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163ソ連崩壊・解体論をめぐって

ソ
連
邦
が
崩
壊
し
て
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。
崩
壊
は
、
既
に
所
与
の
事
実
と
な
っ
た
が
、
そ
の
様
々
な
側
面
と
全
体
と
し
て
の
意
味

を
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
お
い
て
、
ま
た
与
え
た
影
響
ゆ
え
に
世
界
史
に
お
い
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
な
お
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
う

し
た
性
格
を
持
つ
仕
事
は
、
こ
の
間
既
に
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
き
た
（
例
え
ば
⑳
、
⑭
。
以
下
九
数
字
は
参
考
文
献
の
番
号
、
漢
数
字
は

頁
数
を
表
す
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
思
想
、
政
治
、
そ
し
て
社
会
主
義
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
共
同
体
と
い
っ
た
人
類
史
に

関
わ
る
問
題
の
大
き
さ
の
故
に
、
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
の
進
展
を
見
せ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
ロ
シ
ア
史
研
究
の
最
も
代

表
的
な
学
会
誌
で
あ
る
百
シ
ァ
史
研
究
」
で
も
、
ソ
連
社
会
主
義
の
最
後
の
時
期
を
扱
っ
た
論
考
は
、
わ
ず
か
し
か
な
く
、
ま
た
旧
ソ

連
・
地
域
研
究
の
性
格
を
持
つ
日
本
国
際
問
題
研
究
所
の
「
ロ
シ
ア
研
究
」
も
、
ソ
連
解
体
十
年
の
節
目
に
あ
た
る
二
○
○
一
年
秋
号
は

既
に
エ
リ
ッ
ィ
ン
後
に
関
心
を
移
し
て
、
プ
ー
チ
ン
政
権
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
ソ
連
崩
壊
後

の
ロ
シ
ア
研
究
は
、
勿
論
そ
こ
に
社
会
史
な
ど
の
新
し
い
問
題
設
定
と
ア
プ
ロ
ー
チ
が
み
ら
れ
る
に
せ
よ
、
大
ま
か
に
は
ロ
シ
ア
帝
国
期

［
は
じ
め
に
］

ソ
連
崩
壊
・
解
体
論
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
そ
の
序
論
的
覚
書

加

納
格
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を
一
つ
の
群
、
ソ
連
ス
タ
ー
リ
ン
期
を
一
一
つ
め
の
群
、
そ
し
て
ソ
連
解
体
後
の
現
状
を
三
つ
め
の
研
究
群
と
分
か
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ソ

連
の
崩
壊
と
解
体
は
、
さ
し
て
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

振
り
返
る
と
、
ソ
連
末
期
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
、
狭
い
意
味
で
ソ
連
地
域
を
研
究
対
象
と
す
る
者
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
一
般
の

関
心
を
集
め
た
。
な
ぜ
関
心
が
あ
れ
ほ
ど
に
高
ま
っ
た
か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
ソ
連
と
い
う
国
家
が
冷
戦
下
の
国
際
政
治
に
占
め
た

ウ
エ
イ
ト
の
大
き
さ
に
行
き
当
た
る
と
共
に
、
ス
タ
ン
ス
は
支
持
、
好
意
、
嫌
悪
、
拒
絶
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
社
会
主
義

体
制
そ
の
も
の
へ
の
関
心
、
及
び
そ
れ
を
よ
か
れ
、
あ
し
か
れ
体
現
し
た
ソ
連
と
い
う
国
家
へ
の
関
心
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
こ
に
は
、
人
間
の
精
神
的
な
特
性
と
し
て
現
状
か
ら
の
脱
出
志
向
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
」
へ
の
関
心
が
働
い
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
も
し
く
は
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
ソ
連
が
眺
め
ら
れ
た
が
故
に
、
改
革
Ｉ
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
へ

の
関
心
は
、
狭
い
専
門
家
の
枠
を
越
え
て
社
会
現
象
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
旧
ソ
連
地
域
へ
の
関
心
の
急
速
な
低
下
は
、
こ
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
性
そ
の
も
の
の
喪
失
か
ら
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
（
③
）
。
そ
う
考
え
る
と
、
ソ
連
崩
壊
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
単
に
一
つ

の
国
家
体
制
の
終
焉
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
広
い
歴
史
的
、
社
会
的
領
域
に
関
わ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

小
論
は
、
そ
う
し
た
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
ソ
連
の
崩
壊
、
解
体
を
考
え
る
作
業
に
と
り
か
か
る
た
め
、
同
時
進

行
的
に
、
あ
る
い
は
事
前
、
事
後
に
行
わ
れ
た
研
究
を
、
国
家
体
制
、
国
家
構
造
に
つ
い
て
の
議
論
を
中
心
に
概
観
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
連
末
期
を
ロ
シ
ア
史
、
世
界
史
に
位
置
付
け
る
作
業
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
い
ま
だ
客
観
的
な
資
料
が
不
足
す
る
状
況
で
は
手
を
触
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
禁
欲
的
な
姿
勢
の
表
わ
れ
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
研
究
が
否
定
的
に
せ
よ
、
肯
定
的
に
せ
よ
ソ
連
と
い
う
国
家
の
存
在
を
前
提
に
し
て
き
た
以
上
、
そ
の
ソ

連
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
小
論
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
さ
ら
な
る
前
段
階
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
主
に
崩
壊
前
に
書
か
れ
た
ソ
連
体
制
論
、
第
二
章
で
ソ
連
解
体
を
め
ぐ
る
議
論
、
第
三
章
で
ソ
連
解
体
後
ロ

シ
ア
の
連
邦
形
成
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
す
る
。
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165ソ連崩壊・解体論をめぐって

成
立
か
ら
二
世
代
の
間
に
ソ
連
は
大
き
く
変
化
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
論
じ
方
も
変
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
論
説
を
振
り
返
る
と
、
社
会
主

義
体
制
で
達
成
し
た
も
の
、
逆
に
失
っ
た
も
の
の
評
価
が
分
か
れ
る
が
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
末
期
に
体
制
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
、
何
ら

か
の
改
革
を
必
要
と
し
て
い
た
点
で
は
多
く
の
論
者
に
違
い
は
な
い
。
変
化
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
ソ
連
論
を
見
た
場
合
、
三
つ
の
焦
点

を
看
取
で
き
る
。
第
一
に
歴
史
性
も
し
く
は
個
性
を
重
視
し
、
一
九
一
七
年
革
命
以
前
の
ロ
シ
ア
帝
国
の
歴
史
的
要
因
が
ソ
連
社
会
、
政

治
体
制
を
規
定
し
た
と
す
る
見
方
、
第
二
に
西
欧
体
制
と
の
差
異
性
、
さ
ら
に
は
異
質
性
を
強
調
す
る
見
方
、
そ
し
て
第
三
に
収
敵
性
、

同
一
性
の
要
素
を
強
調
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
焦
点
は
、
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
の
焦
点
が
強
弱
を

置
い
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

第
一
の
焦
点
で
あ
る
歴
史
性
を
強
く
押
し
出
し
た
議
論
は
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
へ
の
関
心
の
広
が
り
な
ど
も
示
す
よ
う
に
現
在
で
は
数

多
い
が
、
こ
こ
で
は
ス
ラ
ヴ
派
、
わ
け
て
も
そ
の
主
張
の
一
貫
性
か
ら
ソ
ル
ジ
マ
ー
ニ
ー
ツ
ィ
ン
の
論
説
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
失
脚
後
ネ
オ
・
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
性
格
を
強
め
た
ソ
連
当
局
と
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
の
対
立
は
、
周
知
の
よ
う
に
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞
受
賞
、
さ
ら
に
「
収
容
所
群
島
」
出
版
問
題
を
め
ぐ
り
最
大
の
緊
張
に
達
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
で
公
刊
さ
れ
た
「
ソ
連
指
導
者
へ

の
手
紙
」
は
、
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
の
ソ
連
体
制
に
対
す
る
究
極
の
弾
劾
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

ー
ッ
イ
ン
が
求
め
た
の
は
、
党
指
導
部
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
Ⅱ
レ
ー
ニ
ン
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
放
棄
と
大
国
政
策
の
転
換
で
あ
っ
た
。
こ

の
提
起
は
、
国
民
党
に
代
わ
る
中
国
共
産
党
の
勃
興
を
ソ
連
外
交
の
失
敗
に
起
因
す
る
と
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
国
際
共
産
主
義
運
動
の

領
袖
の
地
位
を
中
国
に
譲
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
屈
折
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
書
簡
は
、
「
先
進
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
黒

い
旋
風
は
、
前
世
紀
の
末
に
西
欧
か
ら
わ
が
国
に
襲
い
か
か
り
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
を
し
た
た
か
に
引
き
裂
き
、
荒
廃
さ
せ
た
」
と
述
べ
て

Ｔ
］
ソ
連
体
制
論
の
整
理
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そ
の
後
、
国
外
追
放
を
経
て
帰
国
後
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
政
治
的
主
張
を
早
く
も
明
示
し
て
い
る
こ
う
し
た
考
え
は
、
当
時
「
異
論

派
」
と
さ
れ
て
い
た
人
々
の
間
で
波
紋
を
呼
ん
だ
。
サ
ハ
ロ
フ
は
、
と
く
に
他
の
民
族
を
考
慮
せ
ず
、
ロ
シ
ア
民
族
の
み
が
ス
タ
ー
リ
ン

の
圧
制
の
被
害
者
と
す
る
論
述
、
ま
た
専
制
を
ロ
シ
ア
の
運
命
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
強
い
不
満
を
表
し
た
と
い
わ
れ
る
（
⑳
七
○
）
。

こ
の
軋
礫
は
、
後
の
、
殊
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
生
じ
る
体
制
批
判
派
の
分
化
を
既
に
指
し
示
し
て
い
る
。

第
二
の
差
異
性
、
も
し
く
は
異
質
性
を
強
調
し
た
見
解
の
極
み
は
、
や
は
り
米
ソ
冷
戦
を
背
景
に
し
て
主
張
さ
れ
た
全
体
主
義
論
と
い

え
よ
う
。
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
有
名
な
定
式
化
で
は
、
全
体
主
義
体
制
を
他
か
ら
区
別
す
る
指
標
は
、
①
全
体
主
義
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
、
②
独
裁
者
個
人
が
指
導
す
る
単
一
政
党
、
③
秘
密
警
察
、
④
マ
ス
コ
ミ
へ
の
独
占
統
制
、
⑤
武
器
の
独
占
、
⑥
組
織
の
独

ソ
ル
ジ
ェ
ー
ー
ー
ツ
ィ
ン
の
以
上
の
議
論
は
、
産
業
発
展
主
義
の
限
界
か
ら
維
持
的
発
展
を
説
く
の
で
あ
り
、
環
境
論
と
い
う
観
点
か
ら

い
え
ば
現
代
的
で
普
遍
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
想
は
、
ま
た
民
主
主
義
を
も
西
欧
発
展
モ
デ
ル
と
し
て
否
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
（
米
国
の
よ
う
じ
四
年
ご
と
に
全
国
民
が
選
挙
戦
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
た
り
、
戦
争
の
ざ
な
か
に
国
防

省
の
文
書
を
盗
み
出
し
た
者
を
無
罪
と
す
る
よ
う
な
、
さ
ら
に
少
数
党
に
よ
っ
て
勢
力
関
係
が
左
右
さ
れ
、
自
ら
の
分
け
前
だ
け
を
図
る

職
能
集
団
が
横
行
す
る
よ
う
な
体
制
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
は
、
飛
躍
し
て
専
制
が
ロ
シ
ア

の
運
命
だ
と
提
起
す
る
。
ロ
シ
ア
は
専
制
を
運
命
付
け
ら
れ
て
お
り
、
問
題
は
「
い
か
な
る
専
制
」
な
の
か
で
あ
る
（
⑨
二
五
、
二
八
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
西
欧
発
展
の
基
盤
で
あ
る
産
業
主
義
、
科
学
技
術
、
そ
の
進
歩

信
仰
へ
の
批
判
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
文
明
論
的
展
望
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
「
無
限
の
進
歩
は
、
熱
に
う
か
さ
れ
た
者
の
神
話
」
で
あ
り
、

「
経
済
成
長
は
不
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
破
滅
の
因
と
な
る
」
、
必
要
な
の
は
、
「
恒
常
的
成
長
の
経
済
で
は
な
く
、
恒
常
的
水
準

維
持
の
経
済
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
ロ
シ
ア
は
東
欧
、
ム
ス
リ
ム
圏
か
ら
後
退
す
る
代
わ
り
に
東
北
地
域
に
進
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
運
命
だ
と
提
起
す
る
。

（
１
）
 

六
一
二
－
六
四
、
六
六
）
。

し、
｡ 
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し
か
し
、
こ
う
し
た
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
全
体
主
義
論
は
、
こ
の
体
制
が
二
十
世
紀
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
「
新
奇
な
」
性
格

を
持
つ
と
い
う
点
で
は
共
通
し
た
評
価
を
有
し
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
全
体
主
義
支
配
と
は
「
無
法
」
Ⅱ
テ
ロ
ル
の
支
配
で

あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
を
可
能
に
し
、
そ
の
中
に
住
む
人
間
と
は
無
関
係
に
「
支
配
し
て
い
る
法
則
に
順
応
し
て
動
く
世
界
を

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
主
義
、
ポ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
共
産
主
義

で
あ
り
、
ま
っ
た
く
類
例
の
な
い
歴
史
現
象
、
運
動
、
つ
ま
り
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
異
質
の
政
治
体
制
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
（
①
第
三
巻

二
七
八
）
。
こ
れ
ら
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
全
体
主
義
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
成
立
し
、
そ
の
死
後
も
変
わ
ら
ず
ソ
連
体
制
の
根
幹
を
成

動
員
、
一

い
よ
う
。

占
的
統
制
の
六
点
で
あ
っ
た
（
⑪
）
。
こ
の
指
標
は
、
ソ
連
を
全
体
主
義
と
し
て
論
じ
る
出
発
点
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
ま
た
要
素
の
羅
列
と
暖
昧
さ
の
た
め
に
支
持
者
か
ら
も
批
判
を
受
け
て
き
た
。
シ
ャ
ピ
ロ
に
よ
れ
ば
、
五
十
年

代
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
六
点
症
候
群
」
は
既
に
分
析
の
妨
げ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
体
制
の
根
幹
と
い
え
る
「
輪
郭
」
と
、
用
い
ら
れ
る

「
支
配
の
道
具
」
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
輪
郭
」
と
は
指
導
者
の
存
在
、
法
秩
序
の
従
属
化
、
私
的
道
徳
に
対
す
る
統
制
、

動
員
、
大
衆
的
正
統
性
で
あ
り
、
「
道
具
」
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
党
、
国
家
行
政
機
構
で
あ
る
（
⑦
三
五
）
。
こ
の
批
判
は
あ
た
っ
て

第
三
の
収
敵
性
の
見
解
と
し
て
は
、
古
典
と
も
い
う
べ
き
ベ
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
が
あ
る
。
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
史
的
唯
物
論
は
、

産
業
社
会
化
、
歴
史
研
究
の
深
化
、
国
際
共
産
主
義
運
動
の
多
中
心
化
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
変
化
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け

産
業
社
会
化
は
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
を
問
わ
ず
、
類
似
の
様
相
を
社
会
に
生
み
出
す
。
重
要
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
い
う
私

有
か
、
国
有
か
と
い
っ
た
所
有
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
経
営
の
社
会
に
と
っ
て
の
あ
り
方
、
社
会
的
機
能
で
あ
っ
て
、
経
営
は
技
術
の
関

数
と
な
る
。
「
産
業
社
会
は
自
然
と
労
働
に
対
す
る
新
し
い
態
度
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
社
会
で
は
専
門
的
技
能
と
教
育

が
社
会
的
移
動
の
基
準
と
な
っ
て
、
技
術
、
専
門
的
知
識
を
持
つ
「
新
し
い
階
級
」
が
支
配
的
と
な
る
。
そ
し
て
政
治
体
制
は
諸
集
団
が

し
て
い
る
。

Hosei University Repository



168 

ベ
ル
は
、
産
業
社
会
に
よ
る
社
会
発
展
の
こ
う
し
た
同
質
化
と
と
も
に
、
ソ
連
に
お
け
る
現
実
政
策
の
変
化
と
人
々
の
意
識
の
脱
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
化
に
も
注
目
し
た
。
前
者
は
、
消
費
財
分
野
に
お
い
て
は
計
画
経
済
が
消
滅
し
、
社
会
主
義
的
市
場
経
済
理
論
創
出
の
動
き
が

あ
る
こ
と
、
労
働
価
値
説
が
事
実
上
放
棄
さ
れ
、
利
潤
尺
度
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
（
リ
ー
ベ
ル
マ
ン
改
革
）
を
指
し
て
い
る
。

後
者
は
、
統
一
教
義
と
し
て
マ
ル
ク
ス
Ⅱ
レ
ー
ニ
ン
主
義
が
解
体
し
つ
つ
あ
り
、
「
西
洋
思
想
の
多
様
な
伝
統
」
を
再
統
合
す
る
可
能
性

特
権
配
分
を
求
め
る
競
争
の
場
と
な
り
、
経
済
が
政
治
に
優
越
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
こ
そ
が
経
済
に
対
し
て
優
越
す
る
。
「
社
会
の

官
僚
制
化
」
と
い
う
過
程
は
資
本
主
義
に
も
社
会
主
義
に
も
共
通
す
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
段
階
移
行
は
生
じ

な
い
Ｃ 

雁史性(側性）

Ａ 
図

■ 
、

〈
、

＜ 

、
、
！ 

Ｂ 

驚異性(異質性）

Ｃ 

リヤヒ(収敬ｆｌｉ

咽
尺
度
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
（
リ
ー
ベ
ル
マ
ン
改
革
）
を
指
し
て
い
る
。

一
義
が
解
体
し
つ
つ
あ
り
、
「
西
洋
思
想
の
多
様
な
伝
統
」
を
再
統
合
す
る
可
能
性

が
表
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
こ
う
し
た
解
体
を
受
け

て
人
々
は
、
現
実
社
会
に
お
い
て
「
極
限
状
態
を
生
き
る
」
の
で
は
な
く
、
「
仕

事
・
家
庭
。
近
隣
・
友
愛
ク
ラ
ブ
な
ど
に
生
活
を
区
分
」
し
、
部
分
に
お
い
て
生

き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
個
人
の
生
活
を
規
定
す
る
よ
う
な

社
会
で
は
な
く
、
「
部
分
」
が
許
容
さ
れ
る
社
会
、
一
種
の
市
民
社
会
的
な
あ
り

方
が
ソ
連
に
お
い
て
も
出
現
し
つ
つ
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
も
し
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
福
祉
国
家
の
容
認
、
権
力
の
分
権
化
を

望
ま
し
い
と
す
る
志
向
、
混
合
経
済
体
制
、
多
元
的
政
治
体
制
に
あ
る
な
ら
ば
、

ソ
連
社
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
と
収
敵
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
⑰
二
六
二
）
。

以
上
の
三
つ
の
立
場
は
、
相
互
排
他
的
に
上
図
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
様
々
な
議
論
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
中
で
、
ロ
シ
ア
の
個
性
と
専
制
要
素
を
重
視
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
発
展
と
の
相
違
を
見
る
立
場
は
、
し
ば
し
ば
ソ
連
体
制
の
権
威
主

義
的
性
格
を
ロ
シ
ア
帝
国
の
皇
帝
専
制
統
治
か
ら
継
承
さ
れ
た
と
説
明
し
て
き
た
（
辺
Ａ
Ｂ
）
。
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
パ
ィ
プ
ス
は
、

一
九
世
紀
八
十
年
代
ま
で
に
、
ロ
シ
ア
帝
国
に
は
政
治
を
政
府
の
排
他
的
領
域
と
し
、
そ
の
排
他
性
を
政
治
警
察
の
活
動
に
よ
っ
て
守
る

警
察
国
家
の
諸
要
素
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
外
国
旅
行
な
ど
の
抜
け
道
が
あ
っ
た
帝
政
国

家
か
ら
、
権
力
掌
握
後
ま
も
な
く
し
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
そ
れ
ま
で
の
抜
け
道
を
閉
ざ
し
て
警
察
国
家
の
技
術
を
採
用
し
た
。
一
九

一
一
七
年
刑
法
典
の
反
国
家
罪
条
項
は
、
「
定
義
の
幅
に
お
い
て
も
、
刑
罰
の
過
酷
さ
に
お
い
て
も
帝
政
下
に
導
入
さ
れ
て
い
た
も
の
と
実

態
的
に
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
」
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
と
っ
て
非
常
事
態
、
臨
時
法
の
み
が
「
知
っ
て
い
た
唯
一
の
ロ
シ

（
ど
）

ア
憲
法
」
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
体
制
は
「
帝
政
の
ミ
ラ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
⑲
一
一
一
一
一
、
一
一
一
一
七
－
一
一
一
一
八
）
。

バ
イ
プ
ス
の
議
論
は
国
家
性
格
に
着
目
す
る
議
論
だ
が
、
ダ
ニ
エ
ル
ズ
、
ウ
エ
ッ
ソ
ン
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
帝
政
期
の
政
治
文
化
を

受
け
継
ぎ
、
体
制
化
し
た
と
論
じ
た
。
彼
ら
の
議
論
の
出
発
点
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
党
組
織
論
に
置
か
れ
て
い
る
。
ウ
エ
ッ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

ソ
連
体
制
の
一
つ
の
特
徴
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
当
初
か
ら
持
っ
て
き
た
エ
リ
ー
ト
性
Ⅱ
前
衛
党
概
念
と
、
反
西
欧
的
志
向
を
体
制
化

し
た
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
機
能
的
に
は
「
伝
導
ベ
ル
ト
」
的
な
集
権
体
制
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
党
の
支
配

エ
リ
ー
ト
を
越
え
る
大
き
な
支
配
集
団
と
し
て
ロ
シ
ア
人
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
．
九
一
七
年
以
前
に
は
ロ
シ
ア
人
は
、
専
制
を

帝
国
を
ま
と
め
上
げ
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
と
し
て
受
け
入
れ
た
」
が
、
「
今
彼
ら
は
、
同
じ
理
由
で
党
の
支
配
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
」
（
⑳
’
’
七
三
’
二
七
五
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ニ
エ
ル
ズ
は
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
ロ
シ
ア
の

専
制
的
な
習
慣
の
継
続
と
い
う
点
で
論
点
を
同
じ
に
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
内
戦
の
影
響
と
工
業
化
社
会
が
伴
う
一
般
的
趨
勢
を
指
摘
し

て
い
る
・
ロ
シ
ア
は
、
西
欧
の
外
に
あ
っ
て
西
欧
文
化
の
衝
撃
か
ら
そ
れ
に
沿
っ
て
自
ら
を
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
国
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
競
争
の
異
常
と
独
立
的
労
働
組
合
か
ら
自
由
で
あ
る
の
で
実
際
に
は
よ
り
完
全
に
官
僚
的
と
な
っ
た
」
。
ま
た
新
参
の
工
業

国
で
あ
る
が
、
「
社
会
的
秩
序
の
集
中
化
へ
の
適
応
と
近
代
工
業
の
持
つ
規
律
的
論
理
」
に
お
い
て
他
の
諸
国
を
越
え
出
る
こ
と
に
な
っ
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た
（
⑫
一
一
一
一
一
一
一
’
一
一
一
二
五
）
。
ダ
ニ
エ
ル
ズ
の
議
論
は
、
経
済
の
近
代
化
、
工
業
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
持
つ
普
遍
的
性
格
の
極
端
な
表
れ
を

ソ
連
体
制
の
特
徴
と
す
る
点
に
意
味
が
あ
る
。
パ
ィ
プ
ス
、
ウ
エ
ッ
ソ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
ズ
の
議
論
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
相
違
を
持
つ

（
細
）

が
、
い
ず
れ
も
歴
史
性
が
ソ
連
体
制
の
専
制
的
性
格
を
生
ん
だ
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
体
制
の
異
質
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
時
代
の
推
移
と
共
に
同
一
性
の
要
素
が
強
ま
る
と
す
る
見
方
が
ハ
ブ
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
た
。
ハ
ブ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
死
後
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
ら
の
全
体
主
義
の
「
六
点
症
候
群
」
の
内
四
点
が
既
に
ソ
連
社
会
の
現
実

と
ず
れ
を
生
じ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
弛
緩
、
後
継
指
導
者
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
的
な
指
導
方
法
の
放
棄
、
政
党
の
大

衆
化
、
政
治
蕃
察
の
役
割
の
限
定
、
マ
ス
コ
ミ
の
一
定
の
開
放
、
非
正
統
思
想
の
一
定
の
通
流
で
あ
る
。
ハ
ブ
に
よ
れ
ば
、
六
十
年
代
に

多
く
の
同
意
を
得
た
全
体
主
義
モ
デ
ル
は
役
割
を
終
え
た
。
代
え
て
ハ
ブ
が
提
起
し
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
「
制
度
的
多
元

主
義
」
に
よ
る
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
解
任
以
降
、
ソ
連
で
は
「
権
力
の
拡
散
」
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
利
害
の

多
元
化
を
伴
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
西
側
社
会
に
あ
る
よ
う
な
利
害
の
多
元
主
義
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
利
害
が
制
度
を
通

じ
て
表
明
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
多
元
主
義
は
「
制
度
的
多
元
主
義
」
の
特
徴
を
有
す
る
の
で
あ
る
（
⑯
五
一
一
○
、
五
四
七
、
五
四
八
）
。

こ
の
ハ
ブ
の
議
論
は
、
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
ら
の
全
体
主
義
規
定
が
既
に
有
効
性
を
失
っ
た
と
す
る
点
で
は
シ
ャ
ピ
ロ
と
一
致
す
る
が
、

一
元
的
社
会
か
ら
西
側
が
特
徴
と
す
る
多
元
主
義
へ
変
化
す
る
と
理
解
す
る
点
で
、
図
の
辺
Ｂ
Ｃ
上
に
あ
る
見
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
歴
史
性
が
与
え
る
規
定
的
影
響
を
認
め
る
点
で
ベ
ル
と
は
異
り
な
が
ら
、
な
お
ソ
連
の
発
展
方
向
と
し
て
は
西
側
と
同
様
の

性
格
を
持
つ
と
す
る
見
方
を
見
て
お
こ
う
（
辺
Ｃ
Ａ
）
。
大
ま
か
に
は
「
近
代
化
論
」
と
一
括
で
き
る
こ
の
見
方
は
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
Ⅱ
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
枯
渇
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
共
通
し
な
が
ら
、
西
側
体
制
、
「
近
代
化
」
へ
の
態
度
に
よ
っ

て
と
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
様
と
な
る
。

｜
っ
の
見
方
は
、
社
会
主
義
の
平
等
主
義
の
建
て
前
に
対
し
て
「
現
存
す
る
社
会
主
義
」
に
西
側
と
同
じ
く
支
配
エ
リ
ー
ト
が
存
在
す

る
こ
と
を
示
し
た
エ
リ
ー
ト
Ⅱ
大
衆
論
で
あ
る
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
憲
法
の
「
全
人
民
的
国
家
」
論
に
対
し
て
ヴ
オ
ス
レ
ン
ス
キ
ー
は
、
そ
の
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体
制
に
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
と
い
う
特
権
層
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
共
産
主
義
は
、
「
一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
」
で
あ
っ
て
、
「
新
し
い
支
配
者
が
古
い
支
配
者
を
土
台
か
ら
覆
す
た
め
の
挺
子
」
で
あ
り
、
「
国
有
化
は
搾
取
の
廃
止
で
は

な
く
、
単
な
る
形
態
の
変
化
」
で
あ
る
。
搾
取
の
こ
の
維
持
に
よ
り
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
は
、
剰
余
価
値
の
分
け
前
を
個
人
的
に
受
け

取
っ
て
い
る
（
②
一
一
三
、
一
九
一
）
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
裏
返
し
て
、
西
側
の
社

会
と
違
い
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
の
見
方
と
し
て
は
、
ソ
連
を
現
代
国
家
が
直
面
す
る
問
題
を
共
有
す
る
と
み
る
考
え
で
あ
る
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
末
期
を
分
析
し
た
ピ

ア
ラ
ー
は
、
ソ
連
は
か
つ
て
待
っ
て
い
た
魅
力
を
消
失
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
枯
渇
し
た
と
す
る
。
ま
た
バ
ー
ン
ズ
は
、
八
十
年
代

初
め
に
ソ
連
が
変
革
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
伝
統
的
社
会
の
近
代
化
に
成
功
し
、
経
済
成
長
を
長
期
に
わ
た
り
推
進
し

た
こ
と
、
民
族
問
題
の
解
決
と
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
そ
の
安
定
に
大
き
な
精
力
を
注
い
で
き
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
西
側
社

会
で
も
七
十
年
代
以
降
国
家
統
合
に
対
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
異
議
申
し
立
て
が
増
加
し
た
が
、
こ
れ
は
、
近
代
化
の
も
と
で
東
側
、
西

側
を
問
わ
ず
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る
現
代
国
家
と
社
会
へ
の
共
通
の
関
心
で
ソ
連
を
見
る
立
場
で
あ
り
、
い
わ
ば
社
会
主
義
と
い
う

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
低
め
る
立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
⑧
上
四
八
、
下
四
○
三
）
。

第
三
の
見
方
は
、
二
十
世
紀
と
い
う
時
代
の
中
で
と
ら
え
る
見
方
で
あ
る
。
前
世
紀
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
国
家
の
役
割
を
重
視
す
る

ス
テ
ィ
ー
ア
ィ
ズ
ム

「
国
家
中
、
心
主
義
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
個
別
の
表
れ
と
し
て
ソ
連
が
理
解
さ
れ
る
。
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
資
本
主
義
で
も
、

社
会
主
義
で
も
な
い
新
し
い
生
産
様
式
が
世
界
に
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
「
国
家
的
生
産
様
式
」
で
あ
る
と
し
た
（
⑱
一
五
六
）
。

和
田
春
樹
は
、
こ
の
見
方
を
発
展
さ
せ
、
レ
ー
ニ
ン
は
ド
イ
ツ
戦
時
経
済
の
国
家
独
占
資
本
主
義
を
革
命
国
家
が
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
と

み
な
し
た
と
考
え
た
。
和
田
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ニ
ン
が
打
ち
出
し
た
の
は
、
「
国
家
主
義
と
し
て
の
社
会
主
義
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
を

目
指
す
国
家
主
義
」
で
あ
っ
た
（
⑫
二
八
一
、
後
に
⑭
、
ま
た
⑮
）
。

第
三
の
見
方
に
関
わ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
受
け
た
見
通
し
は
、
石
井
規
衛
、
塩
川
伸
明
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
石
井
は
、
ソ
連
社
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会
主
義
を
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
の
世
界
の
「
一
種
の
縮
図
」
と
し
て
と
ら
え
る
文
明
論
的
な
観
点
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
十
九
世
紀
は
「
バ
ク
ス
・
プ
リ
タ
ニ
カ
」
、
二
○
世
紀
は
「
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」
の
文
明
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
「
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
」
に
対
抗
し
た
の
が
「
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
」
、
言
い
換
え
る
と
「
初
期
現
代
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
一
つ
の
表
れ
が
「
文
明
と
し
て
の
ソ
連
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
十
世
紀
に
至
り
全
面
的
に
そ
の
姿
を
現

し
た
「
大
衆
社
会
」
で
あ
る
（
⑪
）
。
ま
た
塩
川
伸
明
は
、
経
済
、
政
治
、
文
化
の
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
「
現
存
し
た
社
会
主
義
」
の

原
理
的
考
察
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
に
と
ど
ま
ら
ず
社
会
主
義
体
制
は
、
大
多
数
が
「
国
家
権
力
を
挺
子
と
し
た
強
行
的

近
代
化
」
を
遂
行
し
た
。
こ
の
場
合
「
近
代
化
」
と
は
、
社
会
経
済
的
に
は
「
工
業
化
・
都
市
化
・
公
教
育
普
及
」
、
政
治
的
に
は
「
国

民
国
家
」
化
を
中
心
概
念
と
し
、
近
代
的
官
僚
制
、
財
政
制
度
、
国
民
軍
創
出
、
「
国
民
」
観
念
成
立
、
政
治
参
加
拡
大
な
ど
の
要
素
で

定
義
さ
れ
る
。
（
⑳
八
三
、
二
九
九
、
三
一
八
）
。

以
上
か
ら
は
、
一
部
を
除
け
ば
ソ
連
体
制
論
は
、
近
代
化
論
の
枠
組
み
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
主
義
社
会

一
般
の
特
徴
と
さ
れ
た
「
不
足
」
経
済
、
「
や
み
経
済
」
、
ま
た
「
自
由
の
不
足
」
も
、
そ
の
「
不
足
」
、
「
不
十
分
さ
」
は
あ
る
意
味
で
近

代
西
欧
基
準
か
ら
す
る
判
断
で
も
あ
っ
た
（
⑤
）
。
ま
た
全
体
主
義
論
か
ら
、
ソ
連
を
近
代
化
を
と
げ
た
国
家
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
分
析
す
る
者
が
出
て
き
た
。
本
家
本
元
と
も
い
え
る
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
も
後
に
は
、
共
産
主
義
の
複
数
政
党
制
民
主
主
義
へ

の
発
展
と
、
逆
に
複
数
政
党
制
民
主
主
義
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
Ⅱ
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
穏
健
で
建
設
的
な
側
面
の
取
り
込
み
を
唱
え
、
地
球
規

模
の
社
会
民
主
主
義
を
展
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
⑯
三
四
三
）
。

し
か
し
、
他
方
で
一
部
を
除
い
て
、
以
上
の
ソ
連
分
析
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
連
邦
体
制
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
ソ
連
解
体

後
の
議
論
で
あ
る
塩
川
の
議
論
、
及
び
歴
史
実
態
分
析
を
抜
き
に
ロ
シ
ア
人
支
配
と
い
う
帝
国
支
配
を
想
定
し
た
ウ
エ
ッ
ソ
ン
を
除
け
ば
、

民
族
問
題
は
、
分
離
・
独
立
問
題
、
人
権
擁
護
を
課
題
と
す
る
社
会
運
動
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
き
た
が
、
ソ
連
体
制
固
有
の
問
題
と
し

（
４
）
 

て
は
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
党
体
制
と
い
う
統
治
の
あ
り
方
が
「
国
家
体
制
」
と
し
て
連
邦
制
の
問
題
を
検
討
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す
る
志
向
を
疎
遠
と
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
情
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
始
ま
っ
た
後
も
、
関
心
は
主
に
ソ
連
体
制

の
民
主
化
如
何
に
向
け
ら
れ
た
の
で
大
き
く
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
を
評
し
て
複
数
政
党
制
度
を
導
入
す
る

リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
者
で
は
な
い
と
い
っ
た
内
容
の
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ァ
ー
は
、
五
年
後
に
は
ソ
連
解
体
を
踏
ま

え
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
研
究
の
反
省
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
⑭
一
○
、
⑱
一
一
三
八
）
。

こ
う
し
て
ソ
連
体
制
と
そ
の
統
合
、
就
中
連
邦
制
度
の
問
題
は
、
民
族
問
題
と
し
て
は
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
国
家
解
体
に
つ
な
が
る
問

題
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
過
程
に
お
い
て
展
開
し
た
問
題
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。ソ
連
共
産
党
書
記
長
と
し
て
臨
む
第
二
七
回
党
大
会
の
直
前
、
八
六
年
二
月
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
機
関
紙
「
ユ
マ

ニ
テ
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
。
そ
の
中
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
、
「
ソ
連
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
残
漣
は
克
服
さ
れ
て
い
る
の

か
」
と
ソ
連
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
存
在
を
問
う
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
当
時
国
際
的
な
評
価
を
高
め
て
い
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の

改
革
性
格
を
計
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
対
し
て
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
答
え
は
、
ヨ
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
」
と
は
共
産
主
義
に
反
対
す
る
も
の

に
よ
っ
て
考
え
付
か
れ
た
概
念
」
で
あ
っ
て
、
ソ
連
及
び
社
会
主
義
全
体
を
「
黒
く
塗
り
つ
ぶ
す
た
め
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
（
⑮
’
六
二
）
。
こ
の
後
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
姿
勢
は
大
き
く
転
換
し
、
八
九
年
十
一
月
に
『
プ
ラ
ウ
ダ
」
に
発
表
し
た

論
文
で
は
「
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
」
、
「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
た
上
で
、
「
出
来
合
い
の
図
式
に
社
会
を
縛
り
付
け
、

生
活
や
現
実
を
「
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
」
の
図
式
に
追
い
込
む
」
や
り
方
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
た
（
⑥
一
一
三

○
）
。
言
説
の
こ
の
移
り
か
わ
り
に
ソ
連
体
制
が
経
過
し
た
変
化
の
大
き
さ
が
あ
る
意
味
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の

［
Ⅱ
］
ソ
連
解
体
論
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九
五
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
ロ
シ
ア
で
行
わ
れ
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
「
革
命
」
後
の
経
済
改
革
に
つ
い
て
肯
定
す
る
も
の
は
最

大
一
九
％
、
最
小
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
否
定
す
る
も
の
は
最
大
五
二
％
か
ら
最
小
四
七
％
に
分
布
し
、
調
査
対
象
者
の
お
よ
そ

半
数
が
政
府
の
経
済
改
革
を
否
定
的
に
見
る
こ
と
と
な
っ
た
（
⑳
七
）
。
こ
の
否
定
的
評
価
は
、
九
二
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
経
済
改
革
が

結
局
ソ
連
時
代
に
党
、
行
政
、
経
済
機
関
の
要
職
に
あ
っ
た
者
た
ち
に
大
き
な
個
人
利
益
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
連
時

代
の
最
末
期
を
含
め
て
以
降
の
過
程
を
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
に
よ
る
革
命
だ
っ
た
と
い
う
意
見
は
、
情
勢
が
落
ち
着
き
、
エ
リ
ッ
ィ
ン

政
権
に
よ
る
経
済
改
革
の
実
際
が
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
て
定
着
し
た
。

そ
う
し
た
立
場
に
立
つ
論
者
の
一
人
で
あ
る
コ
ッ
ッ
は
、
グ
ラ
ー
ス
ノ
ス
チ
政
策
の
下
で
急
進
化
し
た
若
手
知
識
人
は
自
由
市
場
と
政

治
的
、
市
民
的
自
由
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
政
権
は
「
シ
ョ
ッ
ク
療
法
」
を
彼
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
推
進
し
た

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
価
格
自
由
化
、
金
融
・
財
政
緊
縮
に
よ
る
経
済
安
定
化
、
国
有
企
業
の
民
営
化
と
い
う
新
自
由
主
義
経
済
政
策

し
か
し
、
後
〈

し
て
も
、
革
〈

ぱ
な
ら
な
い
。

１
．
改
革
の
意
味
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

九
一
年
八
月
の
衝
撃
的
な
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
直
後
に
聞
か
れ
た
の
は
、
「
市
民
の
革
命
」
と
い
う
評
価
で
あ
っ
た
。
存
在
し
な
い

か
、
未
成
熟
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
市
民
層
」
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
⑬
）
。
こ
の
見
方
は
、
何
ら
か
の
組

織
に
属
し
て
動
員
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
人
々
が
結
集
し
た
と
い
う
点
で
、
あ
る
面
で
は
当
時
の
激
動
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
が
、

し
か
し
、
後
の
展
開
は
、
そ
う
し
た
見
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
権
力
の
転
換
と
い
う
点
で
「
革
命
」
と
い
う
規
定
は
認
め
ら
れ
る
と

し
て
も
、
革
命
の
性
格
を
決
す
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
展
開
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
誰
が
こ
こ
か
ら
利
益
を
得
た
か
を
検
討
せ
ね

二
年
後
に
ソ
連
は
解
体
を
迎
え
た
。
こ
れ
は
、
同
時
に
ソ
連
が
具
現
し
た
「
社
会
主
義
」
の
終
焉
、
そ
し
て
よ
り
重
要
だ
が
、
一
つ
の
時

代
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
終
焉
を
も
含
意
し
て
い
た
。
そ
れ
を
前
提
に
し
て
解
体
に
関
わ
る
見
方
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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社
会
主
義
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
明
ら
か
と
す
る
コ
ッ
ッ
と
は
異
な
る
が
、
ハ
ブ
も
ソ
連
の
改
革
失
敗
と
解
体
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
考
え

を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
○
’
九
一
年
に
起
こ
っ
た
出
来
事
は
、
第
一
一
の
ロ
シ
ア
革
命
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
一
九
一
七

年
革
命
よ
り
も
、
ま
た
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
よ
り
も
広
範
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
真
の
中
産
階
級
の
革
命
、
つ
ま
り
官
僚
、
生

産
手
段
を
管
理
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
革
命
」
、
「
農
村
住
民
か
ら
都
市
住
民
に
移
行
し
た
人
々
の
革
命
」
で
あ
る
・
中
産
階
級
と
は
、

党
官
僚
、
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ハ
ブ
の
考
え
で
は
、
経
済
改
革
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ッ
ク

療
法
を
断
行
し
た
エ
リ
ッ
ィ
ン
と
、
短
期
間
の
市
場
経
済
移
行
を
唱
え
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
民
営
化
を
強
調
す
る

点
で
変
わ
り
な
く
、
寧
ろ
希
望
は
急
進
的
な
市
場
化
で
は
な
く
、
国
営
企
業
の
漸
進
的
な
改
革
を
提
起
し
た
ル
イ
シ
コ
フ
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
強
力
な
国
家
が
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
ハ
ブ
の
考
え
で
は
、
中
国
の

改
革
モ
ー
ァ
ル
に
近
い
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
、
官
僚
個
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
意
味
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ア

を
柱
と
し
た
が
、
結
果
と
し
て
「
新
国
有
企
業
法
」
、
「
個
人
営
業
法
」
に
よ
る
「
や
や
急
進
的
な
改
革
」
が
行
わ
れ
て
い
た
八
九
年
ま
で

は
鈍
化
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
経
済
は
、
破
滅
的
に
収
縮
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
シ
ョ
ッ
ク
療
法
」
か
ら
旧
国
営
企
業
の
管
理
職
は

利
益
を
得
た
の
に
対
し
て
、
多
く
の
国
民
は
生
活
水
準
の
低
下
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
改
革
以
前
に
は
十
分
比
率
で
最
上
位
所
得
は
最
下

位
の
四
・
五
倍
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
一
一
一
一
・
五
倍
と
な
り
、
全
体
の
一
一
○
％
の
最
高
所
得
層
が
国
民
所
得
の
四
六
・
六
％
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。
所
得
格
差
の
こ
う
し
た
拡
大
に
相
伴
っ
た
の
が
平
均
寿
命
の
低
下
で
あ
っ
た
。
男
性
の
場
合
そ
れ
は
、
九
○
年
の
六

五
．
五
才
か
ら
九
四
年
の
五
七
・
一
一
一
才
に
短
期
間
に
急
激
に
低
下
し
た
。
ソ
連
の
場
合
、
男
性
の
平
均
寿
命
は
女
性
よ
り
も
七
～
八
才
短

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
五
十
年
代
以
降
ほ
ぼ
一
貫
し
て
六
一
一
一
才
前
後
を
維
持
し
て
き
た
の
で
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
政
権
下
の
経
済
改
革
は
ロ
シ

ア
社
会
に
破
滅
的
な
損
失
を
与
え
た
と
い
え
る
。
コ
ッ
ッ
に
よ
れ
ば
、
九
一
年
夏
か
ら
年
末
に
か
け
て
進
め
ら
れ
た
ソ
連
の
解
体
過
程
は
、

ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
階
層
内
部
の
権
力
闘
争
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
「
上
か
ら
の
革
命
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
④
五
○
、
一
一
一
一
、
一
一

八
○
、
⑰
四
○
九
）
。

⑰
四
○
九
）
。
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ナ
ー
キ
ー
な
部
分
と
、
政
府
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
軍
事
へ
の
不
信
と
い
う
ロ
シ
ア
知
識
人
の
特
性
を
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
そ
の
側
近
が
持
っ
て
い

た
こ
と
が
改
革
の
失
敗
し
た
原
因
で
あ
る
（
⑰
一
、
五
、
二
一
、
四
九
二
）
。

こ
の
よ
う
に
九
○
年
か
ら
の
政
治
過
程
と
九
一
年
夏
以
後
の
経
済
改
革
か
ら
は
「
市
民
の
革
命
」
と
い
う
理
解
よ
り
は
、
む
し
ろ
ノ
メ

ン
ク
ラ
ト
ウ
ー
ラ
の
革
命
と
い
う
方
が
説
得
的
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
変
動
・
循
環
に
関
す
る
社
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
実
際
八
八
年
に
党
、

国
家
、
経
済
組
織
、
文
化
組
織
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
も
の
の
多
く
が
九
三
年
に
も
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
洗
一
（
⑮
六
五
八
）
。

さ
て
ソ
連
の
経
済
体
制
が
「
指
令
経
済
」
、
「
行
政
経
済
」
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
れ
は
自
ず
と
体
制
評
価
と
関
連
す
る
。
こ
の
関
係
で
話

題
を
呼
ん
だ
の
は
、
本
来
十
九
世
紀
思
想
史
を
専
門
と
す
る
マ
ー
チ
ン
・
メ
ィ
リ
ァ
の
議
論
で
あ
っ
た
。

メ
イ
リ
ア
の
主
張
は
、
主
に
は
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
こ
れ
ま
で
の
社
会
科
学
に
よ
る
ソ
連
分
析
は
、
す
べ
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
と

す
る
先
行
研
究
の
全
面
否
定
で
あ
る
。
不
首
尾
の
原
因
は
、
ソ
連
を
大
衆
行
動
の
産
物
で
、
民
主
的
手
続
き
を
経
た
正
統
性
を
持
つ
体
制

と
考
え
た
点
、
ま
た
「
近
代
化
」
の
成
功
例
で
、
そ
の
故
に
発
展
性
を
持
ち
、
永
続
的
だ
と
想
定
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
ス
タ
ー

リ
ン
主
義
は
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
逸
脱
で
あ
り
、
そ
の
逸
脱
が
ど
こ
で
生
じ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
問
題
設
定
、
ネ
ッ
プ
の
正
統

な
後
継
者
は
ブ
ハ
ー
リ
ン
で
あ
る
と
い
う
第
一
の
修
正
主
義
、
「
制
度
的
多
元
主
義
」
で
ソ
連
政
治
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
第
二
の
修
正

主
義
が
登
場
し
た
。
こ
こ
か
ら
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
よ
っ
て
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
近
代
性
」
は
、
よ
う
や
く
完
成
し
、
「
す
べ
て
の
逸
脱
」

を
克
服
し
て
、
「
本
当
の
意
味
の
十
月
革
命
へ
の
回
帰
」
が
行
わ
れ
る
と
誤
っ
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
逆
転
的
結
合
と
い
う
「
ソ
ヴ
ィ
エ
テ
ィ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
メ
ィ
リ
ァ
に
よ
れ
ば
、
土

台
Ⅱ
上
部
構
造
論
、
階
級
闘
争
論
、
資
本
主
義
社
会
批
判
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
西
洋
的
発
展
を
普
遍
化
す
る
一
方
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
を
進
歩
の
主
役
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
普
遍
的
身
分
」
Ⅱ
官
僚
に
置
き
換
え
た
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は

「
こ
う
い
う
人
た
ち
が
い
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
喪
失
状
態
を
な
く
す
た
め
に
必
要
な
大
規
模
な
力
の
源
泉

と
な
る
」
存
在
、
「
本
質
が
喪
失
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
形
而
上
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
具
体
的
な
社
会
的
実
在
で
は
な
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か
つ
た
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
政
府
と
社
会
構
造
の
弱
さ
、
知
識
人
が
も
つ
最
大
限
綱
領
要
求
性
向
と
い
う
「
政
治
文
化
」
を
背
景

に
ロ
シ
ア
に
広
が
り
、
レ
ー
ニ
ン
が
エ
リ
ー
ト
組
織
で
あ
り
つ
つ
、
大
衆
動
員
の
道
具
で
あ
り
、
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
意
識
を
外

部
注
入
す
る
政
党
の
必
要
性
を
唱
え
て
、
マ
ル
ク
ス
の
土
台
Ⅱ
上
部
構
造
論
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
こ
の
超
現
実
的
で
あ
べ
こ

べ
の
論
理
」
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
全
体
主
義
の
論
理
で
あ
り
、
メ
イ
リ
ア
は
、
こ
の
逆
転
的
結
合
を
表
現
す
る
「
ソ
ヴ
ィ
エ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ソ
連
の
歴
史
的
歩
み
を
決
定
し
た
と
す
る
。
一
九
一
七
年
の
時
点
で
は
ロ
シ
ア
に
は
立
憲
民
主
主
義
国
か
共
産
主
義

的
独
裁
国
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
選
択
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
そ
の
後
の
体
制
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
や

り
方
を
踏
襲
す
る
か
、
全
体
制
を
丸
ご
と
放
棄
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
道
し
か
な
く
、
「
八
九
’
九
一
年
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
新
プ
ハ
ー

リ
ン
主
義
」
が
た
ど
っ
た
の
は
後
者
の
道
で
あ
っ
た
。
（
⑲
七
二
’
七
五
、
一
二
六
、
一
一
一
一
○
’
一
四
七
、
一
一
一
○
八
’
一
二
○
九
）
。

メ
ィ
リ
ァ
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
組
み
合
わ
せ
て
創
ら
れ
た
「
遺
伝
コ
ー
ド
」
が
ソ
連
の
歩
み

を
定
め
て
い
た
と
い
う
新
た
な
全
体
主
義
論
で
あ
る
が
、
先
の
図
で
は
、
ハ
ブ
の
ソ
連
論
と
は
逆
に
辺
Ｂ
Ｃ
上
を
点
Ｂ
に
向
か
う
論
理
構

成
を
と
る
点
で
、
目
新
し
く
映
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
近
代
化
へ
の
理
解
を
欠
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
レ
ー

ニ
ン
主
義
が
七
十
年
の
歴
史
過
程
を
決
定
し
た
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
に
思
え
る
。

こ
の
議
論
と
似
て
は
い
る
が
、
よ
り
歴
史
的
要
素
を
重
視
す
る
見
方
は
、
オ
ド
ン
ネ
ル
ら
の
枠
組
み
を
用
い
た
ポ
ヴ
ァ
の
権
威
主
義
体

制
移
行
論
で
あ
る
。
ポ
ヴ
ァ
は
、
共
産
党
構
造
の
解
体
を
権
威
主
義
の
民
主
制
移
行
の
特
有
の
範
鴫
と
し
て
と
ら
え
、
体
制
が
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
、
他
の
成
員
よ
り
も
指
導
者
が
優
越
し
た
政
治
指
導
技
術
を
有
す
る
こ
と
か

ら
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
台
頭
を
説
明
す
る
。
共
産
党
支
配
の
正
統
性
は
、
反
体
制
コ
ス
ト
を
極
め
て
大
き
く
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
る
。
し

か
し
、
強
硬
派
が
当
初
の
黙
認
か
ら
転
じ
て
活
発
化
し
、
改
革
急
進
派
が
台
頭
す
る
こ
と
で
、
中
道
の
改
革
派
指
導
部
は
、
保
守
派
か
ら

↑
プ
ス
ダ
ケ
ル

は
「
大
衆
反
乱
に
対
す
る
保
障
」
、
急
進
派
か
ら
は
「
保
守
派
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
障
害
」
と
見
ら
れ
て
双
方
の
軽
蔑
と
不
信
の
対
象
と

な
る
。
九
一
年
初
め
に
危
機
に
陥
っ
た
理
由
は
、
一
つ
は
保
守
派
が
そ
の
政
治
的
稚
拙
さ
か
ら
選
挙
に
惨
敗
し
て
民
主
政
に
参
加
す
る
機
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会
を
奪
わ
れ
た
こ
と
、
他
方
で
民
主
派
は
「
頭
な
し
の
大
き
な
図
体
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
説
明
さ
れ
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
演
じ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
教
皇
と
ル
タ
ー
の
役
割
」
、
も
っ
と
身
近
な
例
で
は
「
ヤ
ル
ゼ
ル
ス
キ
と
ワ
レ
サ
の
役
割
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
協

定
を
結
ぶ
相
手
と
し
て
可
能
性
を
持
つ
の
は
エ
リ
ッ
ィ
ン
だ
が
、
そ
の
場
合
ロ
シ
ア
共
和
国
に
対
抗
政
府
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
阻
害
要

因
で
あ
る
。
ポ
ヴ
ア
は
、
多
元
的
秩
序
の
形
成
に
有
利
な
条
件
と
し
て
ソ
連
に
お
け
る
教
育
の
進
展
、
都
市
化
、
階
層
化
を
あ
げ
る
が
、

不
利
な
条
件
と
し
て
は
第
一
に
私
営
企
業
、
市
場
の
欠
如
、
第
一
一
に
民
族
の
問
題
、
第
一
一
一
に
民
主
的
伝
統
の
欠
如
が
あ
る
と
指
摘
す
る

（
⑩
一
一
一
二
、
一
一
一
一
一
一
一
－
一
一
一
一
六
）
。

こ
の
よ
う
な
ポ
ヴ
ア
の
議
論
は
、
西
欧
市
民
社
会
の
基
準
か
ら
ソ
連
の
条
件
欠
如
を
と
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
意
味
で
は
こ
れ

ま
で
も
あ
っ
た
西
欧
的
発
展
モ
デ
ル
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
イ
リ
ァ
の
議
論
に
比
べ
る
と
歴
史
的
具
体
的
条
件
を
考
察
に

含
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
メ
イ
リ
ア
に
よ
っ
て
ソ
連
崩
壊
を
「
不
慮
の
事
故
」
と
み
な
し
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
浸
っ
て
い
る
と
批
判

さ
れ
る
ダ
リ
ン
の
立
場
は
、
実
の
と
こ
ろ
体
制
崩
壊
を
広
く
検
討
す
る
可
能
性
を
与
え
て
い
る
。
ダ
リ
ン
は
、
「
遺
伝
コ
ー
ド
」
論
、
内

在
的
改
革
不
可
能
論
は
決
定
論
、
不
可
避
論
で
あ
り
、
神
秘
主
義
的
本
質
論
だ
と
批
判
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
七
年
の
権
力
掌

握
は
、
確
か
に
不
法
な
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
事
実
か
ら
九
一
年
の
事
件
を
引
き
出
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
解
体
が
萌
し
た

八
○
年
代
よ
り
も
過
酷
な
経
験
を
体
制
は
経
て
き
て
お
り
、
大
衆
の
体
制
支
持
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ネ
オ
・
全
体
主
義
の
議
論
は
成
り

立
た
な
い
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
体
制
弛
緩
の
七
点
の
ポ
イ
ン
ト
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
①
支
配
の
弛
緩
、
②
腐
敗
の
広
が
り
、
③

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
腐
食
、
④
多
様
な
価
値
と
社
会
的
病
理
を
生
ん
だ
社
会
の
変
化
、
⑤
外
的
環
境
、
⑥
経
済
的
窮
迫
、
⑦
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

体
制
が
と
っ
た
決
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
整
合
を
欠
き
、
羅
列
的
だ
が
、
体
制
の
崩
壊
を
考
え
る
場
合
、
メ
ィ
リ
ァ
の
「
遺
伝
コ
ー
ド
」

論
よ
り
も
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。
「
未
練
史
観
」
と
椰
楡
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
要
因
を
考
慮
し
て
ソ
連
史
の
時

期
々
々
の
選
択
を
考
え
た
ほ
う
が
、
「
遺
伝
子
」
コ
ー
ド
で
体
制
を
固
定
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
豊
か
な
歴
史
像
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
で
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以
上
か
ら
新
た
な
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
の
登
場
は
確
か
で
あ
る
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
あ
る
時
期
ま
で
カ
ウ
ン
タ
ー
・
エ
リ
ー
ト
の

上
昇
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
は
、
グ
ラ
ー
ス
ノ
ス
チ
政
策
が
進
展
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
が
、
問
題
は
、
ど
の
時
期
か
ら
政
治
、
経
済
、

文
化
の
新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
ソ
連
の
改
革
を
見
限
り
、
そ
の
解
体
、
ロ
シ
ア
の
自
立
化
へ
と
転
じ
た
か
で
あ
る
。
メ
ィ
リ
ァ
の
「
遺
伝
コ

ー
ド
」
論
は
別
に
し
て
、
ソ
連
の
民
主
化
と
い
う
課
題
と
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
時
点
で
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
体
制
解
体
へ
と
決
定
的
に
転
化

し
た
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
で
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
崩
壊
と
い
う
予
期
せ
ざ
る
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
問
題
を
解
明

す
る
こ
と
が
ソ
連
の
崩
壊
・
解
体
の
原
因
を
明
ら
か
と
す
る
必
須
条
件
と
い
え
よ
う
。

先
に
も
引
い
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ァ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
研
究
を
深
刻
に
総
括
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
よ
り
重
要

な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
わ
か
る
特
性
を
持
っ
た
「
確
立
し
た
」
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
…
…
同
時
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
学
の
歴
史
か
ら
出
て
く
る
重
要
な
教
訓
が
研
究
の
意
図
に
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ポ
ス
ト
・
ソ
連

の
持
つ
近
代
化
論
の
特
徴
も
、
新
伝
統
主
義
の
特
徴
も
（
カ
リ
ス
マ
の
特
徴
も
）
、
互
い
に
切
り
離
さ
れ
て
は
実
り
あ
る
研
究
と
は
な
り

え
な
い
。
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
付
け
た
行
為
こ
そ
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
こ
と
が
最
終
的
に
形
を
と
る
体
制
に
お
い
て
い
ず

れ
が
上
位
に
あ
り
、
い
ず
れ
が
従
属
す
る
か
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（
⑳
一
一
三
八
）
。
対
象
に
対
す
る
こ
の
謙
虚
さ
は
、
こ

（
６
）
 

れ
ま
で
の
分
析
が
失
敗
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

あ
る
く
⑭
）
。

２
．
ソ
連
「
帝
国
」
論
と
ロ
シ
ア
統
合
問
題

ア
ル
マ
Ⅱ
ア
ダ
事
件
な
ど
の
民
族
暴
動
を
別
に
し
て
、
し
ば
し
ば
ソ
連
解
体
の
萌
し
と
見
ら
れ
る
の
は
、
エ
ス
ト
ー
ー
ァ
が
一
九
八
八
年

に
行
っ
た
主
権
宣
言
で
あ
る
。
そ
の
後
ソ
連
の
国
家
性
格
を
、
従
来
使
わ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
帝
国
と
規
定
す
る
見
方
が
広

が
っ
た
。
い
ま
や
ソ
連
は
帝
国
で
あ
っ
た
と
い
う
述
べ
方
が
一
般
的
に
も
、
学
術
的
に
も
む
し
ろ
通
例
と
い
う
印
象
も
あ
る
。
ま
た
「
帝
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国
」
と
い
う
規
定
を
Ｅ（
７
）
 

生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

八
八
年
に
提
起
さ
れ
た
ソ
連
の
連
邦
制
度
改
革
が
具
体
化
し
た
の
は
、
九
○
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
九
○
年
春
に
成
立
し
た
一

連
の
法
律
は
、
「
連
邦
離
脱
法
」
、
「
連
邦
・
地
方
権
限
区
分
法
」
、
「
市
民
の
民
族
的
発
展
法
」
な
ど
の
制
度
改
革
を
含
ん
で
い
た
（
⑭
一
一
一

一
一
Ｔ
四
○
）
・
同
じ
時
期
に
憲
法
六
条
の
「
党
の
指
導
性
」
条
項
の
削
除
に
よ
り
、
複
数
政
党
制
が
導
入
さ
れ
、
国
家
元
首
を
最
高
会
議

議
長
と
す
る
体
制
か
ら
大
統
領
制
度
へ
の
移
行
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
に
は
名
目
で
し
か
な
か
っ
た
連
邦
制
度
を
、
条
約
締
結
に

よ
っ
て
現
実
の
連
邦
制
度
に
改
革
す
る
動
き
、
及
び
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
」
と
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た
権
力
の
分
割
・
分
立
原
則
へ

の
移
行
と
い
う
国
家
制
度
の
根
幹
に
か
か
わ
る
二
つ
の
変
化
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
ソ
連
が
国
家
制
度
と
し
て
宣

言
し
、
ま
た
運
用
で
取
り
入
れ
て
き
た
制
度
原
則
が
転
換
し
た
の
で
あ
り
、
体
制
変
化
を
考
え
る
場
合
こ
の
九
○
年
春
が
決
定
的
に
重
要

で
あ
る
。
ま
た
連
邦
中
央
の
こ
う
し
た
改
革
と
並
行
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
で
も
政
治
潮
流
の
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
一
一
月
か
ら
一
一
一
月
に
か

け
て
行
わ
れ
た
ロ
シ
ア
の
人
民
代
議
員
選
挙
で
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
「
民
主
ロ
シ
ア
」
ブ
ロ
ッ
ク
が
ソ
連
中
央
を
回
避
し
、
ロ
シ
ア

で
権
力
を
握
り
、
主
権
宣
言
を
行
な
う
方
針
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
選
挙
後
召
集
さ
れ
た
第
一
回
ロ
シ
ア
人
民
代
議
員
大
会
は
、
最
高
会

議
議
長
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
推
し
た
ポ
ロ
ズ
コ
フ
で
は
な
く
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
を
選
出
し
、
実
際
に
「
主
権
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
に
わ
か
に
ソ
連
を
帝
国
と
規
定
す
る
言
い
方
が
一
般
化
し
た
わ
け
だ
が
、
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
わ
か
り
や

す
い
の
は
、
モ
ス
ク
ワ
公
国
に
発
す
る
ロ
シ
ア
の
膨
張
か
ら
歴
史
的
に
類
推
し
、
そ
の
領
域
と
文
化
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
継
承
し
た

ソ
連
は
当
然
帝
国
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
性
格
に
関
す
る
「
遺
伝
コ
ー
ド
」
論
と
も
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
理

解
は
、
ソ
連
を
少
な
く
と
も
つ
い
最
近
ま
で
は
帝
国
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
点
か
ら
は
奇
妙
で
あ
る
。
ま
た
ソ
連
領
域
内
に
厳
然
と
存
在
し

た
地
域
に
よ
る
経
済
格
差
を
中
央
に
よ
る
辺
境
支
配
か
ら
理
由
付
け
て
、
実
は
帝
国
だ
っ
た
と
説
明
す
る
仕
方
も
あ
る
。
実
際
ソ
連
を
構

な
っ
た
（
⑱
七
二
’
七
四
）
。

と
い
う
規
定
を
与
え
る
こ
と
で
ソ
連
期
、
ソ
連
体
制
を
安
易
に
全
面
的
に
否
定
す
る
傾
向
す
ら
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
現
象
が
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成
し
た
共
和
国
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
の
月
間
所
得
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
一
番
豊
か
な
バ
ル
ト
諸
国
の
エ
ス
ト
ー
ー
ァ
と
中
央
ア
ジ
ア
の
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
二
倍
の
格
差
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
「
南
北
問
題
」
と
い
う
経
済
構
造
か
ら
宗
主
国
Ⅱ
植
民
地
関
係
が
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
も
中
央
と
想
定
さ
れ
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
所
得
が
バ
ル
ト
と
中
央
ア
ジ
ア
諸
国

の
中
間
に
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
ロ
シ
ア
人
の
経
済
的
優
越
を
確
保
す
る
支
配
帝
国
が
ソ
連
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
⑰
四
三
五
）
。

そ
も
そ
も
も
っ
と
も
貧
し
く
て
、
し
た
が
っ
て
植
民
地
関
係
を
培
う
帝
国
構
造
の
破
壊
に
傾
き
そ
う
な
中
央
ア
ジ
ア
で
、
九
一
年
三
月
の

連
邦
維
持
か
否
か
を
問
う
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
連
邦
維
持
の
賛
成
比
率
が
も
っ
と
も
高
か
っ
た
こ
と
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
（
⑳
）
。

こ
う
考
え
る
と
、
ソ
連
Ⅱ
帝
国
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
別
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ベ
ィ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
次

の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
帝
国
と
国
家
の
相
違
は
、
本
来
フ
ァ
ジ
ー
で
あ
り
、
現
代
世
界
で
は
帝
国
は
事
物
で
は
な
く
、

外
国
の
支
配
、
「
よ
そ
も
の
」
の
支
配
と
い
う
知
覚
と
主
張
を
与
え
る
行
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
ソ
連
は
、
帝
国
で
あ

っ
た
か
ら
崩
壊
し
た
の
で
は
な
く
、
崩
壊
し
た
か
ら
帝
国
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
⑰
一
五
五
）
。
そ
う
す
る
と
結
局
ソ
連
は
、
そ
の
解
体

が
起
こ
っ
た
時
点
で
帝
国
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
ソ
連
の
国
家
統
合
を
実
際
に
崩
壊
さ
せ
た
要
因
は
何
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
い
く
つ
か
の
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
は
国
家
体
制
、
こ
と
に
国
家
と
経
済
が
一
体
化
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
型
社
会
主
義
の
機
能
不
全
か
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
井

和
夫
は
、
ソ
連
を
支
え
た
要
素
と
し
て
共
産
党
、
経
済
、
軍
、
ロ
シ
ア
正
教
を
指
摘
し
、
こ
の
い
ず
れ
も
が
「
民
族
化
」
、
「
共
和
国
化
」

し
て
分
解
し
た
と
し
て
い
る
（
⑳
五
四
－
五
五
）
。
十
五
の
連
邦
構
成
共
和
国
の
独
立
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
こ
ろ
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
作
用
し
た
と
い
う
の
が
、
中
井
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
事
実
に
つ
い
て
一
つ
の
説
明
に
な
る
が
、
し
か
し
、
他
方
で
ソ
連
と

い
う
国
家
的
枠
組
み
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
求
心
力
も
働
い
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
の
で
、
崩
壊
の
プ
ロ
セ
ス
、
こ
と
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
働
い
た
と
い
う
共
和
国
指
導
者
の
主
導
性
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
不
十
分
さ
が
残
る
。

第
二
の
説
明
は
、
国
家
性
格
と
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
ベ
ィ
ジ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
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表：主権宜貫のタイミング

太字はソ連邦僻成ｊＩｉ\Ⅲ量

典拠:顕.pP49-60

性
格
的
に
帝
国
と
国
家
を
分
け
る
の
が
難
し
か
っ
た
旧
体
制
が

自
壊
し
た
後
の
レ
ー
ニ
ン
の
言
説
は
、
帝
国
復
活
で
も
国
家
建

設
で
も
な
く
、
世
界
革
命
の
志
向
だ
っ
た
。
し
か
し
、
「
歴
史

の
意
志
」
を
体
現
す
る
と
考
え
ら
れ
た
党
は
、
国
家
と
帝
国
が

引
き
続
い
て
融
合
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
は
、
辺
境
地
域
で
は
ロ
シ
ア
人
植
民
者
、
非
ロ
シ
ア
人
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
、
そ
し
て
独
立
達
成
よ
り
も
よ
り
広
い
領
域
の
自

治
を
求
め
た
異
論
派
の
民
族
主
義
者
に
支
持
基
盤
を
持
っ
て
い

た
が
、
民
族
主
義
者
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
活
動
を
少
数
民

族
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
戦
争
と
考
え
た
。
続
く
局
面
の
ソ
連
国

家
の
建
設
に
お
い
て
は
、
非
ロ
シ
ア
人
の
間
に
社
会
基
盤
を
つ

く
る
努
力
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
正
統
性
の
感
覚
を
作
り
出

す
た
め
に
払
わ
れ
た
。
帝
国
と
異
な
る
国
家
を
つ
く
る
と
い
う

「
夢
」
こ
そ
が
ソ
連
型
の
帝
国
主
義
を
伝
統
的
帝
国
が
行
っ
た

行
為
か
ら
区
別
し
て
い
た
が
、
そ
の
モ
デ
ル
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と

民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
間
で
選
択
を
許
し
て
い
た
た

め
、
ソ
連
社
会
を
蓋
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
き
わ
め
て
可
変

的
で
不
安
定
な
も
の
と
な
り
、
ソ
連
は
そ
の
存
続
の
間
、
帝
国

と
国
家
と
い
う
二
つ
の
現
実
を
保
持
し
続
け
た
（
⑰
一
五
五
、

1988年 1989年 1990年 1,91年

エストニア11.16 リトアニア５．１８

ラトヴィア７．２９

アゼルパイジャン９．２３

グルジア10.12

ベラルーシ１２．７

ロシア連邦６．１２

ウズベキスタン６．２０

モルドヴァ６．２３
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ハカシア８」５

トゥルクメニスタン８.2２

アルメニア8.23

アプハジア８．２５

タジキスタン８．２５

ゴミ８２９

タタルスタン８．３０

ウドムルチア9.20

1打オセチア9.2(）

ヤクチア9.2フ

チュクトカリ.２９

プリヤーチア１０８

コリャク１０．９

．ミーペルニャク10」Ｉ

パシコルトスタン１０.】Ｉ

カルムクチア10.18

ヤマルーネネッソＩⅡ､１８

マリーエル１０．２２

チュヴァシアＩ().２４

ゴルノーアルタイⅡ()２５

カザフスタン10.26

キルギスタン10.28

トウヴァ１１．１

カルチャーチェルケシア

１１．１フ

チェチェンーイングーシ

Ｉ】､２７

モルドヴア(moJdnva）

1２．８ 

カルバドーパルカリア

1．３１ 

ダゲスタン５」５

アドゲア７．２

Hosei University Repository



183ソ連崩壊・解体論をめぐって

一
六
一
、
一
六
二
）
。
こ
の
よ
う
な
ベ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
帝
国
と
国
家
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
シ
ュ
ー
ニ
ー
に
よ
っ
て
帝
国
と
し
て
の
再
統

合
が
内
戦
期
に
起
こ
り
、
建
国
者
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
か
ら
帝
国
で
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
場
合
も
単
一

政
党
に
よ
る
決
定
の
独
占
を
論
拠
と
す
る
点
、
ま
た
非
ロ
シ
ア
人
地
域
に
お
け
る
民
族
生
成
の
鼓
吹
が
「
ソ
連
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
で
あ

り
、
ソ
連
解
体
を
生
む
要
因
で
あ
っ
た
と
す
る
点
は
、
同
じ
論
点
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
⑫
一
九
二
〉
。

第
三
の
説
明
は
、
ソ
連
の
改
革
及
び
解
体
に
決
定
的
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
の
自
立
化
プ
ロ
セ
ス
に
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
対

抗
関
係
を
関
連
付
け
な
が
ら
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
頁
の
表
に
見
る
よ
う
に
、
八
八
年
に
始
ま
っ
た
ソ
連
内
連
邦
共
和
国
の
主
権
宣

言
は
、
八
九
年
中
は
連
邦
共
和
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
九
○
年
以
降
は
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
自
治
共
和
国
に
も
拡
大
し
た
。
八
八
年
十

一
月
か
ら
九
一
年
七
月
の
一
一
一
三
ヶ
月
の
間
に
四
一
の
単
位
が
主
権
宣
言
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
主
権
パ
レ
ー
ド
」
で
あ
る
。

（
８
）
 

こ
の
「
主
権
パ
レ
ー
ド
」
の
契
機
と
な
り
、
そ
れ
を
進
め
た
の
は
ロ
シ
ア
の
「
主
権
宣
一
一
百
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
を
分
析
し
た
カ
ー
ン

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ロ
シ
ア
主
権
宣
言
は
、
も
っ
と
も
先
鋭
な
政
治
的
動
機
を
持
つ
文
書
で
あ
っ
た
。
…
…
ゴ
ル
バ
チ
ョ

フ
と
の
戦
い
は
同
盟
者
と
資
源
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
の
両
方
を
法
律
的
に
は
無
意
味
な
宣
言
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
コ

ス
ト
で
与
え
た
」
。
宣
言
は
ロ
シ
ア
法
の
連
邦
法
に
対
す
る
優
越
、
分
離
権
の
条
項
を
含
ん
で
お
り
、
連
邦
中
央
か
ら
ロ
シ
ア
中
央
へ
の

権
威
の
移
行
を
含
意
し
て
い
た
。
さ
ら
に
宣
言
に
続
く
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
地
方
遊
説
は
、
「
共
和
国
エ
リ
ー
ト
に
飲
み
込
め
る
だ
け
の
主
権

を
取
る
よ
う
に
と
い
う
勧
告
」
に
よ
っ
て
、
地
方
エ
リ
ー
ト
を
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
支
持
か
ら
エ
リ
ッ
ィ
ン
支
持
へ
シ
フ
ト
さ
せ
た
。
こ
う
し

て
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
権
力
対
抗
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ソ
連
と
ロ
シ
ア
の
国
家
権
力
の
対
抗
に
転
化
し
た
（
⑬
七
七
’
七
九
）
。

以
上
の
よ
う
に
ソ
連
解
体
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
プ
ロ
セ
ス
の
あ
る
面
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
た
だ
帝
国
と
し
て
の
ソ
連
と
い
う
見
方
が
あ
る
時
期
以
降
に
採
用
さ
れ
た
と
す
る
と
、
カ
ー
ン
の
分
析
は
、
ロ
シ
ア
主
権
宣
言
の
政

治
的
、
権
力
的
含
意
か
ら
「
主
権
パ
レ
ー
ド
」
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
説
得
的
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
と
も
す
れ
ば
中
央
集
権
性
の
強
い
ソ
連
と
い
う
国
家
が
解
体
し
て
共
和
国
が
独
立
し
た
こ
と
に
向
か
い
、
民
族
自
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決
原
則
に
従
っ
て
十
五
の
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
た
、
「
帝
国
」
と
し
て
の
ソ
連
の
解
体
は
自
然
で
あ
っ
た
と
い
う
先
に
あ
げ
た
想
定
に

発
す
る
理
解
で
と
ど
ま
る
。
国
民
国
家
の
同
盟
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
説
明
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
応
説
得
的
で
あ
る
。

だ
が
、
当
時
の
状
況
は
流
動
的
で
あ
り
、
独
立
に
向
け
て
も
っ
と
も
急
進
的
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
諸
国
で
も
独
立
派
共
産
党
な
ど
慎
重
な
対

応
を
と
る
も
の
は
存
在
し
て
お
り
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
連
邦
制
モ
デ
ル
に
対
し
て
国
民
国
家
モ
デ
ル
を
優
位

に
お
く
に
は
権
力
欲
、
権
力
資
源
を
め
ぐ
る
対
抗
、
国
家
モ
デ
ル
の
あ
り
方
、
移
行
期
の
問
題
、
さ
ら
に
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
社
会
的
公
正

に
つ
い
て
の
価
値
観
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
民
主
化
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ソ
連
中
央
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
対
抗
関
係
を
作
り
出
し
た
ロ
シ
ア
主
権
宣
言
は
、
ロ
シ
ア
法

の
ソ
連
法
に
対
す
る
優
位
を
宣
言
し
た
に
す
ぎ
ず
、
国
家
制
度
の
根
幹
と
し
て
の
権
力
分
割
、
分
立
を
含
ん
だ
ロ
シ
ア
国
家
の
内
実
性
は

先
送
り
さ
れ
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
、
旧
ソ
連
の
国
家
解
体
を
極
力
防
ぐ
こ
と
を
目
標
に
「
ノ
ヴ
ォ
Ⅱ
オ
ガ
リ
ョ

ヴ
ォ
合
意
」
を
取
り
付
け
た
。
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ァ
ー
と
デ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
過
程
で
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
、
連
合
国
家
容
認
に
踏
み
切
っ

た
（
⑲
三
○
八
’
一
一
一
一
五
）
。
実
際
ど
こ
で
連
邦
と
連
合
の
線
が
引
か
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
幻
に
終
わ
っ
た
主
権
国
家
連

邦
条
約
で
は
、
中
央
の
権
限
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
権
力
の
分
割
、
中
央
・
地
方
間
の
分
権
に
つ
い
て
も
制
度
化
が
図
ら
れ
て

い
た
。
こ
こ
に
ロ
シ
ア
の
歴
史
上
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
集
権
モ
デ
ル
と
分
権
モ
デ
ル
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
連
邦

問
題
に
つ
い
て
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
民
主
化
と
連
邦
制
の
連
関
、
い
い
か
え
れ
ば
民
主
制
と
連
邦
制
に
基

づ
い
た
統
合
の
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
連
解
体
に
向
か
っ
て
進
行
し
た
ソ
連
中
央
と
ロ
シ
ア
と
の
対
抗
は
、
こ
の
改
革
を
流
産
さ

せ
た
。
ソ
連
解
体
後
ロ
シ
ア
の
国
家
統
合
問
題
が
先
鋭
化
す
る
が
、
こ
れ
は
ソ
連
が
帝
国
と
国
家
と
い
う
二
つ
の
性
格
の
間
で
状
況
に
対

応
し
て
行
っ
た
改
革
へ
の
選
択
を
ゼ
ロ
と
し
、
問
題
点
を
政
治
資
源
の
要
因
か
ら
先
送
り
し
た
こ
と
で
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
ポ

リ
シ
エ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
政
治
手
法
の
く
り
返
し
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
し
か
し
、
ソ
連
の
体
制
を
め
ぐ
る
問
題

は
そ
の
ま
ま
新
し
い
ロ
シ
ア
に
受
け
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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新
生
ロ
シ
ア
が
直
面
し
た
問
題
は
、
強
引
に
進
め
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
市
場
経
済
化
を
別
に
し
て
、
国
家
体
制
に
つ
い
て
は
三
点

指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
脱
共
産
主
義
国
家
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
民
主
化
問
題
、
第
二
に
旧
ソ
連
と
同
様
に
少
数
民
族
・
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
を
含
む
こ
と
に
な
る
新
ロ
シ
ア
の
国
家
統
合
問
題
、
第
三
に
旧
ソ
連
共
和
国
、
つ
ま
り
Ｃ
Ｉ
Ｓ
諸
国
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
ロ
シ
ア
国
家
体
制
の
問
題
と
し
て
相
互
に
関
わ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
三
に
関
し
て
は
こ
の
時
点
で
は
大
き
く
は
問
題
化
せ
ず
、
第
一
点

（
９
）
 

と
第
一
一
点
が
経
済
改
革
、
社
会
保
障
問
題
と
絡
み
〈
ｐ
い
な
が
ら
、
九
一
一
年
か
ら
九
一
一
一
年
末
に
か
け
て
焦
点
化
し
た
。

こ
の
過
程
で
は
、
経
済
改
革
と
平
行
し
て
権
力
分
割
・
分
立
と
い
う
民
主
化
、
他
方
で
中
央
Ⅱ
周
辺
関
係
、
連
邦
制
度
が
論
点
と
な
っ

バ
ル
ト
一
一
一
国
と
グ
ル
ジ
ア
を
除
い
た
十
一
カ
国
の
首
脳
は
、
一
九
九
一
年
十
二
月
二
一
日
に
「
ア
ル
マ
Ⅱ
ア
ダ
宣
一
一
一
一
口
」
で
ソ
連
の
廃
止

と
独
立
国
家
共
同
体
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
の
設
立
を
宣
し
た
。
宣
言
は
、
「
ソ
連
邦
は
存
在
を
停
止
す
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
形
成
さ
れ
る

独
立
国
家
共
同
体
の
性
格
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー
の
原
則
の
上
に
形
成
さ
れ
、
国
家
で
も
国
家
的
組
織
で
も
な
い
共
同
体
」
で
あ
る
と
し
、
形

の
上
で
は
各
共
和
国
の
主
権
宣
言
を
基
礎
に
、
諸
主
権
国
家
が
暖
昧
な
ひ
と
つ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
ま
と
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
（
⑱

六
一
）
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
ソ
連
を
解
体
さ
せ
た
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
無
論
な
か
っ
た
。
こ
と
に
問
題
は
、
主
導
し
て
ソ

連
を
解
体
し
た
ロ
シ
ア
に
お
い
て
強
く
表
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ロ
シ
ア
が
ほ
か
の
共
和
国
と
比
べ
る
と
多
数
の
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が

居
住
す
る
こ
と
で
複
雑
な
国
家
構
造
を
有
し
、
か
つ
そ
の
構
成
主
体
が
ソ
連
中
央
と
の
闘
争
で
政
治
資
源
と
し
て
動
員
さ
れ
た
か
ら
で
あ

た
。
「

る
。九
三
年
十
二
月
の
国
民
投
票
で
か
ろ
う
じ
て
承
認
さ
れ
た
憲
法
の
特
徴
は
、
大
統
領
権
力
の
強
力
さ
に
あ
る
。
憲
法
第
四
章
の
規
定
に

［
Ⅲ
］
ソ
連
解
体
後
ロ
シ
ア
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ロ
シ
ア
国
家
の
形
成
過
程
を
分
析
し
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ア
ー
、
デ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
と
対
立
し
た
最
高
会
議
議
長
ハ
ズ
プ
ラ
ー
ト

フ
が
目
指
し
た
の
は
、
執
行
権
力
と
と
も
に
強
力
な
立
法
権
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
中
心
概
念
と
な
っ
た
の
は
権
力
分
割
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
点
で
は
分
権
の
制
度
的
保
障
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ
連
中
央
と
の
対
立
局
面
で
は
ロ
シ
ア
国
家
の
性
格

を
暖
昧
に
し
て
き
た
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
、
九
二
年
四
月
召
集
の
第
六
回
人
民
代
議
員
大
会
に
至
っ
て
、
憲
法
が
採
択
さ
れ
ず
、
執
行
権
力
を

縮
減
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
に
不
満
を
表
明
し
た
。
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
考
え
で
は
、
そ
う
し
た
執
行
権
力
制
限
は
ロ
シ
ア
国
家
に
と
っ
て
脅

威
で
あ
り
、
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
執
行
権
力
な
の
で
あ
る
（
⑲
三
二
四
）
。
こ
こ
に
ロ
シ
ア
指
導
部
が
目
指
す
国
家
体
制
が
姿
を

現
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
多
党
制
を
認
め
な
が
ら
も
、
国
家
と
し
て
は
権
力
の
分
割
・
分
立
を
導
入
し
な
い
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ

こ
う
し
た
強
力
な
大
統
領
権
力
を
特
徴
と
す
る
憲
法
の
制
定
過
程
で
、
注
目
を
集
め
た
の
は
エ
リ
ッ
ィ
ン
と
最
高
会
議
の
対
立
で
あ
っ

た
。
ガ
ィ
ダ
ル
の
首
相
任
命
、
経
済
閣
僚
任
免
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
最
高
会
議
と
大
統
領
の
対
立
は
、
九
二
年
末
か
ら
九
三
年
春
に
か
け
て

先
鋭
化
し
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
信
任
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
に
至
っ
た
。
こ
の
投
票
を
か
ろ
う
じ
て
乗
り
切
っ
た
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
、
そ
の
後
憲
法

協
議
会
を
設
置
し
て
人
民
代
議
員
大
会
、
最
高
会
議
を
バ
イ
パ
ス
し
て
懸
法
制
定
を
進
め
た
。
こ
の
過
程
に
ソ
連
末
期
か
ら
活
発
化
し
た

連
邦
榊
成
主
体
が
介
入
し
、
中
央
に
お
け
る
議
会
と
大
統
領
の
対
立
に
加
え
て
中
央
と
地
方
の
対
立
も
加
わ
り
、
「
モ
ス
ク
ワ
十
月
騒
乱
」

に
至
る
こ
と
と
な
る
。

よ
れ
ば
、
大
統
領
は
、
国
会
の
同
意
の
下
で
、
首
相
を
任
命
し
、
さ
ら
に
首
相
の
提
案
に
よ
っ
て
副
首
相
、
大
臣
を
任
命
・
解
任
す
る
権

限
を
持
つ
。
ま
た
最
高
裁
判
所
・
憲
法
裁
判
所
判
事
の
提
案
権
、
検
事
総
長
の
提
案
権
・
解
任
提
案
権
を
有
し
て
お
り
、
司
法
分
野
に
お

い
て
も
権
限
は
大
き
い
。
さ
ら
に
議
会
解
散
権
、
国
民
投
票
権
も
有
し
、
大
統
領
令
発
布
の
権
限
と
あ
い
ま
っ
て
立
法
分
野
で
及
ぼ
す
力

も
強
大
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
権
限
は
、
帝
政
末
期
に
制
定
さ
れ
た
一
九
○
六
年
国
家
基
本
法
の
皇
帝
権
限
に
比
す
こ
と
も
で
き
、

連
邦
議
会
下
院
を
帝
政
期
と
同
じ
機
関
名
に
し
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
一
九
一
七
年
革
命
以
前
の
体
制
へ
の
類
比
を
か
き
た
て
る
も
の

が
あ
る
（
⑳
）
。
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九
三
年
秋
の
プ
ロ
セ
ス
、
殊
に
九
月
一
一
一
日
の
大
統
領
令
一
四
四
一
号
に
始
ま
り
、
十
月
一
一
一
日
ｌ
四
日
の
「
モ
ス
ク
ワ
騒
乱
」
へ
至
る

過
程
は
、
事
態
が
極
め
て
急
激
に
展
開
し
た
た
め
に
対
立
の
元
に
あ
っ
た
憲
法
案
の
内
容
自
体
よ
り
も
政
治
過
程
を
分
析
す
る
論
者
が
多

い
。
詳
細
に
こ
の
過
程
を
追
っ
た
一
人
で
あ
る
塩
川
伸
明
は
、
ソ
連
末
期
以
来
の
権
威
主
義
的
な
政
治
を
求
め
る
論
調
の
高
ま
り
と
体
制

崩
壊
の
中
で
、
こ
の
時
期
に
法
治
主
義
か
ら
の
逸
脱
、
後
退
の
傾
向
と
権
威
主
義
的
な
体
制
性
格
が
強
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
九
一
一
一
年

秋
に
生
じ
た
の
は
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
に
よ
る
「
上
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
塩
川
の
主
張
で
あ
る
。
塩
川
に
よ
れ
ば
、

ソ
連
末
期
の
九
○
年
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
旧
議
会
の
改
革
は
、
必
要
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
「
合
法
的
な
道
」

は
ふ
さ
が
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
議
会
の
構
成
が
保
守
派
一
辺
倒
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
流
血
に
至
っ
た
エ
リ
ッ
ィ
ン
大
統
領

側
の
強
硬
姿
勢
は
、
中
に
あ
っ
た
中
道
派
を
強
硬
派
に
追
い
や
る
「
自
己
成
就
す
る
予
言
」
だ
っ
た
と
塩
川
は
述
べ
て
い
る
（
⑰
一
一
○
五

’
一
二
○
）
。
エ
リ
ッ
ィ
ン
た
ち
の
動
き
を
同
様
に
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
と
見
る
見
方
は
、
ロ
シ
ア
の
識
者
に
も
共
通
し
て
い
る
。
歴
史
家

ヴ
オ
ロ
プ
ー
エ
フ
は
、
九
三
年
憲
法
体
制
を
歴
史
的
類
比
を
も
た
せ
て
「
十
月
四
日
体
制
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
体
制
は

「
国
家
ク
ー
デ
タ
ー
」
に
由
来
し
、
挑
発
、
革
命
の
終
焉
、
反
対
派
の
暴
力
的
破
壊
と
い
う
点
で
ロ
シ
ア
史
上
で
は
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
が
行

っ
た
一
九
○
六
年
の
弾
圧
と
改
革
が
先
例
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
訴
え
ね
ば
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
一
一
つ
の
問
題
を
解
決
し
得
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
第
一
に
資
本
主
義
発
展
の
道
を
押
し
付
け
た
後
で
似
非
民
主
的
性
格
を
持
っ
た
国
家
性
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
、
第

二
に
先
例
の
な
い
自
己
陶
酔
的
な
権
力
志
向
を
満
足
さ
せ
る
目
的
で
あ
る
。
「
二
つ
の
事
件
は
、
違
う
監
督
、
違
う
俳
優
、
そ
し
て
違
う

（
叩
）

舞
台
の
上
で
は
あ
る
が
、
同
じ
、
ン
ナ
リ
オ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
」
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
（
⑫
）
。

ま
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ア
ー
と
デ
ー
ル
は
、
「
（
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
）
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
決
し
て
妥
協
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
黙
示
録
的
で
ゼ

に
維
持
さ
れ
る
限
り
、
憲
法
協
勢

春
に
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。

は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
下
で
進
め
ら
れ
た
民
主
化
を
逆
行
さ
せ
、
権
威
主
義
体
制
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
が
か
た
く
な

に
維
持
さ
れ
る
限
り
、
憲
法
協
議
会
の
活
動
に
も
既
に
枠
が
は
め
ら
れ
て
お
り
、
翌
年
秋
の
流
血
に
至
る
対
立
の
構
図
は
早
く
も
九
二
年
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ロ
サ
ム
に
な
っ
た
」
と
特
徴
付
け
て
い
る
。
こ
の
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
、
議
会
を
操
作
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

戦
略
が
行
き
詰
っ
た
と
き
に
、
そ
の
解
散
を
採
用
し
、
「
暴
力
的
な
流
血
の
対
立
」
を
導
き
、
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
体
制
に
お
い
て

「
彼
は
、
再
び
超
大
統
領
政
治
体
制
と
地
方
に
対
す
る
よ
り
強
力
な
中
央
の
権
威
を
持
っ
た
憲
法
に
よ
っ
て
、
国
民
に
向
か
っ
た
」
。
「
ロ

シ
ア
国
家
は
、
水
平
的
に
は
政
府
諸
部
門
間
で
、
垂
直
的
に
は
中
央
と
地
方
の
間
で
、
過
度
の
権
力
バ
ラ
ン
ス
で
は
生
き
残
れ
な
い
と
い

う
の
が
彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ア
ー
ら
は
、
結
論
付
け
て
い
る
（
⑲
三
一
一
四
）
。
こ
の
評
価
の
仕
方
は
、
ヴ
ォ

ロ
ブ
ー
エ
フ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
共
産
党
一
党
体
制
か
ら
多
党
制
へ
、
権
力
集
中
か
ら
権
力
分
割
へ
と
八
五
年
か
ら
転
換

し
て
き
た
体
制
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
以
前
の
体
制
で
は
な
い
に
せ
よ
、
再
び
あ
る
種
の
権
威
主
義
的
体
制
に
再
転
換
を
遂
げ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
エ
リ
ッ
ィ
ン
を
支
持
し
、
ロ
シ
ア
の
主
権
宣
言
を
進
め
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
ユ
ー
リ
ー
・
ア
フ
ァ
ナ
シ
エ
フ
は
、
こ

う
し
た
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
変
遷
を
「
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
罠
」
と
呼
ん
だ
（
⑬
）
。
下
斗
米
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
非
難
は
、
国
際
的
支
援
者
を

含
め
て
民
主
派
が
エ
リ
ッ
ィ
ン
を
誤
解
し
た
こ
と
に
発
し
て
い
る
。
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
、
「
民
主
主
義
、
権
威
主
義
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
寡

頭
主
義
、
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
体
制
な
の
で
あ
る
（
⑪
七
）
。
つ
ま
り
こ
こ
に
表
れ
た
の
は
、
民
主
化
を
掲
げ
つ
つ
、

権
力
維
持
の
志
向
が
第
一
義
に
あ
る
発
展
途
上
国
型
の
政
治
手
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

九
二
年
か
ら
九
三
年
末
に
か
け
て
の
政
治
展
開
を
八
五
年
以
来
の
改
革
過
程
の
転
換
点
、
も
し
く
は
終
着
点
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
ロ
シ

ア
政
治
体
制
改
革
の
特
徴
を
見
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
歴
史
的
に
見
て
ロ
シ
ア
と
い
う
国
家
に
は

分
権
化
で
は
な
く
集
権
化
、
民
主
制
よ
り
も
権
威
主
義
的
な
強
制
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
生
ロ
シ
ア
の
政
治
的
特
徴
は
、
連
邦
制
の
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
に
お
い
て
も
如
実
に
表
れ
た
。
先
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
ソ
連
中
央
と
の
対
立
に
お
い
て
エ
リ
ッ
ィ
ン
は
、
ロ
シ
ア
内
自
治
共
和
国
の
支
持
を
動
員
し
た
が
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
将
来
像
に

つ
い
て
は
何
ら
か
の
方
針
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ヱ
リ
ッ
ィ
ン
が
求
め
た
の
は
、
共
和
国
の
短
期
間
に
せ
よ
そ
の
服
従
で

あ
っ
た
」
。
「
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
共
和
国
へ
の
約
束
は
、
ロ
シ
ア
の
独
立
と
い
う
観
点
か
ら
は
誤
り
で
は
な
か
っ
た
」
が
、
「
新
し
い
中
央
Ⅱ
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こ
う
し
た
「
双
務
条
約
」
に
よ
る
連
邦
制
度
の
実
体
化
は
、
地
方
毎
の
特
殊
な
事
情
に
柔
軟
な
対
応
を
可
能
に
す
る
と
も
い
え
る
が
、

ま
た
同
時
に
い
く
つ
か
の
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
カ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
条
約
の
多
く
は
、
議
会
の
承
認
を
得
な
い
ま
ま
に

辺
境
関
係
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
そ
の
最
初
の
一
歩
は
、
・
・
・
…
地
域
の
事
柄
へ
中
央
が
介
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
対
立
を

挑
発
す
る
以
外
何
も
な
さ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
⑱
七
七
’
七
九
）
。
連
邦
制
の
成
功
に
必
要
な
最
小
限
の
条
件
は
、
制
度
形
成
に
つ

い
て
固
有
の
価
値
と
基
盤
の
合
意
が
存
在
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
ロ
シ
ア
の
場
合
、
中
央
と
地
方
に
お
い
て
は
連
邦
の
概
念
は
非
対
称

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
共
和
国
エ
リ
ー
ト
に
浸
透
し
た
信
念
は
、
優
位
な
地
域
権
力
を
も
っ
て
下
か
ら
上
に
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て

連
邦
制
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
中
央
の
認
識
は
、
「
連
邦
は
そ
の
構
成
単
位
か
ら
の
正
統
化
を
求
め
な

い
し
、
と
る
こ
と
も
し
な
い
自
由
な
主
権
存
在
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
条
約
を
憲
法
上
の
規
定
と
す
る
条
約
的
憲
法

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
憲
法
的
条
約
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ソ
連
の
解
体
に
伴
い
次
に
論
点
と
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ

ア
の
国
家
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
当
初
用
意
さ
れ
た
の
は
条
約
的
憲
法
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ソ
連
中
央
と
の
対
決

で
エ
リ
ッ
ィ
ン
が
取
っ
た
戦
略
か
ら
は
当
然
の
経
緯
で
あ
っ
た
。
一
九
九
一
一
年
三
月
に
調
印
さ
れ
た
連
邦
共
和
国
と
の
条
約
は
、
そ
の
八

条
で
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
る
条
約
承
認
後
、
連
邦
条
約
は
連
邦
憲
法
の
独
立
の
一
部
と
な
る
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
民
投
票

に
よ
り
採
択
さ
れ
た
憲
法
は
連
邦
条
約
を
含
ま
ず
、
そ
の
第
二
部
「
結
論
及
び
移
行
期
の
規
定
」
に
お
い
て
、
連
邦
条
約
が
憲
法
規
定
と

一
致
し
な
い
場
合
に
は
憲
法
が
効
力
を
有
す
る
と
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
⑳
、
⑱
八
三
）
。

こ
う
し
て
合
意
を
欠
い
た
ま
ま
に
憲
法
が
採
決
さ
れ
、
ロ
シ
ア
連
邦
は
国
家
の
体
裁
を
と
っ
た
。
中
央
と
地
方
と
の
連
邦
制
に
つ
い
て

の
合
意
欠
如
の
も
っ
と
も
端
的
な
表
れ
は
、
現
在
に
至
る
チ
ェ
チ
ェ
ン
戦
争
で
あ
る
が
、
九
四
年
に
入
り
、
ロ
シ
ア
連
邦
中
央
は
タ
タ
ー

ル
ス
タ
ン
を
皮
切
り
に
各
連
邦
主
体
と
の
双
務
条
約
締
結
に
よ
り
連
邦
構
造
の
確
定
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た

の
は
「
双
務
条
約
の
パ
レ
ー
ド
」
で
あ
り
、
八
九
の
連
邦
主
体
の
内
半
数
以
上
の
四
六
主
体
が
連
邦
中
央
と
双
務
条
約
を
結
ぶ
に
至
っ
て

いの

るTIは
０－ 
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こ
の
よ
う
に
連
邦
体
制
の
問
題
に
お
い
て
も
、
ソ
連
解
体
後
の
ロ
シ
ア
で
は
、
ソ
連
が
突
き
当
た
っ
た
連
邦
制
と
民
主
制
の
ア
ポ
リ
ア

は
解
決
済
み
で
は
な
い
。
九
八
年
の
金
融
破
綻
以
降
、
タ
タ
ー
ル
ス
タ
ン
、
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
と
い
っ
た
連
邦
中
央
と
厳
し
い
対
立
を

演
じ
て
き
た
共
和
国
に
も
、
低
い
レ
ベ
ル
の
「
協
力
ゲ
ー
ム
」
を
演
じ
る
と
い
う
対
応
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
エ

リ
ッ
ィ
ン
後
プ
ー
チ
ン
は
、
管
区
制
を
導
入
す
る
な
ど
中
央
主
導
の
連
邦
櫛
造
へ
の
改
革
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ソ
連
を
揺
る
が
せ

連
邦
、
共
和
国
そ
れ
ぞ
れ
の
執
行
機
関
の
権
威
で
発
効
し
て
お
り
、
現
行
憲
法
の
も
と
で
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
し
え
な
い
。
ま

た
そ
も
そ
も
二
一
共
和
国
憲
法
の
う
ち
一
九
が
連
邦
憲
法
に
反
し
た
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
連
邦
懸
法
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和

国
法
の
連
邦
法
に
対
す
る
優
位
も
宣
言
さ
れ
て
い
る
（
⑱
八
三
’
八
六
）
。
下
斗
米
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
欠
如
の
状
況
を
進
め
る
共
和
国

指
導
部
の
出
身
は
、
そ
の
三
分
の
二
が
八
九
年
前
後
の
共
産
党
指
導
者
で
あ
る
と
分
析
し
、
こ
れ
が
共
産
党
が
民
族
化
す
る
「
ノ
メ
ン
ク

ラ
ト
ゥ
ー
ラ
民
族
主
義
者
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
て
い
る
（
⑪
’
八
二
’
一
八
六
）
。

ロ
シ
ア
連
邦
制
の
特
徴
は
、
こ
の
特
異
な
形
成
過
程
を
映
し
出
す
も
の
と
な
っ
た
。
ス
テ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
他
の
連
邦
制
と
比
較
す
る

と
ロ
シ
ア
連
邦
制
の
特
徴
は
、
三
点
存
在
す
る
。
第
一
に
地
域
、
地
方
よ
り
も
共
和
国
が
上
位
に
あ
る
こ
と
、
第
二
に
憲
法
外
的
に
私
的

な
条
約
が
議
会
の
投
票
抜
き
で
中
央
、
地
方
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
し
か
も
特
別
の
権
限
、
保
障
が
存
在
す
る
こ
と
、
第
三
に

八
九
連
邦
主
体
の
憲
法
、
法
令
の
多
く
が
連
邦
憲
法
に
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
ほ
か
の
諸
国
と
比
べ
て
ロ
シ
ア
連

邦
制
の
非
対
称
性
を
大
き
な
も
の
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
主
義
か
ら
受
け
継
い
だ
ロ
シ
ア
連
邦
主
義

の
特
徴
と
し
て
、
中
央
と
地
域
の
間
で
の
「
権
力
の
共
有
」
と
い
う
あ
り
方
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
時
代
に
は
共
有
さ
れ
る
権
力
は

事
実
上
中
央
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
事
実
上
の
権
力
は
い
ま
や
共
和
国
に
あ
る
と
い
う
の
が
ス
テ
パ
ン
の

理
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
和
国
検
事
、
内
相
の
任
命
権
が
事
実
上
共
和
国
の
側
に
あ
り
、
中
央
は
単
に
承
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

点
に
表
れ
て
い
る
（
⑪
一
五
○
’
一
五
四
）
。
ソ
連
末
期
か
ら
続
く
「
権
力
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
原
因
は
、
こ
の
連
邦
構
造
に
あ
る
の

で
あ
る
。
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振
り
返
る
と
、
二
十
世
紀
初
頭
に
ロ
シ
ア
帝
国
は
、
ソ
連
が
そ
の
末
期
に
格
闘
し
た
問
題
に
や
は
り
直
面
し
て
い
た
。
そ
れ
は
権
力
の

分
割
、
分
立
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
政
府
の
認
識
に
あ
っ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
社
会
的
公
正
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
に

帝
政
は
、
社
会
運
動
を
か
わ
し
つ
つ
、
政
府
内
改
革
者
の
働
き
で
対
応
し
た
。
目
指
さ
れ
た
改
革
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
立
憲
国
家
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
個
人
社
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
を
国
内
植
民
地
と
し
て
深
く
体
内
に
刻
み
込
ん
で
い
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
国
家
は
、

こ
れ
に
加
え
て
中
央
Ⅱ
辺
境
関
係
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
国
家
が
経
験
し
な
い
、
大
き
く
複
雑
で
、
か
つ
現
代
に
つ
な
が
る
問
題

に
あ
た
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
「
社
会
主
義
」
体
制
の
下
で
解
決
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
第
一
次
大
戦
を
経

て
成
立
し
た
ソ
連
で
は
解
決
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
実
際
ロ
シ
ア
帝
国
を
襲
っ
て
い
た
諸
問
題
が
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

近
代
化
の
指
標
と
さ
れ
る
識
字
率
の
向
上
、
全
体
的
な
生
活
水
準
の
上
昇
な
ど
の
課
題
は
、
相
対
的
と
は
い
え
、
確
か
に
果
た
さ
れ
て
き

た
し
、
諸
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
垣
根
は
低
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
面
を
お
い
て
、
ソ
連
体
制
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
は
行
き
過

ぎ
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
寧
ろ
社
会
主
義
が
持
っ
て
き
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
で
あ
る
。
現
状
の
否
定
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、

完
壁
な
社
会
で
あ
る
こ
と
を
特
性
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
ソ
連
社
会
主
義
は
、
程
遠
い
も
の
で
あ
り
、
権
力
の

分
割
、
分
立
を
基
礎
に
お
き
、
国
家
と
社
会
が
相
互
に
抑
制
し
な
が
ら
分
離
す
る
民
主
社
会
モ
デ
ル
か
ら
み
れ
ば
反
対
で
あ
っ
た
し
、
ア

ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
と
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
面
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
多
く
の
人
命
が
論
外
な
理
不
尽
さ
の
中
で
失
わ

分
割
、
分
立
今

ン
チ
・
ユ
ー
，

れ
て
い
っ
た
。

た
連
邦
制
問
題
は
、
今
な
お
ロ
シ
ア
は
い
か
に
統
合
さ
れ
る
の
か
と
い
う
国
家
構
造
の
問
題
と
し
て
、
存
続
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
る

ま
い
。

［
お
わ
り
に
］
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こ
の
い
わ
ば
不
完
全
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
改
善
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
か
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
あ
る
も
の
は
外
部
の

力
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
も
の
は
内
部
の
力
に
よ
っ
て
改
善
に
失
敗
し
、
そ
の
後
、
改
革
が
求
め
ら
れ
た
諸
課
題
は
、
放
置
さ
れ
る
か
、

も
し
く
は
全
面
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
央
Ⅱ
辺
境
問
題
、
権
力
の
分
割
、
分
立
問
題
、
そ
し
て
社
会
的
公
正
の
問
題

は
、
ソ
連
解
体
後
の
ロ
シ
ア
で
は
本
文
に
見
た
よ
う
に
、
新
た
な
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
体
制
、
「
オ
リ
ガ
ル
キ
ー
」
体
制
の
下
で
今
の

と
こ
ろ
、
振
り
返
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

コ
ー
エ
ン
は
、
九
一
年
以
来
エ
リ
ッ
ィ
ン
政
権
が
犯
し
た
失
政
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ョ

ッ
ク
療
法
と
ル
ー
ブ
リ
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
普
通
の
ロ
シ
ア
人
の
生
活
を
悪
化
さ
せ
、
ロ
シ
ア
に
生
ま
れ
た
立
憲
経
験
、
連
邦
主
義
を
な

い
が
し
ろ
に
し
た
点
で
あ
る
（
⑬
四
七
）
。
世
論
調
査
も
人
々
が
こ
う
し
た
政
策
の
下
で
送
る
生
活
の
苦
し
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
個
人
、
家
族
に
と
っ
て
ど
ん
な
年
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
苦
し
と
、
「
悪
い
、
き
わ
め
て
つ
ら

い
」
と
い
う
否
定
的
な
答
え
は
、
九
六
年
か
ら
二
○
○
○
年
に
か
け
て
七
割
か
ら
八
割
を
占
め
て
い
る
（
⑪
四
’
十
二
。
そ
し
て
こ
う

し
た
政
策
が
生
ん
だ
も
っ
と
も
重
大
な
結
果
は
、
人
々
の
ア
パ
シ
ー
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
モ
ス
ク
ワ
十
月
騒
乱
」
後
殊

に
顕
著
と
な
り
、
事
件
は
、
う
わ
く
は
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
議
会
に
対
す
る
勝
利
に
見
え
た
が
、
重
大
な
こ
と
は
、
国
民
に
政
治
へ
の
参
加
精

神
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
「
国
民
の
政
治
離
れ
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
⑳
二
七
四
）
。

こ
う
し
た
国
内
状
況
と
共
に
、
対
外
関
係
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
は
困
難
に
あ
る
。
エ
リ
ッ
ィ
ン
政
権
の
か
つ
て
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、

権
威
主
義
化
の
シ
ナ
リ
オ
を
描
い
た
一
人
と
み
ら
れ
る
ミ
グ
ラ
ニ
ャ
ン
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
は
「
実
利
的
関
係
を
博
愛
の
領
域
に
変

え
る
」
と
い
う
愚
行
を
犯
し
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
政
権
は
西
側
が
ロ
シ
ア
の
た
め
に
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
を
作
成
す
る
と
誤
っ
て
考
え

た
と
対
外
政
策
を
総
括
し
た
。
ア
メ
リ
カ
と
西
側
が
ロ
シ
ア
の
境
界
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
進
ま
な
い
と
考
え
る
の
は
誤
っ
て
お
り
、

侵
入
を
防
ぎ
、
ロ
シ
ア
を
新
し
い
国
際
関
係
に
組
み
込
む
た
め
に
、
取
引
可
能
な
「
脅
威
」
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
ま
で
ミ
グ
ラ
ニ

ャ
ン
は
、
提
起
し
て
い
る
（
⑳
）
。
こ
の
よ
う
に
解
体
後
ロ
シ
ア
の
行
く
末
を
め
ぐ
る
議
論
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
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ソ
連
と
い
う
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
も
し
く
は
「
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
消
滅
し
た
。
現
在
主
流
を
占
め
る
の
は
、
も
う
一
つ
の
極
端
、

「
新
自
由
主
義
」
で
あ
る
（
⑬
）
。
し
か
し
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
裏
返
す
こ
と
を
意
図
し
た
こ
の
プ
ラ
ン
は
、
結
局
実
現
さ
れ
る
に
は
同

じ
く
大
き
な
困
難
が
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
の
ロ
シ
ア
は
、
二
十
世
紀
初
頭
と
同
様
の
問
題
に
現
代
の
国
際
、
国
内
状
況
に
お
い
て
直
面
し
て
い
る
。
｜
世
紀
前
の
「
ユ
ー
ト

ピ
ア
」
は
力
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
新
た
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
が
人
間
の
精
神
に
は
必
要
と
な
る
（
③
、
⑰
、
⑭
）
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
公
正
、
博
愛
、
平
等
、
自
由
と
い
っ
た
社
会
的
原
理
の

再
考
、
ロ
シ
ア
の
こ
れ
ま
で
の
改
革
課
題
の
再
検
討
（
⑫
、
⑬
）
、
そ
し
て
ソ
連
の
失
敗
し
た
改
革
の
総
括
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

註

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

（
６
）
日
本
の
研
究
者
で
は
、
袴
田
茂
樹
が
既
成
研
究
の
深
刻
な
「
再
検
討
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ソ
連
社
会
の
特
性
と
し
て

（
５
）
た
だ
し
、
こ

れ
る
〈
⑮
）
。

ダーヘ

４ 
－〆

米
国
か
ら
帰
国
後
の
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
が
行
な
っ
て
い
る
言
動
は
、
こ
の
路
線
に
沿
っ
た
も
の
と
言
え
る
（
⑩
、
⑪
）

バ
イ
プ
ス
は
、
ソ
連
解
体
後
の
著
作
で
、
自
ら
の
立
場
を
「
保
守
自
由
主
義
」
、
「
オ
ク
チ
ャ
プ
リ
ス
ト
」
と
述
べ
た
（
⑭
四
一
七
）

ダ
ニ
エ
ル
ズ
が
近
代
工
業
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
点
は
、
ベ
ル
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
ま
た
大
江
泰
一
郎
の
「
法
文
化
」
に
お
け
る
「
専
制
」
の

継
承
性
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
え
る
（
⑳
）
。

ダ
ン
コ
ー
ス
の
展
開
し
た
ソ
連
体
制
危
機
論
は
、
イ
ス
ラ
ム
地
域
の
人
口
爆
発
を
論
拠
に
し
て
お
り
、
連
邦
体
制
そ
の
も
の
の
議
論
で
は
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
お
く
（
⑮
）
。

こ
の
場
合
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
層
よ
り
は
、
そ
の
下
に
あ
る
も
の
の
上
昇
が
著
し
く
、
「
代
理
者
の
革
命
」
と
述
べ
た
方
が
適
切
と
い
わ
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「
バ
ザ
ー
ル
性
」
を
指
摘
す
る
そ
の
「
再
検
討
」
の
方
向
性
は
、
逆
に
資
本
主
義
市
場
経
済
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
理
想
化
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
バ
ザ
ー
ル
性
」
は
、
西
側
を
含
ん
で
経
済
活
動
に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
⑮
二
五
）
。
ま
た
従
来

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
下
斗
米
の
率
直
な
見
解
も
参
照
（
⑳
五
’
六
）
。

（
７
）
こ
の
全
面
否
定
と
い
う
傾
向
は
、
一
つ
は
ソ
連
の
社
会
制
度
が
有
し
て
い
た
平
等
主
義
が
個
人
を
抑
圧
し
た
と
い
う
理
解
に
、
ま
た
い
ま
一
つ
は
連

邦
体
制
が
ロ
シ
ア
民
族
以
外
の
少
数
民
族
を
弾
圧
し
た
と
い
う
理
解
に
表
れ
て
い
る
。
確
か
に
ソ
連
に
個
人
を
抑
圧
す
る
機
関
が
存
在
し
、
ま
た
少

数
民
族
が
強
制
移
住
な
ど
の
弾
圧
を
こ
う
む
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
社
会
的
弱
者
が
救
済
さ
れ
る
社
会
的
枠
組
み
、
ま
た
領
域

原
理
、
文
化
・
教
育
面
の
保
障
に
よ
っ
て
少
数
民
族
，
エ
ス
ー
ー
シ
テ
ィ
が
意
識
を
形
成
す
る
面
が
存
在
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
肯
定
面
、
否
定
面

を
含
め
た
慎
重
な
価
値
判
断
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
塩
川
の
指
摘
を
参
照
（
⑳
）
。

（
８
）
前
文
と
全
一
五
条
に
わ
た
る
「
主
権
宣
言
」
は
、
そ
の
五
条
で
ソ
連
法
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
法
の
優
位
、
国
家
資
源
の
所
有
、
利
用
、
管
理
に
対

す
る
独
占
的
権
利
、
外
交
権
を
規
定
し
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
は
、
条
約
に
基
づ
き
、
他
の
共
和
国
と
共
に
結
成
し
た
連
邦
で
あ
る
と
規
定
さ
れ

（
六
条
）
、
し
た
が
っ
て
ソ
連
中
央
の
主
権
は
承
認
し
つ
つ
も
、
自
由
脱
退
権
が
留
保
さ
れ
る
〈
七
条
）
。
ま
た
国
家
原
理
と
し
て
権
力
分
立
が
宣
言
さ

れ
、
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
の
分
離
は
、
法
治
国
家
と
し
て
の
最
も
重
要
な
機
能
原
則
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
三
権
分
立
以
上
の
規

定
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
関
係
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
主
権
宣
言
」
は
、
ソ
連
国
家
の
名
目
上
の
連
邦
制
に
対
す
る
異
論
の
提
出
に

あ
た
る
が
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
ソ
連
連
邦
制
の
問
題
点
は
、
こ
こ
で
は
連
邦
国
家
の
名
称
を
掲
げ
な
が
ら
ロ
シ
ア
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
各
民
族
に
対
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
の
主
権
は
、
自
ら
が
選
ん
だ
民
族
国
家
形
態
、
民
族
文
化
形
態
で
の
自
決
の
権
利
を
保
障
す
る
（
四
条
）
、
人

民
代
議
員
大
会
が
自
治
共
和
国
、
自
治
州
、
自
治
管
区
、
地
方
、
州
の
権
利
の
拡
大
を
確
認
す
る
（
九
条
）
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
主
権
宣

言
」
で
は
、
ソ
連
中
央
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
法
の
権
限
の
優
位
、
「
独
立
国
家
ロ
シ
ア
」
が
宣
言
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
ロ
シ
ア

の
国
家
性
の
内
実
問
題
は
先
送
り
き
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
民
代
議
員
大
会
後
エ
リ
ッ
ィ
ン
が
行
っ
た
全
国
遊
説
は
、
ロ
シ
ア
国
家
性
の
唆
味

さ
と
あ
い
ま
っ
て
各
櫛
成
主
体
の
主
権
宣
言
を
惹
起
し
た
（
⑯
）
。

（
９
）
Ｃ
Ｉ
Ｓ
問
題
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
ず
、
別
稿
と
し
た
い
。

（
皿
〉
こ
の
批
判
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
「
上
か
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
」
論
に
対
し
て
、
国
家
体
制
の
正
常
化
の
た
め
に
は
許
容
さ
れ
る
措
置
だ
っ
た
と
い
う
立
場

を
と
る
の
は
、
上
野
俊
彦
で
あ
る
。
上
野
は
、
エ
リ
ッ
ィ
ン
の
と
っ
た
行
為
が
流
血
の
惨
事
に
至
っ
た
と
い
う
点
で
責
任
を
問
う
議
論
は
、
「
正
論
」

で
は
あ
る
が
、
体
制
転
換
期
に
お
け
る
不
安
定
な
政
治
状
況
に
お
い
て
は
「
民
主
的
手
続
き
や
法
と
い
う
も
の
が
時
に
無
力
さ
を
露
呈
し
、
あ
る
い

は
障
害
に
さ
え
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
⑳
九
八
’
一
○
三
。
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②
ミ
ハ
ィ
ル
，
Ｓ
・
ヴ
ォ
ス
レ
ン
ス
キ
ー
（
佐
久
間
穆
・
船
戸
満
之
訳
）
「
ノ
ー
メ
ン
ク
ラ
ッ
ー
ラ
」
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
。

③
ク
リ
シ
ャ
ン
・
ク
マ
ー
（
菊
池
理
夫
・
有
賀
誠
訳
）
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
」
昭
和
堂
、
一
九
九
三
年
。

④
，
．
Ｍ
・
コ
ッ
ッ
、
Ｆ
’
ウ
ィ
ァ
（
角
田
安
正
訳
）
「
上
か
ら
の
革
命
Ｉ
ソ
連
体
制
の
終
焉
」
新
評
論
、
二
○
○
○
年
四
月
。

⑤
コ
ル
ナ
ィ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
（
盛
田
常
夫
編
訳
）
『
不
足
」
の
経
済
学
」
岩
波
現
代
選
薔
、
一
九
八
四
年
。

⑥
ミ
ハ
ィ
ル
。
Ｓ
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
〈
中
村
裕
訳
）
「
社
会
主
義
の
理
念
と
革
命
的
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
」
臨
時
増
刊
「
世
界
」
’
九
九
○
年
四
月
。

⑦
レ
ォ
ニ
ー
ド
，
シ
ャ
ピ
ロ
（
河
合
秀
和
訳
）
「
全
体
主
義
」
福
村
出
版
、
一
九
七
七
年
。

③
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
戦
略
研
究
所
編
（
伊
藤
憲
一
監
訳
）
「
ソ
ビ
エ
ト
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
上
下
）
」
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
五
年
。
原
書
は
、
召
蔚
且
同

国
旨
隅
凰
．
．
』
芹
田
愚
号
尽
再
昏
貫
酉
具
ざ
三
国
Ｑ
》
』
骨
、
『
弓
こ
℃
さ
昌
己
一
：
ご
己
く
の
『
き
つ
『
：
乏
勝
三
コ
四
・
口
」
Ｄ
田
。

⑨
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
（
江
川
卓
訳
）
「
ク
レ
ム
リ
ン
へ
の
手
紙
」
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
（
原
題
「
ソ
連
指
導
者
へ
の
手
紙
」
）
。

⑩
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ル
ジ
ェ
ー
ー
ー
ツ
ィ
ン
（
木
村
浩
訳
）
「
甦
れ
、
わ
が
ロ
シ
ア
よ
」
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
○
年
。

⑪
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
（
井
桁
貞
義
、
上
野
理
恵
、
坂
庭
淳
史
訳
）
「
廃
嘘
の
中
の
ロ
シ
ア
」
草
思
社
、
二
○
○
○
年
。

⑫
Ｒ
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
（
国
際
社
会
主
義
運
動
研
究
会
訳
）
「
ロ
シ
ア
共
産
党
史
」
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
七
年
。

⑬
Ｆ
・
Ａ
ハ
ィ
エ
ク
つ
谷
藤
一
郎
訳
）
「
隷
従
へ
の
道
」
東
京
創
元
社
、
一
九
五
四
年
。

⑭
リ
チ
ャ
ー
ド
・
パ
イ
プ
ス
〈
西
山
克
典
訳
）
「
ロ
シ
ア
革
命
史
」
成
文
社
、
二
○
○
○
年
。

⑮
Ｗ
・
プ
ル
ス
、
Ｋ
・
ラ
ス
キ
（
佐
藤
経
明
・
西
村
可
明
訳
）
マ
ル
ク
ス
か
ら
市
場
へ
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

⑯
Ｚ
・
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
〈
伊
藤
憲
一
訳
）
「
大
い
な
る
失
敗
」
飛
鳥
新
社
、
一
九
八
九
年
。

⑰
ダ
ニ
ェ
ル
・
ベ
ル
（
岡
田
直
之
訳
）
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
」
東
京
創
元
社
、
一
九
六
九
年
。

⑱
Ｇ
，
ポ
ッ
フ
ァ
（
坂
井
信
義
訳
）
「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
と
は
何
か
」
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
。

①
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ニ
版
、
一
九
八
六
年
。

②
ミ
ハ
イ
ル
，
Ｓ
・

③
ク
リ
シ
ャ
ン
・
ク

④
，
．
Ｍ
・
コ
ッ
ッ

⑤
コ
ル
ナ
イ
・
ヤ
ー

⑥
ミ
ハ
イ
ル
・
Ｓ
．

⑦
レ
オ
ニ
ー
ド
，
シ

③
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
’

参
考
文
献

①
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
〉
「
全
体
主
義
の
起
源
１
．
２
．
３
」
み
す
ず
書
房
、
’
九
七
四
年
。
利
用
し
た
の
は
新
装
第

（
、
）
二
○
○
○
年
初
め
に
発
表
さ
れ
た
カ
ー
ン
の
論
文
に
よ
る
数
字
（
⑬
八
四
）
。
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⑲
マ
ー
テ
ィ
ン
・
メ
ィ
リ
ァ
（
白
須
英
子
訳
〉
ワ
ヴ
ィ
エ
ト
の
悲
劇
〈
上
下
）
」
草
思
社
、
一
九
九
七
年
。

⑳
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
〈
村
上
紀
子
訳
）
「
大
国
ロ
シ
ア
の
漂
流
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
一
九
九
六
年
。

⑳
石
井
規
衛
「
文
明
と
し
て
の
ソ
連
」
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

⑫
上
野
俊
彦
「
ポ
ス
ト
共
産
主
義
の
政
治
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
○
○
一
年
。

⑳
大
江
泰
一
郎
「
ロ
シ
ア
・
社
会
主
義
・
法
文
化
－
反
立
憲
的
秩
序
の
比
較
国
制
史
的
研
究
」
日
本
評
論
社
、
’
九
九
二
年
。

⑭
木
村
汎
編
訳
「
岐
路
に
立
つ
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
」
勁
草
書
房
、
一
九
九
○
年
。

⑳
塩
川
伸
明
「
終
焉
の
中
の
ソ
連
史
」
朝
日
選
瞥
、
’
九
九
三
年
。

⑳
塩
川
伸
明
「
ソ
連
の
解
体
と
ロ
シ
ア
の
危
機
」
近
藤
邦
康
、
和
田
春
樹
編
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
改
革
・
開
放
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
。

⑰
塩
川
伸
明
「
ソ
連
と
は
何
だ
っ
た
か
」
勁
草
瞥
房
、
一
九
九
四
年
。

⑳
塩
川
伸
明
「
現
存
し
た
社
会
主
義
」
勁
草
瞥
房
、
一
九
九
九
年
。

⑳
柴
宣
弘
・
中
井
和
夫
・
林
忠
行
「
連
邦
解
体
の
研
究
」
多
賀
瞥
房
、
一
九
九
八
年
。

⑳
下
斗
米
伸
夫
「
独
立
国
家
共
同
体
へ
の
道
－
－
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
時
代
の
終
わ
り
」
時
事
通
信
社
、
一
九
九
二
年
。

⑪
下
斗
米
伸
夫
「
〈
一
二
世
紀
の
国
際
政
治
四
〉
ロ
シ
ア
世
界
」
筑
摩
轡
房
、
一
九
九
九
年
。

⑫
和
田
春
樹
「
国
家
の
時
代
に
お
け
る
革
命
」
渓
内
謙
・
荒
田
洋
編
「
〈
ソ
ビ
エ
ト
史
研
究
会
報
告
第
一
集
〉
ネ
ッ
プ
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
へ
」
木
鐸

⑫
和
田
春
魁

社
、
一
九
八

⑬
山
内
畠
ナ

⑭
和
田
春
鰯

⑮
和
田
春
蝿

⑮
国
会
図
途

⑰
三
四
『
六
戸

⑬
Ｏ
Ｓ
侶
旦

⑲
。
。
。
『
鴇
一

口つい。］０］］臼。

⑩
百
場
⑯
一
一
口
。
ご
Ｐ
で
・
言
、
巳
Ｃ
百
口
目
、
：
「
（
冨
勺
。
⑰
（
‐
８
ヨ
ョ
Ｅ
コ
富
「
『
目
、
三
・
コ
ー
ン
８
ョ
目
『
畳
く
⑰
勺
の
『
⑫
己
の
。
『
－
ご
⑥
一
寺
畳
、
ミ
ミ
２
．
く
Ｃ
一
・
一
一
６
：
ワ
の
『
’
９
一
・

山
内
昌
之
、
和
田
春
樹
「
新
・
市
民
革
命
と
新
・
民
族
革
命
の
間
で
」
「
世
界
」
一
九
九
一
年
十
一
月
号
。

和
田
春
樹
「
歴
史
と
し
て
の
社
会
主
義
」
岩
波
新
書
、
一
九
九
二
年
。

和
田
春
樹
「
再
論
「
歴
史
と
し
て
の
社
会
主
義
」
」
「
ロ
シ
ア
史
研
究
」
六
八
号
、
二
○
○
｜
年
。

国
会
図
書
館
立
法
調
査
考
課
局
「
外
国
の
立
法
」
三
十
巻
五
号
、
一
九
九
一
年
九
月
。

三
四
『
六
刃
・
ｍ
ｎ
－
鵠
三
ｍ
の
『
・
『
可
①
で
③
且
菖
息
シ
ョ
亘
砠
昌
一
】
。
「
、
ヨ
ロ
『
⑰
》
、
。
』
「
０
ｍ
ｇ
荷
「
二
二
頁
身
』
遣
い
。
こ
◎
一
・
二
・
コ
○
・
国
も
で
』
ｓ
‐
］
霞
．

。⑰。『噸⑰因一①の－９⑰『。］■□⑰符目⑪。「碗◎く－，８－．ｍ望。、２『‐堕弓（、「』ヨミ『第一ｃｃいくＣｌ・的。。◎・］．

。⑩ｏ『殖①三・ｍ一①の一目①『自旦、罠。、ユョｎ口■一Ｆ国Ｃユ頷く⑥一・【、冒目○二①旨く⑩三一○二。『色幻巨協冒。Ｚ昌一ｃローい【Ｐ【⑰．、島へ‐助Ｃご肴「←、ｇ目・一ｃｃゴつぐ。一・一》弩。Ｃ・や。

和
田
春
樹
「
国
家
の

一
九
八
二
年
所
収
。
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⑱⑰⑯ ロロ。一一］０－〕函・

Ｏ
Ｎ
蔦
三
①
一
室
六
・
国
『
席
国
ご
舌
ｂ
日
巨
・
『
。
ｇ
１
Ｃ
ケ
ヨ
ミ
ミ
旨
『
胃
ミ
ロ
ミ
ロ
ミ
蜀
喜
ミ
ミ
ン
ミ
ミ
『
負
）
．
ｇ
ヨ
ワ
ュ
○
ｍ
の
．
エ
ロ
『
ご
自
己
宅
・
－
℃
い
つ

⑫
⑫
－
８
三
⑯
二
両
．
、
。
。
ｇ
・
評
『
菖
秀
員
『
言
堕
弓
量
陣
高
島
言
角
、
ミ
ミ
ら
目
貫
雪
昌
》
ｑ
韓
冒
（
ミ
。
。
ｂ
〆
３
ａ
〔
弓
・
ｌ
ｐ
爵

⑬
⑫
一
①
已
言
。
「
・
ｎ
ｏ
冨
夛
冒
協
－
９
ｍ
［
員
⑰
⑫
三
一
二
・
三
幻
扁
覺
軍
》
ミ
ー
』
ミ
ミ
」
ミ
ミ
『
菌
』
ｇ
ぬ
く
。
－
」
い
ち
ｃ
」
・
弓
・
ヨ
ー
田
・

＠
シ
｜
、
愚
ａ
ｎ
「
｜
〕
・
’
’
三
》
９
房
⑦
：
『
《
訂
ｎ
Ｃ
ｌ
ｌ
ｇ
い
：
『
弓
の
己
國
男
、
ａ
「
，
助
ミ
ミ
禽
ミ
『
夢
一
℃
目
・
く
○
一
・
旨
・
・
」
》
弓
・
日
。
「
］
Ｓ
・

⑮
ｍ
二
。
ェ
目
一
旦
之
旨
い
言
ぺ
①
〔
晋
・
鼠
目
二
国
。
冨
己
尹
己
⑰
『
⑫
。
。
．
宛
扁
畳
－
○
一
二
三
旨
①
旨
』
Ｚ
⑰
一
己
◎
三
ｓ
・
葦
§
］
ミ
ミ
』
（
」
鳥
這
・
ぐ
ｃ
一
・
凹
今
・
ロ
Ｃ
・
ｕ
ｂ
：
富
『
｜
遇
い

⑲
国
ｎ
コ
目
で
一
つ
・
ね
・
ざ
冨
冒
Ｅ
』
烏
、
冒
○
ミ
司
愚
「
ミ
金
》
で
の
信
昌
：
８
Ｆ
一
℃
ゴ
。

⑳
戸
●
ｇ
目
ａ
、
の
言
ロ
ー
『
Ｐ
『
ご
ミ
ミ
ュ
宮
ミ
旨
Ｆ
Ｃ
ｇ
Ｃ
。
》
で
冨
苣
。
。
で
『
の
鵠
』
曰
』
．

⑪
シ
ー
ヰ
⑰
。
⑫
｛
８
目
・
元
匡
溺
一
目
司
巴
①
『
島
、
ヨ
ョ
ｎ
・
ヨ
ョ
ロ
『
昌
一
く
・
で
：
己
の
。
『
】
ご
Ｐ
、
）
ｇ
『
‐
陰
三
句
「
ミ
ミ
ミ
島
・
画
ｇ
・
く
。
一
・
一
Ｐ
。
。
Ｐ
弓
』
］
】
，
。
・
・

⑫
幻
・
冒
一
。
○
コ
函
・
『
晋
昌
・
ア
ョ
三
ｍ
巨
・
扇
、
骨
、
。
１
．
ぬ
ら
『
皀
困
．
、
ョ
已
一
『
⑪
：
己
Ｚ
昌
一
。
。
⑫
．
、
（
）
里
，
陣
）
ミ
ミ
』
富
ご
「
圏
』
９
脚
く
。
｜
・
凹
・
二
．
・
』
・
弓
」
缶
‐
一
℃
。
・

⑳
宛
◎
す
①
こ
の
。
『
こ
の
宍
⑰
『
．
⑫
Ｃ
く
】
⑰
〔
Ｃ
－
Ｃ
堕
目
已
冒
鴎
一
目
胃
一
・
己
．
、
量
「
‐
国
ミ
ミ
」
富
ミ
ヨ
』
Ｃ
白
．
ご
Ｃ
一
・
鐸
．
。
。
．
」
・
弓
．
。
ｕ
‐
一
℃
。
・

⑭
丙
・
ワ
③
．
○
三
⑰
ぃ
８
コ
》
［
●
応
一
一
ミ
具
肉
函
負
弓
ゴ
ー
⑱
】
ｓ
『
具
「
斎
の
、
旨
・
出
・
・
ぐ
の
『
冒
冒
［
】
◎
弓
『
⑰
い
い
」
Ｓ
函
．

⑮
二
・
Ｃ
［
・
口
冨
兵
８
・
》
（
鼻
）
筐
屡
－
８
⑩
§
雪
。
『
“
国
（
ご
・
三
・
』
ｃ
雪
，

⑳
因
・
【
・
ョ
§
Ｅ
Ｃ
国
冒
冨
『
望
Ｐ
穴
貰
庚
冒
の
Ｅ
厚
再
》
８
胃
や
冒
三
冒
沢
函
・
言
・
』
◎
＠
ｍ
．

⑰
。
）
Ｒ
量
．
ｍ
盲
貫
弓
目
白
三
ｍ
貝
葛
○
目
圏
。
（
冒
勇
・
二
・
》
冨
冒
『
向
三
・
貝
量
目
三
塗
口
つ
・
ｅ
Ｐ
》
』
ｃ
ｃ
函
．

⑬
勺
・
罠
①
目
目
２
．
９
首
己
。
：
ｎ
号
愚
菖
臣
子
ｇ
Ｃ
８
臣
昌
ミ
Ｅ
ｇ
Ｐ
田
ｇ
］
「
：
二
・
顔
．
。
．
Ｂ
‐
司
・

⑳
シ
・
三
宝
『
ｇ
ェ
舅
・
六
．
零
日
勺
ｏ
ｎ
自
己
Ｐ
。
ｇ
目
圏
ミ
ワ
ー
、
弓
・
ｇ
Ｂ
「
・
・
二
ｓ
．
、
。
」
‐
一
凹
・

⑳
口
。
シ
・
『
雪
Ｅ
〆
８
床
。
｝
Ｅ
の
ヨ
ヱ
目
ワ
冒
廻
：
。
』
］
｝
ｃ
目
エ
ヱ
巨
毒
・
塞
自
ワ
露
・
二
コ
・
昌
司
員
冨
で
。
、
○
二
二
・
国
釜
・
》
シ
・
ェ
．
、
自
画
己
○
回
目
己
「
胃
・
刃
）
ｃ
ｇ
－
：
ざ
ぺ
周
恩
・
弓
○
国
息
三
鈩
一

迂
回
Ｅ
『
皀
冒
国
匡
｛
Ｅ
ｘ
Ｃ
ゴ
Ｓ
Ｅ
句
冒
鼻
冨
・
・
四
四
埋
恩
』
ｏ
Ｃ
Ｐ
ｎ
・
い
－
‐
ｕ
一
・

つつり。》ＣＯ。。⑭。

已口・山函０ｍし。

］
③
『
こ
「
・
エ
。
巨
曾
目
ロ
ニ
③
『
｜
⑰
両
昌
忌
８
．
←
一
○
一
二
意
吻
ミ
ミ
【
ミ
ミ
』
昏
。
弓
企
．
愚
ｓ
の
色
ヨ
ヨ
ニ
、
⑰
・
エ
■
『
冒
己
ご
勺
』
ｃ
巴
』
ｃ
急
』
３
℃
．

］
の
。
望
『
・
エ
◎
臣
、
戸
、
句
三
月
『
員
同
ロ
コ
ミ
』
ミ
ミ
評
亘
〔
》
一
ミ
ヘ
ミ
ミ
ミ
言
〔
画
男
．
』
Ｄ
巴
‐
｝
Ｄ
Ｃ
」
と
く
畠
三
二
函
［
Ｃ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
・
・
ｐ
８
Ｃ
医
己
唄
］
扇
一
言
一
⑰
で
『
⑰
鴎
』
ｃ
臼
・

」
①
「
『
爽
島
員
●
『
。
ｎ
勺
目
且
⑩
。
『
⑫
Ｃ
く
⑰
『
⑪
一
媚
昌
一
⑰
興
国
［
ｇ
一
一
吾
旨
、
ｓ
①
く
Ｃ
８
ｇ
ｌ
ｐ
『
望
Ｃ
『
三
⑱
ｚ
⑰
手
一
元
扇
望
自
記
９
ｍ
『
凹
房
ョ
．
、
貝
『
‐
睦
言
訂
二
一
『
口
『
男
・
他
Ｃ
Ｃ
Ｐ
ご
◎
一
・
一
・
・
コ
○
・
一
・
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⑱
因
・
雷
・
六
○
国
自
宇
・
弔
ｓ
８
畳
。
⑰
「
ロ
目
旦
］
自
国
冒
句
。
【
菖
司
〔
百
百
③
『
：
。
ご
言
允
冒
圏
」
①
①
］
‐
』
Ｂ
四
・
【
窪
．
四
・
三
・
』
＠
℃
〕
．

⑲
次
『
・
軍
９
ａ
冒
蔦
さ
、
○
葛
向
【
◎
罫
骨
員
鴬
眉
冨
冒
冒
§
。
：
。
、
愚
も
・
目
冒
自
ｇ
Ｃ
８
恩
冒
ｇ
こ
い
局
鬮
○
冨
巳
田
冒
三
・
．
公
【
）
冨
目
月
・
圏
目
胃
・
葛
『
］
冨
謬
・
】
ｇ
四
・

⑮
エ
レ
ー
ヌ
・
カ
レ
ー
ヌ
Ⅱ
ダ
ン
コ
ー
ス
（
高
橋
武
智
訳
）
「
崩
壊
し
た
帝
国
」
新
評
論
、
一
九
八
一
年

⑯
袴
田
茂
樹
「
ロ
シ
ア
の
ジ
レ
ン
マ
ー
深
層
の
社
会
力
学
」
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
。

⑰
『
ｄ
○
冒
呂
３
思
量
具
沢
Ｃ
三
胃
⑰
『
の
Ｒ
勺
口
Ｃ
園
昌
・
『
員
の
。
＄
｛
骨
・
目
。
、
×
・
閏
罫
：
ｏ
Ｒ
Ｈ
勺
因
：
ご
国
巾
司
Ｓ
ｍ
胃
、
欝
息
§
『
胃
『
量
⑩
。
【
葛
曜
局
目
目
鼠
三
・
．

九⑭⑬⑫⑪

更濡；：

｝
ｃ
碗
』
。 ｎ
吋
○
回
。
白
星
函
国
』
貫
匡
、
。
Ｐ
凶
ｃ
ｃ
］
『
・
己
室
・
姿
Ｃ
・
←
‐
］
】
・

串
容
誤
国
因
雪
○
蛋
竃
閏
鞄
『
囲
い
⑱
副
炉
］
凹
頁
⑰
［
、
③
勺
迺
】
○
℃
←

少
回
〔
這
冨
⑰
重
ヨ
匡
蕾
亀
ｅ
画
【
『
団
鈩
】
＠
ｃ
ｍ
】
三
○
単
・

塩
川
伸
明
「
ソ
連
の
民
族
問
題
と
連
邦
Ⅱ
共
和
国
関
係
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
「
現
下
ソ
連
の
民
族
問
題
Ⅱ
」
外
務
省
委
託
研
究
報
告
書
、

一

九
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