
は
じ
め
に

一　

排
除
の
「
理
由
」
と
方
法

二　

排
除
を
や
め
る
こ
と
は
あ
る
か
、
や
め
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か

小
括

は
じ
め
に

現
代
日
本
で
排
外
主
義
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
現
代
日
本
の
排
外

主
義
運
動
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」
の
掲
げ
て
い
る

思
想
や
運
動
な
ど
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
運
動
が
現
代
日
本
の
情
勢
に
お
い
て
持
っ

て
い
る
意
味
を
考
え
た
い
。

政
治
的
な
左
翼
・
右
翼
の
区
別
は
こ
の
国
に
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
治
的
左
翼

が
人
種
の
平
等
な
ど
を
唱
え
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
日
本
の
政
治
的
右
翼
は
人
種
平
等
の

立
場
に
形
式
的
に
も
た
っ
て
み
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
（
現
実
に
は
対
ア
ジ
ア
諸

国
へ
の
優
越
感
が
抜
け
な
か
っ
た（

（
（

）。歴
史
的
に
は
日
本
人
も
欧
米
人
か
ら
見
れ
ば「
非
白
人
」

で
あ
り
、
北
米
な
ど
に
移
民
す
れ
ば
、
排
斥
さ
れ
る
べ
き
異
民
族
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
自
国

移
民
の
権
利
を
保
全
し
よ
う
と
し
て
「
人
種
平
等
」
を
国
際
連
盟
規
約
に
掲
げ
て
も
、
あ
っ

さ
り
と
は
ね
の
け
ら
れ
る
と
い
う
経
験
も
し
た
。

し
か
し
、
今
日
の
排
外
主
義
運
動
は
、
日
本
の
右
翼
が
掲
げ
て
き
た
擬
似
的
な
ア
ジ
ア

連
帯
論
に
す
ら
立
た
な
い
。
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
ま
ず
は
隣
国
で
あ
る
朝
鮮
半

島
に
対
す
る
強
烈
な
差
別
論
・
排
斥
論
を
掲
げ
て
い
く
。
朝
鮮
半
島
に
関
す
る
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
マ
イ
ナ
ス
材
料
を
探
し
出
し
、
そ
れ
を
自
身
の
世
界
像
に
合
わ
せ
て
切
り
貼
り
し
、
そ

し
て
一
見
「
実
証
的
」
な
誤
り
の
言
説
を
出
す
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
特
定
の
民
族
を
露

骨
に
排
斥
し
、
特
定
の
国
家
と
の
断
交
す
ら
主
張
す
る
と
い
う
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る（

（
（

。
つ
い
に
日
本
政
府
も
治
安
管
理
の
対
象
と
し
て
排
外
主
義
運
動
に
一

定
の
関
心
は
抱
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た（

（
（

。

排
外
主
義
運
動
で
、
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
取
り
上
げ
ら
れ
始
め
た
も
の
に

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
が
あ
っ
た
。
特
定
人
種
・
集
団
に
対
し
て
憎
悪
や
偏
見
を
煽
る
た
め

の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
こ
の
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
を
で
き
る
だ
け
広
い
意
味（

（
（

に
解
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
排
外
主
義
者
が
す
る
「
理
由
」
と
そ
の
方
法
、
そ
し
て

こ
れ
ら
の
行
為
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
以
下
で
取
り

上
げ
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
同
時
進
行
的
に
先
行
研
究
が
大
変
多
い
。
先
行
研

究
に
つ
い
て
は
、
各
節
で
そ
れ
ぞ
れ
言
及
す
る
形
に
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
取
り
扱
う
排
外
主
義
運
動
自
体
は
現
代
の
問
題
で
あ
る
が
、
筆
者
は
政
治
史
研
究

を
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、歴
史
研
究
は
排
外
主
義
運
動
に
施
肥
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

排
外
主
義
に
共
鳴
し
、
教
育
研
究
等
に
対
す
る
攻
撃
を
仕
掛
け
る
者
が
出
て
く
る
可
能
性
も

考
え
ね
ば
な
ら
な
い（

（
（

。
そ
う
な
れ
ば
、
筆
者
の
今
回
の
原
稿
は
こ
れ
か
ら
の
教
育
な
ど
と
も

か
か
わ
る
重
大
な
点
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

一　

排
除
の
「
理
由
」
と
方
法

現
代
日
本
の
排
外
主
義
運
動
に
お
い
て
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
ま
や
国
際
的
に
も

有
名
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」（
以
下
は
在
特
会
と

呼
ぶ
）
で
あ
る
。
彼
ら
は
結
成
以
来
自
ら
を
「
行
動
す
る
保
守
」
と
呼
び
、
旧
来
の
右
翼
運

動
と
も
一
線
を
画
す
る
形
で
過
激
な
主
張
と
行
動
を
展
開
し
て
き
た
。

在
特
会
は
、
ま
さ
に
そ
の
中
心
と
し
て
、「
在
日
外
国
人
」
に
対
す
る
排
斥
を
主
張
す
る
。

論      

文

現
代
日
本
の
排
外
主
義
運
動

井　
　

竿　
　

富　
　

雄
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特
に
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
そ
の
攻
撃
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
こ
の
運
動
形
態
に
よ
っ

て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
言
葉
が
こ
の
国
の
言
論
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
言
葉
す
ら
、
在
特
会
は
倒
錯
し
た
用
い
方
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

は
の
ち
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

在
特
会
の
排
斥
運
動
は
き
わ
め
て
暴
力
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
あ
ら
か
じ
め
予
告
し
て
人
を
集
め
、
在
日
韓
国
人
の
居
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
デ

モ
を
か
け
る
。
そ
の
際
に
、
学
術
論
文
に
書
く
こ
と
を
は
ば
か
る
よ
う
な
差
別
語
表
現
を
用

い
て
誹
謗
・
中
傷
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る（

（
（

。「
皆
殺
し
」
な
ど
の
言
葉
も
平
気
で
用
い
る
。

そ
の
中
で
、
つ
い
に
刑
事
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
が
、
二
〇
〇
九
年
の
京
都
朝
鮮
学
校

襲
撃
事
件
で
あ
っ
た
。
京
都
の
朝
鮮
学
校
が
、
運
動
場
を
持
た
な
い
た
め
市
な
ど
と
の
協
議

と
合
意
の
上
で
近
隣
の
公
園
を
使
っ
て
い
た
こ
と
を
「
不
法
占
拠
」
と
し
て
学
校
に
襲
撃
を

か
け
、
小
学
生
の
児
童
に
ま
で
脅
迫
的
な
言
辞
を
弄
し
た
。
こ
の
事
件
を
叙
述
し
た
も
の
を

読
む
こ
と
に
は
苦
痛
が
伴
う
ほ
ど
の
壮
絶
な
光
景
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
大
の
大
人
が
子
供

に
対
し
て
行
う
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
行
為

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
件
は
最
初
か
ら
「
朝
鮮
学
校
を
襲
う
」
こ
と
だ
け
が
目
的
と
さ

れ
て
お
り
、
理
由
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
襲
撃
犯
は
裁
判
で
も
全
く
反
省
の
言
辞
を
吐
か

な
か
っ
た
が
、日
本
の
裁
判
所
は
こ
の
人
物
に
執
行
猶
予
を
付
け
て
社
会
に
戻
し
た
。
結
果
、

犯
人
は
同
様
の
事
件
で
再
逮
捕
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
公
式
に
デ
モ
や
集
会
を
「
解
散
」
し
た
あ
と

で
も
、
彼
ら
が
す
ぐ
に
活
動
を
や
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
東
京
の
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
で
あ
る

新
大
久
保
な
ど
で
は
、「
お
散
歩
」
と
称
し
て
、
そ
の
ま
ま
近
隣
を
う
ろ
つ
き
、
商
店
主
や

そ
こ
に
い
る
日
本
人
市
民
に
脅
迫
や
い
や
が
ら
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
「
理
由
」
と
し
て
は
、
彼
ら
は
各
種
の
言
明
を
し
て
い
る
。
そ

れ
が
い
わ
ゆ
る
、
会
の
名
称
に
も
な
っ
た
「
在
日
特
権
」
で
あ
る
。
そ
の
「
特
権
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
在
特
会
の
会
長
桜
井
誠
氏（

（
（

は
、
そ
の
著
書
で
い
く
つ
か
の
こ
と
を

列
挙
し
て
い
る
。大
体
に
お
い
て
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、繰
り
返
し
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
は
そ
の
主
張
を
社
会
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る（

（
（

。
ひ
と
つ
は
「
特
別
永

住
権
」
で
あ
る
。
在
日
韓
国
人
に
対
し
て
、
外
交
交
渉
の
結
果
、
日
本
へ
の
永
住
が
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
彼
ら
は
「
特
権
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
に
は
生
活
保
護
が
容
易
に
獲
得
で
き
る
、
税
の
減
免
措
置
が
あ
る
、
な
ど
の
言
い
分

を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
無
年
金
訴
訟
や
、
京
都
府
宇
治
市
の
「
ウ
ト
ロ
地
区
」
に
関
す

る
問
題
な
ど
、
と
に
か
く
日
本
社
会
に
異
議
を
唱
え
、
長
期
間
の
訴
訟
や
社
会
運
動
で
獲
得

し
た
も
の
を
、
在
特
会
は
「
特
権
」
で
あ
る
と
言
い
続
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
在
日
韓

国
・
朝
鮮
人
だ
け
を
非
難
攻
撃
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
在
特
会
は
対
馬
に
も
行
き
、
対

馬
で
韓
国
人
観
光
客
が
多
い
こ
と
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
問
題
に
な
っ

た
二
〇
一
三
年
の
仏
像
盗
難
事
件
な
ど
、
関
係
す
る
も
の
は
何
で
も
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
論

法
を
用
い
て
い
る（

（（
（

。
自
身
が
叩
き
た
い
相
手
を
貶
め
る
た
め
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
主
張
で

も
用
い
、
い
か
な
る
手
段
で
も
躊
躇
し
な
い（

（（
（

。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
実
の
と
こ
ろ
彼
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。「
韓
流

ブ
ー
ム
」
に
水
を
差
す
べ
く
登
場
し
、
今
日
の
排
外
主
義
運
動
の
源
流
を
創
っ
た
と
い
え
る

マ
ン
ガ
『
嫌
韓
流
』（
全
四
冊
）
は
、
既
に
こ
れ
ら
の
主
張
を
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
な
か
で

は
、
既
に
日
本
社
会
に
定
着
し
て
い
る
「
近
代
化
論
」
的
な
植
民
地
正
当
化
論
、
ま
た
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
に
お
け
る
通
名
使
用（

（（
（

と
犯
罪
を
結
び
つ
け
た
議
論
な
ど
が
多
様
に
展
開
さ
れ

て
お
り
、
最
終
的
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
日
本
追
放
を
訴
え
る
と
こ
ろ
ま
で
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
。
排
外
主
義
が
、
植
民
地
正
当
化
論
の
う
ち
「
植
民
地
近
代
化
論
」
に
の
っ
と
っ

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
分
か
る
よ
う
に
、
日
本
の
排
外
主
義
運
動
が
市
民
権
を
得
た

の
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
歴
史
修
正
主
義
運
動
の
蓄
積
が
あ
っ
た
。
歴
史
修
正
主
義
の
言
説

が
完
全
に
市
民
社
会
に
定
着
し
て
い
る
今
日
の
日
本
で
、
排
外
主
義
の
主
張
は
耳
目
に
届
き

や
す
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

彼
ら
の
唱
え
る
「
特
権
」
が
、
実
の
と
こ
ろ
完
全
な
思
い
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（（
（

。
ま
た
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
ど
う
し
て
今
日
の

よ
う
な
事
態
に
た
ど
り
着
か
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
考
察
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
桜
井
氏
の
著
書
を
読
め
ば
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

彼
ら
は
無
知
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
同
氏
は
「
そ
も
そ
も
の
原
因
を
考
え
る
と
最
終
的

に
は
「
歴
史
的
経
緯
」
と
い
う
も
の
に
た
ど
り
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
考
え
ま
す
」

と
言
い
切
る（

（（
（

。
つ
ま
り
、
読
者
に
あ
ら
か
じ
め
歴
史
的
な
経
緯
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
回
路

を
断
ち
切
る
こ
と
が
、
自
ら
の
運
動
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
り
抜
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
あ
や
し
げ
な
情
報
で
も
、
歴
史
的
事
件
へ
の
一
面
的
な
見
解
で
も

用
い
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
用
い
て
、
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
否
定
的
な
印
象
操
作
を
し
て
い

く
。
彼
ら
に
と
っ
て
、「
在
日
特
権
」
な
ど
は
当
初
か
ら
問
題
で
は
な
く
、
在
日
韓
国
・
朝

鮮
人
の
国
外
追
放
や
韓
国
と
の
外
交
関
係
悪
化
を
き
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
何
で
も
や
っ

て
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

し
か
も
、
在
特
会
の
場
合
、
必
ず
し
も
「
外
国
人
」
だ
け
を
非
難
攻
撃
の
対
象
に
し
て
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い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
田
浩
一
氏
の
著
書
で
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
部
落
解
放
運
動
に
も
非
難
の
矛
先
を
向
け
、
水
平
社
博
物
館
に
殴

り
込
み
を
か
け
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
差
別
用
語
を
叫
び
つ
づ
け
る
と
い
う
暴
力
的
な
活
動
を

行
っ
た
こ
と
も
あ
る
（
相
手
を
挑
発
し
て
暴
力
事
件
に
持
ち
込
め
ば
、
事
実
関
係
が
混
線
し

て
き
て
自
ら
に
有
利
で
あ
る
こ
と
を
計
算
し
て
い
る
）。
ま
た
、広
島
の
原
爆
記
念
日
に
「
核

武
装
を
支
持
す
る
」
デ
モ
を
行
っ
た
り
、「
被
爆
特
権
」
な
ど
と
い
う
倒
錯
し
た
表
現
を
用

い
て
、
被
爆
者
を
中
傷
す
る
よ
う
な
発
言
も
し
た
り
し
て
い
る（

（（
（

。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
国

策
に
順
応
し
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
「
反
日
的
」
で
あ
り
、
た
た
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
存
在
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
的
な
行
動
と
地
続
き
で
あ
る（

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
今
日
の
排
外
主
義
に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
て
も
な
ん
ら
か
の
対
策
を
取
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
の
行
う
人
種
差
別
的
な
言
動
や
暴
力
的
な
行
為
は
、
国
際
機
関
か
ら

も
是
正
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
水
準
に
達
し
て
お
り（

（（
（

、
こ
れ
自
体
が
日
本
と
い
う
国
家
に

対
す
る
国
際
的
な
地
位
の
低
下
な
ど
を
招
く
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
国
際
的
な
地
位

と
い
う
よ
う
な
「
国
益
」
の
観
点
で
な
く
て
も
、
他
者
に
対
す
る
暴
力
的
な
排
除
を
煽
動
し

た
り
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
許
容
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
安
全
と
は
言
い
難
い
。
憎

悪
の
矛
先
は
い
つ
誰
に
向
か
う
の
か
予
想
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
記
の
と

お
り
、
在
特
会
が
攻
撃
す
る
の
は
「
外
国
人
」
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
国
民
で
す

ら
自
身
の
価
値
基
準
に
合
わ
な
け
れ
ば
平
然
と
敵
対
し
、
攻
撃
の
対
象
に
し
て
い
く
こ
と
が

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
恣
意
的
に
い
く
ら
で
も
変
え
ら
れ
る
「
友
と
敵
」
の
境
界
線
が
い
つ

自
身
の
前
に
ひ
か
れ
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
こ
れ
ら
の
運
動
の
持
つ
異
様
さ
が
あ

る
。た

だ
、
こ
の
よ
う
な
排
外
主
義
運
動
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
は
慎
重
な
考
慮
を
要
す
る
。
ひ
と
つ
は
、「
排
外
主
義
者
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を

反
省
し
、
行
動
を
や
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

「
排
外
主
義
運
動
や
行
動
の
法
的
規
制
は
可
能
な
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

問
い
に
つ
い
て
は
、
一
見
容
易
に
答
え
ら
れ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
は
い
か
な
い

の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二　

排
除
を
や
め
る
こ
と
は
あ
る
か
、
や
め
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か

前
節
で
は
、
在
特
会
に
代
表
さ
れ
る
排
外
主
義
運
動
が
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
掲
げ
、
い

か
な
る
行
動
を
と
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
叙
述
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動

か
ら
の
メ
ン
バ
ー
離
脱
は
あ
り
う
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
運
動
を
と
り
あ
え
ず
阻
止

す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

排
外
主
義
運
動
の
よ
う
な
も
の
か
ら
人
々
が
離
脱
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
に
は
、
な
ぜ

彼
ら
が
排
外
主
義
運
動
に
入
り
、活
動
す
る
の
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
明
快
な
答
え
は
な
い
。
前
掲
の
安
田
浩
一
氏
は
、彼
ら
の
「
社
会
的
な
欠
如
」

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
貧
困
や
人
間
関
係
な
ど
に
つ
い
て
悩
ん
だ
結
果
で
は
な
い
か
、
と

い
う
も
の
で
あ
る（

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
自
身
も
右
翼
的
な
傾
向
を
持
つ
評
論
家
の
古
谷
経
衡

氏
は
、
人
間
関
係
や
貧
困
、
学
歴
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
人
を
し
て
極
右
や
、
い
わ

ゆ
る
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
の
活
動
に
走
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う（

（（
（

。
確
か
に
、
安

田
氏
が
接
触
し
た
在
特
会
関
係
者
も
、
高
学
歴
高
所
得
で
、
市
民
と
し
て
通
常
の
家
庭
生
活

も
持
っ
て
い
る
人
物
が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
社
会
学
者
の
樋
口
直
人
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

極
右
運
動
に
関
す
る
研
究
や
、
自
身
の
行
っ
た
膨
大
な
量
の
在
特
会
員
に
対
す
る
聞
き
書
き

を
も
と
に
し
て
異
論
を
唱
え
て
い
る（

（（
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
極
右
運
動
は
、
今
や
政
治
上
の
一
大

脅
威
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
彼
ら
は
「
ナ
チ
ス
と
同
列
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
を
案
出
し
た
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
統
合
反
対
や
、

移
民
・
ロ
マ
人
排
斥
、
イ
ス
ラ
ム
フ
ォ
ビ
ア
な
ど
の
要
素
を
も
と
に
大
衆
政
党
と
し
て
登
場

し
、
見
事
に
多
く
の
人
々
の
支
持
を
か
ち
得
た
の
で
あ
る
。
樋
口
氏
は
人
々
が
彼
ら
を
支
持

し
、
彼
ら
の
運
動
に
入
っ
て
い
く
の
は
決
し
て
貧
困
や
欠
如
、
既
存
政
党
に
飽
き
足
ら
な
い

た
め
で
は
な
い
、
と
い
う
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
一
年
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
で
一

躍
有
名
に
な
っ
た
「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
」
へ
の
加
入
が
、
必
ず
し
も
「
貧
困
」「
学
歴
の

不
足
」
を
理
由
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
重
な
る（

（（
（

。
極
端
な
政
治
的
・

宗
教
的
思
想
や
陰
謀
論
は
、
大
衆
社
会
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
当
該
人
物
の
学
歴
や
資
産
状

況
な
ど
と
は
全
く
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
、
ナ
チ
ス
と

い
う
世
界
史
的
惨
劇
を
経
て
も
今
な
お
全
世
界
を
席
巻
し
続
け
る
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
に
つ

い
て
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る（

（（
（

。
歴
史
的
に
も
、
相
当
な
知
的
レ
ベ
ル
に
あ
る
は
ず
の
人
が
、

容
易
に
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
信
奉
す
る
よ
う
に
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
を
支
持
し
た
と
い
う

事
実
が
あ
る（

（（
（

。
ま
さ
に
こ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
も
、「
ユ
ダ
ヤ
人
が
国
や
世
界
を
乗
っ
取
ろ
う

と
し
て
い
る
」
と
い
う
陰
謀
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
認
め
ら
れ
た
現
象
と
し
て
は
、
女
性
が
排
外
主
義
運
動
に
参
加
し
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
日
本
で
右
翼
的
な
政
治
運
動
に
女
性
の
姿
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
思
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わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
近
年
の
排
外
主
義
運
動
で
は
、
女
性
の
姿
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
高

学
歴
で
高
所
得
層
の
女
性
も
こ
れ
に
混
じ
り
、
既
婚
で
子
供
を
持
つ
女
性
が
排
外
主
義
運
動

の
デ
モ
に
子
供
連
れ
で
参
加
す
る
な
ど
と
い
う
事
実
も
あ
る（

（（
（

。
子
供
を
持
つ
女
性
は
、
む
し

ろ
平
和
運
動
や
排
外
主
義
反
対
の
運
動
に
参
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
筆

者
な
ど
に
は
存
在
し
た
。
実
際
、
原
発
反
対
運
動
や
原
子
力
の
軍
事
利
用
で
あ
る
核
兵
器
に

反
対
す
る
運
動
は
女
性
の
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
前
提
は
誤
り
で

あ
る
こ
と
は
作
家
・
山
口
泉
氏
に
よ
っ
て
か
な
り
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
一
九
八
〇

年
代
、「
母
親
の
視
点
か
ら
」
反
核
平
和
運
動
が
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
山

口
氏
は
以
下
の
よ
う
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
た（

（（
（

。

…
さ
き
ほ
ど
の
母
親
は
、
わ
が
子
の
す
こ
や
か
な
未
来
の
た
め
に
核
兵
器
に
反
対
す
る
と

言
う
。
だ
が
、
だ
っ
た
ら
も
し
も
彼
女
の
国
の
指
導
者
が
、
な
ん
ら
か
の
政
治
的
な
意
図
に

の
っ
と
り
、
そ
れ
な
り
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
根
拠
の
示
さ
れ
た
形
を
も
っ
て
、
い
ま
敵
対
す
る
某

国
に
向
け
限
定
核
攻
撃
を
加
え
な
い
な
ら
ば
、
逆
に
わ
が
国
は
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
、
し
か
し
い
ま
先
制
攻
撃
を
お
こ
な
う
な
ら
、
わ
が
国
は
無
傷
の
ま
ま
そ
の
安
全
を
保
証

さ
れ
る
だ
ろ
う
と
し
て
選
択
を
迫
っ
た
と
き
に
は
、
彼
女
は
当
然
そ
の
指
導
者
の
提
案
に
賛

成
し
、
す
す
ん
で
そ
の
先
制
核
攻
撃
の
手
助
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

上
述
の
排
外
主
義
運
動
に
積
極
参
加
す
る
女
性
の
姿
を
考
え
れ
ば
、
筆
者
自
身
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
バ
イ
ア
ス
ま
で
含
め
て
、
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
排
外
主
義
は
「
外

部
勢
力
か
ら
の
日
本
（
や
、
自
身
周
辺
）
の
防
衛
」
の
観
点
か
ら
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
排
外
主
義
運
動
か
ら
人
々
を
離
脱
さ
せ
る
こ
と
は
大
変
に
困
難
で
あ
る
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
な
り
の
「
事
実
」
の
解
釈
や
つ
な
が
り
を
も
っ
て
理
解
し
た
世
界

認
識
を
変
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
世
界
認
識
を
支

え
る
「
事
実
」
に
つ
い
て
、
部
分
的
に
は
正
し
か
っ
た
り
す
る
と
、
こ
の
部
分
に
最
後
ま
で

寄
り
か
か
り
絶
対
に
立
場
を
譲
ろ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
と
容
易
に
予
想
が
で
き
る
。
彼
ら
の

依
拠
す
る
「
事
実
」
自
体
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
主
張
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
容
易
で
は
な
い
。
先

に
引
用
し
た
桜
井
氏
の
著
書
に
あ
る
よ
う
に
、
最
初
か
ら
「
事
実
」
が
本
当
に
事
実
で
あ
る

か
ど
う
か
す
ら
ど
う
で
も
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
事

実
の
誤
り
」
だ
け
で
運
動
を
離
脱
し
た
り
、
排
外
主
義
の
信
奉
を
や
め
る
と
は
と
て
も
断
言

で
き
な
い
。
実
際
に
、
前
述
の
樋
口
直
人
氏
の
先
行
研
究
は
、「
在
日
特
権
」
自
体
は
ど
う

で
も
よ
く
、
そ
こ
を
突
破
口
に
し
て
戦
後
民
主
主
義
体
制
を
破
壊
す
る
こ
と
へ
の
情
念
で
動

い
て
い
る
在
特
会
員
の
主
張
を
紹
介
し
て
い
る（

（（
（

。
つ
ま
り
「
排
外
主
義
者
は
知
識
や
学
習
の

足
り
な
い
人
」
な
ど
と
い
う
観
点
で
対
処
し
よ
う
と
す
れ
ば
結
局
何
も
解
決
で
き
な
い
可
能

性
が
高
い
の
で
あ
る
。彼
ら
は
目
的
達
成
の
た
め
に
信
念
を
練
り
上
げ
、そ
の
た
め
の「
論
拠
」

づ
く
り
に
余
念
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
排
外
主
義
者
は
無
知
・
無
教
養
で
は
な
い
。
と
も
す

れ
ば
、
自
身
の
主
張
が
偏
見
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
す
ら
十
分
に
自
覚
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、い
か
な
る
手
法
を
用
い
れ
ば
そ
れ
が
社
会
的
に
浸
透
し
や
す
い
の
か
、

入
念
に
検
討
し
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
も
「
在
日
特
権
」
と
い

う
一
見
わ
か
り
や
す
い
単
語
だ
け
は
手
放
す
こ
と
は
な
い
。
内
容
は
空
虚
で
あ
っ
て
、
状
況

に
応
じ
て
何
で
も
入
れ
ら
れ
る
便
利
な
単
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
な
手
段
と
し
て
、
人
種
憎
悪
な
ど
の
煽
動
を
行
う
も

の
に
は
、
強
制
力
の
行
使
に
よ
る
抑
止
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
世
界
の
各

国
に
お
い
て
は
、
人
種
・
民
族
な
ど
に
対
す
る
偏
見
や
憎
悪
を
煽
動
す
る
と
刑
事
罰
の
対
象

に
な
る
国
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
発
言
を
憎
悪
の
煽
動
と
し

て
処
罰
の
対
象
に
す
る
の
か
、
な
ど
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
数
あ
る
。
ま

か
り
間
違
え
ば
、
国
家
権
力
が
こ
の
法
令
を
用
い
て
、
政
治
的
反
対
派
を
叩
く
こ
と
す
ら
可

能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

先
行
研
究
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
各
種
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、

国
に
よ
っ
て
濃
淡
は
あ
る
も
の
の
、
人
種
差
別
的
な
発
言
は
単
に
モ
ラ
ル
違
反
と
い
う
だ
け

で
は
す
ま
ず
、
刑
事
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
国
が
多
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
ど
の
よ
う
な
行

動
・
言
動
が
違
反
と
さ
れ
る
の
か
な
ど
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

場
合
は
こ
れ
に
対
し
、
人
種
差
別
的
な
発
言
で
あ
っ
て
も
法
的
な
強
制
力
を
も
っ
て
取
り
締

ま
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
言
論
の
自
由
を
重
視
す
る
関
係
上
、
言
論
そ
の
も

の
を
取
り
締
ま
り
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
危
惧
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
法
的
強
制
力
に
訴
え
る
こ
と
を
忌
避
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
あ
る
時
点

か
ら
は
人
種
偏
見
に
基
づ
く
発
言
は
厳
し
い
制
裁
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
現
時

点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
発
言
が
公
的
空
間
で
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い（

（（
（

。
こ

の
よ
う
な
対
応
は
、
や
は
り
ナ
チ
ス
の
経
験
な
ど
が
非
常
に
強
烈
な
も
の
と
し
て
刻
み
込
ま

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
で
排
外
主
義
者
の
動
き
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
か

と
言
え
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
レ
イ
シ
ズ
ム
が

許
さ
れ
な
い
は
ず
の
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
、
全
く
形
を
変
え
た
人
種
的
な
発
言
が
目
立

ち
始
め
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
特
に
二
一
世
紀
に
入
っ
て
、「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
が

始
ま
っ
た
こ
と
で
、
ア
フ
リ
カ
・
中
東
に
近
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
急
激
に
イ
ス
ラ
ム
フ
ォ
ビ

ア
が
社
会
的
な
勢
い
を
得
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
イ
ス
ラ
ム
フ
ォ
ビ
ア
も
露
骨
に

特
定
宗
教
を
排
撃
す
る
形
を
取
ら
な
い
。イ
ス
ラ
ム
が「
普
遍
的
な
価
値
」に
適
合
し
な
い（
女

性
が
ベ
ー
ル
を
か
ぶ
る
、
な
ど
）
の
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
イ
ス
ラ
ム
諸
国
か
ら
の
移
民
を

受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
社
会
的
に
反
発
を
少
な
く
す

る
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
よ
り
抽
象
的
な
表
現
を
使
え
ば
「
民
主
的
な
社
会
に
な
じ

ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
特
定
宗

教
・
そ
の
信
仰
を
持
つ
人
を
社
会
的
に
「
排
除
し
て
よ
い
存
在
」
と
し
て
あ
ぶ
り
だ
す
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

（（
（

。
中
に
は
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
、
特
定
の
人
々
に
対
す

る
攻
撃
的
な
発
言
を
し
て
し
ま
う
要
人
も
出
て
く
る
。
ナ
チ
ス
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
問
題
に
は
神
経
を
使
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
で
、
社
会
民
主
党
に
連

な
る
要
人
が
「
ト
ル
コ
人
移
民
は
レ
ベ
ル
が
低
い
」
な
ど
の
発
言
を
含
め
た
著
書
を
刊
行
し
、

こ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た（

（（
（

。
ド
イ
ツ
人
市
民
の
中
に
、
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
長
期
間

に
わ
た
っ
て
醸
成
さ
れ
た
偏
見
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
過
程
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

き
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
以
上
、
何
の
対
策
も
取
ら
な
い

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
認
識
は
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
政
権
党
は
実
際
に
「
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
規
制
」
の
法
案
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
、
と
い
う
報
道
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
の

内
容
に
は
、
人
種
差
別
・
憎
悪
煽
動
な
ど
で
は
な
く
、
デ
モ
活
動
な
ど
自
体
を
取
り
締
ま
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
指
摘
さ
れ
る（

（（
（

。
さ
き
に
筆
者
が
述
べ
た
「
政

治
的
反
対
派
の
取
り
締
ま
り
の
た
め
に
憎
悪
煽
動
の
規
制
法
令
が
悪
用
さ
れ
る
」
と
い
う
危

惧
が
現
実
化
す
る
危
険
性
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、反
対
党
側
か
ら「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
規
制
」
を
や
ろ
う
と
い
う
政
治
家
も
、
法
案
に
罰
則
を
設
け
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
っ
て

い
る（

（（
（

。
ま
た
、
法
律
学
者
な
ど
に
は
規
制
法
制
定
に
対
す
る
根
強
い
反
対
も
あ
る
ら
し
い（

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
取
り
締
ま
ら
れ
る
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
在
特
会
側
が
「
自
分
た
ち
こ
そ
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
受
け
て
い
る
」
な
ど
と
言
い
だ
す
側

面
す
ら
現
れ
て
い
る（

（（
（

。
排
外
主
義
運
動
に
対
抗
す
る
「
カ
ウ
ン
タ
ー
」
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批

判
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
だ
が
、
集
団
で
押

し
か
け
、
人
間
が
想
像
し
得
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
差
別
的
な
暴
言
を
浴
び
せ
ら
れ
た
場
合
、

人
は
破
滅
的
な
損
害
を
受
け
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
言

わ
れ
る
行
為
は
言
論
の
自
由
で
は
な
く
、
言
葉
を
用
い
た
暴
力
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
主
張
を

も
っ
て
、
刑
事
罰
を
含
む
法
制
化
を
支
持
す
る
と
い
う
意
見
が
あ
る（

（（
（

。
筆
者
も
、
言
葉
は
単

に
空
間
に
放
た
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
手
を
傷
つ
け
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
言
論
の
自
由
の
埒
外
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
方
が
妥
当
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る（

（（
（

。

小
括

以
上
、
近
年
日
本
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
排
外
主
義
運
動
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
っ

た
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
走
り
な
が
ら
追
い
か
け
る
形
で
考
え
た
。
そ
の
た
め
、

か
な
り
荒
削
り
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
筆
者
は
途
中
で
、
排
外
主
義
運

動
と
歴
史
修
正
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
多
少
述
べ
た
。
こ
れ
は
最
近
出
た
樋
口
直
人
氏
の
新

し
い
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
十
分
に
解
明
で
き
た
と
は

言
え
な
い
。
こ
の
点
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
記
の
よ
う
な
反
省
点
を
前
提
に
し
て
も
、
以
下
の
こ
と
は
指
摘
し
う
る
。
ま
ず
は
、
現

代
日
本
の
排
外
主
義
運
動
は
、
排
除
す
る
側
の
論
理
に
歴
史
的
な
問
題
へ
の
意
識
的
な
断
絶

が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
歴
史
修
正
主
義
が
現
代
の
排
外
主
義
運
動

の
基
礎
を
支
え
て
い
る
と
い
う
前
言
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
歴
史
の
断

絶
、
と
い
っ
て
も
、
世
代
交
代
の
結
果
歴
史
的
背
景
や
こ
だ
わ
り
を
持
た
な
い
、
と
い
う
の

で
は
な
い
。
最
初
か
ら
歴
史
的
背
景
を
排
除
し
、
考
え
る
こ
と
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
在
特
会
の
提
示
す
る
自
ら
の
主
張
の
正
当
性
は
、
一
貫
し
て
植
民
地
支
配
な
ど
の
問

題
を
否
認
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
と
き
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
だ
け
歴
史
修

正
主
義
的
な
発
言
を
す
る
に
と
ど
ま
る
。
む
し
ろ
現
時
点
で
の
問
題
（
生
活
保
護
や
年
金
な

ど
）
に
、
現
時
点
で
の
社
会
現
象
（
若
者
の
就
職
難
や
貧
困
）
を
か
ら
ま
せ
て
憎
悪
を
あ
お

る
手
法
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
こ
の
問
題
が
歴
史
的
な
背
景
を
持
つ
こ

と
を
十
分
に
知
っ
た
う
え
で
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
そ
の
主
張
を
、
植

民
地
支
配
の
残
滓
を
捨
象
さ
せ
て
現
代
の
社
会
問
題
と
し
て
の
み
読
者
や
聴
衆
に
対
し
て
受

け
取
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
過
去
の
問
題
と
は
無
関
係
」
に
見
え
る
が
、
実
は
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そ
う
で
は
な
く
、
分
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
あ
ら
か
じ
め
封
じ
て
お
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
排
外
主
義
運
動
団
体
や
そ
の
展

開
す
る
主
張
を
批
判
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
筆
者
自
身
は
、
法
的
取
締
り
は
必
要

で
あ
る
が
、
単
に
目
に
見
え
て
活
動
す
る
排
外
主
義
者
・
運
動
を
取
り
締
ま
れ
ば
済
む
わ
け

で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
。
森
千
香
子
氏
や
鵜
飼
哲
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
排

外
主
義
者
は
、
政
治
・
社
会
的
な
指
導
層
の
抱
く
、
表
面
化
し
に
く
い
「
上
品
な
レ
イ
シ
ズ

ム
」
や
、
人
民
の
排
外
的
感
情
の
海
に
浮
か
ん
で
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い（

（（
（

。
安
田
浩
一
氏

は
「
在
特
会
は
あ
な
た
の
隣
人
」
と
い
う
旨
を
著
書
の
最
後
で
述
べ
た（

（（
（

。
政
治
活
動
に
は
加

わ
ら
な
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
忌
避
す
る
よ
う
な
）
平
凡
な
市
民
が
、
何
の
抵
抗
も

な
く
在
特
会
の
主
張
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
発
言
だ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
は

あ
え
て
「
在
特
会
は
あ
な
た
で
あ
り
私
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
。
市
民

の
フ
ラ
ッ
ト
で
意
識
し
な
い
差
別
こ
そ
、
排
外
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
火
を
つ
け
て
い
く
可

能
性
が
あ
る（

（（
（

。
そ
し
て
、「
彼
ら
と
わ
れ
わ
れ
は
異
な
る
」
と
思
っ
て
い
る
と
き
こ
そ
、
実

は
最
も
彼
ら
に
近
い
。

注（
１
）　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
右
翼
思
想
や
、
支
配
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
が
持
っ
て
い
た
根

深
い
帝
国
意
識
と
近
隣
諸
国
に
対
す
る
差
別
に
つ
い
て
筆
者
が
知
ら
な
い
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
日
本
の
右
翼
思
想
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の

と
は
違
う
、
と
弁
明
し
、「
朝
鮮
併
合
を
軍
国
主
義
的
侵
略
と
解
し
、
朝
鮮
人
を
遇
す

る
事
被
征
服
民
族
の
如
く
す
る
者
こ
そ
、
日
本
の
使
命
を
誤
り
朝
鮮
人
の
幸
福
を
奪

ふ
人
道
の
敵
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
里
見
岸
雄
『
国
体
に
対
す
る
疑
惑
』
ア

ル
ス
、一
九
三
〇
年
）と
日
本
の
植
民
者
へ
反
省
を
迫
る
こ
と
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
述
べ
る
排
外
主
義
に
は
、
そ
れ
す
ら
も
な
い
。

（
２
）　

特
定
民
族
を
「
人
間
以
下
の
存
在
」
と
し
て
排
斥
し
よ
う
と
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
自

体
は
、
日
本
に
お
い
て
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
一
度
経
験
済
み
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
、
猿
谷
要
監
修
、
斎
藤
元
一
訳
、『
容
赦
な
き
戦
争
』

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）　

警
察
庁
が
出
し
た
『
治
安
の
回
顧
と
展
望
』
に
排
外
主
義
運
動
の
動
向
が
掲
載
さ
れ

た
。https://w

w
w

.npa.go.jp/keibi/biki/kaiko_to_tenbou/H
（（/honbun.pdf

（
４
）　

人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
第
四
条
ａ
で
は
、
締
約
国
の
禁
止
す
べ
き
こ
と
と
し
て
「
人

種
的
優
越
又
は
憎
悪
に
基
づ
く
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
流
布
、
人
種
差
別
の
扇
動
、
い
か

な
る
人
種
若
し
く
は
皮
膚
の
色
若
し
く
は
種
族
的
出
身
を
異
に
す
る
人
の
集
団
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
暴
力
行
為
又
は
そ
の
行
為
の
扇
動
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
訳
文
を
掲
げ
た
。

http://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/jinshu/conv_j.htm

l

）。
と
こ
ろ
が
、
日

本
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
「
言
論
の
自
由
」
の
問
題
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
違
和
感
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

（
５
）　

そ
れ
は
す
ぐ
近
く
で
実
際
に
起
き
て
し
ま
っ
た
。
広
島
大
学
で
行
わ
れ
た
講
義
に
対

し
て
学
生
が
「
反
日
的
」
で
あ
る
と
産
経
新
聞
に
投
稿
し
、
こ
れ
を
同
紙
が
連
載
企

画
記
事
の
一
部
と
し
て
報
道
し
た
た
め
担
当
教
員
や
広
島
大
学
へ
攻
撃
的
な
抗
議
が

殺
到
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
被
害
に
遭
っ
た
崔
真
碩
氏
の
記
録
と
し
て
「
産
経
事

件
と
大
学
の
危
機
」『
現
代
思
想
』
四
二
号
、二
〇
一
四
年
。
そ
の
後
崔
氏
は
著
書
『
朝

鮮
人
は
あ
な
た
に
呼
び
か
け
て
い
る
』
彩
流
社
、
二
〇
一
四
年
を
刊
行
し
た
。
こ
の

本
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
、
事
実
と
し
て
だ
け
挙
げ
た
い
。

（
６
）　

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
で
く
く
ら
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
師
岡
康
子
『
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
は
な
に
か
』
岩
波
新
書
、

二
〇
一
三
年
や
、
前
田
朗
『
増
補
新
版
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
』
三
一
書
房
、
二
〇
一
三

年
な
ど
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
、こ
の
カ
タ
カ
ナ
表
現
で
は
（
英
語
で
持
っ

て
い
た
よ
う
な
意
味
を
喪
失
し
て
）
事
態
を
軽
く
見
せ
て
し
ま
う
危
惧
を
覚
え
る
。

流
行
語
と
し
て
消
費
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
兆
候
を
感
ず
る
。
む
し
ろ「
憎

悪
煽
動
」
や
「
差
別
煽
動
」
と
い
う
よ
り
直
截
な
表
現
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

（
７
）　

中
村
一
成
『
ル
ポ
京
都
朝
鮮
学
校
襲
撃
事
件
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
８
）　

こ
の
人
物
が
在
特
会
の
リ
ー
ダ
ー
を
退
く
、
と
い
う
だ
け
で
英
字
紙
で
は

大
き
な
記
事
に
な
っ
た
。"H

ead of anti-foreigner group Zaitokukai to 
step dow

n"Japan T
im

es., N
ov.（（, （0（（.http://w

w
w

.japantim
es.co.jp/

new
s/（0（（/（（/（（/national/head-of-anti-foreigner-group-zaitokukai-to-

step-dow
n/#.V

GyzaM
lom

qk

。
英
字
紙
と
、
日
本
語
新
聞
の
意
識
の
あ
り
よ
う

が
全
く
異
な
る
こ
と
を
示
す
よ
い
実
例
で
あ
る
。

（
９
）　

桜
井
誠
氏
の
新
し
い
著
書
と
し
て
、『
大
嫌
韓
時
代
』
青
林
堂
、
二
〇
一
四
年
。

（
（0
）　

例
え
ば
、
結
果
と
し
て
対
馬
と
韓
国
と
の
交
流
が
一
時
的
に
中
断
す
る
き
っ
か
け
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を
作
っ
た
仏
像
盗
難
事
件
に
つ
い
て
も
、
こ
の
本
は
韓
国
政
府
が
仏
像
を
返
還
し
な

い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
韓
国
の
裁
判
所
が
返
還
を
差
し
止
め

る
判
決
を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
司
法
権
は
独
立
し
て
い
る
以
上
、

行
政
が
司
法
権
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。恐
ら
く
、

日
本
政
府
へ
の
配
慮
を
見
せ
て
韓
国
政
府
が
司
法
に
介
入
す
れ
ば
し
た
で
、「
政
治
に

よ
っ
て
裁
判
が
左
右
さ
れ
る
国
」
と
い
う
相
手
国
に
対
す
る
軽
視
（「
法
の
支
配
が
で

き
て
い
な
い
国
」
な
ど
と
い
う
）
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
何
と
で
も

言
い
分
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
）　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
桜
井
氏
が
敵
対
視
す
る
民
主
党
の
選
挙
演
説
に
乗
り
込

み
、
韓
国
国
旗
を
振
る
、
と
い
う
嫌
が
ら
せ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（https://

tw
itter.com

/gonoi/status/（（0（（（（0（（0（（（（（（（

）。「
民
主
党
は
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
に
支
持
さ
れ
て
い
る
政
党
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
散
布
す
る
た
め
で
あ
る
。

特
定
政
党
を
外
国
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
傷
し
、
さ
ら
に
特
定
の
外
国
を

明
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
国
・
国
民
に
対
す
る
敵
対
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と

い
う
手
法
で
あ
る
。

（
（（
）　

山
野
車
輪
『
嫌
韓
流
』
晋
遊
舎
（
全
四
巻
）、
二
〇
〇
五
年

－

二
〇
〇
九
年
。「
日
韓

友
好
」
な
ど
の
言
い
訳
を
用
い
な
が
ら
、
最
初
か
ら
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
徹
底
的
な

侮
蔑
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
人
物
の
他
の
作
品
（『
在
日
の
地
図
』
海

王
社
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
）
ま
で
読
め
ば
明
白
で
あ
る
。

（
（（
）　

通
名
と
は
、在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
、日
本
社
会
で
生
存
す
る
た
め
に
持
っ
た
日
本
名
。

こ
の
名
前
で
も
銀
行
口
座
を
作
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
「
通
名
は
特
権
」

な
ど
と
い
う
理
屈
を
立
て
て
い
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
桜
井
誠
、
山
野
車
輪
と
も
に

本
名
で
は
な
い
。

（
（（
）　

野
間
易
通
『「
在
日
特
権
」
の
虚
構
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
年
は
こ
の
試
み

と
し
て
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
野
間
氏
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
言
動
の
問

題
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
（（
）　
『
大
嫌
韓
時
代
』
一
一
九
頁
。

（
（（
）　

既
に
現
実
政
治
に
こ
の
よ
う
な
動
き
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
見
ら
れ
る
現
象
も
あ

る
。「
次
世
代
の
党
」
は
二
〇
一
四
年
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
選
挙
公
約
で
、「
生
活

保
護
は
日
本
国
民
に
限
る
」
と
い
う
公
約
を
提
示
し
た
。
既
成
の
政
治
勢
力
が
、
排

外
主
義
を
支
持
獲
得
の
手
段
に
な
し
う
る
と
判
断
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
筆
者
は

考
え
る
。
同
党
は
こ
の
選
挙
で
惨
敗
し
た
が
、
そ
れ
が
排
外
主
義
が
日
本
国
民
に
支

持
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
留
保
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（（
）　

安
田
浩
一
『
ネ
ッ
ト
と
愛
国
』。
桜
井
『
大
嫌
韓
時
代
』
で
少
し
だ
け
こ
の
事
実

に
触
れ
て
い
る
。
表
面
的
に
は
「
核
武
装
を
訴
え
る
」
た
め
の
も
の
だ
と
し
て
い
る

が
、
広
島
で
原
爆
忌
に
核
武
装
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
精
神
性
を
持
っ
た
人
物
が

登
場
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
在
特
会
が
デ
モ
で

叫
ん
だ
と
言
わ
れ
る
「
被
爆
者
特
権
」
に
つ
い
て
は
、
注
５
で
述
べ
た
広
島
大
学
の

事
件
に
触
発
し
て
で
き
た
運
動
「H

iroshim
a A

ction

」
の
声
明
文
よ
り
。https://

hiroshim
aaction.w

ordpress.com
/category/articles/

。『
大
嫌
韓
時
代
』
で
は

こ
の
事
実
は
触
れ
ら
れ
ず
、
左
翼
が
式
典
で
騒
々
し
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を

述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

こ
の
よ
う
な
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
の
活
動
自
体
は
、
日
本
の
排
外
主
義
運
動
の
第
一
の

攻
撃
先
で
あ
る
韓
国
で
も
見
受
け
ら
れ
る
。
近
年
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
イ
ル

ベ
」
と
呼
ば
れ
る
（「
日
刊
ベ
ス
ト
（
イ
ル
ガ
ン
ベ
ス
ト
）」
と
い
う
サ
イ
ト
を
利
用

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
）
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
集
団
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
外
国

で
は
な
く
自
国
内
の
特
定
の
地
域
出
身
者
な
ど
を
総
攻
撃
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。『T

ESO
RO

』
二
〇
一
四
年
一
一
月
号
。
彼
ら
が
日
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

感
情
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
無
知
の
状
態
で
あ
る
。
御
教
示
を
願
い
た

い
。

（
（（
）　

国
際
連
合
の
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
日
本
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
等
、
人
権
問
題

に
対
す
る
体
制
の
不
備
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
勧
告
翻
訳
文
はhttp://ta（ad.

net/w
p/?page_id=（（（

よ
り
。

（
（0
）　

安
田
、
前
掲
『
ネ
ッ
ト
と
愛
国
』。

（
（（
）　

古
谷
経
衡
『
ネ
ッ
ト
右
翼
の
逆
襲
』
総
和
社
、
二
〇
一
三
年
。

（
（（
）　

樋
口
直
人
『
日
本
型
排
外
主
義
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。

（
（（
）　

中
田
考
「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
と
自
爆
テ
ロ
」『
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の
論
理
』
小
学
館

文
庫
、
二
〇
〇
二
年
。

（
（（
）　

こ
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
も
複
雑
な
側
面
が
あ
る
。
歴
史
修
正
主
義
（
い
わ
ゆ
る
「
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ウ
ソ
」）
と
の
つ
な
が
り
も
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
現
在
の
イ
ス

ラ
エ
ル
が
国
際
的
に
行
っ
て
い
る
行
動
を
批
判
す
る
文
脈
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
（（
）　

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
物
理
学
者
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
レ
ー
ナ
ル
ト
は
徹
底
的
な
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ナ
チ
ス
に
重
用
さ
れ
た
。

（
（（
）　

佐
波
優
子
『
女
子
と
愛
国
』
祥
伝
社
、
二
〇
一
三
年
、
北
原
み
の
り
・
朴
順
梨
『
奥

さ
ま
は
愛
国
』河
出
書
房
新
社
、二
〇
一
四
年
。前
者
は
排
外
主
義
運
動
を「
愛
国
運
動
」

と
し
て
好
意
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
。
後
者

に
は
、
前
者
の
著
者
佐
波
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
あ
る
が
、
話
は
か
み
合
わ
な
か
っ

た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

山
口
泉
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
性
教
育
」『
星
屑
の
オ
ペ
ラ
』
径
書
房
、

一
九
八
五
年
所
収
。

（
（（
）　

樋
口
、
前
掲
『
日
本
型
排
外
主
義
』
の
終
章
、
二
〇
二
頁
。

（
（（
）　

エ
リ
ッ
ク
・
ブ
ラ
イ
シ
ュ
、
明
戸
隆
浩
・
池
田
和
弘
・
河
村
賢
・
小
宮
友
根
・
鶴
見

太
郎
・
山
本
武
秀
訳
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
（0
）　

森
千
香
子
「
反
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
は
レ
イ
シ
ズ
ム
を
抑
え
ら
れ
る
か
？
」『
日
本

の
科
学
者
』
四
九
巻
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
。

（
（（
）　

川
村
陶
子
「「
移
民
国
」
ド
イ
ツ
を
揺
る
が
し
た
ザ
ラ
ツ
ィ
ン
論
争
」『
イ
ン
タ
ー
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
』
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
。
筆
者
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

し
て
現
代
ド
イ
ツ
に
出
て
き
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
う
ド
イ
ツ
の

小
説
、
テ
ィ
ム
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
メ
シ
ュ
、
森
内
薫
訳
『
帰
っ
て
き
た
ヒ
ト
ラ
ー
』（
全

二
冊
）
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年
が
描
く
世
界
に
注
目
す
る
。
こ
の
小
説
の
作

者
は
、
復
活
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
」
と
し
て
の
自
身
の
役
割
を

十
分
に
自
覚
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
使
い
こ
な
し
て
現
代
ド
イ
ツ
で
急
激
に

影
響
力
を
拡
大
し
て
い
く
光
景
を
描
い
て
い
る
。
筆
者
に
は
、
創
作
を
超
え
た
リ
ア

リ
テ
ィ
を
感
ず
る
。

（
（（
）　
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
、
デ
モ
許
可
場
所
の
限
定
も　

自
民
Ｐ
Ｔ
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
。
筆
者
は
個
人
的
に
購
読
し
て
い
る
同
紙
の
ウ
ェ
ブ
版

で
確
認
し
た
。

（
（（
）　

有
田
芳
生
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
た
た
か
う
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
。

（
（（
）　

前
田
朗
編
『
な
ぜ
、
い
ま
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
な
の
か
』
三
一
書
房
、
二
〇
一
三
年
は

こ
の
よ
う
な
風
潮
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

（
（（
）　

桜
井
誠
『
在
特
会
と
は
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」
の
略
称
で
す
！
』
青

林
堂
、
二
〇
一
三
年
。

（
（（
）　

と
は
い
え
、「
カ
ウ
ン
タ
ー
」
と
い
う
、
在
特
会
に
反
対
す
る
運
動
も
根
底
に
は
ら

む
問
題
が
あ
る
。
先
に
著
書
を
挙
げ
た
野
間
易
通
氏
は
、
右
翼
的
な
運
動
（
中
に
は

在
特
会
に
対
し
て
批
判
的
な
右
翼
が
存
在
す
る
。
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
悪
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
）
と
の
共
闘
を
模
索
し
、
こ
れ
を
批
判
し
た
在
日
朝
鮮
人
に
対
し

て
「
糞
チ
ョ
ソ
ン
人
」「
ミ
ン
ジ
ョ
ク
主
義
者
」
と
朝
鮮
語
交
じ
り
の
罵
言
を
投
げ
つ

け
た
と
い
う
指
摘
が
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る
（
芦
原
省
一
氏
の
サ
イ
ト
、https://

tw
itter.com

/ShoichiA
shihara

）。

（
（（
）　

金
尚
均
「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
処
罰
の
可
能
性
」
同
氏
の
編
纂
し
た
『
ヘ

イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
研
究
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
所
収
な
ど
。

（
（（
）　

こ
の
原
稿
を
作
成
し
て
い
る
段
階
で
は
、
日
本
は
政
府
と
し
て
は
新
し
い
法
律
を
作

る
考
え
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
表
明
し
て
い
る
。「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制

「
ま
ず
現
行
法
で
」
官
房
副
長
官
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
一
日
。
朝

日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
で
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
政
権
党
は
検
討
を
始
め

て
い
る
の
で
、
変
化
は
あ
り
う
る
。

（
（（
）　

た
と
え
ば
拙
稿
「
模
索
す
る
歴
史
認
識―

東
ア
ジ
ア
の
未
来
を
描
く
た
め
に
」『
九

州
歴
史
科
学
』
三
八
号
、
二
〇
一
〇
年
や
「
同
じ
立
場
・
違
う
認
識
」『
七
隈
史
学
』

（
福
岡
大
学
・
七
隈
史
学
会
）
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
。
樋
口
直
人
「
日
本
型
排
外
主

義
の
背
景
」『
日
本
の
科
学
者
』
四
九
巻
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
は
、
日
本
の
排
外
主

義
運
動
は
歴
史
修
正
主
義
と
関
係
が
あ
り
、
こ
こ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
筆
者
も
同
意
す
る
。
た
だ
し
、樋
口
氏
が「「
連

綿
と
続
く
蔑
視
感
情
」
と
い
っ
た
静
態
的
な
議
論
で
は
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
は
若
干
の
疑
問
を
感
ず
る
。
筆
者
は
、
一
時
的
な
韓
流
ブ
ー
ム
等
で
表
面
的
に

は
沈
静
化
し
た
差
別
感
情
が
再
度
刺
激
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
（0
）　

森
千
香
子
「「
人
権
の
国
」
で
許
容
さ
れ
る
レ
イ
シ
ズ
ム
と
は
何
か
？
」『
レ
イ
シ
ズ

ム
と
外
国
人
嫌
悪
』（『
移
民
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
研
究
』
第
三
号
）、
二
〇
一
三
年
、
明

石
書
店
や
、鵜
飼
哲
「「
レ
イ
シ
ズ
ム
」
を
語
る
こ
と
の
意
味
」
前
田
朗
編
、前
掲
『
な

ぜ
、
い
ま
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
な
の
か
』
所
収
。

（
（（
）　

安
田
浩
一
、
前
掲
『
ネ
ッ
ト
と
愛
国
』。

（
（（
）　

日
本
国
内
で
、
近
年
「
嫌
韓
反
中
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
刊
行
物
が
激
増
し
て
い

る
こ
と
は
そ
の
片
鱗
と
言
え
る
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
排
外
主
義
に
加
担
し
な
い

出
版
関
係
者
の
会
編
『
Ｎ
Ｏ
ヘ
イ
ト
！　

出
版
の
製
造
者
責
任
を
考
え
る
』
こ
ろ

 （ 

現代日本の排外主義運動



か
ら
、
二
〇
一
四
年
。
ナ
チ
ス
に
対
し
て
は
譲
歩
し
な
い
姿
勢
を
見
せ
る
ド
イ
ツ

で
も
、
最
近
「Pegida

」（
外
国
人
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
化
に
抗
議
す
る
愛
国
的
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
、
の
ド
イ
ツ
語
略
称
）
な
る
排
外
主
義
運
動
が
地
方
で
急
速
に
支
持
を
拡

大
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
出
た
。
メ
ン
バ
ー
内
に
は
ド
イ
ツ
の
極
右
政
党
な

ど
も
参
加
し
て
い
る
の
だ
が
、
堅
固
な
組
織
を
持
た
ず
、
暴
力
的
な
手
段
を
用
い
な

い
、
な
ど
市
民
運
動
的
な
要
素
を
取
り
込
み
、
支
持
を
拡
大
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

筆
者
は
ド
イ
ツ
語
を
解
し
な
い
が
、
彼
ら
が
意
識
的
に
ネ
オ
ナ
チ
や
レ
イ
シ
ス
ト
と

呼
ば
れ
な
い
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
ナ
チ
ス
の
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ

イ
ツ
も
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
人
物
の
イ
ラ
ス
ト
を
マ
ー
ク
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。"In Germ

an City Rich W
ith H

istory and T
ragedy, T

ide Rises 
A

gainst Im
m

igration"http://w
w

w
.nytim

es.com
/（0（（/（（/0（/w

orld/in-
germ

an-city-rich-w
ith-history-and-tragedy-tide-rises-against-im

m
igration.

htm
l?_r=0

（
追
記
）
本
論
文
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
、
韓
国
ソ
ウ
ル
市
で
行
っ
た
発
表
「
歴

史
と
の
断
絶―

日
本
の
排
外
主
義
運
動
」
を
も
と
に
、
そ
の
後
の
研
究
状
況
の
進
展
や
時
事

的
な
流
れ
を
加
え
て
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
稿
と
し
て
は
雑
駁
で
あ
る
こ
と
は
自
覚

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
何
か
を
ま
ず
書
い
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
本

論
文
は
、平
成
二
六
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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On the Chauvinism movement in Contemporary Japan

IZAO Tomio

 The purpose of this article is studying chauvinism in  contemporary Japan. Chauvinism in Japan is 
concerning, and can be seen in the issue of "Hate speeches". The anti-Korean chauvinist group "Zaitokukai 
(a citizens group which will not forgive privileges given to Korean residents in Japan)" uses anti-Korean 
demonstrations and menaces Korean residents in Japan. This article explains the contents of Zaitokukai's 
assertions and the reaction of Japanese society.
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