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本
書
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
一
日
に
明
治
大

学
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ロ
ン
ト
で
開
か
れ
た
国
際
シ

ン
ポ
『
六
四
・
天
安
門
事
件
を
考
え
る
│
│
民

主
化
は
な
ぜ
挫
折
し
た
の
か
』
に
提
出
さ
れ
た

報
告
論
文
と
、
こ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
そ
の

他
を
収
録
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
そ
の
共
通
主

題
は
、
⑴
な
ぜ
天
安
門
事
件
は
あ
の
時
、
あ
の

よ
う
な
形
で
起
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
歴
史

的
背
景
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
⑵

六
月
四
日
の
そ
の
日
、
天
安
門
広
場
で
、
そ
し

て
「
民
主
化
運
動
」
が
波
及
し
た
全
国
各
地

で
、
い
っ
た
い
何
が
起
き
た
の
か
、
⑶
こ
れ

ら
天
安
門
を
舞
台
と
す
る
一
連
の
「
民
主
化
運

動
」、そ
し
て
全
国
規
模
に
広
が
っ
た
「
民
主

化
運
動
」
を
問
う
こ
と
の
現
在
的
、
か
つ
将
来

的
意
味
と
は
何
な
の
か（
二
三
頁
）、
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
報
告
者
の
関
心
が

集
中
し
て
い
る
の
は
、
⑴
と
⑶
な
ら
び
に
そ
の

後
の
中
国
大
陸
の
国
家
体
制
の
変
容
ぶ
り
を
め

ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

　
評
者
は
、
終
日
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
熱
心

に
傍
聴
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
か
れ
て
か
ら
一
年
後
、
米
中
関
係
が
急
速

に
悪
化
す
る
中
で
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
取
り
組

ん
で
来
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
日
中
戦
争
前
夜

に
か
け
て
の
中
国
の
対
外
関
係
史
と
対
比
さ
せ

な
が
ら
一
九
八
九
年
に
北
京
で
起
こ
っ
た
事
件

の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
、
本
書
の
書
評
を
引
き
受
け
た
。

　
本
書
は
、
あ
の
時
、
天
安
門
広
場
に
居
た
民

主
化
運
動
の
指
導
者
、
参
加
者
の
報
告
（
第
二

章
、第
三
章
、第
四
章
、第
五
章
）
と
、
こ
れ
を

海
外
か
ら
観
察
し
て
い
た
外
国
人
研
究
者
の
考

察
（
序
章
、
第
一
章
、
第
六
章
、
第
七
章
）
の
二

つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
の
批

判
の
対
象
は
、
恐
る
べ
き
本
性
を
露
わ
に
し
た

中
国
共
産
党
指
導
部
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
共

産
党
に
よ
る
中
国
大
陸
支
配
を
放
任
し
た
結

果
、
そ
の
社
会
矛
盾
を
こ
こ
ま
で
拡
大
深
刻
化

さ
せ
た
最
大
の
責
任
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
政

府
（
実
際
に
は
、鄧
小
平
「
南
巡
講
話
」
に
釣
ら

れ
て
、「
民
主
化
運
動
」
弾
圧
に
怒
っ
た
西
洋
諸

国
の
対
中
国
包
囲
網
を
真
っ
先
に
解
い
た
の
は

日
本
政
府
・
企
業
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
な
ぜ

か
報
告
者
は
だ
れ
一
人
、
こ
の
事
実
に
触
れ
て

い
な
い
）、
そ
し
て
中
国
共
産
党
の
脅
威
を
真

正
面
か
ら
見
据
え
、
対
中
国
政
策
の
再
検
討
を

日
本
政
府
に
促
さ
ず
、
あ
べ
こ
べ
に
見
て
み
な
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い
ふ
り
を
決
め
込
む
わ
が
国
の
「
進
歩
的
文
化

人
」、「
良
心
的
出
版
社
」
や
学
会
の
偽
善
的
態

度
に
も
批
判
の
目
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
報
告
者
の
二
人
、
胡
平
と
王
丹
は
、
そ
の
報

告
（
第
二
章
、
第
三
章
）
で
、
運
動
弾
圧
か
ら

三
〇
年
間
で
変
貌
し
た
中
国
社
会
の
特
徴
を
、

限
度
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
効
率
性
を
高
め
た
市
場
経

済
が
深
刻
な
不
公
正
を
引
き
起
こ
し
た
社
会
と

な
っ
た
と
喝
破
す
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起

こ
っ
た
理
由
は
、
労
働
力
、
土
地
、
資
本
、
非

再
生
資
源
コ
ス
ト
を
最
低
限
に
抑
制
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
の
結

果
、
人
民
、
特
に
エ
リ
ー
ト
集
団
が
無
気
力
主

義
に
陥
り
、
社
会
の
道
徳
と
モ
ラ
ル
が
地
滑
り

現
象
を
起
こ
し
、
常
識
的
な
道
徳
や
モ
ラ
ル
基

準
で
す
ら
公
に
議
論
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
王
丹
は
嘆
く
（
八
二

－
八
三
頁
）。
し
か

し
、
評
者
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
同
様

な
こ
と
は
、
一
九
六
〇
〜
七
五
年
に
か
け
て
、

勢
い
猖
獗
を
極
め
た
新
左
翼
運
動
が
弾
圧
さ

れ
、
彼
ら
の
精
神
的
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
た
中

国
の
文
化
大
革
命
、
ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ

ア
「
解
放
」
後
の
両
国
社
会
の
正
体
が
判
明

し
、
新
左
翼
運
動
の
実
現
目
標
が
環
境
庁
の
開

設
、「
核
抜
き
本
土
並
み
」
条
件
に
よ
る
沖
縄

返
還
、
日
中
国
交
正
常
化
、
佐
藤
栄
作
内
閣
退

陣
と
い
う
形
を
と
っ
て
不
完
全
な
が
ら
も
実
現

し
て
以
降
の
日
本
社
会
に
も
当
て
は
ま
る
。

　
石
井
知
章
も
序
章
（
一
九

－
二
〇
頁
）
と
あ

と
が
き
（
二
九
四

－
二
九
五
頁
）
で
、
同
様
な

指
摘
を
し
て
い
る
。
石
井
は
中
国
知
識
人
の
無

気
力
化
、
中
国
社
会
の
道
徳
の
退
廃
の
代
わ
り

に
、「
民
主
化
運
動
」
を
徹
底
的
に
弾
圧
し
た

中
国
共
産
党
指
導
部
の
意
向
を
忖
度
し
て
、
こ

の
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と

し
な
い
わ
が
国
の
「
進
歩
的
」
知
識
人
、「
良

心
的
出
版
社
」、
学
会
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

　
わ
が
国
の
「
進
歩
的
」
知
識
人
、「
良
心
的

出
版
社
」
や
学
会
の
中
国
共
産
党
に
対
す
る
態

度
は
な
ぜ
か
く
も
不
甲
斐
な
い
の
か
。
本
書
の

寄
稿
者
の
中
で
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を

直
截
に
述
べ
た
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ

の
原
因
を
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
中
国
共
産
党

に
よ
る
革
命
も
結
局
、
単
な
る
専
制
王
朝
国
家

の
交
代
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
こ
の
こ
と
は
、
王

毅
外
相
自
身
が
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
を
認
め
た
が
最
後
、
専
制
王
朝
国
家

＝
停
滞
社
会
と
見
な
し
、
日
本
軍
に
よ
る
侵
略

は
、「
停
滞
社
会
」
に
進
歩
を
も
た
ら
す
た
め

の
行
動
で
あ
る
と
正
当
化
し
た
戦
前
の
知
識
人

の
同
調
者
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
中
国
共
産
党
体
制
は
、

そ
ん
な
日
本
の
「
青
白
き
イ
ン
テ
リ
」
の
戸
惑

い
な
ど
お
構
い
な
し
に
そ
の
専
制
主
義
体
質
を

強
め
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
の
が
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・

ネ
イ
サ
ン
の
報
告
（
第
一
章
）
で
あ
る
。
ネ
イ

サ
ン
は
、
中
国
共
産
党
指
導
部
が
「
民
主
化
運

動
」
弾
圧
か
ら
得
た
教
訓
を
、
⑴
党
に
は
核
心

が
必
要
だ
と
し
て
、
帝
政
後
期
以
来
の
「
君
主

独
裁
政
治
」
を
正
当
化
し
た
こ
と
、
⑵
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
掌
握
（
七
不
講
と
国
際
人
権
活
動
、

海
外
メ
デ
ィ
ア
、
国
内
少
数
民
族
、
宗
教
、
民

間
社
会
敵
視
政
策
）、
⑶
共
産
党
を
分
裂
さ
せ

な
い
こ
と
、
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
中
国
共
産
党
が
こ
の
事

件
を
き
っ
か
け
に
、
か
つ
て
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ゲ
ル
が
描
い
た
ア
ジ
ア
専
制
主
義
国
家
の
基
準

達
成
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

　
た
だ
、
こ
の
新
た
に
「
甦
っ
た
専
制
主
義
国
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家
」
は
、
か
つ
て
の
ア
ジ
ア
専
制
主
義
国
家
論

が
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な
「
停
滞
社
会
」
で

は
な
い
。
先
進
資
本
主
義
国
の
政
府
企
業
か
ら

手
段
を
選
ば
ず
窃
取
し
た
知
的
財
産
を
自
家
薬

籠
中
の
物
と
し
て
開
発
し
た
最
先
端
技
術
を
駆

使
し
て
生
産
し
た
高
度
な
性
能
を
持
つ
工
業
製

品
を
全
世
界
に
輸
出
す
る
、
恐
る
べ
き
経
済
力

を
身
に
付
け
た
国
家
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中

国
共
産
党
は
自
国
の
生
産
力
を
高
め
れ
ば
高
め

る
ほ
ど
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
社
会
体
制
改
革
を

必
要
と
す
る
。
そ
れ
が
、
ひ
い
て
は
「
甦
っ
た

専
制
主
義
国
家
」
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
と
い
う

矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
民

主
化
運
動
」
に
参
加
し
た
他
の
報
告
者
が
一
致

し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
は
「
同
治
の
中
興
」
に
関
す
る
メ
ア
リ
ー
・

ク
ラ
ボ
ー
・
ラ
イ
ト
の
古
典
的
名
著
が
夙
に
指

摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
共
産
党
は
、

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
一
挙
に
洋
務

運
動
時
代
に
先
祖
返
り
し
た
と
言
え
な
く
も

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
新
生
中
華
帝
国
と

ど
う
取
り
組
め
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
、
日
清

戦
争
前
の
明
治
政
府
が
直
面
し
た
難
題
で
あ
っ

た
し
、
現
在
の
日
本
も
、
同
じ
問
題
が
形
を
変

え
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
上
述
し
た
石

井
知
章
の
「
進
歩
的
」
知
識
人
、「
良
心
的
出

版
社
」、
そ
し
て
学
会
に
対
す
る
激
し
い
怒
り

は
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
妙
案
を
何
一
つ
浮

か
び
出
せ
な
い
彼
ら
に
対
す
る
焦
り
と
苛
立
ち

の
現
れ
で
あ
る
。

　「
甦
っ
た
専
制
王
朝
国
家
」
は
こ
れ
か
ら
も

ず
っ
と
存
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
動
き
出
し
た
の
が
二
〇
二
〇

年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
政
府
で
あ
り
、
そ
の
対
中

国
政
策
大
転
換
に
よ
っ
て
、「
甦
っ
た
専
制
王

朝
国
家
」
の
前
途
は
、
一
気
に
不
透
明
に
な
っ

た
。「
民
主
化
運
動
」
に
参
加
し
て
い
た
報
告

者
も
も
ち
ろ
ん
、
中
国
共
産
党
の
現
体
制
存
続

に
反
対
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
胡
平
は
、

「
全
体
的
に
正
統
性
を
備
え
て
い
な
い
」（
七
一

頁
）
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
よ
り
明
確
な
説
明
を
し
て

い
る
の
は
張
博
樹
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
報
告

（
第
四
章
）
の
中
で
、
中
国
共
産
党
が
「
主
権

在
民
や
私
権
の
神
聖
不
可
侵
、
個
人
の
自
由
と

尊
厳
、
公
権
力
の
委
託
性
と
代
替
可
能
性
」
を

全
く
満
た
し
て
お
ら
ず
、
中
国
共
産
党
が
こ
れ

ら
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

「『
繁
栄
の
時
代
』
は
暫
定
的
で
表
面
的
な
も
の

に
過
ぎ
ず
、
一
代
、
次
世
代
、
さ
ら
に
長
い

時
間
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
一
五
四

頁
）
と
断
言
す
る
。

　
し
か
ら
ば
、
仮
に
近
い
将
来
、
共
産
党
の

「
繁
栄
の
時
代
」
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
し
て
、

誰
が
ど
の
よ
う
に
中
国
の
国
家
体
制
を
変
革
す

る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
驚
く
べ
き
主
張
を

展
開
し
て
い
る
の
は
、
李
偉
東
で
あ
る
。
彼
は

そ
の
報
告
（
第
五
章
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
中
国
が
変
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
全
体
主
義
の
政
治
制
度
だ
。

…
…
西
側
諸
国
は
中
国
と
経
済
面
で
和
解
し
、

新
た
な
ル
ー
ル
を
設
け
、
中
国
に
順
守
さ
せ
る

べ
き
だ
。
和
解
の
条
件
と
し
て
、
中
国
に
早
期

に
一
党
独
裁
体
制
を
終
わ
ら
せ
、
民
主
化
を
実

現
す
る
べ
き
だ
。
西
側
諸
国
は
普
遍
的
価
値
に

基
づ
く
確
固
た
る
連
合
を
築
き
、
経
済
的
に
台

頭
す
る
中
国
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
そ
の
制
度

や
価
値
観
の
危
機
を
抑
え
込
み
、
千
年
に
一
度

ク
ラ
ス
の
東
西
の
和
解
を
実
現
し
、
西
側
の
市

場
を
用
い
て
中
国
の
全
体
主
義
制
度
を
変
更
さ

せ
る
べ
き
だ
」（
一
七
一

－

一
七
二
頁
）。
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李
偉
東
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
世
紀
半
ば
に

清
朝
中
央
政
府
と
締
結
し
た
天
津
条
約
、
北
京

条
約
や
、
義
和
団
事
変
直
後
に
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
、
日
本
政
府
が
清
朝
中
央
政
府
と
締
結

し
た
通
商
航
海
条
約
の
条
文
に
何
が
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
順
守
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
の
三

国
政
府
の
働
き
か
け
が
中
国
に
何
を
も
た
ら
し

た
の
か
が
ま
る
で
分
か
っ
て
い
な
い
。
李
偉
東

自
身
の
言
葉
を
借
り
て
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る

な
ら
ば
、
一
九
世
紀
中
期
と
二
〇
世
紀
初
頭
に

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
政
府
が
清
朝
中

央
政
府
と
締
結
し
た
あ
の
一
連
の
条
約
は
、
イ

ン
ド
ア
ヘ
ン
輸
入
貿
易
の
合
法
化
を
別
と
す

れ
ば
、「
中
国
と
経
済
面
で
和
解
し
、
新
た
な

ル
ー
ル
を
設
け
」
る
た
め
の
提
案
そ
の
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
経
済
的
に
台

頭
す
る
中
国
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
そ
の
制
度

や
価
値
観
の
危
機
を
抑
え
込
み
」、「
普
遍
的
価

値
に
基
づ
く
確
固
た
る
連
合
を
築
」
く
た
め

に
、
清
朝
政
府
か
ら
南
京
国
民
政
府
に
、
た
と

え
部
分
的
で
あ
れ
、
こ
れ
を
順
守
さ
せ
よ
う
と

し
て
も
、
幣
制
改
革
を
除
い
て
結
局
何
一
つ
う

ま
く
い
か
ず
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
日
本
の
領
土

侵
略
、
と
り
わ
け
華
北
分
離
工
作
を
正
当
化
さ

せ
る
口
実
と
な
り
、
そ
の
後
半
世
紀
に
及
ぶ
動

乱
と
恐
怖
政
治
の
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
の
が

歴
史
の
真
実
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
国
近

現
代
史
の
大
前
提
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い

「
民
主
化
運
動
」
参
加
者
に
は
呆
れ
る
よ
り
他

は
な
い
が
、
も
っ
と
驚
く
べ
き
は
、
彼
ら
の
現

実
離
れ
し
た
改
革
願
望
で
あ
る
。

　
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
各
報
告
の
大
半

は
、「
も
し
あ
の
時
、「
民
主
化
運
動
」
が
成
功

し
て
い
れ
ば
」、
あ
る
い
は
「
も
し
趙
紫
陽
の

改
革
が
実
現
し
て
い
れ
ば
」、
あ
る
い
は
「
ア

メ
リ
カ
を
筆
頭
と
す
る
西
側
諸
国
の
力
で
中
国

の
制
度
改
革
が
実
現
し
て
い
れ
ば
」
と
い
っ
た

夢
物
語
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市

知
識
人
・
学
生
の
陳
情
請
願
で
中
国
共
産
党
が

そ
の
専
制
権
力
を
分
割
さ
せ
る
こ
と
な
ど
あ
り

得
な
か
っ
た
し
、
ま
た
彼
ら
が
理
想
化
し
て
い

る
西
側
諸
国
社
会
の
「
主
権
在
民
や
私
権
の
神

聖
不
可
侵
、
個
人
の
自
由
と
尊
厳
、
公
権
力
の

委
託
性
と
代
替
可
能
性
」
の
確
立
は
、
一
二
世

紀
「
法
学
革
命
」
か
ら
始
ま
っ
て
一
九
世
紀
の

「
二
月
革
命
」
や
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
、「
パ

リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
に
到
る
ま
で
か
け
て
よ
う

や
く
達
成
し
た
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
西
欧

で
、
こ
れ
だ
け
長
い
歳
月
と
多
く
の
犠
牲
者
を

出
し
て
実
現
し
た
制
度
を
、
こ
ん
な
小
手
先
の

改
革
だ
け
で
た
ち
ま
ち
実
現
で
き
る
と
考
え
る

の
は
、
あ
ま
り
に
お
粗
末
な
夢
想
論
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
石
井
知
章
が
そ
の
報
告
（
第
六
章
）

で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
、
趙
紫
陽
が
第
十
三
回

党
大
会
で
正
式
に
打
ち
出
し
た
「
党
政
分
離
」

を
筆
頭
と
す
る
七
項
目
の
改
革
（
一
八
三

－

一

八
九
頁
）
提
案
の
限
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

農
民
の
権
利
が
全
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。

周
知
の
通
り
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
革
命
が
成

功
し
た
の
は
、
広
範
な
農
民
大
衆
を
味
方
に
つ

け
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
趙
紫
陽
も
そ
し
て
そ
の
後
の
「
民
主
化
運

動
」
の
指
導
者
も
、
農
民
の
権
利
を
全
く
考
慮

し
て
い
な
い
。

　
評
者
は
、悲
劇
に
終
わ
っ
た
「
民
主
化
運
動
」

と
は
、
か
つ
て
康
有
為
や
梁
啓
超
の
意
見
に

従
っ
て
光
緒
帝
が
試
み
た
「
百
日
維
新
」
の
再

現
で
あ
る
と
見
る
。
自
分
た
ち
の
脳
内
幻
影
を

信
じ
て
突
き
進
ん
で
も
、
結
局
何
一
つ
成
果
を

残
せ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
両
者
は
実
に
よ
く
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似
て
い
る
。
異
国
の
地
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
「
民
主
化
運
動
」
の
指
導
者
た
ち
と
、
彼
ら

に
同
情
し
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
た
ち
と
の

思
想
交
流
を
描
い
た
及
川
淳
子
論
文
（
第
七

章
）
を
読
む
と
、
評
者
に
は
、
海
外
で
流
浪
の

生
活
を
送
る
「
民
主
化
運
動
」
指
導
者
た
ち
の

境
遇
が
、
康
有
為
や
梁
啓
超
の
日
本
で
の
亡
命

生
活
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
そ

し
て
、「
天
安
門
事
件
」
と
は
、
二
〇
世
紀
版

「
百
日
維
新
」
を
弾
圧
し
た
「
戊
戌
政
変
」
の

再
現
だ
っ
た
と
い
う
思
い
を
強
く
す
る
。

　
だ
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
は
る
か
に

大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
見
方
が
的
確
か
否
か
で

は
な
く
、「
甦
っ
た
専
制
王
朝
国
家
」
と
ア
メ

リ
カ
が
率
い
る
先
進
資
本
主
義
諸
国
、
と
り
わ

け
日
本
は
今
後
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
矢
吹
晋
の
コ
メ
ン
ト
（
第
八
章
）
は
、
こ
の

問
題
に
関
し
て
、
習
近
平
体
制
の
「
電
脳
社
会

主
義
（「
電
脳
専
制
主
義
」
と
形
容
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
）
と
Ｇ
７
社
会
は
近
い
将
来
、
似

た
よ
う
な
管
理
社
会
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
見
通
し
に
立
っ
て
、「
生
い
立
ち

は
異
な
る
が
帰
結
は
類
似
す
る
二
種
の
管
理
社

会
を
ど
の
よ
う
に
止
揚
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て

い
る
」（
二
五
一
頁
）
と
主
張
す
る
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
当
日
、
評
者
は
こ
の
発
言
を
聴
い
て
、

か
つ
て
米
ソ
冷
戦
時
代
に
杉
本
栄
一
（『
近
代

経
済
学
の
解
明
』
岩
波
文
庫
）
や
森
嶋
通
夫

（
出
典
未
確
認
）
が
提
唱
し
た
収
斂
論
を
想
起

し
た
。
だ
が
、
現
実
の
米
ソ
関
係
は
、
二
人
が

唱
え
た
収
斂
論
と
は
ま
る
で
違
っ
た
展
開
を
た

ど
っ
た
。
あ
の
時
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は

間
違
い
な
く
、
個
人
の
権
利
、
権
力
の
分
散
を

前
提
と
す
る
Ｇ
７
の
国
家
体
制
を
中
国
の
「
電

脳
専
制
主
義
」
型
市
場
社
会
に
収
斂
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア

メ
リ
カ
政
府
は
今
般
の
対
中
国
政
策
大
転
換
に

踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
「
類
似
す
る
二

種
の
管
理
社
会
」
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、

両
者
が
「
止
揚
」
す
る
可
能
性
は
な
い
。

　
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、「
甦
っ
た
専
制
王
朝
国
家
」
の
国
力

の
源
は
「
電
脳
社
会
主
義
」
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
中
国
は
明
末
以
来
、
外
部
需
要

に
依
存
し
た
商
品
・
労
働
力
輸
出
に
よ
っ
て
得

た
海
外
資
本
（
含
最
先
端
技
術
）
を
繁
栄
の
源

と
し
て
い
る
。「
中
国
共
産
党
は
、中
国
を
代
表

し
て
い
な
い
」
と
い
う
論
法
（
こ
れ
は
、
ア
ヘ

ン
戦
争
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
が
と
っ
た
戦
術
そ
っ

く
り
）
の
下
に
様
々
な
方
法
で
現
在
ア
メ
リ
カ

政
府
が
行
っ
て
い
る
試
み
は
、
中
国
へ
の
資
本

と
先
端
技
術
供
給
ル
ー
ト
の
遮
断
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
数
年
続
け
ば
、
共
産
党
の
「
繁
栄

の
時
代
」
は
確
実
に
行
き
詰
ま
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
起
こ
る
の
は
、「
非
暴
力
の
形
で
中

国
の
変
革
を
促
進
」（
二
五
二
頁
）
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
中
国
共
産
党
は
必
ず
や
「
繁
栄
の

時
代
」
の
終
わ
り
の
責
任
を
ア
メ
リ
カ
が
率
い

る
Ｇ
７
に
転
嫁
し
、
国
内
で
盲
目
的
排
外
主
義

を
扇
動
す
る
。
そ
の
結
果
は
、「
義
和
団
事
変
」

の
再
来
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
の
対
中
国
政
策
が
功
を
奏
す
れ
ば
、
中
国
社

会
に
は
い
ず
れ
大
混
乱
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、「
専
制
主
義
国
家
」を
甦
ら
せ
た
最

大
の
責
任
は
ア
メ
リ
カ
に
は
な
い
。「
抜
け
駆

け
の
功
名
」
欲
し
さ
に
鄧
小
平
の
口
車
に
乗
っ

て
う
か
う
か
と
中
国
の
懐
深
く
入
り
込
ん
だ
日

本
企
業
と
日
本
政
府
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結

果
、
私
達
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
一
歩
判
断
を

過
て
ば
、「
義
和
団
事
変
」が
再
来
し
か
ね
な
い

時
代
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。


