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　「
国
体
論
」
研
究
の
視
角

　
　
　
　
　
　
　
　

︱
︱
昆
野
伸
幸
『
近
代
日
本
の
国
体
論   〈
皇
国
史
観
〉
再
考
』

萩　

原　
　
　

稔　
　

　
　
　
　
　

一

　

近
年
、
日
本
思
想
史
の
分
野
で
は
、
戦
前
の
国
家
主
義
思
想
家
の
著
書
の
復
刻
、
そ
し
て
国
家
主
義
思
想
に
対
す
る
研
究
が
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
る（

１
）。
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、
戦
後
の
学
界
に
お
い
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
き
た
国
家
主
義
思
想
の
多
様
性
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
そ
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
と
り
あ
げ
る
昆
野
伸
幸
『
近
代
日
本
の
国

体
論　
〈
皇
国
史
観
〉
再
考
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）
も
、
戦
前
に
お
け
る
民
間
右
翼
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
大
川

周
明
、
さ
ら
に
し
ば
し
ば
「
皇
国
史
観
」
の
代
表
者
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
歴
史
学
者
の
平
泉
澄
と
い
う
、
二
人
の
戦
前
日
本
の
国
家

主
義
者
の
「
国
体
論
」
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
近
年
の
国
家
主
義
研
究
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
「
国
体
論
」
は
、「
日
本
の
独
自
性
を
万
世
一
系
の
皇
統
に
求
め
、
い
わ
ゆ
る
天
壌
無
窮
の
神
勅
に
代
表
さ
れ
る
神
代
の
伝
統
と
、

歴
史
を
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
国
民
の
天
皇
に
対
す
る
忠
と
が
そ
の
国
体
を
支
え
て
き
た
と
強
調
す
る
議
論
」（
五
頁
、
以
下
本
書
か
ら
の

引
用
の
際
は
本
文
中
に
頁
を
記
す
）
と
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
昆
野
氏
は
「
国
体
論
」
を
唱
え
た
人
々
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な

立
場
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
体
論
」
が
戦
前
を
通
じ
て
「
無
前
提
に
変
化
の
な
い
非
合
理
的
な
存
在

書
評



164

と
見
な
す
こ
と
は
妥
当
な
の
か
ど
う
か
を
問
い
直
す
」（
一
二
頁
）
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
戦
前
の
日
本
に
お

い
て
、「
皇
国
史
観
」
と
い
う
歴
史
観
の
下
に
非
合
理
的
な
「
国
体
論
」
が
鼓
吹
さ
れ
た
と
い
う
見
方
を
排
す
る（

２
）。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
の
も
と
、「
国
体
論
」
の
多
様
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
中
に
存
在
し
た
「
相
剋
」
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
本
書
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
十
年
代
に
見
ら
れ
た
「
明
治
期
以
来
の
伝
統
的
国
体
論
と
昭
和
期
に
再
編
さ
れ
た
新

し
い
国
体
論
の
対
抗
関
係
」（
一
五
頁
）
で
あ
る
。
昆
野
氏
は
日
中
戦
争
・
日
米
戦
争
を
通
じ
て
、
国
民
が
主
体
的
に
国
家
に
協
力
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
総
力
戦
体
制
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
こ
の
時
期
に
、「
国
体
論
」
を
い
か
に
し
て
有
効
に
機
能
さ
せ

て
い
く
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
新
旧
の
「
国
体
論
」
の
「
相
剋
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
る
。
そ
の
実
像
に
迫
る
と

い
う
の
が
本
書
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

　

構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、本
書
は
独
立
し
た
論
文
を
並
立
し
て
収
録
し
て
い
る
た
め
、大
川
や
平
泉
、そ
し
て
伝
統
的
な
「
国

体
論
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
が
統
一
的
に
把
握
し
に
く
い
憾
み
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
次
節
で
は
下
記
の
構
成
に
と
ら
わ
れ
ず
、
昆
野

氏
が
と
り
あ
げ
た
「
国
体
論
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
推
移
に
つ
い
て
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

序
論　

国
体
論
研
究
の
視
角

第
一
部　

国
体
論
の
胎
動

　

第
一
章　

大
川
周
明
『
列
聖
伝
』
考

　

第
二
章　

平
泉
史
学
と
人
類
学

　

第
三
章　

平
泉
澄
の
中
世
史
研
究

第
二
部　

国
体
論
の
対
立
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第
一
章　

平
泉
澄
の
「
日
本
人
」
観

　

第
二
章　

大
川
周
明
の
日
本
歴
史
観

　

第
三
章　

大
川
周
明
『
日
本
二
千
五
百
年
史
』
不
敬
書
事
件
再
考

第
三
部　

国
体
論
の
行
方

　

第
一
章　
「
皇
国
史
観
」
の
相
剋

　

第
二
章　

大
川
周
明
の
ア
ジ
ア
観

　

第
三
章　

三
井
甲
之
の
戦
後

結
論　

国
体
論
の
帰
結

　　
　
　
　
　

二

　
『
憲
法
義
解
』
や
教
育
勅
語
に
み
ら
れ
る
明
治
以
降
の
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
は
、「
万
世
一
系
」
の
国
体
が
神
勅
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る

と
と
も
に
、
国
民
（
＝
臣
民
）
の
天
皇
・
日
本
国
家
に
対
す
る
「
自
然
な
」
忠
義
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
主
張
と
し
て

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
論
理
は
、
異
民
族
の
同
化
を
目
指
す
上
で
は
論
理
的
矛
盾
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
よ
っ
て
、
台
湾
・
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
と
し
て
領
有
し
た
後
の
時
期
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
「
国
体
論
」
を
時
代
的
要
請
に
合
致

さ
せ
て
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
小
熊
英
二
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
』（
新
曜
社
、
一
九
九
五
年
）
な

ど
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
民
族
が
古
来
よ
り
多
数
の
異
民
族
が
混
合
し
て
形
成
さ
れ
た
と
す
る
「
混
合
民
族
論
」
な
ど
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
民
族
帝
国
へ
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
域
内
の
人
々
を
完
全
に
統
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合
し
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
は
あ
く
ま
で
国
民
の
「
自
然
な
」
忠
義
心
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
現
実
の
社
会
を
動
か
す
と
い
う
発

想
に
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
や
社
会
主
義
思
想
の
広
が
り
を
許
し
た
と
し
て
、
伝
統

的
な
「
国
体
論
」
の
あ
り
方
に
疑
念
を
持
つ
者
も
あ
ら
わ
れ
た
。
本
書
で
は
、
大
川
周
明
と
平
泉
澄
を
こ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
と
り
あ

げ
て
い
る
。

　

ま
ず
、大
川
の
議
論
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
昆
野
氏
は
大
川
が『
列
聖
伝
』（
一
九
一
三
年
）か
ら『
日
本
二
千
六
百
年
史
』（
一
九
三
九

年
）
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
た
歴
史
観
を
有
し
て
い
る
と
す
る
。『
列
聖
伝
』
は
、
神
武
天
皇
か
ら
明
治
天
皇
に
至
る
ま
で
の
歴
代
天
皇

の
伝
記
で
あ
る
が
、
一
応
の
完
成
を
見
た
も
の
の
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
第
一
部
第
一
章
）。『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
は
、

五
〇
万
部
以
上
も
売
れ
る
一
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
「
不
敬
」
に
あ
た
る
内
容
が
あ
る
と
し
て
攻

撃
を
受
け
、
北
条
氏
・
足
利
氏
に
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
箇
所
、
日
露
戦
争
後
の
社
会
不
安
に
言
及
し
た
箇
所
な
ど
が
削
除
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（
第
二
部
第
三
章
）。

　

こ
の
二
冊
を
は
じ
め
、
そ
の
間
に
執
筆
し
た
複
数
の
歴
史
書
に
共
通
す
る
大
川
の
歴
史
観
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
①
大
川
が
神
代
と
歴
史
と
を
区
別
し
、「
歴
代
天
皇
は
、
と
り
あ
え
ず
神
話
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
あ
く
ま
で
『
歴
史
』
の
領
域

に
お
い
て
国
民
の
宗
教
的
対
象
、『
日
本
国
民
と
云
ふ
共
同
生
活
の
中
心
』
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
」（
四
六
頁
）
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、

非
合
理
的
な
天
皇
主
義
や
日
本
主
義
を
極
力
排
し
て
い
る
こ
と
。
②
そ
の
日
本
の
歴
史
の
な
か
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
＝
「
国
民
共
有

の
伝
統
」
の
一
貫
性
を
把
握
し
、
そ
れ
を
護
持
す
る
存
在
と
し
て
の
天
皇
を
賞
揚
し
て
い
る
こ
と
。
③
日
本
の
歴
史
は
そ
の
時
々
の
流
れ

に
応
じ
つ
つ
、
真
に
「
君
臣
一
体
」
を
目
指
す
と
い
う
意
味
で
不
断
の
「
革
命
」
の
歴
史
で
あ
り
、
源
頼
朝
な
ど
武
家
に
よ
る
体
制
変
革

も
、
そ
の
時
流
の
「
必
要
」
に
応
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
革
命
」
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
歴
史
観
の
も
と
、
大
川
は
天
皇
を
中
核
と
し
つ
つ
、
国
民
が
主
体
性
を
持
っ
て
「
国
家
改
造
」
へ
と
踏
み
出
す
と
い
う
主
張
を
、

日
本
の
伝
統
に
即
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
大
川
の
「
ア
ジ
ア
」
論
の
問
題
性
が
彼
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
も
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
川
は
「
日
本
精

神
」
が
不
断
に
外
来
思
想
に
「
方
向
を
与
へ
る
」
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
他
の
ア
ジ

ア
諸
地
域
に
対
す
る
日
本
の
優
越
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
（
第
二
部
第
二
章
、
第
三
部
第
二
章
）。
実
際
に
、
大
川
の
日
記
に
は
、「
支

那
人
朝
鮮
人
印
度
人
安
南
人
爪
哇
人
等
」
を
「
道
徳
的
に
低
度
の
国
民
で
あ
る
か
ら
亡
国
の
民
に
な
っ
た
」
と
断
じ
、
こ
れ
を
「
丁
度
家

畜
を
馴
ら
す
と
同
様
に
、
情
と
力
で
手
な
づ
け
る
外
に
良
策
が
な
い
や
う
だ
」
と
述
べ
る
件
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
大
川
は
「
日
本
人
の

中
に
も
彼
ら
と
択
ば
ぬ
の
が
相
当
に
多
い
」
と
は
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
が
日
本
人
の
道
徳
性
の
優
位
を
信
じ
て
疑
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る（

３
）。

　

続
い
て
、
平
泉
の
議
論
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
平
泉
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
皇
国
史
観
」
を
鼓
吹
し
た
歴
史
学
者
の
代
表
的
な
存

在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
昆
野
氏
は
、
平
泉
の
歴
史
学
が
あ
く
ま
で
「
建
国
創
業
」
以
後
の
「
歴
史
」
を
分

析
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、「
決
し
て
記
紀
神
話
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
い
」（
六
七
頁
）
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
わ

ゆ
る
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
論
理
を
有
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（
第
一
部
第
二
章
）。
ま
た
、平
泉
は
「
革
命
」

に
よ
っ
て
国
家
の
歴
史
が
消
滅
す
る
と
い
う
観
点
に
基
づ
き
、
日
本
に
は
「
革
命
」
が
存
在
せ
ず
、
建
国
の
精
神
が
一
貫
し
て
継
続
し
て

い
る
と
い
う
点
に
日
本
の
歴
史
の
特
質
を
見
い
出
し
て
い
た
。
か
く
し
て
平
泉
は
記
紀
神
話
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
自
国
の
歴
史
の
独
自

性
・
優
越
性
を
説
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
「
中
世
」
史
の
研
究
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
平
泉
は
、
中
世
を
「
暗
黒
時
代
」
と
し
て
把
握
し
つ
つ

も
、
そ
の
中
で
多
く
の
武
士
や
北
畠
親
房
な
ど
、「
大
和
魂
に
み
が
き
を
か
け
た
人
」
＝
「
英
雄
」
が
活
躍
し
た
時
代
と
い
う
観
点
も
提
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示
し
て
い
る
（
第
一
部
第
三
章
）。
す
な
わ
ち
平
泉
は
、「
大
和
魂
」
が
「
自
然
に
」
日
本
人
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に

「
み
が
き
を
か
け
」
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
至
っ
て
、
平
泉
は
「
万
世
一
系
」
の
皇
統
の
連
綿
性
を
賛
美
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
支
え
る
に
は
臣
民
の
「
不
断
の
努
力
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
平
泉
は
「
国
体
」
や
「
歴

史
」
か
ら
乖
離
し
た
「
偽
の
日
本
人
」
を
排
し
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
「
真
の
日
本
人
」
の
育
成
を
意
識
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
平
泉
の
描
く
「
日
本
人
」
は
、「
幾
千
年
の
歴
史
」
を
共
有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
、
植
民
地
の
住
民
を
想
定
し
て
い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
「
真
の
日
本
人
」
の
育
成
は
精
神
的
な
修
練
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
大
川
の
目
指
す
よ
う
な
「
国
家
改
造
」
な
ど
は
、
必
ず
し
も
「
万
世
一
系
」
の
翼
賛
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
と
し
て
否
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
平
泉
の
求
め
る
国
民
の
「
主
体
性
」
は
、「
国
体
」
を
脅
か
す
危
機
に
際
し
て
自
己
犠
牲
も
厭
わ
な
い
、
と
い

う
側
面
に
の
み
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
第
二
部
第
一
章
）。

　

こ
の
よ
う
な
国
民
の
主
体
性
を
一
定
程
度
尊
重
し
、
か
つ
神
代
を
必
ず
し
も
重
視
し
て
い
な
い
大
川
や
平
泉
の
姿
勢
は
、
教
育
勅
語
か

ら『
国
体
の
本
義
』へ
と
至
る
、自
然
な
忠
義
心
の
強
調
・
国
民
の
主
体
性
の
否
定
と
い
う
伝
統
的
な「
国
体
論
」の
立
場
と
は
一
致
し
な
い
。

大
川
の
『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
を
め
ぐ
る
論
争
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
第
二
部
第
三
章
）。
大
川
に
激
し
い
批

判
を
浴
び
せ
か
け
た
の
は
、
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
の
立
場
を
と
る
「
原
理
日
本
社
」
の
面
々
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、『
日
本
二
千
六
百

年
史
』
に
関
し
て
は
、「
国
家
改
造
」
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
平
泉
流
の
新
し
い
「
国
体
論
」
の
立
場
か
ら
も
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
た
。

よ
っ
て
こ
の
論
争
は
、
大
川
・
平
泉
・
文
部
省
／
原
理
日
本
社
と
い
う
多
様
な
「
国
体
論
」
の
「
相
剋
」
を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

４
）。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
昆
野
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
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「
昭
和
十
年
代
、
総
力
戦
体
制
の
構
築
が
目
指
さ
れ
る
中
で
従
来
の
伝
統
的
国
体
論
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
限
界
が
露
呈
さ
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
綻
び
を
突
く
形
で
新
し
い
国
体
論
が
現
れ
、
国
体
論
は
時
代
に
応
じ
て
自
己
変
革
を
試
み
る
。
…
…
非
合
理
的
な
要
素
の

強
い
伝
統
的
国
体
論
に
対
し
、
新
し
い
国
体
論
は
悉
く
反
駁
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
神
代
に
天
皇
統
治
の
正
当
性
根
拠
を
置
か
ず
、

歴
史
的
時
代
に
実
践
の
根
拠
を
求
め
、
意
志
的
『
日
本
人
』
観
を
打
ち
出
し
た
点
で
、
伝
統
的
国
体
論
と
は
断
絶
し
、
あ
く
ま
で
相

対
的
に
で
は
あ
れ
合
理
的
な
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。『
神
代
か
ら
中
世
へ
』
と
い
う
時
代
思
潮
の
転
換
を
背
景
に
し
た
こ
の
新

し
い
国
体
論
の
登
場
を
以
て
、
昭
和
十
年
代
の
〈
皇
国
史
観
〉
は
、
明
治
期
や
前
近
代
に
お
け
る
『
皇
国
』
意
識
の
強
い
歴
史
観
一

般
と
質
的
に
異
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
国
体
論
の
出
現
を
受
け
て
、
伝
統
的
国
体
論
は
ま
す
ま
す
神
話
・
神
勅
の

権
威
へ
と
傾
き
、
そ
の
内
容
を
一
層
非
合
理
的
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
」（
三
一
五
〜
三
一
六
頁
）。

　　
　
　
　
　

三

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
整
理
し
て
き
た
が
、
ま
ず
評
価
す
べ
き
は
、「
国
体
論
」
あ
る
い
は
「
皇
国
史
観
」
と
い
う
表
現
で
一
括
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
人
々
の
議
論
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
総
力
戦
体
制
を
構
築
す
る
上
で
、
国
民
の
主
体
性
こ
そ

が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
大
川
や
平
泉
の
「
国
体
論
」
は
、伝
統
的
な
「
国
体
論
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
、伝
統
的
な
「
国

体
論
」
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
攻
撃
や
批
判
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
議
論
は
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
有
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
説
得
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
彼
ら
の
「
国
体
論
」
が
、「
植
民
地
帝
国
」
あ
る
い
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
い
う
時
代
的
な
状
況
の
も
と
に
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
「
ア
ジ
ア
」
を
置
き
去
り
に
し
た
論
理
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
の
問
題
性
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
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し
て
い
る
こ
と
も
目
を
引
く
。
昆
野
氏
と
同
じ
く
、
近
代
日
本
の
国
家
主
義
思
想
を
研
究
す
る
評
者
に
と
っ
て
、
本
書
か
ら
大
き
な
示
唆

を
受
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

他
方
、
残
さ
れ
た
課
題
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
大
川
・
平
泉
の
「
国
体
論
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
伝

統
的
な
「
国
体
論
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
新
し
い
「
国
体
論
」
の
登
場
が
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
の
綻
び
を
突
く
形
で
「
昭
和
十
年
代
」
に
あ
ら
わ
れ
た

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、『
国
体
の
本
義
』
の
よ
う
な
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
大
川
の
『
日
本

二
千
六
百
年
史
』、
あ
る
い
は
平
泉
史
学
の
影
響
力
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
広
い
範
囲
で
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
大
川
や
平
泉
に
よ
る
新
た
な
「
国
体
論
」
の
構
築
は
す
で
に
大
正
期
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
本
書
で
も
、
伝
統
的
な
「
国
体

論
」
が
大
正
期
に
影
響
力
を
弱
め
て
い
き
、
再
編
成
・
再
解
釈
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
二
三
〜
一
二
八

頁
）。
だ
と
す
れ
ば
、
大
正
期
に
力
を
弱
め
た
は
ず
の
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
が
、
な
ぜ
昭
和
十
年
前
後
に
お
い
て
再
び
力
を
持
ち
え
た

の
か
。
そ
の
間
に
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
の
論
理
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
か
、そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、

不
可
欠
な
作
業
と
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、伝
統
的
な
「
国
体
論
」
と
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、明
治
期
・
大
正
期
・

昭
和
期
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
格
は
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
同
時
代
に
お
い
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
は
多
彩
な
は
ず

で
あ
る
。
昆
野
氏
は
、
文
部
省
内
部
の
伝
統
的
「
国
体
論
」
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
剋
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
（
第
三
部
第
一
章
）、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
状
況
の
中
で
あ
ら
わ
れ
た
ひ
と
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、昭
和
初
期
に
お
い
て
伝
統
的
な
「
国

体
論
」
を
鼓
吹
し
た
原
理
日
本
社
に
つ
い
て
も
、
大
川
の
『
二
千
六
百
年
史
』
批
判
に
関
す
る
箇
所
を
除
け
ば
、
わ
ず
か
に
そ
の
創
設
者

で
あ
る
三
井
甲
之
の
戦
後
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
第
三
部
第
三
章
）。
新
し
い
「
国
体
論
」
の
発
生
を
大
正
期
に
置
く

の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
後
の
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
の
流
れ
を
も
う
少
し
深
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
旧
の
「
国
体
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論
」
の
相
剋
が
、
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

あ
わ
せ
て
、
大
川
や
平
泉
の
説
く
「
新
し
い
国
体
論
」
が
、
神
話
や
神
勅
に
依
拠
す
る
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
に
比
べ
て
合
理
性
を
有

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
を
総
力
戦
体
制
へ
と
動
員
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
論
じ
て
い
る
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ

は
昆
野
氏
自
身
も
本
書
の
末
尾
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
よ
う
に
（
三
二
六
頁
）、
そ
の
「
合
理
性
」
は
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
「
国
体
論
」

と
比
較
し
て
の
相
対
的
な
評
価
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
大
川
や
平
泉
の
議
論
が
「
合
理
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え

に
人
々
を
総
力
戦
体
制
へ
と
動
員
し
え
た
、
と
す
る
主
張
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
む
し
ろ
「
非
合
理
的
」
な
思
想

が
な
ぜ
人
々
を
動
か
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
評
者
自
身
の
自
戒
も

こ
め
て
言
う
な
ら
ば
、
戦
前
の
国
家
主
義
者
を
検
討
す
る
際
に
は
、
彼
ら
の
思
想
に
合
理
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

な
ぜ
同
時
代
に
影
響
力
を
持
っ
た
の
か
を
よ
り
深
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
他
の
書
評
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
「『
合
理
性
』
や
『
主
体
性
』
を
基
準
と
し
て
思
想
を
測
定
す
る
『
近
代
主
義
』
的
な
フ
レ
ー
ム
そ
の
も
の

の
再
検
討
」
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
「
非
合
理
的
」
な
言
説
の
持
つ
意
味
を
あ
ら
た
め
て
受
け
止

め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る（

５
）。
戦
前
の
国
家
主
義
的
な
歴
史
観
を
「
非
合
理
的
」
と
し
て
全
否
定
す
る
議
論
に
対
し
、
そ
う
で
な

い
議
論
も
存
在
す
る
、
と
い
う
形
で
反
論
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
深
い
思
想
的
検
討
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
、
合
理
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
大
川
や
平
泉
が
唱
え
て
い
た
「
国
体
論
」
は
、
国
民
の
自
由
な
議
論
を
抑
圧
す
る
方

向
に
働
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
と
え
ば
平
泉
の
「
国
体
論
」
が
、
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
に
比
べ
て
国
民
の
主
体
性
を
重
視
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
万
邦
無
比
の
「
国
体
」
を
支
え
る
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
抑

圧
的
な
歴
史
観
が
蔓
延
し
た
と
い
う
実
体
験
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
歴
史
観
を
一
括
し
て
批
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判
す
る 

〈
皇
国
史
観
〉
の
提
示
が
一
定
の
説
得
性
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
戦
前
の
国
家
主
義
的
な
歴
史
観
の
多
様
性
を
浮
き
彫

り
に
し
た
そ
の
先
に
、
は
た
し
て
い
か
な
る
形
で
「
皇
国
史
観
を
含
む
戦
前
期
歴
史
学
の
総
括
」（
一
三
頁
）（

６
）が
可
能
な
の
か
、
そ
し
て
、

大
川
や
平
泉
の
言
説
と
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
と
の
相
違
点
を
剔
抉
す
る
こ
と
が
、
現
代
に
お
い
て
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
か
、
と
い
う
問
い
に
も
応
答
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
い
は
、
評
者
も
含
め
、
戦
前
の
国
家
主
義
思
想
を
研
究
す
る
人
々
に

も
同
様
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
昆
野
氏
は
直
接
的
に
応
答
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
時
点
で
は
、「
現
代
的
問
題
関
心
を
前
面
に
出
さ
ず
と
も

︱
︱
問
題
意
識
の
保
持
を
否
定
す
る
訳
で
は
な
い
︱
︱
、〈
皇
国
史
観
〉
研
究
の
意
義
は
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」（
一
三
〜
一
四

頁
）
と
い
う
ス
タ
ン
ス
ゆ
え
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
三
井
甲
之
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
第
三
部
第
三
章
、
及
び
結
論
の
「
国
体

論
の
帰
結
」に
お
い
て
戦
後
の
平
泉
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
、現
代
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
き
、注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

原
理
日
本
社
の
創
設
者
と
し
て
、
臣
民
の
主
体
性
を
否
定
す
る
伝
統
的
な
「
国
体
論
」
を
鼓
吹
し
て
い
た
三
井
は
、
戦
後
に
お
い
て
昭
和

天
皇
の
「
御
製
」
の
素
晴
ら
し
さ
を
賞
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
象
徴
天
皇
制
や
民
主
主
義
、
西
側
諸
国
と
の
連
携
を
も
受
け
入
れ
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
無
限
の
肯
定
ゆ
え
に
、か
え
っ
て
三
井
の
唱
え
て
い
た
伝
統
的
な「
国
体
論
」

は
戦
後
に
お
い
て
全
く
影
響
力
を
喪
失
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
平
泉
は
あ
く
ま
で
自
ら
の
「
国
体
論
」
の
合
理
性
を
信
じ
、
天
皇
を
中
核

と
し
た
日
本
の
「
国
体
」
を
護
持
す
る
た
め
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
復
活
を
求
め
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め

に
は
国
民
の
自
覚
と
主
体
的
な
行
動
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
平
泉
は
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
国
民
の
代
表
者
で
あ
る
国
会
議

員
に
対
し
て
、
そ
の
実
行
を
強
く
訴
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
平
泉
の
議
論
は
戦
後
に
お
い
て
も
有
力
者
の
間
で
隠
然
た
る
影
響
力

を
保
持
し
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
国
体
論
」
が
戦
後
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
現
実
へ
の
働
き
か
け
を
可
能
に
す
る
論
理

の
有
無
が
大
き
な
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説
が
な
ぜ
一
定
の
影
響
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力
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
否
定
す
る
の
は
「
戦
後
民
主
主
義
」
で

は
あ
っ
て
も
、「
民
主
主
義
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
国
民
の
主
体
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、そ
の
主
体
性
は
、

あ
く
ま
で
「
国
家
」
的
価
値
の
擁
護
へ
と
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
平
泉
が
国
民
の
主
体
性
を
「
国
体
」
の

護
持
に
の
み
向
け
た
こ
と
と
重
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
書
は
決
し
て
「
現
代
的
問
題
関
心
」
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　　

以
上
、
甚
だ
不
十
分
な
が
ら
、
本
書
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
冒
頭
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
数
年
の

国
家
主
義
思
想
に
関
す
る
研
究
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
本
書
も
含
め
た
研
究
の
蓄
積
が
、「
な
ぜ
戦
前
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
思
想
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
評
者
も
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
と
に
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
注（

１
）
国
家
主
義
者
の
著
書
の
復
刻
の
例
と
し
て
は
、
大
川
周
明
『
頭
山
満
と
近
代
日
本
』（
春
風
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
満
川
亀
太
郎
『
奪
わ
れ
た

る
ア
ジ
ア
』（
書
肆
心
水
、
二
〇
〇
七
年
）、『
北
一
輝
自
筆
修
正
版　

国
体
論
お
よ
び
純
正
社
会
主
義
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、

さ
ら
に
『
蓑
田
胸
喜
全
集
』（
柏
書
房
、二
〇
〇
六
年
）
の
刊
行
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、近
年
に
お
け
る
国
家
主
義
研
究
の
例
と
し
て
は
、竹
内
洋
・

佐
藤
卓
巳
編
『
日
本
主
義
的
教
養
の
時
代
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）、
片
山
杜
秀
『
近
代
日
本
の
右
翼
思
想
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）、

長
谷
川
亮
一
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
』（
現
代
書
館
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）「
皇
国
史
観
」
と
い
う
表
現
は
、
資
料
用
語
と
し
て
は
早
く
と
も
一
九
四
二
年
六
月
前
後
か
ら
文
部
省
の
官
僚
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
始
め
た
も

の
で
あ
り
、
戦
前
・
戦
中
の
右
派
的
な
歴
史
観
を
「
皇
国
史
観
」
と
一
括
し
て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
一
〇
頁
）。
こ
れ
に
関
連

す
る
研
究
と
し
て
、
前
掲
、
長
谷
川
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
』
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
昆
野
氏
は
資
料
用
語
と
し
て
の
「
皇
国
史
観
」
と
、
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戦
前
の
歴
史
観
一
般
を
指
す
際
に
用
い
ら
れ
て
き
た
〈
皇
国
史
観
〉
と
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。

（
３
）
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
八
月
四
日
の
記
述
。『
大
川
周
明
日
記
』（
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

（
４
）
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、本
書
の
ほ
か
、大
塚
健
洋
『
大
川
周
明
と
近
代
日
本
』（
木
鐸
社
、一
九
九
〇
年
）
二
四
一
〜
二
四
七
頁
、松
本
健
一
『
大

川
周
明
』（
作
品
社
、一
九
八
六
年
／
岩
波
現
代
文
庫
、二
〇
〇
四
年
）
第
六
章
「『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
改
訂
の
意
味
」
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）
梅
森
直
之
「
書
評　

昆
野
伸
幸
著
『
近
代
日
本
の
国
体
論
』、
長
谷
川
亮
一
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
』」、『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
〇

号
（
二
〇
〇
八
年
九
月
）
所
収
、
一
九
四
頁
。

（
６
）
こ
れ
は
、
小
路
田
泰
直
「
戦
後
歴
史
学
を
総
括
す
る
た
め
に
」、『
日
本
史
研
究
』
四
五
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
所
収
、
四
頁
か
ら
昆
野
氏

が
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。


