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表
題
に
あ
る
よ
う
に
、
本
特
集
は
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
当
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
諫
早
庸

一
（
北
海
道
大
学
）
を
代
表
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「「
一
四
世
紀

の
危
機
」
に
つ
い
て
の
文
理
協
働
研
究
」
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基

盤
研
究
（
Ｂ
））
に
お
い
て
共
同
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
本
特

集
は
そ
の
成
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
専
門
を
異
と
す
る
メ
ン
バ

ー
や
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
間
で
の
対
話
基
盤
を
整
え
、さ
ら
な
る
「
協
働
」

を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
現
時
点
で
の
先
端
研
究
や
通
説
と
な

っ
て
い
る
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
に
対
す
る
共
通
認
識
を
深
め
、
相
互

検
証
を
お
こ
な
う
た
め
の
研
究
紹
介
を
お
こ
な
う
。「
一
四
世
紀
の

危
機
」
と
は
、
こ
こ
で
は
簡
略
に
述
べ
る
に
と
ど
め
る
が
（
詳
細
は

諫
早
に
よ
る
総
括
を
参
照
）、
一
四
世
紀
に
端
を
発
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
全
体
に
お
け
る
社
会
的
危
機
の
持
続
状
況
を
指
し
、気
候
の
変
動
・

疫
病
の
流
行
・
そ
れ
ら
に
起
因
す
る
社
会
的
動
乱
の
複
合
的
な
背
景

に
拠
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
背
景
と
な
っ
た

要
因
や
そ
こ
か
ら
波
及
し
た
影
響
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
単
独
の
問
題

で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
状
況
と
も
不

可
分
で
あ
っ
た
と
の
見
方
を
す
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た

め
、こ
の
問
題
は
し
ば
し
ば
、い
わ
ゆ
る「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
特
集
で
諫
早

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
視
点
は
多
分
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
的
な
立

脚
点
か
ら
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

問
題
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
ア
ジ
ア
史
の
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

　
諫
早
は
、
一
四
世
紀
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
で
圧
倒
的
な
存
在
感
を

有
し
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
動
揺
と
分
裂
に
着
目
し
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
的

な
視
点
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
定
住
世
界
と
遊
牧
世
界
の
共
生
と
相

　
序
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市
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克
と
い
う
観
点
か
ら
改
め
て
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
を
検
証
し
よ
う

と
試
み
る
。

　「
一
四
世
紀
の
危
機
」
論
に
お
い
て
、
東
西
の
視
点
の
違
い
と
い

う
問
題
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
要
素
と
し
て
、
歴
史
学
と

気
候
・
環
境
を
扱
う
生
態
環
境
学
と
の
認
識
の
違
い
と
い
う
問
題
が

あ
げ
ら
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
、

環
境
史
・
生
態
史
・
環
境
考
古
学
な
ど
の
成
果
は
、
比
較
的
早
い
段

階
か
ら
取
り
込
む
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
歴
史
学
側
の

認
識
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、気
候
学
側
の
関
心
が
合
わ
な
い
な
ど
、

必
ず
し
も
十
分
に
有
効
な
協
働
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
諫
早
は
よ
り
メ
タ
な
部
分
で
の
共
通
認
識
と
相
互

理
解
、
有
効
的
な
文
理
協
働
を
目
標
と
し
て
、
そ
の
実
践
を
目
指
す
。

そ
の
意
味
で
、
本
特
集
は
文
理
協
働
の
具
体
的
な
成
果
の
ひ
と
つ
と

な
る
。

　
本
特
集
は
、
書
評
集
の
形
を
取
っ
て
お
り
、
総
括
を
お
こ
な
っ
た

諫
早
以
外
は
対
象
と
な
る
書
籍
を
挙
げ
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば

全
て
が
厳
密
な
意
味
で
の
書
評
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
本
特
集
の
テ
ー
マ
は
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
お
よ
び
そ

れ
に
関
わ
る
要
因
、
気
候
変
動
、
疫
病
流
行
、
社
会
危
機
に
対
す
る

歴
史
学
的
な
分
析
で
あ
り
、
今
回
は
特
に
気
候
史
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
気
候
以
外
の
歴
史
事
象
を
扱
う
書
に
対
す

る
書
評
は
そ
の
書
の
気
候
変
動
や
社
会
危
機
に
関
わ
る
部
分
に
対
す

る
書
評
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
気
候
史
研

究
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
観
点
に
は
社
会
危
機
と
ユ

ー
ラ
シ
ア
史
と
い
う
意
識
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。
本
特
集
の
構

成
お
よ
び
そ
の
筆
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
四
世
紀
の
危
機
―
―
研
究
の
現
在

序
　
四
日
市
康
博

書
評
一
　
中
塚
武
「
樹
木
年
輪
古
気
候
学
の
現
状
と
課
題
―
―
バ

レ
リ
ー
・
ト
ロ
エ
『
年
輪
で
読
む
世
界
史
』」

書
評
二
　
宇
野
伸
浩
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
初
期
の
気
候
変
動
―
―
白

石
典
之
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
誕
生
』」

書
評
三
　
西
村
陽
子
「
中
国
史
に
関
連
す
る
古
気
候
研
究
の
現

状
と
課
題
」
―
―
葛
全
勝
等
『
中
国
歴
朝
気
候
変
化
』」

書
評
四
　
長
瀬
篤
音
「
中
東
史
へ
の
気
候
史
の
導
入
と
そ
の
反
応

―
―
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｗ
・
ブ
レ
ッ
ト
『
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
期

イ
ラ
ン
に
お
け
る
綿
花
・
気
候
・
ラ
ク
ダ
』」

総
括
　
諫
早
庸
一
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
か
ら
考
え
る
〈
一
四
世
紀
の

危
機
〉」

　
書
評
一
を
担
当
す
る
中
塚
武
（
名
古
屋
大
学
）
は
古
気
候
学
の
専

門
家
で
あ
り
、
古
気
候
に
関
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
の
収
集
・
整
理
・
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分
析
を
お
こ
な
う
。
そ
の
デ
ー
タ
に
は
地
学
・
生
物
学
的
な
デ
ー
タ
、

化
学
的
な
デ
ー
タ
、
そ
し
て
歴
史
学
的
な
デ
ー
タ
も
含
ま
れ
る
。
歴

史
学
に
お
い
て
、
史
料
の
校
訂
や
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
が
重
要

で
あ
る
よ
う
に
、
古
気
候
学
に
お
け
る
デ
ー
タ
も
様
々
な
計
算
や
解

析
を
伴
う
デ
ー
タ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
平
準
化
な
ど
の
整
理
作
業
や
ク

リ
テ
ィ
ッ
ク
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
歴
史
学
に
お
い
て
、
モ
デ

ル
化
に
よ
る
理
論
構
築
と
実
際
の
史
料
解
読
を
様
々
な
論
証
で
埋
め

て
ゆ
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
古
気
候
学
の
デ
ー
タ
も
様
々

な
モ
デ
ル
に
基
づ
く
計
算
と
実
際
の
デ
ー
タ
解
析
の
間
を
埋
め
て
ゆ

く
作
業
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
点
、
一
般
的
な
歴
史
学
者
の
手
に

負
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
中
塚
は
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
中
核
を
担
う
一
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
学
術
的
な
分
野
の
内
外
に

は
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
で
は
直
接
表
さ
れ
な
い
「
暗
黙
知
」
が
存
在
し
、

そ
れ
を
読
み
取
る
た
め
の
知
識
と
ス
キ
ル
が
必
要
と
な
る
。
中
塚
が

取
り
上
げ
る
の
は
年
輪
学
者
で
あ
る
バ
レ
リ
ー
・
ト
ロ
エ
が
専
門
外

の
一
般
読
者
に
様
々
な
研
究
ト
ピ
ッ
ク
と
最
新
の
研
究
状
況
を
紹
介

し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
分
野
の
専
門
家
に
し
か
読
み
取

れ
な
い
暗
黙
知
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
評
に
お
い
て
中
塚
は
気
候
学

の
暗
黙
知
の
読
み
解
き
方
を
丁
寧
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
書
評
二
の
宇
野
伸
浩
（
広
島
修
道
大
学
）
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
の

専
門
家
で
あ
り
、
特
に
近
年
は
環
境
史
や
社
会
人
類
学
、
史
料
学
を

駆
使
し
て
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
遊
牧
社
会
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
宇
野
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
考
古
学
の
第
一
人
者
で

あ
る
白
石
典
之
の
論
で
あ
る
。
考
古
学
者
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
の
環
境

や
社
会
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
白
石
で
あ
る
が
、
加
え
て
古
気
候
学

の
研
究
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
勃

興
を
生
態
環
境
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
説
明
し
よ
う
と
試
み
て

い
る
。
し
か
し
、
宇
野
は
白
石
の
研
究
の
有
効
性
は
認
め
つ
つ
も
、

古
気
候
学
の
デ
ー
タ
の
利
用
に
は
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
の
ク
リ
テ
ィ
ッ

ク
が
必
要
で
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
宇
野
が
問
題
と
し
て
い
る
の

は
デ
ー
タ
自
体
の
精
度
や
有
用
性
で
あ
る
が
、
た
と
え
デ
ー
タ
自
体

の
信
頼
性
が
高
か
っ
た
と
し
て
も
歴
史
事
象
と
の
関
連
性
を
判
断
す

る
際
に
は
や
は
り
慎
重
な
扱
い
が
必
要
と
な
る
。
特
に
社
会
や
国
家

に
は
盛
衰
・
興
亡
が
付
き
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
社
会
や
国
家
が
衰

え
た
り
亡
び
た
り
す
る
と
き
、
同
時
に
別
の
社
会
や
国
家
が
興
り
、

盛
ん
に
な
る
。
同
様
の
環
境
下
に
お
い
て
、一
方
は
衰
退
す
る
の
に
、

も
う
一
方
は
興
隆
す
る
の
で
あ
る
。
気
温
の
高
低
や
疫
病
の
流
行
を

単
純
に
国
家
の
衰
退
に
結
び
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
こ
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
、
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
へ
の
警

鐘
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
書
評
三
の
西
村
陽
子
（
東
洋
大
学
）
は
隋
唐
五
代
を
中
心
と
す
る

中
国
お
よ
び
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
の
専
門
家
で
あ
り
、
文
献
に
加
え

て
人
文
情
報
学
的
な
デ
ー
タ
解
析
や
考
古
学
・
地
理
学
的
な
分
析
も

駆
使
し
た
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
西
村
の
取
り
上
げ
る
葛
全
勝
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『
中
国
歴
朝
気
候
変
化
』
は
中
国
に
お
け
る
古
気
候
学
の
立
場
か
ら

の
気
候
変
動
と
そ
れ
に
よ
る
社
会
へ
の
影
響
を
通
史
的
に
論
じ
た
書

で
あ
り
、
近
年
の
知
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
村

に
よ
れ
ば
「
中
国
に
お
け
る
最
新
の
古
気
候
学
の
現
状
を
把
握
す
る

上
で
現
在
最
も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
書
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
や
は
り

こ
こ
で
も
、
古
気
候
学
と
歴
史
学
の
認
識
の
ズ
レ
が
指
摘
さ
れ
る
。

西
村
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
陣
に
人
文
科
学
系
の
専
門
家
は
参
加
し

て
お
ら
ず
、
史
資
料
の
扱
い
に
厳
密
さ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
気

候
変
動
と
各
王
朝
の
歴
史
的
展
開
の
相
関
性
に
関
す
る
考
証
に
は
問

題
が
散
見
す
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
は
逆
も
然
り
で
あ

り
、
歴
史
学
か
ら
古
気
候
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も
注
意
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
通
史
的
に
気
候
変
動
を
扱
う
と
い

っ
て
も
、
各
章
で
は
各
王
朝
ご
と
の
断
代
史
的
な
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
。
気
候
変
動
や
自
然
災
害
は
王
朝
や
社
会
の
交
替
や
変
容
に
必

ず
し
も
対
応
し
て
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
、
社

会
や
国
家
が
気
候
変
動
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
変
化
に
対
応
す
る
形

で
変
容
を
続
け
て
ゆ
く
と
い
う
見
方
も
さ
れ
て
い
る
。
通
史
と
断
代

史
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
古
気
候

学
と
の
相
関
性
を
考
え
る
上
で
は
、
両
者
の
視
点
を
ど
の
よ
う
な
バ

ラ
ン
ス
で
取
り
入
れ
て
考
察
す
べ
き
な
の
か
、
重
要
な
課
題
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
書
評
四
の
長
瀬
篤
音
（
北
海
道
大
学
）
は
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
後
の

イ
ラ
ン
・
中
央
ア
ジ
ア
史
、
特
に
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
史
を
専
門
と
し
て

博
士
後
期
課
程
に
在
学
し
て
お
り
、
研
究
協
力
者
と
し
て
共
同
研
究

に
参
加
し
て
い
る
。
長
瀬
が
取
り
上
げ
る
の
は
、前
近
代
の
イ
ラ
ン
・

イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
史
を
専
門
と
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｗ
・
ブ
レ
ッ
ト

が
彼
の
講
義
を
も
と
に
刊
行
し
た
『
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
期
イ
ラ
ン
に

お
け
る
綿
花
・
気
候
・
ラ
ク
ダ
』
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
の
一
環
で
あ
る
と
同
時
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
と

も
重
な
っ
て
お
り
、
歴
史
を
通
じ
て
常
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
世
界

と
接
触
し
、
時
に
そ
の
侵
入
を
受
け
、
遊
牧
世
界
と
定
住
世
界
が
融

合
し
た
形
で
度
々
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
東
部
の
中
国
と
類
似
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
な
い
こ

と
も
な
い
。
長
瀬
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
史
で
は
古
気

候
に
関
わ
る
史
資
料
の
少
な
さ
か
ら
生
態
環
境
史
を
取
り
入
れ
た
歴

史
研
究
の
素
地
が
殆
ど
無
か
っ
た
点
で
、
本
書
に
は
大
き
な
意
義
が

あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
長
瀬
が
問
題
提
起
と
す
る
の
は
、
イ
ラ
ン
史

の
一
部
で
あ
る
オ
グ
ズ
史
（
テ
ュ
ル
ク
民
族
史
）
の
立
場
か
ら
な
さ

れ
た
ブ
レ
ッ
ト
の
気
候
認
識
へ
の
反
発
に
見
ら
れ
る
認
識
の
相
違
で

あ
る
。
こ
の
点
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
史
内
で
の
議
論
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
テ
ュ
ル
ク
系
民
族

の
移
動
に
関
し
て
も
同
様
の
問
題
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今

後
、
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
ま
さ
に
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
領
分
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
、
総
括
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
の
諫
早
庸
一
が

ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
に
関
わ
る
グ
ラ
ン
ド

セ
オ
リ
ー
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ブ
ル
ー

ス
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
『
大
遷
移
』、
ケ
ネ
ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
『
大
分
岐
』、

そ
し
て
、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ア
ブ
ー
・
ル
ゴ
ド
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
以

前
』（
前
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論
）
と
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
リ
ー
バ
ー
マ

ン
『
奇
妙
な
並
行
』
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
か
ら
生
じ
た
「
一
四

世
紀
の
危
機
」
論
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
に
お
け
る
再
構
築
を
試
み
る
と

同
時
に
、
従
来
の
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
に
お
け
る
無
意
識
的
な
ユ
ー

ロ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の

「
一
四
世
紀
の
危
機
」
を
考
え
る
上
で
中
核
と
な
る
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
環
境
史
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、
ニ
コ
ラ
・
デ
ィ
・
コ
ス
モ
の
研

究
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
本
特
集
で
は
メ
イ
ン
テ
ー

マ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
な
る
「
疫
病
に
よ

る
社
会
危
機
」
の
問
題
を
モ
ニ
カ
・
グ
リ
ー
ン
に
よ
る
最
新
の
研
究

を
基
に
概
観
す
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
を
俯
瞰
し
た
上
で
、
諫
早
が
唱

え
る
の
は
、「
一
四
世
紀
の
危
機
」
は
単
に
一
四
世
紀
だ
け
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
四
世
紀
の
危
機
に

至
る
前
段
階
の
一
三
世
紀
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
長
期
持
続
的
な

観
点
か
ら
「
一
四
世
紀
の
危
機
」
を
捉
え
、
さ
ら
に
は
中
塚
の
示
唆

す
る
変
動
の
「
周
期
性
」
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

空
間
的
に
は
、
空
白
地
帯
で
あ
る
中
央
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
の
デ
ー

タ
や
各
地
域
間
の
相
関
性
に
よ
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
も
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
特
集
は
、「
一
四
世
紀
の
危
機
」
と
い
う
問

題
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
的
観
点
か
ら
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
各
地
域
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
古
気
候
学
と
歴
史
学

の
双
方
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
研
究
状
況
で
あ
る
の
か
、
相
互
理

解
と
共
通
認
識
を
深
め
る
た
め
の
研
究
動
向
紹
介
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
を
専
門
と
す
る
大

貫
俊
夫
（
東
京
都
立
大
学
）
が
加
わ
る
。

　
最
後
に
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
克
服
す
べ
き
点
を
２
、３
点
あ
げ
て

お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
古
気
候
学
か
ら
見
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
を
俯

瞰
し
た
際
の
、
東
南
ア
ジ
ア
史
・
南
ア
ジ
ア
史
の
研
究
蓄
積
の
希
薄

さ
で
あ
る
。
中
央
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
気
候
デ
ー
タ
と

研
究
の
空
白
は
既
に
長
瀬
・
諫
早
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
そ
れ
以
上
に
ユ
ー

ラ
シ
ア
史
研
究
と
の
リ
ン
ク
が
薄
い
と
言
え
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

「
長
い
一
四
世
紀
」
と
し
て
の
一
三
世
紀
を
考
え
る
際
に
、
や
は
り

一
五
・
一
六
世
紀
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
特
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

の
分
裂
と
衰
退
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
中
国
の
状
況
ば
か
り
が
注
目

さ
れ
、
元
朝
が
大
都
を
放
棄
し
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
へ
北
帰
し
た
以
後

の
い
わ
ゆ
る
「
北
元
」
の
状
況
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
果
た
し
て
、
中
国
に
拠
点
を
置
い
て
い
た
時
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代
と
北
帰
し
た
モ
ン
ゴ
ル
と
で
は
社
会
的
危
機
の
認
識
内
容
に
差
異

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
特
集
で
も
し
ば
し
ば
遊
牧
社
会
と
定

住
社
会
の
相
克
が
問
題
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

北
元
以
後
の
気
候
変
動
と
社
会
の
相
関
関
係
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代

を
見
る
際
に
も
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


