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第二次大戦中の日本技術論における地域特殊性の導出の理路

は
じ
め
に
―
日
本
技
術
論
の
見
直
し
の
た
め
に

科
学
や
技
術
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
い
ず
こ
で
も
同
様
の
方
法
が
用
い
ら
れ
同
様
の
目
的
が
追
求
さ
れ
、
同
様
の
手
法
に
よ
り
評

価
選
別
さ
れ
る
―
こ
れ
が
常
識
的
見
解
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
、
通
常
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
領
域
の
営
為
も
ま
た
、
文
化
的

社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
で
は
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
後
者
の
、
科
学

的
そ
し
て
技
術
的
活
動
が
も
つ
地
域
特
殊
性
、
被
規
定
性
の
ほ
う
が
む
し
ろ
強
調
さ
れ
て
い
た
時
期
・
地
域
の
技
術
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日

中
戦
争
を
経
て
太
平
洋
戦
争
に
至
る
こ
ろ
の
日
本
の
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て
は
科
学
や
技
術
の
振
興
が
国
策
と
し
て
大
い
に
追
求
さ
れ
、
技
術
者
や
技
術
官
僚
の
み
な
ら
ず
知
識
人
全
般
の
多

く
が
、
科
学
や
技
術
の
性
質
・
本
質
に
関
し
て
盛
ん
に
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
う
し
た
知
識
人
と
し
て
は
三
木
清
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
が
、

一
九
三
〇
年
代
に
唯
物
論
研
究
会
な
ど
で
活
躍
し
て
い
た
左
翼
知
識
人
た
ち
（
多
く
は
こ
の
時
期
に
は
弾
圧
を
経
て
転
向
し
て
い
た
と
さ
れ
る
）

第
二
次
大
戦
中
の
日
本
技
術
論
に
お
け
る
地
域
特
殊
性
の
導
出
の
理
路

―
山
田
坂
仁
と
相
川
春
喜
の
場
合

金　

山　

浩　

司
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の
技
術
論
も
、
同
時
期
、
質
量
と
も
に
無
視
で
き
な
い
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
は
か
つ
て
採
っ
た
唯
物
論
の
立
場
を
放
擲
し
つ
つ
、
異
な

る
視
点
か
ら
の
技
術
の
本
質
・
あ
り
方
を
検
討
し
た
論
考
を
発
表
し
続
け
て
い
た
。

日
本
技
術
論
論
争
史
全
般
に
つ
い
て
は
、
中
村
静
治
や
嶋
啓
ら
の
古
典
的
研
究
が
あ
り
、
戦
前
か
ら
終
戦
後
ま
で
の
長
期
に
わ
た
る
多
様
な
論

者
が
参
画
し
た
論
争
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
、
多
く
の
技
術
論
論
者
た
ち
が
沈
黙
な
い
し
転
向
し
た
よ
う
に
見
え

る
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
各
種
技
術
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
著
作
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
官
憲
の
弾
圧
を
経
て
国
策
に
お
も
ね
っ
た

か
の
よ
う
に
見
え
る
同
時
期
の
議
論
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
思
想
史
家
た
ち
は
、
検
討
に
値
し
な
い
と
し
て
き
た
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
せ
よ
、

お
お
む
ね
敬
遠
な
い
し
黙
殺
の
姿
勢
を
見
せ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
思
想
史
的
著
作
が
も
つ
問
題
点
は
、
対
象
の
制
限
の
み
な
ら
ず
、
視
点
の
固
着
ぶ
り
に
も
あ
る
。
中
村
や
嶋
ら
の
研
究
は
、
一
九
三
〇

年
代
か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
の
技
術
論
の
諸
立
場
を
、
技
術
の
定
義
づ
け
に
あ
た
っ
て
労
働
手
段
体
系
説
（
な
い
し
技
術
的
生
産
過
程
に
お
け
る

客
体
性
の
重
視
）
を
と
る
か
客
観
的
法
則
性
の
意
識
的
適
用
説
（
な
い
し
主
体
性
の
強
調
）
を
と
る
か
に
お
い
て
二
分
し
、
こ
の
、
と
も
に
マ
ル

ク
ス
主
義
の
流
れ
を
く
む
（
あ
る
い
は
は
っ
き
り
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
と
い
っ
て
よ
い
）
両
派
の
対
立
論
争
を
軸
に
描
こ
う
と
す
る
傾
向
が
濃

厚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
分
法
が
正
当
な
も
の
か
、
な
い
し
、
技
術
論
論
争
を
主
体
性
と
客
体
性
の
い
ず
れ
か
に
主
眼
を
置
く
両
派
の
対
立
と
し

て
と
ら
え
て
よ
い
の
か
、
に
つ
い
て
は
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
き
た
。
渡
辺
雅
男
の
一
九
八
〇
年
代
の
論
考
は
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ

労
作
で
あ
り
、
技
術
の
本
質
規
定
に
さ
い
し
て
、
二
分
さ
れ
た
両
派
の
立
場
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た）

2
（

。
し
か
し
、
渡
辺
の
提
唱
も
現

在
に
至
る
ま
で
大
方
の
理
解
を
得
ら
れ
た
と
は
い
い
が
た
く
、
近
年
に
あ
っ
て
も
、
日
本
技
術
論
論
争
史
は
技
術
規
定
を
め
ぐ
っ
て
の
右
に
述
べ

た
二
派
の
（
し
ば
し
ば
不
毛
な
）
対
立
と
し
て
の
み
了
解
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い）

（
（

。

こ
の
状
況
に
対
し
て
、
太
平
洋
戦
争
期
の
、
技
術
論
者
た
ち
が
す
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
概
念
を
前
面
に
押
し
出
せ
な
く
な
っ
た
時
期
の
諸
論

考
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
日
本
技
術
論
に
別
の
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
試
み
も
近
年
み
ら
れ
る
。
二
〇
一
九
年
に
惜
し
く
も
早
世
し
た
ア
ー
ロ
ン
・

モ
ー
ア
（A

aron M
oore

）
は
、
一
五
年
戦
争
期
ひ
い
て
は
戦
後
に
至
る
ま
で
の
、
日
本
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
や
経
済
学
者
ら
が
帝
国
運
営
に
際
し
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て
抱
い
て
い
た
技
術
的
想
像
力
（Technological im

aginary

）
を
軸
に
し
て
、
技
術
論
を
新
た
な
る
切
り
口
か
ら
分
析
し
て
い
る）

（
（

。
筆
者
も
か
つ

て
、
当
時
代
表
的
な
技
術
論
者
で
あ
り
ま
た
モ
ー
ア
も
一
章
を
割
い
て
扱
っ
て
い
る
相
川
春
喜
（
一
九
〇
九

－

五
三
）
に
着
目
し
、
一
九
四
〇
年

代
に
入
っ
て
か
ら
の
相
川
の
技
術
論
を
、
一
九
三
〇
年
代
に
彼
が
唯
物
論
研
究
会
で
活
躍
し
て
い
た
時
期
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
理
論
的
課
題
を
解

決
づ
け
る
過
程
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
と
み
て
再
検
討
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る）

（
（

。

本
稿
で
は
、
相
川
春
喜
の
ほ
か
、
同
時
期
に
活
躍
し
た
哲
学
者
・
山
田
坂
仁
（
一
九
〇
八

－

八
七
）
の
論
考
を
取
り
上
げ
、
技
術
的
行
為
に
お

け
る
主
体
・
客
体
の
せ
め
ぎ
あ
い
な
ど
の
問
題
と
は
ま
た
別
途
、
技
術
や
科
学
が
文
化
・
国
家
と
い
か
に
か
か
わ
る
か
、
技
術
・
科
学
が
持
つ
民

族
的
特
殊
性
な
ど
に
つ
い
て
彼
ら
が
い
か
な
る
理
路
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
こ
う）

（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
技
術
論
に
限
ら
ず
、
戦
中

日
本
の
知
識
人
の
思
想
的
転
向
に
つ
い
て
、
よ
り
陰
影
に
富
ん
だ
記
述
を
行
う
た
め
の
参
照
視
座
を
得
て
い
き
た
い
。

一
．「
日
本
科
学
」
論
の
興
隆

技
術
や
科
学
が
文
化
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
な
い
し
地
域
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
あ
る
地
域
・
民
族
の
文
化
的
性
向
を
前
提
と

し
、
活
動
主
体
の
何
ら
か
の
意
識
的
志
向
性
が
科
学
・
技
術
活
動
に
影
響
す
る
と
い
う
議
論
の
立
て
方
が
あ
り
う
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
本
稿
で
光
を
当
て
る
相
川
や
山
田
と
は
全
く
別
の
議
論
で
あ
る
。
相
川
・
山
田
の
論
考
が
も
つ
特
徴
を
浮
き
上
が
ら
す
た
め
に
、
同
時
代
日
本

に
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
の
種
の
議
論
を
ま
ず
は
瞥
見
し
よ
う
。

本
稿
で
扱
わ
れ
る
主
要
論
考
が
書
か
れ
た
時
期
は
一
九
四
〇
年
代
だ
が
、
そ
れ
以
前
よ
り
、
日
本
文
化
研
究
の
振
興
は
ま
ず
は
青
年
間
で
の
共

産
主
義
へ
の
傾
倒
に
対
す
る
対
抗
軸
と
し
て
、
ま
た
、
戦
時
体
制
に
向
か
う
日
本
の
国
策
と
し
て
、
追
求
さ
れ
て
き
た
。
一
九
三
四
年
二
月
に
は
、

官
民
挙
げ
て
思
想
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
日
本
文
化
協
会
が
文
部
省
の
主
導
に
よ
り
設
立
さ
れ
て
い
る
。

科
学
活
動
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
文
化
的
特
殊
性
は
関
与
し
な
い
と
す
る
観
点
に
対
抗
し
て
、
こ
う
い
っ
た
活
動
領
域
に
も
日
本
独
自
の
観
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念
を
導
入
す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
の
が
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
り
一
九
三
七
年
四
月
以
降
に
は
一
高
の
校
長
も
兼
任
し
て
い
た
、
そ
し

て
第
二
次
近
衛
内
閣
に
お
い
て
は
文
部
大
臣
も
務
め
た
生
理
学
者
の
橋
田
邦
彦
（
一
八
八
二

－

一
九
四
五
）
で
あ
っ
た
。
橋
田
は
、
当
時
諸
学
校

で
行
わ
れ
て
い
た
日
本
文
化
講
義
な
ど
に
お
い
て
幾
度
も
講
演
を
行
っ
て
お
り
、
日
本
的
科
学
の
代
表
的
唱
道
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。橋

田
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
「
日
本
科
学
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
近
年
岡
本
拓
司
が
綿
密
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
の
で
詳

細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が）

（
（

、
橋
田
は
、
自
然
科
学
者
の
仕
事
に
お
い
て
も
全
人
格
が
研
究
に
織
り
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
主
観
客
観
が
一

体
と
な
っ
た
「
主
客
未
分
」「
物
心
一
如
」
の
状
態
に
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
た
。

橋
田
の
議
論
は
技
術
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
も
の
の
、
科
学
活
動
に
さ
い
し
て
日
本
独
特
の
認
識
の
あ
り
方
が
必
要
で
あ
る
（
科
学
は
普
遍

的
な
認
識
方
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
）
と
説
く
点
に
お
い
て
は
、
科
学
の
普
遍
性
を
否
定
す
る
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
認
識
方
法
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
統
一
が
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
技
術
過
程
の
中
に
同
様
の
統
一
を
み
る
相
川
ら

の
技
術
論
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
結
論
を
や
や
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
相
川
ら
技
術
論
者
が

生
産
過
程
の
中
に
そ
う
し
た
止
揚
を
み
て
と
っ
た
の
に
対
し
、
科
学
活
動
を
行
う
者
の
精
神
の
あ
り
方
と
し
て
の
統
一
的
認
識
の
重
要
性
が
説
か

れ
る
点
は
、
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
橋
田
に
あ
っ
て
は
、
文
化
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
の
は
科
学
活
動
に
あ
た
る
主
体
の
精
神
的
側
面

で
あ
り
、
科
学
や
技
術
の
営
為
自
体
で
は
な
い
。

橋
田
の
よ
う
な
科
学
論
の
ほ
か
、
作
田
荘
一
（
一
八
七
八

－

一
九
七
三
）
の
「
国
民
科
学
」
論
も
ま
た
、
日
本
科
学
論
の
一
系
譜
と
み
な
さ
れ

よ
う
が
、
作
田
の
言
う
国
民
科
学
は
通
常
の
自
然
科
学
や
技
術
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い）

（
（

。
日
本
科
学
論
に

つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
以
上
を
も
っ
て
措
く
こ
と
と
す
る
。
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二
．
一　
対
抗
理
論
―
山
田
の
場
合

こ
う
し
た
「
日
本
科
学
」
の
観
点
に
対
し
て
、
次
に
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
活
躍
し
た
哲
学
者
の
山
田
坂
仁
が
戦
時
中
に
著
し
た
科
学
の

民
族
性
に
関
連
し
た
論
考
を
取
り
上
げ
よ
う
。
山
田
は
本
稿
の
も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
相
川
春
喜
と
同
世
代
の
一
九
〇
八
年
生
ま
れ
で
あ
り
、

松
本
の
高
等
学
校
を
卒
業
後
、
一
九
三
三
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
の
哲
学
科
を
出
、
戦
時
中
に
は
中
学
校
の
教
諭
や
新
聞
社
社
員
を
転
々
と

し
て
い
た
。
戦
後
は
一
九
五
五
年
か
ら
七
九
年
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
明
治
大
学
経
営
学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
「
山

岸
辰
蔵
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
唯
物
論
研
究
会
で
も
活
躍
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
戦
後
、
物
理
学
者
の
武
谷
三
男
（
一
九
一
一

－

二
〇
〇

〇
）
に
対
す
る
批
判
を
皮
切
り
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
か
ら
の
技
術
論
を
一
貫
し
て
旺
盛
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

従
来
、
戦
時
中
の
山
田
は
、
当
時
の
状
況
に
よ
る
言
論
活
動
そ
れ
自
体
の
制
約
も
あ
り
自
身
の
学
説
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
そ

の
文
筆
活
動
は
翻
訳
活
動
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
山
田
の
論
集
に
付
録
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
年

譜
で
も
、
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
山
田
は
戦
時
中
に
も
そ
の
前
後
と
異
な
る
論
調
で
も
っ
て
技
術
論
を
展
開

し
て
い
た
。
彼
の
戦
時
中
の
そ
う
し
た
言
論
活
動
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
歴
史
的
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
。

以
下
、『
科
学
主
義
工
業
』
の
一
九
四
三
年
第
一
号
「
科
学
の
民
族
的
性
格
」
を
み
て
い
こ
う）

（1
（

。
こ
れ
は
、
科
学
活
動
が
い
か
に
文
化
的
・
社
会

的
・
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
、
詳
細
に
論
じ
る
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
取
り
上
げ
た
論
考
で
あ
っ
た
。
山
田
は
こ
こ
で
、
独

英
米
と
い
う
当
時
の
主
要
国
に
お
け
る
科
学
の
発
達
を
、
社
会
史
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
で
、
各
国
の
性
格
づ
け
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
彼
が

最
も
評
価
し
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
で
、
そ
こ
で
は
「
事
業
家
」
と
科
学
者
が
協
力
す
る
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
か
の
国
が
発
展
し
た
決
定
的
要
因

は
「
科
学
研
究
組
織
及
び
そ
の
運
用
方
法
の
合
理
性
」
だ
っ
た
と
い
う）

（（
（

。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
科
学
と
技
術
の
分
離
が
印
象
的
で
あ
り
、
工

業
部
門
が
科
学
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
は
功
利
主
義
的
、
実
際
主
義
的
で
あ
り
、「
個

人
主
義
の
限
界
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
も
い
わ
れ
る）

（1
（

。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
資
金
が
科
学
部
門
に
も
多
く
投
入
さ
れ
た
が
、
広

告
や
宣
伝
に
力
を
入
れ
過
ぎ
た
、「
金
権
主
義
の
破
壊
性
」
が
見
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た
。
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山
田
の
こ
の
論
文
で
の
主
張
は
、
端
的
に
は
次
の
一
文
に
表
れ
て
い
る
。「
一
国
の
科
学
の
全
体
と
し
て
の
特
質
は
、
そ
の
国
の
科
学
の
発
達
し

た
歴
史
的
事
情
や
社
会
的
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
分
析
で
き
な
い

も
の
で
は
な
い）

（1
（

」。
論
考
の
表
題
に
あ
る
民
族
性
は
科
学
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
山
田
は
す
ぐ
さ
ま
、
あ
れ
こ
れ
を
直
ち

に
民
族
の
血
や
素
質
に
還
元
す
る
の
は
「
浅
薄
な
自
然
主
義
で
あ
り
生
物
学
主
義
」
で
あ
る
と
も
し
て
お
り
、
民
族
性
の
概
念
が
自
然
主
義
的
に

解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
の
予
防
線
も
張
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
導
き
出
さ
れ
る
の
は
日
本
の
民
族
性
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
取
れ
ば
民
族
的
独
自
性
を
訴
え
て
地
域
盟
主
と
な
ら
ん
と
し
た
戦
時
中
日
本

の
国
策
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
親
和
的
で
あ
る
が
、
歴
史
的
事
情
や
社
会
的
環
境
に
よ
っ
て
科
学
の
特
質
が
左
右
さ
れ
る
と
の
言
そ
の
も
の
は
、
山
田

も
そ
れ
以
前
に
（
そ
し
て
戦
後
に
も
）
属
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
科
学
論
者
た
ち
が
共
通
し
て
主
張
し
て
い
た
、
科
学
の
階
級
性
の
議
論
を
引

き
継
い
だ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
自
然
主
義
・
生
物
学
主
義
的
な
還
元
を
戒
め
て
い
る
前
述
し
た
言
明
も
、
民
族
性
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
あ
く
ま
で

歴
史
・
社
会
的
な
次
元
に
求
め
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
山
田
は
戦
後
す
ぐ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
一
九
三
一
年
に
ソ
連
の
マ

ル
ク
ス
主
義
科
学
史
家
・
科
学
哲
学
者
の
ゲ
ッ
セ
ン
（
ヘ
ッ
セ
ン
）
が
発
表
し
た
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
成
立
に
階
級
的
諸
利
害
が
与
え
た
影
響

に
関
す
る
古
典
的
論
考
を
引
き
な
が
ら
、
従
前
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
に
拠
り
つ
つ
、
社
会
経
済
史
的
条
件
が
科
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の

で
あ
り
、
科
学
的
諸
観
念
そ
れ
自
体
を
も
規
定
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た）

（1
（

。
同
一
人
物
の
手
に
よ
る
き
わ
め
て
対
照
的
に
見
え
る
戦
中
戦
後
の

論
考
に
は
、
こ
う
し
た
被
規
定
性
の
強
調
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
共
通
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

二
．
二　
対
抗
理
論
―
相
川
の
場
合

続
い
て
、
相
川
の
論
考
の
検
討
に
移
ろ
う
。
対
象
は
ま
ず
は
、
一
九
四
二
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
産
業
技
術
』
で
あ
る
。『
産
業
技

術
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
相
川
は
自
身
の
モ
チ
ー
フ
を
「
生
き
た
産
業
技
術
の
国
民
的
性
格
へ
の
認
識
を
深
め
、
か
よ
う
な
性
格
を
国
家

的
自
覚
に
も
と
づ
い
て
独
創
し
形
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、「
こ
の
主
体
的
方
向
と
客
観
的
諸
条
件
を
究
め
る
こ
と
に
主
力
を
注
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が
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
い
た）

（1
（

。
技
術
の
「
国
民
的
性
格
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
『
現
代
技
術
論
』『
技
術
論
入
門
』
に
お
い

て
は
萌
芽
的
・
予
備
的
考
察
が
な
さ
れ
る
ま
ま
だ
っ
た
の
に
対
し
（
こ
の
点
は
後
述
）、
同
書
で
は
具
体
的
な
産
業
統
制
の
あ
り
方
と
と
も
に
本
格

的
な
理
論
的
展
開
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

ま
た
同
書
本
文
冒
頭
近
く
で
も
、
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
て
は
一
切
が
「
戦
略
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
そ
れ
は
技
術
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
科

学
の
よ
う
に
文
化
的
な
性
質
が
強
い
も
の
も
例
外
で
は
な
い
と
し
た）

（1
（

。
科
学
の
持
つ
国
民
性
に
つ
い
て
相
川
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
科
学
の
「
純

粋
性
」
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
者
で
さ
え
、「
一
国
の
科
学
が
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

、
国
家
の
重
要
な
力
源

0

0

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
科
学
が
国
力
で
あ
る
か

ぎ
り
戦
略
的
性
質
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
」
は
否
定
で
き
な
い
。
学
問
に
も
国
籍
は
厳
然
と
し
て
あ
る
と
相
川
は
言
い
、「
科
学
の
世
界
性
は

む
し
ろ
科
学
の
国
民
性
ま
た
は
国
家
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
「
科
学
の
歴
史
主
体
が
国
家
国

民
に
あ
る
こ
と
は
否
む
べ
か
ら
ざ
る
事
実
だ
か
ら
」
だ
と
い
う）

（1
（

。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
科
学
の
普
遍
性
に
留
保
を
つ
け
、
科
学
活
動
と
い
え
ど
も

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
う
る
し
、
あ
り
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
を
導
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
特
殊

性
が
本
質
的
な
「
国
民
精
神
」
に
由
来
す
る
の
か
、
国
家
戦
略
に
科
学
の
進
展
ぶ
り
が
依
拠
す
る
が
た
め
に
出
て
く
る
も
の
な
の
か
、
ま
だ
判
然

と
は
し
な
い
。

二
．
三　
科
学
・
技
術
・
産
業
は
連
鎖
す
る
も
の

さ
て
、
科
学
と
産
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
引
き
続
き
相
川
は
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
技
術
の
み
な
ら
ず
科
学
す
ら
も
上
述
し

た
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
特
性
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
の
論
を
補
強
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
技
術
と
科
学
の
区
別
へ
の
目
配
り
は
、
先
に
見
た
山

田
が
そ
の
短
い
論
考
の
中
で
は
十
分
に
展
開
し
え
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

相
川
は
ま
ず
は
、「
科
学
も
ま
た
ひ
ろ
い
意
味
で
の
生
産
で
あ
り
、
や
は
り
人
間
的
作
為
ま
た
は
制
作
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
。
ま
た
「
科
学
す

る
こ
こ
ろ
」
と
い
う
標
語
は
科
学
が
ま
さ
に
科
学
的
精
神
の
自
己
形
成
で
あ
り
、
作
る
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
だ
ろ
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う
、
と
、
橋
田
を
代
表
と
す
る
日
本
科
学
論
者
に
―
そ
う
名
指
さ
れ
て
は
い
な
い
が
―
言
及
し
て
も
い
る）

（1
（

。

し
か
し
相
川
の
引
き
続
く
議
論
は
、
科
学
的
精
神
を
所
与
の
も
の
と
し
て
そ
の
発
揮
と
し
て
科
学
活
動
ひ
い
て
は
技
術
的
活
動
を
と
ら
え
る
方

向
性
が
持
つ
限
界
を
、
む
し
ろ
指
摘
す
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
科
学
は
確
か
に
認
識
的
所
産
な
の
で
は
あ
り
、「
一
つ
の
生
産
力
表
現
」

で
あ
る
と
す
ら
い
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
産
に
お
け
る
現
実
の
生
産
力
と
は
違
い
、「
あ
く
ま
で
可
能
的
な
、
い
わ
ゆ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

な
、
潜
勢
的
な
そ
れ
に
す
ぎ
な
い）

11
（

」。
相
川
は
、
生
産
に
あ
た
っ
て
科
学
的
成
果
を
橋
渡
し
す
る
も
の
こ
そ
が
技
術
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
技
術

は
科
学
的
認
識
の
適
用
で
あ
る
と
す
る
武
谷
の
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で
自
身
の
立
場
―
「
生
産
論
的
見
地
」
―
を
強
調

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
技
術
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
科
学
は
生
産
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
こ
こ
で
の
技
術
は
単
に
科
学
的
認
識
の

応
用
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
相
川
は
引
き
続
き
、
産
業
機
構
・
生
産
形
態
の
高
度
な
再
編
が
戦
時
下
に
あ
た
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
、
生
産
技
術

向
上
の
た
め
に
は
科
学
的
成
果
が
注
ぎ
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
注
ぎ
込
み
や
科
学
と
技
術
の
結
合
が
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
相
川
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
意
識
的
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
現
実
的
な
生
産
の
場
に
お
い
て
科
学
と
技
術

の
関
係
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
科
学
を
生
産
の

0

0

0

技
術
に
向
け
て
ひ
き
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
科
学
が
生
産
の
内
で
生
産
そ
の
も
の

に
対
決
せ
ら
れ
る
と
き
に
、
科
学
そ
の
も
の
は
一
つ
の
自
己
否
定
を
と
げ
て
生
産
要
素
へ
と
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
科
学
が
技
術
に
転
化

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ）

1（
（

」。

相
川
は
、
こ
の
科
学
か
ら
技
術
へ
と
い
う
連
鎖
が
可
能
に
な
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
自
然
科
学
的
認
識
自
体
が
も
つ
社
会
的
歴
史
的
制
約
を

も
ち
だ
す
。
以
下
、
自
然
科
学
と
応
用
科
学
・
技
術
等
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
諸
々
の
議
論
に
相
川
は
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
相
川
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
、
こ
れ
ら
の
区
分
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
強
調
し
た
。
曰
く
、「
こ
こ
に
自
然
と
い
い
客
観

と
い
い
実
証
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
既
に
無
制
約
的
に
、
無
限
定
的
に
「
純
粋
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
所
詮
科
学
は
人
間
の
意
識
にマ

マ

つ
く
り
出
す
所
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
対
象
的
自
然
は
環
境
的
自
然
で
あ
り
、
何
等
か
の
意
味
で
歴
史
的
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自
然
な
の
で
あ
る
」「〔
…
〕
科
学
が
社
会
的
歴
史
的
な
人
間
的
所
産
で
あ
る
以
上
社
会
的
歴
史
的
制
約
を
免
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
い
い
か

え
れ
ば
、
純
粋
（
基
礎
）
科
学
と
い
え
ど
も
全
体
と
し
て
厚
生
利
用
的
目
的
、
人
間
的
実
践
的
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る）
11
（

」。
こ
う
し
た
、
自
然
科
学
の
対
象
や
性
質
そ
の
も
の
が
持
つ
被
社
会
的
歴
史
的
制
約
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
相
川
は
、「
純
粋
（
基
礎
）」「
応

用
」
の
二
分
法
を
相
対
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
先
述
し
た
よ
う
な
、
科
学
も
ま
た
国
籍
を
持
つ
と
い
う
議
論
の
論
拠
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
か
ら
先
は
純
粋
な
科
学
的
認
識
の
領
域
で
あ
る
、
と
い
っ
た
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
生
産
そ
し
て
技
術

が
抱
え
る
よ
う
な
被
規
定
性
を
科
学
も
持
つ
、
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
確
認
す
る
た
め
、
先
に
雑
誌
『
科
学
主
義
工
業
』
誌
上
で
発
表
さ
れ
『
産
業
技
術
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
論
考

「
技
術
的
合
理
化
の
国
民
的
性
格
」
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
同
論
考
で
は
ま
ず
は
、
生
産
の
合
理
化
が
急
務
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
全
土
の
資
源
開
発

を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
等
の
主
張
が
み
ら
れ
、
実
際
、
論
の
運
び
も
、
い
か
に
効
率
的
な
生
産
体
制
を
確
保
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
置

か
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
趣
旨
に
沿
う
形
で
、
技
術
の
性
質
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。「
一
体
、
産
業
技
術
は
具
体
的
に
は
あ
る
国
あ
る
産
業
あ
る
生
産
の

技
術
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
特
定
の
国
家
産
業
な
く
し
て
産
業
技
術
が
考
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
当
然
の
こ
と
そ
こ
に
技
術
の
国
民

的
性
格
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ）

11
（

」。
つ
ま
り
、
技
術
の
発
展
を
産
業
と
の
か
か
わ
り
か
ら
見
よ
う
と
す
る
相
川
に
と
っ
て
は
、
技
術
は
社
会
文

化
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
科
学
に
し
て
も
同
様
で
、
技
術
の
側
か
ら
科
学
を
見
る
こ
と
を
相
川
は
説
い
て
お
り
、
こ
れ

は
、
技
術
と
同
様
の
「
国
民
的
」
性
格
を
科
学
に
も
付
与
す
る
こ
と
を
導
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
相
川
は
続
け
て
「
と
く
に
科
学
者
や
「
科
学
的
」

技
術
者
の
な
か
に
は
、
何
か
技
術
の
自
然
科
学
的
組
成
の
側
か
ら
の
輝
か
し
い
発
達
に
幻
惑
さ
れ
、
そ
の
西
欧
的
に
世
界
史
的
な
性
格
か
ら
、
国

民
的
性
格
を
考
え
ず
ま
た
認
め
ず
に
今
日
に
至
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
技
術
の
国
民
的
社
会
的
側
面
か
ら
反
省
す
る
と
き
に
、
た
だ
可
能

的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
な
技
術
の
研
究
面
だ
け
み
て
、
現
実
的
な
実
践
面
を
見
お
と
し
て
い
る
か
ら
不
識
に
侵
す
危
険
な
の
で
あ
る
」
と
書
い
た）

11
（

。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
科
学
者
」
は
当
時
す
で
に
意
識
的
適
用
説
を
提
示
し
て
い
た
武
谷
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
科
学
が
普
遍
的
な
営
為
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で
あ
り
、
そ
の
応
用
と
し
て
技
術
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
技
術
が
持
つ
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
相
川
に
あ
っ
て
は
、

産
業
か
ら
技
術
へ
、
ひ
い
て
は
技
術
か
ら
科
学
へ
と
い
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
着
目
さ
れ
る
以
上
、
こ
う
し
た
議
論
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
あ
と
述
べ
る
よ
う
に
、
相
川
は
「
転
向
」
前
の
著
作
で
も
す
で
に
自
然
科
学
な
い
し
自
然
的
基
盤
の
み
に
技
術
を
還
元
し
て
し
ま
う
こ

と
を
戒
め
る
論
陣
を
張
っ
て
い
た
が
、
そ
の
志
は
こ
の
時
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
．
相
川
の
た
ど
っ
た
理
論
的
系
譜

以
上
、
著
書
『
産
業
技
術
』
に
お
け
る
相
川
に
よ
る
技
術
の
国
民
的
性
格
な
る
概
念
の
唱
道
を
見
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
概
念
が
出
現
す
る
ま

で
に
は
、
当
時
の
国
策
へ
の
呼
応
と
い
う
こ
と
以
外
の
、
内
在
的
理
論
的
発
展
が
あ
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
少
し
時
系
列
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
、
一
九
四
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
相
川
の
思
考
に
至
る
ま
で
の
展
開
の
跡
を
た
ど
っ
て
い
こ
う
。

三
．
一　
マ
ル
ク
ス
の
正
統
的
解
釈
者
た
ら
ん
と
し
て
い
た
こ
ろ
―
『
技
術
論
』（
一
九
三
六
年
）
の
技
術
規
定

講
座
派
の
新
進
の
論
客
と
し
て
売
り
出
し
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
前
半
、
相
川
は
唯
物
論
研
究
会
に
お
け
る
技
術
論
論
争
に
お
い
て
も
健
筆
を

ふ
る
う
よ
う
に
な
り
、
戸
坂
潤
と
の
論
争
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
は
先
行
研
究
に
譲
る
と
し
て）

11
（

、
初
期
（「
転
向
」
し

た
と
さ
れ
る
以
前
の
）
相
川
技
術
論
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
書
『
技
術
論
』
か
ら
、
本
稿
の
関
心
に
沿
う
箇
所
を
見
て
い
こ
う）

11
（

。

労
働
手
段
体
系
説
の
基
本
的
定
義
づ
け
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
同
書
に
お
い
て
相
川
は
、
技
術
が
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
労
働
の
対
象
的
物
財
的
条
件
た
る
技
術
そ
の
も
の
は
、
こ
こ
に
一
方
に
社
会
的
性
質
を
も
つ
と
と
も
に
、
他

方
に
自
然
的
基
礎
を
も
つ
。
―
つ
ま
り
、
社
会
的
契
機
と
自
然
的
契
機
の
統
一
の
実
現
概
念
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
う
え
で）

11
（

、
外
的
自
然
が
持
つ

法
則
性
に
よ
る
規
定
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
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〔
…
〕
技
術
そ
の
も
の
は
特
定
の
発
展
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
に
特
有
の
内
的
合
則
性

0

0

0

0

0

に
貫
か
れ
た
と
こ
ろ
の
、
特
定
の
発
展
形
態
を
実
現
す

る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
此
の
点
、
技
術
は
、
社
会
の
物
質
的
生
産
力
の
一
要
素
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
、
か
か
る
要
素
と
し
て
、
生
産
力
発
展

の
一
契
機
と
し
て
、
そ
れ
に
内
属
し

0

0

0

、
規
定
せ
ら
れ

0

0

0

0

0

て
、
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
重
要
で
あ
る）

11
（

。

複
数
の
引
用
を
経
て
、
相
川
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。
労
働
過
程
と
い
う
の
は
「
人
間
が
自
然
に
対
し
て
働
き
か
け
る
過
程
で
あ
る
と
と

も
に
、
同
時
に
そ
れ
は
人
間
自
身
が
必
然
的
に
入
り
結
ぶ
（
そ
の
意
志
に
依
存
し
な
い
）
特
定
の
社
会
的
生
産
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
る
過
程
で

あ
っ
て
―
そ
れ
自
身
、
自
己
の
自
然
的
面
（
契
機
）
と
社
会
的
面
（
契
機
）
と
の
生
け
る
統
一
の
実
現
過
程
で
あ
る）

11
（

」。

後
述
す
る
よ
う
に
、『
技
術
論
』
に
お
け
る
よ
う
な
労
働
手
段
を
も
っ
ぱ
ら
唯
物
論
的
に
解
釈
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
一
九
四
〇
年
代
の
相

川
は
離
れ
て
い
く
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
自
然
的
契
機
と
社
会
的
契
機
の
両
輪
か
ら
技
術
を
と
ら
え
る
と
い
う
姿
勢
は
、
山
田
と
同
様
、
相
川
は

保
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

三
．
二　
唯
物
論
を
離
れ
て
―
精
神
性
の
導
入

さ
て
、
相
川
が
三
年
ほ
ど
の
文
筆
活
動
上
の
沈
黙
期
間
を
経
て）

1（
（

「
復
活
」
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
刊
行
し
た
、『
現
代
技
術
論
』（
一
九
四
〇
年

四
月
刊
行
）
を
見
よ
う
。
同
書
に
お
い
て
は
、
先
行
す
る
関
連
文
献
を
検
討
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
三
木
清
と
と
も
に
注
目
さ
れ
て

い
る
の
が
三
枝
博
音
で
あ
り
、
技
術
論
分
野
の
大
先
輩
と
い
う
べ
き
こ
の
論
者
の
手
に
な
る
「
日
本
技
術
史
覚
書
」
を
挙
げ
つ
つ
、
相
川
は
、
技

術
の
中
に
精
神
文
化
を
読
み
込
も
う
と
す
る
三
枝
の
方
向
性
を
か
な
り
評
価
し
て
い
る
。
技
術
の
い
わ
ば
文
化
的
な
概
念
へ
の
着
目
に
つ
い
て
、

そ
の
積
極
的
な
側
面
を
相
川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
我
々
を
捉
え
て
い
る
技
術
を
労
働
手
段
の
体
系
と
み
る
あ
る
固
定
的
な
概
念
化

0

0

0

0

0

0

0

の
危
険
か

ら
、
あ
る
可
動
的
な

0

0

0

0

方
向
を
導
き
出
す
た
め
に
、
自
然
と
文
化
の
相
関
的
発
展
へ
の
一
般
概
念
へ
と
技
術
を
解
き
放
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か）

11
（

」。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
相
川
自
身
が
属
し
て
い
た
唯
物
論
研
究
会
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
サ
ー
ク
ル
の
立
場
か
ら
は
一
歩
踏
み
出
し
、
文
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化
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
導
入
す
る
試
み
に
対
し
て
、
共
感
を
示
し
て
い
る
。
相
川
は
、
三
枝
の
立
場
を
カ
ン
ト
的
観
照
的
な
そ
れ
と
み
な
し
、
そ

れ
に
対
し
て
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
的
示
唆
へ
と
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
え
な
く
も
な
い
」
と
し
て
留
保
を
つ
け
て
は
い
る
も
の
の
、
労

働
手
段
体
系
説
が
あ
ま
り
に
固
定
化
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
三
枝
に
あ
る
点
で
倣
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
生
活
と
い
う
切
り
口
か
ら
技
術
の
「
国
民
的
」
性
格
を
敷
衍
し
て
論
じ
る
箇
所
を
、『
現
代
技
術
論
』
よ
り
一
年
ほ
ど
の
ち
（
一
九

四
二
年
年
初
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
技
術
論
入
門
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
物
の
冒
頭
で
、
な
ぜ
技
術
を
取
り
上
げ
る
か
を
論
じ
る
に
あ

た
っ
て
相
川
が
ま
ず
説
く
の
は
、「
生
活
あ
る
と
こ
ろ
つ
ね
に
技
術
が
あ
り
」、
そ
れ
ゆ
え
「
技
術
は
生
活
あ
っ
て
の
技
術
」
で
あ
り
、
生
活
の
中

で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
技
術
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
し
て
、
生
活
の
中
で
精
神
的
な
も
の
と
技
術
的
な
も
の
と
が
背

反
分
裂
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
統
一
と
技
術
的
な
実
現
こ
そ
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
だ
と
い
う）

11
（

。
い
わ
ゆ
る
生
活
科
学
論
が
一
般
的
認
知
を

受
け
始
め
た
当
時
の
時
流
に
呼
応
し
た
記
述
と
い
え
る
が）

11
（

、
精
神
的
な
る
も
の
と
物
質
的
な
る
も
の
の
統
一
と
い
う
契
機
は
戦
時
中
の
相
川
の
技

術
論
に
通
底
す
る
問
題
意
識
で
も
あ
っ
た
。

三
．
三　
社
会
的
な
る
も
の
と
国
家
的
な
る
も
の

引
き
続
き
『
技
術
論
入
門
』
を
読
ん
で
い
こ
う
。
生
活
論
を
引
き
継
い
で
、
技
術
の
社
会
性
ひ
い
て
は
国
家
と
の
結
び
つ
き
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

�

生
活
が
根
底
的
に
社
会
的
生
活
で
あ
る
以
上
技
術
も
社
会
的
で
あ
り
、
こ
の
社
会
的
技
術
は
あ
ま
す
處
な
く
社
会
生
活
的
目
的
に
規
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
当
今
の
用
語
に
よ
れ
ば
根
底
か
ら
協ゲ

マ
イ
ン
ザ
ー
ム

同
的
乃
至
は
協ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ

同
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
具
体
的
に
は

国
民

0

0

生
活
で
あ
り
国
民
生
活
共
同
体

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
民
族
の
発
展
の
も
と
に
持
続
的
に
育
成
さ
れ
て
き
た
国
民
共

同
体
の
成
員
で
あ
り
、
か
か
る
国
家
意
識
―
そ
の
神
髄
は
無
比
無
欠
の
国
体
観
念
で
あ
る
―
に
貫
か
れ
た
国
民
的
生
活
意
識
を
形
成
し
、

独
特
の
言
語
を
も
ち
、
東
亜
的
な
生
活
圏
に
立
つ
独
特
の
技
術
を
有
ち
、
か
く
て
独
特
の
国
民
共
同
体
を
な
し
て
生
活
し
て
き
た
の
で
あ
る）

11
（

。



─ 1（ ─

第二次大戦中の日本技術論における地域特殊性の導出の理路

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
相
川
は
、
続
け
て
、「
国
民
的
技
術
は
国
民
社
会
的
意
識
と
実
践
的
に
統
一
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
国
民
的
技
術
は
国
家

の
た
め
に
「
あ
ま
す
處
な
く
動
員
さ
れ
活
用
さ
れ
ね
ば
」
な
ら
ず
、
か
つ
そ
れ
は
「
国
家
的
意
志
に
貫
か
れ
た
国
民
的
実
践
の
中
に
お
い
て
」
の

み
生
き
る
の
だ
、
と
説
い
た）

11
（

。

こ
こ
で
、
技
術
が
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
国
家
の
目
的
や
国
家
的
意
志
な
る
概
念
が
出
て
く
る
の
は
唐
突

で
あ
り
飛
躍
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
相
川
は
こ
の
反
論
を
予
想
し
、
続
け
て
、「
国
家
は
国
民
の
生
活
理
念
を
可
能
に
高
度
な
形
式
に
お
い
て
集
中

的
に
表
現
す
る
自
己
目
的
的
な
生
命
体
」
で
あ
っ
て
「
至
高
の
意
志
、
絶
対
的
イ
デ
ー
を
体
現
す
る
」
も
の
だ
か
ら
と
論
じ
た）

11
（

。

つ
ま
り
こ
の
時
期
の
相
川
に
と
っ
て
は
社
会
的
な
る
も
の
と
国
家
的
な
る
も
の
は
混
然
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
国
家
は
超
越
的
な
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
論
議
は
い
か
に
も
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
文
脈
で
そ
の
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
議
論
が
そ
れ
ま
で
の
、
技
術
の
も
つ
社
会
性
の
強
調
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
念
頭
に
置
か
れ
て
よ
い
。
相
川
に
と
っ
て
国
家
と
技
術
と
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
、
技
術
が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
的
精
神
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
が
先
に
想
定
さ
れ
て
あ
る
べ
き
技
術
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
相
川
は
、
本
稿
二
節
で
み
た
よ
う
な
議
論
へ
と
到
着
し
た
。
生
活
文
化
・
国
民
文
化
と
そ
の
意
識
、
精
神
と
物
質
と
の
統
合
と
い
っ

た
前
提
は
、『
産
業
技
術
』
に
至
っ
て
技
術
の
国
民
性
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、「
純
粋
科
学
」
の
応
用
と
し
て
で
は
な
い
相
の
も
と
で
技
術
を
と
ら

え
よ
う
と
す
る
論
の
中
に
導
入
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
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む
す
び

山
田
と
相
川
と
い
う
元
来
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
っ
た
者
た
ち
の
、
一
九
四
〇
年
代
の
科
学
論
・
技
術
論
を
検
討
し
て
き
た
。
両
者
と
も
に
、
科

学
な
い
し
技
術
が
持
つ
民
族
性
や
地
域
特
殊
性
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
日
本
独
自
の
科
学
や
技
術
と
い
う
概
念
を
う
ち
た
て
よ
う
と

す
る
当
時
の
思
想
的
統
制
の
方
向
に
親
和
的
な
議
論
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
の
議
論
は
、
科
学
的
営
為
に
は
本
質
的
な
精
神
的
認
識
的
な
心
構
え
が
必
要
と
さ
れ
る
、
そ
し
て
そ
の
心
構
え
こ
そ
日
本
独
自

な
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
橋
田
の
よ
う
な
日
本
科
学
論
と
は
大
い
に
そ
の
理
路
を
異
に
し
て
い
る
。
元
来
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
者
と
し

て
、
両
者
と
も
、
技
術
と
は
自
然
的
契
機
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
社
会
的
契
機
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

を
ほ
と
ん
ど
自
明
の
理
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
相
川
は
技
術
の
も
つ
文
化
的
側
面
へ
着
目
す
る
な
ど
し
、
従
来
の
唯
物

論
的
に
過
ぎ
た
技
術
規
定
か
ら
離
れ
よ
う
と
は
し
て
い
る
。
し
か
し
、
精
神
的
側
面
へ
の
視
座
が
導
入
さ
れ
精
神
と
物
質
の
止
揚
の
も
と
に
技
術

が
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
な
る
ほ
ど
、
相
川
に
あ
っ
て
は
社
会
生
活
の
目
的
や
国
民
生
活
、
山
田
に
あ
っ
て
は
民
族
性
の

契
機
と
い
う
従
来
な
か
っ
た
概
念
が
導
入
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
科
学
や
技
術
は
社
会
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
基
本
的
立

場
は
崩
さ
れ
て
い
な
い
。

科
学
的
営
為
の
被
社
会
的
規
定
に
関
す
る
相
川
の
議
論
も
ま
た
、
こ
の
立
場
を
補
強
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
科
学
的
認

識
が
あ
っ
て
科
学
的
営
為
が
あ
り
、
そ
の
応
用
と
し
て
技
術
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
技
術
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
科
学
は
産
業
と
結
び
付

け
ら
れ
る
現
実
的
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
り
（
科
学
的
認
識
は
技
術
・
産
業
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
で
言
え
ば
、
可
能
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
）、

ま
た
、
そ
も
そ
も
科
学
的
認
識
対
象
と
い
え
ど
も
生
の
自
然
で
は
な
く
、
す
で
に
歴
史
的
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
橋
田
ら
の
い
う
科
学
の
地
域
特
殊
性
が
、
日
本
的
な
精
神
を
基
盤
に
お
い
た
結
果
と
し
て
取
得
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
相
川
や
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山
田
に
あ
っ
て
は
、
技
術
ひ
い
て
は
科
学
の
特
殊
性
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
営
為
が
社
会
的
歴
史
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
橋
田
ら
の
科
学
論
が
基
底
か
ら
の
上
昇
型
と
い
え
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
議
論
は
生
産
か
ら
技
術
へ
、
そ

し
て
科
学
へ
、
と
い
う
下
降
型
の
理
路
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
議
論
の
類
型
そ
の
も
の
は
元
来
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
彼

ら
の
従
来
の
典
型
的
議
論
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
山
田
や
相
川
が
民
族
や
国
家
、
国
民
と
い
っ
た
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
を
導
入
し
て

い
る
と
は
言
っ
て
も
、
彼
ら
の
科
学
論
・
技
術
論
の
基
層
は
転
向
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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