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本
書
の
性
格

　
本
書
の
著
者
宇
野
重
昭
氏
は
、
一
九
五
〇
年

秋
に
「
中
国
地
域
研
究
の
世
界
に
」
入
ら
れ
て

（
本
書
「
あ
と
が
き
」
三
七
三
頁
。
以
下
、
本

書
か
ら
の
引
用
な
ど
の
注
記
に
は
頁
数
の
み
を

示
す
）、
爾
来
今
日
ま
で
日
本
の
中
国
研
究
、

ア
ジ
ア
研
究
を
牽
引
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ

る
。
常
に
国
際
的
な
連
関
と
国
内
地
域
と
の
連

関
を
意
識
し
た
「
地
域
研
究
」
の
推
進
者
と
し

て
、
学
界
筆
頭
の
位
置
を
占
め
て
こ
ら
れ
た
。

長
ら
く
成
蹊
大
学
に
ご
勤
務
の
の
ち
、
二
〇
〇

〇
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た
島
根
県
立
大
学
の
初

代
学
長
と
し
て
、
そ
の
準
備
段
階
か
ら
同
大
学

に
お
け
る
「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
の
創
成
を
引
っ

張
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
の
読
者
が

ご
存
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
島
根
県
立
大
学
に

お
け
る
「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
の
今
後
の
発
展
は

宇
野
氏
の
宿
願
で
あ
り
、
実
際
、
本
書
は
同
大

学
の
研
究
者
に
よ
る
続
巻
が
予
定
さ
れ
て
い
る

「
北
東
ア
ジ
ア
学
創
成
シ
リ
ー
ズ
」
の
第
一
巻

で
あ
る
。

　「
北
東
ア
ジ
ア
学
へ
の
道
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
か
ら
、
読
者
は
本
書
に
、
こ
れ
ま
で
の
、
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島
根
県
立
大
学
を
中
心
と
す
る
日
本
に
お
け

る
「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
形
成
の
経
緯
と
こ
れ
か

ら
の
発
展
の
道
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

期
待
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
第
一

編
「
北
東
ア
ジ
ア
学
へ
の
入
り
口
」
と
第
二

編
「
北
東
ア
ジ
ア
学
構
築
へ
の
試
み
」
で
は
、

そ
の
半
分
ぐ
ら
い
の
分
量
で
、
著
者
の
「
北
東

ア
ジ
ア
学
研
究
」
設
立
の
経
験
が
語
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
残
り
の
半
分
、
そ
し
て
後
半
の

第
三
編
「
近
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
│
│
中

国
と
日
本
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま

で
の
著
者
自
身
に
よ
る
、
あ
る
べ
き
「
北
東
ア

ジ
ア
学
」
の
模
索
と
今
後
へ
の
課
題
で
あ
る
。

本
書
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
は
「
自
己
の
研
究

者
と
し
て
の
体
験
を
総
括
し
な
お
し
、
ア
ジ
ア

地
域
研
究
の
発
展
過
程
の
歴
史
を
忠
実
に
追
い

直
し
た
」
と
総
括
し
て
い
る
（「
自
著
を
語
る

│
│
『
北
東
ア
ジ
ア
学
へ
の
道
』
刊
行
に
寄
せ

て
」
島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ

ン
タ
ー
『N

E
A

R
 N

ews

』
第
四
三
号
、
二
〇

一
三
年
三
月
、
一
頁
）。
本
書
は
、
戦
後
日
本

の
中
国
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
総
ま
と
め
の

書
と
し
て
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な

く
、
戦
後
日
本
の
ア
ジ
ア
研
究
に
著
者
が
占
め

た
地
位
に
鑑
み
て
も
、
ア
ジ
ア
地
域
研
究
に

と
っ
て
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い

え
る
。
以
下
に
は
、
書
評
子
が
考
え
る
本
書
の

意
義
の
一
端
を
書
き
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
著
者
が
中
国
地
域
研
究
の
世
界
に
入
っ
た
と

さ
れ
る
一
九
五
〇
年
秋
は
、
著
者
が
東
京
大
学

教
養
学
部
後
期
課
程
の
教
養
学
科
国
際
関
係
論

分
科
に
そ
の
一
期
生
と
し
て
進
学
さ
れ
た
時
期

だ
と
思
わ
れ
る
。
書
評
子
は
著
者
の
八
期
後
輩

に
当
た
る
が
、
先
輩
に
つ
い
て
本
書
で
初
め
て

知
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
著
者
が
草
創
期
の
教

養
学
科
国
際
関
係
論
で
の
教
育
を
十
分
に
（
後

輩
の
私
な
ど
よ
り
は
る
か
に
真
剣
に
）
吸
収
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
総
合
的

な
基
礎
教
育
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
た
こ
と
が

地
域
研
究
の
土
台
と
な
り
、
特
に
専
門
外
の
科

学
史
・
科
学
哲
学
の
講
義
か
ら
地
域
の
考
察
に

本
質
的
な
影
響
を
受
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
驚
い
た
の
は
、
著
者
が
い
わ
ゆ
る
「
文
転

生
」（
理
科
生
と
し
て
大
学
に
入
学
し
、
途
中

で
文
科
系
の
学
部
・
学
科
に
転
科
し
た
学
生
）

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

は
著
者
の
そ
の
後
の
研
究
観
、
中
国
観
に
深
い

影
響
を
残
し
た
点
で
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
あ
と
で
も
見
る
よ
う
に
、
著
者
は
地
域
の
特

徴
を
ま
ず
は
科
学
性
あ
る
い
は（
合
）理
性
に

よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
識
を
強
く
持
っ
て

い
る
。
科
学
万
能
主
義
で
は
な
い
が
、
科
学
主

義
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
地
域
研
究
の
基

本
的
な
尺
度
と
し
て
「
情
念
」
を
重
視
す
べ
き

こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
近
代
西
欧
科
学

の
一
部
と
し
て
の
社
会
科
学
の
方
法
論
に
よ
っ

て
、
た
と
え
ば
中
国
、
た
と
え
ば
ア
ジ
ア
と
い

う
対
象
を
分
析
す
る
研
究
で
は
、
情
念
を
反
合

理
的
な
も
の
と
し
て
排
除
す
る
か
、
合
理
的
な

方
法
に
よ
っ
て
解
消
す
べ
き
も
の
と
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
科
学
主
義

と
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
「
情
念
」
を

強
調
し
、
近
代
西
欧
の
科
学
主
義
そ
の
も
の
が

神
、
信
仰
と
い
う
情
念
と
の
拮
抗
を
含
ん
で
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
理
性
と
情
念
の
相
互
関

係
を
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説

く
の
で
あ
る
。
こ
の
、
理
性
対
情
念
の
拮
抗
と

い
う
視
点
は
、
著
者
の
地
域
研
究
者
、
中
国
研

究
者
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
著
者
が
主
唱
す
る
「
北
東
ア
ジ

ア
学
」
の
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
、
重
要
で

あ
る
。
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北
東
ア
ジ
ア
学
と
は

　
も
う
一
つ
予
想
外
の
こ
と
が
あ
る
。
読
者
の

多
く
は
、「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
と
は
「
北
東
ア

ジ
ア
」
と
い
う
一
定
の
地
域
、
す
な
わ
ち
、
お

お
よ
そ
に
せ
よ
地
図
上
で
区
切
ら
れ
る
特
定
の

地
域
を
対
象
と
す
る
地
域
研
究
で
あ
る
こ
と
を

予
期
し
、
ど
の
国
と
ど
の
国
が
「
北
東
ア
ジ

ア
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
予
想
し
な

が
ら
、
本
書
を
繙
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
著

者
は
そ
の
予
想
を
完
全
に
裏
切
る
。
著
者
が
巻

末
の
文
献
解
題
で
紹
介
し
て
い
る
環
日
本
海
学

会
編
の
『
北
東
ア
ジ
ア
事
典
』（
国
際
書
院
、

二
〇
〇
六
年
）
は
、「
北
東
ア
ジ
ア
」
に
は
ロ

シ
ア
極
東
、
中
国
東
北
三
省
、
モ
ン
ゴ
ル
、
南

北
朝
鮮
、
日
本
を
含
む
と
し
て
い
る
が
、
著
者

は
そ
う
い
う
こ
と
を
本
書
の
ど
こ
に
も
行
っ
て

い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
終
章
「
ま
と
め
に
代
え

て
」
の
一
頁
（
三
五
五
頁
）
に
、
形
を
変
え

て
、
中
国
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
北
朝
鮮
（
お

よ
び
韓
国
）、
台
湾
、
ロ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
を

列
挙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
東

南
ア
ジ
ア
と
南
ア
ジ
ア
を
除
く
ア
ジ
ア
に
ア
メ

リ
カ
と
極
東
ロ
シ
ア
を
加
え
る
の
が
適
当
な
地

域
の
捉
え
方
で
あ
る
こ
と
を
数
回
示
唆
す
る

に
と
ど
め
、
著
者
は
む
し
ろ
「
地
域
で
あ
っ

て
『
地
域
』
で
な
い
北
東
ア
ジ
ア
」
と
表
現
す

る
こ
と
も
辞
さ
な
い
（『N

E
A

R
 N

ews

』
第
四

三
号
、
一
頁
）。
地
域
を
具
体
的
に
特
定
し
な

い
地
域
研
究
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
地
域
研
究
と
し
て
の
「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
に

よ
っ
て
、
た
と
え
ば
島
根
県
立
大
学
と
い
う
研

究
組
織
を
リ
ー
ド
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
に
と
っ
て
地
域
と
は
、
国
際
関
係
の
中

で
所
与
の
客
体
と
し
て
先
験
的
に
定
ま
っ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
。
地
域
が
地
政
学
的
な
単
位

と
し
て
、
統
治
あ
る
い
は
支
配
、
外
交
関
係
の

対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解

は
、
二
〇
世
紀
の
地
域
研
究
の
前
提
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
多
く
の
人
々
の

賛
意
が
寄
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ

ば
、
地
域
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の
主
体
的
な
意

識
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
ま
た
変
化
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
最
近
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、「『
地
域
』
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
が
動
的
概
念
に
転
化
し
た
」
と

も
い
わ
れ
る
（『N

E
A

R
 N

ews

』
二
頁
）。
最

近
の
研
究
者
の
中
に
は
、
国
際
関
係
の
単
位
と

し
て
「
国
家
」
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、す
べ

て
の
単
位
を
「
地
域
」と
み
な
す
ほ
ど
に
、「
地

域
」概
念
を
重
用
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
が
、

著
者
の
地
域
概
念
は
そ
れ
と
も
異
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
地
域
内
を
動
き
、
地
域
の
境
界

を
越
え
て
も
動
く
が
、
著
者
の
い
わ
れ
る
「
動

的
な
地
域
」
と
は
そ
れ
と
も
異
な
り
、
わ
れ
わ

れ
が
あ
る
地
域
を
ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
地
域
の
見
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、「
北
東
ア
ジ
ア
地
域
」
と
は
、
北

東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
見

る
か
に
よ
っ
て
、
地
域
と
し
て
の
そ
の
姿
を

は
っ
き
り
さ
せ
て
く
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

著
者
に
と
っ
て
、
北
東
ア
ジ
ア
は
一
つ
の
「
知

的
世
界
」
で
あ
る
（『N

E
A

R
 N

ews

』一
頁
）。

ど
う
見
る
か
が
も
っ
と
も
重
要
な
の
で
あ
り
、

地
域
は
見
る
者
が
主
体
的
に
創
り
出
す
世
界
で

あ
る
。
そ
し
て
、
近
現
代
の
北
東
ア
ジ
ア
は
、

近
代
史
の
中
で
「
西
欧
の
衝
撃
」
が
も
っ
と
も

遅
れ
て
到
達
し
た
地
域
で
あ
る
と
共
に
、
西
欧

文
明
を
も
っ
と
も
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
も
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異
質
的
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
・
ソ
連
の

二
超
大
国
が
浸
透
し
た
地
域
で
あ
り
、
今
日
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
世
界
同
時
的
に
経

験
し
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
（「
は
し
が
き
」

九

－

一
〇
頁
）。
現
代
は
、「
西
欧
に
対
す
る
ア

ジ
ア
主
義
を
主
張
し
て
い
る
時
代
で
は
な
い
。

『
西
洋
の
衝
撃
に
た
い
す
る
ア
ジ
ア
の
反
応
』

の
時
代
で
も
な
い
。
世
界
史
的
変
動
に
対
す
る

ア
ジ
ア
地
域
の
自
己
表
現
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
国
際
的
レ
ベ
ル
に
高
め
る
時
代
で

あ
る
」（「
あ
と
が
き
」
三
七
三
頁
）。
長
年
、

営
々
と
理
解
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
「
北
東
ア
ジ

ア
地
域
」
を
、
現
在
、
著
者
は
こ
の
よ
う
に
把

握
す
る
位
置
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
書
評
子
の

素
朴
な
表
現
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
今
日
、

わ
れ
わ
れ
は
日
常
世
界
の
地
域
に
生
き
る
と
同

時
に
、
北
東
ア
ジ
ア
に
生
き
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
期
せ
ず
し
て
世
界
を
も
生
き
て
い

る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
著
者
の

表
現
に
戻
れ
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
を
対
象
と
す
る

「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
と
は
、「
北
東
ア
ジ
ア
と

い
う
知
的
世
界
の
分
析
」
で
あ
り
（『N

E
A

R
 

N
ews

』
一
頁
）、「
北
東
ア
ジ
ア
の
現
場
か
ら

出
発
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
現
場
の
中
か
ら
世
界

史
的
課
題
を
抽
出
し
、
そ
の
北
東
ア
ジ
ア
か
ら

見
た
世
界
史
的
課
題
を
世
界
全
体
の
歴
史
的
動

向
の
中
に
お
い
て
比
較
考
察
し
、
さ
ら
に
世
界

化
さ
れ
た
北
東
ア
ジ
ア
の
原
理
に
お
い
て
、
再

び
北
東
ア
ジ
ア
の
現
場
研
究
を
体
現
化
し
て
い

こ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
（「
は
し
が
き
」

一
〇
頁
）。

　
あ
ら
た
め
て
地
域
研
究
の
あ
り
方
を
考
え
る

な
ら
ば
、
著
者
自
身
が
地
域
研
究
を
、
⑴
既
存

の
学
術
的
立
場
か
ら
地
域
を
精
密
に
分
析
し
よ

う
と
す
る
近
代
的
・
科
学
主
義
的
立
場
、
⑵
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
現
在
を
近
未
来
の
可
能
性
の

展
望
の
下
に
開
発
し
て
行
こ
う
と
す
る
「
地
域

学
」
の
立
場
、
⑶
地
域
の
過
去
お
よ
び
現
在
を

通
し
て
世
界
史
的
な
課
題
を
追
求
し
よ
う
と
す

る
立
場
、
の
三
つ
に
類
型
化
し
、
著
者
の
地
域

研
究
が
第
三
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
言
し
て
い
る
（
三
一

－

三
二
頁
）。
こ
の

も
っ
と
も
複
雑
で
高
等
な
地
域
研
究
は
、
著
者

に
よ
れ
ば
、
冷
戦
の
終
焉
以
後
「
地
域
研
究

か
ら
入
っ
て
地
域
研
究
を
抜
け
（
超
域
研
究

へ
）、
ア
ジ
ア
に
密
着
し
な
が
ら
ア
ジ
ア
と
い

う
表
現
に
執
着
し
な
い
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ

た
」（『N

E
A

R
 N

ews

』
二
頁
）
こ
と
の
反
映

で
あ
る
。
著
者
が
郷
里
の
島
根
で
島
根
県
立
大

学
の
創
設
に
関
わ
っ
た
際
に
考
え
ら
れ
た
の

は
、「
地
域
の
問
題
を
国
際
問
題
に
つ
な
げ
る

こ
と
」
で
あ
り
、
北
東
ア
ジ
ア
学
を
「
国
境
を

超
え
た
地
域
学
と
し
て
誕
生
」
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
（「
あ
と
が
き
」
三
七
三
頁
）。「
地
域

で
あ
っ
て
『
地
域
』
で
な
い
北
東
ア
ジ
ア
」
と

い
う
表
現
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

理
性
と
情
念

　
地
域
を
こ
の
よ
う
な
地
域
と
し
て
捉
え
る
こ

と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々
の
地
域
を
そ
の

地
域
の
特
徴
に
よ
っ
て
捉
え
る
と
同
時
に
、
す

べ
て
の
地
域
に
共
通
す
る
も
の
を
捉
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
特
性
と
共
通
性
に
よ
っ
て
地

域
を
理
解
す
る
た
め
の
基
軸
と
し
て
著
者
が
強

調
す
る
の
が
、
理
性
と
情
念
の
拮
抗
で
あ
る
。

こ
の
難
解
な
骨
組
み
を
理
解
し
な
い
限
り
、
著

者
の
地
域
研
究
論
を
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い

し
、
本
書
の
中
心
部
分
に
も
進
め
な
い
。
二
〇

世
紀
後
半
の
地
域
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴

を
持
っ
た
地
域
を
、
近
代
西
欧
の
（
社
会
科
学

に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
た
）
合
理
性
に
よ
っ
て
共

通
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
通
じ
な
い
。
二
〇
世

紀
か
ら
二
一
世
紀
へ
と
近
代
西
欧
の
時
代
が

終
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
近
代
西
欧
の
「
理
性
」
は
西
洋
の
「
神
」

と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
特
定

の
「
理
性
」
と
「
情
念
」
の
組
み
合
わ
せ
に
お
け

る
「
理
性
」
で
あ
っ
て
、
超
越
的
普
遍
性
を
主

張
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
加
え
て
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
現
実
の
共
通
化
が
進
ん
で
い
る
時

に
、
地
域
ご
と
の
特
徴
化
が
亢
進
し
て
い
る
事

実
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
が
い
っ
そ
う
明
白
に
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
著
者

の
主
張
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合

わ
せ
の
「
理
性
」
と
「
情
念
」
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
理
性
と
情
念
の
組
み
合
わ
せ
が
存
在
し
、

拮
抗
す
る
こ
と
が
地
域
に
共
通
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
著
者
が
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
欧
的
理
性
が

絶
対
な
の
で
は
な
く
、
理
性
は
多
元
的
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
、
情
念
の
み
が
強
調
さ
れ
そ

う
な
地
域
（
た
と
え
ば
日
本
）
に
つ
い
て
も
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
が

納
得
す
る
『
理
性
』
が
創
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
著
者
は
主
張
す
る
（『N

E
A

R
 

N
ews

』
二
頁
）。
環
境
の
変
動
と
歴
史
の
転
換

に
地
域
（
の
人
々
）
が
感
情
的
に
の
み
な
ら

ず
、
理
性
的
に
も
対
応
し
て
行
く
こ
と
が
地
域

の
特
性
を
作
り
出
し
て
行
く
。

　
そ
し
て
、
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
理
性
と
情
念
を
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
、
ど

の
よ
う
に
関
連
さ
せ
る
か
、
地
域
研
究
に
と
っ

て
重
要
な
そ
の
操
作
を
「
知
性
」
に
行
わ
せ

る
、
と
い
う
構
造
が
著
者
の
地
域
理
解
の
基
本

的
な
枠
組
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
理
性
と
情

念
を
知
性
に
よ
っ
て
観
察
す
る
、
と
い
う
の
が

「
地
域
を
知
的
世
界
と
す
る
」
地
域
研
究
の
所

以
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
知
性
は
、
今
回
、
本
書

に
お
い
て
「
理
性
と
情
念
を
、
む
し
ろ
情
念
の

側
を
強
く
認
識
し
て
整
序
し
よ
う
と
し
た
」
の

で
あ
る
（『N

E
A

R
 N

ews
』
二
頁
）。
か
く
し

て
、
地
域
の
「
継
続
的
自
己
認
識
」、
つ
ま
り

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
地
域
を
理
解
す
る
カ
ギ

と
な
る
の
で
あ
る
（
同
右
）。

中
国
（
と
日
本
）
を
ど
う
理
解
す
る
か

　
以
上
の
よ
う
な
地
域
理
解
の
方
法
論
を
示
し

た
の
ち
、
著
者
は
、
本
書
の
後
半
分
の
第
三
編

（「
近
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
│
│
中
国
と
日

本
」）、
第
五
章
か
ら
第
九
章
ま
で
を
使
っ
て
、

中
国
と
日
本
を
ど
う
捉
え
る
か
を
丹
念
に
説
い

て
い
る
。
本
誌
全
体
の
主
題
か
ら
い
っ
て
も
、

著
者
の
功
績
か
ら
い
っ
て
も
、
著
者
の
中
国
理

解
が
関
心
の
的
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

中
国
と
日
本
の
対
比
・
比
較
対
象
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
対
比
は
「
北
東
ア
ジ
ア
学
」
と
い
う

設
定
課
題
か
ら
い
っ
て
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
著
者
自
身
は
、「
中
国
と
日
本
の
近
代

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
創
出
の
歴
史
的
分
析
と

比
較
論
は
、
筆
者
の
専
攻
し
て
き
た
分
野
な
の

で
、
…
…
自
分
の
従
来
の
研
究
成
果
を
大
づ
か

み
に
総
動
員
し
た
」
と
振
り
返
っ
て
お
ら
れ
る

（『N
E

A
R

 N
ews

』
二
頁
）。
ま
さ
に
、
著
者
の

弛
み
な
い
対
象
理
解
の
努
力
が
大
量
の
読
書

ノ
ー
ト
と
な
っ
て
こ
の
部
分
に
博
引
さ
れ
る
様

子
は
、
書
評
子
な
ら
ず
と
も
驚
嘆
す
る
で
あ
ろ

う
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
敢
え
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、
中
国
と
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日
本
は
近
代
西
欧
へ
の
対
抗
に
お
い
て
ア
ジ
ア

の
共
通
性
を
示
す
が
、
対
抗
の
仕
方
に
は
重
要

な
差
異（
特
徴
）が
あ
っ
た
。
日
中
間
の
差
異
と

は
、
対
抗
の
軸
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

　
中
国
の
近
代
西
欧
へ
の
対
抗
に
関
し
て
、
著

者
が
単
純
な
「
西
欧
の
衝
撃
」
説
を
つ
と
に
却

け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

著
者
が
「
内
発
的
発
展
論
」
共
同
研
究
に
積
極

的
に
参
加
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、

近
代
西
欧
（
と
日
本
）
の
植
民
地
主
義
・
帝
国

主
義
が
な
け
れ
ば
、
中
国
も
自
ら
近
代
化
を
遂

げ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
態
の
単
純
な
理
解

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、（
日
本
と

違
っ
て
）
中
国
は
近
代
西
欧
に
主
体
的
に
、
徹

底
的
に
抵
抗
を
続
け
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
強

調
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
中
国
に
も
日
本

に
も
、
そ
し
て
北
東
ア
ジ
ア
全
体
に
も
、
ま
ず

外
か
ら
近
代
西
欧
の
強
大
な
圧
力
が
か
か
っ
た

こ
と
が
「
近
代
北
東
ア
ジ
ア
」
の
は
じ
ま
り
で

あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
前
提
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
重
要
な
の
は
、
北
東
ア
ジ
ア

が
、
中
国
が
、
日
本
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
内

部
に
い
っ
た
ん
外
力
を
引
き
受
け
た
の
ち
、
そ

れ
に
ど
の
よ
う
に
反
発
し
た
か
で
あ
る
。
北
東

ア
ジ
ア
、
中
国
、
日
本
の
近
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
反
応
の
外
発
性
か
内
発
性
か
の
い
ず

れ
か
の
結
果
で
は
な
く
、
外
発
と
内
発
の
力
の

ね
じ
れ
合
い
（
あ
る
い
は
、「
相
互
触
発
」）
の

結
果
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
方
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
重
要
に
な
る
の
が
、
中
国
と
日

本
に
お
け
る
外
発
と
内
発
の
力
の
ね
じ
れ
合
い

の
違
い
で
あ
る
。
そ
の
違
い
（
と
、そ
の
理
解
）

に
は
、
著
者
が
す
で
に
前
半
で
用
意
さ
れ
た

「
理
性
」
と
「
情
念
」
の
拮
抗
ぶ
り
の
違
い
が
絡

み
合
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
中
国
と
日
本
に
お

け
る
こ
の
二
つ
の
拮
抗
関
係
の
絡
み
合
い
を
代

表
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、「
中
体
西
用
」

と
「
和
魂
洋
才
」
で
あ
る
。
著
者
の
い
う
と
お

り
、「
和
魂
」
と
「
洋
才
」
は
切
り
離
さ
れ
て
お

り
、「
和
魂
」
の
情
念
性
が
過
度
に
強
調
さ
れ

る
一
方
、「
洋
才
」
は
日
本
人
の
内
に
十
分
理

性
化
さ
れ
な
い
ま
ま
突
っ
走
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
他
方
、「
中
体
」
の
「
体
」
は
本
質
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
元
々
「
理
」
が
含
ま
れ
、「
用
」

は
そ
の
応
用
で
あ
る
。
著
者
は
、「（
日
本
の
）

『
魂
』
と
『
才
』
の
間
に
は
、
中
国
の
『
体
』
と

『
用
』
の
よ
う
な
緊
張
か
つ
相
互
関
係
の
よ
う

な
有
機
的
連
関
性
が
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
二
六
八
頁
）。
一
瞬
逆
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
、
中
国
で
繰
り
返
し
「
全
面
欧
化
論
」

が
噴
出
す
る
が
、
そ
れ
は
、「
用
」
が
「
体
」
に

つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
著
者
の
説
明

は
説
得
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
国
で
「（
中

国
的
）
科
学
主
義
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
今
後
も

実
験
的
に
徹
底
し
た
「
科
学
主
義
」
が
採
用
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
す
る
と
、
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
第
八
章
「
日
本
近
代
の

特
質
」
に
お
い
て
、
近
代
日
本
の
対
抗
の
軸
と

な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
次
々
に
探
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
書
評
子
に
も
っ
と
も
意
外

で
、
も
っ
と
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
竹
内
整

一
（『
自
己
超
越
の
思
想
│
│
近
代
日
本
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
』、『
日
本
人
は
「
や
さ
し
い
」
の
か

│
│
日
本
精
神
史
入
門
』）
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
た
と
い
う
「
あ
わ
い
」
論
、
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
「
あ
わ
い
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
「
お
の
ず

か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
対
比
で
あ
っ
た
。

近
代
日
本
人
が
「
和
魂
」
に
依
存
し
な
が
ら
、

「
洋
才
」
で
突
っ
走
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

「
み
ず
か
ら
」（
自
己
）
の
責
任
を
負
わ
ず
に
、
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「
お
の
ず
か
ら
」（
自
然
）
に
任
せ
た
か
ら
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
原
発
事
故
の
前
後
の
顛

末
を
想
起
す
る
だ
け
で
そ
う
考
え
る
に
余
り
あ

る
。
近
代
日
本
が
近
代
西
欧
科
学
（
理
性
）
に

対
抗
す
る
に
は
余
り
に
弱
い
軸
で
は
あ
る
が
、

日
本
の
「
自
然
」
を
西
洋
の
「
神
」
に
対
置
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
中
国
の
対

抗
の
軸
は
日
本
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
意
思

的
な
、
強
靭
な
何
物
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
外
来
物
を
深
く
内
部
に
引
き
込
ん
で
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
内
部
力
は
は
る
か
に
強
靭
で
あ

る
に
違
い
な
い
。
宇
野
中
国
学
を
継
承
す
る
に

は
、
中
国
文
化
の
内
に
さ
ら
に
深
く
入
り
込
ん

で
、
情
念
と
理
性
の
絡
ま
り
で
あ
る
そ
の
何
物

か
を
探
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

北
東
ア
ジ
ア
学
の
今
後
の
課
題

　
地
域
を
自
他
と
も
に
地
域
と
し
て
認
識
す

る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
と

お
り
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
（「
継
続
的
自
己
認
識
」）
で
あ
る
。
そ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
地
域
ご
と
に
特
徴
あ

る
情
念
と
理
性
の
絡
ま
り
を
、
知
性
に
よ
っ
て

意
味
づ
け
し
た
も
の
、
と
い
う
の
も
著
者
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
北
東
ア

ジ
ア
と
い
う
地
域
に
特
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
も
次
第
に
濃
厚
に
な
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う

よ
う
に
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
中
で
も
、
中

国
、
日
本
以
外
に
多
く
の
部
分
地
域
が
特
有
の

情
念
と
理
性
と
知
性
に
よ
っ
て
特
有
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
特

に
韓
国
・
朝
鮮
は
、
極
め
て
特
有
か
つ
重
要
な

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
た
地
域
で
あ
り
、

中
国
、
日
本
に
劣
ら
な
い
ア
ジ
ア
代
表
性
を
有

し
て
い
る
。
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
究
明

は
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、「
北
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
一
つ
上
の
レ

ベ
ル
の
地
域
に
中
国
と
日
本
を
包
み
込
む
途
端

に
、
中
国
と
日
本
を
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
単
一
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
比
較
対
照
す
る
こ

と
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
、
そ
れ
は
、
両
者
が
近

代
西
欧
と
対
峙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
民
国
家
を

創
ろ
う
と
し
た
近
代
に
限
っ
て
可
能
か
つ
必
要

な
方
法
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
直

面
す
る
。

　
と
い
う
の
は
、
中
国
、
日
本
、
そ
の
他
の
地

域
の
内
部
に
も
、
さ
ら
に
複
数
の
、
多
様
な
部

分
地
域
・
社
会
が
も
と
も
と
存
在
し
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、
そ

う
し
た
地
域
・
社
会
の
特
有
性
が
ま
す
ま
す
顕

著
に
な
っ
て
行
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
中
国
を
、
一
枚
岩
と
し
て
理
念
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
を
ど

う
細
分
化
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
理
解
し
、

そ
の
上
で
そ
れ
ら
を
ど
う
統
合
的
に
理
解
し
て

行
く
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の

大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
下
の

地
域
研
究
は
今
後
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
一
つ
の
方
向
は
、
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
重
層
的
な
把
握
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
人
々
が
生
活
を
営
む
地
域
は
複
数
の
レ

ベ
ル
に
わ
た
っ
て
重
層
的
に
存
在
し
、
そ
れ
ら

は
け
っ
し
て
相
互
排
他
的
で
は
な
い
。
北
東
ア

ジ
ア
地
域
は
、
そ
う
し
た
重
層
構
造
の
か
な
り

上
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
、
次
第
に
一
つ
の
地
域

と
し
て
実
在
性
を
帯
び
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
も
う
一
つ
の
方
向
は
、
ト
ラ
ン
ス
す
る
（
超

え
る
）
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
国
境
を
越

え
、
地
域
の
境
界
を
越
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
移

動
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
々
の
意
識
、
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文
化
が
重
層
構
造
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
意
味
を

持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ

る
（
参
照
：
汪
暉
著
、
石
井
剛
・
羽
根
次
郎
訳

『
世
界
史
の
な
か
の
中
国
│
│
文
革
・
琉
球
・

チ
ベ
ッ
ト
』
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
）。

　
著
者
宇
野
重
昭
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
「
北
東
ア
ジ
ア
学
へ
の
道
」
を
総
ま

と
め
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
島
根
県
立
大
学
に

と
ど
ま
ら
な
い
多
く
の
ア
ジ
ア
研
究
者
に
向
け

て
、
こ
れ
か
ら
の
「
北
東
ア
ジ
ア
学
へ
の
道
」

を
指
し
示
し
て
い
る
。


