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に
と
ど
ま
る
が
、
彼
の
自
意
識
は
視
野
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
功
名
に
は
や
る
人
ば
か
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
西
郷
隆
盛
ば
り
に
、

「
名
も
い
ら
ず
、
官
位
も
金
も
い
ら
ぬ
人
」
は
、
本
書
の
観
点
か
ら
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　

本
書
が
、
文
字
面
の
理
屈
に
と
ら
わ
れ
ず
、
思
想
家
ら
の
気
分
や
情
念

の
次
元
か
ら
深
く
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
尤
も
で
あ
る
。
た

だ
、
動
機
づ
け
か
ら
の
解
明
に
力
点
が
置
か
れ
、
し
ば
し
ば
青
年
期
の
著

述
や
逸
話
に
注
目
す
る
。
青
雲
の
志
に
着
目
す
る
の
も
一
法
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
で
は
思
想
家
が
生
涯
で
い
か
な
る
知
的
達
成
を
遂
げ
た
の
か
、
い
か

な
る
将
来
構
想
を
う
ち
立
て
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
が
届
き
に
く
く
な

る
。
小
楠
も
埒
外
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
本
書
と
は
異
な
る
思
想

史
の
方
法
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
縷
々
注
文
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
の
研
究
の
密
度
の
濃

さ
は
圧
倒
的
で
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
一
読
者
と
し
て
公
刊
を
喜
び
た

い
。

�

（
学
習
院
大
学
教
授
）

川
村
邦
光
著

『
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎

─
世
界
を
水
晶
の
世
に
致
す
ぞ
よ
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
七
年
）

福
家
　
崇
洋

　

本
書
は
、
宗
教
法
人
大
本
の
開
祖
出
口
な
お
と
聖
師
出
口
王
仁
三
郎
の

評
伝
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
と
し
て
思
い
あ
た
る
の
は
、
安
丸
良
夫
の
『
出
口
な
お
』

（
一
九
七
七
年
）
で
あ
り
、
村
上
重
良
の
『
評
伝�

出
口
王
仁
三
郎
』（
一
九

七
八
年
）
な
ど
で
あ
る
。
大
本
の
研
究
に
触
れ
た
人
間
な
ら
誰
で
も
わ
か

る
が
、
な
お
の
お
筆
先
や
王
仁
三
郎
の
『
霊
界
物
語
』
な
ど
読
む
べ
き
一

次
資
料
は
膨
大
に
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
論
じ
る
だ
け
で
も
容
易
で
は

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
本
本
部
か
ら
提
供
さ
れ
た
写
真
等
の
貴
重

資
料
を
駆
使
し
て
、
基
礎
資
料
の
水
準
を
大
幅
に
引
き
上
げ
な
が
ら
、
し

か
も
二
人
ま
と
め
て
論
じ
る
と
い
う
偉
業
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
私
の
読
後
感
は
、
新
刊
に
し
て
古
典
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
本
書
で
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
著
者
が
宗
教
学
や
民

俗
学
の
分
野
で
大
本
を
論
じ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
。
一
九
八
〇
年
か
ら

近
年
ま
で
、
出
口
な
お
や
王
仁
三
郎
、
昭
和
神
聖
会
な
ど
が
分
析
さ
れ
て

き
た
（「
参
考
文
献
」）。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
書
き
下
ろ
し
の
体
裁
を
と

り
な
が
ら
、
重
厚
な
研
究
成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
叙
述
と
な
っ
て
お
り
、
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こ
の
点
が
質
量
双
方
の
厚
み
を
保
証
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
分
析
視
覚
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
書
で
「
ス
テ
ィ
グ
マ�

（stigm
a

）�
と
カ
リ
ス
マ
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
、
ま
た
ス
テ
ィ
グ
マ
と
カ

リ
ス
マ
が
社
会
的
に
成
立
す
る
行
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て
〝
籠
り
〟
と
〝
巡

り
〟
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
用
い
て
」（
本
書
、
一
一
頁
）
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
安
丸
良
夫
は
「
通
俗
道
徳
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
出
口
な
お

が
道
徳
実
践
を
通
し
て
社
会
批
判
へ
い
た
る
過
程
を
描
い
た
が
、
こ
の
方

法
を
王
仁
三
郎
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
ス
テ

ィ
グ
マ
化
、
自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
化
、
カ
リ
ス
マ
化
と
い
う
視
角
に
よ
っ
て
、

な
お
と
王
仁
三
郎
双
方
の
教
祖
化
過
程
を
通
史
的
に
扱
う
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。

　

や
や
筆
を
急
い
で
内
容
に
立
ち
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
章
構
成
と
内
容

を
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

序　

章　

峠
を
往
還
す
る

　

第
一
章　
「
因
縁
の
身
魂
」
と
神
が
か
り

　

第
二
章　

人
助
け
と
艮
の
金
神
講
社

　

第
三
章　

若
き
日
の
王
仁
三
郎
と
修
行

　

第
四
章　

な
お
と
王
仁
三
郎
の
相
剋
と
共
闘

　

第
五
章　

大
正
維
新
と
立
替
え
・
立
直
し

　

第
六
章　

第
一
次
大
本
弾
圧
事
件
と
再
建

　

第
七
章　

人
類
愛
善
会
運
動
と
昭
和
維
新

　

第
八
章　

昭
和
神
聖
会
と
第
二
次
大
本
弾
圧
事
件
前
夜

　

第
九
章　

第
二
次
大
本
弾
圧
事
件

　

終　

章　

新
生
す
る
大
本

　

序
章
か
ら
第
四
章
ま
で
が
出
口
な
お
を
、
第
三
章
か
ら
終
章
ま
で
が
出

口
王
仁
三
郎
を
扱
っ
て
い
る
。
前
半
で
は
、
な
お
が
神
が
か
り
を
起
こ
し

て
、
艮
の
金
神
と
の
対
話
を
へ
て
、
世
の
立
て
替
え
・
立
て
直
し
を
伝
え

る
お
筆
先
を
書
く
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
る
。
な
お
の
言
葉
で
い

え
ば
、「
牛
糞
が
天
下
を
取
る
」
過
程
で
あ
る
。

　

こ
の
お
筆
先
を
読
み
解
い
て
公
表
し
た
の
が
王
仁
三
郎
で
あ
る
。
後
半

で
は
、
若
き
日
の
王
仁
三
郎
の
写
真
や
歌
を
効
果
的
に
用
い
な
が
ら
、
各

地
で
の
修
行
や
な
お
と
の
相
剋
と
共
闘
を
へ
て
、
大
本
の
教
祖
と
な
る
過

程
が
描
か
れ
る
。
王
仁
三
郎
の
時
代
に
な
る
と
、
な
お
の
教
え
に
国
家
神

道
を
接
合
し
な
が
ら
「
大
正
維
新
」「
昭
和
維
新
」
と
い
っ
た
実
践
活
動

へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
大
本
へ

の
二
度
の
大
弾
圧
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

本
書
冒
頭
で
は
、
国
体
及
び
私
有
財
産
の
変
革
を
取
り
締
ま
っ
た
治
安

維
持
法
（
一
九
二
五
年
、
一
九
二
八
年
改
正
）
で
弾
圧
さ
れ
る
大
本
像
が
押

し
出
さ
れ
て
い
る
（「
は
じ
め
に
」）。
い
わ
ば
、
国
家
権
力
に
対
峙
す
る
大

本
像
で
あ
る
。
一
方
で
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
大
本
を
ど
う
評
価
す
る

か
は
現
在
で
も
見
解
が
わ
か
れ
る
。
日
本
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
し
て
国

家
権
力
に
迎
合
し
た
の
か
否
か
、
迎
合
し
た
と
す
れ
ば
、
二
度
の
弾
圧
を

ど
う
歴
史
的
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
。

　

村
上
重
良
は
近
代
天
皇
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
異
質
性
を
認
め
つ
つ

も
、
下
か
ら
の
異
端
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
し
た
。
安
丸
良
夫
は
、
な
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お
の
「
民
衆
思
想
」
に
天
皇
制
を
批
判
す
る
契
機
を
見
出
す
。
王
仁
三
郎

に
つ
い
て
は
「
皇
道
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
大
枠
で
は
旧
来
の
「
フ

ァ
シ
ズ
ム
」
の
範
疇
に
組
み
入
れ
つ
つ
も
、「
異
端
」
的
存
在
と
し
て
や

は
り
含
み
を
持
た
せ
た
位
置
づ
け
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
大
本
に
お
け
る
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
傾
斜

の
危
う
さ
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
見
極
め
つ
つ
、
民
衆
に
も
共
有
さ
れ
う
る
反

天
皇
制
の
契
機
を
え
ぐ
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
が
本
書
の
肝
で
は

な
い
か
と
思
う
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
う
し
た
王
仁
三
郎

の
翻
訳
・
編
集
は
、
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
利
用
し
て
、
官
憲
の
執
拗
な

介
入
・
干
渉
を
回
避
し
、
無
用
な
争
い
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
流
用
し

て
包
摂
し
、
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
膨
張
さ
せ
た
超
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
、

い
わ
ば
皇
道
を
騙
っ
て
、
天
皇
制
神
話
・
国
家
神
道
を
凌
駕
す
る
大
本
・

国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が

官
憲
の
最
も
忌
み
嫌
う
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
実
践
だ
っ
た
」（
本
書
、
二
一
三

頁
）。
付
言
す
れ
ば
、
同
じ
天
皇
制
批
判
で
も
、
出
口
な
お
と
王
仁
三
郎

と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
民
俗
的
世
界
が
濃
厚

な
な
お
の
素
朴
で
原
初
的
な
天
皇
制
批
判
と
、
天
皇
制
文
明
社
会
に
お
い

て
も
な
お
存
立
可
能
な
も
の
と
し
て
あ
る
王
仁
三
郎
の
際
ど
く
て
危
う
い

天
皇
制
批
判
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
本
の
言
説
は
、
帝
国
日
本
の
正
統
な
国
体
言
説
と
重

な
り
つ
つ
も
、
微
妙
に
ず
ら
す
も
の
で
あ
る
。
当
然
間
口
は
国
民
に
大
き

く
開
か
れ
、
そ
こ
に
彼
ら
が
信
者
と
し
て
参
与
し
て
い
く
余
地
が
う
ま
れ

る
が
、
そ
の
行
き
着
く
先
は
、
日
本
政
府
が
思
い
描
く
「
臣
民
」
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
な
い
。
こ
の
国
体
言
説
を
め
ぐ
る
微
妙
な
ズ
レ
こ
そ
が
、

国
家
権
力
に
と
っ
て
は
大
い
な
る
脅
威
で
あ
り
、
正
統
を
お
び
や
か
す
も

の
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
出
口
王
仁
三
郎
ら
ご
く

一
部
の
幹
部
だ
け
が
理
解
で
き
た
は
ず
で
、
大
本
全
体
と
し
て
見
れ
ば

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批

判
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で
は
、
大
本
の
信
者
ま
で
視

野
を
ひ
ろ
げ
て
考
察
さ
れ
る
。
著
者
は
、「
天
皇
親
政
の
翼
賛
が
大
本
の

〝
顕
教
〟
と
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
親
政
の
輔
弼
が
そ
の
〝
密
教
〟、
王
仁
三

郎
を
ミ
ク
ロ
菩
薩
・
統
治
者
と
し
た
「
ミ
ク
ロ
神
政
成
就
」
が
そ
の
〝
秘

教
〟
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
本
書
、
三
七
二
頁
）
と
し
て
、
大
正
維
新

か
ら
昭
和
維
新
に
か
け
て
、
秘
教
的
部
分
が
信
徒
で
も
共
有
さ
れ
て
い
っ

た
と
す
る
。
そ
の
際
、
王
仁
三
郎
と
天
皇
制
の
関
係
が
焦
点
と
な
る
が
、

著
者
は
「
天
皇
制
を
借
景
と
し
て
転
用
し
、
擬
似
天
皇
化
、
二
重
天
皇
制

化
、
も
し
く
は
天
皇
の
パ
ロ
デ
ィ
化
を
通
じ
て
、
聖
な
る
カ
リ
ス
マ
的
権

威
・
権
力
を
顕
示
し
て
い
た
の
だ
」（
本
書
、
三
九
一
頁
）
と
指
摘
す
る
。

　

こ
う
し
た
視
座
は
、
宗
教
社
会
学
者
の
対
馬
路
人
氏
が
提
起
す
る
「
理

念
の
天
皇
制
」
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
社
会
運
動
・

思
想
史
研
究
か
ら
右
派
社
会
運
動
（
日
本
主
義
や
天
皇
信
仰
な
ど
）
の
超
国

家
性
を
検
討
し
て
き
た
評
者
も
共
鳴
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
や
や
蛮
勇
を

ふ
る
っ
て
い
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
敗
戦
に
か
け
て
、
理
念
・
虚
像

と
し
て
の
天
皇
（
制
）
が
帝
国
日
本
の
国
内
外
へ
と
拡
散
し
て
い
く
こ
と
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で
、
現
存
す
る
天
皇
制
の
内
実
を
掘
り
崩
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
国
民
国
家
論
と
の
関
係
か
ら

天
皇
制
下
の
国
民
統
合
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
近
代
天
皇
制
か

ら
象
徴
天
皇
制
へ
と
い
た
る
連
続
性
の
な
か
の
「
逸
脱
」
を
掘
り
起
こ
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
上
の
仮
説
を
考
え
る
う

え
で
、
本
書
は
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

さ
て
、
評
価
し
う
る
点
ば
か
り
を
書
き
連
ね
る
と
、
本
書
を
「
護
持
」

す
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
私
の
専
門
に
引

き
つ
け
な
が
ら
、
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

本
書
で
も
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
本
は
右
派
的
な

政
治
・
社
会
運
動
に
乗
り
出
し
た
点
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点

は
国
柱
会
に
も
み
ら
れ
る
が
、
宗
教
団
体
と
し
て
は
珍
し
く
、
戦
前
の
大

本
の
大
き
な
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
本
の
活
動

を
読
み
解
く
う
え
で
、
社
会
運
動
史
の
知
識
（
と
り
わ
け
国
家
改
造
運
動
と

の
関
係
）
が
不
可
欠
に
な
る
。
本
書
も
こ
う
し
た
点
に
つ
き
引
用
・
言
及

さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
大
き
く

い
え
ば
、
大
正
維
新
と
昭
和
維
新
の
箇
所
で
あ
る
。

　

大
正
期
に
お
け
る
大
本
と
右
派
社
会
運
動
の
関
係
は
、
本
書
で
は
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
期
に
入
っ
て
、
北
一
輝
と
の
関
係
と
し

て
、
北
と
出
口
王
仁
三
郎
の
文
通
や
「
北
の
著
国
家
改
造
原
理
は
出
口
の

意
を
受
け
、
北
か
執
筆
し
た
る
も
の
に
し
て
、
猶
存
社
は
或
機
会
に
於
け

る
大
本
教
の
実
行
機
関
な
り
と
の
説
あ
り
」（
本
書
、
三
一
七
頁
）
な
ど
の

文
言
が
引
用
さ
れ
、
王
仁
三
郎
と
北
一
輝
の
親
密
な
関
係
と
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
引
用
の
内
容
は
か
な
り
盛
ら
れ
た
内
容
で
、
上
海
で
書
か
れ
た
北

の
『
国
家
改
造
案
原
理
大
綱
』（
一
九
一
九
年
）
に
王
仁
三
郎
が
関
わ
っ
た

と
は
初
耳
で
あ
る
。

　

ま
た
、
北
一
輝
と
大
川
周
明
は
、
王
仁
三
郎
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い

な
か
っ
た
。
北
は
日
蓮
宗
に
帰
依
し
て
お
り
、
大
川
も
松
村
介
石
の
道
会

信
者
で
あ
っ
た
か
ら
、「
邪
教
」
扱
い
の
大
本
と
は
当
然
な
が
ら
距
離
が

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
猶
存
社
と
大
本
は
必
ず
し
も
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
こ
の

会
は
満
川
亀
太
郎
を
世
話
人
と
す
る
老
壮
会
を
先
鋭
化
さ
せ
た
も
の
で
、

満
川
を
中
心
に
一
九
一
九
年
に
結
成
さ
れ
、
大
川
周
明
、
北
一
輝
も
参
加

し
た
。
北
や
大
川
ほ
ど
信
仰
心
の
篤
く
な
か
っ
た
満
川
は
、
大
本
の
存
在

に
着
目
し
、
王
仁
三
郎
を
老
壮
会
に
招
こ
う
と
し
た
が
、
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
。
代
わ
り
に
老
壮
会
で
大
本
に
つ
い
て
講
演
し
た
の
が
当
時
信
徒

で
あ
っ
た
木
島
寬
仁
（
寬
之
）
で
あ
り
、
彼
は
満
鉄
勤
務
時
代
か
ら
井
上

昭
（
の
ち
日
召
、
血
盟
団
事
件
の
首
謀
者
）
と
同
志
の
間
柄
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
猶
存
社
が
実
践
運
動
に
乗
り
出
し
て
い
く
と
大
本
の
影
が
見

え
か
く
れ
す
る
。
こ
れ
は
一
九
二
〇
、
二
一
年
に
皇
太
子
妃
の
決
定
を
め

ぐ
っ
て
紛
糾
し
た
「
宮
中
某
重
大
事
件
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
老
壮
会

に
出
入
り
し
た
自
由
労
働
者
の
角
田
清
彦
（
彼
は
大
本
の
信
徒
で
も
あ
っ

た
）
が
、
大
本
か
ら
運
動
資
金
を
引
き
出
し
て
猶
存
社
な
ど
の
結
社
に
配

っ
た
と
官
憲
記
録
に
あ
る
。
こ
の
事
件
が
問
題
化
し
た
時
期
と
、
大
本
の

第
一
次
弾
圧
が
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
書
で
も
時
代
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背
景
と
し
て
一
定
の
言
及
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
わ

せ
て
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
大
本
と
天
皇
制
の
関
係
を
一
考
す
る
も

の
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
国
家
改
造
運
動
の
資
金
供
給
源
と
し
て

の
大
本
は
、
昭
和
期
の
国
家
改
造
運
動
と
も
関
連
し
、
や
は
り
こ
の
点
も

官
憲
の
目
の
敵
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
国
家
改
造
運
動
は
、
国
内
・
国
外
双
方
の
改
造
が
交
差
し
な
が

ら
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
述

の
猶
存
社
は
、
ア
ジ
ア
主
義
に
も
と
づ
く
世
界
革
命
論
を
提
起
す
る
。
こ

れ
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
共
産
主
義
革
命
運
動
や
民
族
独
立
運
動
を
強
く

意
識
し
た
も
の
で
、
人
種
、
民
族
、
階
級
と
い
う
新
た
な
主
体
の
属
性
を

視
野
に
入
れ
て
、
日
本
を
核
と
し
た
ア
ジ
ア
に
よ
る
世
界
革
命
を
志
向
す

る
も
の
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
朝
鮮
や
中
国
の
民
族
独
立
運
動
は
支
援
の
対
象

と
な
ら
な
い
）。

　

よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
進
む
大
本
の
対
外
戦
略
（
い
わ
ゆ
る

「
王
仁
入
蒙
」
や
人
類
愛
善
会
）
も
同
時
期
の
他
の
対
外
的
社
会
運
動
と
関

連
付
け
て
描
く
こ
と
で
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
し
た
と
思
う
。
こ
れ
ま
で

先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
動
き
と
し
て
、
黒
龍
会
の
メ
ン
バ
ー

で
中
国
革
命
に
関
与
し
た
末
永
節
の
大
高
麗
国
構
想
が
あ
る
。
末
永
は
肇

国
会
を
結
成
し
、
間
島
で
「
大
高
麗
国
」
と
い
う
理
想
の
共
同
体
を
建
設

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
肇
国
会
と
「
王
仁
入
蒙
」
は
、
構
想
と
し
て

似
て
い
た
だ
け
で
な
く
構
成
員
も
連
続
し
て
い
た
が
、
こ
う
み
る
こ
と

で
、「
王
仁
入
蒙
」
を
別
の
角
度
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
動
き
が
内
田
良
平
に
よ
る
出
口
王
仁
三
郎
へ
の
高

い
評
価
や
、
さ
ら
に
は
昭
和
初
期
に
お
け
る
内
田
と
出
口
に
よ
る
昭
和
神

聖
会
の
結
成
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
ク
リ
ア
に
把
握
で
き
る
。

　

で
は
次
に
、
昭
和
期
の
国
家
改
造
運
動
と
の
関
係
に
移
ろ
う
。
本
書
で

言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
黒
龍
会
主
幹
の
内
田
良
平
や
、
北
一
輝
に
師
事
し

て
い
た
西
田
税
で
あ
る
。
出
口
王
仁
三
郎
と
内
田
は
一
九
三
四
年
に
昭
和

神
聖
会
を
結
成
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
内
田
と
出
口
を
結
び
つ
け
た
の

は
東
ア
ジ
ア
進
出
を
め
ぐ
る
動
き
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
九
三
一
年
に

黒
龍
会
を
中
心
に
大
日
本
生
産
党
が
結
成
さ
れ
、
国
内
改
造
に
活
動
が
移

行
す
る
。
生
産
党
は
右
派
社
会
運
動
を
糾
合
し
て
う
ま
れ
た
も
の
の
、
大

衆
と
の
接
点
は
関
西
の
一
部
の
労
働
組
合
を
除
い
て
限
定
さ
れ
て
い
た
。

よ
っ
て
、
大
本
が
持
つ
膨
大
な
大
衆
動
員
力
に
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
の
西
田
税
と
は
、
北
一
輝
も
ふ
く
め
て
、
こ
の
時
期
大
本
と
ど
の

程
度
関
係
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
ら
の
活
動
は
大

衆
運
動
を
目
指
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
陸
海
軍
の
上
層
部
や
青
年
将
校

と
の
個
人
的
同
志
的
関
係
を
軸
に
動
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

さ
き
の
大
日
本
生
産
党
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
時
期
の
右
派
社
会
運
動
は
、

大
衆
運
動
や
議
会
進
出
を
志
向
す
る
動
き
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
満
州
事
変
後
、
国
家
社
会
主
義
を
め
ぐ
っ
て
無
産
政
党
が
分
裂
し
て
、

新
日
本
国
民
同
盟
と
い
う
国
家
社
会
主
義
政
党
が
誕
生
す
る
。
幹
部
は
下

中
彌
三
郎
（
平
凡
社
社
長
）、
佐
々
井
一
晁
、
満
川
亀
太
郎
、
中
谷
武
世
ら

で
あ
る
（
下
中
、
中
谷
は
の
ち
脱
退
）。
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新
日
本
国
民
同
盟
は
大
本
と
関
係
が
あ
っ
た
。
幹
部
の
ひ
と
り
貴
志
弥

次
郎
陸
軍
中
将
は
、
か
つ
て
奉
天
特
務
機
関
長
と
し
て
「
王
仁
入
蒙
」
の

工
作
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
彼
の
親
族
で
あ
る
中
谷
と
マ
ヘ
ン
ド

ラ
・
プ
ラ
タ
プ
（
イ
ン
ド
独
立
運
動
家
）
を
一
九
二
八
年
頃
、
王
仁
三
郎

に
会
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
佐
々
井
と
と
も
に
代
表
格
と
な
る
満
川
も
、
先

の
木
島
寬
仁
を
通
じ
て
昭
和
神
聖
会
、
昭
和
青
年
会
と
し
ば
し
ば
運
動
し
、

木
島
を
新
日
本
国
民
同
盟
の
幹
部
に
招
い
て
い
る
。
以
上
の
動
き
の
背
景

に
は
、
や
は
り
大
本
の
大
衆
動
員
力
と
資
金
力
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
本
の
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
も
官
憲
に
は
不
敬
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
異
端
の
連
鎖
も
危
険
視
さ
れ

た
。
右
派
社
会
運
動
と
大
本
の
関
係
は
、
官
憲
の
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
可

能
性
も
あ
っ
て
慎
重
な
検
証
が
必
要
だ
が
、
大
本
七
〇
年
史
の
編
纂
資
料

を
垣
間
見
た
か
ぎ
り
で
は
、
す
べ
て
虚
報
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
よ
う
だ
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
た
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
、
大
本
と
国

家
改
造
運
動
（「
大
正
維
新
」「
昭
和
維
新
」）
の
関
係
を
充
分
描
い
て
い
る

と
は
い
い
が
た
い
。
国
家
改
造
運
動
は
日
本
社
会
の
周
縁
的
な
存
在
で
あ

っ
た
も
の
の
、
帝
国
日
本
の
ト
ー
タ
ル
な
変
革
を
志
向
す
る
運
動
で
あ
り
、

こ
こ
に
大
本
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
を
描
く
こ
と
は
、
大
本
の
変
革

を
見
極
め
る
う
え
で
重
要
な
指
標
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
評
者
の
見
方
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
共
同
体
に
お
け
る
教

祖
と
信
者
、
信
者
同
志
の
関
係
性
に
こ
そ
、
天
皇
制
を
超
え
る
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
が
発
動
し
て
い
く
契
機
と
な
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
、
本
書
は
、
大
本
に
お
け
る
国
体
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
着
目

し
、
正
統
な
る
政
府
の
国
体
言
説
と
の
対
決
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
て
、

国
家
改
造
運
動
に
お
け
る
横
の
連
環
の
記
述
が
弱
く
な
っ
た
こ
と
は
仕

方
が
な
い
と
い
え
る
。
こ
れ
は
「
あ
と
が
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

著
者
の
天
皇
制
に
対
す
る
強
い
問
題
意
識
が
そ
う
さ
せ
た
と
私
は
考
え
て

い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
今
回
の
天
皇
の
「
お
こ
と
ば
」
に
端
を
発
す
る
退

位
劇
に
お
い
て
、
一
部
の
知
識
人
が
象
徴
天
皇
制
の
「
護
持
」
及
び
国
民

統
合
の
先
導
役
を
予
見
で
き
な
が
ら
務
め
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、

本
書
を
通
し
て
、
数
々
の
公
権
力
の
弾
圧
に
耐
え
抜
い
た
大
本
の
軌
跡
と
、

そ
の
抵
抗
の
あ
り
方
を
現
代
日
本
社
会
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
著
者
の
先

鋭
な
問
題
意
識
に
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い
と
い
え
よ
う
。

�

（
京
都
大
学
准
教
授
）
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