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国
家
観
の
変
遷

ー

i
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
前
史
ー
ー

大

木

雅

夫

は
し
が
き

葉
をづ

と
し v

ばご
し-
5Y 
口口 の

"1"D 

宍2註
カま
矢口
ろ
っ

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
す
ら
分
か
ら
な
い
の
だ
」
。
|
|
歴
史
主
義
時
代
の
夜
明
け
に
ゲ

1
テ
は
こ
の
言

い
か
に
も
浮
き
草
の
よ
う
な
さ
だ
め
な
き
時
代
を
語
る
か
に
見
え
る
。
次
い
で
歴
史
主
義
の
最
盛
期
に
ラ
ン
ケ

(円。。唱。
E
g口
問

g
r
-
H吋
SEH∞
∞
∞
)
は
、

J
z
g
8
-
m
g
w
豆。。
ω
巳
m
g
s
。Fmod司
2
2
3
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
一
切
の
事
実
を
発

(2) 

見
し
解
明
す
る
客
観
的
歴
史
を
追
求
し
て
、
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
単
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
く
、
サ
イ
エ
ン
ス
た
る
歴
史
を
志
し
た
。
し
か
し

一
切
を
解
明
す
る
こ
と
は
神
業
で
あ
ろ
う
。

歴
史
主
義
の
終
震
に
際
会
し
た
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト

3
1
0
向。可。
g
z
F
お
お
'SU印
)
は
、
単
な
る
歴
史
的
事
実
の
記
述
で
は

な
く
て
、
「
未
来
を
予
言
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
歴
史
は
科
学
で
あ
り
う
る
」
と
い
一
九
。
未
来
は
空
漠
た
る
も
の
で
あ
る
。
確
実
な
も

の
は
過
去
の
事
実
、
だ
け
だ
。

そ
れ
を
確
認
し
て
未
来
を
予
一
一
百
し
よ
う
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
歴
史
の
進
展
に
は
律
動
が
あ
り
、
法
則
と
か
傾

向
が
あ
る
と
い
う
確
信
、
す
な
わ
ち
進
化
論
の
復
活
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
確
か
に
問
題
は
あ
る
が
、
今
眼
前
に
起
こ
っ
て
い
る
ヨ

1
ロ

国家観の変遷377 



ッ
パ
統
合
と
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
国
家
の
運
命
を
考
え
る
と
、
や
は
り
人
類
史
上
に
お
け
る
国
家
観
の
変
遷
を
た
ど
る
し
か
私
に
は
手
が
な

い
。
い
き
な
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
と
加
盟
諸
国
家
の
運
命
だ
け
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
当
初
の
意
図
は
放
棄
し
て
、
国
家
観
の
変
遷
と
い

う
遠
い
道
を
歩
む
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場
合
に
も
私
は
オ
ル
テ
ガ
の
歴
史
観
を
基
礎
と
し
、
な
お
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク

378 

が
唱
え
た

「
現
在
か
ら
遡
る
歴
史
」
と
い
う
観
点
、
す
な
わ
ち
現
在
を
出
発
点
と
し
て
過
去
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
観
点
を
取
り
入
れ
て
、

未
来
の
予
言
に
不
必
要
な
も
の
は
軽
く
、
必
要
な
も
の
は
重
く
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

II 

国
家
論
の
変
遷

(1)
哲
学
的
歴
史
観
と
問
題
史
の
相
違

現
在
は
、

E
U
と
の
関
連
に
お
い
て
伝
統
的
な
国
家
そ
の
も
の
が
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
言
う
問
題
に
逢
着
し
て
い
る
。
新
し
い
国
家
形
態

の
模
索
|
|
そ
れ
が
現
在
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
過
去
に
遡
れ
ば
、
十
六
世
紀
す
な
わ
ち
近
代
国
家
の
形
成
期
か
ら
論
ず
る
こ
と
で
足
り
る
と

思
う
。
無
論
歴
史
家
や
哲
学
者
が
、
古
代
社
会
の
ポ
リ
ス
を
論
じ
キ
ヴ
ィ
タ
ス
を
論
ず
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の

「
ポ
リ
テ
イ
ア
」

は
理
想
国
家
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
は
、
決
し
て
理
想
国
家
で
は
な
か
っ
た
。
町
々
村
々
に
暴

力
が
横
行
し
、
少
数
者
の
弾
圧
、
階
級
司
法
、
愛
国
を
名
乗
る
脅
迫
、

オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
(
陶
片
追
放
)
等
の
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
の
巷
で
あ

っ
た
。
彼
は
現
実
の
ポ
リ
ス
に
失
望
し
、
そ
れ
を
描
写
す
る
意
欲
を
失
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
国
家
を
論
じ
た
の
で

あ
っ
た
。
ど
こ
に
も
な
い
国
を
夢
見
た
。
枝
葉
末
節
に
わ
た
っ
て
民
衆
を
規
制
す
る
社
会
機
構
|
|
こ
れ
を
現
代
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
ま
こ

と
に
非
人
間
的
な
国
家
像
が
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
だ
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
は
、
相
対
的
に
は
平
和
な
時
代
で
あ
っ
た
。
国
家
の
統
治

を
一
人
の
賢
人
に
委
ね
れ
ば
足
り
た
。

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
き
た
時
代
は
荒
れ
て
い
て
、
賢
人
政
治
は
期
待
で
き
な
い
。
彼
は
、



強
力
で
多
数
を
占
め
る
中
産
階
級
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
体
制
・
国
家
体
制
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
哲
学
者
に
よ
る
国
家
論

は
哲
学
で
あ
っ
て
、
歴
史
で
は
な
い
。
古
代
か
ら
初
め
て
現
代
に
及
ぶ
歴
史
は
、
今
国
家
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
模
索
す
る

手
が
か
り
に
は
な
り
に
く
い
。
た
と
え
ば
役
員
賞
与
を
め
ぐ
る
税
制
の
研
究
に
際
し
て
、
十
分
の
一
税
か
ら
説
き
起
こ
す
必
要
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
同
然
で
あ
る
。
近
代
国
家
と
か
国
民
国
家
の
運
命
い
か
に
と
問
う
場
合
に
は
、

せ
い
ぜ
い
十
六
世
紀
、
宗
教
戦
争
の
時
代
に
遡
る
こ

と
で
足
り
る
。

(2)
主
権
と
の
関
連
に
お
け
る
近
代
国
家
の
誕
生

近
代
国
家
の
誕
生
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
生
み
の
親
ホ
ッ
プ
ズ
(
国
各
宮
ω
・
5
g
E
5
J
S
)
と
そ
の
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
(
一
六
五
一
年
)

そ
の
議
論
は
、
間
違
い
で
は
な
い
が
、
十
分
で
は
な
い
。
ホ
ッ
プ
ズ
ほ
ど
の
大
天
才
が
戦
前
か
ら
日
本
で
歓
迎

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
暴
君
放
伐
論
と
か
良
心
的
兵
役
拒
否
な
ど
を
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ロ
ッ
ク
や
ル
ソ

l
や
ス
ピ
ノ
ザ
等

(5) 

の
ほ
う
が
大
写
し
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
皆
ホ
ッ
プ
ズ
の
ひ
ら
め
き
を
転
用
し
流
用
し
た
だ
け
と
も
言
え
る
。
し
か
し
ホ
ッ
プ
ズ
の
頭

の
中
に
近
代
国
家
の
構
想
が
忽
然
と
現
れ
た
と
見
る
の
も
誤
り
で
、
こ
れ
は
日
本
人
の
学
説
史
な
り
理
論
史
偏
重
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ツ
ブ
ズ
の
近
代
国
家
論
が
出
さ
れ
る
前
の
世
紀
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
宗
教
戦
争
の
実
態
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

世
俗
君
主
に
よ
る
絶
対
主
義
的
支
配
の
思
想
は
、
十
三
世
紀
末

1
十
四
世
紀
の
人
ダ
ン
テ

(uszk-mEσ
昇
民
自
没
)
に
見
ら
れ
、
こ

れ
を
主
権
の
観
念
と
結
び
つ
け
て
君
主
主
権
を
公
然
と
唱
え
た
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
(
守
山
口
∞

a
F
5
8

没
)
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
改
革
と
そ
れ
に
続
く
宗
教
戦
争
、

そ
し
て
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ

1
の
大
虐
殺
を
目
撃
し
た
。
現
在
イ
ラ
ク
や
パ
レ

ス
チ
ナ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ど
こ
ま
で
も
続
く
血
の
ぬ
か
る
み
は
、
教
皇
側
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
も
解
決
不
能
で
あ
る
。
革
命
に
よ
る
体

制
の
激
変
か
、
神
に
次
ぐ
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
的
な
い
し
大
魔
神
的
権
力
を
国
連
に
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
解
決
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で

ボ
ダ
ン
は
、
国
家
に
最
高
の
絶
対
的
権
力
を
与
え
よ
う
と
思
い
つ
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
権
力
の
中
枢
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
君 ホ

国家観の変遷379 



主
の
立
法
権
で
あ
お
。
そ
れ
ま
で
は
、
神
法
か
自
然
法
か
慣
習
法
が
法
で
あ
っ
た
。
目
に
見
え
な
い
こ
れ
ら
の
法
に
対
し
て
、
目
に
見
え
る

形
の
現
実
の
法
、
す
な
わ
ち
実
定
法
の
制
定
権
を
握
っ
た
君
主
は
、
自
然
必
然
的
に
絶
対
君
主
と
変
身
し
た
。
当
然
こ
れ
に
対
し
て
は
モ
ナ

380 

ル
コ
マ
キ
(
富
。

B
R
E
B
R
E
)
の
暴
君
放
伐
論
が
現
れ
、
ま
た
、
熱
烈
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
徒
で
人
文
主
義
法
学
の
代
表
者
で
も
あ
る

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ッ
ト
マ
ン
(
早
川
昌
明
。
町
田
。
E
S
F
5
8
没
)
も
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
有
力
な
論
客
振
り
を
発
揮
す
る
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

定
住
し
た
フ
ラ
ン
ク
族
が
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
一
部
族
で
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
伝
統
に
よ
れ
ば
人
民
集
会
が
国
王
を
選
出
し
罷
免
す
る
権

能
を
も
っ
、

つ
ま
り
国
王
権
力
の
正
統
性
は
民
衆
の
同
意
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
人
民
集
会
が
後
に
聖
職
者
と
貴
族
と
第
三
身
分

か
ら
成
る
三
部
会
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
に
は
君
主
主
権
が
国
民
主
権
と
化
す
る
素
地
が
あ
つ
だ
。
も
ち
ろ
ん
国
民
主
権
と
は
い

え
、
フ
ラ
ン
ス
で
ナ
シ
オ
ン
す
な
わ
ち
国
民
が
生
ま
れ
る
の
は
、

オ
ッ
ト
マ
ン
の
死
後
二
百
年
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

記
憶
す
べ
き
こ
と
は
、

ホ
ッ
プ
ス
以
前
に
血
み
ど
ろ
の
宗
教
戦
争
が
あ
り
、
君
主
主
権
論
が
生
ま
れ
、

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
大
立
者
オ
ッ
ト

マ
ン
の
国
民
主
権
へ
の
橋
渡
し
が
あ
り
、
そ
こ
に
ホ
ッ
プ
ズ
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
主
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
ピ
ユ

ー
リ
タ
ン
革
命
の
さ
な
か
に
書
か
れ
、
目
前
に
は
国
王
と
議
会
の
争
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
国
王
側
か
ら
も
議
会
側
か
ら
も
、

そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
も
愛
さ
れ
た
気
配
は
な
い
。
ガ
リ
レ
イ
の
自
然
科
学
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
支
配
下
に
、
彼
は
機
械
論
的
、
非
神
学
的

立
場
か
ら
こ
の
書
を
書
い
た
。
騒
乱
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
生
命
は
最
高
の
価
値
で
あ
り
自
然
権
で
あ
る
。

し
か
し
誰
も
が
そ
れ
を
追
求

す
れ
ば
、

「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
と
な
る
か
ら
、

む
し
ろ
ば
ら
ば
ら
の
群
衆
が
単
一
の
人
格
に
な
る
た
め
に
協
定
を
結
ん
で
、
国

家
(
巳
i
g
ω
)
と
い
う
法
人
格
を
作
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
ル
ソ
!
も
「
国
家
:
:
:
は
、
法
人
格
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
生
命
は
、
各
構
成
員
間
の
連
合
に
あ
る
」
と
い
う
。

の

「
連
合
」

(gω
。
巳
色
。
ロ
)
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
火
の
玉
の
よ
う
に
一
丸
と
な
っ
て
団
結
す
る

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
構
成
員
の
一
人
一
人
が
独
立
の
人
格
を
維
持
し
な
が
ら
結
び
合
う
と
い
う
す
ば
ら
し
い
結
合
形
態
で
あ
る
。
こ
の



結
合
が
実
現
す
れ
ば
、
大
欧
州
二
五
ヶ
国
内
に
戦
争
は
起
こ
る
ま
い
と
の
期
待
に
も
似
て
、

そ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
に
お
い
て
は
、
争
い
は
絶
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ホ
ッ
プ
ズ
や
ル
ソ

l
は
、
近
代
国
家
を
理
想
的
に
基
礎
付
け
た
の
で
あ
る
。

皿

近
代
的
国
民
国
家
の
成
立

(
1
)
国
民
主
権
と
国
民

君
主
主
権
か
ら
国
民
主
権
へ
の
移
行
は
、
国
民
が
存
在
し
な
け
れ
ば
起
こ
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
!
と
プ
ロ
ヴ
ァ
ン

ス
、
プ
ル
タ

1
ニ
ュ
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
グ
は
そ
れ
ぞ
れ
別
世
界
で
あ
っ
た
。
同
業
者
組
合
と
か
同
郷
会
な
ど
は
、

「
組
織
さ
れ
た
ナ
シ
オ
ン
」

(EE。
ロ
ミ
窓
口
-ω
か
め
)
と
呼
ば
れ
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
絶
対
王
政
の
も
と
で
消
滅
し
、
「
国
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
ナ
シ
オ
ン
」

官
色
。
口
。

am呂
町
宮
古
再
開

E
C
が
現
れ
た
。
し
か
し
国
民
と
い
う
意
味
の
ナ
シ
オ
ン
の
成
立
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
に
お
い
て
で
あ

り
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
な
れ
ば
こ
そ
、

(8) 

ツ
パ
支
配
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
み
な
ぎ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
十
年
に
わ
た
る
全
ヨ
!
ロ

そ
の
同
じ
時
期
に
、
ド
イ
ツ
に
は

「
国
民
」
が
い
な
か
っ
た
。

パ
1
デ
ン
、

バ
ヴ
ア
リ
ア
等
三
百

そ
れ
は
、
プ
ロ
セ
イ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
、

諸
侯
の
割
拠
す
る
国
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
こ
っ
た
と
き
、

へ
l
ゲ
ル
は
十
九
歳
。
チ
ュ

l
ビ
ン
ゲ
ン
の
神
学
生
で
あ
っ
た
。
彼

は
そ
の
報
に
接
し
て
、
学
寮
の
同
室
者
ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
庭
に
跳
び
だ
し
、

そ
こ
に
自
由
の
木
を
植
え
て
、

そ
の
周
り
を
一

夜
踊
り
明
か
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
知
識
人
の
熱
狂
は
そ
こ
ま
で
で
あ
り
、
革
命
の
進
展
と
と
も
に
期
待
は
幻
滅
に
変
わ
っ

た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
に
占
領
さ
れ
て
も
、
民
衆
は
鉛
の
よ
う
に
眠
り
こ
け
て
い
た
。
国
民
的
に
結
束
し
て
戦
う
気
力
な
ど
な
い
。
た
ま

り
か
ね
た
フ
ィ
ヒ
テ

C
。
}
冨
ロ
ロ
の
。
再
出
与
目
。
Z
P
H吋
AWN-
お
に
)
は
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』

の
叫
び
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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(2)

ヘI
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
|
|
観
念
論
的
理
想
国
家
と
唯
物
論
的
理
想
国
家

382 

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
死
ん
だ
一
八
二
一
年
に
、

へ
1
ゲ
ル
は
、
彼
の
最
後
の
著
書
『
法
の
哲
学
』
(
の

E
E
-
-
E
g
母
門
司

E
。
ω
。司

E
O
品。
ω

問。。
F
Z
)

を
公
刊
し
た
。
財
産
と
教
養
を
蓄
え
た
教
養
市
民
層
が
生
ま
れ
、
官
僚
、
法
曹
、
教
授
ら
は
国
家
や
王
権
と
結
び
つ
い
た
時
代
で

いあ
た芝つ
。た

へ
1
ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
国
家
建
設
の
期
待
を
担
っ
て
創
立
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
教
授
と
し
て
、
最
も
幸
福
な
日
々
を
送
っ
て

そ
し
て
彼
は
最
大
の
国
家
礼
賛
を
す
る
。
同
時
代
の
歴
史
法
学
派
が

「
民
族
」
(
〈
。
-r)
に
究
極
的
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
に
対

し
て
へ

l
ゲ
ル
は
、
国
家

GEm-C
こ
そ
理
性
的
な
も
の
、
最
も
崇
高
な
概
念
、
最
も
完
全
な
る
現
実
態
、
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
理
念
の
現

実
態
」
だ
と
い
旬
。

へ
!
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
国
家
と
倫
理
的
理
性
、
国
家
と
法
と
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
国
家
は
一
つ
、
法
も
一
つ
、
現

実
の
国
家
の
傍
ら
に
理
想
国
家
が
あ
る
で
は
な
し
、
実
定
法
の
傍
ら
に
自
然
法
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
し
て
こ
の
思
想
の
根
底
に
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
有
名
な
命
題
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
が
あ
っ
た
。

」
の
国
家
礼
賛
は
、

へ
1
ゲ
ル
だ
け
が
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
国
家
論
は
元
来
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
的
・
合
理
主
義
的
要
素
が
希
薄

で
あ
る
。

ル
タ
ー
に
は
、

キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家
を
建
設
す
べ
き
だ
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
に
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス

が
頻
繁
に
出
て
く
る
か
ら
、

そ
の
『
神
の
国
』
の
思
想
を
継
承
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
論
も
同

い
た
っ
て
は
、

フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
(
国
巳
ロ
ユ
各
司
ユ
包
ユ
の
『
同
R-
一月旦の『
ω昨・巳
F
O号

g
Bロロ且
N
ロ
ヨ
∞
件
。
-
P
H吋
印
下
回
∞
臼
)
に

ル
タ
l
同
様
に
、
道
徳
的
人
間
は
道
徳
的
国
家
を
建
設
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
注
意
を
喚
起
し
て
お
き

様
で
あ
り
、

た
い
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
の
愛
国
心
は
強
く
、
国
の
た
め
な
ら
一
致
団
結
す
る
国
民
性
の
持
ち
主
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
俗
説
で

は
な
い
か
と
思
う
。

む
し
ろ
愛
国
教
育
の
せ
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
国
民
性
の
問
題
で
は
な
く
て
教
育
の
問
題
だ
と
思

う
。
実
際
、

い
う
意
味
で
あ
る
が
、
戦
時
中
の
日
本
で
は

ナ
チ
ス
の
標
語
に

E

ロ
ロ
富
民
ロ
目
。

F
F
《目。山口〈。

-
w
z
k
-
2
3
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

「
滅
私
奉
公
」
と
訳
さ
れ
、
少
年
時
代
の
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
た
た
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「
汝
は
無
、
汝
の
民
族
こ
そ
す
べ
て
」
と



つ
ま
り
、
国
民
性
な
ど
と
い
う
雲
を
つ
か
も
う
と
す
る
こ
と
よ
り
も
、
現
実
に
な
さ
れ
た
教
育
を
顧
み
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要

で
、
ル
タ

1
も
カ
ン
ト
も
ブ
ィ
ヒ
テ
も
、
倫
理
的
国
家
を
教
え
続
け
て
き
た
。
だ
か
ら
へ

l
ゲ
ル
が
国
家
を
倫
理
的
理
性
の
現
実
態
と
述
べ

た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。

教
育
の
力
は
絶
大
で
あ
る
。
し
か
し
限
界
が
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
常
に
異
端
者
を
生
む
。
異
端
者
が
出
れ
ば
こ
そ
学
問
は
発
展
す
る
。

ゲ
ル
か
ら
最
も
多
く
学
び
取
っ
た
は
ず
の
マ
ル
ク
ス
は
、

ヘ
1
ゲ
ル
の
最
大
の
批
判
者
と
な
る
。
天
上
ば
か
り
眺
め
て
い
た
ヘ

1
ゲ
ル
に
対

し
て
、
地
上
に
目
を
転
じ
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
人
類
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。
宗
教
も
法
も
国
家
も
支
配
階
級
の
武
器
で
あ
り
、

階
級
的
搾
取
と
抑
圧
の
な
い
共
産
主
義
社
会
が
実
現
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
無
用
の
も
の
と
な
り
、
博
物
館
行
き
に
な
る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
国
家
の
死
滅
と
は
い
え
、
人
民
に
対
す
る
統
治
は
、
事
物
の
管
理
と
か
生
産
活
動
の
方
向
付
け
に
代
え
ら
れ
る
の
で
、
国
家
は
廃

止

(ω
宮
島
良

g)
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
枯
死
す
る
(
与
ω
言
σg)
と
い
う
の
で
あ
旬
。

マ
ル
ク
ス
は
決
し
て
空
想
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
亘
一
剣
に
真
の
自
由
と
平
等
を
求
め
れ
ば
こ
そ
、
あ
ま
り
に
も
観
念
的
な
国
家
論
に

徹
底
的
な
反
撃
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
人
の
自
由
が
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
市
場
経
済
の
も
と
で
は
人
々
は
利
己
的
に
し
か
行
動
し
な
い
の
だ
か
ら
、
新
た
に
築
か
れ
る
社
会
主
義
的
生
産
関
係
の
も
と
で

(ロ)

は
新
し
い
人
聞
が
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
新
し
い
人
間
は
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
ノ
ル
マ
が
常
に
過
重
で

あ
れ
ば
、
労
働
者
農
民
は
常
に
怠
惰
に
な
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
第
二

そ
れ
ど
こ
ろ
か
ロ
シ
ア
革
命
直
後
か
ら
彼
ら
は
働
か
な
く
な
っ
た
。

二
条
に
は

「
働
か
ざ
る
者
食
う
べ
か
ら
ず
」
(
月

g
出
。
旬
。
。
。
、
H
d
o
p
斗
。
↓
図
。
。
門
戸
)
と
書
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
働
く
者
と
働
か
な
い
者

が
同
一
賃
金
な
の
だ
か
ら
、
儲
け
る
に
は
賄
賂
を
使
う
と
か
生
産
の
場
か
ら
物
品
を
着
服
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
は
日
常
茶
飯
事
と
な
っ

ロ
シ
ア
語
の
図
。
の
可
出
(
持
ち
帰
る
人
)
と
い
う
言
葉
は
、
ソ
連
人
の
意
識
で
は
泥
棒
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
共

た。産
党
大
会
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
呼
び
掛
け
は
、

「
寄
生
、
贈
収
賄
、
投
機
、
職
業
外
の
収
入
お
よ
び
社
会
主
義
的
所
有
を
侵
害
す
る
一

切
の
も
の
に
つ
け
い
る
余
地
を
与
え
る
隙
聞
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
組
織
的
、
財
政
的
、
司
法
的
手
段
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ

J¥ 
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ソ
連
で
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
並
ぶ
ホ
モ
・
ソ
ヴ
ィ
エ
テ
ィ
ッ
ク
ス
が
生
み
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は

果
た
せ
ぬ
夢
で
あ
り
、
社
会
主
義
ソ
連
邦
は
六
九
年
の
生
涯
を
閉
じ
が
)
。
日
本
人
男
女
合
わ
せ
て
平
均
寿
命
は
現
在
八

O
歳
を
超
え
て
い
る

と
で
あ
っ
た
。

384 

か
ら
、

ソ
連
と
い
う
国
家
は
日
本
人
の
一
生
よ
り
も
短
命
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(3) 
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
か
ら
「
国
家
へ
の
自
由
」
ヘ
|
|
法
治
国
か
ら
福
祉
国
家
、
社
会
国
家
へ

冨
巳
・
)
と
語
る
絶
対
主
義
国
家
で
あ
っ
た
。

そ
の
反
動
の
よ
う
に
法
治
国
思
想
が
芽
生
え
る
。

「
朕
は
国
家
な
り
」
(
円
開
S
F
へ2片

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
一
世
代
後
の
ア
ダ
ム
・

ル
イ
一
四
世
の
時
代
を
民
衆
は
〈
『
の
E
D色
∞
芯
己
0

〉
(
大
御
代
)
と
呼
ん
で
い
た
が
、
国
王
自
身
は

ス
ミ
ス
は
、
古
典
的
自
由
主
義
の
旗
を
振
る
。

そ
の
「
自
由
」

は
本
質
的
に
「
国
家
か
ら
の
自
由
」

で
あ
り
、
自
分
の
利
己
心
に
従
っ
て
活

動
す
れ
ば
、
「
見
え
ざ
る
手
に
導
か
れ
て
」
全
体
の
利
益
に
連
な
る
。
国
家
は
た
だ
、
警
察
官
や
夜
警
同
然
に
国
民
生
活
の
秩
序
破
壊
者
を

取
り
締
ま
る
い
わ
ゆ
る
夜
警
国
家

(
Z
R
F寄
符
F
Z
g
g
ω
乙
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
旬
。
し
か
し
こ
の
理
論
の
表
面
は
明
る
く
、
裏
面
は
暗

か
っ
た
。

一
八
一
五
年
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
に
ド
イ
ツ
連
邦
の
人
口
は
二
二

O
O万
か
ら
五
三

O
O万
ま
で
増
え
た
。
こ
れ
は
一
世
代
前

の
二
倍
の
人
口
を
養
う
高
度
成
長
ぶ
り
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
て
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
な
い
。
当
時
こ
の
人
口
増
を
養

え
る
ほ
ど
農
業
技
術
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
し
、
人
口
の
三
分
の
一
は
乞
食
同
然
の
暮
ら
し
ぶ
り
で
、
都
市
部
で
も
ベ
ッ
ド
も
家
具
も
な
い

家
に
昼
食
抜
き
で
暮
ら
す
人
々
が
あ
ふ
れ
で
い
た
。

マ
ル
サ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
で
前
世
紀
末
に
予
言
し
た
事
態
が
ド
イ
ツ
で
起
こ
っ
た
。

そ
し

て
世
紀
末
に
か
け
て
貧
富
の
格
差
は
救
い
が
た
い
も
の
と
な
り
、
よ
う
や
く
社
会
問
題
、
労
働
問
題
そ
し
て
婦
人
問
題
と
い
う
言
葉
が
生
み

出
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
問
。

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
や
国
家
観
は
、

そ
こ
に
生
ま
れ
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
後
継
者
た
ち
に
よ
る
国
づ
く
り

は
、
世
紀
の
大
実
験
と
は
い
え
空
し
く
失
敗
し
た
。
弱
者
貧
民
の
出
現
が
労
働
保
護
や
社
会
保
障
を
国
家
に
求
め
て
い
る
と
き
、
国
家
は
賭

博
的
大
戦
争
に
走
り
、
難
民
と
人
口
爆
発
、
傷
病
兵
と
老
幼
者
の
介
護
、
年
金
、
社
会
保
障
の
諸
問
題
等
、
経
済
的
社
会
的
弱
者
保
護
は
、

国
家
の
積
極
的
介
入
を
至
上
命
令
と
し
た
。
貧
窮
か
ら
の
解
放
と
福
祉
増
進
の
目
標
は
、
国
家
の
存
在
理
由
を
ま
っ
た
く
変
わ
ら
せ
が
)
。



新
た
な
国
家
像
は
、
福
祉
国
家
(
毛
色

R
g
g
o
)
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
基
本
法
第
二

O
条
第
二
項
は
、
こ
れ
を
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
は
、
民
主
主
義
的
で
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
。
」
と
規
定
し
、
法
治
国
家
(
同
ゅ
の
宮

g
gさ
と
は
別
個
の
社
会
国
家

Gas-ω
富
山
丹
)
と

い
う
言
葉
を
採
用
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、

の
道
と
し
て
提
唱
し
た
言
葉
で
あ
問
、
常
に
修
正
資
本
主
義
な
ど
と
酷
評
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
中
で
は
社
会
国
家
の

一
九
世
紀
末
に
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
が
自
由
主
義
と
社
会
主
義
を
超
え
る
第
三

語
を
用
い
ず
、
学
説
上
「
社
会
的
基
本
権
」
と
呼
ば
れ
る
若
干
の
規
定
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、

一
九
九
三
年

制
定
の
現
行
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
第
一
章
は
、
社
会
的
保
護
政
策
の
実
施
を
内
容
と
す
る
「
社
会
国
家
」
と
い
う
言
葉
を
か
か
げ
鳩
。
修
正
資

本
主
義
と
排
撃
し
て
き
た
西
欧
法
の
原
理
を
、
今
は
受
け
入
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
最
初
は
社
会
主
義
の
原
理
と
調
和
さ
せ
っ
つ
導
入
を
試
み
た

が
、
や
が
て
社
会
主
義
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
、

そ
の
ま
ま
全
面
的
に
自
己
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
段
階
に
あ
る

一
九
九

O
年
一

O
月
に
「
市
場
経
済
移
行
の
基
本
方
針
」
が
決
定
さ
れ
、
初
め
に
は
「
社
会
主
義
的
市
場
経
済
」
と
い
っ
て
い
た
が
、

そ
の

年
内
に
、
「
計
画
市
場
経
済
」
、
「
規
制
さ
れ
た
市
場
経
済
」

そ
し
て
単
に
「
市
場
経
済
」

へ
と
表
現
が
変
化
し
た
。
体
制
の
大
変
革
は
、
な

り
ふ
り
構
わ
ぬ
も
の
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

IV 

E
U
と
国
民
国
家
|
|
結
び
に
代
え
て

こ
れ
ま
で
私
は
、
人
類
史
の
進
展
と
と
も
に
国
家
観
が
激
し
く
変
動
し
て
き
た
こ
と
を
駆
け
足
で
跡
付
け
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
で

目
前
に
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
動
き
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
の
や
ら
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
今
や
国
家
主
権
は
固
執
さ
れ
な
い
。

君
主
主
権
か
ら
国
家
主
権
へ
の
転
換
が
あ
り
、

し
か
も
主
権
そ
の
も
の
は
、
今
や
単
一
不
可
分
の
も
の
と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。

ヨ
i
ロ
ッ

パ
共
同
体
自
体
が
六
つ
の
加
盟
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に
主
権
の
移
譲
を
受
け
て
成
立
し
た
組
織
で
あ
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
の
統
一
が
関
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税
同
盟
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
に
、
経
済
的
統
合
か
ら
政
治
統
合
に
向
か
う
可
能
性
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
立
法

の
領
域
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
が
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
近
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
コ
ン
ゴ
に
派
兵
す
る

386 

に
際
し
て
共
同
司
令
部
を
作
る
に
い
た
っ
た
。

こ
れ
が

E
U加
盟
国
の
全
体
に
及
ぼ
さ
れ
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
計
画
の
初
期
に
は
一
蹴

さ
れ
た
軍
事
的
統
合
が
実
現
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
の
夢
が
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
は
最
近
東
欧
諸
国
の
加
盟
に
よ
り
二
五
ヶ
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
大
欧
州
へ
の
道
が
開
か
れ
た
。
民
族
も
歴
史
も
言
語

も
異
な
る
こ
れ
だ
け
の
国
々
が
単
一
国
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
連
邦
へ
の
道
を
進
む
か
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
兆
し
は
あ
る
が
、
現
時

点
で
は
連
邦
で
は
な
い
。
し
か
し
国
家
連
合
の
形
態
は
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今

E
U
が
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
必
ず
し
も
定
か
で
は

な
い
が
、
こ
こ
で
跡
付
け
て
き
た
国
家
観
の
変
遷
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
変
化
、
新
た
な
展
開
を
し
ば
ら
く
注
視
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
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