrie and Rocklife, 1961

）.

（
24
）  Robert Benew

ick, The Fascist M
ovem

ent in Britain （Allen Lane The Penguin Press, 1972

）.

（
25
）  Richard Thurlow, Fascism

 in Britain: A
 H

istory, 1918 -1985 （Basil Blackw
ell, 1987

）.

（
26
）  Ibid., p. 217.

（
27
）  

な
お
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
女
性
の
役
割
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
ダ
イ
ア
ナ
が
中
心

に
据
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
に
加
担
し
た
女
性
一
般
の
役
割
や
動
機
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。M

artin 
D
urham

, W
om

en and Fascism
 

（Routledge, 1998

）; W
oonok Yeom

, 

‘Betw
een Fascism

 and Fem
inism

: W
om

en Activists of the 
British U

nion of Fascists,

’ in G
ender Politics and M

ass D
ictatorship: G

lobal Perspectives 

（Publisher M
acm

illan, 2010

）, pp. 
107 -124; 

Ｂ
Ｕ
Ｆ
に
与
し
た
女
性
た
ち
に
共
通
す
る
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
と
し
て
、 Julie V. G

ottlieb, 

‘Wom
en and British Fascism

 
Revisited: G

ender, the Far-Right,and Resistance,
’ Journal of W

om
en

’s H
istory 16  :  3 

（2004

）, pp. 108 -123. 

Ｂ
Ｕ
Ｆ
内
で
み
ら
れ

た
諸
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
てM

artin Durham
, 

‘Gender and the British U
nion of Fascists,

’ Journal of Contem
po-

rary H
istory 27  :  3 （1992

）, pp. 513 -529.

（
28
）  

ダ
イ
ア
ナ
の
回
顧
録
と
し
て
、
以
下
の
文
献
が
あ
る
。D

iana M
osley, A

 Life of Contrasts 

（The N
ew

 York Tim
es Book, 1977

）. 

ダ

イ
ア
ナ
を
含
め
た
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
姉
妹
の
書
簡
集
と
し
て
、
以
下
の
文
献
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。Charlotte M

osley, The M
itfords: Letters 

between Six Sisters 

（Forth Estatem
 2012

）.

オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
の
数
あ
る
著
作
の
中
で
、
以
下
が
回
顧
録
と
し
て
参
照
さ
れ
る
。

O
sw

ald M
osley, M

y Life （Thom
as N

elson and Sons, 1968

）.

以
下
の
文
献
は
、
モ
ー
ズ
リ
ー
に
よ
る
演
説
集
で
あ
る
。 O

sw
ald M

osley, 
Britain First-Transcript of O

swald M
osley Speech 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）. 

以
下
の
文
献
は
モ
ー
ズ
リ
ー
に
よ
る
一
連
の
著



越境するファシズム

161

作
で
あ
る
。O

sw
ald M

osley, A
utom

ation: Problem
 and Solution 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）; O
sw

ald M
osley, Fascism

 for 
the M

illion 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）; O
sw

ald M
osley, The G

reater Britain 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）; O
sw

ald 
M

osley, Fascism
: 100 Q

uestions A
sked and A

nswered 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）; O
sw

ald M
osley, Tom

orrow W
e Live 

（Black H
ouse Publishing, 2012

）; O
sw

ald M
osley, W

e Fight for Freedom
 （Black H

ouse Publishing, 2012

）.
（
29
）  
貴
族
の
爵
位
は
、
上
位
か
ら
挙
げ
る
と
、
公
爵
、
侯
爵
、
伯
爵
、
子
爵
、
男
爵
と
な
る
。
そ
の
下
位
に
貴
族
の
身
分
で
は
な
い
が
、
準
男
爵
、

ナ
イ
ト
爵
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
存
在
す
る
。

（
30
）  

世
紀
転
換
期
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
は
、M

artin Pugh, The M
aking of M

odern British Politics, 1867 -1939 （Blackw
ell Publishers, 

1982

）
が
大
衆
レ
ベ
ル
の
制
度
の
形
成
に
注
目
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、Robert Rhodes Jam

es, British Revolution, 1880 -1939 （Routledge, 
1978

）
は
、
よ
り
伝
統
的
な
中
央
政
治
の
物
語
を
展
開
し
て
い
る
。D

avid Cannadine, The D
ecline and Fall of the British A

ristocracy 

（Paperm
ac, 1996

）
は
、
伝
統
的
エ
リ
ー
ト
と
さ
れ
た
貴
族
階
級
が
社
会
的
政
治
的
影
響
力
を
失
っ
て
い
く
過
程
を
描
い
た
優
れ
た
研
究
で
あ

る
。

（
31
）  Pugh, op. cit., p. 20.

（
32
）  

Ｉ
Ｌ
Ｐ
及
び
Ｌ
Ｒ
Ｃ
の
結
成
に
つ
い
て
は
、H

enry Pelling, The O
rigins of the Labour Party 1800 -1900 （O

xford U
niversity Press, 

1965

）
に
詳
し
い
。

（
33
）  Cannadine, op. cit., p. 344.

（
34
）  Ibid., p. 342.

（
35
）  Ibid., p. 344.

（
36
）  Ibid.

（
37
）  Ibid.

（
38
）  Ibid.

（
39
）  Ibid., p. 345.

（
40
）  

‘A Report regarding the reasons for the O
rder by Secretary,

’ 4 O
ctober 1940, H

O
144/21995/37 -39, H

om
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