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「
小
同
革
命
と
日
本」
と
い
う
大
き
な
テ
！
？
を
こ
こ
で
指
し
つ
く
す

こ
と
は
あ
ま
り
に
も
凶
縦
で
あ
る。
従っ
て
ニ
こ
で
は
日
本
知
議
人
の

小
国
像
を
中
心
に
問
題
を
巧
え
て
み
た
い。

わ
が
同の
知
ぷ
人・
山中
川
研
究
私引の一
郎
に
似
強
い
傾
向
と
し
て、

対
象へ
の
先
布
的
共
感
が、
と
か
く
科
学
的
必
品川へ
の
ぶ
向
を
削
避
さ

せ
て
き
た
こ
と
は
文
化
大
革
命
に
つ
い
て
の
汗
悩
に
釧
符
で
あっ
た
が、

そ
れ
は
な
に
もい
ま
に
は
じ
まっ
た
こ
と
で
は
な
かっ
た。
こ
う
し
た

こ
と
の
結
決
と
し
て、
し
ば
し
ば
中
凶
に
た
い
す
る
情
勢
分
析
を
終
り、

そ
の
た
び
に
n
己
の
礼
解
を
恋
立
的
に
変
犯
し
て
き
で
い
る
例
は
あ
ま

り
に
も
多い

近い
例
で
は、
「
百
花
斉
放・
．h・米
勺ヘ問」
の
時
期
の
小

間
に
た
い
す
る
評
価
か
ら
は
じ
まっ
て、
反
十相
派
闘
争、
人
民
公
社、

「
L〈
桜
進」
政
策、
中
ソ
必
争
な
ど
の
分
析
と
判
断
に
つ
い
て
も
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
い
え
よ
う
激
励
す
る
小
凶
をフ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は、

そ
れ
だ
け
で
し
な
み
た
い
で
い
の
作
た
で
は
ない
が、
し
か
し、
こ
う

し
た
小
凶
の
激
励
の
た
び
に、
研
究
者の
徒
出
し
た
立
礼
が
め
ま
ぐ
る

し
く
変
わっ
て
い
る
が
例
は、
犯
の
下
作
に
あ
る
資
料
だ
け
を
は
て
も

枚
挙
に
い
と
ま
か
ない
の
で
あ
る
知
必
人
の
条
件
と
し
て、
判
断
力

の
昨聞
か
さ
と
n
己
の
提
起
し
た
比
解へ
の
立
任
が
ま
ず
要
求
さ
れ
る
と

し
た
ら、
こ
れ
ら
の
点
は
知
誠
人
の・巨
体
性
を
請
る
う
え
で
の
大
き
な

前
提
間
制
で
あ
ろ
う。

も
と
よ
り、
こ
れ
ら
知
滋
人
の
多
く
に
とっ
て、
そ
の
山
発
点
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
賊
採
の
立
識
は
尊
m．
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
だ
が、

そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
対
象へ
の
持
跳
と
正
当
化
主
義
に
陥っ
て
い
っ

た
と
き、
そ
れ
は、
一
つ
に
は、
非
科
小
的
認
識
か
ら
く
る
誤っ
た
紡

勢
分
析へ
の
必
然
性
を
砂
く
こ
と
に
よっ
て、
二
つ
に
は、
彼
ら
n
身

が「
同
料
不
明
化
す
る
た
め
に
広
汎
な
説
得
力
を
も
ち
仰
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
に
よっ
て、
ま
さ
に
賄
罪へ
の
反
逆
を
結
決
す
る。

ね
は
こ
こ
で、
な
に
か一
つ
の
世
代
立
織
を、
あ
た
か
も
功
紛
の
メ

ダ
ル
の
よ
う
に
胸
に
ぶ
ら
さ
げ
て
山
己
主
似
し
よ
う
と
は
以
わ
ない
が、

こ
こ
で
の
問
題
を
々
え
る
に
あ
たっ
て、
引払
の
さ
さ
や
か
な
体
験
か
ら、
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三
つ
の
感
必
を
従
山
し
て
お
き
た
い。

一
つ
は、
必
が一
九
六
六
年一
一
川、
初
め
て
小
同
を
み
間
し、
ひ

と
り
広
州
郊
外
の
花
川町
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
り、
そ
こ
の
股
村

の一
戸
に
案
内
さ
れ、
小
問
入
院る
婆
が
寸前
る
日
本
市
の
鉱
山の
例
を
削

き、
院名
披官の
身
体
に
山間
る
そ
の
似いれ
を
日比
た
と
き
の
体
験
に
か
ん
し
て

で
あ
る。
む
と
よ
り、
そ
の
と
き
私
は
民
い
心
に
閉
ざ
さ
れ
た
の
だ
が、

も
し
も
私
よ
リ一
O
代、
二
O
代、
あ
る
い
は
三
O
代
上
の
世
代
の
H

本
の
人
び
と
が
そ
の
場
耐
に
い
た
と
し
た
ら、
そ
の
人
び
と
は
秘
と
は

ど
こ
か
で
大
き
く
述
う
立
織
に
尚
た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う、

な
に
か
い
ら
だ
た
しい
よ
う
な、
ま
た、
訟
は
U
本
人
の
中
間
鋭
に
と

っ
て
決
定
的
な
保
体
験
に
つ
い
に
参
与
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疎
外
感
の
よ
う
な、
一
万
ま
た一
純
の
解
級
感
の
よ
う
な
気
持
に
お

そ
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る。
二
つ
は、
ま
さ
に「
め
ざ
ま
し
い
中
悶」
を
日

惜
し
つ
つ
行っ
た
世
代
に
印刷
す
る
私
は、
こ
の
花
似
の
段
村
に
お
い
て、

よ
く
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の、
川
中
間
に
対
比
し
た
生
活
の
向
上
を
で
は

な
く、
立
外
な
ほ
ど
の
行
凶
を
ま
ず
感
じ
た
こ
と
で
あ
る。
そ
の
第
三

は、
花
以
の
股
村
で
私
が
感
じ
た
気
持
を
中
同
研
究
とい
う
州場
で
お
さ

え
て
み
よ
う
と
思
い、
日
本
へ
刈っ
て
か
%
訓べ
て
み
る
と、
中
凶
研

究
お
な
い
し
は
・中
間
問
題
に
つ
い
て
般
磁
的
に
発
言
し
て
い
る
知
識
人

の
立
外
に
多
く
が、
川
山・・
同
に
生
ま
れ、
あ
る
い
は
育っ
た
り、
そ
こ

で
仕
が
に
つ
い
た
り、
と
も
か
く
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
川
中
川
と
体

験
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
で
あ
る。
こ
の
三
つ
の

はや
必
の
州
立
述
擦
に
つ
い
て
は
弘
の
内
部
で
ま
だ
論
型
化
さ
れ
て
い
な

い。
た
ん
な
る、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い。
だ
が、
す
で
に

述べ
た
よ
う
に、
耐州
罪
の
問
題
が
結
局
は
わ
れ
わ
れaけ
身の
社
会
形
成

へ
の
ぶ
向
と
結
び
つ
くべ
き
で
あ
る
の
な
ら、
わ
が
闘
の
・中
間
研
究
者

や
知
殺
人
の
多
く
は、
ま
ず
小
川
に
向
かっ
て
川
泌
を
川
リ
か
け
る
以

前
に、
新
しい
険
代
に
向
かっ
て
よリ
多
く
品
り
か
け
るべ
き
に
ろ
う

と
こ
ろ
で、
こ
の
よ
う
な
賄
罪
感の
問
題
を
対
象へ
の
作
総
に
お
き

か
え
て
き
た
人
び
と
に
つ
い
て
い
ま
第一
に
指
摘
で
さ
る
こ
と
は、
こ

れ
ら
の
人
び
と
の
的
勢
分
析の
誤
ぷ
が
い
ま
や
川
内
に
なっ
た
こ
と
で

あ
ろ
う。
文
化
大
革
命
に
深
刻
な
党
内
闘
争
が
内
抗
し
てい
る
こ
と
を

認
め
よ
う
と
せ
ず、
文
町中
渦
中
の
ト－小俳
人
民
公
社
のフ
た
か
た
め
成
立

を
もっ
て
し
てハ
リ・
コ
ミュ
l
ン
の
川
現
だ
と
主
必
し
た
り
し
た
こ

と
等々
、
そ
の
後
の
約
制労
の
発
阪
が
次
々
に
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
誤
ぷ

を
証
明
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る。
も
と
よ
り、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
こ

の
よ
う
な
主
必
は、
山中
川
で
の
が
態
め
本
伎
を
で
き
る
だ
け
隠
似
し、

シ’
？？
・
7ヲ
71
パ
ー

そ
の
こ
と
に
よっ
て「
術
無
緩
和
装
従」
を
陥聞
か
せ
る
給
米
に
なっ
て
い

る
とい
う
立
味
で
の
釘
献
が
あっ
た
の
か
も
し
れ
ない。
だ
が、
こ
の

よ
う
な
作
用
が、
紡
川本
的
に
康
史
の
進
歩
に
とっ
て
決
し
て
有件以
で
は

な
い
こ
と
は、
かつ
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
時
代の
ぷ
問
題
を
必
い
起
こ
す

だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う。

次
に
第
二
の
問
題
は、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
て
い

る
小
川
悦
の、
奇
妙
な
転
換
で
あ
る。
つ
ま
リ、
こ
れ
ら
の
人
び
と
は

従
来、
毛
沢
米
体
制
を一
枚
岩
的
に
絶
対
化
し、
そ
こ
に
社
会
的
矛
市

や
党
内
闘
争
を
含
む
政
治
的
危
機
を
決
し
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
かっ

た
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
文
化
大
革
命
に
よっ
て、
手じ
山仇
点
体
制
の

尖
悠
が
つ
い
に
炎
耐
化
す
る
に
及
ん
で、
こ
れ
ら
の
人
び
と
は、
中
国

に
お
け
る
ぷ
牙
附
や
党
組
織
の
形
倣
化
の
問
題、
一
れ
し
た
党
内
闘
争

の
存
紅
な
ど
を
急
溢
強
制州
し
は
じ
め、
し
か
も、
こ
う
し
た
妥
凶
を
文

化
大
革
命の
必
然
性
と
正
当
性
を
意
味
づ
け
る
油
拠
と
し
て
お
お
い
に

活
用
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る。
そ
し
て、
劉
少
寄
批
判
に
お
い
て
彼

37 



か
抗
日
批判
争
以吋川か
らの「一肢
も
・一以
前！命
分
子」
で
あ
る
と
E－
林、主

流
派が、丘
北川
し
は
じめ
る
や、
劉
少
λ川が
抗日
戦
争
以
前か
らい
か
に

「
以
年
命
的」
で
あ
り、
修
正
主
筏
的」
で
あっ
た
か
をこ
れ
らの
人
び

と
は
主
抜
し
た
かつ
て
は
劉
少
許の
必
文
「
共
感
党
只の
修肺炎
を
泌

す」
がマ
ル
クス・
レ
l－一
ン－E
義に
とっ
てい
か
に
次
長引
な
文
献
で
あ

る
か
を
強
訓
し
て
きた
人
び
と
か、
今
度
は、
こ
の
必
文
がい
か
に
「
以

市
命」、「
以マ
ル
クス・
レ
lニ
ン
主
義的」
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
と

いっ
た
次
第で
あっ
た
こ
こ
に、
こ
れ
らの
人
び
との
小
川
鋭の
布

妙
な
転
換
と
治
則の「
す
り
か
え
が
あっ
た
こ
と
はい
う
ま
で
も
ない3

そ
れ
は
あ
た
か
も、
中ソ
必
争が
印刷
附胞に
なっ
た
と
き、
蚊
初
は
そ
れ

を「
反
共」んH．
伝に
帰
し
てい
た
に
むか
か
わ
ら
ず、
ひ
と
た
び
品
争が

八ム
叫応
化
す
る
と、
一
万の
側に
全
両
的にコ
ミッ
ト
す
る
こ
と
に
よっ

て、
主
体
的
な
中
国
鋭、
社
会
主
義
観の
形
成
を
阻吹り
し
て
きた
その

経
過
と
同
様
なの
で
あ
る。
この
よう
な
状
況
を
見た
と
き、
わ
れ
わ

れ
に
とっ
て
は、
中
川の
激
励
と
U
大
な
変
化へ
の
主
体
的
な
対
応
と

い
う
敏か
ら、「
四つの
現
代化」
と
非
も
以
来
化の
進
展とい・ヲ
今日の
山’

阿の
巨
大
な
変
化
を
ま
と
むに
受
け
とめ
仰る
だ
けの
中
川
似
を．
一

日
も
は
や
く
舵ι
し
な
け
れば
なら
ない
で
あ
ろ
う

‘’ 

勝海舟の
中国観

以
上の
よう
な
日
本
知
ぷ人の
中
同
観
との
対
比に
おい
て、
次
に

一
般に
は
品川
ん
ど
紛
介
さ
れ
てい
ない
勝
海
舟の
小
M
d
ぷ
をこ
こ
で

とり
あ
げ
てみ
よう

勝
海山町が
日
出
戦
争に
たい
し
て
は一
灯
し
て
非
戦必
ない
し
は
以

戦
摘の
な
州場にい仏
ち、
か
えっ
て
日
仏
総三
川の
従
抗
議
を
川
えてい

た
こ
と
につい
て
は
よ
く
知
ら
れ
てい
る
とこ
ろ
で
あ
る

2 

＼ 

そ
して
仇舟川崎日
本か日
品川
靴下の
勝
利に
め叶っ
てい
た
勺
附
むな
お

依然として、
ー
日本人
もあ
まリ
戦
争に
勝っ
た
な
ど
と
成
仏っ
て
川

る
と、
後で
大
変
な
Hに
あ
ふヨ」（『
氷
川
仙
ぷ』）
といいつづけ
てい

たの
で
あっ
た。

u
抗
戦
争に
削
巡
し
て
ポ
さ
れ
た
泌
舟の
むの
よ
う
な
目
的
鮮三
副

総
説諭
は、
明
治
総
新に
際
し、「一
一悶
不
利
を
生
ず
れば
民
間
滅
亡
す

べ
し
との
同
家的
使
命
鋭
に
屯
脚
し
て
制
排
相
幣ち
て
川
滅
びる
こ

と
を
問
避せ
しめ
た
彼
白
身の
体
験に
照
らし．
欧
米
列強の
ア
ジ
ア

進
出
を
ま
えに
日
治
州
同が
州
常つ－」
との
般
を
避け
よう
と
した
戦

略
占
的
柿
怨に
ルづ
く
もの
たっ
た
と
らい
えな
く
は
ない
で
あ
ろ・7

だ
が、
小海舟
山川
山司の
－J出岬に
即
して
込べ
る
な
ら
ば、
そこ
に
は、
き

わ
め
てユニ
ー
ク
で
必
突
な
中
間
必
謙が
前
徒に
あっ
た。

「
支
wm
人
は、
一
一同の
天
子
を、
長
配
人
同
級
に
日比
てい
る
ヨ

地
長に
さへ
州知山札けが
な
け
れば、
法
配
人
はい
く
ら
代っ
て
ら、

少
し
も
附
は
ない
の
た
：・：：：二
戦三
戦の
膨
を
もっ
て
文
郎

を
粍
必
す
る
は、
五
郎
を
知る
い日に
あ
ら
ず。
」

「トA
wm
人
は、a太
子が
代
ら・ヲ
が．
叫判
勺，に
れけ・7
が‘
品川
ん
と

H4．U
京
風
で、
は
あ
x
fしか
代っ
たの
か、
は
あ
H
本が
勝っ
た

の
か、
な
どいっ
て
ヂ
公
で
ゐ
る
・：：・：一
つ
の
帝・主
が
亡ん

で、
他の
・情
不．が
代ら
う
が、
同が
亡ん
で、
他
問の
術
分
に
な

ら
うか、
一
体の
社
会
は、
依然と
し
て
旧
態
を
存
し
て
居るの

たか
らノ
｜
社
会
とい
ふ
もの
は、
同
友の
興
亡
に
は
少
し
も

聞
係し
ない
ヨc
も（『
氷
川治
，d』）

た
しか
に、
向山刈は
明
治
中
則の
日
本に
おい
て、
A1臼
流にい
え

ば、
い
わ
ゆ
る
純
小
同
派だウ
たの
か
も
しれ
ない
正
隊にい
えば

海
舟の
文
郎
は
的
を
立
味
し、
山に
ぞっ
こ
ん
惚れ
こ
ん
でい
た
よう
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で、
「
消
の
太
犯
は、
千
ト円
の
偉
人
だ

あ
ん
な
傑
物
は、
い
づ
れ
の
世

に
も
あ
る
ま
い
ヨ。」
と
ま
で
語
っ
て
い
る。
た
か
ら、
消
の
宰
相・
手

鴻
章、
海
軍
縫
杭H・
丁
汝
品
な
ど
と
は
縦
し
く、
彼
ら
を
き
わ
め
て
向

く
評
価
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て、
反
消
の
出帆
千・
係
文
に
つ
い
て
は

「
船
川
が
よ
く、
巡
れ
て
求
ま
す
か
ら一
度
逸
っ
て
や
っ
て
く
れ
と
万
ふ

が、
忙
し
い
か
ら
ネ
J
と
だ
け
述
べ‘
改
良
派
の
山肌
ト仰
為
や
泌
成H
起
に

か
ん
し
て
は、
「
円
本
に
倣
っ
て
立
滋
政
体
を
布
き、
u
k中
の
級
助
に
よ

リ
て
支附仰
の
改
市
を
ぶ
る
と一言
っ
た
か
ら、
ト〈
M附

い空間
っ
て
や
っ
た
よ。

ア応
米
支
郎
人
で
あ
り
な
が
ら、
支
附仰
の
長
所
を
知
ら
ぬ
と
い
ふ
似
が
あ

る
か

税Aー
の
支
加
は
す
な
は
ち
掛
僚
の
政
治
で、
日
本
の
ぷ
巡
政
治

な
ど
氏
似
る
と
い
ふ
ペ
ラ
ポ
ー
な
が
は
な
い
j
i－－－』
と
立
っ
て
や
っ

た。」
と
さ
え
拐
っ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
消
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
の
ほ
に

は、
し
か
し、
情
熱
的
な
海
仰
の
胸
中
総
か
に
宿っ
て
い
た、・
巾’
同
と

い
う
悠
久
の
伝
統
世
界
へ
の
抑
止
的
沼
地叫
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
そ

し
て、
文
明
の
股
業
性
に
似
づ
い
た
中
国
社
会
の
不
易
の
性
絡
を
そ
の

本
質
的
な
と
ニ
ろ
で
深
く
と
ら
え
て
い
た
が
ゆ
え
に．
中
間
に
か
ん
し、

「
社
会
と
い
ふ
も
の
は、
国・日か
の
興
亡
に
は
少
し
も
附
係
し
な
い
ヨ」
と

ま
で
ズ
パ
り
と
い
い
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

－』
う
し
た

海市川
の

中間
必
ぷ
の
点
継
は
災
の一一口
集
に
集
約
さ
れ
て
い
る。

「
全
体、
支
泌
を
臼
本
と
同
じ
ゃ
う
に
見
る
の
が
大
迫
ひ
だ。
日
本

は
立
派
な
同
家
だ
け
れ
ど
も、
支
wm
は
国
家
で
は
な
い。
あ
れ
は

たず
人
民
の
社
会
だ。
政
府
な
ど
は
ど
う
な
っ
て
も
械
は
な
い、

内
分
さ
へ
利
設
を
得
れ
ば、
そ
れ
で
支
部
人
は
満
足
す
る
ん
だ日

（
『

氷
川
山
話』
）

こ
の
表
現
の
な
か
に
は、
ま
さ
に「
帝
力、
い
ず
く
ん
ぞ
我
に
あ
ら
ん

や」
と
い
わ
札
る『
卜
八
史
略』
以
米
の
中
同
人
の
政
治
意
識
が
美
事
に

と
ら
え
ら
れ
て
お
り、「
支
仰
は
国
家
で
は
な
い。
あ
れ
は
たず
人
民
の

社
会
だ」
と
折
倣
す
中
国、」
そ、
中
岡
背中A叩
を
達
成
し
た
毛
以
来
体
制
に

お
い
て
も、
毛
沢
東
自
身
が
い
く
た
び
か
挑
戦
し
て
捕
捉
し
き
れ
な
い

で
い
た
中
同
社
会
の
花
洋
と
し
た
柔
椛
泣
と
そ
の
宏
教
的
性
絡
を
怖
く

本
物
の
認
議
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

小問
舟
の
こ
の
よ
う
な
中
国
像
を、
だ
か
ら、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
主
義

と
し
て一
指
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う。
海
舟
の
B
鮮
消
提
概
論

や
中
間
陥時
に
は、
の
ち
の
ア
ジ
ア
主
義
者
た
ち
（
待
井
藤古口
や
大
井
忠

太
郎‘つ）
の
ア
ジ
ア
迎
新
鋭
や
玄
符
社
流
の
大
ア
ジ
ア
主
義
の
よ
う
に、

Mm
文
の
市
命
と
結
ん
だ
あ
る
純
の
使
命
観
な
い
し
は
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

の
μ
は
な
く、
ま
た、
問AM
尺
心
の
よ
う
な
佐
伯
的
ア
ジ
ア
主
筏
と
も

災
な
っ
て
い
る。

そ
の
中
同
認
設
は、
山川
の
政
治
家
た
ち
と
の
海
舟
自
身
の
交
流
に
よ

っ
て
体
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に、
お
そ
ら
く、
海
舟
が
「
お

れ
は、
今
ま
で
に
天
下
で
恐
ろ
し
い
も
の
を
二
人
礼
た
そ
れ
は、
機
井

La
7
x

’rAL
ヰ

小
怖
と
西
郷
南
洲
と
だ」
と
述
べ
て
西
郷
と
並
べ
て
投
敬
し
て
い
た
横

井
小
捕
の
中
国
認
識
の
μ
棚刊
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る。
小
怖
は、「
品先
舜
孔
子
の
迫
を
明
か
に
し、
西
洋
総
械
の
術
を
尽
く

す」、
つ
ま
り
東
洋
道
理
と
米
欧
文
明
の
融
合
の
な
か
に
臼
本
の
進
路
を

見
出
そ
う
と
し
た
が、
同
時
に
日
中
両
国
が「
唇
歯
輔
半」
の
関
係
に
あ

る
こ
と
を
力
説
し、
ア
へ
ン
戦
争
以
来
の
中
間
の
京
退
に
目
を
奪
わ
れ

て
中
国
軽
視

｜↓
西
洋
虫
械
の
方
向
へ
大
き
く
動
い
て
い
っ
た
幕
末
の

知
識
人
た
ち
の
な
か
で
は
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
紅
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
で、
周
知
の
よ
う
に
悩
沢
総
吉
の「
脱．生協調」
は、
そ
の
短
い

政
治
的
メ
そ
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
よ
う
な
幕
末
以
来
の

明
治
知
識
人
の
移
ろ
い
ゆ
く
ア
ジ
ア
認
識、
中
国
認
織
を
背←対
に
し
て
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出
現
し
た
もの
で
あっ
た・
仇制士けは、
「
脱似」の
な
か
に
文
明
日
本の

万
向
を
定め
よう
と
したの
だ
が、
一
万、
日
本
海
市の
生み
の
級
と

し
て
日
本の
開
明
化に
心
血
を
注い
だ
海山町が
μ以
後に
辿り
おい
た
地

点
こ
そ「人・牧」
で
あっ
た
の
だ
と
した
ら、
小川山川
と
諭
古の
対
照
はい

よい
よ
鮮
や
か
に
な
る

論KHは「
山市
我
憾の
HFに
おい
て
海山町
を批
判
し、
向山町は
そ
れ
に

たい
し「
行
必
は
技に
存
す。
山川以
併は
他
人の
主
似、
我にHr
ら
ず
と
作

依」
と
答
えたの
だ
が、
この
角川kHと小川山川の
品
川刊の
品川
氏に
山中
同
必

殺の
差
出関
を
品開
に
し
た「
脱
・AW4」
と「入・快」の
指
令’が
か
く
さ
れ
てい
た

とみ
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
ない。

こ
れ
ま
で、
ア
ジ
ア
主
議につい
て
冷か
れ
た
もの
に
は、
ど
う
し

た
こ
と
か、
小隊
舟の
アジ
ア
必
品川
ない
しは
小
川
伐につい
ての〔窓口
及

は一
切
ない。
泌
舟の
中
凶につい
ての
古
川必は
隠
遁
おの
随
感
に
し

か
す
ぎ
ない
と
行
倣
さ
れ
たの
で
あ
ろ、ブ
か。

や
が
て
海
舟が
没
す
る
明
治
三
0
年
代に
な
る
と、
日
本は
す
で
に

ぬ
行の「
脱似
冶」の
迫
を
現
実の
もの
と
し
ていっ
た
が、
同
時に
こ

の
よ
う
な
現
災
は、
い
つ
の
H
か
海
州の
中
間
泌
織の
深い
奥
行
き
を

川
J
倒すべ
き
と
きが
訪
れ
る
こ
と
を
絡
や
か
に
示
唆
しは
じ
め
てい

たの
で
あ
る。

や
は
り
海山町の
この
よ
う
に
し
た
た
か
な
総
減につい
て
は、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
見
逃
さ
れ
て
きた
の
だ
とい
わ
ざ
る
を
仰ない
よ
う
で

みめ
ヲ匂

3 

日中関係と
中国像

－・

小
同はAFU、
巨
大
な
旋
M
を
進げ
つ
つ
叫い
てい
る。

引払
は、
い
ま
小
闘の
錠
同
といっ
た
が、
一
般に
は
こ
の
よう
な
小

． ． ‘ 

川の
能
川が
卜
分
に
必
ぷ
さ
れ
ない
ま
ま、
日
山・
関
係の
い
わ
ば
伝
統

的
な
枠
組の
な
か
での
み
問
題が
々
え
ら
れ
てい
る
よう
に
思わ
れ
る。

とこ
ろ
で、－
H
中
山
係の
法
本
的
な
性
怖
を「
川文
M
M」
と
見
倣
す

日比
解に
た
いし
て、
引払
は
か
ね
て
か
ら
その
危
険
を
指
摘
し、
む
し
ろ

「
然
防兄
弟」
と
し
ての
位
相
に
おい
て
問
題
を
々
え
る
こ
との
必
泌
を

必い
て
きたつ
もり
で
あ
る
い
ま、
こ
こ
で
この
削
凶につい
て
は、

こ
れ
以
上ι
ち
人
ら
ない
が、
い
かに
日
中
関
係の
市川
製
作
を
強
訓
す

るに
せ
よ、
H
中日向
川の
あい
だ
に
は、
阪
史
的
に
ら、
現
状に
おい

て
も、
い
わ
ば
術
命
的
に
符
しい
非
対
林
性が
あ
る
こ
と
を、
わ
れ
わ

れ
はつ
ね
に川崎
ぷ
し
てい
な
け
れ
ば
な
ら
ない。

その
こ
とへ
の
以
似
感
を
欠い
て、
あ
るい
は「
同文
川
村」
とい
う

特
性に
汁
えて
小
川
を
巧
える
ニ
とが、
む
し
ろ
中
国
認
調に
おけ
る

ぷ
ぷ
を
し
ば
し
ば
もた
ら
し
て
きたの
で
あっ
た
そ
し
て、
わ
が
問

に
間
有な「
対
・中
川シ
ンパ
シ
｜』
とい
う
悩絡
的
なモ
メ
ン
トが、
科

学
的・
符鋭
的
な
小
川
必
ぷ
を
院
主す
る
がゆ
えに、
結
決
と
し
て
主

体
的
な
中
間
伐
を
降
立
し
併な
く
す
る
大
き
な
岨古
川で
あ
る
こ
と
につ

い
て
は、
先に
指
摘
した。
その
よう
な「
対
中
国シ
ンパ
シ
l」
を
然

欲
す
る
こ
とが
もた
ら
す
制
神の
彫
琢
をuw．
ず
し
て、
ひ
た
す
ら
中
間

と一
体
化
し
よ
う
と
し、
その
給
米、
小
川の
政
治
的
変
化につ
ねに

追
従した
り、
あ
るい
は
変
化に
動
じて
小
川
を正
悦
し
仰な
く
な
る

とい
う
よう
な
小
川
仰が
氾
旅
し
て
きた
こ
と
につい
て
む
れに
比た

通り
で
あ
る。

ニ
の
こ
と
に
加
え
て、
こ
こ
で
同
時に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ない

こ
とは、
文
化
大
前中九州、
中ゾ
バ立
さ
らに
は「
大
W
近」
政
策
と
遡
及

す
るこ
と
ほ
ぼ三
O
年、
現
代
中
同に
たい
す
る
イメ
ー
ジのい
か
ん

が、
ぷた
ち
例々
人の
世
界
必
ぶない
しは
悠
悠の
あ
り
ょう
を
映
し
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 山
す
鋭
で
もあっ
た
た
め
に、
その
鋭
に
映
し
出さ
れ
るつ
かの
まの

山
己
伐
に
陶
酔
し
て、
い
わ
ば
観
念の
遊戯の
なかへ
小
川
を「
抜
出

引
水」
す
る
こ
と
が、
わ
が
同の
知
ぷ
人の
あい
だ
で、
き
わ
め
て
．M州
統

で
あっ
た
こ
と
で
あ
る。
文
化
大
年九叩に「
も
沢
東
思
恕の
快
界
的
五

味」
を比出し、「
際史の
壮大な
笑験」
を夢見た
人び
とは、
それ
が
イデ

オロ
ギ
ー
的・
党
派
的
な
共
悠
で
あっ
た
に
せ
よ、
革
命
的エ
ク
ス
タ

シ
ー
ない
し
は「コ
ミュ
lン
川・不」の
幻
μへ
の
陶
併で
あっ
た
に
せ

よ、
ナロ
l
ドニ
キ
的ト
泊・．上
義
を
鈴
党し
た
もの
で
あっ
た
に
せ
よ、

はたまたマッ
クス・
ヴエ
｜パ
lの
山

教社会午か
らの
カ
リ
カ
チュ
ア

で
あっ
た
に
せ
よ、
い
ず
れ
も
観
念
的
な
れ
己
伐の
反
映
ない
しは
願

哨
と
し
て
の
小
川
伐
を
砂
上
に
附い
た
に
す
き
なかっ
たの
で
あり、

い
ず
れ
し中ーの
小
川の
社
会
的現
実や
政
治
文
化
そ
し
て
小
川
民
栄の

広
品川
な
り．
仲十日
協
な
り、
ま
た「体
央」
なリ
とは
まっ
た
く
恥
叫附し
た

もの
で
あっ
た
とい
え
よ
う

だ
が、
必
えば
中
同の
激
励は、
わ
が
凶知
ぷ
人
に
とっ
て、
つ
ね

に
その
よう
な－M
己
保
を
映
し
出す
鋭
で
むあ
る
と
川
時に、
わ
が
川

の
知
ぷ
人
は、
中
川の
袋
町中に
川附
け
る
こ
と
に
よっ
て、
しば
しば
山

じ
を
秋
出
し
よ
う
と
し
て
きた
の
て
あっ
た
かつ
て一
九
州
九
年
以、

ま
さ
に
小
川
市
命の
以
後的勝
利
を
日
前
に
しつ
つ
も、
中
川の
将
米

へ
の
民
望がい
まだ
定か
で
なかっ
た
と
き、
維
トル『世
界』
は
「
山・・
闘

の
収
状
を
ど
う
み
る
か
｜｜シ
ナ
般
行
？｝
た
え
l｜」
とい
う
銃口す

べ
き
特
集
を
ぷみ
た
こ
と
が
あっ
た（『
叶一
体』
附
和二
附
年八
川
ザ）A

仁
ル川
附、
古
川
宗次
郎、
日
以
戊
樹
氏、句
小同
学の
供
午、
似
午に

ま
じっ
て、
ド氷
洋
文
化
研
究
所の
所
μ
で
あっ
た
訟
本
詐小山
氏
は
「
小

闘の
背
悶
と
中
菌
研
究
れの
苦
悶」
と
題す
るユニ
ーク
なエ
ッ
セ
ー
を

得
せ、
問
題
を
次
の
よう
に
諸っ
てい
る。
す
な
わ
ち
紙
上中
氏
は、
中

同の
巨
大な
変
不
を
hm悦
し
よ
う
と
しない
中
間
認
謙がわ
が
悶に
は

依
然
と
し
て
作
作
す
る一
打、「こ
れ
とは
以
針に、
授
M肢の
途
上に
お

け
る
成
問で
は
な
く
し
て、
そこ
に
は
はっ
きり
と
した
歴
史の
断
絶

で
も
存す
る
かの
よう
な
調
千
で、
中
閣の
喫
革
を
説
〈
人
た
ち
が
あ

る」
と
諸リ、「
山叫
山口の
日
本の
仙川
勢
に
敗
戦
後の
希
望
をう
ち
砕か
れ

た
思い
の
す
る
人
た
ちの・7
ち
に
は、
さ
さ
とは
逆
に、
その
希
望
を

小
閣の
仙攻
防中に
か
け
る。
や
が
て
わ
れ
わ
れの
救い
は、
制肝
欣
せ
ら
れ

た
山中
岡
より
来
る
に
泌い
ない
と。
か
く
し
て『
小
叫ん』
な
る
こ
とば
は、

イン
テ
リの
ユ
ー
ト
ピア
に
ま
で
山め
ら
れ
る」
と
指
摘
してい
た。
松

本
氏
が
は
や
く
も
こ
の
と
き
鋭
〈
怖
さ
山山
し
てい
た
中
同
認
ぷの
術

mが、
過
般の
文
化
大
町中ん叩
を
迎
え
て、
ま
さ
に
熱・糾と
なっ
たこ
と

につ
い
て
は
わ
れ
わ
れの
記
憶
に
も
新しい。

い
ず
れ
に
せ
よ、
こ
れ
らの
供
耐に
たい
し、
小
川必
減に
お
け
る

似
年の
術・制に
たい
し
て、
わ
れ
わ
れは
まだ
十
分
な
免
校
体
を形
成

し
得てい
ない
の
で
あ
る。
その
よう
な
小
同認ぷ
に
お
け
る
刻さ
が、

山中
川の
現
状の
犯
似の
み
な
らず、
その
対
外
政
策や
険
凶作
峨同町につ

い
ての
川崎
ぷ
を
恋
立
的
な
もの
に
し、
ひい
て
は
U
小
関
係を一
つ
の

川
際
問
係と
し
て
は
る
悦
仰
を
公ら
せ
て
し
まっ
てい
る。
とい
う
よ

り
は、
口
小
附
係を一
つ
の
凶
際
関
係と
し
て
は、
ほ
と
ん
ど
折
倣
し

て
こ
なかっ
た
の
で
は
なか
ろ
う
か。
昨
夏の
日
中．キ
和
友
好
条
約の

締
結
もこの
点
で
は
例
外で
な
く、
その
結
決、
八
0
年
代の
H
本
外

交
は、
この
条
約が
もた
ら
す
川
際
政
治
卜の
代
償
に
悩
ま
ねば
な
ら

ない
で
あ
ろ
う。

な
か
じ
ま
・

み
ね
お
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