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一
章
全
般
的
危
機
論
の
構
造
と
性
格

H

『
帝
国
主
義
論
』
と
全
般
的
危
機
論
の
関
連

ー
吉
村
説
の
検
討

l

口
「
既
存
」
全
般
的
危
機
論
の
全
面
否
定

柳
田
説
の
検
討
(
以
上
第
二
十
五
巻
第
一
号
)

第
二
章
戦
後
世
界
の
再
編
過
程
と
全
般
的
危
機
論

付
金
般
的
危
機
論
と
段
階
区
分

手
島
説
、
吉
村
説
の
検
討
|

全
般
的
危
機
論
と
戦
後
の
時
期
区
分

-
木
下
説
の
検
討
|
(
以
上
第
二
十
五
巻
第
四
号
)

全
般
的
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機
論
H
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現
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帝
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義
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体
系
」
(
以
下
本
号
)
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検
討
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全
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危
機
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(
下
)

四
0 

(同

「
危
機
」

1
「
新
し
い
病
」
論

!
柳
田
説
の
検
討

理
論
構
成
上
の
若
干
の
要
点

第
三
章

(

三

)

全
般
的
危
機
論
H

「
現
代
帝
国
主
義
論
の
体
系
」

ー
杉
本
説
の
検
討
l

も
と
よ
り
全
般
的
危
機
論
が
現
代
帝
国
主
義
論
で
あ
る
こ
と
に
は
説
明
を
要
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
「
現
代
帝
国
主
義
論
の
体
系
」

で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
若
干
の
説
明
と
検
討
を
要
す
る
。

こ
こ
で
「
現
代
帝
国
主
義
論
の
体
系
」
な
る
も
の
は
、
も
っ
と
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
、
か
つ
鋭
く
現
代
帝
国
主
義
論
を
追
求
さ
れ
て

き
た
杉
本
昭
七
氏
に
よ
っ
て
、
現
代
の
世
界
経
済
の
運
動
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
順
序
で
論
理
を
構
築
す
べ
き

か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
積
極
的
に
提
示
さ
れ
た
「
体
系
」
な
の
で
あ
る
。

「
現
代
帝
国
主
義
論
の
体
系
」
の
主
な
内
容
は
つ
ぎ
の
諸
点
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
左
に
要
約
的
に
か
か
げ
て
お
く
。

第
二
早
金
融
資
本
の
運
動
法
則

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
、
全
般
的
危
機
の
下
に
お
け
る
再
生
産
構
造
の
変
容
と
、
そ
の
下
で
の
金
融
資
本
に
よ
る
利
潤
追
求
の
態
様
が
究
明
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
レ
l
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
金
融
資
本
規
定
と
の
関
係
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
後
に
展
開
さ
れ
る
諸
矛
府
が
何
故
生
じ
ろ
の
か
、
そ
の
必
然
性
に
関
す
る
原
初
的
な
内
容
が
す
べ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な

第
二
章

金
融
寡
頭
制
の
新
し
い
内
容



一
九
二
九
年
大
恐
慌
で
曝
露
さ
れ
た
よ
う
な
再
生
産
構
造
上
の
矛
盾
の
激
化
と
社
会
主
義
へ
の
対
応
か
ら
必
然
化
さ
れ
る
、
軍
事
経
済
の
構
造
と
そ

こ
へ
の
国
家
の
介
入
機
構
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
三
章
国
家
独
占
資
本
主
義
体
制

ω

国
家
に
よ
る
自
国
人
民
の
収
奪
機
構
と
階
級
闘
争
の
激
化
。
軍
事
経
済
中
心
の
再
生
産
構
造
か
ら
不
可
避
的
に
生
ず
る
経
済
的
諸
矛
盾
と
そ
の
発
現

形
態
。
戦
争
へ
の
道
の
必
然
性
、
弾
圧
と
懐
柔
。
修
正
主
義
育
成
の
物
的
基
盤
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
国
家
独
占
資
本
主
義
体
制
的

海
外
か
ら
の
収
奪
機
構
の
全
面
的
分
析
。
貿
易
に
よ
る
収
奪
。
販
売
市
場
と
し
て
の
海
外
諸
地
域
の
獲
得
、
戦
略
資
源
の
確
保
。
資
本
輸
出
に
よ
る

収
奪
、
と
く
に
直
接
投
資
の
増
大
化
傾
向
、
国
家
を
背
景
と
す
る
「
援
助
と
国
際
協
力
」
。

G
A
T
T
-
M
F
な
ど
国
際
機
構
の
果
す
役
割
。
集
団

的
植
民
地
主
義
。

第
五
章
修
正
主
義
の
発
生
基
盤
と
社
会
主
義
国
か
ら
の
影
響

こ
こ
で
は
、
常
国
主
義
国
に
お
け
る
修
正
主
義
基
盤
の
総
括
と
同
時
に
、
社
会
主
義
国
に
お
け
る
修
正
主
義
と
教
条
主
義
発
生
の
基
盤
、
ま
た
植
民

地
・
従
属
国
に
対
す
る
社
会
主
義
国
側
か
ら
の
作
用
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
社
会
主
義
体
制
の
存
在
、
民
族
解
放
運
動
の
激
化
、
帝
国
主
義
国
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
尖
鋭
化
、
と
帝
国
主
義
の
崩
壊

第
七
章
理
論
的
系
譜
(
『
現
代
帝
国
主
義
の
理
論
』
青
木
書
底
一
九
六
八
年
一
五
四

1
一
五
六
頁
)

杉
本
氏
は
全
般
的
危
機
論
考
究
の
現
況
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
資
本
主
義
体
制
の
危
機
が
深
化

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
把
握
に
お
い
て
は
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
い
な
む
し
ろ
国
際
的
に

も
国
内
的
に
も
全
般
的
危
機
に
関
す
る
諸
理
解
は
混
沌
と
し
た
状
態
に
あ
る
。
」
(
『
新
マ
ル
ク
ス
経
済
学
講
座
3
』
所
収
杉
本
論
文
、
有
斐
閣

一
九
七
二
年
四
七
頁
)
と
。
そ
し
て
氏
は
ま
ず
、
全
般
的
危
機
論
に
つ
い
て
の
氏
の
視
角
を
示
す
も
の
と
し
て
つ
ぎ
の
三
点
を
提
出
さ
れ

る
そ
の
第
一
点
は
、

「
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
全
般
的
危
機
論
に
何
よ
り
も
共
通
し
て
欠
け
て
い
る
の
は
、

レ
l
ニ
ン
『
帝

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
〉

四



全
般
的
危
機
論
の
方
法
〈
下
〉

四

国
主
義
論
』
の
論
理
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
場
合
い
か
な
る
論
理
体
系
に
な
る
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ

る
。
つ
ま
り
現
代
帝
国
主
義
の
運
動
法
則
は
『
帝
国
主
義
論
』
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
一
切
問
わ
れ
て
い
な
い
。
三

大
矛
盾
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
帝
国
主
義
諸
国
と
植
民
地
・
従
属
諸
国
、
帝
国
主
義
国
間
)
に
加
え
る
に
、
ソ
連

邦
の
形
成
と
と
も
に
発
生
し
た
体
制
問
の
矛
盾
、
こ
れ
ら
四
大
矛
盾
が
歴
史
の
展
開
と
と
も
に
相
互
の
関
連
、
主
従
関
係
を
変
容
さ
せ
な

が
ら
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
。

『
帝
国
主
義
論
』

に
お
い
て
他
の
ニ
つ
の
矛
盾
を
包
摂
し
な
が
ら
展
開
し
た
帝
国
主
義
諸
国
聞
の
矛
盾

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
主
導
的
地
位
に
あ
っ
た
が
、
大
戦
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
世
界
の
政
治
・
経
済
の
構
造
変
化
は
、
体
制
聞
の

矛
盾
の
地
位
の
上
昇
に
規
定
さ
れ
て
、
帝
国
主
義
体
制
の
中
に
お
い
て
も
そ
の
役
割
を
変
え
た
。

E
C
諸
国
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
体
制

変
革
と
い
う
恐
怖
に
も
と
づ
く
同
盟
の
法
則
が
何
よ
り
も
雄
弁
に
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

『
帝
国
主
義
論
』

で
析
出
さ
れ
た
帝
国

主
義
戦
争
に
帰
着
す
る
運
動
法
則
は
一
九
二

0
・
三

0
年
代
に
お
け
る
政
治
危
機
、
相
対
的
安
定
、

大
恐
慌
と
そ
れ
に
引
き
つ
づ
く
不

況
、
戦
争
と
い
う
過
程
を
と
り
、
他
方
で
の
体
制
間
矛
盾
の
増
大
と
相
ま
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
の
構
造
変
動
へ
と
つ
な
が

る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
過
程
の
中
で
、
諸
運
動
の
結
果
と
し
て
一
定
の
時
期
に
全
体
の
運
動
法
則
が
変
化
す
る
と
す
る
動
的
把
握
が
欠
如

し
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
。
」
(
杉
本
論
文
前
出
四
八
頁
)
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

第
二
点
は
『
帝
国
主
義
論
』
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
わ
る
。
「
各
論
者
は
『
帝
国
主
義
論
h

は
帝
国
主
義
に

関
す
る
一
般
法
則
を
解
明
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
抜
き
が
た
い
。
た
し
か
に
生
産
集
積
か
ら
独
占
、
金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
制
、

資
本
輸
出
、
独
占
詰
団
体
に
よ
る
世
界
の
分
割
と
い
う
標
識
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
世
界
経
済
に
お
い
て
も
管
主
要
な
側
面
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
し
か
し
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
実
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
な
詰
範
曙
の
心
然
的
な
方
向
と

し
て
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
勃
発
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
帝
国
主
義
体
制
と
対
立
す
る
社
会
主
義
体
制
の
強
化
を
ひ
き
お
こ



し
、
帝
国
主
義
体
制
内
部
の
構
造
編
成
を
も
変
え
ざ
る
を
え
な
く
し
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

『
帝
国
主
義
論
』

の
論
理
を
固
定
的

ιと

ら
え
る
1
1
1
具
体
的
に
は
現
代
に
お
い
て
も
列
強
聞
に
不
均
等
発
展
の
法
則
が
貫
徹
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
形
を
と
る

l
lこ
は

と
、
か
か
る
歴
史
の
発
展
を
考
慮
し
な
い
こ
と
を
い
み
す
る
己
(
杉
本
論
文
前
出
四
八

1
四
九
頁
)

そ
し
て
第
三
の
点
は
全
般
的
危
機
論
の
性
格
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
全
般
的
危
機
と
は
、
資
本
主
義
が
死
滅
の
段
階
に
入

っ
て
か
ら
資
本
主
義
制
度
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
移
行
期
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
か
か
る
各
歴
史
的
段
階
に
お
け
ろ
経
滅
的

諸
矛
盾
の
展
開
と
そ
の
爆
発
の
仕
方
と
を
解
明
す
る
も
の
が
全
般
的
危
機
の
理
論
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば

『
帝
国
主
義

論
』
は
ま
さ
に
全
般
的
危
機
論
で
あ
り
、
現
代
世
界
経
済
の
運
動
法
則
を
解
明
す
る
現
代
帝
国
主
義
論
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
帝
国
主
義
論
と
は
別
に
全
般
的
危
機
の
一
般
理
論
化
を
は
か
ろ
う
と
さ
れ
た
吉
村
氏
の
研
究
方
向
は
疑
問
視

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
(
杉
本
論
文

前
出
四
九
頁
)
と
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

以
上
の
三
点
は
、
永
年
の
杉
本
昭
七
氏
の
『
帝
国
主
義
論
』
研
究
、

「
現
代
帝
国
主
義
論
」
研
究
の
な
か
か
ら
し
ぼ
り
だ
さ
れ
た
エ
ッ

セ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
部
分
を
な
す
も
の
で
、

杉
本
説
の
根
本
的
性
格
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
問
題
を
鋭
角
的
に
提
示
し
た
い

が
た
め
」
提
示
さ
れ
た
杉
本
氏
の
全
般
的
危
機
論
に
つ
い
て
の
「
視
角
」
の
特
徴
を
、
以
下
た
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
既
存
の
全
般
的
危
機
論
に
何
よ
り
も
共
通
に
欠
け
て
い
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、

レ
l
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
』
の

論
理
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
代
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
場
合
「
い
か
な
る
論
理
体
系
」
に
な
る
の
か
?

と
い
う
一
問
題
意
識
」
の
欠
落

へ
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
杉
本
氏
に
あ
っ
て
ほ
当
該
「
閣
題
意
識
」
は
き
わ
め
て
旺
盛
で
、
そ
の
結
晶
と
し
て
労
作
『
現
代
帝
国
主
義
の
理
論
』

を
す
で
に
世
に
間
わ
れ
て
い
る
。
現
代
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
場
合
「
い
か
な
る
論
理
体
系
に
な
る
か
」
と
は
、
ま
さ
に
氏
の
「
現
代
帝
国

主
義
論
」
の
「
論
理
体
系
」
構
築
の
方
法
い
か
ん
と
い
う
視
角
か
ら
発
せ
ら
れ
た
間
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
杉

全
般
的
危
機
論
の
方
法
ハ
下
)

四



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

四
四

本
氏
の
「
現
代
帝
国
主
義
」
の
運
動
法
則
は
豆
市
一
国
主
義
論
』
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
、
た
だ
ち
に
問
題
と
な
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
杉
本
説
で
は
、
三
大
矛
盾
に
加
え
る
に
両
体
制
聞
の
矛
盾
、
こ
の
四
大
矛
膚
が
歴
史
の
展
開
と
と
も
に
「
相

互
の
関
連
、
主
従
関
係
」
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
場
合
の
把
握
の
基
本
は
①
「
帝
国

主
義
諸
国
間
の
矛
暦
」
が
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
「
主
導
的
位
置
」
に
あ
っ
た
。
@
し
か
し
戦
後
は
「
そ
の
役
割
を
変
え
」
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
①
に
関
し
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
す
で
に
、
杉
本
説
に
賛
成
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
き
た
。
す
な

わ
ち

「
『
帝
国
主
義
論
』
は
、

三
大
矛
盾
の
う
ち
、
帝
国
主
義
戦
争
に
帰
結
す
る
矛
盾
の
発
展
過
程
に
焦
点
を
お
い
た
論
理
展
開
が
な
さ

れ
て
い
る
。
と
い
う
杉
本
説
は
あ
く
ま
で
正
し
い
」
ハ
大
崎
・
久
保
国
共
著
『
世
界
経
済
論
』
青
木
書
底
、
一
九
七
O
年
、
一
ニ
六
七
貰
)
と
。
し
か
し

杉
本
氏
が
こ
の
最
新
の
論
稿
で
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
右
の
文
章
で
賛
意
ま
表
し
た
と
こ
ろ
は
若
干
の
相
違
が
生
じ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
三
大
矛
盾
の
相
互
関
係
の
な
か
で
帝
国
主
義
諸
国
聞
の
矛
盾
、
つ
ま
り

帝
国
主
義
戦
争
に
帰
結
す
る
矛
盾
の
発
展
過
程
に
「
焦
点
」
を
お
い
て
論
理
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
把
握
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る

む

し

ろ

杉

木

氏

は

と

こ

で

は

『

清

国

主

義

論

』

に

お

け

る

、

「

第

二

次

世

界

大

戦

ま

で

」

の

帝

国

主

義

カf

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て

の
分
析
・
把
握
に
あ
た
っ
て
な
お
帝
国
主
義
諸
国
聞
の
矛
盾
に
「
主
導
的
位
置
」
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
導
的
位
置
な
る

文
字
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
杉
本
氏
の
主
張
の
力
点
は
三
大
矛
盾
の
う
ち
「
帝
国
主
義
諸
国
間
の
矛
盾
」
を
意
味

す
る
と
こ
ろ
の
「
第
二
の
矛
眉
だ
け
が
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
八
き
で
あ
ろ
う
に
ハ
杉
本
著
『
現
代
帝
国
主
義
の
理
論
』
九
二
頁
〉

と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
所
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
杉
本
氏
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
「
第
二
次
世
界
大

戦
ま
で
」
の
帝
国
主
義
の
分
析
・
把
握
に
お
い
て
も
、
「
第
二
の
矛
盾
だ
け
が
取
り
あ
つ
か
わ
れ
」
-
主
導
的
位
置
」
に
お
か
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。



わ
れ
わ
れ
は
第
一
に
、
『
和
島
岳
静
一
昨
』
に
か
小
か
三
大
矛
盾
の
位
置
付
け
と
、
「
骨
一
、
一
あ
山
弁
臥
w
b
判
、
」
ん
い
和
島
払
長
ん
い
か
和
一
骨
骨

~υ

お
け
る
三
大
矛
盾
の
位
置
付
け
と
を
そ
の
ま
ま
同
列
に
な
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
し
て
第
二
に
は
、

『
帝
国
主
義
論
』

に
お
け
る
三
大
矛
盾
の
位
置
付
け
に
お
い
て
も
、
杉
本
氏
が
、
三
大
矛
盾
の
う
ち
、
帝
国
主
義
戦
争
に
帰
結
す
る
矛
盾
の
発
展
過
程
に

「
焦
点
を
お
い
た
理
論
展
開
」
と
さ
れ
る
主
張
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
第
一
、
第
三
の
矛
盾
が
「
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
」
い
な
い
と
す
る

か
の
ご
と
き
指
摘
に
は
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
む
し
ろ
第
二
の
問
題
点
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
。
果
し
て
第
一
お
よ
び
第
三
の
矛
盾
が
『
帝
国
主
義
論
』
で
「
取
り
あ
つ
か
わ
れ

て
」
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
?

例
え
ば
杉
本
氏
は
第
三
万
矛
盾
の

「
取
り
あ
つ
か
わ
れ
」
方
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
第
コ
万
植
民
地
H
従
属
国
の
帝
国
主
義
支
配
と
の
矛
盾
に
関
し
て
も
、
『
帝
国
主
義
論
』

に
お
け
る
と
り
あ
っ
か
い
は
、

こ
れ
ら
諸
国

と
帝
国
主
義
国
と
の
相
互
関
係
、
帝
国
主
義
支
配
の
具
体
的
方
法
の
す
べ
て
を
全
面
的
に
分
析
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
植
民

地
日
従
属
国
の
民
族
解
放
闘
争
が
帝
国
主
義
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
に
捨
象
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
植
民
地
U

従

属
国
の
と
り
あ
っ
か
い
方
は
、
『
帝
国
主
義
論
』

に
お
い
て
は
、
帝
国
主
義
列
強
に
よ
る
利
潤
の
源
泉
、

そ
し
て
再
分
割
の
対
象
と
し
て

の
視
角
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
利
潤
が
帝
国
主
義
諸
国
の
労
働
運
動
を
日
和
見
主
義
と
し
て
ゆ
が
め
る
た
め
の
物
的
基
礎
と
し
て
役
立
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
問
題
意
識
で
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
(
杉
本
論
文
前
出
九
二
頁
)
と
。

こ
の
文
章
に
お
い
て
最

初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
植
民
地
H
従
属
国
と
帝
国
主
義
国
と
の
相
互
関
係
、
帝
国
主
義
支
配
の
「
具
体
的
方
法
」
の
「
す
べ
て
を
全
面

的
に
分
析
」
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
把
握
で
あ
る
。
「
す
べ
て
を
全
面
的
に
分
析
」
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
?

そ
れ
は
自
明
で
は
な
い
が
そ
れ
よ
り
も
、
氏
が
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
い
て
、
第
三
矛
盾
に
関
し
て
は
「
す
べ
て
を
全
面
的
に
分
析
」
さ

れ
て
い
な
い
と
す
る
場
合
、
そ
れ
で
は
レ

l
ニ
ン
段
階
の
帝
国
主
義
の
歴
史
的
現
実
の
な
か
に
第
三
矛
盾
は
ど
の
よ
う
に
、
全
矛
盾
と
の

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)
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関
連
で
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
い
て
「
全
面
的
に
分
析
」
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
第

三
矛
盾
は
真
正
に
は
、
帝
国
主
義
の
歴
史
的
現
実
の
な
か
で
ど
ん
な
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
る
の
か
?

が
杉
本
氏
の
把
握
の
な
か
か
ら
た

し
か
め
た
い
の
で
あ
る
。
氏
は
さ
ら
に
「
ま
し
て
植
民
地
H
従
属
国
の
民
族
闘
争
が
帝
国
主
義
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ

い
て
は
捨
象
」
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
捨
象
」
(
?
〉
と
い
う
文
字
も
こ
の
場
合
、
に
わ
か
に
理
解
し
が
た
い
の
で
あ
る

が
、
「
捨
象
」

と
い
う
文
字
に
し
た
が
え
ば
、
民
族
解
放
闘
争
が
帝
国
主
義
に
ど
の
よ
、
7
に
か
「
作
用
を
及
ぼ
し
た
」
と
い
う
帝
国
主
義

の
歴
史
的
現
実
は
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
現
実
を
「
捨
象
」
し
た
と
い
う
話
の
す
じ
に
な
る
。
い
っ
た
い
帝
国
主
義
国
と
民
族

解
放
闘
争
と
の
関
係
を
「
捨
象
」
さ
れ
た
ま
ま
で
、

『
帝
国
主
義
論
』

が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
氏
の
『
帝
国
主
義
論
』
把

握
の
基
本
的
特
徴
に
か
か
わ
る
一
難
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
杉
本
氏
の
つ
づ
く
文
字
に
よ
れ
ば
、

『
帝
国
主
義
論
』

に
お
い
て

の
植
民
地
従
属
国
へ
の
と
り
あ
っ
か
い
方
は
、
帝
国
主
義
列
強
に
よ
る
「
利
潤
の
源
泉
」
「
再
分
割
の
対
象
」

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
た
し
か
に
「
利
潤
の
源
泉
」
あ
る
い
は
「
物
的
基
礎
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
た
だ
た
ん
に
「
再
分
割
の
対
象
」
に
す
ぎ
な
い

も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
第
一
一
一
矛
盾
に
つ
い
て
「
す
べ
て
を
全
面
的
に
分
析
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
ど
こ
ろ
か
基
本

的
分
析
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
お
こ
な
わ
れ
、

「
捨
象
」

さ
れ
た
ま
ま
ど
こ
ろ
か
基
本
的
関
係
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

れ
、
そ
し
て
「
再
分
割
の
対
象
」
に
す
ぎ
な
い
ど
こ
ろ
か
帝
国
主
義
の
歴
史
的
池
位
を
決
定
す
る
主
体
的
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
一
の
問
題
点
に
も
ど
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
も
杉
本
氏
に
し
た
が
っ
て

『
帝
国
主
義
論
』

に
お
い
て
は
第
二
矛
盾
を
「
焦
点
」
と

し
て
論
理
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。
し
か
し
「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
」
の
歴
史
的
現
実
の
な
か
で
も
、
そ
の
ま
ま
円
帝
国
主
義

論
』
に
お
け
る
第
二
矛
盾
の
位
置
付
け
、
適
用
を
も
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
点
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
そ
も
そ
も
レ

l
ニ
ン
の



『
帝
国
主
義
論
』
に
限
ら
れ
ず
、
帝
国
主
義
に
関
す
る
レ

I
ニ
ン
の
他
の
諸
論
稿
を
ふ
ま
え
て
、

レ
l
ニ
ン
の
帝
国
主
義
論
体
系
が
把
握

レ
l
ニ
ン
以
降
i
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
で
の
三
大
矛
盾
(
両
体
制
間
矛
盾
を
加
え
て

四
大
矛
盾
〉
の
位
置
付
寸
を
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
第
二
矛
盾
へ
の
杉
本
氏
の
把
握
そ
の
ま
ま
に
延
長
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
J

そ
れ
ら
は
氏
が
第
二
次
大
戦
後
「
同
盟
の
法
則
、
戦
前
ー
も
っ
ぱ
ら
不
均
等
発
展
の
法
則
と
い
う
対
照
、
峻
別
に
よ
る
把
揮
を
可
能
と

す
る
布
石
と
な
っ
て
い
る
。
氏
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
諸
運
動
の
結
果
と
し
て
一
定
の
時
期
に
全
体
の
運
動
法
則
が
変
化
す
る
」
と
す

る
「
動
的
把
握
」
が
心
更
で
あ
る
こ
と
を
。
「
一
定
の
時
期
」
に
お
い
て
、

「
一
定
の
時
期
」

に
な
る
と

「
全
体
の
運
動
法
則
」
が
「
変

化
」
す
る
。
そ
の
「
一
定
の
時
期
」
と
は
一
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
の
構
造
変
動
」
の
「
時
期
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場

合
の
「
法
則
し
と
「
変
化
」
と
は
杉
本
氏
の
文
脈
で
み
る
限
り
、
不
均
等
発
展
の
法
則
↓
「
同
盟
の
法
則
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
く
な

く
と
も
そ
の
「
変
化
」
の
基
本
は
こ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
全
体
の
運
動
法
則
し
の
寸
変
化
し
を
強
調

「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
た
め
の
「
論
理
体
系
」
の
構
築
が
至
上
命
令
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

杉
本
氏
に
あ
っ
て
は
、

す
る
な
ら
ば
、

に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
「
第
2
点
」

に
移
ろ
う
。

「
現
代
常
国
主
義
論
」
者
、
杉
本
氏
は
ま
ず
「
各
論
者
に
は
『
帝
国
主
義
論
』
は
帝
国
主
義
に
闘
す

る
一
般
法
則
を
解
明
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
抜
き
が
た
い
」
と
批
評
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
現
実
の
歴
史
し
は
「
帝
国
主
義
体
制
内

部
の
構
造
編
成
を
も
変
え
ざ
る
を
え
な
く
し
」
て
い
る
。
そ
こ
で
『
帝
国
主
義
論
』
の
「
論
理
を
国
定
的
」

に
と
ら
え
る
こ
と
は
、

「歴

史
の
発
展
を
考
慮
し
な
い
し
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
強
調
さ
れ
る
。

な
に
よ
り
も
『
帝
国
主
義
論
』
を
わ
れ
わ
れ
は
、
杉
本
氏
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
っ
か
え
ば
、
杉
本
氏
と
は
異
っ
て
、
ま
さ
に
「
帝
国
主

義
に
関
す
る
一
般
的
法
則
を
解
明
し
た
も
の
」
と
把
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「
歴
史
の
発
展
を
考
慮
」
し
な
か
っ
た
り
『
帝
国
主
義

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
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論
』
の
「
論
理
を
固
定
的
」
に
把
え
て
し
ま
う
こ
と
と
な
ん
ら
直
結
し
な
い
と
考
え
る
。
杉
本
氏
は
こ
こ
で
も
不
均
等
発
展
の
法
則
の
理

解
を
具
体
的
な
例
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
『
帝
国
主
義
論
』
の
「
論
理
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
」
と
は
、
現
代
に
お
い
て
列
強
間
に
不
均

等
発
展
の
法
則
が
貫
徹
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
形
を
と
る
理
論
的
立
場
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
『
帝
国
主
義
論
』

↓
不
均
等
発
展
の
法
則
、

「
現
代
帝
国
主
義
論
」
↓
「
同
盟
の
法
則
」
と
い
っ
た
把
握
の
立
場
を
と
ら
れ
る
杉
木
氏
は
、
不
均
等
発
展
の

法
則
の
現
代
に
お
い
て
の
強
調
は
「
論
理
」
の
「
固
定
」
化
だ
、
と
主
張
さ
れ
た
い
の
で
あ
っ
た
。

不
均
等
発
展
の
法
則
の
直
後
的
適
用
へ
の
杉
本
氏
の
批
判
は
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
最
近
の
論
稿
で
は
「
現
代
に
お
い
て
列
強
間
に
不
均
等
発

展
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
諸
国
聞
の
力
関
係
の
相
対
的
変
動
会
と
ら
え
る
上
で
は
、
一
定
の
い
み
を
も
ち
え
よ
う
が
」

(
四
九
頁
〉
と
し
て
ま
さ
に
一
定
の
意
味
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
氏
の
著
書
で
は
直
接
的
適
用
「
そ
れ
自
体
根
本
的
な
誤
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
帝
国
主
義
体
制
の
矛
盾
を
す
べ
て
包
括
し
て
い
た
段
階
に
お
け
る
そ
の
法
則
を
、
歴
史
的
諸
条
件
の
変
化
の
た
め
常
国
主
義
の
矛
盾
展

開
の
方
向
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
現
段
階
に
適
用
す
ろ
こ
と
は
そ
れ
自
体
根
本
的
な
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
こ
の
立
場

に
た
つ
理
論
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
を
無
意
味
な
ら
し
め
る
」
(
杉
本
『
現
代
帝
国
主
義
の
理
論
』
青
木
書
底
、
}
九
六
八
年
。
二
二
三
頁
)
と
。

な
お
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
歴
史
的
諸
条
件
の
変
化
」
と
は
第
二
次
大
戦
後
、
回
大
矛
盾
が
極
度
に
激
化
し
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
支
配
が
確
立
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

杉
本
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
歴
史
的
諸
条
件
と
呉
な
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
今
日
、
「
歴
史
的
諸
条
件
の
変
化
」
の

も
と
で
、
帝
国
主
義
国
聞
の
不
均
等
発
展
の
法
則
は
、
他
の
諸
法
尉
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
?
こ
う
し
た
考
究
を

?
7じ

て
は
じ
め
て
、
不
均
等
発
展
の
形
態
を
問
題
に
し
う
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

た
し
か
に
杉
本
氏
が
、
歴
史
的
な
諸
条
件
の
質
的
変
化
と
法
則
の
貫
徹
形
態
の
関
連
を
、
問
題
と
さ
れ
る
視
点
に
は
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し

わ
れ
わ
れ
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
不
均
等
発
展
の
法
則
は
、
や
は
り
本
来
的
に
資
本
主
義
の
絶
対
的
法
則
と
し
て
貫
徹
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
過
程
で
、
対
立
と
協
調
の
両
面
を
含
み
、
格
差
と
平
準
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
そ
れ
が
レ
l
ニ
ン
段
階
の
歴
史
的
諸
条
件
の
も
と
に
あ
っ
て
は

帝
国
主
義
諸
国
間
に
協
調
商
を
合
み
な
が
ら
も
、
帝
国
主
義
的
対
立
を
根
本
的
に
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
帰
結
を
も
た
ら
し
、
ま
た
一
方
、
戦
後
の
歴

史
的
諸
条
件
(
と
く
に
両
体
利
関
矛
盾
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
支
配
)
の
も
と
に
あ
っ
て
は
帝
国
主
義
諸
国
間
に
対
立
面
を
含
み
な
が
ら
も
、
全
体
と



し
て
帝
国
主
義
的
同
盟
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
を
つ
く
り
だ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
均
等
発
展
の
法
則
を
現
段
階
に
適
用
す
る
こ
と
「
そ
れ

自
体
根
本
的
誤
り
」
な
ど
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
(
大
崎
・
久
保
田
共
著
『
世
界
経
済
論
』
青
木
書
底
、
一
九
七
O
年
三
六
六

1
三
六
七
頁
)

不
均
等
発
展
の
法
則
を
ひ
た
す
ら
『
帝
国
主
義
論
』
(
な
い
し
は
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
)

に
お
い
て
の
み
貫
徹
す
る
も
の

(
法
則
の

内
容
と
帝
国
主
義
戦
争
の
心
然
性
と
を
同
く
結
び
つ
け
る
杉
本
説
〉
と
す
る
と
ら
え
方
は
、
か
え
っ
て
逆
の
「
固
定
」
化
に
お
ち
入
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
帝
国
主
義
論
』
を
、
そ
し
て
不
均
等
発
展
の
法
則
を
、
「
帝
国
主
義
に
関
す
る
一
般
法
則
」
で

は
な
い
も
の
と
し
て
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
」
貫
徹
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
固
定
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
、
さ
て
こ
う
し
て
杉
本
氏

の
持
論
で
あ
る
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
「
論
理
体
系
」
構
築
の
心
要
性
を
主
張
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
「
第
三
点
」
の
検
討
に
移
ろ
う
。

こ
こ
で
は
全
般
的
危
機
論
の
性
格
に
つ
い
て
ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
。

「
全
般
的
危

機
と
は
、
資
本
主
義
が
死
滅
の
段
階
に
入
っ
て
か
ら
資
本
主
義
制
度
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
移
行
期
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、

か
か
る
各
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
経
済
的
諸
矛
盾
の
展
開
と
そ
の
爆
発
の
仕
方
と
を
解
明
す
る
も
の
が
全
般
的
危
機
の
理
論
に
他
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
」
と
。
そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
つ
づ
い
て
「
だ
と
す
れ
ば
『
帝
悶
主
義
論
』
は
ま
さ
に
全
般
的
危
機
論
で
あ
り
、
現
代
世
界
経
済

の
運
動
法
則
を
解
明
す
る
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
も
そ
う
で
あ
ろ
う
よ
(
力
点
、
久
保
田
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
こ
こ
で
の
杉
本
氏

の
文
章
に
は
や
や
誤
解
を
ま
ね
く
お
そ
れ
の
あ
る
、
あ
る
い
は
理
解
し
か
ね
る
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
『
帝
国
主
義
論
』
は
「
ま

さ
に
」
全
般
的
危
機
論
で
あ
り
、
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
わ
が
国
で
も
っ
と
も
周
到
な
全
般
的
危
機
論
の
理
論
史
を
整
理
さ
れ
て
き
た
杉

本
氏
に
よ
る
こ
の
表
現
を
『
帝
国
主
義
論
』
と
全
般
的
危
機
論
を
た
ん
に
同
一
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ど
と
、
理
解
し
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
も
全
般
的
危
機
論
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
場
合
の
同
一
視
は
い
さ
さ
か
問
題
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
の
場
合
は
文
字
通
り
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
こ
そ
杉
木
説
の
基
本
的
立
場
な
の
で
あ
る
。

杉
本
氏
の

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

四
九



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五。

「
現
代
帝
国
主
義
論
」
と
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
か
わ
る
「
論
理
体
系
」
な
の
で
あ
り
、
人
も
知
る
よ
う
に
氏
は
そ
の
「
構
築
」
を
目
ざ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
の
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
「
論
理
体
系
」
と
「
現
代
し
の
全
般
的
危
機
論
と
は
ま
っ
た
く
同
一
物
な
の
で

あ
っ
た
。
『
帝
国
主
義
論
』

H
全
般
的
危
機
論
、
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
「
論
理
体
系
」
日
全
般
的
危
機
論
、
こ
の
よ
う
な
杉
本
説
の
骨

格
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
「
論
烈
体
系
」

1
全
般
的
危
機
論
、
こ
れ
が
杉
本
説
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
杉
本
氏
の
「
現
代
帝
国
主
義

論
」
は
た
ん
な
る
現
代
帝
国
主
義
の
分
析
で
は
な
く
「
論
理
体
系
一
の
一
構
築
」
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
十
一
般
的
危
機
論
も

「
論
理
体
系
し
と
し
て
「
構
築
」
さ
れ
レ
l
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
h

に
と
っ
て
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
つ
ぎ
の
杉
本
氏
の
(
注
)
の
文
事
に

は
「
筆
者
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
全
般
的
危
機
を
解
明
す
る
際
の
論
理
と
し
て
、
レ

i
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
』
を
適
用
す
る
こ
と
で
は
十
分
で
は

な
い
と
の
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
『
帝
国
主
議
論
』
の
歴
史
的
・
理
論
的
発
展
と
し
て
の
一
現
代
帝
国
主
義
論
」
が
基
礎
に
わ
か
る
べ
き
で
あ
る
。
-

(
島
、
宇
高
他
編
『
新
マ
ル
ク
ス
経
済
学
講
座
3
』
所
収
杉
本
論
文
主
二
一
貝
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
)
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
戦
後
の
会
般
的
危
機
解

、、

明
の
「
論
理
」
と
し
て
一
現
代
帝
国
主
義
論
」
が
「
基
礎
」
に
お
か
る
で
さ
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
「
論

理
体
系
」
は
全
般
的
危
機
誌
の
「
基
礎
了
乞
な
す
も
の
と
氏
が
把
握
し
て
い
る
な
ら
、
あ
る
い
は
「
現
代
帝
国
主
義
一
論
」

U

全
般
的
危
機
論
と
い
う

杉
本
説
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
特
徴
付
け
は
修
正
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
基
礎
」
と
い
う
杉
本
氏
の
去
現
へ
の
十
分
な
理
解
は
む

づ
か
し
い
。

さ
て
以
上
に
よ
っ
て
、
全
般
的
危
機
論
日
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
の
一
論
理
体
系
」
説
と
わ
れ
わ
れ
が
命
名
し
た
と
こ
ろ
の
杉
本
説
の

輪
郭
も
ほ
ぼ
と
ら
え
得
た
と
お
も
う
。
し
か
し
問
題
は
「
現
代
帝
国
主
義
論
一
の
「
論
理
体
系
」
な
る
も
の
の
内
容
が
、
し
た
が
っ
て
ま

た
杉
本
氏
に
よ
る
独
特
の
全
般
的
危
機
論
の
方
法
と
構
造
は
、
そ
の
全
貌
を
い
ま
だ
あ
ら
わ
し
て
は
お
ら
ず
、
今
後
の

「
構
築
」
が
ま

た
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
軽
々
に
杉
本
説
へ
の
論
断
を
下
す
こ
と
を
さ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
幸
い
杉
本
氏
は
決
し

て
つ
体
系
」
論
議
だ
お
れ
や
、
「
方
法
」
論
議
だ
お
れ
に
お
ち
い
ら
ず
、
「
構
築
」
を
目
ざ
し
て
、
氏
の
方
法
意
識
に
も
と
ず
い
て
精
力
的



に
論
作
を
発
表
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、

「
論
理
体
系
一

な
る
も
の
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
賛
否
は
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
留
保
す
べ
き
で
あ
ろ

、
「
ノ
。

た
だ
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
全
般
的
危
機
論
の
方
法
と
構
造
は
杉
本
説
|
「
現
代
帝
国
主
義
論
」

σ〉

「
論
理
体
系
」

H
全
般
的
危
機

論
、
と
は
異
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
し
ば
ら
く
は
そ
れ
ぞ
れ
が
志
向
す
る
と
こ
ろ
に
む
か
う
こ
と
と
し
よ
う
。

(
四
)

「
危
機
」
リ
「
新
し
い
病
」
論

ー
柳
田
説
の
検
討
li

ず
で
に
本
論
文
の
「
第
一
章

全
般
的
危
機
論
の
構
造
と
性
格
」

グコ

「
既
存
一
全
般
的
危
機
論
の
全
面
否
定
一
(
本
誌
第
二
十
主

巻
第
一
号
)
に
お
い
て
柳
田
侃
氏
の
労
作
「
現
代
世
界
に
お
け
る
危
機
の
構
造
」
(
『
講
座
マ
ル
ク
ス
主
義
口
』
日
本
評
論
社
一
九
七
弓
年
)
の
前

半
部
分
i
主
と
し
て
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
危
機
論
の
性
格
と
構
造
の
把
握
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
半

部
会
を
な
す
「
一
ニ

戦
後
世
界
の
構
造
変
化
と
現
代
の
危
機
」
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
柳
田
氏
が
戦
後
世
界
へ
の
↑
危
機
論

i

一
的
把
握

を
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
危
機
論
的
方
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
柳
田
氏
の
戦
後
世
界
の
「
危
機
論
」
的
把
握
の
方
法
的
特
色
ば
「

危
機
論
の
方
法
論
的
再
検
討
」
の
な
か
の
「
2

『
冷
戦

構
造
』
論
」
と
「
3

植
民
地
体
制
の
崩
壊
と
危
機
論
」

に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
始
め
よ
う
。

柳
田
氏
に
よ
れ
ば

「
冷
戦
構
造
」
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
狙
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
「
全
般
的
危
機
論
が
世
界
史
の
過
程
を
も
っ
ぱ
ら
資
木
主
義
体
制
の
危

機
の
深
化
と
し
て
の
一
面
に
お
い
て
把
握
し
、
過
程
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
え
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
『
冷
戦
構
造
』
論
は
、
現
代
世

界
の
危
機
を
『
ニ
重
伎
と
全
体
性
』
に
お
い
て
把
握
す
る
。
」
(
柳
田
前
出
論
文
九
六
頁
)
も
の
で
あ
っ
た
@

そ
の
「
冷
戦
」
の
始
源
は
一
九

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五
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一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
が
大
規
模
か
つ
典
型
的
に
展
開
さ
れ
、
構
造
と
し
て
定
着
し
た
の
は
第
二
次

大
戦
後
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
柳
田
氏
は
井
波
卓
一
氏
の
つ
ぎ
の
若
干
の
文
章
を
引
用
し
て
「
冷
戦
構
造
」
論
な
る
も
の
を
提
示
き
れ

て
い
る
。

「
第
一
次
大
戦
は
、

そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
資
本
主
義
の
世
界
体
制
を
破
壊
し
、

ロ
シ
ア
革
命
を
生
ん
だ
。
資
本
主
義
は
白

己
の
世
界
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
、
い
ま
ま
で
と
は
ち
が
っ
た
国
際
的
な
意
識
的
な
共
同
行
動
を
と
り
、
と
く
に
社
会
主
義
社
会
に
対
す

る
包
囲
環
と
し
て
、
自
ら
の
世
界
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
世
界
は
再
び
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
よ
り

高
度
の
意
識
的
・
共
同
的
な
国
際
的
行
動
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
九
四
五

1
五

O
年
の
聞
に
戦
後
の
そ
の
よ
う
な
共
同
行
動
の

原
型
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
が
冷
戦
構
造
で
あ
る
。
」

そ
れ
は

「
資
本
主
義
の
世
界
構
造
で
あ
る
と
と
も
に
、
対
立
す
る
社
会
主
義
世
界

の
政
策
と
構
造
を
規
定
す
る
力
で
も
あ
っ
た
。
」
そ
の
「
主
導
性
は
資
本
主
義
の
側
に
あ
っ
た
一
が
、
「
社
会
主
義
は
こ
れ
に
対
し
て
受
動

的
に
し
か
対
応
し
」
え
ず
、

「
そ
こ
に
現
代
の
危
機
が
醸
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
根
本
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
「
冷
戦
構
造
は

移
行
期
に
お
け
る
今
日
の
危
機
の
表
現
で
も
あ
る
よ
(
井
汲
卓
一

「
移
行
期
に
お
け
る
世
界
構
造
と
日
本
資
本
主
義
」
『
現
代
日
本
資
本
主
義
講
座
』

第
三
巻

日
本
評
論
社
一
九
六
六
年
)
こ
の
よ
う
な
「
冷
戦
構
造
」
論
は
、
現
代
世
界
の
認
識
に
お
い
て
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
対
立

を
基
軸
に
す
え
な
が
ら
も
、
後
者
の
発
展
・
強
化
じ
よ
る
前
者
の
危
機
の
深
化
と
い
う
「
一
方
通
行
的
な
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
両

者
が
相
互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
発
展
す
る
、
相
互
浸
透
の
関
係
と
し
て
把
握
す
る
点
に
第
一
の
特
徴
が
あ
る
己
(
柳
田
前
出
論
文
九
六
l

九
七
頁
)
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
井
、
扱
氏
を
先
頭
と
し
て
提
唱
さ
れ
、

柳
田
氏
に
よ
っ
て
も
こ
こ
に
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
つ
冷
戦
構
造
」
論
な
る
も
の
を
直
接
と
り
あ
げ
吟
味
し
よ
う
と
す
る
理
論
的
関
心
を
も
ち
え
な
い
。
柳
田
氏
自
身
も
指
摘
さ
れ
て
お

ら
れ
る
よ
う
な
「
歴
史
的
意
義
と
限
界
L

(
九
七
頁
)
は
す
で
に
明
瞭
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
全
般
的
危
機
論
と
つ
冷
戦
構
造
L

論
な
る
も
の
の
構
造
の
違
い
を
対
比
さ
れ
て
い
る
柳
田
氏
の
主
張
の
な
か
に
き
く
べ
き
は
、



「
冷
戦
構
造
」
論
に
対
し
て
、
全
般
的
危
機
論
は
「
世
界
史
の
過
程
を
も
っ
ぱ
ら
資
本
主
義
体
制
の
危
機
の
深
化
と
し
て
の
一
面
に
お
い

て
把
握
し
、
過
程
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
え
な
か
っ
た
」
と
し
、
ま
た
前
者
に
お
い
て
は
全
般
的
危
機
に
対
比
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

「
移
行
期
の
過
程
そ
の
も
の
の
危
機
」
と
し
て
把
握
ν
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
「
そ
の
限
り
で
『
冷
戦
構
造
』
論
は
現
代
世
界
の
よ
り
ト
!
タ

ル
な
認
識
方
法
」
と
い
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
一
点
で
あ
る
。

い
っ
た
い
全
般
的
危
機
論
に
お
け
る
「
過
程
を
総
体
と
し
て
」
把
握
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
す
で

に
そ
の
点
に
お
い
て
共
通
の
見
地
が
確
中
立
さ
れ
て
い
ろ
わ
け
で
は
な
い
。
全
般
的
危
機
の
対
象
を
「
資
本
主
義
体
制
の
危
機
の
深
化
」
の

把
握
に
お
く
の
か
、
あ
る
い
は
「
移
行
期
」
に
お
け
る
両
体
制
を
包
摂
す
る
問
題
の
把
握
に
お
く
の
か
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
全
般
的
危

機
論
に
お
い
て
体
制
間
矛
盾
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
、
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

あ
と
で
強
調
す
る
よ
う
に
、
全
般
的
危
機
論
は
「
資
本
主
義
体
制
の
危
機
の
深
化
」
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
つ
過
程

を
総
体
と
し
て
」
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
冷
戦
構
造
」
論
な
る
も
の
が
把
握
す
る
「
過
程
の
給
体
し
な
ど
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
危
機
論
の
方
法
的
検
討
お
よ
び
現
代
の
移
行
期
の
歴
史
的
構
造
の
把
握
に
つ
と
め
ら
れ
て
き
た
柿
田
氏
は
こ
こ
に

い
よ
い
よ
「
戦
後
二
五
年
の
世
界
史
の
展
開
過
程
の
な
か
で
の
、
危
機
の
現
代
的
な
発
現
形
態
、
そ
の
性
格
と
構
造
を
追
跡
」
し
よ
う
と

さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
基
本
的
視
角
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
。
「
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
は
、
そ
の
根
本
的
構
造
変
動
を
通
じ
て
、
そ

れ
以
前
の
危
機
要
因
を
大
幅
に
解
消
さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
の
発
現
形
態
を
変
え
た
が
、
そ
の
過
程
は
、
同
時
に
新
し
い
危
機
要
因
を
醸
成

-
発
展
さ
せ
、
そ
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
、
世
界
は
い
ま
や
再
編
成
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
」
(
前
出
一

O
四

頁
)
と
。
ま
ず
「
そ
れ
以
前
の
危
機
」

と
し
て
の
コ
三

O
年
型
危
機
」
を
あ
げ
、

「
新
し
い
危
機
」

と
の
相
異
の
指
摘
か
ら
は
じ
め
ら
れ

る

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五
四

コ一一

O
年
型
危
機
」
と
し
て
氏
が
簡
潔
に
拙
か
れ
る
の
は
可
き
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
の
体
制
危
機
の
二
大
要
因

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、
ほ
界
恐
慌
と
帝
国
主
義
間
戦
争
で
あ
っ
た
@
そ
し
て
こ
れ
ら
危
機
要
因
が
歴
史
上
も
っ
と
も
大
規
模

に
か
つ
相
互
に
結
合
し
て
噴
出
し
、
全
資
本
主
義
世
界
を
震
憾
さ
せ
た
の
は
一
九
三

0
年
代
か
ら
第
二
次
大
戦
に
か
け
て
の
時
期
で
、
こ

の
恐
慌
と
戦
争
の
一
五
年
は
、
資
本
主
義
の
体
制
的
危
機
を
深
化
さ
せ
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
は
革
命
的
情
勢
に
直
面
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
「
束
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
で
の
一
連
の
国
々
の
資
本
主
義
体
制
か
ら
の
離
脱
を
み
た
も
の
の
、
世
界

資
本
主
義
・
の
中
心
諸
国
四
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
白
木
は
危
機
を
脱
し
て
体
制
を
た
て
直
し
、
全
体
と
し
て
資
本
主
義
は
以
前
に
優
る

高
い
経
済
成
長
を
達
成
し
た
。
戦
後
二
五
年
、
一
ニ

O
年
型
の
世
界
恐
慌
と
帝
国
主
義
開
戦
争
は
つ
い
に
起
ら
な
か
っ
た
。
資
本
主
義
は
も

は
や
世
界
恐
慌
と
世
界
戦
争
を
過
去
の
も
の
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
に
(
前
出
一

O
五
頁
)
そ
う
し
て
こ
こ
か
ら
資
本
主
義
の
矛
盾
と

危
機
を
め
ぐ
っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
コ
ニ
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
L

が
生
れ
て
き
て
い
る
と
さ
れ
る
。

同
ち
第
一
は
「
恐
慌
や
戦
争
を
も
た
ら
す
資
本
主
義
の
矛
盾
は
止
揚
さ
れ
ず
、
古
典
的
な
形
で
存
続
し
、
今
日
最
高
度
に
激
化
し
て
い

る
が
、
戦
後
期
の
特
殊
条
件
や
体
制
内
統
合
装
置
が
そ
の
全
面
的
爆
発
を
一
時
的
に
阻
止
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
も
の
」
で
「
危

機
深
化
論
」
と
名
付
け
ら
れ
、
第
二
は
、
「
恐
慌
や
戦
争
を
も
た
ら
す
資
本
主
義
の
古
い
矛
盾
は
基
本
的
に
止
揚
ハ
解
消
)
さ
れ
た
が
、

そ
の
過
程
で
新
し
い
矛
膚
(
病
)
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
今
日
、
資
本
主
義
の
危
機
を
ひ
き
起
し
て
い
る
と
す
る
も
の
」
で
、

こ
れ
は

「
新
し
い
病
」
論
と
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。
第
三
は
「
危
機
解
消
論
」

で
、
「
資
本
主
義
の
矛
盾
は
根
本
的
に
解
消
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
資

本
主
義
の
危
機
も
存
在
し
な
い
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
柳
田
氏
は
、
こ
の
一
二
つ
の
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
相
互
に
若
干
か
さ
な
り
合
う
部

分
を
も
つ
が
、
主
と
し
て
第
二
の
見
解
が
提
起
し
た
「
資
本
主
義
の
新
し
い
矛
盾
」
が
い
か
に
し
て
資
本
主
義
の
体
制
的
危
機
に
つ
な
が

る
か
と
い
う
論
点
を
基
礎
に
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
さ
れ
る

G



第
二
の
「
新
し
い
病
」
論
は
、
①
資
本
主
義
の
古
山
矛
盾
は
基
本
的
に
止
揚
(
解
消
)
さ
れ
た
|
↓
②
そ
の
過
程
で
新
い
い
矛
盾
(
病
〉

を
生
み
出
し
|
↓
①
そ
れ
が
今
日
、
資
本
主
義
の
危
機
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

@
の
部
分
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
受
取
れ
る
の
は
、
独
自
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
(
ツ
ィ

I
シ
ヤ
ン
ク
日
今
井
理
論
)
に
依
拠
す
る

つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
で
あ
る
。

「
戦
後
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
本
格
的
確
立
の
根
拠
は
、
社
会
主
義
体
制
の
拡
大
に
よ
る
資
本
主
義
の

全
般
的
危
機
、
支
配
階
級
の
危
機
意
識
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
説
明
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
一
ニ

0
年
代
と
第
二
次
大
戦
の
過
程
で
の
生
産

の
社
会
的
性
格
の
臣
大
な
発
展
に
対
応
す
る
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
の
変
化
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
国
家
や
労
働
組
合
を
再
生
産
の

一
構
成
要
素
と
し
て
組
み
入
れ
、
よ
り
社
会
的
な
枠
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
慌
に
よ
っ
て
解
決
を
求
め
て
き
た
生
産
力
発

展
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
を
一
応
解
消
し
、
国
内
均
衡
の
達
成
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
。
」
(
柳
田
論
文
前
出
一

O
七
頁
)
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
①
の
「
古
い
矛
震
は
基
木
的
に
止
揚
(
解
消
)
さ
れ

「
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
L

を
「
一
応
解
消
」
?

た
」
と
い
う
こ
と
と
同
義
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
つ
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
」
が
「
一
応
解
消
」
し
た
り
「
基
本
的

に
止
揚
(
解
、
市
と
さ
れ
た
と
い
う
規
定
が
、

危
機
の
発
現
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
の
説
明
の
な
か
か
ら
み
ち
ゃ
ひ
き
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
戦
後
資
本
主
義
は
国
際
両
で
も
顕
著
な
構
造
変
化
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
う
。

即
ち
ま
ず
第
一
に
、
「
陛
界
市
場
の
統
一
性

の
凪
復
と
そ
の
組
織
化
の
い
ち
じ
る
し
い
前
進
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

I
M
P
-
H
G
A
T
T
体
制
に
端
的
な
表
現
み
い
だ
す
」
と
と

が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
園
内
的
に
は
国
家
独
占
資
本
主
義
の
体
制
、
国
際
的
に
は

I
M
F
H
G
A
T
T
体
制
を
中
心
と
す
る
国

際
経
済
体
制
の
組
織
化
が
「
戦
後
の
景
気
変
動
を
安
定
化
し
、
三
一

0
年
代
型
恐
慌
と
資
本
主
義
の
危
機
の
再
現
を
阻
止
し
て
き
た
の
で
あ

そ
れ
で
は
、
②
そ
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
新
し
い
矛
盾
(
病
)
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
か
。

る。
L

と
し
て
い
る
。

②
の
新
し
い
矛
盾
と
し
て
列
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
質
的
貧
困
に
か
わ
っ
て
精
神
的
飢
餓
、
所
得
の
不
平
等
に
か
わ
っ
て
「
社
会
的

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五
五



全
般
的
泡
機
論
の
方
法
(
下
)

五
六

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
公
共
部
門
の
立
ち
お
く
れ
、
交
通
難
、
交
通
事
故
、
都
市
公
害
、
住
宅
難
、
少
年
の
非
行
化
、
恐
慌
に
よ
る
経
済

的
不
安
定
に
か
わ
っ
て
新
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に

「
無
駄
の
制
度
化
ι、
そ
の
主
軸
を
な
す
膨
大
な
軍
事
支
出
に
よ
る
資
源

の
浪
費
、
そ
れ
と
結
合
し
た
車
産
複
合
体
制
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が

「
現
代
資
本
主
義
の
矛
盾
の
発
現
形

態
L

で
あ
り
「
体
制
危
機
を
成
熟
さ
せ
る
要
因
と
な
り
う
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
③
の
部
分
、
却
ち
新
し
い
矛
盾
(
病
)
が
、
今
日
、
資
本
主
義
の
危
機
を
ひ
き
起
し
て
い
る
、
と
い
う
結
論
を
み
ち
び
き
だ

す
た
め
の
新
し
い
矛
盾
(
病
)
と
危
機
の
連
結
い
か
ん
、
に
ワ
い
て
は
ま
っ
た
く
論
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ

I
M
F
H
G
A

T
T
体
制
の
再
編
成
過
程
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
矛
盾
と
し
て
、
世
界
的
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
国
際
的
不
平
等
i
低
開
発

諸
国
と
先
進
国
と
対
立
と
の
断
層
の
深
化
ー
が
あ
げ
ち
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
資
本
主
義
の
重
大
な
危
機
要
因
を
成
熟
さ
せ
た
」
と
い

い
な
が
ら
「
植
民
地
体
制
の
崩
壊
し
と
の
関
連
で
「
危
機
要
因
」
な
る
も
の
を
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は

I
M

F
H
G
A
T
T
体
制
の
再
編
成
過
程
か
ら
生
じ
た
新
し
い
矛
盾
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
と
ろ
か
、
ま
さ
に
古
い
矛
盾
そ
の
も
の
に
規
定

さ
れ
た
「
植
民
地
体
制
の
崩
壊
」

H
危
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
全
般
的
危
機
論
は
、
今
日
な
お
、

一
つ
の
論
理
仮
説
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
理
を
、
安
易
に
現
代
世
界
分
析
の
基
礎

に
す
え
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
不
毛
な
帰
結
を
導
く
」
(
柳
臼
論
文
前
出
九
四
頁
)
と
い
わ
れ
た
柳
田
氏
自
身
に
よ
る
現
代
世
界
の
「
危
機

構
造
」
な
る
も
の
の
分
析
・
把
握
が
、
氏
の
「
新
し
い
矛
盾
(
病
)
論
」
の
方
法
的
立
場
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
的
危

機
そ
の
も
の
の
構
造
的
把
握
に
成
功
し
て
い
る
と
は
お
も
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て

「
安
易
に
」
「
既
存
」
全
般
的
危
機
論
の
全
面
的
な
否

定
を
と
な
え
る
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
既
存
」
全
般
的
危
機
論
の
方
法
か
ら
、
な
お
多
く
を
学
ぶ
べ
き
と
考
、
人
る
の
で
あ
る
@



第
五
章

理
論
構
成
上
の
若
干
の
要
点

た
し
か
に
一
九
七
一
年
と
い
う
年
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
革
命
的
情
勢
の
数
年
聞
を
の
ぞ
け
ば
、
戦
後
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
世
界

経
済
あ
る
い
は
世
界
政
治
に
か
か
わ
る
国
際
的
事
件
が
多
発
し
た
激
動
の
年
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
エ
ポ
ッ
ク
・
メ

l
キ
ン
グ
な
年
と

し
て
歴
史
の
な
か
で
把
握
さ
れ
よ
う
。

け
っ
し
て
偶
然
で
な
く
一
定
の
法
則
性
に
つ
ら
ぬ
か
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
ら
は
全
般
的
危
機
の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
的
確
に
把
握
さ
れ
る
」
の
で
あ

「
そ
し
て
こ
の
多
発
性
と
激
動
性
と
は
、

っ
て
、
そ
の
「
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
が
い
か
に
、
深
ま
っ
た
か
、
歴
史
的
に
位
置
づ
け
れ
ば
ど
う
か
、
そ
の
特
徴
は
な
に
か
、
と
い
う

よ
う
な
肌
理
の
こ
ま
か
な
、
総
体
的
で
あ
る
と
同
時
に
各
局
面
を
具
体
的
に
明
確
に
把
握
し
、
各
局
面
の
相
関
関
係
を
も
し
め
し
た
ア
プ

ロ
I
チ
が
ど
う
し
て
も
心
要
」
(
岡
倉
吉
志
郎
「
最
近
に
お
け
る
全
般
的
危
機
の
深
化
の
諸
問
題
に
よ
せ
て
」
『
経
済
』
一
九
七
二
年
三
月
号
)

り
な
が
ら
、
危
機
の
深
化
に
つ
い
て
の
「
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
論
」
的
規
定
を
越
え
て
の
、
全
般
的
危
機
論
の
理
論
的
構
成
は
、
諸
家
の

で
あ

様
々
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
た
し
か
に
同
質
異
種
あ
る
い
は
異
質
問
種
と
も
い
い
う
る
混
乱
状

況
を
脱
し
え
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
は
前
章
ま
で
の
諸
説
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
全
般
的
危
機
論
の
理
論
構
成
上
の
若
干
の
要
点
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
要
点
は
、
全
般
的
危
機
論
の
対
象
領
域
は
ど
こ
に
置
か
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
も
の
べ

て
き
た
よ
う
に
「
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
」
は
、
資
本
主
義
世
界
体
制
の
全
面
的
な
、

つ
ま
り
政
治
的
、
経
済
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
危
機
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
基
本
的
矛
盾
の
帝
国
主
義
時
代
に
お
け
る
発
展
を
意
味
す
る
帝
国
主
義
に
固
有
な
三
つ
の
矛
盾

の
激
化
に
よ
っ
て
心
然
的
に
う
み
だ
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
帝
国
主
義
段
階
の
固
有
の
矛
盾
が
、
ま
ず

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
〉

五
七



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
〉

五
八

一
O
月
社
会
主
義
革
命
に
よ
る
世
界
史
上
最
初
の
社
会
主
義
体
制
の
誕
生
と
そ
の
諸
影
響
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
社
会

主
義
の
国
際
的
体
制
の
発
展
と
い
う
外
部
的
要
因
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
鋭
く
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
基
本
は
、

帝
国
主
義
の
固
有
の
矛
盾
の
激
化
に
よ
る
「
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
」
な
の
で
あ
る
。
吉
村
教
授
は
、
こ
れ
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
全

般
的
危
機
論
の
基
本
的
精
成
部
分
と
し
て
、
帝
国
主
義
論
お
よ
び
社
会
主
義
と
資
本
主
義
の
矛
盾
、
二
つ
の
世
界
体
制
の
矛
盾
に
閣
す
る

論
理
、
と
い
う
両
部
分
を
包
合
せ
し
め
て
い
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
主
義
体
制
の
存
在
と
発
展
そ
れ
自
体
は
世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
発
展
・
深
化
を
外
的
に
規
定
す
る

最
大
の
要
素
で
あ
り
、
移
行
H
変
革
を
現
実
に
示
す
、
体
制
危
機
の
客
観
的
証
明
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
外
的
な
規
定
要
素
で
あ
っ
て
、
そ

の
と
り
あ
っ
か
い
も
小
林
栄
三
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
は
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
は
、
章
命

運
動
の
成
長
と
そ
の
勝
利
に
つ
い
て
も
、
社
会
主
義
体
制
が
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
進
行
に
と
っ
て
は
た
す
役
割
に
つ
い
て
も
、
帝

国
主
義
の
内
部
矛
盾
自
体
の
法
則
的
な
発
展
、
そ
の
爆
発
と
か
た
く
む
す
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
弓
帝
国
主
義
論
』
と
資
本
主
義
の

全
般
的
危
機
」
円
経
済
』
六
七
年
十
二
月
号
五
七
頁

力
点
久
保
田
〉
の
で
あ
る
。

第
二
の
要
点
は
、

『
帝
国
主
義
論
』

と
全
般
的
危
機
論
の
範
曙
的
性
格
の
差
異
と
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
育
村

教
長
が
、
「
一
般
理
論
し
と

「
特
殊
理
論
」

と
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
を
詳
細
に
み
て
き
た
。
ま
た
全
般
的
危
機
論

日
「
現
代
帝
国
主
義
の
理
論
」
体
系
、
と
し
て
積
極
的
な
構
想
を
提
示
さ
れ
て
い
る
杉
本
昭
七
氏
の
諸
労
作
も
み
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
ら
の
吟
味
の
な
か
で
『
帝
国
主
義
論
』
と
全
般
的
危
機
論
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
端
的
に
示
し
て
き
た
。
即
ち
帝
国
主
義
の
基
本

法
則
(
『
帝
国
主
義
論
』
)
と
、
そ
れ
の
世
界
史
的
な
展
開
過
程
、
全
般
的
危
機
の
時
代
に
お
け
る
各
段
階
で
の
帝
国
主
義
の
基
本
法
則
の

具
体
的
な
歴
史
的
な
展
開
過
程
を
分
析
・
把
握
(
全
般
的
危
機
論
)
し
た
も
の
、
基
本
法
則
と
そ
の
貫
徹
過
程
の
分
析
、
と
し
て
位
置
づ



け
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
全
般
的
危
機
論
の
課
題
を
、
帝
国
主
義
の
基
本
法
則
の
貫
徹
過
程
の
分
析
、
と
い
う
場
合
、
ま
さ
に
分

析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
各
期
の
過
程
(
全
般
的
危
機
論
に
お
け
る
時
期
区
分
の
論
理
的
重
要
性
)
に
お
い
て
、
い
か
に
貫
徹
し

あ
る
い
は
そ
の
貫
徹
い
か
ん
に
よ
っ
て
い
か
に
画
期
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界

て
い
る
か
?

経
済
を
分
析
対
象
と
す
る
場
合
の
根
本
的
視
座
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
設
定
し
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
即
ち
「
資
本
主
義
の
運
動
法
則

は
種
々
の
諸
要
因
お
よ
び
歴
史
的
諸
条
件
に
結
び
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
現
わ
れ
方
を
し
て
き
た
。
そ
れ
が
世
界
経
済
の
各
段
階
に
お

い
て
、
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
、
い
か
に
変
容
し
つ
つ
自
己
貫
徹
し
て
い
っ
た
か
を
、
歴
史
的
具
体
的
展
開
過
程
の
分
析
を
つ
う
じ
て

解
明
す
る
」
(
大
崎
平
八
郎
・
久
保
田
順
『
世
界
経
済
論
』
青
木
書
居
一
九
七
O
年一

O
頁
〉
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
の
要
点
は
、
吉
村
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
戦
後
世
界
経
済
に
お
い
て
「
安
定
と
危
機
」
の
両
者
が
同
時
に
存
在

す
る
と
い
う
状
況
の
成
立
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
ま
さ
に
同
一
の
時
期
に
平
行
し
て
同
時
に
存
在
す
る
「
安
定
と
危
機
」
の
そ
れ

ぞ
れ
の
性
格
と
そ
の
関
連
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
に
、
戦
後
の
全
般
的
危
機
論
の
直
接
の
一
課
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
全
般
的
危
機
の

時
代
の
四
大
矛
盾
の
発
展
が
、
あ
る
時
期
に
は
先
進
国
危
機
あ
る
い
は
後
進
国
危
機
と
な
り
、
あ
る
時
期
に
は
国
際
的
危
機
あ
る
い
は
国

内
的
危
機
と
な
り
、
ま
た
経
済
的
危
機
あ
る
い
は
政
治
的
危
機
、
社
会
的
危
機
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
危
機
の
さ
ま
ざ
ま
の
発
現
形

態
が
重
層
的
に
関
連
し
つ
つ
今
日
の
危
機
の
構
造
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
危
機
の
構
造
の
総
体
的
把
握
を
全
般
的
危

機
論
が
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
危
機
を
発
現
せ
し
め
る
規
定
要
因
た
る
四
大
矛
盾
は
、
相
互
に

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
最
近
、
ま
こ
と
に
鋭
く
問
題
を
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
(
世

界
政
治
学
団
体
研
究
会
編
『
戦
後
世
界
政
治
の
構
造
』
所
収
田
北
論
文
、
法
律
文
化
社
一
九
七
二
年
一

O
月
)
田
北
亮
介
氏
で
あ
る
。

田
北
氏
は
、
体
制
間
矛
盾
を
全
般
的
危
機
論
に
お
い
て
「
論
理
内
在
的
な
も
の
と
み
な
す
か
論
理
外
在
的
な
も
の
と
み
な
す
か
」
と
い

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

五
九



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

ノ、。

う
論
理
構
成
上
の
問
題
視
角
か
ら
従
来
の
諸
説
を
整
理
し
つ
つ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
三
つ
の
基
本
矛

「
体
制
間
矛
盾
を
加
え
た

盾
に
対
し
て
体
制
間
矛
盾
を
同
質
・
同
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

四
つ
の
基
本
矛
盾
と
し
て
把
握
す
る
場
合
、
せ
め
て
三
つ
の
基
本
矛
盾
と
同
程
度
に
体
制
間
矛
盾
の
物
質
的
基
礎
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

レ
ベ
ル
設
定
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
前
提
的
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
全
般
的
危
機
論
の
ほ
と
ん
ど

は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
そ
の
論
理
的
前
提
を
無
視
し
、
ア
プ
リ
オ
に
四
つ
の
矛
盾
を
基
本
矛
盾
と
み
な
す
論
理
的
前
提
に
た
っ
て

論
を
す
す
め
て
い
る
。
」
(
回
北
前
出
論
文
、
二

O
五
頁
)
と
い
う
評
価
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

氏
は
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
矛
盾
の
質
と
レ

ベ
ル
を
検
討
す
る
場
合
に
一
般
に
、
客
観
的
な
物
質
的
基
礎
の
レ
ペ
ル
で
内
容
づ
け
ら
れ
る
「
基
底
矛
盾
」
と
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
矛
盾
に

規
定
さ
れ
な
が
ら
あ
ら
わ
れ
る
階
級
・
民
族
・
国
家
な
ど
の
上
部
構
造
の
レ
ベ
ル
で
内
容
づ
け
ら
れ
る
「
現
象
矛
盾
」
が
考
え
ら
れ
る

が
、
従
来
の
全
般
的
危
機
論
は
「
こ
れ
ら
の
矛
盾
の
レ
ベ
ル
設
定
を
明
確
に
せ
ず
、
異
な
る
レ
ベ
ル
の
矛
盾
を
同
一
レ
ベ
ル
で
把
握
し
て

い
る
た
め
に
そ
の
理
論
範
曙
そ
の
も
の
を
暖
昧
な
も
の
に
さ
せ
、
混
乱
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
ハ
田
北
前
出
論
文

二
O
六
頁
)
と
い
わ
れ
た
点
も
適
切
な
指
摘
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
体
制
問
矛
盾
が
こ
こ
で
氏
が
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
基
本
的

矛
盾
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
現
象
矛
盾
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
な
い
限

り
、
た
し
か
に
全
般
的
危
機
論
の
今
日
に
お
け
る
混
乱
状
況
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
三

0
年
代
以
後
の
全
般
的
危
機
論
を
「
両
体
制
聞
の
矛
盾
を
最
優
先
と
す
る
論
理
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
た
吉

村
説
を
し
り
ぞ
け
て
、
「
帝
国
主
義
の
三
矛
盾
」

の
発
展
を
基
軸
と
し
て
、
体
制
間
矛
盾
を
外
的
規
定
要
素
と
す
る
矛
盾
の
位
置
を
提
示

し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
矛
盾
の
内
部
編
成
は
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
田
北
氏
の
指
摘
に
そ
っ
て
わ
れ
わ
れ
も
考
究

を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



長
砂
実
氏
は
、
わ
れ
わ
れ
の
共
著
、
『
世
界
経
済
論
』
へ
の
書
評
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
こ
の
よ
う
な
『
世
界
経
済
論
』

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
一
人
の
著
者
が
仕
上
げ
る
こ
と
は
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
。
現
代
の
世
界
経
済
は
、
社
会
主
義
経
済
を
不
可
分
の
構
成
要
素
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
最
後
に
、
疑
問
を
一
つ
出
し
て
お
き
た
い
。
「
諸
国
民
経
済
の
相
互
連
繋
U

相
互
依
存
日
競
争
U

対
抗
関
係
に
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
世
界
資
本
主
義
経
済
」
と
い
う
「
世
界
経
済
」
の
概
念
規
定
と
本
書
の
内
容
全
体
と
は
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
社
会
主
義
体
制
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
今
日
の
世
界
経
済
を
外
的
に
規
定
す
る
最
大
の
要
素
」
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
か

o
k「
読
書
人
」
一
九
七
O
年
十
一
月
十
六
日
号
)
力
点
久
保

、.、.、.、.、.、.

田
l
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
第
一
に
、
社
会
主
義
経
済
が
不
可
分
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
第
二
に
、
そ
れ
は
世
界
終
済
机
一
一
酬
な
い
し

、
、
、
、
、

全
般
的
危
機
論
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
外
的
に
規
定
す
る
最
大
の
要
素
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
地
に
わ
れ
わ
れ
は
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ

る。

第
四
の
要
点
は
、
か
つ
て
吉
村
教
授
は
全
般
的
危
機
論
に
二
つ
の
基
本
構
成
部
分
あ
り
と
し
て
帝
国
主
義
論
と
「
二
つ
の
世
界
体
制
の

矛
盾
に
関
す
る
理
論
」
を
あ
げ
た
が
、
形
の
上
で
は
そ
れ
と
類
似
し
た
全
般
的
危
機
論
の
二
元
的
理
論
構
成
を
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
田

北
氏
で
、

「
移
行
期
と
し
て
の
現
代
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
理
論
と
し
て
の
全
般
的
危
機
論
は
、

そ
の
理
論
的
構
成
部
分
と
し
て
一
方

の
現
代
帝
国
主
義
論
と
、
他
方
の
現
代
世
界
革
命
論
と
を
支
柱
と
し
、

そ
れ
ら
を
包
括
す
る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

論
文
二
一
七
頁
)
と
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
と
「
現
代
世
界
革
命
論
」
の
二
つ
の
理
論
と
三
つ
の
対
象
視
角
も
「
内

客
的
お
よ
び
論
理
的
に
い
か
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
か
な
る
体
系
と
し
て
理
論
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ

(
旧
北
前
出

る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
己
(
田
北
前
出
論
文
二
一
七

1
一
二
八
頁
、
力
点
久
保
問
)
と
い
う
こ

と
で
、
い
ま
は
氏
の
「
全
般
的
危
機
論
」
の
構
造
と
性
格
に
つ
い
て
全
面
的
な
把
握
・
検
討
は
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
差
し

あ
た
り
が
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
い
っ
た
い
「
全
般
的
危
機
論
」
は
こ
と
あ
ら
た
に
二
つ
の
理
論
と
か
二
つ
の
対
象
視
角
安

「
包
括
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
。
田
北
氏
の
い
う
「
現
代
帝
国
主
義
論
」
と
は
「
帝
国
主
義
の
危
機
の
深
化
過
程
を
対
象

全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

~ 

ノ、



全
般
的
危
機
論
の
方
法
(
下
)

と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
理
論
の
不
可
欠
な
構
成
部
分
と
し
て
の
現
代
帝
国
主
義
論
、

ムノ、

つ
ま
り
現
代
帝
国
主
義
の
歴
史
的
階
級
的
性
格
の
客

観
的
分
析
を
任
務
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
現
代
世
界
革
命
論
は
、
革
命
の
主
体
的
条
件
と
客
観
的
条
件
と
い
う
二
つ
の
構

成
部
分
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
も
の
で
あ
っ
た
。

的
分
析
」
と
そ
の
な
か
か
ら
「
革
命
の
主
体
的
条
件
と
客
観
的
条
件
」
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
来
の
課

し
か
し
全
般
的
危
機
論
の
構
造
と
性
格
は
も
と
よ
り
「
客
観

題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
経
済
学
の
窮
極
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
い
え
よ
う
。

(
後
記
)
十
分
吟
味
な
し
え
な
か
っ
た
論
点
を
多
く
残
し
た
が
、
本
稿
の
続
篇
と
も
い
え
る
内
容
を
含
む
新
著
『
世
界
経
済
の
戦
後
構
造
』
(
新

評
論
、
本
年
一

O
月
刊
予
定
)
の
な
か
で
お
ざ
な
い
た
い
所
存
で
あ
る
。
(
昭
凶
八
年
二
一
月
〉


