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生
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一

今
で
は
も
う
遠
い
昔
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
つ
て
一
九
六
〇
年
代
頃
に
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦

争
は
日
本
を
含
む
世
界
中
の
人
々
の
熱
い
関
心
を
引
き
つ
け
、
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
」
と
い
う
叫
び

声
は
―
―
当
事
国
の
ア
メ
リ
カ
ま
で
も
巻
き
込
ん
で
―
―
多
く
の
国
の
若
者
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
当
時
で
も
、
他
な
ら
ぬ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
国
で
あ
り
、
そ
こ
の
人
々
は
何

を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
関
心
も
知
識
も
そ
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
と
は
言
え
な

い
が
、
と
も
か
く
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
人
々
の
口
に
上
る
頻
度
は
非
常
に
高
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
熱
気
の
な
か
で
学
生
時
代
を
送
っ
た
世
代
の
中
か
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
研
究
者
が
多
数
生
ま
れ
た
の
は
、

ご
く
自
然
な
流
れ
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
古
田
元
夫
の
他
、
白
石
昌
也
も
坪
井

善
明
も
ほ
ぼ
同
世
代
に
属
す
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
（
私
自
身
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
ま
と
も

に
研
究
し
た
こ
と
が
な
く
、
彼
ら
の
仕
事
に
学
ん
で
表
面
的
な
知
識
を
得
た
に
と
ど
ま
る
が
、
や
は
り
彼

ら
と
同
世
代
で
あ
る
）
。

し
か
し
、
一
九
七
五
年
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
て
南
北
の
統
一
が
実
現
し
た
後
、
一
部
の
専
門

家
た
ち
は
別
と
し
て
、
一
般
の
人
々
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
関
心
は
急
落
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
い
く
つ
か
の

個
別
的
ト
ピ
ッ
ク
が
一
時
的
に
関
心
を
引
く
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
侵
攻
し
、
そ
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
中
国
が
「
懲
罰
」
戦
争
を
仕
掛
け
る
と
い
う
社
会
主
義
国
同
士
の

戦
争
（
一
九
七
八
‐
七
九
年
）

の
衝
撃
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』
の
序

章
に
鮮
明
に
物
語
ら
れ
て
い
る
（1

）

。
「
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
」
の
発
生
が
、
一
体
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
は
、

「
ド
イ
モ
イ
（
刷
新
）
」
と
呼
ば
れ
る
改
革
政
策
が
、
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
も
そ
れ
な
り
に
成
果
を
あ
げ

て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
九
〇
年
代
と
も
な
る
と
、
対
外
開
放
政
策
と
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
（
一
九
九
五
年
）
に
よ
り
、
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
」
と
い
う
大
き
な
枠
の
中
の
国
と
し

て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
日
本
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
関
係
も
次
第
に
拡
大
し
て
き

た
。
こ
う
し
て
、
今
で
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
関
し
て
種
々
の
観
点
か
ら
関
心
を
寄
せ
る
人
た
ち
も
大
分
増

大
し
て
き
て
い
る
よ
う
だ
し
、
研
究
者
の
世
代
も
か
な
り
若
返
っ
て
、
先
に
触
れ
た
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

世
代
」
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
観
点
も
登
場
し
て
い
る
よ
う
だ
（
も
っ
と
も
、
私
自
身
は
そ
う
し
た
動
向

に
通
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
大
づ
か
み
に
ま
と
め
る
な
ら
、
か
つ
て
の
―
―
い
ま
か
ら
見
れ
ば
多
分
に
皮
相
で

も
あ
っ
た
が
―
―
熱
烈
な
関
心
、
そ
の
後
の
か
な
り
長
い
空
白
、
そ
し
て
最
近
に
な
っ
て
徐
々
に
関
心
回

復
と
い
っ
た
流
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
浮
き
沈
み
の
激
し
さ

は
、
こ
の
国
の
現
代
史
を
全
体
と
し
て
き
ち
ん
と
つ
か
む
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

日
本
を
代
表
す
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
研
究
者
に
よ
っ
て
新
著
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
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こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
素
人
な
り
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
現
代
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
本
書
を
手
に
取
っ
た
と
き
の
私
の
期
待
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
本
書
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
現
代
史
を
ま
ん
べ
ん
な
く
概
観
し
た
書
物
で
は
な
く
、
時
期
的
に
は

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
集
中
し
、
主
題
と
し
て
は
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
共
産
党
内

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
史
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
に
集
中
し
た
研
究
書
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
特
化
し
た
狙

い
を
も
つ
本
だ
が
、
こ
の
時
期
が
先
に
触
れ
た
「
長
い
空
白
」
期
に
当
た
る
こ
と
を
思
う
な
ら
、
そ
う
し

た
空
白
を
埋
め
る
こ
と
は
歴
史
の
全
体
的
把
握
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
し
、
一
九
八
六
年
以
降
に
注
目
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ド
イ
モ
イ
」
の
起
源
を
辿
る
と
い
う
主
題
は
、
最
現
代
の
状
況
を
理
解
す
る
上
で

不
可
欠
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
期
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
産
党
内
の
事
情
に
関
す
る
資
料

公
開
は
ご
く
最
近
に
な
っ
て
急
速
に
進
ん
だ
と
の
こ
と
な
の
で
、
本
書
は
、
そ
う
し
た
資
料
状
況
の
変
化

を
踏
ま
え
た
、
お
そ
ら
く
世
界
で
も
初
の
本
格
的
な
研
究
と
い
う
位
置
を
占
め
る
の
だ
ろ
う
。

二

私
自
身
は
ソ
連
の
歴
史
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
、
そ
れ
と
の
関
連
で
東
欧
諸
国
に
つ
い
て
も
あ
る
程

度
か
じ
っ
て
い
る
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
本
書
で
詳
述

さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
論
評
を
す
る
資
格
は
な
い
（
本
書
の
う
ち
の
ソ
連
と
関
わ
る
個
所

に
つ
い
て
は
末
尾
の
付
記
を
参
照
）
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
や
中
国
な
ど
に
お
け
る
社
会

主
義
改
革
論
の
歴
史
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
比
較
の
視
座
か
ら
、
い
く
つ
か
の
感
想
と
疑
問

を
述
べ
て
み
た
い
。

本
書
の
最
大
の
主
張
は
、
「
ド
イ
モ
イ
」
は
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
影
響
を
一
部
受
け
て
い
る
と

は
い
え
、
決
し
て
そ
の
模
倣
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
独
自
性
は
社
会
主
義

の
「
民
族
化
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
主
張
で
あ
り
、
重
要
な
問

題
提
起
で
あ
る
。
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
古
田
は
今
ま
と
め
た
主

張
を
一
体
の
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
こ
の
主
張
の
前
半
部
と
後
半
部
の
間
に
は
乖
離
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
半
部
（
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
影
響
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
モ
イ

は
決
し
て
そ
の
単
純
な
模
倣
で
は
な
い
）
は
う
な
ず
け
る
が
、
そ
れ
が
後
半
部
（
「
民
族
化
」
と
い
う
主

張
）
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
種
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
は
、
一
九
五
六
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
大
き
な
画
期
と
し
、
特
に
六
〇
年
代
に

は
種
々
の
改
革
論
が
活
発
に
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
う
ね
り
は
一
九
六
八
年
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
へ
の

軍
事
介
入
に
よ
っ
て
一
旦
途
絶
え
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
「
改
革
の
停
滞
（
な
い
し
足
踏
み
）
」
と
も
い

う
べ
き
様
相
を
呈
す
る
が
、
改
革
の
試
み
は
そ
の
後
も
完
全
に
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
七
〇
年
代

末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
再
度
の
興
隆
を
見
た
。
そ
の
最
後
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
六
〇
年
代
に
は
ソ
連
・
東
欧
諸
国
の
改
革
論
を

「
修
正
主
義
」
と
罵
倒
し
て
い
た
中
国
も
、
七
八
年
頃
以
降
、
こ
の
改
革
の
う
ね
り
に
合
流
し
た
。
こ
の

よ
う
な
文
脈
で
見
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
ド
イ
モ
イ
に
つ
な
が
る
改
革
論
が
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ

カ
に
先
だ
つ
七
〇
年
代
末
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
別
に
孤
立
し
た
動
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ

当
時
の
ソ
連
・
東
欧
・
中
国
で
一
斉
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
動
き
の
一
翼
と
い
う
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
模
倣
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
他
の
社
会
主
義
諸
国
で
進
ん
で

い
た
種
々
の
動
き
と
同
時
代
的
に
、
お
そ
ら
く
相
互
刺
激
関
係
を
も
ち
な
が
ら
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
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（2

）
「
民
族
化
」
と
い
う
表
現
に
は
、
も
う
一
つ
別
の
意
味
で
も
疑
問
が
あ
る
。
古
田
は
以
前
の
著
作
（
『
ベ
ト
ナ
ム

人
共
産
主
義
者
の
民
族
政
策
史
―
―
革
命
の
中
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
大
月
書
店
、
一
九
九
一
年
）
で
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

諸
民
族
の
相
互
関
係
を
詳
細
に
論
じ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
や
や
も
す
れ
ば
多
数
派
の
キ
ン
人
が
「
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
人
」
と
等
置
さ
れ
や
す
い
が
、
実
は
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
」
の
中
に
は
非
常
に
多
く
の
少
数
民
族
が
含
ま
れ
、
単
一

・
均
質
の
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
の
主
題
は
民
族
問
題
で
は
な
く
経
済
政
策
な

の
で
、
そ
の
問
題
が
直
接
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
は
驚
く
に
値
し
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ソ
連
に
対
す
る
独
自
性

を
単
純
に
「
民
族
化
」
と
言
い
表
わ
し
た
の
で
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
内
部
で
の
民
族
問
題
と
い
う
観
点
が
消
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
模
倣
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
よ
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
「
民
族
化
」
と
言
い
表
わ
す
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
（2

）

。

「
民
族
化
」
と
い
う
捉
え
方
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
「
普
遍
モ
デ

ル
」
と
す
る
把
握
で
あ
る
。
「
普
遍
モ
デ
ル
」
か
ら
の
脱
却
が
「
民
族
化
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
が
、

本
書
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
図
式
で
あ
る
。
確
か
に
、
ド
イ
モ
イ
以
前
の
時
期
の
正
統
教
義
に
お

い
て
「
普
遍
モ
デ
ル
」
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
本
書
で
描
か
れ
た
よ
う
な
も
の
―
―
所
有
制
に
お
い
て
は

私
的
所
有
の
極
小
化
、
経
済
活
動
調
整
の
手
段
に
つ
い
て
は
商
品
・
貨
幣
・
市
場
の
役
割
の
極
小
化
―
―

だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ソ
連
・
東
欧
諸
国
の
経
済
改
革
論
も
、
は
じ
め
の
う
ち
は
そ
う
し
た
「
普
遍

モ
デ
ル
」
の
正
統
性
を
前
提
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
部
分
的
逸
脱
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
に
腐

心
し
て
い
た
。
し
か
し
、
改
革
論
が
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
中
で
、
市
場
を
否
定
す
る
指
令
経

済
は
決
し
て
「
普
遍
的
」
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
次
第
に
優
勢
に
な
っ
て
い
っ
た
。
旧
来
の
モ
デ

ル
の
「
普
遍
性
」
を
承
認
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
さ
さ
や
か
な
逸
脱
を
正
当
化
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
、

む
し
ろ
何
が
「
普
遍
」
で
何
が
「
特
殊
」
か
の
判
断
を
逆
転
さ
せ
る
発
想
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

古
田
の
独
自
の
概
念
と
し
て
「
貧
し
さ
を
分
か
ち
あ
う
社
会
主
義
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
主

に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
期
を
念
頭
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
、
解
放
戦
争
遂
行
と
い
う
大
義
名
分
が
多

く
の
民
衆
を
納
得
さ
せ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
「
貧
し
さ
を
等
し
く
分
か
ち
あ
う
」
と
い
う
観
念
が
人

々
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
と
同
時
に
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
路
線
が
行
き
詰
ま

り
、
改
革
の
模
索
が
迫
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
確
か
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
り
、
高
度
の

説
得
力
を
持
つ
。
問
題
は
、
そ
れ
を
「
普
遍
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
」
＝
「
民
族
化
」
と
言
い
表
わ
す
の
が

妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
貧
し
さ
を
分
か
ち
あ
う
社
会
主
義
」
が
あ
る
時
期
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
た
が
、
そ
れ

が
時
代
と
と
も
に
限
界
化
し
た
と
い
う
事
情
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
歴
史
的
特
殊

性
だ
が
、
あ
る
程
度
抽
象
化
し
て
い
え
ば
、
他
の
多
く
の
社
会
主
義
国
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
革
命
前
の
ロ
シ
ア
も
中
国
も
い
わ
ゆ
る
後
進
国
で
あ
り
、
き
わ
め
て
低
い
生
産
水
準
か
ら
出
発
し
た

か
ら
、
そ
う
し
た
時
期
に
お
い
て
は
「
貧
し
さ
を
分
か
ち
あ
う
」
と
い
う
発
想
は
一
定
の
説
得
力
を
持
ち

え
た
。
ま
た
、
第
二
次
大
戦
―
―
ソ
連
に
と
っ
て
は
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
と
の
総
力
戦
―
―
の
渦
中
に
お
い

て
は
、
「
『
戦
争
に
勝
つ
』
と
い
う
社
会
的
合
意
が
存
在
し
、
戦
時
体
制
の
負
担
は
皆
が
公
平
に
分
か
ち

あ
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
広
く
共
有
さ
れ
る
」
と
い
う
本
書
の
記
述
（
二
五
頁
）
が
当
て
は
ま
る
状
況

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
戦
後
復
興
が
軌
道
に
乗
り
だ
し
た
頃
か
ら
、
よ
り
高
度
の
生
産
力
発
展
と

生
活
水
準
向
上
へ
の
願
望
が
広
が
り
、
そ
れ
が
種
々
の
経
済
改
革
論
の
背
景
を
な
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
な
ら
、
「
貧
し
さ
を
分
か
ち
あ
う
社
会
主
義
」
か
ら
の
脱
却
と
そ
の
た
め
の
経
済
改
革
模
索
と
い
う
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（3

）
塩
川
伸
明
「
藤
田
『
社
会
主
義
史
』
論
と
の
対
話
―
―
藤
田
勇
『
自
由
・
民
主
主
義
と
社
会
主
義

1917-99

』

を
読
む
」
『
社
会
体
制
と
法
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
二
頁
の
注
６
参
照
。
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推
移
こ
そ
が
、
「
普
遍
的
」
と
も
言
え
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
田
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
改
革
論
者
は
自
己
の
議
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
「
社
会
主
義
へ

の
過
渡
期
」
が
長
期
に
わ
た
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
レ
ー
ニ
ン
の
ネ
ッ
プ
（
新
経
済
政
策
）
を
頻
繁

に
引
き
合
い
に
出
し
た
と
い
う
。
改
革
論
者
が
レ
ー
ニ
ン
の
名
に
よ
っ
て
自
己
を
守
ろ
う
と
し
、
ネ
ッ
プ

を
引
き
合
い
に
出
す
と
い
う
の
も
、
他
の
社
会
主
義
国
で
改
革
論
が
出
て
く
る
と
き
に
よ
く
見
ら
れ
る
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
拘
束
の
強
い
状
況
下
で
、
「
反
逆
的
」
な
外
観
を
と
ら
な
い
よ
う
気

を
つ
け
な
が
ら
、
お
そ
る
お
そ
る
初
歩
的
改
革
を
提
起
す
る
と
き
に
使
い
や
す
い
隠
れ
蓑
が
「
レ
ー
ニ
ン

の
ネ
ッ
プ
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
「
民
族
化
」
と
い
う
よ
り
は
、
多
く
の
社
会
主
義
諸

国
に
共
通
の
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
は
、
や
が
て
改
革
論
が
さ

ら
に
急
進
化
す
る
と
、
晩
年
の
レ
ー
ニ
ン
や
ネ
ッ
プ
を
引
き
合
い
に
出
す
議
論
も
す
た
れ
て
、
脱
社
会
主

義
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
う
し
た
経
過
を
想
起
す
る
と
き
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ド
イ
モ
イ
が
「
レ
ー

ニ
ン
の
ネ
ッ
プ
」
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
は
十
分
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
後
は
ど
う

な
の
か
が
気
に
な
る
。

も
う
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
「
ま
だ
当
分
は
過
渡
期
だ
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
は
、
「
過
渡
期
を
終
え

て
社
会
主
義
に
到
達
し
た
後
は
、
も
は
や
市
場
の
存
在
余
地
は
な
い
」
と
い
う
正
統
教
義
を
温
存
す
る
意

味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
ベ
ト
ナ
ム
の
よ
う
な
経
済
発
展
が
遅
れ
た
国
で
は
、
過

渡
期
は
長
期
に
わ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
（
二
三
四
頁
）
と
い
う
言
い
方
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

よ
り
も
も
っ
と
近
代
化
の
進
展
し
た
諸
国
で
は
、
過
渡
期
は
も
っ
と
短
く
、
「
普
遍
モ
デ
ル
」
が
適
用
で

き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。

ま
だ
低
開
発
の
段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
市
場
型
経
済
改
革
の
正
当
化
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
中

国
で
も
同
様
だ
が
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
は
、
「
過
渡
期
」
と
か
「
低
開
発
」
と
い
う
こ
と
を
無
条
件
に

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ソ
連
の
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
一
九
三
六
年
に
「
社
会
主
義
建
設
の
完

了
」
が
宣
言
さ
れ
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
共
産
主
義
の
全
面
的
建
設
」
論
を
経
て
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
期
に
は

「
発
達
し
た
社
会
主
義
」
と
い
う
時
代
規
定
が
と
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
こ
れ
を
全
面
的
に
覆
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
発
達
し
た
社
会
主
義
」
が
宣
言
さ
れ
た
後
に
も
な
お

種
々
の
未
解
決
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
か
ら
、
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
期
に
は
、
「
長
期
に

わ
た
る
歴
史
時
代
と
し
て
の
発
達
し
た
社
会
主
義
の
初
期
段
階
」
と
い
う
回
り
く
ど
い
規
定
が
打
ち
出
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
（
結
局
は
こ
れ
も
定
着
し
な
か
っ
た
が
（3

）

）
。
「
過
渡
期
」
が
長
期
だ
と
い
う
の
と

「
発
達
し
た
社
会
主
義
の
初
期
」
が
長
期
だ
と
い
う
の
と
で
は
、
ド
グ
マ
の
観
点
か
ら
は
大
き
く
異
な
る

が
、
現
状
に
問
題
点
が
多
く
、
今
後
の
道
の
り
が
長
い
と
い
う
含
意
で
は
共
通
す
る
。

つ
き
つ
め
て
い
う
な
ら
、
「
過
渡
期
」
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
市
場
な
し
で
経
済
を
運
営
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
持

ち
出
さ
れ
た
の
が
、
あ
る
場
合
に
は
「
長
期
に
わ
た
る
過
渡
期
」
論
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
「
長
期
に

わ
た
る
低
開
発
」
論
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
「
長
期
に
わ
た
る
発
達
し
た
社
会
主
義
の
初
期
段

階
」
論
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
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本
書
の
中
心
を
な
す
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
産
党
内
部
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
分
析
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
教
条
的
な
保
守
派
と
柔
軟
な
改
革
推
進
論
者
の
対
抗
と
い
う
図
式
が
基
本
に
お
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
は
「
上
か
ら
」
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ヴ
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
「
下
か
ら
の
圧
力
」

に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
共
産
党
と
い
う
存
在
を
単
純
に
一

枚
岩
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
内
部
に
分
岐
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
社
会
主
義
国
の
分

析
に
と
っ
て
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
党
内
分
岐
の
実
態
は
な
か
な
か
公
け
に
さ
れ

な
い
た
め
に
、
外
部
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
資
料
上
の
壁
が
厚
い
の
だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
近
年
、
資

料
公
開
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
自
体
、
改
革
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
お
か
げ
で
、

あ
る
時
期
ま
で
「
保
守
的
」
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
指
導
者
（
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
）
が
、
ブ
レ
イ
ン
た
ち

の
助
言
に
支
え
な
が
ら
「
改
革
派
」
的
立
場
に
移
行
し
、
そ
れ
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
よ
う
な

内
部
事
情
が
、
本
書
で
は
克
明
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
主
義
国
と
い
え
ど
も
、
「
共
産

党
政
治
局
を
構
成
す
る
一
握
り
の
最
高
指
導
者
の
『
思
い
の
ま
ま
』
で
」
は
な
く
、
む
し
ろ
「
社
会
的
な

制
約
、
あ
る
い
は
『
下
か
ら
の
圧
力
』
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
（
二
〇
頁
）
と
い
う
の
も
重
要

な
指
摘
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
の
疑
問
だ
が
、
こ
の
図
式
は
や
や
単
純
な
二
元
論
に
傾
斜
し
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
保
守
派
は
頑
迷
固
陋
な
教
条
主
義
者
で
あ
り
、
改
革
派
は
大
衆
の
創
意
に
支
え
ら
れ
た
柔
軟
な

人
た
ち
だ
と
い
う
の
は
、
分
か
り
や
す
く
は
あ
る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
地
悪
い
疑
問

を
誘
発
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
善
玉
・
悪
玉
史
観
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
も
、
経
済
改
革
論
が
早
い
時
期
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
な
か
な
か
実
を
結
ば
な
か
っ
た
長
い
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
「
教
条
的
な
保
守
派
」
「
保
守
的
官

僚
」
な
ど
の
抵
抗
に
帰
す
議
論
も
多
く
、
そ
の
中
で
、
そ
う
し
た
抵
抗
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
が
熱

心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
で
も
、
上
記
の
図
式
は
社
会
主
義
諸
国
に
共
通
と
い
う
性
格
を
も
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
中
で
、
改
革
の
困
難
性
は
、
単
に
「
教
条
的

な
保
守
派
」
の
抵
抗
に
の
み
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
刻
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

市
場
型
の
経
済
改
革
に
は
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
挙
げ
る
だ
け
で
も
、
以
下
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ

る
。
ま
ず
第
一
に
、
慢
性
的
物
不
足
状
況
の
原
因
は
多
く
の
物
資
の
価
格
が
人
為
的
に
低
い
水
準
に
固
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
見
合
っ
た
合
理
的
な
価
格
水
準
に
近
づ
け
る
た
め

に
は
、
大
幅
な
価
格
引
き
上
げ
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
大
多
数
の
消
費
者
に
不
人
気
な

政
策
で
あ
る
。
実
際
、
不
合
理
な
価
格
体
系
を
改
訂
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
早
い
時
期
か
ら
経
済
学

者
が
何
度
も
指
摘
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
政
治
的
理
由
か
ら
躊
躇
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。
第
二
に
、

経
済
改
革
は
企
業
経
営
の
合
理
化
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
経
営
者
に
と
っ
て
は
経
営
条
件
の
厳
格
化
、

労
働
者
に
と
っ
て
は
労
働
規
律
引
き
締
め
と
雇
用
合
理
化
―
―
失
業
の
可
能
性
を
含
む
―
―
を
意
味
す
る
。

多
く
の
一
般
労
働
者
が
社
会
主
義
体
制
を
消
極
的
な
が
ら
も
受
け
い
れ
て
き
た
の
は
、
生
産
性
向
上
に
一

生
懸
命
に
な
ら
ず
に
済
み
、
低
い
規
律
で
の
ん
び
り
働
い
て
い
て
も
滅
多
に
解
雇
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
く
、

失
業
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
状
況
の

打
破
に
は
非
常
に
大
き
な
抵
抗
が
伴
う
。
第
三
に
、
公
的
セ
ク
タ
ー
以
外
の
私
的
経
済
活
動
の
余
地
を
拡

大
す
れ
ば
、
国
民
の
あ
い
だ
の
所
得
格
差
が
開
く
。
新
し
い
経
済
活
動
に
乗
り
出
し
て
大
き
な
利
益
を
得

よ
う
と
考
え
る
少
数
の
人
は
別
と
し
て
、
現
状
に
甘
ん
じ
て
格
差
の
小
さ
い
社
会
を
維
持
し
た
い
と
考
え

古田元夫『ドイモイの誕生』



（4

）
塩
川
伸
明
『
冷
戦
終
焉

20

年
―
―
何
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
終
わ
っ
た
の
か
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、

七
一
‐
七
五
頁
参
照
。

（5

）
同
右
、
一
〇
〇
‐
一
〇
二
頁
参
照
。
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る
大
多
数
の
人
々
は
、
格
差
拡
大
の
展
望
に
は
反
感
を
覚
え
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
経
済
改
革
は
一
握

り
の
特
権
官
僚
か
ら
の
み
な
ら
ず
国
民
一
般
か
ら
も
反
撥
を
招
き
や
す
い
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
に

経
済
改
革
の
困
難
性
の
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
（4

）

。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
き
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
経
済
改
革
に
抵
抗
し
た
の
は
本
当
に
「
教
条
的

な
保
守
派
」
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
思
い
浮
か
ぶ
。
改
革
の
副
産
物
と
し
て
の
価
格

上
昇
・
失
業
・
所
得
格
差
拡
大
な
ど
に
対
す
る
大
衆
の
反
撥
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
経

済
改
革
が
始
ま
り
出
す
か
ど
う
か
と
い
う
初
期
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
帰
結
は
ま
だ
将
来
の
問
題

で
あ
り
、
そ
れ
程
深
刻
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
し
た
ら
、
こ

の
後
の
ド
イ
モ
イ
の
展
開
が
ど
の
よ
う
な
新
し
い
事
態
を
生
み
出
し
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
ま
だ
農
村
人
口
の
比
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
一
種
の
緩
衝
剤
と
な
っ
て
、
市
場
型
経
済
改

革
の
衝
撃
を
や
わ
ら
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
中
国
と
の
比
較
を
含
め
て
検
討
す
べ
き

問
題
で
あ
る
。

本
書
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
り
、
政
治
改
革
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
少
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
自
体
、
当
時
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
現
実
の
反
映
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
本
書
の
最
後
に
近
い
部
分
で
は
、
「
幹
部
工
作
の
民
主
化
」
へ
の
言
及
（
二
三
一
‐
二
三
二
頁
）

や
、
「
行
政
命
令
で
管
理
す
る
官
僚
的
集
権
国
家
か
ら
、
民
主
的
な
法
治
国
家
へ
」
（
二
四
一
頁
）
と
い
っ

た
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
ご
く
短
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
や
む
を
得

な
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
の
歴
史
に
照
ら
す
場
合
、
気
に
な
る
点
が
な
い
で
は
な
い
。

右
の
段
落
で
引
用
し
た
さ
り
げ
な
い
記
述
の
背
後
に
は
、
経
済
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
政
治
改
革
も

必
要
に
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
車
の
両
輪
」
的
な
発
想
が
窺
え
る
。
こ
れ
も
ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
改
革

が
動
き
始
め
る
時
期
に
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
た
議
論
だ
が
、
そ
の
後
、
あ
る
程
度
以
上
改
革
が
進
展
す
る

と
、
む
し
ろ
経
済
改
革
と
政
治
改
革
の
間
に
は
深
刻
な
緊
張
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が

浮
上
し
た
（5

）

。
そ
の
こ
と
が
遂
に
は
全
面
的
な
体
制
転
換
や
、
ソ
連
の
場
合
に
は
国
家
解
体
を
も
引
き

起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
経
緯
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
点
は
本
書
の
主
要
課
題
を
は
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
立
ち
入
っ
て
い
な
い

と
い
う
不
満
は
無
い
物
ね
だ
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

本
書
は
一
九
八
六
年
に
ド
イ
モ
イ
が
本
格
的
に
打
ち
出
さ
れ
る
前
夜
ま
で
の
過
程
を
主
た
る
対
象
と
し

て
い
る
が
、
本
書
の
感
想
の
最
後
に
、
そ
の
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
考
え
て
み
た
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
、
い
ま
な
お
「
社
会
主
義
」
の
旗
を
降
ろ
し
て
は
い
な
い
。

そ
の
点
で
は
、
中
国
、
北
朝
鮮
、
キ
ュ
ー
バ
な
ど
と
並
ぶ
、
地
球
上
で
数
少
な
い
「
現
役
の
社
会
主
義

国
」
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
の
う
ち
、
北
朝
鮮
は
―
―
そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
十

分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
―
―
圧
倒
的
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
る
し
、
キ
ュ
ー
バ
に
つ
い
て
も
、

一
部
の
ゲ
バ
ラ
人
気
は
と
も
か
く
と
し
て
、
あ
ま
り
肯
定
的
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
。
中
国
に
つ
い
て
は
、
そ

古田元夫『ドイモイの誕生』



（6

）
古
田
元
夫
『
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
史
―
―
中
華
世
界
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
世
界
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五

年
、
二
四
七
‐
二
四
八
頁
。

（7

）
栗
原
浩
英
は
、
現
代
ベ
ト
ナ
ム
は
も
は
や
資
本
主
義
と
異
質
な
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
よ
か
れ
あ

し
か
れ
「
普
通
の
国
」
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
で
も
「
社
会
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
使
い
続
け
ら
れ
て

い
る
の
は
、
「
一
つ
に
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
理
念
、
二
つ
は
現
在
の
共
産
党
に
よ
る
一
党
支
配
を
肯
定
す
る
も
の
」

と
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
る
。
栗
原
「
ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
主
義
―
―
制
度
と
し
て
の
社
会
主
義
か
ら
理
念
と
し
て
の

社
会
主
義
へ
」
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
編
『
い
ま
社
会
主
義
を
考
え
る
―
―
歴
史
か
ら
の
眼
差
し
』
桜
井
書
店
、

二
〇
一
〇
年
、
（
引
用
は
二
二
三
頁
）
。
栗
原
の
議
論
と
古
田
の
異
同
を
詳
し
く
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
栗

原
の
第
一
点
は
古
田
の
い
う
資
本
主
義
化
へ
の
「
割
り
切
れ
な
さ
」
、
第
二
点
は
「
共
産
党
が
領
導
す
る
開
発
独
裁
」

に
対
応
す
る
と
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
ば
、
古
田
の
議
論
と
あ
る
程
度
整
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
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の
経
済
的
躍
進
が
強
い
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
は
肯
定
面
・
否
定
面
と
も
多
様
な
も

の
が
あ
り
、
ま
さ
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
、
一
部
に
種
々
の

問
題
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ほ
ど
強
い
嫌
悪
感
を
も
た
れ

て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
今
で
も
社
会
主
義
国
を
称
し
て
い
な
が
ら
、
特
に
毛
嫌
い
さ
れ
て
は
い
な
い
と

い
う
点
で
稀
有
な
国
で
あ
る
。
「
社
会
主
義
と
い
う
の
は
、
も
う
終
わ
っ
た
過
去
の
も
の
だ
」
と
い
う
感

覚
が
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
中
で
、
「
案
外
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
好
例
が

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
の
要
因
は
、
ド
イ
モ
イ
以
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
、
か
つ

て
の
社
会
主
義
で
は
な
く
、
独
自
の
改
革
を
経
た
社
会
主
義
だ
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ド
イ
モ
イ

が
興
味
深
い
研
究
対
象
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

古
田
の
旧
著
に
は
、
ド
イ
モ
イ
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
「
社
会
主
義
堅
持
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
の
理

由
を
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
説
明
し
た
個
所
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
共
産
党
が
領
導
す
る
『
開
発
独

裁
』
と
し
て
の
社
会
主
義
」
と
い
う
言
い
方
も
興
味
深
い
が
、
私
の
興
味
を
よ
り
強
く
引
い
た
の
は
、
次

の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
資
本
主
義
と
は
原
理
的
に
異
な
る
経
済
シ
ス
テ
ム
で
効
率
的
に
国

民
経
済
を
機
能
さ
せ
る
代
替
案
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
」
が
、
そ
れ
は
万
全
の
モ
デ
ル
で

は
な
い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
割
り
切
れ
な
さ
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
「
割
り
切
れ
な
さ
」
が

社
会
主
義
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（6

）

。
こ
こ
に
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
と

し
て
は
、
「
資
本
主
義
と
は
原
理
的
に
異
な
る
経
済
シ
ス
テ
ム
」
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
り
、

こ
れ
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
本
書
で
言
う
「
〔
社
会
主
義
の
〕
普
遍
モ
デ
ル
」
は
し
ょ
せ
ん
資
本
主
義
へ
の

対
抗
モ
デ
ル
た
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（7

）

。

敢
え
て
推
測
を
ま
じ
え
て
要
約
的
に
い
う
な
ら
、
高
度
に
複
雑
化
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
効
率
的
経

済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
資
本
主
義
以
外
の
も
の
は
あ
り
そ
う
に
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
か
し
ら
「
割

り
切
れ
な
い
」
も
の
が
あ
る
と
い
う
感
覚
も
ま
た
根
強
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
社
会
主
義
」
の
語

で
言
い
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
古
田
の
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
「
社
会
主

義
」
の
「
普
遍
モ
デ
ル
」
と
は
、
か
つ
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
の
打
倒
や
市
場
の
全
面
否
定
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
部
分
的
補
完
・
修
正
を
何
ら
か
の
形
で
体
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
西
欧
諸
国
で
長
ら
く
社
会
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
と
も
近
い
。
も
っ
と

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
諸
国
で
は
―
―
ロ
シ
ア
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
を
含
め
て
―
―
社
会
民
主
主
義
が

な
か
な
か
根
づ
き
そ
う
に
な
い
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
民
主
主
義
も
か
な
り
大
き
な
変
化
（
自
由
主
義
へ

の
接
近
）
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
見
る
な
ら
ば
、
社
会
民
主
主
義
の
普
遍
性
を
安
易
に
唱
え
る
わ

古田元夫『ドイモイの誕生』



（8

）
後
期
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
事
実
上
社
会
民
主
主
義
化
路
線
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
を
唱
え
て
い
る
代
表
的
論

者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ー
チ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
コ
ー
エ
ン
で
あ
る
。A

rchie
B

row
n,

G
orbachev

P
henom

enon,
O

xford
U

niversity
Press,

1996

（
邦
訳
『
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
・
フ
ァ
ク
タ
ー
』
藤
原
書
店
、

二
〇
〇
八
年
）
、A
rchie

B
row

n,
Seven

Years
That

C
hanged

the
W

orld,
O

xford
U

niversity
Press,

2007;

Stephen
C

ohen,
Soviet

F
ates

and
Lost

A
lternaties:

F
rom

Stalinism
to

the
N

ew
C

old
W

ar,
C

olum
bia

U
niversity

Press,
2009.

私
自
身
は
、
後
期
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
社
会
民
主
主
義
化
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て

は
彼
ら
と
共
有
す
る
が
、
そ
の
成
功
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
ほ
ど
楽
観
論
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
『
冷
戦
終
焉20

年
』
一
〇
二
‐
一
〇
七
、
一
三
九
‐
一
四
一
頁
、
二
二
八
頁
の
注28

参
照
。
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け
に
も
い
か
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
応
じ
て
、
資
本
主
義
を
前
提
し
た
上
で
の

「
割
り
切
れ
な
さ
」
を
何
ら
か
の
形
で
表
現
し
て
い
く
し
か
な
い
―
―
そ
れ
こ
そ
が
「
民
族
化
」
だ
―
―

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
再
び
、
か
つ
て
ソ
連
・
東
欧
諸
国
で
試
み
ら
れ
た
種
々
の
社
会
主
義
改
革
論
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
あ
る
時
期
ま
で
の
改
革
論
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
的
所
有
と
計
画
化
を
基
本
軸
と
し
つ
つ
、
そ
の

中
に
部
分
的
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
発
想
が
主
流
だ
っ
た
が
、
社
会
主
義
末

期
に
な
る
と
、
そ
の
枠
を
超
え
る
改
革
構
想
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
化
が
進
行
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ン
ガ
リ

ー
の
よ
う
な
改
革
先
進
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば
―
―
つ
ま
り
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
前
夜
―
―
に
そ
う

し
た
構
想
が
現
わ
れ
だ
し
た
し
、
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
も
、
そ
の
最
終
局
面
で
は
、
事
実
上
の
社
会

民
主
主
義
化
路
線
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
（8

）

。
こ
れ
は
旧
来
型
の
社
会
主
義
か
ら
の
訣

別
を
「
安
楽
死
」
方
式
で
進
め
、
「
社
会
的
市
場
経
済
」
「
福
祉
国
家
」
「
社
会
民
主
主
義
」
等
々
に
「
軟

着
陸
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
試
み
は
成
功
を
収
め
る
こ
と
な
く
、
挫
折
し
た
。

そ
の
後
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
い
わ
ば
「
割
り
切
れ
な
さ
」
に
目
を
ふ
さ
い
だ
「
恥
も
外
聞
も
な
い
資
本

主
義
化
」
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
、
今
や
選
択
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
意
味
で
の
資
本
主

義
か
社
会
主
義
か
で
は
な
く
、
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
を
共
通
の
基
盤
と
し
た
上
で
、
「
恥
も
外
聞
も

な
い
資
本
主
義
化
」
か
そ
れ
と
も
「
割
り
切
れ
な
さ
」
の
感
覚
を
何
ら
か
の
形
で
生
か
そ
う
と
し
て
い
く

―
―
そ
れ
を
「
社
会
主
義
」
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
い
―
―
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
推
移
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や
中
国
の
現
実
と

を
ど
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
、
今
後
考
え
て
い
く
べ
き
有
意
味
な
問
い
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

【
付
記
】

本
書
に
お
い
て
ソ
連
に
か
か
わ
る
叙
述
は
ご
く
小
さ
な
部
分
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
細
部
を

あ
げ
つ
ら
う
の
は
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
い
く
つ
か
気
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は

―
―
あ
ら
探
し
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
今
後
の
生
産
的
な
相
互
交
流
を
築
く
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り

と
い
う
趣
旨
で
な
ら
―
―
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
で
、
二
、
三
の
点
に
つ
い

て
記
し
て
お
く
。

九
〇
頁
に
出
て
く
る
ア
バ
ル
キ
ン
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
は
Ｓ
で
は
な
く
Ｌ
で
あ
る
（
レ
オ
ニ
ー
ド
）
。

古田元夫『ドイモイの誕生』



（9

）М
.
С
.
Горбачев.

Ж
изнь

и
реф

орм
ы
.
кн.

2,
М
.,
1995,

с.
455-462;

『
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
回
想
録
』
下
巻
、

新
潮
社
、
一
九
九
六
年
、
五
二
四
‐
五
三
一
頁
（
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
へ
の
言
及
は
、c.

457;

五
二
六
頁
。
訳
文
は
改

め
た
）
。
な
お
、
こ
の
回
想
の
八
七
年
に
当
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
栗
原
、
前
掲
論
文
、
二
一
〇
頁
に
言
及
が
あ
る
。

- 9 -

ミ
ハ
イ
ル
・
セ
ル
ゲ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
Ｍ
・
Ｘ
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
二

二
七
‐
二
二
八
頁
）
の
も
奇
妙
な
気
が
す
る
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
式
表
記
で
は
こ
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

九
一
頁
以
下
に
何
回
か
出
て
く
る
パ
ス
カ
ル
（
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
パ
ス
カ
リ
）
は
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
共
和

国
の
「
国
家
評
議
会
議
長
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
閣
僚
会
議
議
長
（
首
相
）
で
あ
る
。
な
お
、

彼
は
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
一
共
和
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
見
て
も
、
最
高
幹
部
で
は
な
い
（
後
に
初
代
お
よ
び

二
代
目
の
モ
ル
ド
ヴ
ァ
大
統
領
と
な
る
ス
ネ
グ
ー
ル
や
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
方
が
大
物
）
。
経
歴
を
見
る
と
、

農
業
経
済
に
関
与
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
ソ
連
全
体
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
経
済
学
者
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
小
物
」
を
派
遣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
連
側
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
軽
視

を
物
語
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
彼
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
発
言
の
意
味
も
、
あ
ま
り
重
い
も
の

と
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
で
の
記
述
（
二
〇
五
、
二
二
六
頁
）
は
、

そ
の
点
、
や
や
過
大
評
価
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

一
九
八
六
年
二
‐
三
月
の
第
二
七
回
ソ
連
共
産
党
大
会
を
「
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
も
と
で
の
改
革
の
基
本

的
方
向
性
が
よ
り
明
確
に
な
る
」
画
期
と
す
る
記
述
が
あ
る
（
二
二
五
‐
二
二
六
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
大

会
で
は
ま
だ
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
頻
度
も
低
く
、
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
た
政
策
は

新
味
に
乏
し
い
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
こ
の
大
会
の
少
し
後
（
一
つ
の
契
機
は
、
同
年
春
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ

ィ
リ
事
故
）
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
時
間
と
と
も
に
本
格
化
し
て
い
っ
た
―
―
ピ
ー
ク
は
一
九
八
九
‐
九

〇
年
―
―
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
付
け
加
え
る
な
ら
、
「
改
革
」
一
般
と
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ

カ
」
と
は
同
一
で
は
な
く
、
後
者
が
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
前
者
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
改
革
の
試
み
は
長
い
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、
ペ

レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
そ
の
最
終
局
面
に
お
け
る
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
試
み
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
ド
イ

モ
イ
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
前
夜
だ
が
、
諸
種
の
改
革
論
は
既
に
か
な
り
長
い
蓄
積

を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
時
期
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
と
変
質

の
中
で
、
ド
イ
モ
イ
が
ど
う
い
う
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
か
も
興
味
引
か
れ
る
点
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
八
月
お
よ
び
一
一
月
に
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
が
訪
ソ
し
た
件
（
二
二
六
‐
二
二
七
頁
）
は
関

心
を
引
く
話
題
だ
が
、
私
の
知
る
範
囲
で
は
、
ソ
連
側
の
資
料
は
乏
し
い
（
も
っ
と
も
、
き
ち
ん
と
調
べ

た
わ
け
で
は
な
い
が
）
。
先
ず
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
回
想
に
は
、
一
九
八
七
年
五
月
と
一
一
月
、
さ
ら
に

八
九
年
九
月
に
訪
ソ
し
た
グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
リ
ン
と
の
会
談
に
つ
い
て
あ
る
程
度
立
ち
入
っ
た
記
述
が

あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
訪
ソ
に
つ
い
て
は
、
ご
く
短
く
、
「
こ
の
人
物
に
正
当
な
評

価
を
与
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
彼
は
経
済
政
策
再
検
討
と
人
事
刷
新
に
き
っ
ぱ
り
と
賛
成
し
、
自
己
の
課

題
は
新
政
策
の
策
定
、
大
会
の
成
功
裏
の
実
施
、
他
の
指
導
者
に
道
を
譲
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
」
と

記
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（9

）

。
ま
た
、
現
在
刊
行
中
の
浩
瀚
な
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
著
作
集
（
第
一
期
だ
け

で
全
二
二
巻
の
予
定
）
で
は
、
第
四
巻
の
日
誌
の
一
九
八
六
年
八
月
一
二
日
の
項
に
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
共
産

党
中
央
委
員
会
書
記
長
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
と
会
談
」
、
第
五
巻
の
日
誌
の
同
年
一
一
月
一
二
日
の
項
に

「
カ
ー
ダ
ー
ル
〔
ハ
ン
ガ
リ
ー
〕
、
フ
サ
ー
ク
〔
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
〕
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
と
会

談
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
会
談
の
内
容
に
関
す
る
記
録
は
な
い
。
そ
れ
と
は
別
に
、
一
一
月
一
三
日

古田元夫『ドイモイの誕生』



（10

）В
П
олитбю

ро
Ц
К

К
П
С
С
...,

П
о

записям
А
натолия

Ч
ерняева,

В
адим

а
М
едведева,

Георгия

Ш
ахназарова

(1985-1991),
М
.,
2006,

с.
105-107

（
こ
の
資
料
集
は
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
と
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
版
と
で

頁
数
が
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
に
よ
る
）;

М
.
С
.
Горбачев.

С
обрание

сочинений.
т.

5,
М
.,

2008,
с.

175-178.

こ
の
二
つ
の
資
料
の
う
ち
で
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
著
作
集
の
方
が
や
や
詳
し
い
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に

関
す
る
部
分
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

（11

）
初
稿
執
筆
後
に
読
ん
だ
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
下
の
ソ
連
は
対
中
関
係
改
善

に
当
た
っ
て
中
国
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。R

obert
Service,

The

E
nd

of
the

C
old

W
ar,

PublicA
ffairs,

2015,
pp.

380-381.

と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軽
視
は
対
中
接
近
の
一
環
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
二
〇
一
七
年
二
月
の
追
記
）
。

- 10 -

の
政
治
局
会
議
で
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
社
会
主
義
諸
国
指
導
者
た
ち
と
の
会
見
の
総
括
に
つ
い
て
報
告
し

て
い
る
。
こ
の
報
告
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
・
フ
ォ
ン
ド
・
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
記
録
が
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
刊
の

『
ソ
連
共
産
党
政
治
局
資
料
集
』
お
よ
び
上
記
著
作
集
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体
と

し
て
は
数
頁
に
わ
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
触
れ
た
個
所
は
ご
く
短
く
、
わ
ず
か
二
行
だ

け
の
無
内
容
な
言
及
で
あ
る
（10

）

。
当
時
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
頭
の
中
で
は
、
東
欧
諸
国
の
方
が
ず
っ
と

大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
そ
れ
よ
り
も
軽
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
（11

）

。

＊
古
田
元
夫
『
ド
イ
モ
イ
の
誕
生
―
―
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
改
革
路
線
の
形
成
過
程
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年

（
二
〇
一
〇
年
六
月
）

古田元夫『ドイモイの誕生』


