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書

評

西
山
美
久
著
﹃
ロ
シ
ア
の
愛
国
主
義
︱
︱
プ
ー
チ
ン
が
進
め

る
国
民
統
合
︱
︱
﹄

︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
八
年
︶

佐

藤

正

則

ソ
連
体
制
の
終
焉
に
伴
い
︑
ロ
シ
ア
連
邦
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
代
わ

る
国
民
統
合
の
理
念
の
探
求
と
い
う
難
題
に
直
面
し
た
︒
各
民
族
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
︑
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
や
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共

和
国
は
分
離
独
立
の
志
向
を
強
め
連
邦
中
央
政
府
と
対
立
し
た
︒
ロ
シ

ア
連
邦
を
維
持
し
つ
づ
け
る
た
め
に
︑
多
民
族
を
包
摂
で
き
る
あ
ら
た

な
理
念
が
求
め
ら
れ
た
︒
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
浮
上
し
た
の
が
愛
国

主
義
で
あ
る
︒
プ
ー
チ
ン
政
権
は
︑
国
民
の
間
に
愛
国
主
義
を
醸
成
さ

せ
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
推
し
進
め

た
︒
こ
の
愛
国
主
義
と
は
︑
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異

な
り
︑
多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
連
邦
に
お
け
る
す
べ
て
の
諸
民
族
を
統
合

す
る
新
た
な
理
念
と
さ
れ
る
︒
本
書
は
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
に
よ
る
愛
国

主
義
政
策
の
実
態
︑
そ
の
形
成
過
程
︑
さ
ら
に
は
政
策
の
変
容
を
分
析

し
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
︒

第
一
章
で
は
︑
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
に
お
け
る
愛
国
主
義
を
め
ぐ
る

議
論
を
概
観
し
た
後
︑
愛
国
主
義
の
制
度
化
を
目
的
と
し
た
プ
ー
チ
ン

政
権
の
施
策
と
し
て
︑
新
国
歌
制
定
︑﹁
ロ
シ
ア
連
邦
国
民
の
愛
国
心
教

育
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
策
定
︑
新
し
い
歴
史
教
科
書
の
編
纂
︑

愛
国
的
な
Ｔ
Ｖ
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
創
設
︑
愛
国
映
画
の
製
作
︑
大
祖
国
戦

争
︵
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
対
ド
イ
ツ
戦
争
︶
戦
勝
記
念
パ
レ
ー

ド
︑
帝
政
時
代
に
領
土
を
守
る
役
割
を
担
っ
た
コ
サ
ッ
ク
の
復
権
な
ど

を
と
り
あ
げ
て
い
る
︒

第
二
章
か
ら
第
四
章
で
は
︑愛
国
主
義
政
策
の
形
成
過
程
に
お
い
て
︑

連
邦
構
成
共
和
国
や
地
方
自
治
体
︑与
野
党
の
国
会
議
員
や
地
方
議
員
︑

さ
ら
に
退
役
軍
人
な
ど
と
い
っ
た
市
民
団
体
が
︑
独
自
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
を
発
揮
し
︑
連
邦
中
央
政
府
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
や

働
き
か
け
を
お
こ
な
い
︑
連
邦
中
央
政
府
の
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
こ
と
が
明
る
み
に
さ
れ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
地
方
の
中
で
も
と
り

わ
け
共
産
党
の
支
持
の
強
い
い
わ
ゆ
る
﹁
赤
い
ベ
ル
ト
﹂
地
帯
の
ヴ
ォ

ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
州
と
オ
リ
ョ
ー
ル
州
に
眼
を
向
け
︑
大
祖
国
戦
争
戦
勝

賛
美
の
一
環
と
し
て
︑
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
を
旧
名
ス
タ
ー
リ
ン
グ

ラ
ー
ド
に
戻
そ
う
と
す
る
運
動
や
ス
タ
ー
リ
ン
復
権
を
求
め
る
活
動
や

連
邦
中
央
政
府
へ
の
働
き
か
け
を
検
討
し
て
い
る
︒
第
三
章
で
は
︑
二

〇
〇
五
年
に
設
け
ら
れ
た
名
誉
称
号
﹁
軍
事
栄
光
都
市
﹂
の
創
設
や
付

与
を
め
ぐ
っ
て
︑
地
方
都
市
に
お
け
る
退
役
軍
人
や
国
会
議
員
︑
地
方
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自
治
体
の
動
向
を
分
析
し
て
い
る
︒
第
四
章
で
は
︑
非
ロ
シ
ア
人
が
多

数
を
占
め
︑
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
に
は
独
立
志
向
を
強
め
て
中
央
政
権

と
対
立
し
た
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
る
︒

タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
も
ま
た
︑
戦
勝
記
念
日
の
記
念
行
事
な
ど

に
お
い
て
︑
諸
民
族
を
統
合
す
る
﹁
愛
国
主
義
﹂
の
理
念
を
プ
ー
チ
ン

政
権
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
他
方
で
︑
タ
タ
ー
ル
語
を

キ
リ
ル
文
字
︵
ロ
シ
ア
語
の
文
字
︶
表
記
か
ら
ラ
テ
ン
文
字
表
記
に
改

め
よ
う
と
す
る
法
案
を
め
ぐ
っ
て
︑
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
と
連
邦
中

央
政
府
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
︑
連
邦
中
央
が
各
民
族
語
に
キ
リ
ル
文

字
を
義
務
づ
け
る
法
改
正
を
お
こ
な
う
ま
で
の
過
程
が
た
ど
ら
れ
る
︒

そ
の
後
︑
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
が
︑
連
邦
中
央
と
共
鳴
し
あ
う
愛
国

心
教
育
の
中
に
タ
タ
ル
ス
タ
ン
民
族
意
識
を
﹁
接
続
﹂
さ
せ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
︒

第
五
章
か
ら
第
七
章
で
は
︑
青
年
層
を
対
象
と
し
た
プ
ー
チ
ン
政
権

の
愛
国
主
義
政
策
と
そ
の
変
容
が
論
じ
ら
れ
る
︒
第
五
章
で
は
︑
青
年

層
を
取
り
こ
も
う
と
す
る
政
権
の
試
み
を
と
り
あ
げ
︑
政
権
が
若
者
に

眼
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
を
︑
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
グ
ル
ジ
ア

︵
ジ
ョ
ー
ジ
ア
︶
に
お
け
る
青
年
層
の
市
民
運
動
に
端
を
発
す
る
政
権

交
代
い
わ
ゆ
る
﹁
カ
ラ
ー
革
命
﹂
や
︑
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
ロ
シ
ア
国

内
で
の
反
政
権
的
な
青
年
組
織
の
結
成
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
た
い
す
る

欧
米
政
府
や
財
団
の
資
金
援
助
に
求
め
て
い
る
︒
第
六
章
で
は
︑
政
権

が
後
ろ
盾
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
た
青
年
組
織
﹁
ナ
ー
シ
﹂
を
対
象
と
し
︑

そ
の
理
念
と
活
動
︑
さ
ら
に
政
権
が
こ
の
組
織
を
選
挙
集
票
組
織
と
し

て
動
員
し
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
第
七
章
で
は
︑
選
挙
マ

シ
ー
ン
と
し
て
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
以
降
の
﹁
ナ
ー
シ
﹂
の
変
質
と
︑

そ
の
解
散
に
い
た
る
ま
で
の
活
動
を
追
う
︒
と
く
に
二
〇
〇
八
年
以
降

の
﹁
ナ
ー
シ
﹂
の
性
格
の
大
き
な
変
化
に
大
き
な
紙
幅
を
割
い
て
い
る
︒

メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
意
向
を
反
映
し
て
︑﹁
ナ
ー
シ
﹂
が
経
済

発
展
と
技
術
革
新
を
担
う
人
材
育
成
を
新
た
な
目
的
に
掲
げ
︑
青
年
層

の
間
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
や
投
資
へ
の
関
心
を
高
め
る
活
動
へ
と
シ
フ
ト
し

て
い
く
過
程
を
具
体
的
に
描
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
カ
ラ
ー
革
命
﹂
が

ロ
シ
ア
で
起
こ
る
心
配
が
な
く
な
っ
た
た
め
︑
政
権
が
﹁
愛
国
主
義
﹂

政
策
の
対
象
を
青
年
層
か
ら
全
世
代
に
再
転
換
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
︒

西
山
は
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
を
﹁
強
権
性
や
権
威
主
義
的
統
治
ス
タ
イ

ル
﹂
(二
一
頁
)と
特
徴
づ
け
る
先
行
研
究
に
異
を
唱
え
︑
愛
国
主
義
政

策
が
︑
政
権
中
枢
か
ら
の
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
の
相
互
作
用
を
つ
う
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
く

過
程
を
明
る
み
に
し
よ
う
と
す
る
︒﹁
あ
と
が
き
﹂
で
も
﹁﹁
力
﹂
の
行

使
だ
け
で
統
合
を
実
現
で
き
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
﹂︵
三
一
一
頁
︶
と

本
書
の
動
機
を
述
懐
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
プ
ー
チ
ン
が
進
め

る
国
民
統
合
﹂
と
い
う
そ
の
副
題
に
反
し
て
︑
本
書
で
詳
細
に
検
討
さ
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れ
る
の
は
︑
プ
ー
チ
ン
で
は
な
く
︑
退
役
軍
人
団
体
と
い
っ
た
市
民
団

体
︑
与
野
党
議
員
︑
地
方
自
治
体
︑
民
族
共
和
国
政
府
な
ど
の
活
動
と

発
言
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
第
一
章
で
は
︑
愛
国
主
義
の
重
要
性
を
提
唱
し
た
の
が
︑

む
し
ろ
野
党
ロ
シ
ア
共
産
党
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
第
二
章
で
は
︑
野
党
ロ
シ
ア
共
産
党
の
支
持
が
強
い
地
方

に
お
い
て
︑
大
祖
国
戦
争
賛
美
が
急
進
化
し
︑
そ
れ
が
連
邦
中
央
政
府

の
決
定
に
影
響
を
与
え
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
第
三
章
で
は
︑
地
方

都
市
に
お
け
る
退
役
軍
人
団
体
や
与
野
党
議
員
︑
地
方
自
治
体
な
ど
が

連
邦
中
央
政
府
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
︑

第
四
章
で
は
︑
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
が
︑
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
指

令
に
従
っ
て
で
は
な
く
︑
自
発
的
に
諸
民
族
友
好
の
た
め
の
愛
国
主
義

を
推
進
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
西
山
は
︑
プ
ー
チ
ン

政
権
が
︑
多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
を
一
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
理
念
と
し
て

愛
国
主
義
を
採
用
し
︑
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
推
し
進
め

な
が
ら
も
︑
政
策
の
決
定
過
程
に
お
い
て
は
多
種
多
様
な
主
体
が
関
与

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

く
わ
え
て
西
山
は
︑
愛
国
主
義
政
策
が
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
に
よ
る
一

貫
し
た
理
念
と
方
針
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
︑
本
書
が
対
象
と
す

る
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
何
度
か
変
化
し
て
い
る
と
主
張
す
る
︒
た
と
え

ば
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
は
発
足
当
初
か
ら
青
年
層
に
着
目
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
︑
愛
国
主
義
政
策
の
重
点
的
対
象
を
青
年
層
に
定
め
る
の
は

二
〇
〇
五
年
で
あ
り
︑
ま
た
二
〇
一
〇
年
に
は
再
度
対
象
を
青
年
層
か

ら
全
世
代
に
転
換
し
た
︑
と
さ
れ
る
︒
そ
の
際
︑
西
山
は
︑
こ
う
し
た

政
策
の
変
化
を
も
た
ら
す
重
要
な
要
因
と
し
て
︑
野
党
や
反
プ
ー
チ
ン

運
動
︑
選
挙
と
い
っ
た
国
内
的
要
因
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
国
際
情
勢
つ
ま

り
近
隣
諸
国
の
動
向
や
欧
米
諸
国
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
︒
と
り

わ
け
西
山
が
重
視
す
る
の
は
︑﹁
カ
ラ
ー
革
命
﹂
と
﹁
民
主
化
﹂
運
動
に

た
い
す
る
欧
米
諸
国
の
政
府
や
財
団
に
よ
る
資
金
援
助
で
あ
る
︒
プ
ー

チ
ン
政
権
が
青
年
層
を
愛
国
主
義
政
策
の
主
要
対
象
と
し
た
の
は
︑﹁
カ

ラ
ー
革
命
﹂
の
ロ
シ
ア
国
内
へ
の
波
及
を
恐
れ
た
た
め
だ
と
説
明
さ
れ

て
い
る
︒

政
策
決
定
の
過
程
ば
か
り
で
な
く
︑
愛
国
主
義
政
策
の
内
容
に
つ
い

て
も
︑
西
山
は
先
行
研
究
と
は
異
な
る
側
面
に
眼
を
向
け
る
︒
複
数
の

研
究
者
た
ち
が
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
の
愛
国
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
︑
国
家

へ
の
人
々
の
忠
誠
と
奉
仕
を
意
図
す
る
も
の
と
み
な
し
︑
軍
の
偉
業
を

讃
え
る
と
と
も
に
若
者
の
ロ
シ
ア
軍
へ
の
積
極
的
入
隊
を
促
す
﹁
軍
事

愛
国
主
義
﹂︵
一
七
-一
八
頁
︶
と
形
容
し
て
い
る
︒
西
山
は
︑
こ
れ
を

明
確
に
は
否
定
し
な
い
も
の
の
︑
愛
国
主
義
が
特
定
の
民
族
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
依
拠
せ
ず
多
民
族
を
包
摂
す
る
理
念
で
あ
る
点
を
強
調
し

て
い
る
︒
官
製
青
年
組
織
﹁
ナ
ー
シ
﹂
に
つ
い
て
も
︑
排
外
主
義
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
集
団
と
い
う
一
般
に
流
布
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
︑
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西
山
は
︑﹁
ナ
ー
シ
﹂
が
排
外
主
義
や
人
種
主
義
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
や
デ
モ
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
事
実
を
と
り
あ
げ
︑
ま
た
幹

部
の
発
言
に
依
拠
し
な
が
ら
︑﹁
ナ
ー
シ
﹂
は
﹁
民
族
共
生
を
推
進
し
な

が
ら
愛
国
の
下
に
国
内
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
﹂
と
主
張
し
て

い
る
︒﹁
終
章
﹂
で
は
︑﹁
プ
ー
チ
ン
は
特
定
民
族
へ
の
帰
属
意
識
を
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
民
族
的
差
異
を
前
提
と
し
た
国
家
へ
の
帰
属
意
識
を

愛
国
主
義
と
捉
え
﹂︵
二
九
七
頁
︶
た
︑
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
ま
た
︑

タ
タ
ー
ル
語
を
ラ
テ
ン
文
字
化
し
よ
う
と
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国

政
府
の
意
向
を
︑
連
邦
中
央
政
府
が
キ
リ
ル
文
字
を
義
務
化
し
て
封
じ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
﹁
終
章
﹂
で
﹁
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国

が
タ
タ
ー
ル
文
化
の
伝
統
を
前
面
に
押
し
出
す
民
族
主
義
的
な
ス
タ
ン

ス
を
顕
著
に
す
る
と
︑
政
権
は
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
︑
民
族
関
係
の

調
和
を
図
っ
て
統
合
を
促
し
た
﹂︵
二
九
七
頁
︶
と
概
括
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
西
山
は
︑
愛
国
主
義
が
特
定
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
の
愛
国
主
義
政
策
は

特
定
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
排
除
す
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
し
か

し
︑
実
際
に
は
︑
愛
国
主
義
と
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の

関
係
は
き
わ
め
て
微
妙
で
あ
り
︑
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
︒
実
際
︑
ソ
連
時
代
に
﹁
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
愛
国
主
義
﹂
が
提
唱
さ
れ

た
が
︑
そ
の
中
に
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
か
な
り
の
程
度

浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

(１
)
る
︒
し
か
も
︑
ソ
連
邦
の
解
体

に
よ
り
︑
現
在
の
ロ
シ
ア
連
邦
の
総
人
口
に
お
け
る
ロ
シ
ア
民
族
が
占

め
る
比
率
は
︑
か
つ
て
の
ソ
連
邦
に
お
け
る
よ
り
も
増
大
し
て
い
る
︒

総
人
口
に
ロ
シ
ア
民
族
が
占
め
る
割
合
は
︑
ソ
連
邦
で
は
五
〇
パ
ー
セ

ン
ト
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
︑
現
在
の
ロ
シ
ア
連
邦
に
お
い
て
は
約
八
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
︒
愛
国
主
義
と
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
が
重
複
す
る
度
合
い
は
︑
ソ
連
時
代
よ
り
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
諸
民
族
の
包
摂
と
い
う
理
念
を
も
っ
て
愛
国
主
義
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
を
線
引
き
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
と
り
わ
け
ロ
シ

ア
の
場
合
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
他
民
族
の
排
外
を
伴
う
わ

け
で
は
な
い
︒
顕
著
な
例
と
し
て
︑
一
九
二
〇
年
代
に
ロ
シ
ア
の
亡
命

知
識
人
た
ち
が
唱
え
た
﹁
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
﹂
は
︑
自
ら
の
内
部
に
多

く
の
他
民
族
を
包
摂
し
共
存
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
ロ
シ
ア
と
い
う
新

た
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
て
い

(２
)
た
︒し

か
し
︑
こ
う
し
た
愛
国
主
義
と
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
の
複
雑
な
関
係
を
︑
西
山
は
本
書
で
は
直
接
論
じ
よ
う
と
し
な
い
︒

﹁
終
章
﹂
に
お
い
て
﹁
残
さ
れ
た
課
題
﹂︵
三
〇
四
-三
〇
五
頁
︶
と
述
べ

る
に
と
ど
め
て
い
る
︒
こ
の
問
題
が
関
連
す
る
可
能
性
が
最
も
高
い
第

四
章
に
お
い
て
す
ら
︑﹁
本
章
の
主
題
は
愛
国
心
の
異
同
で
あ
り
︑
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
は
な
い
﹂︵
一
七
四
頁
︶
と
慎
重
な
態
度
を
見
せ
て

い
る
︒
ち
な
み
に
︑
や
は
り
現
代
ロ
シ
ア
の
愛
国
主
義
と
の
類
似
性
が
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想
起
さ
れ
る
﹁
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
愛
国
主
義
﹂
に
つ
い
て
も
︑
わ
ず
か
に
触

れ
る
に
と
ど
め
︑
両
者
の
比
較
に
つ
い
て
は
﹁
検
討
し
な
い
﹂
と
表
明

し
て
い
る
︵
一
〇
九
︑
三
〇
六
頁
︶︒

も
っ
と
も
実
際
に
は
︑
本
書
の
議
論
の
中
に
し
ば
し
ば
両
者
の
複
雑

な
相
互
関
係
が
垣
間
見
え
る
︒﹁
序
章
﹂
で
は
︑
ソ
連
邦
解
体
後
の
ロ
シ

ア
が
国
民
を
再
統
合
す
る
と
い
う
難
題
に
直
面
し
た
要
因
と
し
て
︑
多

民
族
の
統
合
に
く
わ
え
て
︑﹁
中
核
を
な
し
て
き
た
﹂
ロ
シ
ア
人
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︵
四
-五

頁
︶︒
ま
た
︑
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
愛
国
主
義
の
必
要
性
を
訴
え
た

論
者
と
し
て
登
場
す
る
の
は
︑
ロ
シ
ア
民
族
主
義
の
傾
向
が
強
い
作
家

ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
で
あ
る
︵
三
九
-四
〇
頁
︶︒
ま
た
︑
第
四
章
で

西
山
は
︑
連
邦
中
央
政
府
に
よ
る
キ
リ
ル
文
字
を
義
務
化
す
る
法
律
改

正
に
関
連
し
て
︑﹁
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
文
化
を
称
揚
す
る
傾
向
は
︑
多
数

派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
愛
国
主
義
運
動
に
浸
透
し
て
い
た
証
し
と
言

え
な
く
も
な
い
﹂︵
一
六
六
頁
︶
と
︑
控
え
め
で
は
あ
る
が
︑
コ
メ
ン
ト

し
て
い
る
︒
さ
ら
に
は
︑﹁
ナ
ー
シ
﹂
が
二
〇
〇
八
年
に
ロ
シ
ア
正
教
に

接
近
し
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
︵
二
六
〇
-二
六
一
頁
︶︒

も
と
よ
り
愛
国
主
義
は
曖
昧
な
概
念
で
あ
る
︒
本
書
で
も
引
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
プ
ー
チ
ン
は
﹁
自
分
た
ち
の
祖
国
と
そ
の
歴
史
︑
偉

業
を
誇
り
と
す
る
感
情
﹂︵
一
四
頁
︶
と
定
義
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒

ま
た
︑
他
の
研
究
者
た
ち
の
説
明
も
こ
れ
と
大
差
な
い
︒
本
書
で
多
民

族
国
家
の
国
民
統
合
理
念
の
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
﹁
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
﹂︑﹁
自
由
﹂︑﹁
民
主
主
義
﹂
や
︑
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
の
﹁
ア
ジ
ア
的
価
値
﹂
と
比
べ
て
も
︑
ロ
シ
ア
の
﹁
愛
国
主

義
﹂
は
そ
の
具
体
的
内
容
が
希
薄
で
あ
り
︑
は
た
し
て
統
合
﹁
理
念
﹂

と
呼
ぶ
に
値
す
る
の
か
疑
わ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
︒
作
家
・
批
評
家
シ

ニ
ャ
フ
ス
キ
ー
は
著
書
﹃
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
文
明
の
基
礎
﹄︵
一
九
八
八
年
︶

に
お
い
て
︑﹁
ロ
シ
ア
民
族
の
特
質
を
ま
ず
は
﹁
愛
国
主
義
﹂
と
い
う
言

葉
で
規
定
し
た
い
﹂
と
し
な
が
ら
︑﹁
ロ
シ
ア
人
の
愛
国
主
義
は
︑
そ
れ

が
祖
国
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
︑
ど
ん
な
も
の
と

結
び
つ
け
て
も
よ
い
﹂
と
述
べ
て
い

(３
)
る
︒

本
書
で
西
山
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
層
や
社
会
団
体
︑
地
方
や
民
族

共
和
国
政
府
な
ど
が
︑﹁
愛
国
主
義
﹂
を
プ
ー
チ
ン
政
権
の
思
惑
そ
の
ま

ま
に
受
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
︑
示
唆
し
て
い
る
︒
た
と

え
ば
︑ロ
シ
ア
連
邦
中
央
政
府
は
ロ
シ
ア
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
︑

タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
は
タ
タ
ー
ル
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
︑
愛
国
主
義
に
﹁
接
続
﹂︵
一
六
六
︑
一
七
三
頁
︶
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
︒
ま
た
︑
反
プ
ー
チ
ン
派
青
年
組
織
﹁
プ
ー
チ
ン
な
し
で
歩
も
う
﹂

の
会
員
の
多
く
は
︑
も
と
も
と
は
プ
ー
チ
ン
支
持
派
の
青
年
組
の
会
員

で
あ
っ
た
と
い
う
︵
二
〇
四
頁
︶︒
ま
た
二
〇
〇
八
年
の
﹁
ナ
ー
シ
﹂
の

サ
マ
ー
・
キ
ャ
ン
プ
に
つ
い
て
︑﹁
皆
こ
こ
に
来
る
の
は
国
の
未
来
を
考

え
る
た
め
で
は
な
く
︑
金
や
有
力
者
と
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
た
い
か
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ら
だ
﹂︵
二
六
四
頁
︶
と
の
︑
あ
る
参
加
者
の
証
言
を
紹
介
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
本
書
の
記
述
か
ら
は
︑
愛
国
主
義
の
理
念
的
内
容
が
時
期
に

よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
︒
二
〇
〇
八
年
以
降
の

﹁
ナ
ー
シ
﹂
の
活
動
で
は
︑
愛
国
主
義
の
内
容
に
経
済
成
長
や
技
術
革
新

と
い
っ
た
国
家
の
未
来
の
発
展
へ
の
展
望
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い

る
︒西

山
は
︑
国
民
の
愛
国
主
義
受
容
と
プ
ー
チ
ン
政
権
支
持
と
を
単
純

に
同
一
視
し
て
お
ら
ず
︑
両
者
の
間
に
ず
れ
を
見
て
と
っ
て
い
る
︒
二

〇
一
一
年
の
大
規
模
な
反
政
府
デ
モ
に
つ
い
て
︑
西
山
は
︑
そ
の
主
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
﹁
プ
ー
チ
ン
な
き
ロ
シ
ア
﹂
で
あ
る
こ
と
に
着
眼
し
︑

﹁
デ
モ
参
加
者
ら
は
プ
ー
チ
ン
を
批
判
し
な
が
ら
祖
国
ロ
シ
ア
を
憂
え

た
﹂
と
述
べ
︑
反
政
府
デ
モ
は
﹁
ロ
シ
ア
国
民
と
い
う
意
識
が
な
い
か

ら
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
あ
っ
た
か
ら
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂
と
の

解
釈
を
示
し
て
い
る
︵
三
〇
〇
頁
︶︒
西
山
の
見
解
で
は
︑
反
プ
ー
チ

ン
・
デ
モ
も
ま
た
︑
プ
ー
チ
ン
が
推
進
し
た
愛
国
主
義
政
策
の
産
物
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
西
山
は
︑
政
策
の
形
成
過
程
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

主
体
の
声
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
が
こ
の
曖
昧
な

用
語
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
な
が
ら
も
︑
そ
こ
に
そ
れ
ぞ

れ
微
妙
に
異
な
る
意
味
あ
い
を
含
ま
せ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
と
き
に

彼
ら
の
間
で
愛
国
主
義
の
理
解
に
ず
れ
や
対
立
が
生
じ
る
さ
ま
を
描
き

だ
し
て
い
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
曖
昧
で
多
義
的
な
解
釈
が
可
能
な
概

念
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
愛
国
主
義
は
多
く
の
国
民
か
ら
支
持
さ
れ
︑

国
民
統
合
の
理
念
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
も
考
え

ら
れ
る
︒

本
書
を
つ
う
じ
て
︑
西
山
は
︑
プ
ー
チ
ン
政
権
下
の
政
策
決
定
過
程

に
つ
い
て
︑
プ
ー
チ
ン
に
よ
る
強
権
的
な
権
威
主
義
的
な
統
治
と
い
う

既
存
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
し
か

し
︑
西
山
が
と
り
あ
げ
る
多
種
多
様
な
主
体
の
関
与
と
プ
ー
チ
ン
の
強

権
的
主
導
と
の
相
互
関
係
は
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
え
な

い
︒
西
山
自
身
も
﹁
愛
国
主
義
政
策
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
を
巻
き

込
み
な
が
ら
立
案
さ
れ
て
い
っ
た
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
も
ち
ろ
ん
︑
関

係
者
の
要
求
が
す
べ
て
政
策
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
政
策
に

反
映
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
一
部
だ
け
﹂
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

︵
一
五
頁
︶︒
本
書
で
明
る
み
に
し
た
多
様
な
主
体
の
相
互
作
用
は
プ
ー

チ
ン
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
の
理
解
に
大
き
な
改
変
を
迫
る
も
の
な
の

か
︑
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
プ
ー
チ
ン
の
上
か
ら
強
権
的
で
権
威
主
義
的

な
統
治
の
枠
内
に
あ
っ
て
︑そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
の
か
︒

そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
本
書
は
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
愛
国
主
義
と
国
民
統

合
︑
さ
ら
に
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
︑
多
面
性
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を

明
る
み
に
し
て
い
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
愛
国
主
義
と
ロ
シ
ア
民
族
の
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
︑
ま
た
プ
ー
チ
ン
政
権
の
性
格
や
政
策
決

定
の
過
程
に
つ
い
て
︑
新
た
な
課
題
を
提
起
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
書

は
︑
現
代
ロ
シ
ア
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
多
民
族
国
家
に
お
け
る
国
民
統
合

と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
も
︑
新
た
な
知
見
を
提
供
す
る

で
あ
ろ
う
︒

註︵
１
︶
塩
川
伸
明
﹃
民
族
と
言
語

多
民
族
国
家
ソ
連
の
興
亡
Ⅰ
﹄
岩

波
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
一
頁
︒

︵
２
︶
浜
由
樹
子
﹃
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
は
何
か
﹄
成
文
社
︑
二
〇
一
〇

年
︒

︵
３
︶
シ
ニ
ャ
フ
ス
キ
ー
︑
ア
ン
ド
レ
イ
﹃
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
文
明
の
基
礎
﹄

沼
野
充
義
・
平
松
潤
奈
・
中
野
幸
男
・
河
尾
基
・
奈
倉
有
里
訳
︑
み

す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︑
三
七
一
頁
︒
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