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平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
、「
海
賊
史
観
」
を
提
唱
し
て
、
科
学
研
究
費
助
成
金
（
基
盤
研
究
Ａ
）
を
獲
得
し
た
。
本
書
は
そ
の

成
果
を
公
開
す
る
報
告
論
文
集
と
な
る
。
ま
た
本
書
は
、
こ
の
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
と
も
連
動
す
る
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
で
の
共
同
研
究
会
「
二
一
世
紀
一
〇
年
代
日
本
の
軌
道
修
正
」
の
成
果
報
告
も
兼
ね
る
。
以
下
、
そ
の
序
文
と
し
て
、

研
究
の
方
向
性
と
構
想
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
、
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
た
い
。

1
．
本
研
究
企
画
に
は
、
大
き
く
み
て
ふ
た
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
一
方
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
航
海
時
代
」
か
ら
現
在
に
い
た
る
世

界
史
の
こ
こ
五
百
年
の
問
い
直
し
と
い
う
大
き
な
尺
度
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
方
面
に
つ
い
て
、
こ
こ
数
年
間
、
関
連
図
書
の
刊
行

が
目
白
押
し
で
あ
り
、「
○
○
の
世
界
史
」
と
銘
う
っ
た
著
作
は
三
十
冊
ち
か
く
を
容
易
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
海
賊
の
世
界

史
」
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
が
、「
海
賊
」
と
銘
打
っ
た
書
籍
も
、
同
様
に
急
増
し
て
い
る
。
次
章
の
「
研
究
計
画
お
よ
び
経
緯
」
に
も

詳
説
す
る
が
、
こ
の
「
海
賊
」「
世
界
史
」
両
方
面
で
、
従
来
の
常
識
は
、
大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る）

1
（

。
本
書
で
は

　

第
Ⅲ
部
〈「
大
航
海
時
代
」
再
考

─
海
賊
の
海
の
歴
史
を
再
訪
す
る
〉

を
中
心
に
こ
の
課
題
に
挑
戦
す
る
。

2
．
も
う
一
方
に
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
海
賊
（
行
為
）」piracy

の
射
程
の
問
い
直
し
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
欧
米
語
の
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場
合
、
な
ぜ
も
っ
ぱ
ら
「
海
賊
」
で
あ
り
「
山
賊
」
や
「
馬
賊
」
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
に
は
、
海
洋
制
覇
に
よ
っ
て
世
界
の
支
配

者
と
な
っ
た
欧
州
の
歴
史
性
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
の
意
味
連
関
か
ら
は
、
海
賊
版
の
商
品
、
電
子
機
器
か
ら
、virtual

環
境
の
市
民
権
の
主
張
と
し
て
「
海
賊
党
」
と
い
う
政
治
結
社
の
活
動
、
そ
の
反
面
と
し
て
の
知
的
財
産
権
、
著
作
権
の
綻
び
と
海

賊
行
為
と
の
表
裏
、
と
い
っ
た
問
題
系
が
導
か
れ
る
。
本
書
で
は

　

第
Ⅰ
部
〈
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
知
的
財
産
と
海
賊
行
為
〉

　

第
Ⅱ
部
〈
剽
窃
・
贋
作
・
模
造
品
の
遊
泳
術
〉

に
お
い
て
、
そ
の
具
体
相
に
肉
薄
す
る
。

　

こ
う
し
た
生
な
ま
し
い
生
態
と
、
第
Ⅲ
部
で
検
討
す
る
近
代
世
界
史
再
構
想
と
の
交
点
に
お
い
て
、
歴
史
的
実
態
と
し
て
の
交
易

に
お
け
る
海
賊
行
為
、
違
法
行
為
へ
の
問
い
直
し
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
今
の
世
界
秩
序
再
編
成
と
も
密
接
に
連
動
す
る
。
そ

の
た
め
、
第
Ⅲ
部
に
続
く

　

第
Ⅳ
部
〈
認
知
か
越
境
か
？

─
近
代
国
民
国
家
体
制
の
制
度
的
綻
び
と
海
賊
的
侵
犯
行
為
と
〉

さ
ら
に

　

第
Ⅴ
部
〈
海
賊
の
修
辞
学

─
暗
喩
と
交
通
〉

に
わ
け
て
、
こ
れ
ら
の
局
面
に
迫
り
た
い
。
本
研
究
計
画
関
係
者
が
二
〇
一
五
年
一
月
に
パ
リ
日
本
文
化
会
館
で
開
催
し
た
「
う
つ

わ
と
う
つ
し
」
関
連
事
業
で
も
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
新
た
な
問
題
提
起
を
試
み
た）

2
（

。
こ
こ
で
編
者
は
「
地
学
的
想
像
力
」
を
提
唱

し
て
い
る
。
詳
細
は
以
下
に
譲
る
が
、
そ
れ
は
ナ
オ
キ
・
サ
カ
イ
の
「
地
理
学
的
想
像
力
」
へ
の
代
替
案
で
も
あ
っ
た）

（
（

。

（
．
二
〇
一
五
年
六
月
の
共
同
研
究
会
で
は
、
奇
し
く
も
複
数
の
発
表
者
か
ら
、
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
比
喩
が
提
起
さ
れ
た
。
ジ

ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
に
ひ
と
つ
欠
け
た
ピ
ー
ス
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
欠
如
し
た
ピ
ー
ス
の
形
状
は
、
そ
れ
を
囲
む
八
個
の
ピ
ー
ス
の
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形
状
か
ら
逆
算
さ
れ
る
。
生
態
系
の
平
衡
を
説
明
す
る
比
喩
と
し
て
、
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
は
有
効
だ
、
と
福
岡
伸
一
は
主
張
し
て

い
る）

（
（

。
な
ぜ
な
ら
個
は
自
己
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
周
囲
の
環
境
と
の
関
数
と
し
て
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
欠
如
を

埋
め
る
か
た
ち
で
顕
現
す
る
の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
免
疫
系
に
お
け
る
抗
原
・
抗
体
反
応
は
、
胎
児
か
ら
幼
少
時
の
形
成
過
程
で
は
、

自
己
を
「
欠
如
」、「
不
在
」
と
し
て
認
識
し
て
ゆ
く
。
な
ぜ
な
ら
免
疫
系
に
と
っ
て
「
存
在
」
し
て
い
る
も
の
と
は
、
そ
れ
を
攻
撃

し
て
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
「
他
者
」
と
定
義
さ
れ
る
か
ら
だ
。「
免
疫
系
に
と
っ
て
、
自
己
と
は
、
今
い
る
あ
な
た
か
ら
切
り
抜

か
れ
た
も
の
」。
こ
れ
は
多
田
富
雄
『
免
疫
の
意
味
論）

（
（

』
の
基
本
的
認
識
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
免
疫
系
に
と
っ
て
の
「
自
己
」
と

は
、
実
体
の
ネ
ガ
、
ま
さ
に
「
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
欠
け
た
ピ
ー
ス
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
成
熟
し
た
免
疫
系
が
目

の
敵
に
す
る
海
賊
的
存
在
と
は
何
な
の
か
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
欠
如
と
し
て
の
「
自
己
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　

日
本
民
藝
館
の
館
長
に
就
任
し
た
深
澤
直
人
も
、
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
こ
の
最
後
の
欠
け
た
ピ
ー
ス
を
適
切
に
埋
め
る
営
み
だ
と
の

認
識
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
と
は
免
疫
系
の
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
深
澤
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

し
か
し
そ
の
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
全
体
が
歪
ん
で
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
、
と
の
問
題
を
提
起
す
る）

（
（

。
歪
み
を
助
長
し
、
そ
れ
を
規
定

の
事
実
と
し
て
容
認
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
世
界
の
矛
盾
を
肯
定
し
、
幇
助
す
る
「
犯
罪
」
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
．
実
は
こ
こ
に
、
海
賊
史
観
を
提
唱
す
る
所
以
も
探
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
比
喩
を
逆
転
さ
せ
て
み
よ
う
。
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル

の
欠
け
た
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ス
と
は
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
パ
ズ
ル
全
体
の
歪
み
ゆ
え
に
、
も
は
や
収
ま
ら
な
く
な
っ
た
ピ
ー
ス
が

弾
き
出
さ
れ
て
で
き
た
空
隙
で
は
な
い
か
。
そ
の
空
虚
の
場
所
に
は
シ
ス
テ
ム
全
体
の
無
理
が
集
約
さ
れ
、
矛
盾
が
欠
如
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
空
隙
に
は
、
あ
た
か
も
隙
間
を
目
敏
く
見
つ
け
て
雑
草
が
繁
茂
す
る
の
に
も
似
て
、
パ
ズ
ル
全
体
の

秩
序
や
規
則
と
は
相
い
れ
な
い
違
法
行
為
が
跋
扈
し
、
無
法
地
帯
が
成
立
す
る）

（
（

。「
海
賊
史
観
」
が
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
の
は
、

こ
う
し
た
空
白
地
帯
に
お
け
る
反
秩
序
の
小
規
模
な
反
乱
状
態
で
は
な
か
っ
た
か
。
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そ
れ
は
反
乱
状
態
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
欠
如
に
よ
っ
て
生
じ
た
シ
ス
テ
ム
の
危
機
を
回
避
し
、
緊
急
避
難
的
に
全
体
の

平
衡
を
回
復
さ
せ
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
致
命
的
な
不
具
合
を
是
正
す
る
安
全
装
置
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
海
賊
行
為
は
同
時

に
、
そ
こ
に
は
シ
ス
テ
ム
全
体
の
矛
盾
が
集
約
さ
れ
て
発
現
し
て
い
る
こ
と
も
示
す
。
こ
れ
は
建
築
家
の
塚
本
由
晴
の
「
隙
間
」
建

築
論
の
志
向
で
も
あ
ろ
う）

（
（

。

　

実
際
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場
で
は
、
こ
う
し
た
海
賊
行
為
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
商
業
戦
略
や
戦
術
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
な
ど
で
、
事
業
主
の
利
害
を
掘
り
崩
す
よ
う
な
海
賊
商
法
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら

を
一
律
に
削
除
し
た
り
排
除
し
た
り
は
せ
ず
、
少
数
の
海
賊
商
品
は
わ
ざ
と
放
置
し
、
存
続
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
海
賊
の
存
在
が
か

え
っ
て
純
正
商
品
の
品
質
保
証
に
役
立
つ
場
合
も
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
事
業
主
が
ひ
そ
か
に
自
分
の
手
で
「
偽
」
の
海

賊
商
品
を
市
場
に
流
し
、
そ
れ
に
懲
罰
を
加
え
る
よ
う
な
仕
草
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
「
本
物
」
の
海
賊
商
品
の
流

通
を
牽
制
す
る
と
い
っ
た
、
虚
実
入
り
乱
れ
た
事
態
ま
で
発
生
し
て
い
る
。

（
．
こ
こ
で
先
に
ふ
れ
た
「
地
学
的
想
像
力
」
が
問
題
と
な
る
。
地
域
に
流
通
す
る
商
品
は
、
世
界
市
場
に
上
場
さ
れ
る
た
め
に
は
、

地
学
的
変
成
を
蒙
る
必
要
が
あ
る
。
地
層
の
断
面
に
み
ら
れ
る
褶
曲
や
断
層
は
、
地
殻
に
働
い
た
物
理
的
な
力
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ

の
な
か
で
化
学
的
な
変
成
も
発
生
す
る
。
地
下
の
マ
グ
マ
は
、
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
初
め
て
地
表
に
露
頭
す
る
。
そ
れ
は
精
神
分

析
的
な
比
喩
に
重
ね
る
な
ら
ば
、
精
神
的
な
力
動
性
が
途
中
で
検
閲
と
整
形
を
経
験
し
て
昇
華
さ
れ
る
過
程
に
も
類
比
で
き
よ
う
か
。

　

ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
は
二
次
元
の
モ
デ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
表
層
の
力
関
係
の
比
喩
と
し
て
は
有
効
だ
が
、

実
際
に
は
地
殻
も
、
そ
れ
を
下
か
ら
押
し
上
げ
る
大
地
の
流
動
の
う
え
に
乗
っ
て
い
る
。
表
面
下
に
隠
さ
れ
た
動
態
の
結
果
が
、
表

面
の
表
情
を
構
成
す
る
。
経
済
学
的
に
言
い
替
え
れ
ば
、
そ
れ
は
原
材
料
が
加
工
さ
れ
、
製
品
へ
と
上
り
詰
め
る
筋
道
で
も
あ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
せ
よ
無
形
文
化
遺
産
に
せ
よ
、
地
域
に
保
存
さ
れ
た
原
型
は
、
遺
産
登
録
と
い
う
「
株
式
の
上
場
」
に
際
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し
て
、
必
要
な
条
件
を
満
た
す
た
め
の
変
成
を
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
要
求
に
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
は
、
浮
上
す
る
以
前
に
抹
消
さ
れ

る
。
逆
に
、
従
来
の
市
場
の
穴
場
に
新
製
品
が
浮
上
す
る
が
、
そ
れ
は
画
期
的
商
品
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
反

対
に
海
賊
商
品
、
市
場
荒
ら
し
と
し
て
疎
外
さ
れ
も
す
る
。

　

こ
れ
は
ま
た
地
域
言
語
を
主
要
言
語
、
世
界
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
過
程
で
発
生
す
る
検
閲
・
編
集
作
業
に
も
当
て
嵌
ま
る
。
編

集
・
翻
訳
過
程
で
の
検
閲
は
、
一
種
の
抗
原
・
抗
体
反
応
と
い
っ
て
よ
い
。
地
域
の
風
土
病
は
世
界
に
伝
播
す
る
以
前
に
、
検
疫
に

よ
り
拡
散
を
抑
止
さ
れ
る
が
、
文
化
的
な
事
象
や
流
通
商
品
も
、
似
た
よ
う
な
文
化
検
疫
に
よ
っ
て
、
防
疫
さ
れ
、
解
毒
さ
れ
、
安

全
な
も
の
へ
と
変
質
を
遂
げ
て
初
め
て
、
世
界
市
場
に
流
通
す
る
権
利
を
獲
得
す
る
。
こ
の
検
疫
制
度
の
盲
点
を
突
き
、
欠
陥
に
巧

み
に
乗
じ
る
の
が
、
海
賊
商
品
と
呼
ば
れ
る
非
正
規
商
品
の
流
通
実
態
に
ほ
か
な
る
ま
い）

（
（

。

（
．
こ
こ
ま
で
く
る
と
西
暦
二
〇
〇
〇
年
頃
に
し
き
り
に
話
題
と
な
っ
た
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
に
も
あ
ら
た
な
視
野
が
ひ
ら
け
る
。

国
際
基
準
に
は
あ
わ
な
い
地
域
特
有
の
商
品
開
発
を
揶
揄
し
た
表
現
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
世
界
標
準
と
は
共
約
性
を
欠
い
た
地
域

文
化
の
特
性
を
擁
護
す
る
術
語
で
も
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
が
よ
い
か
悪
い
か
の
問
題
で
は
な
い
。
地
域
か
ら
世
界
の
流
通
に
は
、
途
中

に
障
壁
が
あ
り
、
そ
れ
を
掻
い
潜
る
上
昇
志
向
は
世
界
基
準
と
い
う
箍
に
嵌
め
ら
れ
る
し
、
そ
の
拘
束
を
厭
う
な
ら
ば
「
ガ
ラ
パ
ゴ

ス
化
」
と
い
う
選
択
肢
が
拓
け
る
。
そ
し
て
こ
の
現
象
は
、
翻
訳
事
業
一
般
に
も
当
て
嵌
ま
る
。
そ
れ
は
一
方
か
ら
他
方
へ
と
、
両

者
あ
き
ら
か
に
異
質
な
言
語
と
い
う
媒
体
に
合
わ
せ
て
商
品
を
変
容
さ
せ
る
作
業
で
あ
り
な
が
ら
、
翻
訳
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
品
物

は
、
翻
訳
の
前
後
で
同
質
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
事
が
遂
行
さ
れ
る
。
こ
の
品
質
保
証
は
、
少
し
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
あ
き
ら
か

な
論
理
矛
盾
、
ま
や
か
し
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
翻
訳
と
い
う
越
境
行
為
は
定
義
か
ら
し
て
海
賊
商
法
な
の
だ
が
、
そ
の
海
賊
商
法

は
事
後
に
認
可
さ
れ
る
場
合
（
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
）
も
あ
れ
ば
、
反
対
に
忌
避
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
条
約
締
結
な
ど
の
場
合
に

は
、
翻
訳
を
介
し
た
橋
渡
し
と
い
う
海
賊
商
法
に
合
法
性
と
い
う
認
可
が
与
え
ら
れ
、
法
定
翻
訳
に
よ
る
「
跨
ぎ
」
を
前
提
と
し
て
、
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利
害
調
整
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
条
約
が
批
准
さ
れ
る）

（1
（

。

（
．
文
化
の
あ
い
だ
の
架
け
橋
と
い
う
比
喩
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
表
現
が
「
類
推
」analogie

と
し
て
は
「
ま
や
か

し
」
で
あ
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
も
犀
利
に
説
く
と
お
り
だ
。
深
い
淵
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
両
岸
を
結
ぶ
の
が
「
橋
」

だ
が
、
そ
の
両
岸
の
世
界
が
著
し
く
異
質
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
両
者
を
結
ぶ
橋
と
は
、
両
者
を
隔
て
る
傷
跡
で
あ
り
、
両
者
の
懸
隔

を
落
差
と
し
て
描
く
「
象
徴
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
岸
の
「
橋
渡
し
」
と
は
、
両
岸
に
お
よ
そ
「
類
推
」
な
ど
な
り
た
た
な
い

「
淵
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
沖
縄
の
琉
球
王
朝
の
外
交
過
程
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
『
翻
訳
の
政
治
学
』
の

実
態
を
分
析
し
た
の
が
与
那
覇
潤
の
博
士
論
文
だ
っ
た）

（1
（

。
強
大
な
複
数
の
政
権
と
の
外
交
交
渉
に
は
二
枚
舌
あ
る
い
は
二
股
膏
薬
の

表
裏
が
不
可
欠
だ
が
、
こ
れ
は
デ
リ
ダ
的
な
用
語
で
い
え
ばpharm

acon

、
す
な
わ
ち
薬
が
同
時
に
毒
に
な
る
と
い
う
両
義
的
存

在
だ
ろ
う
。

　

条
約
締
結
に
際
し
て
、
両
者
が
同
一
と
理
解
し
て
合
意
に
至
っ
た
条
文
が
、
時
効
に
よ
り
情
報
開
示
さ
れ
て
み
る
と
、
見
事
に
食

い
違
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
だ
が
実
際
に
は
妥
協
不
可
能
な
事
態
を
、
二
枚
舌
の
翻
訳
を
も
駆
使
し
て
巧

み
に
架
橋
す
る
と
こ
ろ
に
、
外
交
交
渉
の
醍
醐
味
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
合
法
化
」
さ
れ
た
「
誤
訳
」
と
「
正
確
な
翻
訳
」
の

「
非
合
法
化
」
と
の
表
裏
の
綾
に
こ
そ
、
外
交
の
真
実
が
あ
る
。

（
．
海
賊
船
の
場
合
も
、
自
分
の
無
国
籍
性
や
違
法
性
を
た
か
だ
か
と
旗
竿
に
掲
揚
す
る
筈
も
な
い
。
偽
っ
て
味
方
の
旗
を
掲
げ
て

接
近
し
、
突
然
海
賊
旗
に
改
め
て
略
奪
を
始
め
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
強
大
な
敵
を
装
っ
て
応
戦
を
遣
り
過
ご
す
と
い
っ
た
臨
機
応
変

が
身
上
で
あ
り
、
身
替
り
の
速
さ
、
固
定
し
た
自
己
同
一
性
の
欠
如
こ
そ
が
、
海
賊
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
毒
か
薬
か
、
そ
の
懸

隔
を
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
の
表
裏
よ
ろ
し
く
、
変
幻
自
在
に
乗
り
こ
な
し
、
神
出
鬼
没
で
航
行
す
る
の
が
、
海
賊
船
の
宿
命
で
あ
る
。
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（
．
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
海
賊
と
い
う
「
毒
」
が
、
世
間
の
常
識
と
し
て
の
正
義
に
潜
む
巨
悪
を
暴
く
「
解
毒
剤
」
と
も
な
り
う
る

両
義
的
な
位
置
あ
る
い
は
運
動
を
な
す
僥
倖
で
も
あ
り
う
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
秩
序
と
反
秩
序
と
が
入
れ
替

わ
る
臨
界
点
、
い
わ
ば
砂
時
計
の
中
央
の
く
び
れ
、
上
下
逆
さ
ま
の
ふ
た
つ
の
三
角
錐
が
接
す
る
交
点
に
出
現
す
る
現
象
で
も
あ
る
。

一
方
か
ら
み
れ
ば
縮
小
で
あ
り
減
衰
で
あ
る
運
動
が
、
他
方
か
ら
み
れ
ば
拡
大
で
あ
り
増
幅
と
な
る
、
一
方
か
ら
み
れ
ば
不
利
益
が
、

他
方
の
利
益
と
な
る
。
そ
の
交
錯
点
に
海
賊
現
象
が
出
現
す
る
。
正
義
と
悪
も
こ
こ
で
反
転
す
る
。
二
枚
舌
、
あ
る
い
は
二
重
ス
パ

イ
な
ど
と
い
わ
れ
る
状
況
と
酷
似
し
た
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
様
相
で
あ
る
。

10
．
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
海
賊
行
為
を
善
と
容
認
す
る
か
悪
と
断
罪
す
る
か
は
、
周
囲
の
権
力
構
造
次
第
で
あ
る
。
私

掠
船corsair

は
、
実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
女
王
陛
下
公
認
の
艦
船
で
あ
り
、
海
賊pirate

と
よ
ば
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
官
許
な

く
、
無
認
可
の
ま
ま
で
、
同
様
の
行
動
を
生
業
と
し
た
輩
を
断
罪
す
る
た
め
の
蔑
称
だ
っ
た
。
ま
さ
に
小
さ
な
泥
棒
は
犯
罪
行
為
だ

が
、
大
泥
棒
と
は
王
侯
貴
族
に
よ
る
公
然
た
る
国
事
行
為
の
謂
。
合
法
か
違
法
か
は
権
威authority

と
正
統
性legitim

acy

の
裏

打
ち
の
有
無
で
し
か
な
い
。
危
機
管
理
は
、
と
か
く
白
黒
を
判
明
に
し
た
が
る
。
だ
が
、
こ
の
分
別
の
姿
勢
と
は
、
あ
く
ま
で
体
制

側
の
価
値
観
の
表
明
、
敵
方
を
異
端
視
し
犯
罪
者
と
し
て
断
罪
す
る
こ
と
で
、
体
制
は
自
己
の
安
全
を
確
保
す
る
。
そ
れ
は
、
法
的

権
力
行
使
の
別
名
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
断
罪
す
べ
き
悪
を
生
産
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
権
力
は
み
ず
か
ら
の
正
義
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
宿
命
な
の
だ
か
ら
。

11
．
こ
う
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
欠
如
し
た
ピ
ー
ス
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
パ
ズ
ル
と
い
う
秩

序
平
面
に
穿
た
れ
た
穴
は
、
ま
さ
に
穴
明
き
主
義
＝
ア
ナ
ア
キ
ズ
ムanarchism
の
巣
窟
と
し
て
、
権
力
側
か
ら
は
唾
棄
さ
れ
、

そ
う
し
た
ア
ジ
ト
や
ニ
ッ
チ
を
「
潰
す
」
こ
と
こ
そ
が
、
秩
序
維
持
装
置
た
る
警
察
権
力
の
尊
い
務
め
と
な
る
。
国
家
の
免
疫
系
は
、
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異
分
子
を
敵
と
し
て
殲
滅
す
る
の
が
、
定
義
か
ら
し
て
そ
の
機
能
な
の
だ
か
ら
。
し
か
し
穴
が
ま
だ
少
数
派
の
虫
食
い
状
態
程
度
な

ら
ば
よ
い
が
、
そ
れ
が
次
々
に
増
殖
し
、
互
い
に
伝
線
し
た
り
し
始
め
る
と
、
ど
こ
か
で
臨
界
点
を
迎
え
る
。
秩
序
は
、
秩
序
た
る

以
上
、
多
数
派
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
穴
が
半
分
を
超
え
れ
ば
、
も
は
や
そ
こ
に
秩
序
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
海
賊
行

為
と
は
、「
公
海
」
と
い
う
秩
序
に
一
時
的
な
風
穴
を
穿
ち
、
秩
序
の
空
白
地
帯
や
ほ
つ
れ
目
を
目
ざ
と
く
探
知
し
て
、
利
鞘
を
稼

ぐ
巧
緻
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
革
命
と
は
、
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
穴
と
い
う
反
秩
序
が
、
秩
序
よ
り
も
優
勢
と
な
り
、
パ
ズ
ル
の

結
束
を
維
持
す
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
段
階
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
か
。
虫
食
い
が
進
行
し
て
、
パ
ズ
ル
の
図
柄
が
認
知

不
可
能
と
な
れ
ば
、
空
隙
を
埋
め
る
こ
と
で
新
陳
代
謝
を
保
障
す
る
と
い
う
、
生
態
系
の
動
的
平
衡
も
崩
壊
す
る
。
だ
が
こ
の
臨
界

を
超
え
た
革
命
状
況
は
、
も
は
や
海
賊
行
為
の
名
で
呼
ぶ
段
階
を
超
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
海
賊
行
為
と
は
、
あ
く
ま
で
秩

序
の
綻
び
目
に
寄
生
す
る
害
虫parasite

だ
が
、
そ
の
宿
主
の
生
命
を
脅
か
す
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
海
賊
と
し
て
の
分
を
超
え

た
存
在
へ
と
、
変
質
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

12
．
こ
こ
で
、
見
え
る
べ
き
図
柄
（
＝
秩
序
）
と
、
そ
の
背
景
で
本
来
な
ら
不
可
視
で
あ
る
べ
き
地
（
＝
隠
さ
れ
た
反
秩
序
）
と
の
関

係
を
考
え
た
い
。
比
喩
と
し
て
人
形
浄
瑠
璃
の
黒
子
を
考
え
て
み
よ
う
。
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
曲
目
、
そ
こ
で
演
ず
る
人
形
た
ち
は

自
律
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
は
黒
子
と
呼
ば
れ
る
人
形
師
た
ち
に
よ
っ
て
操
作m

anipulate

さ
れ
て
い

る
。
我
々
は
と
も
す
れ
ば
、
自
ら
を
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
自
律
し
て
動
く
主
体
だ
と
想
定
す
る
が
、
そ
れ
が
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ

と
は
、
合
気
道
家
の
内
田
樹
も
、
謡
曲
で
の
仕
舞
の
体
験
か
ら
語
っ
て
い
る
。
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
欠
け
た
ピ
ー
ス
と
同
様
、
為

す
べ
き
舞
を
為
す
位
置
と
間
合
い
が
触
知
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
こ
に
穴
を
残
さ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
舞
台
は
成
立
し
な

い
。
そ
れ
は
全
体
へ
の
受
け
身
の
迎
合
で
も
、
身
勝
手
な
一
人
合
点
で
も
な
い
。
相
互
依
存
は
必
ず
し
も
部
分
を
全
体
に
塗
り
こ
め

て
解
消
す
る
こ
と
で
は
な
い）

（1
（

。
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さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
は
、
現
在
の
人
形
浄
瑠
璃
で
は
、
人
形
の
主
使
い
は
素
面
を
観
客
に
さ
ら
す
。
こ
れ
に
演
劇
狂
の
フ
ラ
ン

ス
知
識
人
た
ち
は
当
惑
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
日
本
に
滞
在
し
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
日
本
で
観
劇
に

勤
し
ん
だ
先
駆
者
、
大
正
年
間
の
駐
日
大
使
に
し
て
劇
作
家
、
熾
烈
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
も
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
へ

の
反
発
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
能
と
謡
曲
に
感
嘆
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
と
は
対
照
的
に
、
無
神
論
者
の
バ
ル
ト
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の

主
使
い
の
顔
は
、
そ
こ
に
な
ん
ら
読
む
べ
き
意
味
な
ど
な
い
、
と
い
う
「
意
味
の
廃
絶
」
を
示
す
た
め
に
存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う

錯
綜
し
た
理
屈
を
展
開
し
た
。『
表
徴
の
帝
国
』
に
見
え
る
著
名
な
説
で
あ
る）

（1
（

。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
か
つ
て
は
主
使
い
も
黒
布
で
顔
を
覆
っ
て
い
た
と
の
伝
承
も
あ
る
。
ま
た
民
間
伝
承
で
は
、
素
顔
を
さ
ら
す
人

形
師
こ
そ
が
、
観
客
の
女
性
た
ち
の
贔
屓
で
あ
り
、
評
判
記
に
記
載
さ
れ
、
美
形
の
主
使
い
を
若
い
女
性
が
追
い
回
す
色
恋
沙
汰
ま

で
頻
発
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
舞
台
の
人
形
と
そ
れ
を
操
る
舞
台
裏
と
の
関
係
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
主

人
公
の
は
ず
の
人
形
の
脇
で
わ
ざ
と
素
顔
を
み
せ
、
使
い
手
の
固
有
名
を
演
目
に
表
示
す
る
と
い
う
倒
錯
に
こ
そ
、
俳
優
の
、
そ
し

て
舞
台
上
演
の
真
実
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
見
え
な
い
こ
と
を
強
烈
な
黒
で
強
調
す
る
黒
子
の
存
在
と
、
不
在

の
は
ず
な
の
に
こ
れ
見
よ
が
し
に
素
顔
を
晒
す
主
使
い
と
の
落
差
、
そ
の
往
還
に
、
主
従
関
係
の
相
互
依
存
と
倒
立
、
海
賊
的
存
在

の
表
裏
、
言
い
換
え
れ
ば
、
正
統
性
の
振
幅
と
そ
こ
に
骨
絡
み
な
両
義
性
を
考
え
直
す
便よ

す
がを

得
る
こ
と
も
、
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　

舞
台
の
虚
構
と
そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
現
実
と
の
、
こ
う
し
た
淫
靡
な
相
互
依
存
関
係
。
そ
れ
が
西
欧
化
、
近
代
化
の
な
か
で
、

さ
ら
な
る
違
和
感
を
醸
し
つ
つ
も
、
か
え
っ
て
新
た
な
解
釈
を
招
き
、
助
長
さ
れ
た
可
能
性
を
も
排
除
で
き
な
く
な
る
。
と
な
る
と

バ
ル
ト
は
、
西
欧
の
眼
差
し
の
も
と
で
暴
露
さ
れ
た
事
態
に
こ
と
さ
ら
「
日
本
の
表
徴
」
を
見
て
、
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
屋
上
屋

の
解
釈
・
合
理
化
を
捏
造
し
た
嫌
い
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
近
松
門
左
衛
門
の
有
名
な
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
文
化

翻
訳
に
お
け
る
虚
実
皮
膜
論
だ
ろ
う
。
文
化
間
の
翻
訳
事
業
に
も
ま
た
、
海
賊
行
為
は
頻
発
す
る
。
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1（
．
学
術
言
語
と
し
て
の
英
語
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
英
語
を
非
母
語
と
す
る
多
く
の
人
々
が
、
学
術
論
文
を
英
語
で
執
筆
す

る
。
そ
れ
は
地
域
の
非
英
語
を
翻
訳
し
、
表
面
上
は
英
語
の
語
彙
が
文
法
に
そ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
そ
の
表
面

の
下
、
裏
側
に
は
、
非
英
語
の
出
発
言
語
の
語
彙
や
発
想
が
、
滓オ

リ

の
よ
う
に
な
お
付
着
し
て
い
る
。
英
語
の
語
彙
と
し
て
理
解
さ
れ

る
の
と
は
違
っ
た
含
意connotation

が
、
母
語
で
の
解
釈
に
お
い
て
裏
読
み
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
は
植
民
地
イ
ン
ド
の

場
合
を
例
に
、
被
植
民
地
側
の
上
層
階
級
が
植
民
者
の
文
化
を
模
倣
す
る
態
度
を
「
擬
態
」m

im
icry

と
呼
ん
だ
。
元
来
は
植
物
や

昆
虫
な
ど
が
、
生
存
維
持
ほ
か
の
目
的
で
他
種
を
巧
み
に
装
う
擬
態
で
あ
る
。

　

英
語
の
使
用
な
ど
も
、
そ
う
し
た
「
擬
態
」
に
よ
る
学
習
の
好
例
で
あ
る
。「
民
主
主
義
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
理
解
す
る
人
に
よ
っ
て
様
々
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
容
れ
な
い
解
釈
す
ら
錯
綜
し
て
い
る
。
だ
が
そ
う
し
た
水

面
下
の
差
異
は
無
視
し
て
、「
民
主
主
義
」
の
貫
徹
を
訴
え
て
選
挙
民
の
連
帯
を
勝
ち
得
る
と
こ
ろ
に
、
政
治
的
言
説
の
「
擬
態
」

の
効
能
が
あ
る
。
世
界
公
用
語
と
し
て
の
英
語
に
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
擬
態
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
皮
肉

な
事
態
が
発
生
す
る
。
一
方
で
は
ま
さ
にdem

ocracy

が
好
例
だ
ろ
う
が
、
こ
のdem

ocracy

の
名
の
下
で
、
実
際
に
は
お
よ
そ

同
一
と
は
思
え
な
い
現
実
が
同
一
視
さ
れ
、
多
様
で
矛
盾
し
た
選
挙
民
の
意
思
が
統
合
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
民
主
主
義
と
い
う
言

葉
は
、
そ
の
内
実
が
肥
大
し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ンinfration

を
起
し
、
価
値
低
減
を
蒙
っ
て
い
る
。

　

他
方
で
は
、
外
来
語
が
英
語
に
取
り
込
ま
れ
る
。
日
本
語
で
も
ツ
ナ
ミ
、
ス
シ
、
ベ
ン
ト
ウ
、
カ
ワ
イ
イ
な
ど
の
語
彙
が
英
語
辞

典
に
登
録
さ
れ
る
。
だ
が
登
録
と
同
時
に
そ
れ
が
変
質
を
蒙
る
の
は
、california roll

を
み
る
だ
け
で
も
頷
け
よ
う
。
こ
こ
ま
で

く
る
と
、
も
は
や
本
物
も
擬
態
も
区
別
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ひ
と
つ
の
語
彙
が
世
界
流
通
貨
幣
と
な
る
こ
と
は
、
そ

れ
自
体
、
海
賊
的
な
擬
態
で
あ
り
、
母
語
で
の
元
来
の
意
味
作
用
か
ら
の
乖
離
と
裏
腹
で
あ
る
。m

im
icry

理
論
提
唱
者
で
あ
る

H
om

i Bhabha

自
身
が
、
い
ま
や
英
語
圏
学
会
の
「
行
動
規
範
」behavior m

odel

と
し
て
「
擬
態
」m

im
icry

の
対
象
に
成
り

代
わ
っ
た
様
を
み
て
も
、
思
い
半
ば
に
過
ぎ
よ
う
。
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1（
．
も
は
や
正
統
性
や
擬
態
を
め
ぐ
る
言
説
分
析
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
が
筆
者
の
「
海
賊
史
観
」
に
よ
る
「
文
化
翻
訳
分

析
」
に
た
い
す
る
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
の
簡
明
な
評
釈
だ
っ
た）

（1
（

。
黒
子
が
あ
る
と
き
頭
巾
を
脱
い
で
素
顔
を
さ
ら
す
。
そ
れ

は
無
名
だ
っ
た
非
西
欧
の
第
三
世
界
出
身
の
知
識
人
が
、
西
欧
社
会
の
ス
タ
ー
へ
と
脱
皮
し
て
実
名
で
世
を
渡
る
こ
と
と
同
義
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
素
顔
を
晒
し
た
彼
ら
は
、
は
た
し
て
植
民
者
の
擬
態
を
演
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
植
民
者
の
文
化
を
簒

奪
し
た
の
か
。
は
た
ま
た
西
欧
の
流
儀
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
舞
台
が
、
実
際
に
は
文
化
圏
を
異
に
す
る
黒
子
の
人
形
使
い
た

ち
に
よ
っ
て
、
そ
う
と
は
知
ら
れ
ぬ
う
ち
に
、
異
質
な
も
の
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
の
が
、
脱
植
民
地
状
況
と
呼
ば
れ
る
今
日
の
、

す
く
な
く
と
も
か
つ
て
の
帝
都
に
お
け
る
、
文
化
状
況
だ
っ
た
の
か
。

1（
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヤ
ル
タ
体
制
と
も
呼
ば
れ
た
世
界
秩
序
が
、
一
九
八
九
年
の
冷
戦
の
崩
壊
か
ら
す
で
に
四
半
世
紀
を
経

過
し
、
も
は
や
過
去
の
遺
物
へ
と
転
落
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
、
世
界
基
準
の
正
統
性
も
ま
た
喪
失
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

H
egem

ony

を
「
覇
権
」
と
訳
す
の
は
誤
訳
だ
ろ
う
が
、em

pire

が
「
天
下
」
と
類
比
さ
れ
る
な
ど
、
英
語
と
中
国
語
と
の
あ
い

だ
で
発
生
し
て
い
る
言
語
的
「
覇
権
争
奪
」
も
、
全
球
化globalization

と
い
う
幻
想
の
現
実
を
端
的
に
示
し
て
い
る）

（1
（

。
超
大
国

の
失
墜
、
世
界
の
保
安
官
の
喪
失
と
と
も
に
、
代
替
のhegem

ony

も
覇
権
も
確
立
さ
れ
な
い
今
の
世
界
は
、「
正
義
」
の
擬
態
に

溢
れ
、
一
時
的
か
つ
広
範
な
る
海
賊
の
跳
梁
跋
扈
状
況
と
も
揶
揄
で
き
よ
う
。
実
体
経
済
と
は
お
よ
そ
無
関
係
な
金
融
が
世
界
を
支

配
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
が
、
従
来
の
金
融
決
済
や
商
品
流
通
に
お
け
る
関
税
障
壁
や
文
化
的
国
境
の
検
疫
装
置
を
、
す
く

な
く
と
も
仮
想
空
間
で
の
情
報
交
換
に
お
い
て
は
、
事
実
上
打
破
し
て
い
る
。
そ
し
て
電
脳
た
ち
が
、
も
は
や
人
類
に
よ
る
制
御
を

も
凌
駕
し
、
そ
れ
ら
自
体
が
社
会
秩
序
に
た
い
す
る
、
水
面
下
の
不
可
視
の
海
賊
と
化
し
て
い
る
。
黒
子
だ
っ
た
は
ず
の
電
子
機
器

が
、
チ
ェ
ス
で
も
将
棋
で
も
囲
碁
で
も
人
間
の
知
性
を
圧
倒
し
、
さ
ら
に
ふ
と
気
が
付
く
と
主
従
立
場
を
替
え
、
人
類
を
支
配
す
る

胴
元
に
成
り
代
わ
る
日
も
、
遠
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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1（
．
精
神
医
学
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
「
筒
抜
け
状
態
」（
長
井
真
理
）
と
も
形
容
す
べ
き
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
海
賊
状
況
の
多
面

的
な
昂
進
に
直
面
し
て
、
い
か
な
る
方
策
が
模
索
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
明
ら
か
な
よ
う
に
、
従
来
の
地
理
学
的
な
想
像
力
、

国
民
国
家
体
制
の
尺
度
に
よ
る
統
治
感
覚
に
基
づ
い
て
、
海
賊
行
為
を
一
方
的
に
違
法
行
為
と
し
て
摘
発
し
、
処
罰
す
る
だ
け
の
硬

直
化
し
た
対
処
療
法
で
は
、
総
崩
れ
の
兆
候
を
見
せ
始
め
て
い
る
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
修
復
は
期
待
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
現
時

点
で
そ
れ
と
視
認
で
き
る
「
欠
け
た
ピ
ー
ス
」
に
注
目
し
、「
海
賊
行
為
」
の
温
床
と
も
な
る
、
そ
れ
ら
の
欠
落
点
に
い
か
な
る
葛

藤
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
矛
盾
の
結
節
点
を
腑
分
け
し
て
、
そ
こ
に
全
体
の
歪
み
の
力
学
が
ど
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る

の
か
を
、
地
道
に
点
検
す
る
作
業
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
容
易
に
特
効
薬
の
よ
う
な
処
方
箋
を
提
供
で
き
る
性
質

の
課
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
万
能
特
効
薬
の
よ
う
な
解
決
策
を
性
急
に
求
め
て
、
秩
序
に
支
配
さ
れ
た
「
公
海
」high 

sea

の
安
全
回
復
を
期
待
す
る
よ
う
な
普
遍
的
世
界
観
が
、
現
状
の
虫
食
い
状
態
を
招
来
し
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

あ
ち
こ
ち
に
穴
の
開
い
た
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
と
い
う
様
相
を
呈
し
た
世
界
地
図
。
虫
食
い
状
態
で
穴
を
晒
し
て
い
る
、「
欠
け

た
ピ
ー
ス
」。
ソ
マ
リ
ア
沖
海
賊
な
ど
も
、
そ
う
し
た
、
現
代
世
界
に
ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
「
穴
」、
欠
損
し
た
ピ
ー
ス
の
典
型
例
だ

ろ
う
。
自
ら
が
そ
の
陥
没
の
穴
へ
と
落
ち
込
む
危
険
を
も
冒
し
つ
つ
、
そ
の
欠
落
の
動
態
に
迫
る
研
究
が
、「
海
賊
史
観
」
の
、
不

可
欠
の
出
発
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
欠
け
た
ピ
ー
ス
に
よ
る
穴
、
と
い
う
と
、
あ
る
い
は
静
態
的
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
そ
の
現
場
に
踏
み
込
ん
で
み
れ
ば
、
そ
こ
は
む
し
ろ
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
「
大
渦
巻
」
が
描
い
た
よ
う
な
、
潮
流
の

合
流
点
に
発
生
す
る
螺
旋
状
の
渦
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
従
来
の
惰
性
の
既
成
秩
序
に
そ
っ
た
進
路
を
変
更
し
、
そ
の
渦
あ
る
い
は

逆
巻
く
淵abim

e=abym
e

（
無
限
後
退
の
入
れ
子
紋
章
）
の
探
求
に
む
け
て
、
我
ら
が
海
賊
船
の
行
路
を
定
め
る
べ
き
時
期
を
迎
え

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

（1
（

。

　

本
書
が
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
孕
む
無
秩
序
な
大
海
原
へ
と
航
路
を
向
け
る
た
め
の
指
針
と
な
り
、
海
図
な
き
航
海
へ
の
誘
い
と
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な
れ
ば
、
編
者
と
し
て
の
企
み
は
、
半
ば
成
就
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
、
世
界
な
る
も
の
を
、
安
全
な
航
路
を
示

す
海
図
へ
と
整
序
す
る
べ
く
、
先
人
た
ち
は
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
。
だ
が
地
球
表
層
を
覆
い
尽
く
し
た
は
ず
の
海
図
は
、
い

ま
や
至
る
所
で
欠
陥
を
露
呈
し
、
役
立
た
ず
な
遺
物
へ
と
、
急
速
な
劣
化
を
遂
げ
て
い
る
。
出
来
合
い
の
海
図
の
裏
を
掻
く
現
実
が
、

至
る
所
で
我
々
を
待
ち
構
え
て
い
る
。
本
書
は
、
見
え
ざ
る
暗
礁
を
縫
い
つ
つ
、
定
か
な
ら
ぬ
目
的
地
を
探
り
つ
つ
操
舵
す
る
覚
悟

を
育
む
た
め
の
試
論
と
な
る
こ
と
を
望
む
。
だ
が
水
先
案
内
を
自
負
し
よ
う
に
も
、
既
存
の
知
識
は
も
は
や
役
に
立
た
な
い
。
本
書

も
ま
た
将
来
の
た
め
の
捨
て
石
、
先
行
す
る
が
ゆ
え
に
座
礁
し
た
沈
没
船
と
な
る
運
命
を
免
れ
ま
い
。
爾
後
の
航
路
標
識
に
、
避
け

て
通
る
べ
き
難
所
の
汚
名
と
と
も
に
刻
ま
れ
る
以
上
の
存
在
で
は
あ
り
え
ま
い
。
あ
る
い
は
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

に
登
場
す
る
セ
イ
レ
ー
ン
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
岩
礁
へ
と
変
身
を
遂
げ
た
の
ち
に
も
、
残
る
人
類
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
づ
け
る
幻
の

よ
う
な
歌
声
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
か
（
本
書
カ
ヴ
ァ
ー
絵
参
照
）。
そ
れ
が
災
厄
を
回
避
す
る
の
に
有
益
な
目
印
と
な
る
か
、
そ
れ
と

も
か
え
っ
て
船
乗
り
た
ち
を
誘
惑
し
て
難
破
を
招
く
躓
き
と
な
る
か
は
、
本
書
の
読
者
の
ご
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

冒
頭
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
本
書
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
二
一
世
紀
一
〇
年
代
日
本
の
軌
道
修
正
」
二

〇
一
三
─
二
〇
一
五
年
度
の
成
果
報
告
論
文
集
で
あ
る
。
ま
た
本
書
に
掲
載
し
た
い
く
つ
か
の
論
文
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤

Ａ
）　2（2（（011　

平
成
二
五
─
二
七
年
度
「
海
賊
史
観
か
ら
交
易
を
検
討
す
る
：
国
際
法
と
密
貿
易
─
海
賊
商
品
流
通
の
学
際

的
・
文
明
史
的
研
究
」
に
よ
る
調
査
・
研
究
成
果
の
一
部
を
な
す
。
な
お
末
尾
な
が
ら
、
本
企
画
の
出
版
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

頂
い
た
思
文
閣
出
版
新
刊
事
業
部
の
原
宏
一
氏
、
面
倒
な
原
稿
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
井
上
理
恵
子
氏
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
1
） 

稲
賀
繁
美
「
交
易
の
海
賊
史
観
に
む
け
て
：
美
術
品
交
易
を
中
心
に
し
て
」（
徐
興
慶
編
『
日
本
学
研
究
叢
書
（
・
近
代
東
ア
ジ
ア
の
ア
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ポ
リ
ア
』
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
一
二
三
～
一
五
二
頁
）。
許
可
を
得
て
、
本
書
に
再
掲
す
る
。
ま
た
、
本
件
に

つ
い
て
は
、
川
勝
平
太
・
静
岡
県
知
事
は
じ
め
と
す
る
識
者
と
も
意
見
交
換
の
機
会
を
も
っ
た
。
ち
な
み
に
「
海
賊
史
観
」
は
川
勝
「
海
洋

史
観
」
を
水
面
下
か
ら
補
填
す
る
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
構
想
で
あ
り
、
著
名
な
経
済
史
家
で
あ
る
川
勝
氏
の
賛
意
を
得
て
お
り
、
ま
た
東
南
ア
ジ

ア
を
含
め
た
交
易
史
の
専
門
家
、
濱
下
武
志
氏
と
も
意
見
を
交
換
し
て
い
る
。

（
2
） Exposition: R

éceptacle du passage ou La V
ie transitoire des form

es et ses em
preintes, Colloque international: Berceau 

du tem
ps, Passage des âm

es, M
aison de la culture du Japon à Paris, France, 20-2（ janvier, 201（.

（
（
） 

稲
賀
繁
美
「
地
理
学
的
想
像
力
か
ら
地
学
的
想
像
力
へ
：
酒
井
直
樹
氏
の
講
演
「
翻
訳
と
地
図
作
製
術
的
想
像
力
」
を
聴
い
て
」（『
図
書

新
聞
』
二
八
七
九
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
六
日
）。

（
（
） 

福
岡
伸
一
「
無
く
し
た
ピ
ー
ス
の
請
求
法
に
感
心
」（〈
芸
術
と
科
学
の
あ
い
だ
〉『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
四
日
、
日

曜
版
）。
お
よ
び
同
「
免
疫
系
で
は
自
己
は
空
虚
な
欠
落
」
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
一
日
。『
芸
術
と
科
学
の
あ
い
だ
』（
木
楽
舎
、
二
〇
一

五
年
）
に
所
収
。

（
（
） 

多
田
富
雄
『
免
疫
の
意
味
論
』（
青
土
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
（
） 

深
澤
直
人
「
新
館
長
と
語
り
合
う
会
」
日
本
民
藝
館
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
九
日
（
鞍
田
崇
報
告
よ
り
）。

（
（
） 

デ
ン
ニ
ッ
ツ
ァ
・
ガ
ブ
ラ
コ
ヴ
ァ
『
雑
草
の
夢

─
近
代
日
本
に
お
け
る
「
故
郷
」
と
「
希
望
」』（
世
織
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（
） 

塚
本
由
晴/ T

sukam
oto Y

oshiharu, N
iche/

隙
間
『
10
＋
1
』
№
（0
（
都
市
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ス
タ
デ
ィ
）
一
三
～
一
八
頁
。

（
（
） 

稲
賀
繁
美
「
翻
訳
の
政
治
学
と
全
球
化
へ
の
抵
抗
」（『
絵
画
の
臨
界
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
序
章
）。

（
10
） 

稲
賀
繁
美
「
非
母
語
と
い
う
類
似
餌
（
ル
ア
ー
）
に
は
何
が
掛
か
る
か
」（
郭
南
燕
編
『
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
日
本
語
文
学
：
多
言
語
多
文

化
の
あ
い
だ
』
三
元
社
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
〇
日
、
二
二
～
四
六
頁
）。

（
11
） Jacques D

errida, La V
érité dans la peinture, Flam

m
arion, 1（（（, p.（（

、『
絵
画
に
お
け
る
真
理
』（
高
橋
允
昭
・
阿
部
宏
慈
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
、
五
八
～
五
九
頁
）。

（
12
） 

与
那
覇
潤
『
翻
訳
の
政
治
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
1（
） 

内
田
樹
「
伝
統
文
化
に
宿
る
も
の
」（
小
林
昌
廣
と
の
対
談
『
継
ぐ
こ
と
・
伝
え
る
こ
と
』
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
四
年
、
八
八

～
九
〇
頁
）。



序　文

xv

（
1（
） Roland Barthes, L’E

m
pire des signes, Skira, 1（（0, p.（1.

（
1（
） 

稲
賀
繁
美
「
翻
訳
の
政
治
学
と
全
球
化
へ
の
抵
抗
：
覇
権
志
向
か
ら
脱
却
し
た
「
海
賊
」
史
観
に
よ
る
美
術
史
を
め
ざ
し
て
」
第
2（
回
京

都
賞
記
念
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
思
想
・
芸
術
部
門
『
翻
訳
と
い
う
営
み
と
言
葉
の
あ
い
だ
：
21
世
紀
世
界
に
お
け
る
人
文
学
の
可
能
性
』
国
立

京
都
国
際
会
館
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
二
日
。
改
稿
和
訳
は
稲
賀
『
絵
画
の
臨
界
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
序
章
に
収

録
。

（
1（
） H

egem
ony

と
覇
権
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
白
石
隆
『
海
の
帝
国

─
ア
ジ
ア
を
ど
う
考
え
る
か
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
1（
） 

本
稿
は
、
稲
賀
を
研
究
代
表
者
と
す
る
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
班
「
二
一
世
紀
一
〇
年
代
日
本
文
化
の
軌
道
修
正
：

過
去
の
検
証
と
将
来
へ
の
提
言
」（
平
成
二
五
年
度
─
二
七
年
度
）
の
成
果
論
文
集
取
り
ま
と
め
の
た
め
の
呼
び
掛
け
、
寄
稿
者
へ
の
誘
い

水
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
六
月
に
執
筆
し
た
。
そ
の
一
部
は
改
変
の
う
え
、
稲
賀
繁
美
『
接
触
造
形
論
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

六
年
）
第
Ⅱ
部
第
一
章
第
四
節
に
、
や
や
異
文
を
伴
っ
た
か
た
ち
で
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
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目　

次

　

序
文
─
海
賊
行
為
と
ジ
グ
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
の
欠
け
た
ピ
ー
ス　

稲
賀
繁
美　
i

　

研
究
計
画
お
よ
び
経
緯　

稲
賀
繁
美　
（

第
Ⅰ
部　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
知
的
財
産
権
と
海
賊
行
為

ネ
ッ
ト
の
海
は
無
法
か
─
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
〈
海
賊
行
為
〉
に
つ
い
て　

多
田
伊
織　
1（

〈
ひ
ろ
ゆ
き
〉
と
は
何
だ
っ
た
の
か
─
「
2
ち
ゃ
ん
ね
る
」
か
ら
も
「
ニ
コ
ニ
コ
動
画
」
か
ら
も
離
れ
て　

鈴
木
洋
仁　
（（

マ
ン
ガ
翻
訳
の
海
賊
た
ち
─
ス
キ
ャ
ン
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
航
海
術
を
め
ぐ
っ
て　

片
岡
真
伊　
（0

反
海
賊
版
協
定
は
な
ぜ
破
れ
た
か　

山
田
奨
治　
（1

コ
ラ
ム　

経
営
者
・
川
上
量
生
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
を
読
む

　
　

─
「
説
明
で
き
な
い
」
ニ
コ
ニ
コ
動
画
を
「
誰
も
や
っ
て
い
な
い
」
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る
術　

鈴
木
洋
仁　
10（

コ
ラ
ム　

デ
ジ
タ
ル
時
代
の
複
製　

新
井
菜
穂
子　
11（

コ
ラ
ム　

シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
よ
り
愛
を
こ
め
て　

森　

洋
久　
1（2

第
Ⅱ
部　

剽
窃
・
贋
作
・
模
造
品
の
遊
泳
術

「
永
仁
の
壺
」
と
昭
和
の
陶
芸
史
─
ニ
セ
モ
ノ
か
ら
芸
術
史
を
再
考
す
る
試
み　

藤
原
貞
朗　
1（（

捏
造
さ
れ
た
人
魚
─
イ
カ
サ
マ
商
売
と
そ
の
源
泉
を
さ
ぐ
る　

山
中
由
里
子　
1（0

前
衛
と
し
て
の
生
き
残
り
─
工
藤
哲
巳
の
海
賊
的
考
察
に
む
け
て　

近
藤
貴
子　
1（（

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
と
日
本
─
あ
る
い
は
日
本
現
代
美
術
に
お
け
る
海
賊
行
為
の
可
能
性
と
限
界　

平
芳
幸
浩　
22（



目　　次

xvii

展
望
の
《
仮
山
石
》
に
つ
い
て
─
中
国
現
代
彫
刻
に
お
け
る
「
仮（
偽
る
）」
と
い
う
戦
略　

呉
孟
晋　
2（（

コ
ラ
ム　

一
八
八
八
年
バ
ル
セ
ロ
ナ
万
国
博
覧
会
に
お
け
る
日
本
美
術
品
の
違
法
販
売
に
つ
い
て

　
　

─
新
史
料
発
掘
と
紹
介　

リ
カ
ル
・
ブ
ル
・
ト
ゥ
ル
イ　
2（（

コ
ラ
ム　

画
家
・
藤
田
嗣
治
の
「
著
作
権
」
興
亡
史
を
た
ど
る
─
没
後
五
〇
年
に
向
け
て
の
ノ
ー
ト　

林　

洋
子　
2（（

コ
ラ
ム　

機
略
に
満
ち
溢
れ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
─
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
模
造
品
交
易
を
事
例
に　

小
川
さ
や
か　
2（（

第
Ⅲ
部　
「
大
航
海
時
代
」
再
考
─
海
賊
の
海
の
歴
史
を
再
訪
す
る

海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
交
易
史
・
試
論　

稲
賀
繁
美　
（0（

人
類
の
敵
─
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
海
賊
と
航
行
・
通
商
の
自
由　

山
内　

進　
（（（

略
奪
品
か
戦
利
品
か
─
一
六
一
五
年
の
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
号
拿
捕
事
件
と
幕
府
の
対
応　

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス　
（（（

悪
石
島
の
寄
船
大
明
神
と
そ
の
周
辺　

榎
本　

渉　
（（（

コ
ラ
ム　

一
六
世
紀
宣
教
師
記
録
に
見
る
海
賊　

滝
澤
修
身　
（1（

コ
ラ
ム　

タ
イ
と
「
海
賊
」　

平
松
秀
樹　
（（1

コ
ラ
ム　

広
州
十
三
行　

劉
建
輝　
（（（

第
Ⅳ
部　

認
知
か
越
境
か
？
─
近
代
国
民
国
家
体
制
の
制
度
的
綻
び
と
海
賊
的
侵
犯
行
為
と

植
民
地
美
術
行
政
に
お
け
る
海
賊
的
境
界
侵
犯
─
イ
ン
ド
シ
ナ
美
術
学
校
と
ベ
ト
ナ
ム
画
家
の
「
怪
帆
の
術
」　

二
村
淳
子　
（（（

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
と
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
、
建
築
に
お
け
る
海
賊
行
為

　

─
形
式
で
は
な
く
精
神
性
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
考
察　

ヘ
レ
ナ
・
チ
ャ
プ
コ
ヴ
ァ
ー　
（（（

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
任
意
の
地
区
評
議
会
」
─
海
賊
党
の
液
体
民
主
主
義
と
近
年
の
民
主
主
義
運
用
の
ふ
た
つ
の
動
向
か
ら　

江
口
久
美　
（0（



xviii

コ
ラ
ム　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
戦
と
「
法
」
─
も
の
う
り
人
の
情
景　

山
崎
佳
代
子　
（（0

コ
ラ
ム　

一
九
〇
〇
年
、
パ
リ
─
模
造
さ
れ
た
大
韓
帝
国　

李　

建
志　
（（（

コ
ラ
ム　

越
境
的
あ
る
い
は
海
賊
的
─
「
タ
タ
ー
ル
の
木
」
を
め
ぐ
っ
て　

今
泉
宜
子　
（（（

コ
ラ
ム　

京
都
に
お
け
る
人
と
野
良
猫
の
関
係
史　

春
藤
献
一　
（（（

第
Ⅴ
部　

海
賊
の
修
辞
学
─
暗
喩
と
交
通

修
辞
学
に
お
け
る
西
洋
と
日
本
と
中
国
─
そ
の
受
容
と
変
容
を
め
ぐ
っ
て　

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル　
（（（

“Im
m

ature poets im
itate; m

ature poets steal”

─
テ
ク
ス
ト
の
／
に
お
け
る
〈
海
賊
行
為
〉
に
か
ん
す
る
予
備
的
考
察　

三
原
芳
秋　
（20

二
一
世
紀
に
海
賊
化
し
た
「
邦
楽
」
─
宮
城
道
雄
に
よ
る
邦
楽
器
の
改
良
と
新
し
い
楽
曲
制
作
で
み
る
〈
海
賊
活
動
〉　

申　

昌
浩　
（（1

「
民
主
主
義
」
を
抱
き
し
め
て
─
石
坂
洋
次
郎
映
画
は
い
か
に
し
て
「
民
主
主
義
」
を
戦
後
日
本
社
会
に
受
容
さ
せ
る
に
至
っ
た
か　

千
葉　

慶　
（0（

コ
ラ
ム　

海
賊
た
ち
が
帰
る
場
所

　
　

─
彼
は
更
に
七
日
待
っ
て
、
鳩
を
放
し
た
。
鳩
は
も
は
や
ノ
ア
の
も
と
に
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。（『
創
世
記
』
八
、
十
二
）　

大
橋
良
介　
（（（

コ
ラ
ム　

殿
様
と
熊
と
ア
イ
ヌ
文
様
─
芸
術
／
工
芸
／
お
み
や
げ
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
流
用　

中
村
和
恵　
（（（

コ
ラ
ム　

ア
ラ
ブ
演
劇
の
（
非
）
流
通
か
ら
〈
世
界
文
学
〉
を
踏
み
外
す　

鵜
戸　

聡　
（（1

コ
ラ
ム　
「
公
的
研
究
費
の
不
正
使
用
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
会
」
を
誉
め
讃
え
る　

稲
賀
繁
美　
（（（

航
海
日
誌
抄
録
─
海
賊
商
品
流
通
の
学
際
的
・
文
明
史
的
研
究
で
行
っ
た
3
つ
の
美
術
展　

大
西
宏
志　
（（（

　

あ
と
が
き
─
あ
ら
た
な
海
賊
学
の
船
出
に
む
け
て　

稲
賀
繁
美　
（0（

　
共
同
研
究
会
開
催
一
覧
（
xi
）
／
人
名
索
引
（
vi
）
／
執
筆
者
紹
介
（
i
）



あとがき

（0（

あ
と
が
き
─
あ
ら
た
な
海
賊
学
の
船
出
に
む
け
て

「
海
賊
行
為
」
を
無
規
定
な
ま
ま
「
船
出
」
し
た
理
由

　

本
論
集
で
は
、「
海
賊
行
為
」
を
頭
ご
な
し
に
定
義
あ
る
い
は
規
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
類
す
る
と
論
者
が
想
定
す
る
事
態

を
も
ち
よ
り
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
、
世
に
言
う
「
海
賊
行
為
」
と
は
何
な
の
か
、
な
ぜ
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
し
、
ま
た
容
易

に
は
撃
退
で
き
な
い
の
か
に
、
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
で
、「
海
賊
行
為
」＝「
違
法
行
為
」＝「
反
社
会
行
為
」＝

「
社
会
の
敵
」
と
い
っ
た
連
想
に
無
批
判
に
乗
じ
る
こ
と
は
慎
ん
で
い
る
。
海
賊
を
主
人
公
と
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
人
気
ひ
と

つ
を
み
て
も
、
世
人
が
頭
ご
な
し
に
「
海
賊
」
を
悪
と
は
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
む
し
ろ
世
間
の
柵

し
が
ら
みに

縛
ら
れ
た

常
人
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
自
由
を
享
受
し
た
辺
境
人
と
し
て
の
「
海
賊
」
と
は
、
自
ら
の
実
現
で
き
な
い
夢
、
公
言

で
き
な
い
本
音
を
委
ね
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
人
々
は
「
海
賊
」
と
い
う
「
自
由
人
」
に
い
か
な
る
夢
を
託
し

た
の
か
。

　

ま
た
同
時
に
、
そ
も
そ
も
「
悪
」
を
退
治
し
根
絶
す
る
こ
と
で
社
会
正
義
が
達
成
で
き
る
の
か
、「
悪
」
の
存
在
し
な
い
「
理
想

社
会
」
こ
そ
、
恐
怖
政
治
、
正
義
と
秩
序
と
い
う
名
の
法
に
よ
る
支
配
が
貫
徹
さ
れ
た
、
窒
息
し
か
ね
な
い
デ
ス
ト
ピ
ア
で
は
な
い

の
か
、
と
い
う
本
能
的
な
危
惧
も
ひ
と
び
と
の
脳
裏
か
ら
は
去
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
娯
楽
番
組
の
提
供
す
る
代
替
幻
想
に
す
ぎ

な
く
て
も
、「
海
賊
」
が
ア
ン
チ
・
ヒ
ー
ロ
ー
で
も
、
プ
ロ
レ
ス
の
「
悪ヒ

ー
ル役

」
で
も
な
く
、
む
し
ろ
密
か
に
期
待
さ
れ
る
「
隠
れ
た

る
聖
者
」、
ゴ
ロ
ツ
キ
を
装
っ
た
善
人
、
あ
る
い
は
社
会
制
度
の
矛
盾
の
結
節
点
と
し
て
、
心
な
ら
ず
も
司
法
や
行
政
か
ら
誅
殺
さ

れ
る
犠
牲
者
の
代
表
、
と
い
っ
た
「
肯
定
的
」
な
人
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
に
は
い
か
な
る
表
裏
の
綾
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
か
。
そ
れ
も
「
海
賊
研
究
」
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
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他
方
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
条
件
、
手
放
し
の
「
海
賊
」
賞
賛
を
提
唱
す
る
こ
と
も
、
本
論
集
の
目
的
で
は
な
い
。
論
じ
ら
れ
る

対
象
と
な
っ
た
歴
史
上
の
人
物
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
方
々
か
ら
、「
自
分
を
海
賊
呼
ば
わ
り
す
る
と
は
何
事
か
」
と
ご
批
判
を
頂

戴
し
か
ね
な
い
。「
海
賊
」
即
「
社
会
か
ら
抹
殺
す
べ
き
悪
」
で
は
な
い
、
と
の
前
提
は
あ
く
ま
で
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は

本
書
が
扱
お
う
と
し
て
い
る
「
海
賊
」
あ
る
い
は
「
海
賊
行
為
」
と
は
い
か
な
る
性
質
の
事
柄
な
の
か
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き

た
い
。

違
法
と
脱
法
と

　

近
年
「
脱
法
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
を
み
て
い
る
。「
脱
法
ハ
ー
ブ
」
な
ど
が
震
源
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
か
。
法
律
で
規
定
さ
れ
る

違
法
行
為
に
は
当
て
嵌
ら
な
い
ら
し
い
の
だ
が
、
警
察
権
力
に
よ
る
「
摘
発
」、
で
は
な
い
に
せ
よ
「
要
観
察
」、
必
要
に
応
じ
て
は

「
取
り
締
ま
り
」
や
強
制
捜
査
の
対
象
と
な
る
よ
う
だ
。
報
道
機
関
な
ど
の
扱
い
を
見
る
限
り
、「
秘
密
結
社
」
め
い
た
地
下
組
織
へ

の
潜
入
レ
ポ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
、
反
社
会
的
な
犯
罪
予
備
軍
と
し
て
指
弾
す
る
姿
勢
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
麻
薬
の
蔓
延
が
き
わ
め
て

危
険
で
あ
り
、
禁
断
症
状
が
ま
ね
く
心
神
喪
失
に
と
も
な
う
殺
傷
沙
汰
や
、
密
輸
・
密
売
が
容
易
に
犯
罪
の
温
床
と
な
り
、
社
会
の

安
寧
を
掘
り
崩
す
危
機
を
招
く
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
確
認
し
て
お
く
ま
で
も
な
い
。

　

と
は
い
え
、
い
か
な
る
薬
物
を
違
法
と
指
定
す
る
か
は
、
け
っ
し
て
自
動
的
に
は
決
定
で
き
ず
、
時
代
や
社
会
状
況
に
応
じ
て
、

判
断
も
左
右
さ
れ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
で
は
ケ
シ
は
も
と
も
と
薬
物
で
あ
り
、
乳
幼
児
が
風
邪
を
ひ
い
た
場
合
な
ど
、
こ
れ
を
少

量
調
合
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
薬
効
を
発
揮
し
て
い
た
。
阿
片
へ
の
精
製
（
モ
ル
ヒ
ネ
）
や
麻
薬
（
ヘ
ロ
イ
ン
）
と
し
て
の
使
用
が
重

大
な
社
会
問
題
を
惹
き
起
こ
し
、
密
輸
出
が
軍
閥
や
（
旧
）
植
民
地
権
力
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
る
に
及
び
、「
麻
薬
戦
争
」
が
勃
発

し
た
。
事
態
が
こ
こ
ま
で
発
展
す
る
と
、
そ
の
根
絶
は
も
は
や
不
可
能
と
な
る
。
だ
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ
ゾ
ン
に
あ
っ
て
も
、
何
が

違
法
な
麻
薬
で
、
何
が
原
住
民
族
の
宗
教
儀
礼
な
ど
で
公
認
さ
れ
た
薬
草
な
の
か
の
区
別
は
、
医
学
的
、
薬
物
学
的
に
は
裁
断
不
可
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能
で
あ
り
、
そ
の
決
定
は
あ
く
ま
で
政
治
的
か
つ
恣
意
的
で
強
引
な
線
引
き
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
「
脱
法
」
に
戻
る
な
ら
ば
、
法
律
用
語
と
し
て
き
わ
め
て
曖
昧
な
事
態
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
あ
る
ま
い
。
社

会
的
良
識
と
し
て
は
「
違
法
」
以
上
に
悪
質
で
あ
る
か
の
よ
う
な
含
意
が
流
通
す
る
。
そ
の
一
方
、
厳
密
に
法
律
的
に
み
れ
ば
、
銘

柄
指
定
か
ら
漏
れ
た
薬
草
の
栽
培
や
流
通
を
お
し
な
べ
て
「
違
法
」
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
、「
脱
法
」
と
い
う
術
語
の
背

景
に
は
あ
る
は
ず
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
脱
法
」
と
は
、「
合
法
」
と
「
違
法
」
と
の
狭
間
の
「
灰
色
圏
」gray zone

を
指
す
言

葉
だ
が
、
そ
う
し
た
灰
色
領
域
は
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
社
会
的
な
注
目
を
浴
び
、
そ
の
領
域
で
発
生
し
た
猟
奇
事
件
や
悪
質
犯

罪
が
誇
張
し
て
特
筆
大
書
さ
れ
が
ち
だ
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、「
脱
法
」
と
は
、「
法
」
と
い
う
枠
組
み
の
有
効
性
そ
の
も
の
の
を

「
脱
」
し
た
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
白
黒
が
分
か
ら
な
い
。
有
罪
と
も
無
罪
と
も
判
定
不
能
な
「
規
則
外
」
世
界
で
あ
る
。

コ
ト
の
性
質
上
「
灰
色
案
件
」
で
あ
る
た
め
、
厳
密
に
そ
の
範
囲
を
囲
い
こ
む
こ
と
そ
の
も
の
が
無
理
な
相
談
だ
が
、
本
書
で
扱
う

優
先
候
補
と
な
る
の
が
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
脱
法
」
の
不
確
か
な
る
「
灰
色
領
域
」
と
か
な
り
の
程
度
重
な
り
う
る
こ
と
は
、

了
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
序
文
で
み
た
「
ジ
ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
」
の
欠
け
た
ピ
ー
ス
と
い
う
比
喩
を
思
い
起
こ
し
た

い
。
欠
け
た
ピ
ー
ス
を
き
ち
ん
と
嵌
め
る
こ
と
で
、
社
会
秩
序
が
回
復
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
そ
の
ピ
ー
ス
が
嵌
ら
な
く
な

り
、
脱
落
し
た
の
か
。
そ
こ
ま
で
追
跡
し
な
い
と
、
か
え
っ
て
既
存
秩
序
の
裡
に
密
か
に
孕
ま
れ
、
腐
乱
し
て
い
た
問
題
点
を
摘
出

す
る
こ
と
に
は
繋
が
る
ま
い
。

　
「
脱
法
」
と
は
現
時
点
で
の
法
律
体
系
の
規
制
か
ら
は
「
脱
し
て
」
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
「
違
法
行
為
」
以
前
だ
が
、
そ
れ
だ

け
に
、
社
会
秩
序
の
維
持
を
め
ざ
す
「
官
憲
」
側
か
ら
す
れ
ば
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
を
密
か
に
企
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
族
と
映
る
。

犯
罪
の
芽
は
未
然
に
摘
み
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
要
監
視
の
対
象
と
な
る
。
だ
が
当
事
者
側
か
ら
み
れ
ば
、「
違
法
行
為
」
で

も
な
い
の
に
、
あ
ら
ぬ
嫌
疑
を
受
け
、
社
会
的
に
指
弾
さ
れ
る
の
は
、
迷
惑
千
万
。
単
な
る
新
商
売
な
の
に
、
そ
れ
を
既
存
の
枠
に

収
ま
ら
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
一
方
的
に
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
理
不
尽
だ
。
よ
り
良
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
試
金
石
な
の
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に
、
そ
れ
を
罰
則
も
な
い
の
に
犯
罪
視
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
職
権
濫
用
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
権
力
の
名
を
騙
っ
た
「
反
社
会
的

行
為
」
だ
、
と
反
論
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
言
え
ば
、
読
者
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ
た
様
々
な
事
件
が
脳
裏
に
去
来
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
予
断
か
ら

す
る
誤
認
逮
捕
や
、
マ
ス
コ
ミ
が
誘
導
し
た
「
正
義
観
」
が
暴
走
し
て
、
無
実
の
人
間
の
一
生
を
破
滅
に
巻
き
込
む
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
。
こ
こ
に
は
様
々
な
問
題
が
輻
輳
し
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
、
到
底
紙
幅
が
許
さ
な
い
が
、
典
型
例
の
点

検
は
不
可
欠
だ
ろ
う
。

海
図
の
な
い
航
海
と
、
合
法
・
非
合
法
の
彼
岸

 

こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

①
ま
ず
、
既
成
秩
序
は
そ
の
基
準
で
は
判
断
で
き
な
い
新
規
な
現
象
に
対
し
て
は
、
い
わ
ば
制
度
の
自
己
保
存
本
能
か
ら
、
直
観
的

に
警
戒
す
る
。
制
御
不
能
と
な
る
こ
と
へ
の
言
い
知
れ
ぬ
不
安
が
兆
す
か
ら
だ
。
金
融
取
引
、
通
信
な
ど
、
従
来
の
商
取
引
、
無

線
法
や
公
共
放
映
権
で
は
律
し
き
れ
な
い
事
由
が
、
電
子
媒
体
の
飛
躍
的
な
発
達
と
と
も
に
、
無
数
に
登
場
す
る
。
し
か
も
新
規

な
技
術
開
発
は
、
従
来
の
法
律
的
な
網
で
は
制
御
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
え
て
し
て
既
成
権
力
は
、
従
来
の
法
律
体
系
に

そ
っ
た
些
末
な
違
反
行
為
や
別
件
逮
捕
、
司
法
取
引
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
強
引
な
手
法
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
犯
罪
処
理
の
論
理

に
乗
せ
よ
う
と
す
る
。
摘
発
の
直
接
の
実
行
部
隊
と
な
る
官
吏
に
は
、
直
情
径
行
な
正
義
漢
、
四
角
四
面
で
小
心
翼
翼
た
る
生
真

面
目
な
規
則
遵
守
主
義
者
の
皆
様
が
、
い
ま
で
も
熾
烈
な
現
場
を
支
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
丹
十
三
の
『
マ
ル
サ
の

女
』（
一
九
八
七
）
な
ど
に
言
及
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
ト
シ
が
バ
レ
ル
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
の
コ
ミ
カ
ル
な
国
税
局
査
察
部
の

仕
事
ぶ
り
が
、
な
に
や
ら
牧
歌
的
に
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。

②
ま
た
マ
ス
コ
ミ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
時
の
為
政
者
や
支
配
政
党
の
方
針
を
汲
み
、「
長
い
も
の
に
巻
か
れ
ろ
」
の
迎
合
姿
勢
を
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と
り
、
ま
た
昨
今
で
は
と
み
に
減
退
し
た
と
は
い
え
、
反
対
に
そ
う
し
た
既
存
秩
序
に
叛
旗
を
翻
し
、
権
力
奪
還
の
意
図
の
も
と

に
、
輿
論
あ
る
い
は
世
論
を
誘
導
し
た
り
も
す
る
。
自
ら
の
意
見
が
、
あ
た
か
も
社
会
の
大
勢
を
代
表
す
る
「
空
気
」
で
あ
る
か

の
ご
と
く
に
演
出
す
る
の
が
、
そ
の
性
癖
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
脱
法
」
な
ど
の
「
灰
色
圏
」
は
、
そ
れ
こ
そ
「
ネ
ズ
ミ
小
僧
」
よ

ろ
し
く
、
義
賊
扱
い
さ
れ
て
賞
賛
さ
れ
も
す
れ
ば
、
つ
い
に
「
お
縄
」
と
な
っ
て
処
刑
さ
れ
た
り
す
れ
ば
、
密
か
な
同
情
は
漏
ら

し
つ
つ
も
、
社
会
的
制
裁
を
是
と
す
る
世
論
形
成
に
貢
献
し
た
り
も
す
る
だ
ろ
う
。

③
だ
が
三
番
目
と
し
て
、
こ
こ
で
従
来
の
よ
う
な
権
力
対
反
権
力
の
図
式
が
も
は
や
有
効
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

特
定
の
宗
教
団
体
に
た
い
す
る
体
制
側
の
弾
圧
や
、「
国
際
社
会
」
を
任
じ
る
権
力
に
よ
る
軍
事
的
制
圧
も
、
け
っ
し
て
過
去
の

物
語
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
旧
来
の
図
式
の
範
囲
内
で
理
解
で
き
る
事
例
、
あ
る
い
は
新
規
な
事

例
を
旧
来
の
枠
組
み
に
取
り
込
ん
で
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
の
現
れ
だ
ろ
う
。
現
時
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
世
界
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、
報
道
す
べ
き
事
件
の
認
定
や
そ
の
扱
い
自
体
が
硬
直
化
し
て
お
り
、
決
定
的
に
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
。

④
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
旧
来
の
枠
組
み
で
は
処
理
で
き
な
い
案
件
が
膨
大
に
発
生
し
な
が
ら
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
追
い
つ
か
な

い
、
あ
る
い
は
原
理
と
し
て
追
い
つ
き
得
な
い
事
例
が
発
生
し
て
い
る
の
に
、
新
規
の
対
処
方
法
が
開
発
さ
れ
な
い
ま
ま
、
と
い

う
状
況
で
あ
る
。
本
書
が
、
無
理
や
無
茶
を
承
知
で
、
あ
え
て
「
海
賊
」
と
い
う
枠
を
「
濫
用
」
し
つ
つ
、
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ

う
と
腐
心
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
領
分
、
定
義
か
ら
し
て
境
界
画
定
も
で
き
な
い
、
こ
の
厄
介
な
「
灰
色
圏
」
で
あ
る
。

　

ホ
リ
エ
モ
ン
の
場
合
に
は
、
新
規
金
融
業
の
発
案
が
、
ご
自
身
の
成
金
志
向
に
煽
ら
れ
た
兆
候
が
あ
り
、
そ
れ
に
た
い
す
る
世
間

の
や
っ
か
み
、
嫉
妬
心
も
相
乗
し
て
、
検
察
側
の
追
求
を
有
利
に
し
た
状
況
が
見
て
取
れ
よ
う
。
脱
税
容
疑
で
攻
め
れ
ば
立
件
可
能

だ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
例
え
ば
「
2
ち
ゃ
ん
ね
る
」
や
「
ニ
コ
ニ
コ
動
画
」
の
西
村
博
之
の
場
合
、
既
存
の
複
製
権
や
電
波
行
政
の

法
律
体
系
で
は
規
制
不
可
能
な
事
業
展
開
に
は
、
当
時
の
日
本
国
内
イ
ン
フ
ラ
で
は
対
応
で
き
ず
、
結
果
的
に
国
外
の
情
報
資
源
に



（1（

依
存
し
た
事
業
展
開
を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
脱
税
や
著
作
権
法
侵
害
な
ど
の
嫌
疑
を
受
け
た
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
方
か

ら
み
れ
ば
納
税
義
務
な
ど
と
い
っ
た
、
法
律
に
よ
る
規
制
の
「
網
を
掻
い
潜
る
」
知
能
犯
と
見
ら
れ
る
被
疑
者
が
、
実
際
に
は
「
ジ

ク
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
」
の
ピ
ー
ス
の
欠
け
た
空
隙
に
気
づ
き
、
穴
埋
め
ピ
ー
ス
を
提
案
し
て
遊
ん
で
見
せ
た
と
い
う
の
が
、
真
相
に
近

い
だ
ろ
う
。「
儲
け
」
に
無
関
心
な
「
愉
快
犯
」
を
「
脱
税
」
容
疑
で
追
跡
す
る
こ
と
自
体
に
、
制
度
の
硬
直
と
疲
労
が
露
呈
す
る
。

　

ウ
ィ
ニ
ー
提
唱
者
の
金
子
勇
の
場
合
、
事
後
的
に
は
刑
事
犯
容
疑
は
晴
れ
た
も
の
の
、
そ
の
直
後
に
本
人
は
若
く
し
て
病
死
す
る

と
い
う
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
た
。
既
存
の
法
律
環
境
や
規
制
の
枠
を
超
え
た
技
術
開
発
提
唱
者
が
、
そ
の
結
果
偶
発
し
た
事
態
に
つ

い
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
事
態
に
、
他
律
的
な
「
海
賊
的
」
な
状
況
を
み
た
い
。
一
方
で
、
市
民
の
人
権
を
保
護
し
て
く

れ
る
は
ず
の
法
律
が
、
そ
れ
と
は
逆
の
制
裁
作
用
を
越
権
し
て
発
動
し
て
し
ま
う
よ
う
な
環
境
が
出
来
し
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で

は
、
こ
の
事
件
が
結
果
的
に
は
刑
事
的
に
無
罪
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
技
術
革
新
に
と
も
な
う
「
海
賊
状
況
」
の
予
測
不
可

能
な
発
生
と
い
う
事
態
に
は
、
な
ん
ら
有
効
な
方
策
を
取
り
得
な
い
と
い
う
限
界
が
露
呈
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
本
書
が
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
法
律
的
判
決
」
の
是
非
で
は
な
い
。
法
律
家
の
指
針
と
な
る
よ
う
な
判
断
基

準
を
示
そ
う
と
い
う
の
で
も
、
ま
し
て
や
法
廷
戦
術
の
指
南
に
及
ぼ
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
以
前
あ
る
い
は
そ
の
先
の
地

点
に
、
現
行
の
司
法
制
度
の
臨
界
、
綻
び
目
が
露
呈
す
る
場
所
、
既
存
の
善
悪
判
断
と
い
う
「
公
海
」
の
案
件
処
理
で
は
対
処
で
き

な
い
「
灰
色
」
の
海
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
海
賊
」
的
水
域
に
注
目
す
る
姿
勢
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
正
義
漢
を
気
取

る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
悪
役
と
し
て
居
直
る
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ご
く
平
凡
な
一
市
民
が
、
い
つ
ど
こ
で
犯
罪
者
扱
い
さ

れ
る
か
も
分
か
ら
な
い
「
灰
色
空
間
」
に
我
々
は
棲
息
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　　
　
　

平
成
二
七
年
八
月
二
八
日
─
平
成
二
九
年
一
月
一
三
日

編
者　

稲
賀　

繁
美
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黒澤明 Kurosawa Akira（1（10-1（（（）　（（（
久志卓真 Kushi Takuma（1（（（-?）　1（（, 1（（

L

レ・フォー Lê Phổ（1（0（-2001）　（（（, （（（, 
（（1-（（（

レヴィーン、シェリー Sherrie Levine（1（（（-）　
22（, 22（

レヴィ＝ストロース Claude Lévi-Strauss
（1（0（-200（）　2（（

李旦 Lǐ Dàn /Ri Tan（?-1（2（）　（2（-（2（
李華弌 Lǐ Huayī（1（（（-）　2（1
梁啓超 Liáng Qǐchāo（1（（（-1（2（）　（01
リバニオス Libanios（（1（‒（（（）　（（（-（（（
リニエール＝カスー、マルティーヌ Martine 

Lignières-Cassou（1（（2-）　（10
魯迅 Lǔ Xùn（1（（1-1（（（）　（01

M

馬建忠 Mǎ Jiànzhōng（1（（（-1（00）　（01
前田正名 Maeda Masana（1（（0-1（21）　（（（
マイ・チュン・トゥ Mai Trung Thứ（1（0（-1（（0）　

（（（, （（（, （（1-（（（
マラルメ、ステファヌ Stéphane Mallarmé
（1（（2-1（（（）　（（（

丸谷和史 Maruya Kazushi（1（（（-）　（（2



viii

（1（（1-1（0（）　（11
ル・コルビュジエ Le Corbusier（1（（（-1（（（）　

（（（, （（2-（01

D

ダ・ガマ、バスコ Vasco da Gama（1（（0-1（2（）　
（11

ダムロッシュ、デイヴィッド David Damrosch
（1（（（-）　（（（, （（0

ドゥルーズ、ジル Gilles Deleuze（1（2（-1（（（）　
（20, （2（, （2（, （（0

デリダ、ジャック Jacques Derrida（1（（0-200（）　
vii, 210

デューイ、ジョン John Dewey（1（（（-1（（2）　（02
道安 Dôan　（（（
デュシャン、マルセル Marcel Duchamp
（1（（（-1（（（）　2（（

デュピュイ、クリスチャン Christian Dupuy
（1（（0-）　（1（

デュラン、ロドルフ Rodolphe Durand　2（（

E

エリオット、Ｔ．Ｓ．Thomas Stearns Eliot
（1（（（-1（（（）　（2（, （（2, （（（, （（（, （（1

F

ファルクヴィンゲ、リック Rick Falkvinge
（1（（2-）　（（

範文蘭 Fàn Wénlán（1（（（-1（（（）　（00
フィッセル、ファン・オーフルメール J. F. Van 

Overmeer Fisscher（1（00-1（（（）　1（2-1（（
フーコー、ミシェル Michel Foucault（1（2（-1（（（）　

（（（, （（0
フランクリン、ジョン John Franklin Genung
（1（（0-1（1（）　（0（

フロイト、ジークムント Sigmund Freud
（1（（（-1（（（）　（（（, （（1

フロイス、ルイス Luis Fróis（1（（2-1（（（）　（1（, 
（1（, （2（, （2（

フロム、エーリヒ Erich Seligmann Fromm（1（00-
1（（0）　（（（

藤田嗣治 Foujita Tsuguharu/Léonard Foujita
（1（（（-1（（（）　2（（-2（（

二葉亭四迷 Futabatei Shimei（1（（（-1（0（）　（（（

G

ゴーガン、ポール Paul Gauguin（1（（（-1（0（）　
（10

玄葉光一郎 Genba Kôichirô（1（（（-）　102-10（
ジェンティーリ Alberico Gentili（1（（2-1（0（）　

（（（, （（（
ゲレデ、ヒュスレブ Hüsrev Gerede（1（（（-1（（2）　

（（（, （（（
グレオン男爵 Baron Delort de Gleon（1（（（-1（（（）　

（（（
グルドン、アンリ Henri Gourdon（1（（（-1（（（）　

（（（
グロティウス、フーゴー Hugo de Groot /Hugo 

Grotius（1（（（-1（（（）　（, （, （1（, （（（-（（（, （（（

H

ハディド、ザハ Zaha Hadid（1（（0-201（）　（（（, 
（（（

浜松歌国 Hamamatsu Utakuni（1（（（-1（2（）　1（（
長谷川左兵衛 Hasegawa Sahyôe（1（（（-1（1（）　

（（（, （（0
アンリ４世 Henri IV（1（（2-1（10）　（10
ヘリゲル、オイゲン Eugen Herrigel（1（（（-1（（（）　

1（（, 1（（
平賀源内 Hiraga Gennai（1（2（-1（（0）　1（（, 1（（
北条時房 Hôjô Tokifusa（11（（-12（0）　（（（
北条泰時 Hôjô Yasutoki（11（（-12（2）　（（（
本多正純 Honda Masazumi（1（（（-1（（（）　（（（, 

（（（, （（（, （（1, （（（
本多静六 Honda Seiroku（1（（（-1（（2）　111
洪磊 Hóng Lěi（1（（0-）　2（1
堀江貴文 Horie Takafumi（1（（2-）　（2, （（-（1, 

111, （1（
胡適 Hú Shì（1（（1-1（（2）　（01
黄永砯 Huáng Yǒng Pīng（1（（（-）　2（（

I

イブラヒム、アブデュルレシト Abdürreşit 
Ibrahim（1（（（-1（（（）　（（0

市川崑 Ichikawa Kon（1（1（-200（）　（21
五十嵐力 Igarashi Chikara（1（（（-1（（（）　（（（
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vii

A

アダムス、ウィリアム William Adams（1（（（-
1（20）　（（1, （（（, （（（, （（（

艾未未 Ài Wèiwèi（1（（（-）　2（（
赤瀬川原平 Akasegawa Genpei（1（（（-201（）　

2（（, 2（（
アレクサンダー大王 Alexander the Great（（（（ B.

C.-（2（ B.C.）　（0（
アクィナス、トマス Thomas Aquinas（122（?-

12（（）　（（（, （（（
荒川豊蔵 Arakawa Toyozô（1（（（-1（（（）　1（（, 

1（（
アリストテレス Aristotle（（（（ B.C.-（22 B.C.）　

（（（, （（（, （（（, （（（
アタチュルク、ケマル Kemal Atatürk（1（（1-

1（（（）　（（（
アウグスティヌス Aurelius Augustinus（（（（-（（0）　

（（（, （（0, （（1
阿波研造 Awa Kenzô（1（（0-1（（（）　1（（

B

ベイン、アレクサンダー Alexander Bain
（1（1（-1（0（）　（（（

バラゲー、ヴィクトール Victor Balaguer
（1（2（-1（01）　2（（

バードン、ジェフリー Geoffrey Robert Bardon
（1（（0-200（）　（（（

バレージュ、ブリジット Brigitte Barèges（1（（（-）　
（10

バーナム、フィニアス・テイラー Phineas Talor 
Barnum（1（10-1（（1）　1（（-1（1

バルト、ロラン Roland Barthes（1（1（-1（（0）　x
バタイユ、ジョルジュ Georges Bataille（1（（（-

1（（2）　（21

ボードリヤール、ジャン Jean Baudrillard
（1（2（-200（）　20（, 22（, 2（2

バイヤール、ピエール Pierre Bayard（1（（（-）　
（2（-（2（, （（（, （（（

ベルティング、ハンス Hans Belting（1（（（-）　
20（, 20（

ベンヤミン、ヴァルター Walter Benjamin
（1（（2-1（（0）　12（, 12（, 12（, （00

ベルクソン、アンリ Henri Bergson（1（（（-1（（1）　
（2（, （2（, （2（, （（（-（（（

バーバ、ホミ Homi K. Bhabha（1（（（-）　ⅺ , （00, 
（0（

ブレア、ヒュー Hugh Blair（1（1（-1（00）　（（0
ブロンホフ、ヤン・コック Jan Cock Blomhoff
（1（（（-1（（（）　1（（-1（（

バロウズ、ウィリアム・Ｓ William Seward 
Burroughs（1（1（-1（（（）　2（1, 2（（

C

蔡國強 Cài Gúo-Qiáng（1（（（-）　2（（
カロン、フランソワ François Caron（1（00-1（（（）　

（2（
シャバル・デュシュルジュ、ピエール Pierre 

Chabal-Dussurgey（1（1（-1（02）　（（1, （（2, （（（
チェンバース兄弟 William Chambers /Robert 

Chambers（1（00-1（（（/1（02-1（（1）　（（（
陳独秀 Chén Dúxiù（1（（（-1（（2）　（00
陳望道 Chén Wàngdào（1（（1-1（（（）　（01, （0（
千葉泰樹 Chiba Yasuki（1（10-1（（（）　（1（
キケロー Marcus Tullius Cicero（10（ B.C.-（（ B.

C.）　（（（, （（0, （（2, （0（
クラーク、ジョン・スコット John Scott Clark
（1（（（-1（11）　（0（

クローデル、ポール Paul Claudel（1（（（-1（（（）　x
コロン、クリストーヴァル Christóbal Colón

人 名 索 引

論文・コラム本文に記載の人名のうち、執筆者による指定のあったものを中心に配列した。注、
表の人名は紙幅の都合で割愛した。中国・韓国を含め、外国人名には、原稿のアルファベッ
ト表記を可能な範囲で付した。生没年については、探索が及ばなかった場合は空白とした。
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三 原 芳 秋　MIHARA Yoshiaki
1（（（年生．コーネル大学 Ph.D.（英文学：201（）．一橋大学大学院言語社会研究科准教授．
Reading T. S. Eliot Reading Spinoza (Ph.D. dissertation (Cornell University), 201（)，「Metoikosたち
の帝国 ─ T. S. エリオット、西田幾多郎、崔載瑞」（『社会科学』（0巻 （ 号，2011年），「崔載瑞の 
Order」（『사이間ＳＡＩ』 （ 号，200（年）．

申 　 昌 浩　SIN Chang Ho
1（（（年生．総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻修了（2000）．学術博士．京都精華大
学人文学部人文学研究科教授．

「房（バン）文化の系譜」（『都市歴史博覧』笠間書院，2011年），「整形美人と新儒教精神」（『性欲の研究』
平凡社，201（年），「宮城道雄の庶民的ナショナリズム」（『大衆文化とナショナリズム』森話社，201（
年）．

千 葉 　 慶　CHIBA Kei
1（（（年生．千葉大学大学院博士後期課程修了（日本近代美術史：200（）．文学博士．千葉大学・明治大
学・和光大学ほか非常勤講師．

『アマテラスと天皇─〈政治シンボル〉の近代史』（吉川弘文館，2011年），『ひとはなぜ乳房を求めるの
か─危機の時代のジェンダー表象』（共著：青弓社，2011年），『日活1（（1-1（（（』（編著：ワイズ出版，
201（年）．

大 橋 良 介　OHASHI Ryosuke
1（（（年生．ミュンヘン大学博士課程（哲学）．日独文化研究所所長．
Die "Phänomenologie des Geistes" als Sinneslehre, （Alber 社，200（年），Schnittpunkte Ⅰ, Ⅱ,

（Traugott社，201（年），Kire. Das Schöne in Japan. 2 .Auflage, （Fink社，201（年）．

中 村 和 恵　NAKAMURA Kazue
1（（（年生．東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化専攻博士課程中退（1（（（）．明治大学法学
部教授・同大学院教養デザイン研究科教授．

『日本語に生まれて』（岩波書店，201（年），『地上の飯』（平凡社，2012年），『世界中のアフリカへ行こう
─「旅する文化」のガイドブック』（共編著：岩波書店，200（年）．

鵜 戸 　 聡　UDO Satoshi
1（（1年生．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士後期課程修了．博士（学術）．鹿児島
大学法文教育学域法文学系准教授．

「ラビーア・ムルーエとレバノンの舞台芸術」（『シリア・レバノンを知るための（（章』明石書店，201（
年），「小さな文学にとって〈世界文学〉は必要か？」（『文学』第1（巻第 （ 号，岩波書店，201（年），
« Présence maghrébine au Japon: Contextes historiques de traduction et d'interprétation », 
Expressions maghrébines, 1（-1, Tulane University, New Orleans, 201（, été, pp. 1（（-1（（. 

大 西 宏 志　ONISHI Hiroshi
1（（（年生．京都芸術短期大学専攻科映像コース卒業．準学士（映像：1（（（）．京都造形芸術大学教授，国
際アニメーションフィルム協会日本支部理事，モノ学・感覚価値研究会アート分科会幹事．

「アニメーションを作るワザ・教えるワザ」（『モノ学の冒険』創元社，200（年），『物気色』（共著：美学
出版，2010年）．
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二 村 淳 子　NIMURA Junko
1（（0年生．東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化博士課程満期退学．鹿児島大学講師．

『クスクスの謎』（平凡社新書，201（），「ファム・クインと岡倉覚三の「ルネサンス」：東アジアにおけ
る「古典」の創出と近代化」（『比較文学』，日本比較文学会，201（年），「パリ仏越派のアオザイ美人像：
20世紀ベトナム絵画への一考察」（『超域文化科学紀要』，東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学
専攻，2012年）．

ヘレナ・チャプコヴァー　Helena CAPKOVA
1（（1年生．ロンドン芸術大学TrAIN研究センター修了．博士（文学）．早稲田大学国際教養学部助教．
“Transnational Networkers - Iwao and Michiko Yamawaki and the Formation of Japanese 
Modernist Design” (Oxford Journal of Design History, Vol. 2（ No. （ ,201（),「《のんびり貝》─チェコ
スロヴァキア及び日本のシュルレアリスム美術の越境的探索」（『立教大学比較文明学専攻紀要』，201（
年），Bedřich Feuerstein – Cesta do nejvýtvarnější země světa (Architect Bedřich Feuerstein – A Journey 
to Japan) (Aula and KANT publishers, 201（).

江 口 久 美　EGUCHI Kumi
1（（（年生．東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了（2011）．九州大学持続可能な社会
のための決断科学センター助教．

『パリの歴史的建造物保全』（中央公論美術出版，201（年）．Vocabulaire de la spatialité japonaise（日本
の生活空間）（共著：CNRS Edition, 201（年），『震災とヒューマニズム』（共著：明石書店，201（年）．

山崎佳代子　YAMASAKI Kayoko
1（（（年生．ベオグラード大学文学部博士号取得（日本学・比較文学：200（）．国際日本文化研究センター
外国人研究員，ベオグラード大学文学部教授．

『ベオグラード日誌』（書肆山田，201（年），『日本語が文学と出会うとき』（編著：ベオグラード大学文学
部，201（年），詩集『みをはやみ』（書肆山田，2010年）．

李 　 建 志　LEE Kenji
1（（（年生．東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化専攻博士課程満期退学（2000）．関西学院
大学社会学部教授．

『朝鮮近代文学とナショナリズム─「抵抗のナショナリズム」批判』（作品社，200（年），『日韓ナショ
ナリズムの解体─「複数のアイデンティティ」を生きる思想』（筑摩書房，200（年），『松田優作と七
人の作家たち─「探偵物語」のミステリ』（弦書房，2011年）．

今 泉 宜 子　IMAIZUMI Yoshiko
1（（0年生．ロンドン大学SOAS博士課程修了．博士（学術）．明治神宮国際神道文化研究所主任研究員．

『明治神宮─「伝統」を創った大プロジェクト』（新潮社，201（年），Sacred Space in the Modern City: 
The Fractured Pasts of Meiji Shrine, 1912-1958 （Brill, 201（），『明治神宮以前・以後─近代神社を
めぐる環境形成の構造転換』（共編著：鹿島出版会，201（年）．

春 藤 献 一　SHUNTO Ken’ichi
1（（（年生．総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程在学中．

テレングト・アイトル　TELENGUT Aitor
1（（（年生．東京大学大学院博士課程修了．東京大学博士号取得（1（（（）．北海学園大学教授．

『三島文学の原型─始原・根茎隠喩・構造』（日本図書センター，2002年），『詩的狂気の想像力と海の
系譜─西洋から東洋へ、その伝播、受容と変容』（現代図書，201（年），「概念としての文学─起源
における東西詩学の伝統の相違をめぐって」（『年報　新人文学』第 （ 号，北海学園大学大学院文学研究
科，200（年）．



iv

小川さやか　OGAWA Sayaka
1（（（年生．京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科指導認定退学（200（）．博士（地域研究）．立
命館大学大学院先端総合学術研究科・准教授．

『都市を生きぬくための狡知─タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』（世界思想社，2011年），『「そ
の日暮らし」の人類学─もう一つの資本主義経済』（光文社新書，201（年）．

山 内 　 進　YAMAUCHI Susumu
1（（（年生．一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学（1（（（）．法学博士（一橋大学）．一橋大学
名誉教授．

『掠奪の法観念史─中・近世ヨーロッパの人・戦争・法』（東京大学出版会，1（（（年），『北の十字軍
─「ヨーロッパ」の北方拡大』（講談社学術文庫，2011年），『文明は暴力を超えられるか』（筑摩書房，
2012年）．

フレデリック・クレインス　Frederik CRYNS
1（（0年生．京都大学人間・環境学研究科博士課程修了（200（）．人間・環境学博士（京都大学）．国際日
本文化研究センター研究部准教授．

『日蘭関係史をよみとく─（下巻）運ばれる情報と物』（編著，臨川書店，201（年），『十七世紀のオラン
ダ人が見た日本』（臨川書店，2010年），『江戸時代における機械論的身体観の受容』（臨川書店，200（年）．

榎 本 　 渉　ENOMOTO Wataru
1（（（年生．東京大学大学院人文社会系研究科単位修得退学（200（）．博士（文学：200（）．国際日本文化
研究センター准教授．

『東アジア海域と日中交流─九～一四世紀』（吉川弘文館，200（年），『僧侶と海商たちの東シナ海』（講
談社選書メチエ，2010年），『南宋・元代日中渡航僧伝記集成　附　江戸時代における僧伝集積過程の
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