
旧
東
独
の
若
者
た
ち
に
お
け
る
排
外
的
傾
向
の
背
景

-
い
-
つ
か
の
意
識
調
査
か
ら
-

大
塚

譲

は
じ
め
に

｢
そ
れ
以
来
､
こ
の
ザ
ク
セ
ン
の
小
都
市
は
､

酔

っ
払
っ
た
少
数
者
の
粉
れ
も
無
-
極
右
的
な
乱

暴
狼
籍
が
､
い
-
つ
か
の
比
較
的
大
き
な
住
民
グ

ル
ー
プ
の
共
感
に
よ
っ
て
い
と
も
易
々
と
本
物
の

迫
害
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
請
け
合

っ
て
い

る
｡
パ
チ
ン
コ
玉
や
火
炎
瓶
や
石
こ
ろ
で
外
国
人

を
追
い
掛
け
回
す
未
成
年
の
暴
徒
た
ち
に
何
百
人

も
の
や
じ
馬
が
拍
手
喝
釆
を
送
り
噺
し
立
て
た
の

は
､
現
代
ド
イ
ツ
史
で
も
前
代
未
聞
の
こ
と
だ
｣

(Ⅰ
)｡
こ
れ
は
旧
東
独
に
お
け
る
極
右
に
よ
る
外

国
人

･
難
民
襲
撃
事
件
に
質
的
変
化
を
も
た
ら
し

た
と
評
さ
れ
る

｢
ホ
イ
ヤ
ス
ヴ
エ
ル
ダ
事
件
｣
を

め
ぐ
る
特
集
記
事
の
〓
即
で
あ
る
｡
事
実
上
の
ド

イ
ツ
統

一
と
言
わ
れ
る
通
貨
同
盟

二

九
九

〇
年

七
月

一
日
)
以
来
､
旧
東
独
経
済
は
急
速
な
市
場

経
済
化
に
よ
り
悪
化
の

一
途
を
た
ど
り
､
失
業

へ

の
不
安
が
と
り
わ
け
職
業
実
習
生
を
中
心
と
す
る

若
者
た
ち
を
襲
っ
た
｡

1
時
の
統

一
の
熱
気
も
冷

め
､
予
想
を
は
る
か
に
越
え
る
厳
し
い
現
実
が
露

呈
し
始
め
た
九

一
年
に
な
っ
て
､
難
民
施
設
へ
の

襲
撃
事
件
の
報
が
特
に
旧
東
独
地
域
か
ら
頻
々
と

し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
つ
い
に

こ
の

｢
ホ
イ
ヤ
ス
ヴ
ェ
ル
ダ
事
件
｣
に
ま
で
事
態

は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
｡
｢九
月
十
二
日
､
ホ
イ
ヤ

ス
ヴ
ェ
ル
ダ
の
青
年
た
ち
が
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
､
ベ

ト
ナ
ム
人
を
主
な
住
民
と
す
る
外
国
人
労
働
者
ハ

イ
ム
を
､
そ
の
翌
日
に
は
難
民
ハ
イ
ム
を
襲
撃
し

た
｡
心
あ
る
世
論
に
何
よ
り
も
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

た
の
は
､
近
隣
の
住
民
が
総
出
し
て
､
こ
の
攻
撃

に
拍
手
を
送
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
青
年
た
ち
に

ょ
る
襲
撃
は

一
周
間
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
た

が
､
州
政
府
､
警
察
は
な
す
術
を
知
ら
ず
､
ハ
イ

ム
の
住
民
を
他
地
域
に
疎
開
さ
せ
て
し
ま
っ
た
｡
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こ
れ
は
無
法
者
の
ゲ
バ
ル
ト
に
､
法
治
国
家
が
降

伏
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
､
世
論
の
批
判
を
浴
び
た
｣

(H
)｡
最
初
に
引
用
し
た
デ
ィ
･
ツ
ァ
イ
ト
の
記

事
は

｢迫
害
｣
(P
o
g
ro
ヨ
)
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
が
､
p
ogr
o
m
と
言
え
ば
現
代
ド
イ
ツ
史

で
は
直
ち
に
｢
ユダ

ヤ
人
迫
害
｣
を
意
味
し
､
｢
ユ

ダ
ヤ
人
迫
害
｣
と
言
え
ば

｢水
晶
の
夜
｣
を
連
想

さ
せ
る
｡
｢
一
九
三
八
年
十

一
月
九
日
'
ゲ
ッ
ベ
ル

ス
が
率
い
る
ナ
チ
ス
部
隊
の
扇
動
で
､
ド
イ
ツ
住

民
が
自
然
発
生
的
に
集
団
と
な
っ
て
､
ユ
ダ
ヤ
教

会
､
ユ
ダ
ヤ
人
が
経
営
す
る
商
店
､
ユ
ダ
ヤ
人
住

宅
打
ち
壊
し
の
狼
籍
を
働
い
た
｡
多
-
の
ガ
ラ
ス

が
飛
び
散
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
､
こ
の
夜
は

『水
晶

の
夜
』
と
呼
ば
れ
た
｣
(同
上
)｡
最
初
に
述
べ
た

｢質
的
変
化
｣
と
は
､
こ
の
よ
う
な
自
然
発
生
的

な
集
団
的
襲
撃
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
そ
し

て
こ
の

｢質
的
変
化
｣
は
こ
の
間
の
1
連
の
襲
撃

事
件
に
見
ら
れ
る

｢
ナ
チ
ズ
ム
の
非
タ
ブ
ー
化
｣

の
諸
兆
候
と
の
内
的
連
関
を
感
じ
さ
せ
る
｡

こ
う
し
た
傾
向
は
旧
東
独
全
体
に
見
ら
れ
る

｢ゲ
バ
ル
ト
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
｣
の
高
さ
､
｢青
少

年
の
五
四
%
が
外
国
人
に
対
し
て
拒
否
的
｣
(描
)

と
言
わ
れ
る
外
国
人
敵
視
意
識
の
強
さ
と
根
底
に

お
い
て
結
び
付
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
｡
そ
し

て
こ
う
し
た
排
外
的
傾
向
は

｢統

一
の
歓
喜
が
や

が
て
失
望
に
変
化
し
て
い
っ
た
社
会
的
､
心
理
的

背
景
｣
(同
上
)
が
肥
沃
な
土
壌
を
提
供
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
と
い
う
の
は

｢
と
く
に
青
年
の

″方
向
喪
失
″
は
極
右
主
義
興
隆
の
源
泉
｣
(同
上
)

だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
､
旧
東
独

の
青
少
年
全
般
の

｢統

一
｣
を
め
ぐ
る

｢
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
の
行
方
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て

｢外
国
人
敵
視
意
識
｣
と

｢極
右
的
志
向
｣
の

現
況
を
い
-
つ
か
の
意
識
調
査
に
基
づ
い
て
辿

っ

て
み
た
い
｡
｢義
｣
を
僑
称
す
る

｢排
外
主
義
｣
の

発
想
構
造
に
探
り
を
入
れ
る
試
み
は
､
残
念
な
が

ら
今
や
日
本
自
身
の
た
め
で
も
あ
る
｡

一
､
｢壁
｣
の
中
の
若
者
た
ち

｢
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
｣
以
前
の

『東
独
』
時

代
の
若
者
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
ど
の

よ
う
な
あ
り
さ
ま
を
呈
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
｡
こ

こ
で
は
意
識
調
査
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て

一
九

七

〇
年
代
以
降

一
九
八
九
年
十

一
月
の

『東
独
』

の
崩
壊
に
至
る
ま
で
の

｢社
会
主
義
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
､
｢
『東
独
』
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
｣
の
衰
退
の
流
れ
を
検
証
し
､
併
せ
て
こ
の
流

れ
に
お
け
る
若
者
の

｢層
｣
に
よ
る
反
応
の
あ
り

よ
う
の
相
違
を
跡
付
け
て
み
よ
う
｡
つ
ま
り
こ
こ

で
の
論
点
は
､
｢
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
｣
が
､
実
は

東
ド
イ
ツ
内
部
で
公
認
の
意
識
を
蚕
食
す
る
形
で

着
々
と
進
行
し
て
来
た

1
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
必
然

的
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
､
ま
た
若
者
た
ち
の

反
応
に
つ
い
て
は
､
社
会
批
判
に
関
し
て

｢実
習

生
｣
や

｢若
い
労
働
者
｣
が

(時
に
は

｢生
徒
｣

ち
)
先
導
的
な
位
置
を
占
め
､
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

｢学
生
｣
は
そ
の
は
る
か
後
塵
を
拝
す
る
の
を
常

と
し
た
と
い
う
こ
と
､
こ
の
二
点
に
集
約
出
来
よ

う
｡
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
ー
レ
ー
ニ
ン
主
義

へ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
､
実
習
生
や
若

い
労
働
者
の
間
で
は
既
に
七
〇
年
代
の
終
わ
り
以

来
後
退
し
て
い
る

[七
五
年
四
六
%

(六

一
%
｡

カ
ッ
コ
内
は
学
生
｡
以
下
も
同
じ
)/
七
九
年
三
三

%
(五
七
%
)/
八
五
年

1
四
%
/
八
九
年
五
月
九

%

(三
五
%
)/
同
十
月
六
%
｡
(Ⅳ
､
二
七
※
)]

(
*
こ
こ
で
は

｢強
い
肯
定
｣
の
答
え
の
数
値
の

み
を
示
し
､
｢条
件
付
き
肯
定
｣
や

｢否
定
｣
の
そ

れ
は
示
し
て
い
な
い
が
､
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
把

握
出
来
る
も
の
と
考
え
る
)｡
同
様
に
ソ
連

へ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
も
､
七
〇
年
代
に

は
東
独
の
若
者
た
ち
も
ま
だ
そ
こ
に
範
を
求
め
て

い
た
が
､
八
〇
年
代
の
始
め
以
来
若
者
達
の
あ
ら

ゆ
る
層
に
お
い
て
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
志
向
が

後
退
し
て
い
る

[八
五
年
九
%

(十
九
%
)/
八
六
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荏覗の｣義ドA集特
年
十
九
%

(三
六
%
)/
八
八
年
十
%

(八
九
年
五

月
十
六
%
)]
(同
二
八
)｡
社
会
主
義
体
制
の
優
越

性
に
つ
い
て
も
八
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
そ
の
確

信
が
急
速
に
後
退
し
て
行
き
[七
五
年
六
三
%
(七

八
%
)/
八
三
年
四
七
%

〓
ハ
八
%
)/
八
八
年
五

月

7
0
%
/
八
九
年
十
月
三
%
/
八
九
年
五
月
十

五
%
]
(同
二
九
)､
s
E
D

(=
ド
イ
ツ
社
会
主

義
統

一
党

ド
イ
ツ
共
産
党
)
も
同
様
に
支
持
を

失
っ
て
行
-

[七
〇
年
二
四
%

(三
二
%
)/
八
六

年
二
六
%

(四
五
%
)/
八
九
年
五
月
十
%

(二
六

%
)]
(同
上
)｡
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
が
世
界
観

お
よ
び
現
実
の
政
治
体
制
の
上
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
喚
起
す
る
力
を
失
っ
て
行
け
ば
､
｢ド
イ

ツ
民
族
の
社
会
主
義
国
家
｣
で
あ
る

『東
独
』
の

唯

一
の
存
在
根
拠
が
消
失
し
､
｢ド
イ
ツ
｣
の
み
が

残
る
｡
こ
う
し
て
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
の
｢月
曜
デ
モ
｣

以
来
｢
ホ
-
ネ
ッ
カ
ー
体
制
打
倒
｣
を
求
め
る
人
々

の
合
言
葉
は

｢ド
イ
ツ
､
唯

一
の
祖
国
よ
!
｣
と

な
っ
た
｡
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
､
八
〇
年
代
半
ば

ま
で
は
密
か
な
憧
博
の
対
象
で
は
あ

っ
た
が
事
実

上
タ
ブ
ー
に
等
し
か
っ
た
｡
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の

場
合
､
｢ド
イ
ツ
｣
と
は
自
由
と
繁
栄
を
誇
る
『西

独
』
社
会
を
意
味
し
た
｡
従
っ
て

『東
独
』
へ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
衰
退

[七
五
年
五
七
%

(六
六
%
)/
八
五
年
五

1
%

(七
〇
%
)/
八
八

年
五
月
二
八
%
(五
二
%
)/
同
十
月

一
八
%
/
八

九
年
二
月
三
四
%
]
(同
三
〇
)
は
､
『西
独
』
の

評
価
の
上
昇

[政
治
的
に
進
歩
的

‥
七
八
年
九
%

(四
二
%
｡
カ
ッ
コ
内
は
東
独
に
つ
い
て
の
評
価
､

つ
ま
り
自
己
評
価
｡
以
下
も
同
じ
)/
八
八
年
二
八

%

(十
七
%
)

暮
ら
し
向
き
が
良
い
‥
七
八
年

十

一
%
(三
六
%
)/
八
八
年
二
二
%
(十
%
)

好

感
を
持
つ
‥
七
八
年

一
九
%
(三
九
%
)/
八
八
年

t三

%

(二
八
%
)
]
(十
四
～
十
六
歳
の
生
徒
を

対
象
)
(同
三
二
)
と
表
裏
を
成
し
て
い
た
｡
そ
し

て
在
米
の
価
値
観
総
体
の
正
当
性
喪
失
の
中
で
若

者
た
ち
が
社
会
批
判
の
拠
っ
て
立
つ
価
値
基
盤
と

し
て
選
び
取
っ
た
の
は
､
頭
越
し
の
お
仕
着
せ
の

意
志
決
定
を
嫌
う

｢自
己
決
定
｣
性
と
自
ら
の
能

力
と
生
活
上
の
享
楽
と
の
実
現
､
す
な
わ
ち

｢自

己
実
現
｣
で
あ
っ
た

(同
三
四
～
三
六
)0

二
､

｢壁
｣
か
ら
出
た
若
者
た
ち

八
九
年
十

一
月
以
降
の
､
と
り
わ
け
九
〇
年
の

社
会
的
大
変
動
は
東
ド
イ
ツ
の
若
者
た
ち
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
ー
に
何
を
刻
み
付
け
た
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
こ
で
は

｢移
行
期
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
｣
の
諸

特
徴
を
辿
っ
て
み
よ
う
｡

若
者
た
ち
が

｢壁
｣
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
半
ば
自
ら
招
き
寄
せ
た
新
し
い
生
き
る
条
件

と
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
｡
①
多
元
主
義

的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
の
自
由
と
チ
ャ
ン
ス
の

享
受
｡
個
々
人
の
自
己
決
定

へ
の
要
請
｡
②
市
場

経
済

へ
の
移
行
｡
③
ナ
シ
ョ
ナ
ル
･
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
の
喪
失
④
任
意
の
情
報
へ
の
無
制
約
の

接
近
可
能
性
⑤
西
側
世
界
へ
の
旅
行
可
能
性
⑥
社

会
的
不
安
定
性
の
増
大

(犯
罪
や
過
激
的
グ
ル
ー

プ
の
攻
撃
的
暴
力
等
の
増
加
に
よ
る
不
安
)
(Ⅴ
三

五
〇
-
三
五

こ
｡
こ
の
ま
さ
し
-
社
会
的
条
件
の

激
変
が
わ
ず
か
半
年
余
り
の
間

[｢
ベ
ル
リ
ン
の

壁
｣
崩
壊
=
八
九
年
十

一
月
八
～
九
日
､
通
貨
同

盟

(実
質
的
な
ド
イ
ツ
統

1
)
I

九
〇
年
七
月

1

日
]
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
｡
当
然
な
が
ら
若
者

た
ち
は
こ
う
し
た
激
変
の
乳
蝶
の
中
で
翻
弄
さ
れ

敏
感
に
反
応
す
る
｡

若
者
た
ち
が

『西
独
』
と
の

｢統

二

か
ら

一

番
期
待
し
た
も
の
が
｢幸
福
な
人
生
｣
(八
六
%
)､

も
っ
と
高
い

｢生
活
水
準
｣
(八
五
%
)
(複
数
回

答
)
(同
､
三
五
四
)
だ
っ
た
の
は
､
既
に
七
〇
年

代
半
ば
以
来

『東
独
』
に
お
い
て

｢社
会
主
義
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
の
衰
退
と
引
き
換
え
に

徐
々
に
進
行
し
て
来
た

｢自
己
決
定
や
自
己
実
現

へ
の
志
向
｣
や

｢生
活
享
楽
的
傾
向
｣
の
必
然
的

帰
結
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
し
か
し

｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
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テ
ィ
ー
｣
の
問
題
に
は
根
深
い
も
の
が
あ
り
'
九

〇
年
九
月
ま
で
(
つ
ま
り
十
月
三
日
の
正
式
な
｢統

こ

の
直
前
ま
で
)
若
者
た
ち
の
間
で
自
分
を
｢
ド

イ
ツ
人
｣
と
感
じ
る
者
四
八
%
に
対
し
て

｢東
独

国
民
｣
と
感
じ
る
者
が
四

一
%
い
た
が
､
こ
れ
に

は
政
治
統

一
よ
り
ひ
と
足
早
-
訪
れ
た
東
独
の
経

済
状
態
の
悪
化
が
若
者
た
ち
に
統

1
へ
の
不
安
感

を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
も
部
分
的
に
は
影
響
し
て

い
よ
う
｡
い
ず
れ
に
し
ろ
､
｢
ベ
ル
リ
ン
の
壁
｣崩

壊
以
来
､
東
独
の
若
者
た
ち
の
意
識
の
中
で
は
､

統

一
へ
の
希
望
と
失
望
と
の
間
の
激
し
い
動
揺
に

呼
応
し
て

｢ド
イ
ツ
人
意
識
｣
と

｢
『東
独
』
人
意

識
｣
も
上
昇
と
下
降
を
繰
り
返
し
て
来
た
の
で
あ

る

(同
三
五
六
)0

若
者
た
ち
の
揺
れ
動
-
意
識
の
変
化
を
政
治
の

レ
ベ
ル
で
見
て
み
よ
う
｡
彼
ら
は

｢壁
崩
壊
｣
前

後
か
ら
三
月
十
八
日
の

『東
独
』
最
後
の
人
民
議

会
選
挙
に
か
け
て
は
政
治
に
強
い
関
心
を
示
す

が
､
そ
れ
以
降
は
少
し
ず
つ
関
心
の
程
度
が
下
降

線
を
た
ど
り
､
し
か
も
有
権
者
全
体
の
平
均
を
か

な
り
下
回
っ
て
い
る

[強
い
関
心

‥
九
〇
年
二
日

七
九
%
/
四
月
六
七
%
/
九
月
五
三
%
]
(対
象

‥

｢実
習
生
｣)
(Ⅵ
､
七
〇

一
)､
[日
曜
で
も
選
挙
に

行
く

‥
八
九
年
十

一
月
八
〇
%

(八
六
%
｡
カ
ッ

コ
内
は
全
有
権
者
｡
以
下
同
じ
｡)/
九
〇
年
二
月

七
〇
%

(七
九
%
)/
三
月
七
七
%

(八
五
%
)/

六
月
七

一
%

(七
七
%
)/
九
月
六
七
%

(七
二

%
)/
十
二
月
六
三
%
(八
7
%
)]
(対
象

二

八

～
二
四
歳
の
若
者
)
(同
七
〇

一
)｡
十
月
に
は
統

1
後
初
の
東
部
ド
イ
ツ
新
五
州
の
州
議
会
選
挙

が
､
十
二
月
に
は
や
は
り
統

一
後
初
の
連
邦
議
会

選
挙
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
で
あ
る
｡
通

貨
同
盟
以
前
に
既
に
始
ま
っ
た
東
独
の
経
済
状
態

の
悪
化
が
特
に
若
者
た
ち
に
は
強
い
失
望
を
与
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
の
故
も
あ
っ
て
か
既
成
の
大
政
党
へ
の
支
持

が
減
り
つ
つ
あ
り
*

[C
D
U
/
C
S
U

‥
九
〇

年
四
月
四
〇
%
/
同
六
月
三
六
%
/
九
〇
年
十
二

月
三
二
%

s
p
D

‥
九
〇
年
四
月
四
九
%
/
九

〇
年
六
月
三
八
%
/
九
〇
年
十
二
月
二
九
%
]
(
辛

c
D
U
の
支
持
が
横
這
い
な
い
し
漸
増
を
示
す
調

査
も
あ
る
)
(同
､
七
〇
三
)｡
逆
に
市
民
運
動
的

小
政
党

へ
の
支
持
率
は
比
較
的
高
い
レ
ベ
ル
で
安

定
し
て
い
る

[た
と
え
ば
九
〇
年
同
盟
/
緑
の
党

は
九
〇
年
四
月
～
十
二
月
の
若
者
の
支
持
率

‥
十

八
～
二
四
%
]
(同
上
)
早
め
に
数
量
活
動
に
着
手

し
た
こ
と
が
奏
功
し
て
共
和
党

[八
九
年
結
成
の

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
本
拠
を
置
-
極
右
政
党
｡
最
近
の

各
所
の
地
方
議
会
の
選
挙
で
一
挙
に
議
席
を
増
や

し
て
い
る
]
も
九
〇
年
十
二
月
に
は
四
%
の
支
持

を
得
て
い
る

(同
上
)0

若
者
た
ち
の
市
民
運
動
へ
の
傾
倒
に
は
､
｢壁
崩

壊
｣
後
の
新
出
発
に
際
し
て
抱
い
て
い
た
希
望
が

満
た
さ
れ
ず
､
彼
ら
自
身
に
か
か
わ
る
こ
と
が
彼

ら
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
決
定
さ
れ
て

い
る
､
と
い
う
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
駆
動
力

に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
東
独
の

若
者
た
ち
の
間
に
は
高
い
政
治
的
抵
抗
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
が
あ
る
｡
こ
の
旧
体
制
と
新
体
制
と
に
よ

っ
て

｢
二
重
に
失
望
し
た
世
代
｣
が
政
治
を
厭
い

リ
タ
イ
ア
し
て
し
ま
う
か
､
社
会
批
判
的
勢
力
と

し
て
抵
抗
力
を
発
揮
し
続
け
る
か
は
､
失
業
率
の

持
続
的
上
昇
と
い
う
事
態
の
益
々
の
悪
化
と
も
相

侯
っ
て
､
今
後
目
を
離
せ
な
い
重
要
な
社
会
的
フ

ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
来
よ
う

(同
七
〇
三
-

七
〇

四
)
0

東
西
ド
イ
ツ
人
の
共
生
の
困
難
さ
が
大
き
な
社

会

(心
理
的
)
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
､
新
し

い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
東
ド
イ
ツ
の

若
者
た
ち
の
行
方
に
暗
い
影
を
投
げ
掛
け
て
い

る
｡
八
八
年
に
は
､
東
独
の
若
者
た
ち
の
間
で
紋

切
り
型
の
政
治
宣
伝
を
押
し
退
け
て
西
ド
イ
ツ
人

が
は
じ
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
さ
れ
､
逆
に
東

ド
イ
ツ
人

(自
国
民
!
)
が
距
離
を
置
い
て
時
に

は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
観
察
さ
れ
始
め
た
(同
七
〇
八
)
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在現の｣義ドA集特

が
､
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
識
の
中
に
お
け
る

｢壁

の
崩
壊
｣
の
前
兆
で
あ
っ
た
｡
や
が
て
現
実
の
｢壁
｣

は
本
当
に
撤
去
さ
れ
た
が
､
し
か
し
な
が
ら
意
識

の
中
の

｢壁
｣
が
思
い
の
外
堅
牢
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
て
来
る
｡
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
オ
ッ
シ

1

(西
独
に
お
け
る
東
独
人
の
あ
だ
名
)
と
ヴ
ェ

ッ
シ
ー

(東
独
に
お
け
る
西
独
人
の
あ
だ
名
)
と

い
う
独
特
の
感
情
を
引
き
ず

っ
た
言
葉
で
あ
る
｡

東
西
の
経
済
発
展
と
住
民
の
生
活
水
準
の
格
差
は

巨
大
で
あ
る
｡
古
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
か

な
ぐ
り
捨
て
た
が
新
し
い
も
の
が
い
つ
に
な
っ
た

ら
身
に
着
く
か
見
当
も
つ
か
な
い
｡
西
独
人
の
方

で
も

7
時
の
熱
狂
が
冷
め
て
み
る
と
何
か
と
手
の

掛
か
る
貧
し
い
義
兄
弟
が
段
々
お
荷
物
に
な
っ
て

来
た
｡
東
独
人
は
新
旧
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
公
私

に
わ
た
る
血
の
鯵
む
切
り
替
え
に
適
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
､
い
つ
も
自
信
が
無
-
西
独
人

に
遅
れ
を
取
っ
て
ば
か
り
お
り
､
コ
7流
の
ド
イ
ツ

人
｣
意
識
が
欝
積
し
て
行
-

[
1
九
九

一
年
二
月

末
に
､
東
独
人
の
八
五
%
が
今
後
長
い
間
軽
ん
じ

ら
れ
る
二
流
の
市
民
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
､
と
考
え
て
い
た

(Ⅶ
)
]
｡
物
質
的
か
つ
社
会

的
生
活
状
態
の
同
等
化
を
短
時
日
に
達
成
す
る
こ

と
が

一
番
効
果
的
措
置
で
あ
る

(Ⅵ
､
七

一
〇
)

こ
と
は
誰
に
も
分
っ
て
い
る
が
､
そ
の
可
能
性
は

皆
無
に
等
し
い
｡

東
独
に
お
け
る
失
業

へ
の
不
安
の
高
ま
り
は
留

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
｡
九
〇
年
四
月
に
は
失

業
者
数
六
万
五
千
人

(失
業
率

1
%
)
だ
っ
た
の

が
､
統

一

(十
月
三
日
政
治
統

二

七
月

一
日
通

貨
同
盟
=
経
済
的
統

一
)
後
の
同
年
十
二
月
に
は

約
十
倍
の
六
四
万
二
千
人

(失
業
率
七

･
三
%
)

に
増
加
し
､時
短
労
働
者
も

7
八
〇
万
を
数
え
た
〇

九

7
年
七
月
に
は
失
業
者
数
百
六
万
八
千
六
百
人

(失
業
率
十
二
･
一
%
)
を
記
録
し
て
い
る

(Ⅷ
'

二

一
)
(九
二
年
度
に
つ
い
て
は
未
確
認
)｡
原
因

は
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
急
速
な
移
行
に

あ
る
と
言
わ
れ
る
が
､
次
の
数
字
が
経
済
状
態
の

悪
化
が
い
か
に
予
想
を
上
回
る
速
い
テ
ン
ポ
で
襲

っ
て
来
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
既

に
九

〇
年
年
頭
に
は
東
独
の
八
八
%
の
若
者
た
ち

が
自
国
に
お
け
る
将
来
の
失
業
の
発
生
を
予
想
し

て
い
た
が
､
同
年
七
月
に
は
､
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
若
者

(九
六
%
)
が
東
独
地
域
に
お
け
る
失
業

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
持
続
的
増
加
を
予
想
し
､
通
貨
同
盟
成
立
後
に

は
､
早
-
も
多
-
の
若
者
た
ち
が
経
済
の
構
造
転

換
に
よ
っ
て
職
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
現
実
に
直

面
し
始
め
て
い
る
(Ⅵ
､
七

二

一)｡
し
か
し
そ
れ

で
も
間
近
に

｢統

二

を
控
え
た
九
〇
年
九
月
の

段
階
で
は
､
期
待
が
再
度
膨
ら
ん
だ
せ
い
か
､
将

采
に
つ
い
て
依
然
楽
観
的
風
潮
が
支
配
的
だ
っ
た

[改
善
予
想

‥
六
三
%
/
不
変

‥
二
六
%
/
悪

化

‥
十

一
%
]
(同
上
)
｡
し
か
し
九
〇
年
末

(十

二
月
二
日
に
初
の
統

1
選
挙
が
あ
っ
た
)
七

は
､

選
挙
の
熱
気
が
冷
め
て
来
る
と
と
も
に
､
経
済
統

一
実
現
の
困
難
な
長
い
道
程
が
認
識
さ
れ
始
め
た

[こ
の
時
期
に
は
､
若
者
た
ち
の
や
っ
と
半
分
(四

七
%
)
し
か
現
在
の
ポ
ス
ト
の
確
保
を
確
信
し
て

お
ら
ず
､
揺
る
が
ぬ
確
信
を
持

っ
て
い
る
者
は
五

%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
]
(同
上
)
｡
そ
し
て
こ
う
し

た
よ
り
厳
し
い
現
実
認
識
が
浸
透
し
て
来
る
と
と

も
に
､
将
来
も
東
部
ド
イ
ツ
に
留
ま
ろ
う
と
す
る

若
者
の
割
合
が
減
少
し
始
め
'
逆
に
移
住
の
用
意

の
あ
る
者

〔｢
ト
ラ
ン
ク
に
腰
掛
け
て
い
る
者
｣
]

の
割
合
が
わ
ず
か
三
カ
月
の
間
に
八
%
か
ら
十

一

%
に
増
え
て
い
る
こ
と
は
'
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
(Ⅶ
)

が
伝
え
て
い
る
通
り
だ
が
､
別
の
複
数
の
調
査
も

移
住
を
決
意
し
て
い
る
若
者
の
割
合
の
深
刻
な
増

加
を
報
告
し
て
い
る
｡
こ
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
現

れ
て
い
る
東
独
の
若
者
た
ち
の
失
業

へ
の
強
い
不

安

[若
い
就
業
者
の
失
業

へ
の
不
安

‥
八
七
年

丁

四
%
/
九

〇
年
六
九
%

実
習
生

‥
八
七
年
十
五

%
/
九
〇
年
七

t
%
]
(Ⅵ
､
七

二

一)
は
'
『東

独
』
が
就
職
の
安
定
性
を
誇
っ
た
社
会
で
あ
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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こ
の
よ
う
な
具
体
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
次
の
よ

う
な
推
論
が
示
さ
れ
る

‥
｢破
局
的
な
経
済
状
況
､

特
に
益
々
広
が
っ
て
行
-
失
業
が
あ
る
雰
囲
気
の

転
換
に
導
い
て
し
ま
っ
た
｣｡
雰
囲
気
の
転
換
と

は
､
｢歓
喜
や
希
望
に
代
わ
っ
て
失
望
'
絶
望
､
さ

ら
に
は
憤
激
さ
え
も
前
面
に
出
て
来
て
い
る
｣
こ

と
で
あ
る
(Ⅵ
､
七

二
二
)｡
し
か
し
同
時
に
忘
れ

て
な
ら
な
い
の
は
､
大
部
分
の
東
独
の
若
い
就
業

者
た
ち
が

｢市
場
経
済
の
排
戦
｣
に
た
じ
ろ
が
ず

立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と

[若
い
就
業
者

た
ち
の
職
業
変
動
へ
の
用
意
(九
〇
年
十
二
月
)
‥

同
じ
職
業
で
の
再
研
修
=
七
四
%
/
額
似
し
た
職

業
で
の
再
研
修
=
四
五
%
/
全
-
別
の
職
業
で
の

再
研
修

=
二
二
%
/
専
門
外
の
活
動
を
す
る
=
二

四
%
/
自
営
す
る
=
十
四
%
]
(同
上
)
で
あ
ろ
う
｡

三
､
心
に

｢壁
｣
を
築
-
若
者
た
ち

｢外
国
人
敵
視
意
識
｣
と
｢極
右
的
志
向
｣

『
外
国
人
敵
視
意
識
』

｢外
国
人
敵
視
意
識
｣
は

｢極
右
的
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
｣
の
最
も
本
質
的
な
発
現
形
態
で
あ
っ
て
､

こ
の
二
つ
の
精
神
態
度
の
共
通
性
は

｢
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
･
権
威
主
義
症
候
群
に
あ
り
､
こ
れ
は
と

り
わ
け
異
種
の
人
々
に
対
し
て
発
揮
さ
れ
る
エ
リ

-
ト
意
識
､
自
分
の
誇
示
､
倣
慢
さ
､
更
に
は
不

寛
容
さ
､
権
力
や
暴
力
の
投
入
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
｣
(Ⅸ
､
一
〇
五
二
)｡
し
か
し
｢外

国
人
敵
視
｣
が
必
ず
し
も
常
に

｢極
右
的
グ
ル
ー

プ
｣
内
部
で
の
み
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
-
､
む

し
ろ

｢外
国
人
を
敵
視
す
る
発
想
の
持
主
の
大
部

分
は
極
右
的
で
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
｣
(同
上
)

の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
｢外
国
人
敵
視
意
識
は

極
右
主
義
的
な
行
動
志
向
/
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
よ

り
も
も
っ
と

一
般
的
な
経
済
的

･
政
治
的

･
社
会

的
条
件
構
造
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
動
機
づ
け
ら
れ

る
｣
の
で
あ
る

(同
上
)0

東
独
社
会
の
崩
壊
に
よ
っ
て
､
住
民
の
大
部
分

は
人
生
の
危
機

(旧
来
の
価
値
の
崩
壊
､
新
し
い

価
値
へ
の
適
応
､
失
業
等
)
を
経
験
し
て
お
り
､

こ
こ
か
ら
思
考
や
行
動
の
不
安
定
性
､
自
信
喪
失

が
生
じ
て
い
る
｡
若
者
た
ち
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

は
既
に
詳
し
く
立
ち
入
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ

し
て
頻
発
す
る
外
国
人
へ
の
攻
撃
は
､
こ
の
よ
う

に
し
て
欝
積
し
た
怒
り
や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

の
代
償
的
行
為
と
解
釈
さ
れ
る
｡
｢人
間
心
理
の
基

本
的
な
代
償
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
､
自
分
に
は
も
っ
と

価
値
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
同
時
に
､
も
っ

と
劣
等
で
罪
や
脅
威
の
担
い
手
と
見
な
さ
れ
る

『異
種
の
者
た
ち
』
の
〓
疋
グ
ル
ー
プ
の
価
値
を

お
と

乾

し

め
る
点
に
そ
の
本
質
が
あ
る
｡
彼
ら
に
だ
っ

た
ら
襲
い
か
か
っ
て
溜
ま
り
に
溜
ま
っ
た
欲
求
不

満
を
ぶ
ち
ま
け
た
っ
て
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
｡

日
々
体
験
さ
れ
る
社
会
的
な
困
窮
と
不
安
の
度
合

が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
､
外
国
人
敵
視
意
識
と

極
右
的
志
向

へ
流
れ
る
傾
向
が
そ
れ
だ
け
大
き
-

な
る
｣
(同
､

一
〇
五
二
-

一
〇
五
三
)0

外
国
人
敵
視
意
識
は
現
在
の
旧
東
独
に
広
-
見

ら
れ
る
風
潮
で
あ
る
｡
例
え
ば
東
部
ド
イ
ツ
に
生

活
す
る
外
国
人
の

｢数
｣
に
つ
い
て
､
若
者
た
ち

の
約
半
分
が

｢外
国
人
が
多
す
ぎ
る
｣
と
考
え
て

お
り
､
実
際
に
は
人
口
の
〇
･
九
%
し
か
い
な
い

(『西
』
は
七
･
八
%
)
こ
と
を
考
え
る
と
重
大
な

潜
在
的
嫌
悪
が
存
在
す
る
と
言
え
る
｡
も
ち
ろ
ん

同
じ
問
い
に
つ
い
て
極
右
グ
ル
ー
プ
の
支
持
者
で

は

｢多
す
ぎ
る
｣
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
軒
並
み

九
〇
%
前
後
に
跳
ね
上
が
る
の
だ
が

(同
､

一
〇

五
四
)､
ま
た
外
国
人
の
数
の
削
減
の
是
非
に
つ
い

て
の
設
問
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
結
果
が
出
て
い

る

[男
子
=
六
二
%
､
女
子
=
四
四
%
､
平
均
す

る
と
半
数
以
上
の
若
者
た
ち
が
削
減
を
望
ん
で
い

る
｡
こ
こ
で
も
極
右
政
党

･
共
和
党
の
支
持
者
は

九
六
%
に
も
達
す
る
]
(同
､
一
〇
五
五
)｡
他
方
､

調
査
に
よ
っ
て
若
者
た
ち
が
外
国
人
問
題
に
つ
い

て
ひ
ど
-
情
報
不
足
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
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在現の｣義｢コ集特

っ
た

[ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
の
日
常
的
問
題

に
つ
い
て
よ
-
知

っ
て
い
る
と
思
う

‥
二
三
%

よ
-
知
ら
な
い
､
な
い
し
は
全
-
知
ら
な
い
と
思

う

‥
三
六
%
]
[外
国
人
と
直
接
的
コ
ン
タ
ク
ト
を

持
つ
‥
十

一
%

稀
に
し
か
無
い
､
な
い
し
は
全

-
無
い
‥
七
七
%
]
[蹟
緒
せ
ず
に
外
国
人
の
隣
に

腰
を
下
ろ
す

‥
五
六
%

家
に
招
待
す
る

‥
三
二

%

結
婚
す
る
‥
二
〇
%

(ち
な
み
に

｢外
国
人

と
結
婚
す
る
｣
用
意
の
あ
る
西
ベ
ル
リ
ン
の
若
者

の
割
合
は
こ
の
三
倍
で
あ
る
)]
(同
上
)
0

旧
東
独
の
若
者
た
ち
に
特
有
の
排
外
的
傾
向

は
､
｢国
民
別
の
親
近
感
｣
を
調
べ
る
三
つ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
そ
の
結
果

特
に
注
目
す
べ
き
は
､
第

一
に
若
い
東
ド
イ
ツ
人

は
諸
国
民
を

(ア
メ
リ
カ
人
を
初
め
と
す
る
二
･

三
の
西
欧
国
民
を
例
外
と
し
て
)
年
配
の
人
々
よ

り
否
定
的
に
評
価
し
､
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
す
る
O

他
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
こ
の
関
係
が
全
-

逆
で
､
年
令
が
高
-
な
る
に
つ
れ
て
外
国
人
に
対

し
て
不
寛
容
に
な
り
､
他
方
若
者
た
ち
は
外
国
人

に
対
し
て
よ
り
寛
容
で
あ
り
よ
り
敵
視
的
で
は
な

い
｡
こ
れ
に
対
し
て
旧
東
独
で
は
'
若
者
た
ち
､

特
に
一
五
-
二
五
歳
の
人
々
は
年
配
の
人
々

(か

っ
て
の
社
会
主
義
友
邦
に
は
親
し
み
を
抱
き
続
け

て
い
る
)
よ
り
も
外
国
人
に
つ
い
て
よ
り
極
端
に
､

よ
り
両
極
的
に
判
断
す
る
｡
お
好
み
の
高
貴
な
外

国
人

(オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
､一
ア
メ
リ
カ
人
､
フ
ラ

ン
ス
人
等
)
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
場
合
に
も
､

気
に
染
ま
な
い
外
国
人

(ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
､
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
､
キ
ュ
ー
バ
人
､
ロ
シ
ア
人
､
ト
ル
コ

人
､
ジ
プ
シ
ー
等
)
を
否
定
的
に
評
価
す
る
場
合

に
も
そ
う
で
あ
る
｡
第
二
に
六
八
年
と
八
八
年
の

評
価
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
六
八
年
ま

で
は
諸
国
民
に
つ
い
て
の
評
価
が
政
府
の
政
治
宣

伝
に
左
右
さ
れ
て
い
た
模
様
だ
が
､
七

〇
年
代
を

経
て
八
八
年
に
至
り
自
由
化
が
進
ん
で
来
る
と
嫌

悪
す
る
諸
国
民
と
好
感
を
抱
-
諸
国
民
が
六
八
年

と
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
入
れ
代
わ
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
評
価
の
逆
転
が
東
西
ド
イ
ツ
に
ま
で
及
ぶ

｢①

信
頼
出
来
る

‥
六
八
年
東
独
=
一
･
六
八
､
西
独

=
二
･
七
二

(最
高
=
l
ポ
イ
ン
ト
､
最
低
=
七

ポ
イ
ン
ト
｡
以
下
同
じ
)/
八
八
年
東
独
=
二
･八

〇
､
西
独
=
二
･七
七
]
[②
知
的
で
あ
る

‥
六
八

年
東
独

-
一
･
七
〇
､
西
独

=
二
･
三
八
/
八
八

年
東
独
=
二
･
三
四
､
西
独
=
二
二

五
]
[③
進

歩
的
社
会

‥
六
八
年
東
独
=
1
･
六
二
､
西
独
=

二
･
四
七
/
八
八
年
東
独
=
二
･
八
六
､
西
独
=

l
･七
〇
]
[④
好
感
が
持
て
る

‥
六
八
年
東
独
=

一
･
七
四
､
西
独
=
二
･
四
二
/
八
八
年
東
独
=

二
･
四
八
､
西
独
=
二
･
四
〇
]
(同

一
〇
五
九
)

の
を
見
る
と
､
自
分
の
足
元
さ
え
掘
り
崩
し
始
め

た

｢社
会
主
義
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
衰
退
の

激
し
い
勢
い
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
は
以
下
の
諸
点
に
要
約

す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
(
こ

｢外
国
人
敵
視
意
識
｣

は
通
常
特
定
の
外
国
人
グ
ル
ー
プ
に
向
け
ら
れ
て

い
る
｡
(二
)
旧
東
独
の
若
者
た
ち
の
間
で
の
外
国

人
敵
視
意
識
は

一
九
八
九
/
九
〇
年
に
急
増
し

た
｡
(三
)実
習
生
た
ち
が
特
に
外
国
人
に
敵
対
的
｡

(四
)
女
性
の
方
が
外
国
人
に
対
し
て
温
厚
で
寛

容
｡
(五
)
外
国
人
に
対
す
る
親
近
感
と
政
治
的
信

条
と
の
間
に
は
強
い
相
関
｡
(六
)
両
瓢
の
学
歴
等
､

社
会
的
出
自
が
強
-
影
響
｡
以
上
の
結
果
､
次
の

よ
う
に

｢診
断
｣
が
下
さ
れ
る
｡
《
診
断
》
旧
東

独
で
の
外
国
人
敵
視
意
識
の
増
大
が
懸
念
さ
れ

る
｡
《
理
由
》

(
〓

社
会
経
済
状
態
の
速
や
か

な
改
善
が
望
め
な
い
｡
(二
)東
ド
イ
ツ
人
た
ち
は

今
後
と
も
｢
二
流
の
ド
イ
ツ
人
｣
｢社
会
的
に
恵
ま

れ
な
い
オ
ッ
シ
ー
｣
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
｡

(三
)
今
後
と
も
難
民
流
入
に
よ
る
外
国
人
の
急

増
が
予
想
さ
れ
る
(同
､
一
〇
五
七
-

一
〇
五
八
)0

『極
右
的
志
向
』

い
-
つ
か
の
発
想
パ
タ
ー
ン
の
調
査
を
通
じ

て
､
極
右
的
発
想
が
旧
東
独
の
若
者
た
ち
の
大
部
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分
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
｡
ま
ず
世
代
を
越
え
て
旧
東
独
に
権
威
主

義
的

･
国
粋
主
義
的
発
想
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た

[ド
イ
ツ
が
合
わ
な
い
者
は
出
て

行
く
べ
き
だ

‥
四
〇
%
(賛
成
､
以
下
同
じ
)/
今

の
時
代
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
法
と
秩
序
を
鯉
持

す
る
こ
と
だ
､
場
合
に
よ
っ
て
は
実
力
に
訴
え
て

で
も

‥
三
三
%
/
我
々
ド
イ
ツ
人
は
再
び
強
い
手

で
統
治
す
る
指
導
者
を
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う

‥
十

七
%
/
ド
イ
ツ
人
は
い
つ
だ
っ
て
歴
史
上
最
も
偉

大
な
存
在
だ
っ
た

‥
十
四
%
/
今
日
青
少
年
は
幸

せ
す
ぎ
る
｡
そ
ろ
そ
ろ
彼
ら
が
再
び
規
律
と
い
う

も
の
を
学
ぶ
べ
き
時
だ

‥
十
五
%
/
ど
ん
な
社
会

に
だ
っ
て
暴
力
に
よ
っ
て
し
か
解
決
出
来
な
い
紛

争
が
あ
る

‥
十
四
%
/
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
っ
て
良
い

面
が
あ
っ
た

‥
十
三
%
]
(同
､

一
〇
六
〇
)
｡
ま

た
若
者
た
ち
､
と
-
に

｢実
習
生
｣
の
間
に
国
粋

主
義
的

･
排
外
主
義
的
考
え
方
が
は
び
こ
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

[賛
成
出
来
る
ス
ロ
ー
ガ

ン
『ド
イ
ツ
は
ド
イ
ツ
人
の
も
の
』
‥
生
徒
四
四
%

｢実
習
生
六
七
%
｣
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
卒
業
生
三

〇
%

『ア
カ
は
出
て
行
け
』
‥
生
徒
四
〇
%
実
習

生
六

一
%
ギ
ム
ナ
-
ジ
ウ
ム
卒
業
生
十
四
%

『外
国
人
は
出
て
行
け
』
‥
生
徒
二
三
%
実
習
生

四
六
%
ギ
ム
ナ
I
ジ
ウ
ム
卒
業
生
十
二
%

『
1

九
三
七
年
の
国
境
に
囲
ま
れ
た
ド
イ
ツ
を
』
‥
生

徒
十
二
%
実
習
生
十
八
%
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
卒
業

生
三
%

『
ユ
ダ
ヤ
人
は
ド
イ
ツ
の
災
い
』
‥
生
徒

九
%
実
習
生
十
七
%
ギ
ム
ナ
-
ジ
ウ
ム
卒
業
生
二

%
]
(同
､

一
〇
六

一
)
0

調
査
の
結
果
､
次
の
よ
う
な
傾
向
を
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
る
｡
(
〓
学
生
や
ギ
ム
ナ
-
ジ
ウ
ム

卒
業
生
に
比
べ
て
生
徒
や
特
に
実
習
生
に
極
右
的

傾
向
が
強
い
｡
(二
)
女
よ
り
男
に
極
右
的
傾
向
が

強
い
｡
(≡
)教
養
の
程
度
が
高
-
な
れ
ば
そ
の
傾

向
が
弱
ま
る
｡
(四
)信
仰
熱
心
な
若
者
は
よ
り
寛

容
｡
(五
)
政
治
信
条
が
右
寄
り
に
な
る
に
従
っ
て
､

よ
り
権
威
主
義
的

･
国
粋
主
義
的

･
外
国
人
敵
対

的
に
な
る
｡
(六
)
(五
)
は
極
右
的
グ
ル
ー
プ
で

も
は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
｡
(七
)外
国
人
に
不
寛

容
な
若
者
は
､
よ
り
強
-
極
右
的
発
想
を
示
す
｡

(八
)
家
庭
が
権
威
主
義
的
で
あ
れ
ば
極
右
的
志

向
が
よ
り
強
い
｡
(九
)
旧
体
制
に
よ
っ
て
編
さ
れ

た
と
感
じ
て
い
る
若
者
た
ち
は
､
そ
う
で
は
な
い

者
た
ち
よ
り
も
極
右
的
傾
向
を
示
す

(同
上
)0

と
こ
ろ
で
旧
東
独
で
は
､
若
者
た
ち
が
実
際
に

極
右
的
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
割

合
は
ご
-
低
い
が
'
し
か
し
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
､

と
り
わ
け
共
和
党

へ
の
強
い
親
近
感
に
は
注
意
を

怠
る
べ
き
で
は
な
い
｡
極
右
的
ブ
ル
ー
プ

へ
の
共

感
を
感
じ
て
い
る
若
者
の
割
合
は
五
%
を
越
え
て

い
る
は
ず
で
あ
る
｡
中
で
も
実
習
生
が

一
番
強
-

引
き
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
各
種
調
査
が
裏
付

け
て
い
る
｡
そ
し
て
若
者
た
ち
が
極
右
的
グ
ル
ー

プ
に
対
し
て
親
近
感
を
感
じ
る
根
拠
の
第

一
は

｢外
国
人
に
敵
意
を
威
じ
る
か
ら
｣
[共
和
党
支
持

者

一
〇
〇
%
-
全
体
七
七
%
]
､
第
二
は
｢
一
九
三

七
年
の
国
境
に
囲
ま
れ
た
大
ド
イ
ツ
に
賛
成
だ
か

ら
｣
[共
和
党
支
持
者
八

1
%
-
全
体
五
三
%
]
､

第
三
は

｢勤
勉

･
規
律

･
秩
序
と
い
っ
た
古
い
ド

イ
ツ
的
価
値
を
擁
護
す
る
か
ら
｣
[共
和
党
支
持
者

七
四
%
-
全
体
二
九
%
]
､
第
四
は
｢真
の
仲
間
関

係
が
得
ら
れ
る
｣
[共
和
党
支
持
者
七
〇
%
-
全
体

二
八
%
]
､
第
五
は

｢現
状
に
反
抗
し
た
い
｣
[共

和
党
支
持
者
四
九
%
-
全
体
四
四
%
]
､
第
六
は

｢暴
力
的
対
立
が
欲
し
い
｣
[共
和
党
支
持
者
三
八

%
-
全
体
五
八
%
]
､
第
七
は
｢退
屈
し
て
い
る
か

ら
｣
[共
和
党
支
持
者
十
七
%
-
全
体
三
二
%
]

(同
､

一
〇
六
二
)
で
あ
る
｡

*

以
上
'
旧
東
独
の
若
者
た
ち
に
お
け
る
｢統

二

を
は
さ
ん
だ

｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
｣
の
推
移
'

こ
れ
を
縁
取
り
と
す
る

｢外
国
人
敵
視
意
識
｣
や

｢極
右
的
志
向
｣
の
現
況
を
意
識
調
査
の
成
果
に

- 56-



衣現のiiiJ
義ドi

集

特

基
づ
き
な
が
ら
辿

っ
て
み
た
｡
こ
う
し
た
意
識
の

あ
り
よ
う
の
発
生
論
的
な
理
論
化
は
こ
こ
で
の
課

題
で
は
な
い
が
､
参
考
ま
で
に

｢権
威
主
義
体
制

の
中
で
社
会
化
さ
れ
た
若
者
た
ち
は
､
社
会
的
大

変
動
と
の
か
か
わ
り
で
極
限
状
態
､
な
い
し
は
危

機
的
状
態
に
陥
り
､
こ
れ
を
克
服
す
る
際
に
彼
ら

は
や
む
な
-
こ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
来
た
戦
略

や
葛
藤
解
決
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
訴
え
る
｡
外
国
人

敵
視
意
識
や
極
右
的
傾
向
は
､
従

っ
て
､
と
り
わ

け
従
来
の
社
会
化
の
経
験
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た

社
会
的
並
び
に
社
会
心
理
的
問
題
状
況
の
処
理
形

態
な
の
で
あ
る
｣
(同
､

一
〇
六
三
)
と
い
う
示
唆

に
富
む
言
葉
を
ご
紹
介
し
て
お
-
｡
『東
独
』
に
お

け
る
権
威
主
義
的
社
会
化
の
問
題
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
来
る
｡
そ
の
際
､
八

〇
年

代
､
と
り
わ
け
八
五
年
(ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
登
場
)

が
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
位
置
を
占
め
る
で
あ

ろ
う
し
､
ま
た
若
者
た
ち
の
う
ち
で
も
特
に

｢実

習
生
｣
の
存
在
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
｡

*

貴
重
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
内
山
秀
夫
先

生
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
｡
同
時
に
こ
の

よ
う
な
拙
い
も
の
し
か
書
け
な
い
自
分
の
不
勉
強

を
恥
じ
て
も
お
り
ま
す
｡
『ド
イ
ツ
語
教
育
』
と
い

う
本
務
と
の
兼
合
い
を
む
し
ろ
発
条
と
し
て
先
に

進
み
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
O
大
学
に

t
日
も

早
-
本
格
的
な
教
育
の
時
代
が
来
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
｡
そ
の
際
､
広
い
意
味
で
の
実
用
の
み
な

ら
ず
言
語
を
取
り
巻
-
社
会

･
歴
史
的
背
景
に
配

慮
し
な
い
語
学
教
育
は
存
在
意
義
を
持
ち
得
な
い

で
し
ょ
う
｡
語
学
教
師
は
自
ら
の
社
会
的
関
心
を

ま
す
ま
す
研
ぎ
澄
ま
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

ベ
ル
リ
ン
で
偶
然
お
知
り
合
い
に
な
り
､
今
も

っ
て
彼
の
地
で
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
政
治
学
徒

･

末
次
利
安
氏
に
は
そ
の
幾
多
の
示
唆
と
刺
激
に
対

し
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
｡
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大
学
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