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日
本
で
も
あ
る
時
期
に
大
量
に
噴
出
し
た
「
シ
ュ
タ
ー
ジ
も
の
」
を
私
は
網
羅
的
に
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、

桑
原
草
子
『
シ
ュ
タ
ー
ジ
の
犯
罪
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
は
、
歴
史
の
専
門
家
の
手
に
な
る
も
の
で
な

い
わ
り
に
は
興
味
深
い
書
物
だ
と
感
じ
た
記
憶
が
あ
り
、
や
や
長
め
の
読
書
ノ
ー
ト
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
（
「
塩

川
伸
明
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
中
の
「
読
書
ノ
ー
ト
」
欄
に
収
録
）
。
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《
書
評
》
河
合
信
晴
『
物
語

東
ド
イ
ツ
の
歴
史
―
―
分
断
国
家
の
挑
戦
と
挫
折
』

一

か
つ
て
の
東
ド
イ
ツ
と
い
う
と
、
何
と
な
く
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
優
等
生
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
、
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
圏
諸
国
の
中
で
も
特
に
教
条
主
義
的
で
、
硬
直
的
だ
―
―
近
隣
の
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
に
比
べ
て
も
、
目
立
っ
た
改
革
の
動
き
に
乏
し
い
―
―

と
い
う
よ
う
な
先
入
観
が
あ
っ
て
、
知
的
関
心
対
象
と
な
る
国
と
い
う
気
が
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
。
ド
イ

ツ
統
一
直
後
に
は
シ
ュ
タ
ー
ジ
（
国
家
保
安
省
）
に
関
す
る
情
報
が
氾
濫
し
て
、
ま
す
ま
す
暗
い
イ
メ
ー

ジ
が
広
が
り
、
食
指
が
動
か
な
か
っ
た*1
。

こ
の
状
況
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
か
な
り
変
わ
っ
て
き
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
報
道
お
よ

び
世
間
一
般
の
関
心
は
統
一
か
ら
し
ば
ら
く
経
つ
う
ち
に
退
潮
し
た
が
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
か
の
よ
う

に
、
社
会
科
学
や
歴
史
学
の
観
点
か
ら
す
る
東
ド
イ
ツ
研
究
が
急
速
に
増
大
し
て
き
た
。
も
と
も
と
日
本

に
は
ド
イ
ツ
研
究
者
は
昔
か
ら
大
勢
い
て
、
分
厚
い
層
を
な
し
て
い
た
が
、
現
代
史
に
関
心
を
持
つ
人
の

大
半
は
、
統
一
以
前
の
時
期
に
は
西
ド
イ
ツ
に
関
心
を
集
中
さ
せ
、
東
ド
イ
ツ
に
は
あ
ま
り
目
を
向
け
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
ド
イ
ツ
が
過
去
の
存
在
と
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
原
資
料
公

開
が
一
挙
に
進
ん
だ
こ
と
に
も
助
け
ら
れ
て
、
東
ド
イ
ツ
研
究
が
に
わ
か
に
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
本
書
巻
末
の
「
参
考
文
献
」
の
う
ち
の
「
日
本
語
文
献
」
の
項
目
に
は
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
刊
行

さ
れ
た
本
が
多
数
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
の
活
況
ぶ
り
が
窺
え
る
（
本
書
で
も
、
至
る
所
で
そ
う

し
た
研
究
成
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
。
で
は
、
そ
う
し
た
新
し
い
研
究
お
よ
び
そ
の
成
果
を
生
か
し
た

本
書
は
、
ど
の
よ
う
な
東
ド
イ
ツ
像
を
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
に
つ
け
ら
れ
た
帯
に
は
、
「
壁
の
向
こ
う
は
恐
怖
に
満
ち
た
監
視
社
会
だ
っ
た
か
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
（
「
恐
怖
に
満
ち
た
監
視
社
会
」
と
い
う
部
分
が
特
に
大
き
な
活
字
で
印
刷
さ
れ
、
「
だ
っ
た
か
」

と
い
う
部
分
は
小
さ
な
活
字
に
な
っ
て
い
る
）
。
最
後
の
「
か
」
と
い
う
一
文
字
が
な
け
れ
ば
、
ま
さ
に

そ
う
だ
っ
た
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
世
間
一
般
の
常
識
と
合
致
す
る
が
、
「
か
」
の
一
文
字
は
そ
の
常
識

に
挑
戦
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
（
た
だ
し
、
疑
問
符
は
付
さ
れ
て
い
な
い
）
。
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
の

か
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
か
―
―
読
者
は
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
か
か
え
な
が
ら
本
書
に
誘
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

序
章
で
は
「
独
裁
の
限
界
」
論
と
い
う
考
え
方
―
―
人
々
は
社
会
主
義
統
一
党
に
無
条
件
に
従
っ
て
い

た
の
で
は
な
く
、
政
策
を
自
ら
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
読
み
替
え
て
行
動
す
る
し
た
た
か
さ
を
持
っ
て
お

り
、
体
制
の
意
図
は
「
換
骨
奪
胎
」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
―
―
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
序
章
の
末
尾
で
は
、

成
功
し
た
西
ド
イ
ツ
と
失
敗
し
た
東
ド
イ
ツ
と
い
う
単
純
な
対
置
が
批
判
さ
れ
、
「
本
書
は
他
人
の
失
敗

を
上
か
ら
眺
め
る
視
点
は
と
ら
な
い
」
「
失
敗
は
他
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
を
省
み
る
重
要
な
参
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本
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
レ
ダ
ー
『
ド
イ
ツ
統
一
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

は
西
ド
イ
ツ
の
「
成
功
物
語
」
を
東
ド
イ
ツ
の
失
敗
と
対
比
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
本
書
と
レ
ダ
ー

著
は
対
照
的
で
あ
る
。

- 2 -

照
軸
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る*2

。
こ
の
書
き
方
は
微
妙
で
あ
る
。
「
失
敗
」

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
確
か
に
失
敗
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

な
視
点
か
ら
見
る
の
か
が
重
要
だ
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
「
独
裁
の
限
界
」
論
に
し
て
も
、
「
独
裁
」

と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
「
限
界
」
が
あ
っ
た
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

常
識
的
通
念
を
全
面
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
補
完
し
、
部
分
的
に
修
正
す
る
こ
と
で
、
よ
り

緻
密
な
認
識
を
得
よ
う
と
す
る
の
が
著
者
の
狙
い
と
い
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

序
章
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
終
章
で
も
、
「
東
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
体
制
の
限
界
や
弱
点
、
さ
ら

に
は
抑
圧
の
仕
組
み
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
批
判
的
で
は
あ
る
が
一
方
的
に
断
罪
を
し
な
か
っ
た
」
と
あ

る
。
か
と
い
っ
て
、
「
東
ド
イ
ツ
に
暮
ら
し
た
人
び
と
や
反
対
派
の
行
動
に
つ
い
て
も
手
放
し
に
肯
定
的

に
は
と
ら
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
両
義
的
な
文
章
が
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。
「
別
の
〔
よ
り
よ
い
〕
社
会

主
義
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
、
「
歴
史
的
な
条
件
が
整
え
ば
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
つ

つ
も
、
そ
れ
が
現
実
化
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
理
由
の
説
明
は
入

り
組
ん
で
お
り
、
必
ず
し
も
明
快
で
な
い
が
、
と
に
か
く
「
一
方
的
な
断
罪
」
を
避
け
つ
つ
、
「
こ
う
だ

っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
未
練
論
に
も
陥
る
ま
い
と
す
る
姿
勢
を
と
る
の
が
著
者
の
特
徴
だ
と
い

う
印
象
を
受
け
る
。
ド
イ
ツ
統
一
が
バ
ラ
色
の
現
実
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
各
種
の
矛
盾
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
旧
東
側
だ
け
に
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
西
の
方
に
も
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、
「
旧
東
ド
イ
ツ
の
人
々
は
自
由
を
手
に
入
れ
な
が
ら
公
正
さ
を
失
っ
た
と
い
え
な
く
も

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
姿
勢
は
、
安
直
な
一
面
的
結
論
を
振
り
回
す
議
論
に

対
し
て
、
よ
り
慎
重
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
議
論
を
心
が
け
る
と
い
う
点
で
好
感
が
持
て
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
本
書
が
多
面
的
な
現
実
を
ど
の
よ
う
に
解
き
ほ
ぐ
す
の
か
と
い
う
難
問
に
立
ち
向

か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
念
頭
に

お
き
な
が
ら
、
本
書
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二

序
章
と
終
章
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
五
つ
の
章
は
、
四
〇
年
に
わ
た
る
東
ド
イ
ツ
の
歴
史
を
外
交
・
内
政

・
経
済
・
社
会
の
諸
側
面
に
わ
た
っ
て
手
際
よ
く
概
観
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
・
英
語
・
日

本
語
に
よ
る
こ
こ
三
〇
年
ほ
ど
の
研
究
成
果
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
新
書
の
体
裁
に
よ
る

入
門
書
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
美
点
を
認
め
た
上
で
、
あ
え
て
無
い
物
ね
だ
り

的
な
注
文
を
付
け
る
と
す
る
な
ら
、
い
さ
さ
か
総
花
的
で
無
難
な
記
述
に
傾
斜
し
、
序
章
や
終
章
で
提
起

さ
れ
た
問
題
提
起
に
ど
の
よ
う
に
答
え
よ
う
と
す
る
の
か
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

本
書
に
は
、
「
い
え
な
く
も
な
い
」
、
「
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
」
、
「
と
も
評
価
で
き
な
く
も
な
い
」
、
「
考

え
ら
れ
な
く
も
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
が
各
所
に
頻
出
し
て
、
著
者
の
真
意
の
汲
み
と
り
に
く
い
個
所
が

少
な
く
な
い
。
「
独
裁
」
「
失
敗
」
と
い
う
通
念
を
裏
付
け
る
か
に
見
え
る
記
述
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
こ
と
を
示
唆
す
る
か
に
見
え
る
側
面
が
折
衷
的
に
並
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
全
般
的
な
印
象
で
あ

る
。
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さ
し
あ
た
り
塩
川
伸
明
『
現
存
し
た
社
会
主
義
―
―
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
素
顔
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）

参
照
。

*4

純
然
た
る
細
部
だ
が
、
二
七
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ー
リ
ン
発
言
（
一
九
四
六
年
三
月
）
は
、
そ
の
文
脈
―

―
チ
ャ
ー
チ
ル
の
フ
ル
ト
ン
演
説
に
対
す
る
反
駁
の
狙
い
で
公
表
さ
れ
た
―
―
の
説
明
が
欠
け
て
い
る
上
に
、
や
や

意
訳
に
過
ぎ
る
訳
し
方
を
し
て
い
る
た
め
に
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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本
書
は
東
ド
イ
ツ
と
い
う
事
例
を
取
り
上
げ
た
「
現
存
し
た
社
会
主
義
」
に
関
す
る
歴
史
研
究
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
ソ
連
お
よ
び
他
の
東
欧
諸
国
に
お
け
る
「
社
会
主
義
」
と
東
ド
イ
ツ
に
お

け
る
そ
れ
と
は
ど
の
程
度
共
通
性
を
も
ち
、
ど
の
部
分
が
東
ド
イ
ツ
特
有
な
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び

上
が
る
。
だ
が
、
本
書
で
は
そ
う
し
た
問
題
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
東
ド
イ
ツ
が
ソ
連
な
り

他
の
東
欧
諸
国
な
り
と
ど
の
程
度
似
て
い
て
、
ど
の
程
度
異
な
っ
て
い
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま

に
、
東
ド
イ
ツ
の
個
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
こ
れ
は
書
物
の
性
格
上
、
あ
る
程
度
ま
で
や
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
隴
を
得
て
蜀
を
望
む
の
類
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
存
の
「
現
存
し
た
社
会
主

義
」
研
究
の
成
果
を
十
分
吸
収
し
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る*3

。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
「
ソ
連
化
」
と

か
「
ソ
連
か
ら
の
自
立
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
「
ソ
連
」
像
は
掘
り
下
げ
を
欠

い
て
お
り
、
東
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
単
純
化
を
避
け
よ
う
と
す
る
細
心
さ
と
は
対
照
的
に
、
ソ
連
に
つ
い
て

は
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
で
満
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
免
れ
が
た
い*4

。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

内
政
と
社
会
史
・
日
常
史
を
専
門
と
し
て
き
た
著
者
が
外
交
史
や
経
済
史
に
ま
で
手
を
広
げ
た
の
は
多
大

の
努
力
を
要
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
労
を
多
と
し
た
い
。
た
だ
、
結
果
的
に
い
え
ば
、
外
交
史
が
比
較
的

充
実
し
て
い
る
の
に
対
し
、
経
済
面
は
、
か
な
り
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
わ
り
に
は
分
析
が
十
分

深
く
な
い
（
特
に
「
不
足
の
経
済
」
の
説
明
）
。

「
社
会
主
義
」
と
称
さ
れ
て
き
た
国
の
体
制
を
論
じ
る
際
に
、
こ
れ
ま
で
に
提
起
さ
れ
て
き
た
膨
大
な

議
論
を
ご
く
大
ま
か
に
ま
と
め
る
な
ら
、
一
方
に
古
典
的
な
全
体
主
義
論
が
あ
り
、
他
方
に
各
種
修
正
主

義
（
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
修
正
主
義
」
の
意
味
で
は
な
く
、
既
存
の
主
流
的
見
解
へ
の
批
判
的
問
題
提
起
の

意
）
が
あ
り
、
後
者
の
東
ド
イ
ツ
に
即
し
た
典
型
例
と
し
て
、
「
ニ
ッ
チ
社
会
」
論
―
―
公
的
世
界
で
は

不
自
由
だ
が
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
私
的
社
会
（
ニ
ッ
チ
）
に
お
い
て
限
定
的
な
自
立
性
の
余
地
が

あ
っ
た
と
説
く
―
―
が
あ
っ
た
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
キ
ー
タ
ー
ム
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い

な
い
が
、
著
者
が
全
体
主
義
論
に
も
ニ
ッ
チ
社
会
論
に
も
批
判
的
で
あ
る
こ
と
は
行
論
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
共
感
し
う
る
。
古
典
的
な
全
体
主
義
論
は
あ
ま
り
に
も
硬
直
し
た
「
一
枚
岩
」
の

図
式
に
傾
斜
し
が
ち
だ
っ
た
一
方
、
ニ
ッ
チ
社
会
論
の
前
提
と
な
る
公
的
空
間
と
私
的
空
間
の
峻
別
も
現

実
的
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
い
い
の
だ
が
、
問
題
は
、
で
は
全
体
主
義
モ
デ
ル
と
も
ニ

ッ
チ
社
会
モ
デ
ル
と
も
異
な
る
東
ド
イ
ツ
社
会
像
―
―
あ
る
い
は
、
よ
り
広
く
「
社
会
主
義
」
体
制
像
―

―
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

一
口
に
東
ド
イ
ツ
社
会
に
生
き
て
い
た
人
々
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
様
々
な
種
類
の
人
た
ち
が
含
ま

れ
る
。
体
制
の
公
的
な
指
示
の
忠
実
な
執
行
を
ひ
た
す
ら
心
が
け
て
い
た
人
た
ち
も
い
れ
ば
、
外
見
的
に

は
「
体
制
派
」
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
内
心
で
種
々
の
「
異
論
」
を
い
だ
い
て
い
た
人
た
ち
も



*5

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
体
制
エ
リ
ー
ト
の
代
表
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
な
が
ら
、
本
人
の
主
観
に
お
い
て
は
「
秘
か
な

異
論
者
」
だ
っ
た
と
さ
れ
る
特
異
な
人
物
の
一
例
と
し
て
、
有
名
な
経
済
学
者
ユ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
挙
げ

ら
れ
る
。
彼
が
回
想
で
描
く
自
画
像
は
必
ず
し
も
説
得
的
で
な
く
、
多
く
の
疑
問
を
呼
び
起
こ
す
が
、
そ
の
よ
う
な

言
訳
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
大
物
知
識
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
東
ド
イ
ツ
社
会
の
一
つ
の
側
面
を
知

る
手
が
か
り
に
は
な
る
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ン
ス
キ
ー
『
ク
チ
ン
ス
キ
ー
回
想
録
、1945-1989

、
正
統
派
の
異
端

者
』
（
大
月
書
店
、
一
九
九
八
年
）
。
こ
の
本
に
つ
い
て
私
は
批
判
的
論
評
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
（
「
塩
川
伸
明
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
「
読
書
ノ
ー
ト
」
欄
に
収
録
）
。

*6

著
者
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て
最
初
の
単
著
を
書
い
て
い
る
。
河
合
信
晴
『
政
治
が
紡
ぎ
だ
す
日
常
―
―
東
ド
イ
ツ

の
余
暇
と
「
普
通
の
人
び
と
」
』
（
現
代
書
館
、
二
〇
一
五
年
）
。
本
書
の
記
述
も
同
書
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
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い
た*5

。
は
っ
き
り
と
し
た
「
異
論
派
」
に
属
し
て
い
た
人
た
ち
―
―
但
し
、
そ
の
異
論
の
内
容
は
多
く

の
場
合
、
「
社
会
主
義
」
否
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
真
の
社
会
主
義
」
を
目
指
す
方
向
の
も
の
だ
っ
た

―
―
も
い
れ
ば
、
明
確
な
異
論
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
体
制
内
で
考
慮
さ
れ
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
日

常
的
要
求
を
当
局
に
提
出
し
て
い
た
人
た
ち
―
―
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
実
は
体
制
を
揺
る
が
す
可

能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
―
―
も
多
か
っ
た
、
そ
の
他
そ
の
他
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
生
き

て
い
た
人
々
の
実
像
を
描
こ
う
と
い
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
、
ど
の
よ
う
な
側
面
に
注
目
す
る

の
か
を
、
も
っ
と
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
々
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
際
に
著
者
が
重
視
す
る
「
請
願
」
（
第
４
章
の
コ
ラ
ム
⑥
）
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
体
制
の
論
理
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
枠
を
超
え
て
い
く
潜
在
性
を
持
つ
と

い
う
意
味
で
、
興
味
深
い
素
材
で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
種
の
「
請
願
」
は
東
ド
イ
ツ
特
有
で
は
な
く
、
ソ

連
に
も
大
量
に
存
在
し
、
こ
れ
ま
で
も
熱
心
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
）
。
た
だ
、
こ
れ
を
手
が
か
り

と
し
た
分
析
を
進
め
る
場
合
、
も
う
少
し
丁
寧
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
す
る
。
い
ま
触
れ
た
「
コ
ラ
ム
⑥
」
に
は
、
「
こ
の
国
で
は
ご
く
ご
く
身
近
な
問
題
こ
そ
が
政
治
問

題
と
し
て
問
わ
れ
続
け
て
い
た
。
い
わ
ば
、
日
常
が
政
治
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う

一
句
が
あ
る
（
一
九
五
頁
）
。
こ
れ
は
重
要
な
着
眼
で
あ
り
、
「
日
常
」
と
「
政
治
」
を
画
然
と
分
け
て
し

ま
う
通
念
へ
の
挑
戦
と
し
て
の
意
味
を
持
つ*6

。
た
だ
、
「
政
治
」
と
い
う
言
葉
に
は
種
々
の
意
味
お
よ

び
位
相
が
あ
り
、
あ
る
人
が
思
い
描
く
「
政
治
」
と
他
の
人
が
思
い
描
く
「
政
治
」
と
は
し
ば
し
ば
食
い

違
う
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
政
治
問
題
」
「
政
治
化
」
と
い
っ
た
言
葉
遣
い

に
お
け
る
「
政
治
」
は
ど
う
い
う
意
味
で
の
「
政
治
」
の
こ
と
な
の
か
を
も
っ
と
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
続
く
個
所
で
、
「
東
ド
イ
ツ
に
暮
ら
し
て
い
た
人
び
と
は
政
治
的
に
無
関

心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
、
「
政
府
や
社
会
主
義
統
一
党
に

は
い
つ
も
い
い
顔
を
し
な
が
ら
も
、
裏
で
は
批
判
を
す
る
と
い
っ
た
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
自
分
が
抱
え

て
い
る
身
近
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
」
（
一
九
六
頁
）
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ

か
論
理
に
飛
躍
が
あ
る
。
他
の
多
く
の
個
所
で
は
「
と
言
え
な
く
も
な
い
」
と
い
っ
た
留
保
付
き
の
文
章

を
好
む
著
者
が
こ
の
個
所
で
は
「
あ
り
え
な
か
っ
た
」
と
断
言
し
て
い
る
の
も
唐
突
の
印
象
を
与
え
る
。

三

東
ド
イ
ツ
体
制
末
期
た
る
一
九
八
〇
年
代
を
扱
っ
た
第
５
章
以
下
に
つ
い
て
は
、
や
や
詳
し
く
検
討
し

て
み
て
み
た
い
。
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当
時
東
ド
イ
ツ
で
留
学
生
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
人
に
よ
る
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
観
察
と
し
て
、
芳
地
隆
之
『
ぼ
く

た
ち
は
「
革
命
」
の
な
か
に
い
た
―
―
東
ベ
ル
リ
ン
留
学
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
）
、
同

『
壁
は
必
要
だ
っ
た
―
―
大
国
ド
イ
ツ
三
た
び
の
民
族
主
義
』
（
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

*8

レ
ダ
ー
、
前
掲
書
、
一
〇
二
、
一
七
一
‐
一
七
四
頁
。
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こ
の
章
の
う
ち
の
第
３
節
で
は
、
八
九
年
の
変
動
へ
の
背
景
を
な
す
反
対
派
の
登
場
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
で
は
、「
彼
ら
は
あ
る
べ
き
公
正
な
東
ド
イ
ツ
や
社
会
主
義
の
姿
を
求
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
」

（
二
二
〇
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
触
れ
る
サ
ロ
ッ
テ
ィ
な
ど
も
指
摘
す
る
点
で
あ

り
、
確
か
に
東
ド
イ
ツ
の
反
対
派
運
動
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
種
の
「
あ
る
べ
き
社
会

主
義
」
論
が
他
の
中
東
欧
諸
国
―
―
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
―
―
に

存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
諸
国
で
は
一
九
六
八
年
や
一
九
八
〇
‐
八
一
年
の
経

験
を
経
る
中
で
、
「
あ
る
べ
き
社
会
主
義
」
論
、
「
人
間
の
顔
を
し
た
社
会
主
義
」
へ
の
幻
滅
が
広
が
り
、

事
実
上
の
脱
社
会
主
義
へ
と
向
か
う
傾
向
が
八
九
年
に
先
だ
っ
て
広
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
東
ド
イ
ツ

で
は
八
九
年
に
至
る
ま
で
「
あ
る
べ
き
社
会
主
義
」
論
が
優
勢
だ
っ
た
点
に
、
一
つ
の
重
要
な
違
い
が
あ

っ
た
。
も
っ
と
も
、
東
ド
イ
ツ
で
も
「
壁
」
開
放
を
境
に
急
速
に
脱
社
会
主
義
論
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
想

起
す
る
な
ら
、
そ
の
差
異
は
あ
る
程
度
相
対
化
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
著
者
も
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
、「
社

会
主
義
シ
ス
テ
ム
の
克
服
を
目
指
す
思
考
と
、
社
会
主
義
体
制
の
改
革
を
目
指
す
思
考
」
の
並
存
が
指
摘

さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
後
に
反
対
派
運
動
が
分
裂
し
て
い
く
要
因
と
も
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
二
二
五

頁
）
。
こ
れ
は
重
要
な
点
に
触
れ
て
い
る
が
、
「
克
服
」
と
い
う
言
葉
で
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
か
が
明

確
で
な
い
。

一
九
八
九
年
一
一
月
九
日
の
「
壁
」
開
放
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
指
導
部
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
手
違

い
の
産
物
と
し
て
の
偶
発
的
事
件
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
反
対
派
活
動
家
は
こ
れ
を
決
定
的
な
転
機
と
見

て
は
い
な
か
っ
た
が
（
二
四
三
‐
二
四
五
頁
）
、
一
旦
そ
れ
が
起
き
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
の
状
況
は
急
速

に
変
わ
っ
た
。
中
で
も
重
要
な
の
は
、
一
ヶ
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
東
ド
イ
ツ
の
改
革
を
要
求
す
る
声
は

後
退
し
、
ド
イ
ツ
統
一
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
二
四
九
頁
）
。
ド
イ
ツ
統

一
に
対
す
る
慎
重
な
立
場
は
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
革
命
は
そ
の
子
供
た
ち
を
置
き
去

り
に
し
た
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
（
二
五
四
頁
）*7

。
と
い
う
こ
と
は
、
八
九
年
秋
を
頂
点
と
す
る
市
民

運
動
と
八
九
年
末
か
ら
九
〇
年
の
統
一
に
至
る
経
過
の
間
に
は
一
種
の
断
絶
が
あ
り
、
前
者
が
ス
ト
レ
ー

ト
に
後
者
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
広
め
ら
れ

て
い
る
通
念
で
は
、
「
壁
」
開
放
を
頂
点
と
す
る
八
九
年
秋
の
市
民
運
動
―
―
論
者
に
よ
っ
て
は
「
市
民

革
命
」
―
―
が
そ
の
ま
ま
統
一
を
生
み
出
し
た
か
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
こ
に
は
実
は
主
役
の
交
代
が

あ
り
、
前
者
の
主
人
公
は
後
者
の
局
面
で
は
背
後
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
役
の
転
換
は
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
専
門
家

た
ち
の
間
で
は
か
な
り
の
程
度
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

は
論
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
レ
ダ
ー
の
場
合
、
反
対
派
市
民
運
動
の
つ
く
っ
た
「
新
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
は
大
衆
の
支
持
を
得
て
い
な
か
っ
た
、
独
立
し
改
革
さ
れ
た
東
ド
イ
ツ
が
「
自
由
な
民
主
政
」
に
な

る
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
は
経
済
的
に
ほ
と
ん
ど
存
続
不
可
能
だ
っ
た
ろ
う
、
な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
現
実
に
と
ら
れ
た
道
以
外
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
は
実
現
不
可
能
だ
っ
た
と
い
う
の
が
彼
の

結
論
で
あ
る*8

。
こ
れ
に
対
し
て
メ
ア
リ
ー
・
サ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
東
ド
イ
ツ
国
内
改
革
へ
の
志
向
を
「
ヒ

ロ
イ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
」
と
特
徴
づ
け
、
そ
れ
は
勇
気
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
意
味
す
る
反
面
、
向
こ
う
見
ず
な



*9M
ary

Elise
Sarotte,

1989:
The

Struggle
to

C
reate

Post-C
old

W
ar

Europe,new
and

revised
edition,

Princeton

U
niversity

Press,2014,chapter3.

本
書
は
「
壁
」
開
放
を
大
団
円
で
は
な
く
む
し
ろ
出
発
点
と
す
る
見
地
に
立
っ
て
、

そ
の
後
の
複
雑
な
駆
け
引
き
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
部
分
的
に
若
干
の
疑
問
点
が
な
く
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
統
一

に
関
す
る
基
本
書
で
あ
る
。
但
し
、
邦
訳
書
（
サ
ロ
ッ
テ
ィ
『1989

―
―
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

め
ぐ
る
闘
争
』
上
下
、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
第
二
刷
、
二
〇
二
〇
年
）
は
誤
訳
・
不
適
訳
が
多

す
ぎ
る
た
め
、
安
心
し
て
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
は
英
文
原
書
お
よ
び
邦
訳
書
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
論

評
を
書
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
し
た
（
ど
ち
ら
も
、
「
塩
川
伸
明
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
中
の
「
新
し
い
ノ
ー

ト
」
欄
に
収
録
）
。

*10U
lrich

K
.

Preuss,
"The

Roundtable
Talks

in
the

G
erm

an
D

em
ocratic

Republic,"
in

Jon
Elster

(ed.),
The

Roundtable
Talks

and
the

Breakdow
n

ofC
om

m
unism

,The
U

nivesity
of

Chicago
Press,1996;

広
渡
清
吾
『
統
一
ド

イ
ツ
の
法
変
動
―
―
統
一
の
一
つ
の
決
算
』
有
信
堂
、
一
九
九
六
年
、
第
六
章
、
大
川
睦
夫
「
幻
の
東
ド
イ
ツ
新
憲

法
の
憲
法
史
的
意
義
」
『
社
会
主
義
法
研
究
会
年
報
』
第
一
一
号
（
社
会
主
義
法
の
変
容
と
分
岐
）
、
法
律
文
化
社
、

一
九
九
二
年
、
市
野
川
容
孝
『
社
会
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
二
頁
な
ど
参
照
。
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試
み
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
肯
定
・
否
定
両
面
を
持
つ
も
の
と
い
う
見
地
を
示
し
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ

ッ
ク
・
モ
デ
ル
は
賞
賛
す
べ
き
目
標
を
掲
げ
て
お
り
、
も
っ
と
時
間
を
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
よ
り
実
現
可

能
性
の
高
い
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
、
だ
が
現
実
に
は
そ
う
し
た
時
間
は

与
え
ら
れ
ず
、
よ
り
手
っ
取
り
早
い
方
式
と
し
て
の
「
プ
レ
ハ
ブ
・
モ
デ
ル
」
―
―
既
存
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
西
ド
イ
ツ
国
家
構
造
お
よ
び
国
際
的
に
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
吸
収
―
―
が
と
ら
れ
た
、
と
い
う
の
が

彼
女
の
議
論
で
あ
る*9

。

大
雑
把
に
ま
と
め
て
い
う
な
ら
、
レ
ダ
ー
が
東
ド
イ
ツ
市
民
運
動
を
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
冷
た
く
あ
し

ら
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
サ
ロ
ッ
テ
ィ
は
あ
る
程
度
の
心
情
的
共
感
を
寄
せ
た
上
で
、
現
実

の
歴
史
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
的
だ
っ
た
た
め
に
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
い
う
両
義
的
な

捉
え
方
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
円
卓
会
議
」
が
事
実
上
そ
の
生
命
を
終
え
た
後
も
、
そ
れ
に
参
加
し

た
法
律
家
た
ち
は
東
独
新
憲
法
草
案
を
統
一
プ
ロ
セ
ス
に
生
か
そ
う
と
試
み
、
西
の
法
律
家
の
一
部
も
そ

れ
に
協
力
す
る
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
試
み
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
る*10

。
こ
の
よ
う
な
分
岐
が
あ
る
中
で
、
著
者
は
ど
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
東
の
市
民
運
動
が
全
く
無
力
か
つ
無
意
味
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
見
方
に
与
し
て
い
な
い

こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
か
な
り
の
程
度
有
力
で
あ
り
な
が
ら
惜
し
い
と
こ
ろ
で
敗
北
し
た
と
い
う
観
点
な

の
か
、
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
そ
の
限
界
を
重
視
す
る
観
点
な
の
か
、
本
書
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
関
連
し
て
、
体
制
転
換
に
先
だ
つ
時
期
の
反
対
派
運
動
の
中
で
「
対
抗
公
共
圏
」
が
生

ま
れ
た
と
い
う
市
川
ひ
ろ
み
の
所
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
（
二
二
二
頁
）
、
そ
の
よ
う
な
公
共
圏
が
確

固
と
し
て
確
立
し
て
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
幼
弱
な
萌
芽
に
と
ど
ま
り
、
統
一
過

程
の
な
か
で
洗
い
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
気
に
か
か
る
。

統
一
後
の
三
〇
年
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
国
は
少
な
く
と
も
四
〇
年
か
け
て
、
ソ
連
か
ら
徐
々
に
自
立

性
を
獲
得
し
て
き
た
。
そ
れ
が
〔
中
略
〕
た
っ
た
の
二
年
半
で
、
西
ド
イ
ツ
の
立
場
を
追
認
す
る
だ
け
の

立
場
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
」
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
三
条
に
よ
る
統
一

は
「
吸
収
合
併
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
二
五
九
‐
二
六
〇
頁
）
。
事
実
経
過
が
こ
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
を
レ
ダ
ー
の
よ
う
に
当
然
視
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
伴
う
マ
イ
ナ
ス
面
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
関
連
し
て
、
当
時
の
西



*11

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
広
渡
清
吾
、
前
掲
書
、
第
一
章
参
照
。
こ
の
広
渡
著
は
統
一
に
ま
つ
わ
る
法
的
諸
問

題
を
体
系
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
統
一
問
題
の
基
本
書
で
あ
る
。
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ド
イ
ツ
で
は
社
会
民
主
党
な
ど
に
よ
っ
て
、
基
本
法
二
三
条
で
は
な
く
一
四
六
条
に
よ
る
統
一
―
―
い
わ

ば
「
対
等
合
併
」
論
―
―
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
「
そ
う
だ
っ
た
な
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
未
練
論

に
立
つ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
当
時
の
政
治
過
程
に
お
い
て
「
二
三
条
か
一
四
六
条
か
」
と
い
う
論
争

が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
は
想
起
に
値
す
る
。
こ
の
点
、
本
書
に
一
四
六
条
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
や

や
説
明
不
足
の
観
が
あ
る*11

。

＊

い
さ
さ
か
注
文
の
多
い
書
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
本
書
が
知
的
関
心
を
誘
う

書
物
と
感
じ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
新
書
サ
イ
ズ
で
東
ド
イ
ツ
の
通
史
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
描
い
た
書
物
が

こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
、
こ
こ
三
〇
年
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
本
書
の
登
場
は

大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
全
体
的
印
象
は
、
こ
こ
に
書
き
連
ね
た
よ
う
な
無
い
物
ね
だ
り
に

か
か
わ
ら
ず
揺
る
が
な
い
だ
ろ
う
。

＊
河
合
信
晴
『
物
語

東
ド
イ
ツ
の
歴
史
―
―
分
断
国
家
の
挑
戦
と
挫
折
』
（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
。

（
二
〇
二
一
年
一
月
）


