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内
外
の
複
雑
な
関
係
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
組
織
を
解
体
し
て
か
ら
、
ほ
ぼ
一
ヵ
年
が
経
過

し
た
。
そ
の
困
難
な
期
間
に
発
刊
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
・
文
学
雑
誌
は
、
編
輯
同
人
の
グ
ル
ー
プ
は

そ
れ
ぞ
れ
に
別
個
だ
し
、
編
輯
方
針
の
細
部
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
る
独
自
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
た
と
え
ば

『
文
学
評
論
』
は
す
で
に
第
二
巻
に
進
み
、
綜
合
的
な
文
化
雑
誌
『
文
化
集
団
』
は
こ
の
一
月
第
三
巻
第

一
号
ま
で
を
発
行
し
、
各
々
意
義
深
い
功
績
を
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
あ
る
人
々
の
考
え
る
よ
う
に
、
雑
誌
を
中
心
と
し
て
広
汎
な
意
味
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

作
家
た
ち
が
一
城
一
廓
を
か
ま
え
群
雄
割
拠
す
る
状
態
と
固
定
さ
せ
て
見
る
の
は
正
当
を
欠
く
観
察
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
目
下
は
、
旧
「
ナ
ル
プ
」
時
代
に
欠
け
て
い
た
発
表
場
面
の
自
主
的
な
開
発
、
あ
る

い
は
文
学
的
技
術
の
鍛
錬
、
よ
り
ひ
ろ
い
範
囲
で
文
学
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
進
歩
的
な
方
向
に
お
い

て
、
包
括
し
よ
う
と
す
る
活
動
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
物
を
中
心
と
し
て
活
溌
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
刊
行
物
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
も
過
去
一
年
あ
る
い
は
半
年
の
間
に
決
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
に
対
す
る
理
解
の
一
定
段
階
に
固
着
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
内
の
作
家
理
論
家
の
成
長

と
外
部
的
情
勢
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
、
あ
る
雑
誌
と
そ
の
編
輯
同
人
を
な
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
は
発
展
的

に
解
散
し
た
場
合
も
あ
る
。
（
雑
誌
『
現
実
』
の
場
合
）
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地
方
に
お
け
る
活
動
分
子
を
中
心
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
文
学
雑
誌
が
今
日
の
情
勢
で
も
っ
て
い
る

価
値
は
、
改
め
て
喋
々
す
る
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
現
在
は
、
も
っ
と
も
端
初
的
な
段
階
で

の
進
歩
的
文
化
欲
求
さ
え
、
特
に
地
方
に
あ
っ
て
は
、
深
い
注
意
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
集
積
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
私
は
『
鋲
』
『
主
潮
』
『
関
西
文
学
』
そ
の
他
を
見
て
編
輯
に
従
事
し
て
い
る
若
い
活
動

家
が
闘
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
の
、
今
日
の
情
勢
独
特
の
困
難
を
想
像
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

雑
誌
が
と
も
か
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
東
京
以
西
あ
る
い
は
近
隣
の
地
方
都
市
に
お
い
て
で

あ
っ
て
、
東
北
、
北
海
道
地
方
か
ら
こ
う
い
う
種
類
の
雑
誌
は
発
行
さ
れ
な
い
ら
し
い
。
こ
の
事
実
を
、

東
北
地
方
の
窮
乏
を
現
実
の
背
景
と
し
て
見
て
、
私
は
一
般
読
者
の
関
心
を
よ
び
お
こ
し
た
く
感
じ
た
の

で
あ
っ
た
。

『
文
学
評
論
』
の
新
人
座
談
会
の
記
事
は
二
様
三
様
の
意
味
を
ふ
く
ん
で
非
常
に
興
味
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
今
日
新
し
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
活
動
を
開
始
し
た
有
能
な
人
々
が
、
ど
の
く
ら
い
、
文
学
の
特

殊
的
な
技
術
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
微
細
な
点
に
ま
で
具
体
的
探
究
を
す
す
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
過
去
の
日
本
の
若
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
顕
著
な
弱
点
と
し
て

持
っ
て
い
た
題
材
、
主
題
や
様
式
な
ど
の
単
一
性
に
対
し
て
、
熱
心
に
現
実
の
多
様
な
錯
雑
を
さ
な
が
ら

丸
彫
り
と
し
て
芸
術
化
そ
う
と
す
る
方
向
に
一
致
し
て
努
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
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の
特
長
は
こ
の
座
談
会
を
流
れ
て
一
貫
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
新
し
い
展
開
へ
の
可
能
を
暗
示
し
て

い
る
。

　
こ
の
座
談
会
の
席
上
で
、
島
木
氏
や
徳
永
氏
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
品
の
一
つ
の
発
展
的
タ

イ
プ
と
し
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
単
純
な
明
朗
性
を
持
っ
た
作
品
」
「
単
純
な
、
明
快
な
言
葉
で
判
り

よ
く
、
し
か
も
芸
術
的
な
」
（
島
木
氏
）
作
品
が
翹
望
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
対
す
る
評
価

の
点
で
は
諸
氏
の
意
見
が
大
体
一
致
し
つ
つ
、
そ
の
点
を
一
層
具
体
的
に
す
る
よ
う
な
討
論
が
伸
び
ず
、

ひ
る
が
え
っ
て
、
一
方
で
、
現
在
そ
れ
ら
の
人
々
の
関
心
を
ひ
い
て
い
る
問
題
の
具
体
的
な
内
容
の
一
例

と
し
て
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
再
認
が
語
ら
れ
て
い
た
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
進
化
す
る
と
い
う
本
圧
氏
の

意
見
に
は
い
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
又
平
田
氏
の
よ
う
に
「
文
学
の
一
般
の
レ
ベ
ル
が
も
っ
と
高

く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
だ
か
ら
い
き
な
り
農
民
に
判
っ
た
り
す
る
も
の
か
、
そ
れ
は
小
説
の
罪

で
は
な
く
て
、
う
ん
と
い
い
も
の
は
判
ら
な
く
て
い
い
の
だ
」
と
い
う
見
解
が
力
を
こ
め
て
語
ら
れ
た
り

も
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
文
学
が
置
か
れ
て
い
る
錯
綜
し
た
現
実
が
こ
こ
に
も
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
新
た
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
本
道
を
示
す
よ
う
な
健
康
な
作
品
の
出
現
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

現
在
の
大
勢
で
は
、
過
去
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
欠
け
て
い
た
文
学
の
多
様
性
、
独
自
性
、
複
雑
性
へ
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の
興
味
関
心
が
熾
烈
で
あ
る
。
そ
れ
に
連
関
し
て
芸
術
作
品
の
「
文
字
の
背
後
の
雰
囲
気
」
「
噛
み
し
め

て
行
く
と
」
出
る
「
凄
い
味
」
（
橋
本
氏
）
の
価
値
も
注
目
を
ひ
い
て
い
る
。
若
い
作
家
た
ち
の
文
学
的

関
心
の
現
状
は
、
文
章
に
つ
い
て
の
問
題
か
ら
だ
け
見
て
も
「
素
朴
で
沢
山
の
思
想
を
現
す
の
が
芸
術
の

本
道
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
や
が
て
高
ま
る
。
に
し
て
も
、
今
は
ま
だ
そ
の
道
の
な
か
ほ
ど
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
多
難
な
発
展
過
程
か
ら
見
て
、
過
去
の
「
ナ
ル
プ
」
の
活
動
に
あ
っ
た
弱
点
か

ら
押
し
て
も
、
現
在
文
学
的
野
望
に
燃
え
る
多
数
の
作
家
た
ち
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
独
特

な
長
所
を
発
見
し
よ
う
と
志
し
、
同
時
に
、
芸
術
作
品
の
構
成
の
豊
富
さ
、
諧
調
に
お
け
る
明
暗
の
濃
さ
、

力
感
の
つ
よ
さ
な
ど
を
追
求
す
る
の
は
む
し
ろ
必
然
だ
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
丈
夫
な
頸
骨
と
眼
力
と

を
も
っ
て
、
す
べ
て
の
古
典
作
家
か
ら
滋
養
を
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
や
り
か
た
は
、
古

典
作
家
、
た
と
え
ば
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
な
ど
が
癲
癇
と
い
う
独
特
な
病
気
を
も
ち
な
が
ら
、
彼
の
生

き
た
時
代
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
の
制
約
性
と
、
自
身
の
限
界
性
に
よ
っ
て
描
い
た
作
品
を
そ
れ
な
り
随
喜
鑽

仰
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
芸
術
的
現
実
に
現
れ
て
い
る
深
刻
な
矛
盾
に
つ
い
て
も
今
日
に
生
き
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
目
で
分
析
し
、
矛
盾
の
相
互
作
用
を
あ
き
ら
か
に
し
て
、
そ
の
連
関
の
上
に
、
芸
術
品
と

し
て
の
美
も
魅
力
の
性
質
も
あ
き
ら
か
に
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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こ
の
座
談
会
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
評
と
そ
の
他
の
批
評
、
作
家
的
批
評
と
が
二
様
に
わ
け
て
つ
か
わ

れ
た
。
主
と
し
て
創
作
上
の
技
術
な
ど
に
つ
い
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
作
品
の
見
か
た
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
で
な
い
、
作
家
の
役
に
立
つ
批
評
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
会
話
の
や
り
と
り
の
間
で
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
批
評
の
性
質
は
分
明
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
果
し
て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
橋
本
正
一
氏
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
の
創
作
の
実
際
に
あ
た
っ
て
、
作
家
は
、
他
の

作
家
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
あ
る
作
品
の
構
成
「
漸
次
に
発
展
す
る
と
こ
ろ
の
場
面
に
対
す
る
小
説
的
な
興

味
」
又
は
作
品
に
感
銘
ふ
か
い
効
果
を
引
き
お
こ
す
為
に
大
切
な
「
絵
画
的
な
細
部
描
写
」
な
ど
を
吟
味

し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
作
者
の
意
図
を
具
体
化
し
て
い
る
か
、
成
功
し
て
い
る
か
い
な
い
か
を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
作
の
た
め
の
有
益
な
参
考
を
ひ
き
出
す
場
合
も
少
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
ろ

わ
れ
わ
れ
の
文
学
に
は
ユ
ー
ゴ
オ
が
創
作
の
法
則
と
考
え
て
い
た
よ
う
な
固
定
し
た
対
立
法
な
ど
と
い
う

も
の
は
あ
り
え
な
い
。
や
は
り
作
者
が
描
こ
う
と
し
た
現
実
と
の
な
ま
な
ま
し
い
有
機
的
な
つ
な
が
り
で

構
成
や
文
体
を
も
批
評
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
事
件
の
発
展
の
順
序
、
比
重
、
描
写

に
お
け
る
精
疎
の
リ
ズ
ム
な
ど
を
何
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
判
断
す
る
か
と
い
え
ば
、
描
こ
う
と
さ
れ
て

い
る
現
実
の
複
雑
な
諸
要
因
、
錯
綜
し
た
関
係
に
対
し
て
、
作
者
が
ど
こ
と
ど
こ
に
重
点
を
お
こ
う
と
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
土
台
と
な
っ
て
来
る
。
現
実
の
諸
現
象
、
そ
の
要
因
と
な
る
関
係
は
創
作
に
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あ
た
っ
て
作
者
の
評
価
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
芸
術
的
作
品
は
た
だ
事
件
が
あ
る
だ
け
の
も
の
で
な
い

こ
と
は
、
こ
の
座
談
会
で
も
い
わ
れ
て
い
る
。
「
生
活
の
底
深
さ
か
ら
出
る
」
芸
術
的
雰
囲
気
は
、
作
者

の
情
熱
な
し
に
は
発
生
し
な
い
。
社
会
の
今
日
の
現
実
に
あ
る
立
場
を
持
た
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
作

品
の
中
に
情
感
の
高
い
響
を
つ
た
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
は
純
技
術
的
な
問
題
を
発
展
的
に
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、
窮
局
に
お
い

て
、
作
者
が
と
ら
え
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
の
諸
相
に
、
ど
ん
な
評
価
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う

と
こ
ろ
へ
出
て
来
る
こ
と
は
興
味
あ
る
事
実
で
あ
る
。
文
芸
批
評
の
歴
史
は
、
こ
こ
を
モ
メ
ン
ト
と
し
て

今
日
に
ま
で
発
展
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
『
文
学
評
論
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
マ
カ
リ
ョ
フ
の
「
開
か
れ
た
処
女
地
」
の
分
析
、
又
『
文
化

集
団
』
新
年
号
の
最
も
重
要
な
記
事
の
一
つ
、
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
の
「
生
活
及
び
文
学
に
お
け
る
典
型
的

性
格
」
研
究
な
ど
は
、
細
か
い
部
分
に
つ
い
て
は
あ
る
註
解
が
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
以

上
の
問
題
に
も
連
関
し
て
一
読
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

『
文
化
集
団
』
で
は
又
、
上
述
の
二
つ
の
論
文
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
あ

る
小
松
清
氏
の
「
ソ
作
家
大
会
と
新
個
人
主
義
」
と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
小
松
氏
は
第
一
回

全
ソ
作
家
大
会
の
重
要
性
の
一
つ
は
、
か
つ
て
「
ラ
ッ
プ
」
に
よ
っ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
も
し
く
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は
個
人
主
義
文
学
の
名
に
よ
っ
て
蔑
視
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
西
欧
文
学
に
つ
い
て
の
再
検
討
と
、
自
国
文

学
に
対
す
る
価
値
的
反
省
」
で
あ
る
と
し
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
的
ヒ
ュ
マ
ニ
ズ
ム
の
変
革
運
動
は
芸
術

に
あ
っ
て
の
自
由
と
、
そ
の
自
由
な
る
芸
術
的
表
現
の
主
張
に
よ
っ
て
最
近
の
ソ
ヴ
ェ
ト
文
学
に
よ
き
示

唆
を
齎
し
た
。
」
小
松
清
氏
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
節
「
今
日
、
ソ
ヴ
ェ
ト
は
文
学

な
り
芸
術
な
り
の
領
域
に
お
い
て
、
コ
ム
ニ
ス
ト
的
個
人
主
義
を
設
定
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
言
葉
を
結
語
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
主
張
す
る
全
的
人
間
性
の
観
念
の
上
に
立
っ
た
個
人

主
義
」
を
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
新
段
階
と
直
接
間
接
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
提

出
し
て
い
る
。
ジ
イ
ド
が
今
日
の
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
の
現
実
を
念
頭
に
お
い
て
意
味
し
た
コ
ム
ミ
ニ
ス
ト
的

個
人
主
義
と
い
う
も
の
の
実
体
と
、
日
本
の
階
級
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
の
個
人
主
義
の
実
体
と
が
、
同

じ
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
小
松
氏
の
全
的
人
間
性
の
観
念
に
立
っ
た
個
人
主
義
と
い
う
も
の

も
、
果
し
て
現
実
の
も
の
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
全﹅
的﹅
人﹅
間﹅
性﹅
の
登
場
の
可
能
に
対
す
る
観﹅
念﹅
そ
の
も

の
さ
え
蹂
躙
し
つ
つ
、
階
級
社
会
の
時
々
刻
々
の
現
実
生
活
は
ど
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
ゆ
が
め
、
才
能

や
天
分
を
枯
渇
せ
し
め
て
い
る
か
と
い
う
憤
ろ
し
い
今
日
の
実
際
を
、
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
の
生
活
と
文
学

に
お
け
る
性
格
の
研
究
の
論
文
は
く
っ
き
り
と
抉
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
「
全
ソ
作
家
大
会
報
告
を
読
み
て
」
と
い
う
諸
氏
の
感
想
が
『
文
学
評
論
』
に
集
録
さ
れ
て
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い
る
。
平
林
た
い
子
氏
が
、
そ
の
感
想
の
中
で
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
日
本
の
作
家
の
間
に
漫
然

と
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
超
階
級
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
い
ら
し
い
」
と
い
っ
て
「
我
々
の
現
実
の

再
検
討
に
よ
っ
て
」
日
本
の
現
実
に
即
し
た
創
作
方
法
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
要
求
し
て
い
る
。

　
漫
然
と
超
階
級
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
か
の
よ
う
に
作
家
の
間
に
使
用
さ
れ
る
影
響
の
し
か
た
で
、

意
味
ふ
か
い
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
議
は
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
私
は
は
か

ら
ず
率
直
に
か
か
れ
た
数
行
を
よ
ん
で
沈
思
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
今
日
の
現
実
の
再
検
討
に
つ
い
て
は
、
新
年
に
創
刊
号
を
出
し
た
綜
合
雑
誌
『
生
き
た
新
聞
』
が
、
注

意
を
ひ
く
二
つ
の
論
文
を
の
せ
て
い
る
。
村
松
五
郎
氏
「
幽
霊
フ
ァ
ッ
シ
ョ
論
」
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

日
本
に
純
粋
な
資
本
主
義
独
裁
は
な
い
か
ら
、
従
っ
て
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
も
な
い
、
と
い
う
主
張
を
も
っ
た

社
会
時
評
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
戦
線
の
見
透
し
」
北
厳
二
郎
氏
で
あ
る
。
限
ら

れ
た
枚
数
の
中
で
、
詳
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を

こ
そ
イ
タ
リ
ー
と
は
ち
が
う
日
本
の
特
殊
な
資
本
主
義
発
達
の
歴
史
の
性
質
を
示
す
と
こ
ろ
の
日
本
の
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
実
相
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
社
会
的
政
治
的
現
象
を
、
村
松
五
郎
氏
は
、
「
本
質
的
に

は
『
封
建
的
勢
力
の
増
大
』
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
表
面
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
外
形
を
取
っ
て
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い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
第
三
に
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
独
裁
の
形
態
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
へ
の
徹
底
的
弾

圧
を
そ
の
中
心
任
務
と
す
る
。
日
本
の
支
配
権
力
は
自
分
の
地
位
の
た
め
、
現
体
制
を
守
る
。
〔
三
四
字

伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
で
あ
る
が
、
日
本
の
支
配
階
級
は
、
対
立
す
る
社
会
的
経
済
機
構
で
あ
る
労
働
者

階
級
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
）
、
全
面
的
な
攻
撃
を
加
え
る
。
社
会
的
経
済
構
成
と
し
て
は
違
っ

た
二
つ
の
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
同
一
の
手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
寸
見
る
と
ま
ど
わ
さ
れ
て
、

歴
史
的
に
も
階
級
的
に
も
全
く
ち
が
う
本
質
を
同
じ
物
に
見
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
い
う
如
き
、
む
し
ろ

筆
者
の
意
企
を
諒
解
す
る
に
苦
し
む
よ
う
な
結
論
に
到
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
戦
線
の
見
透
し
」
に
お
い
て
、
北
氏
は
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
圧
が
き
び
し

い
日
本
の
大
衆
の
現
実
生
活
と
結
合
し
た
文
化
政
策
は
、
「
〔
九
字
伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
）
特
殊
性
と

多
様
性
を
全
体
の
複
雑
さ
に
於
て
捕
え
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
文
学
の

「
創
作
方
法
も
多
様
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
筆
者
が
同
じ
論
文
で
、
日

本
の
よ
う
な
特
殊
性
を
も
つ
国
々
で
は
「
先
ず
全
般
的
〔
二
二
字
伏
字
〕
（
な
階
級
的
自
覚
を
よ
び
さ
ま

す
こ
と
と
革
命
的
な
意
識
、
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
）
を
確
立
す
る
こ
と
が
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
い

っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
文
学
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
創
作
方
法
の
指
導
性
の
問
題
は
お
の
ず
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か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
多
様
な
る
創
作
方
法
と
い
う
意
味
は
不
分
明
な
混
乱
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に

映
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
も
「
主
と
し
て
蔵
原
を
批
判
の
対
象
」
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私
は
北
氏
の
解
釈
の
中
に

妥
当
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
幾
ヵ
所
か
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
新

し
い
道
を
見
出
し
て
発
展
し
よ
う
と
す
る
困
難
な
今
日
の
段
階
に
あ
っ
て
、
蔵
原
そ
の
他
の
人
々
の
過
去

に
お
け
る
活
動
が
、
正
し
い
歴
史
的
展
望
に
立
っ
て
慎
重
に
見
直
さ
れ
、
系
統
立
て
て
整
理
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
必
要
を
、
私
は
こ
の
論
文
を
よ
ん
で
も
痛
感
し
た
。
一
九
三
三
年
来
、
批
判
は
到
る
と
こ
ろ
に

起
っ
て
い
て
、
し
か
も
未
だ
一
貫
し
た
責
任
あ
る
検
討
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
べ

て
の
者
の
発
展
の
た
め
に
困
難
と
混
乱
と
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
文
学
評
論
』
に
は
今
月
五
篇
の
小
説
が
あ
り
、
私
は
そ
れ
ぞ
れ
を
興
味
ふ
か
く
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

呂
赫
若
氏
の
「
牛
車
」
は
、
植
民
地
作
家
の
作
品
と
し
て
、
前
々
号
の
「
新
聞
配
達
夫
」
を
も
思
い
起
さ

せ
た
。
「
牛
車
」
を
作
品
全
体
の
効
果
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
細
部
を
形
象
化
す
る
た
め
の
努
力
を
も

っ
て
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
読
者
の
心
を
打
つ
力
で
は
、
一
見
よ
り
未
熟
な
手
法
で
書
か
れ
て
い
た

「
新
聞
配
達
夫
」
が
ま
さ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
牛
車
」
に
よ
っ
て
深
く
感
銘
を
受
け
た
点
は
他
に
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あ
っ
た
。
こ
れ
ら
植
民
地
の
人
々
は
〔
一
六
字
伏
字
〕
（
復
元
不
可
能
）
数
十
年
来
苦
痛
の
歳
月
を
経
つ

つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
は
皮
肉
で
、
今
や
か
つ
て
ひ
と
の
も
の
で
あ
っ
た
日
本
語
は
植
民
地
大
衆
の

言
葉
と
な
っ
て
、
よ
り
広
汎
な
日
本
の
勤
労
大
衆
の
胸
に
も
伝
り
な
が
ら
作
品
と
も
な
っ
て
そ
の
思
い
を

発
露
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
文
学
の
発
展
の
足
ど
り
も
思
い
合
わ
さ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
心
か
ら
植
民
地
に
お
け
る
進
歩
的
作
家
の
擡
頭
を
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
片
岡
鉄
兵
氏
の
あ
る
正
義
感
を
感
じ
さ
せ
る
「
回
顧
」
が
、
作
者
の
病
気
で
十
分
芸
術
化
さ
れ
な
か
っ

た
の
は
残
念
で
あ
る
。
原
口
清
と
い
う
主
人
公
の
行
動
を
も
っ
と
客
観
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
具
体
的
モ
メ

ン
ト
に
現
れ
る
そ
の
性
格
の
観
察
描
写
を
ふ
く
め
て
描
か
れ
た
ら
、
小
説
と
し
て
立
体
的
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

「
四
壁
暗
け
れ
ど
」
（
島
田
和
夫
氏
）
は
長
篇
の
一
部
分
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
後
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ

と
に
す
る
。
こ
の
作
家
や
橋
本
正
一
氏
、
長
谷
川
一
郎
氏
そ
の
他
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
『
文
学
建

設
』
の
新
年
号
を
、
こ
れ
を
書
く
ま
で
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
を
遺
憾
に
思
う
。
『
文

学
建
設
』
を
中
心
と
す
る
活
動
家
は
、
座
談
会
の
記
事
を
見
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
と
お
り
、
も
っ
と
も

文
学
的
技
術
の
獲
得
に
努
力
を
は
ら
い
つ
つ
あ
る
人
々
で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
問
題
を
提
示
す
る

で
あ
ろ
う
と
、
期
待
さ
れ
る
。
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『
婦
人
文
芸
』
が
新
年
号
か
ら
一
つ
の
特
色
と
し
て
世
界
婦
人
作
家
伝
の
連
載
を
約
束
し
、
先
ず
中
国
、

朝
鮮
婦
人
作
家
の
紹
介
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
ふ
さ
わ
し
く
、
又
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
松
田
解
子

氏
の
長
篇
小
説
「
田
舎
者
」
第
一
回
が
発
表
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
、
遠
山
葉
子
氏
が
西
鶴
、
近
松
の
描
い

た
女
性
に
つ
い
て
、
元
禄
文
学
の
科
学
的
批
判
に
着
手
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
号
を
追
う
て
注
意
を
ひ

き
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。

　
文
化
綜
合
雑
誌
と
し
て
目
下
わ
れ
わ
れ
は
『
文
化
集
団
』
『
知
識
』
『
生
き
た
新
聞
』
『
進
歩
』
な
ど

を
読
む
便
宜
を
も
っ
て
い
、
新
年
号
は
そ
れ
ぞ
れ
時
機
を
反
映
し
た
内
容
を
盛
っ
て
い
る
。
私
の
印
象
で

は
、
同
じ
く
綜
合
的
性
質
を
も
つ
雑
誌
で
は
あ
る
が
、
各
編
輯
者
が
も
っ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
あ
き
ら

か
に
し
て
ゆ
く
努
力
を
払
っ
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
『
進
歩
』
は

『
知
識
』
な
ど
に
く
ら
べ
れ
ば
頁
数
も
売
価
も
違
う
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
準
じ
た
内
容
の
扱
い
方
を
も

う
一
工
夫
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
知
識
』
が
、
各
誌
共
通
の
ト
ピ
ッ
ク
の
ほ
か
に
内
容
の

多
様
性
を
求
め
て
一
頁
論
壇
、
谷
崎
潤
一
郎
の
文
章
読
本
の
短
い
批
評
、
宗
教
に
つ
い
て
の
記
事
な
ど
を

広
汎
に
の
せ
て
い
る
こ
と
は
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
続
行
さ
れ
た
い
点
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
「
音
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楽
雑
談
」
や
一
頁
人
物
評
、
吉
川
英
治
に
つ
い
て
の
書
き
ぶ
り
な
ど
、
も
う
少
し
含
蓄
を
も
っ
て
読
者
の

頭
に
き
ざ
み
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
筆
致
が
更
に
効
果
的
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
雑
誌
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
雑
誌
が
、
も
っ
と
も
っ
と
沢
山
わ
か
り
易
い
自
然
科
学
に
関
す
る

記
事
、
世
界
の
人
類
が
今
日
ま
で
た
た
み
上
げ
て
来
た
唯
物
論
史
、
あ
る
い
は
階
級
性
と
道
徳
と
の
相
互

関
係
な
ど
を
あ
き
ら
か
に
す
る
記
事
を
根
気
づ
よ
く
続
け
て
の
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
『
大
法
輪
』

と
い
う
四
百
六
十
余
頁
の
大
宗
教
雑
誌
は
新
年
特
輯
に
「
転
向
者
仏
教
座
談
会
」
を
催
し
、
そ
こ
の
婦
人

記
者
と
な
っ
た
長
谷
川
寿
子
は
、
自
身
の
略
歴
を
前
書
に
し
て
「
遂
に
過
去
の
一
切
の
共
産
思
想
と
い
う

運
動
を
清
算
し
」
大
谷
尊
由
に
対
談
し
て
、
長
谷
川
「
歎
異
鈔
な
ん
か
拝
読
い
た
し
ま
す
と
『
善
人
な
を

も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
』
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
吾
々
共
産
党
だ
っ
た
者
で
も
努

力
を
す
れ
ば
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
実
例
は
、
文
化
面
に
お
い
て

な
い
が
し
ろ
に
で
き
ぬ
問
題
に
向
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
。

　
地
方
で
発
行
さ
れ
て
い
る
諸
文
学
雑
誌
に
つ
い
て
最
も
示
唆
に
と
ん
だ
現
象
と
思
わ
れ
た
点
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
雑
誌
が
、
三
十
頁
、
七
十
頁
の
間
に
は
っ
き
り
と
そ
の
地
方
都
市
に
お
け
る
編
輯
活
動
家
た
ち
の

社
会
性
、
あ
る
い
は
階
級
的
活
動
の
方
面
な
ど
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
関
西
文
学
』
の
大
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月
桓
志
氏
、
大
元
清
二
郎
氏
な
ど
の
小
説
を
読
む
と
、
そ
の
こ
と
が
つ
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
大
阪
と
い
う

近
代
都
市
の
勤
労
大
衆
の
生
活
は
豊
富
な
現
実
の
内
容
を
も
っ
て
い
て
、
例
え
ば
大
月
氏
の
小
説
に
「
性

格
」
と
は
、
お
の
ず
か
ら
違
っ
た
題
材
の
可
能
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
文
学

に
お
い
て
、
題
材
だ
け
で
作
品
の
価
値
が
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現

在
の
情
勢
と
の
闘
い
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
を
健
全
な
発
展
へ
導
こ
う
と
す
れ
ば
、
『
文
学
評
論
』

の
座
談
会
で
沼
田
氏
そ
の
他
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
家
の
目
は
常
に
労
働
者
農
民
、
一
般
勤
労
生

活
者
の
一
見
平
凡
な
、
し
か
も
巨
大
な
歴
史
性
の
上
に
い
と
な
ま
れ
て
い
る
生
活
の
、
芸
術
的
再
現
に
向

っ
て
そ
そ
が
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

『
郷
土
』
創
刊
号
の
編
輯
は
『
関
西
文
学
』
と
は
違
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
質
に
お
い
て
都

会
的
で
あ
る
。
が
、
雑
文
「
瓦
職
仁
儀
」
や
創
作
「
養
蚕
地
帯
の
秋
」
な
ど
は
、
地
方
の
生
産
、
そ
れ
と

の
関
係
に
お
い
て
の
人
々
を
描
き
、
興
味
が
あ
っ
た
。
文
学
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
発
展
の
た
め
に
無
規
準

な
地
方
色
の
偏
重
は
不
健
全
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
の
生
産
に
結
び
つ
い
て
い
る
大
衆
の

文
学
的
欲
求
と
そ
の
表
現
と
が
よ
り
潤
沢
に
包
括
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
雑
誌
は
文
学
の
中
に
地

方
の
現
実
の
着
実
な
観
察
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
、
そ
の
地
方
の
読
者
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
ば
か
り
で

な
く
、
他
地
方
の
読
者
を
益
す
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
来
る
。
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そ
う
い
う
意
味
で
『
鋲
』
『
文
芸
街
』
の
作
品
、
『
主
潮
』
の
詩
「
落
穂
ひ
ろ
い
」
小
説
「
中
農
の
伜
」

「
違
反
」
「
雑
草
」
な
ど
、
作
品
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
の
未
熟
さ
そ
の
他
の
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
し

て
も
、
作
品
が
生
活
か
ら
遊
離
し
て
い
な
い
点
で
や
は
り
読
者
の
心
を
ひ
く
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
終
り
に
の
ぞ
み
、
何
心
な
く
『
文
芸
街
』
の
頁
を
繰
っ
て
い
た
ら
『
九
州
文
化
』
な
ど
い
う
雑
誌
の
名

も
見
え
、
東
京
で
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
雑
誌
に
は
各
地
方
か
ら
の
寄
贈
雑
誌
の
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。

地
方
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
は
、
相
互
に
刊
行
物
の
活
溌
な
交
換
批
評
の
や
り
と
り
な
ど

を
と
お
し
て
、
激
励
し
合
い
、
成
果
を
く
み
と
り
あ
っ
て
行
く
こ
と
こ
そ
た
が
い
に
最
も
の
ぞ
ま
し
い
こ

と
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
五
年
二
月
〕
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ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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