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一
　
欧
米
的
「
進
歩
主
義
」
に
追
従
す
る
日
本
人

　

今
年
の
五
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
黒
人
男
性
が
白
人
警
官
に
殺
害
さ
れ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
抗
議
運
動
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
八
月
に
も
、
ウ
ィ
ス
コ

ン
シ
ン
州
で
白
人
警
官
に
よ
る
黒
人
男
性
へ
の
銃
撃
事
件
が
起
き
、
抗
議
運
動
は
勢

い
を
増
す
一
方
で
す
。

　
「Black Lives M

atter

（
黒
人
の
命
は
大
切
だ
）」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
一
連

の
運
動
は
、
元
々
は
平
和
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
手
の
活
動
の
宿
命

と
言
う
べ
き
か
、
他
の
社
会
運
動
の
例
に
漏
れ
ず
精
鋭
化
し
、
反
警
察
を
明
言
す
る

と
と
も
に
、
数
々
の
破
壊
行
動
や
略
奪
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
惨
状
を

見
か
ね
て
、
ア
メ
リ
カ
の
心
あ
る
人
々
の
間
で
は
、「A

ll Lives M
atter

（
全
て
の

命
が
大
切
だ
）」
を
合
言
葉
に
カ
ウ
ン
タ
ー
行
動
を
広
げ
よ
う
と
動
き
が
あ
る
も
の

の
、「
リ
ベ
ラ
ル
派
」の
妨
害
に
遭
い
、成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
す
。「
リ

ベ
ラ
ル
派
」
に
よ
る
暴
動
や
略
奪
行
為
が
無
批
判
に
正
当
化
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ

に
対
す
る
穏
健
な
市
民
に
よ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
が
「
差
別
的
」
だ
と
し
て
批
判
さ
れ
る

の
は
あ
る
意
味
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
我
々
と
し
て
は

実
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
不
可
解
で
、
ま
た
馬
鹿
馬
鹿
し
い
の
は
、
欧
米
で
こ
の
よ

う
な
社
会
運
動
が
盛
り
上
が
れ
ば
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
我
が
国
内
に
も
こ
の

よ
う
な
「
進
歩
的
」
な
風
潮
に
便
乗
し
よ
う
と
す
る
勢
力
が
現
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
事
件
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
職
務
質
問
を
拒
否
し
た
ク
ル
ド
人
男
性
を

警
察
官
が
取
り
押
さ
え
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
渋
谷
で
警
察
に
対
す
る
抗
議
デ
モ

が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
当
の
日
本
ク
ル
ド
友
好
協
会
が
デ
モ
の

正
当
性
を
疑
問
視
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
仮
に
警
官
の
対
応
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
原
因
の
多
く
が
ク
ル
ド
人
男
性
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、欧
米
で
何
か
運
動
が
盛
り
上
が
る
と
、「
リ
ベ
ラ
ル
」や「
進
歩
主
義
」

を
自
認
す
る
人
々
が
す
ぐ
に
追
従
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
実
に
愚
か
し
い
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
と
は
違
い
、
こ
の
運
動
で
決

定
的
な
破
壊
活
動
を
企
て
る
者
が
現
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
だ
こ
の
国
に
も
救
い
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

二
　「
進
歩
主
義
」
追
従
の
系
譜

　

さ
て
、
こ
の
件
に
限
ら
ず
、
日
本
に
は
欧
米
の
「
進
歩
的
」
な
思
想
や
運
動
を
金

科
玉
条
の
よ
う
に
奉
り
、
こ
れ
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
空
気
が
一
部
に
は
あ
り
ま
す
。

そ
の
根
は
深
く
、
古
く
は
社
会
主
義
や
無
政
府
主
義
運
動
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
運
動
は
も
ち
ろ
ん
、
ロ
シ
ア
革
命
に
呼
応
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

　

戦
後
、
東
京
裁
判
で
当
時
の
日
本
の
対
外
政
策
が
徹
底
的
に
断
罪
さ
れ
る
と
と
も

に
、
占
領
軍
の
政
策
に
よ
り
戦
前
の
政
治
体
制
や
社
会
、
伝
統
も
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
文
化
し
た
も
の
が
、
現
行
の
日
本
国

憲
法
で
す
。

　

当
時
の
「
進
歩
主
義
者
」
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
に
い
ち
早
く
呼
応
し
ま
し

た
。
彼
ら
は
、
日
本
国
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
た
民
主
主
義
や
平
和
主
義
と
い
っ
た
価

値
観
を
絶
対
視
し
、
こ
れ
と
異
な
る
旧
来
の
日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
を
激
し
く
攻

撃
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、「
戦
後
民
主
主
義
」
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
筆
者
は
、
民
主
主
義
や
平
和
主
義
の
価
値
観
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
つ

も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
主
主
義
や
平
和
主
義
は
「
戦
後
民
主
主
義
者
」
や
左
翼
の

専
売
特
許
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
戦
前
の
日

日
本
人
は
「
進
歩
主
義
」
の

呪
縛
か
ら
脱
却
で
き
る
か
？

真
の
精
神
的
独
立
を
勝
ち
取
る
た
め
に
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本
も
民
主
主
義
な
価
値
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
は
そ
の
わ
か
り
や
す
い
例
で
す
が
、
も
と
よ
り
日
本
に
は
和
を
以

て
貴
し
と
な
す
美
し
い
伝
統
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
、
日
本
は
民
主
主
義
・
自
由
主

義
陣
営
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
随
一
の
経
済
大
国
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と

に
成
功
し
ま
し
た
。
民
主
主
義
や
平
和
主
義
と
い
っ
た
価
値
観
は
、
今
日
の
先
進
国

で
は
あ
る
程
度
常
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
価
値
観
が
健
全
な
範
囲
で
行
わ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
共
産
主
義
や
社
会
主
義
と
い
っ
た
権
威
主
義
的
な
危
険
思
想

へ
の
強
力
な
防
波
堤
に
な
り
得
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
の
「
進
歩
主
義
者
」
の
民
主
主
義
的
価
値
観
へ
の
迎
合
も
、
あ

く
ま
で
も
健
全
な
範
囲
に
終
わ
っ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
大
き
な
毒
に
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
現
に
、
終
戦
後
の
初
期
に
お
い
て
、
戦
前
か

ら
の
穏
健
な
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
民
主
主
義
的
な
風
潮
を
歓
迎
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
好
ま
し
い
流
れ
は
早
く
も
潰
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
戦
後
ほ
ど
な
く
し
て
、「
進
歩
主
義
者
」
た
ち
は
ソ
連
流
の
共
産

主
義
や
社
会
主
義
に
急
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

残
念
な
こ
と
に
、
実
は
占
領
軍
の
関
係
者
や
日
本
国
憲
法
の
起
草
者
の
中
に
、
ソ

連
の
協
力
者
が
多
数
混
ざ
っ
て
い
ま
し
た
。「
戦
後
民
主
主
義
者
」
が
日
本
国
憲
法

に
強
く
惹
か
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
共
産
主
義
の
匂
い
を
随
所
に
嗅
ぎ
取
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
毒
さ
れ
て
し
ま
っ

た
「
戦
後
民
主
主
義
」
に
早
く
も
見
切
り
を
つ
け
、
保
守
派
と
し
て
こ
の
社
会
に
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
当
時
の
日
本
人
の
イ
ン
テ
リ
の
中
に
、
共
産
主
義
や
社
会
主
義
に
毒

さ
れ
た
者
が
か
な
り
い
ま
し
た
。
戦
前
は
あ
る
程
度
統
制
が
効
い
て
い
た
た
め
、
こ

の
よ
う
な
過
激
運
動
家
が
大
々
的
に
活
動
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
終
戦
に
伴
い
、
過
激
運
動
家
が
一
斉
に
野
に
放
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
際
、
彼
ら
が
注
目
し
た
の
が
、
占
領
軍
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
「
戦
後
民
主
主

義
的
」
な
風
潮
で
し
た
。
彼
ら
は
、「
戦
後
民
主
主
義
」
に
便
乗
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
本
の
国
家
や
伝
統
を
破
壊
し
、
彼
ら
が
理
想
と
す
る
共
産
主
義
社
会
を
樹
立
し
よ

う
と
目
論
み
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
で
行
わ
れ
た
の
が
、
共
産
主
義
者
や
労
働
運
動
家
に
よ
る
一
連

の
ス
ト
ラ
イ
キ
や
テ
ロ
事
件
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
過
激
な
運
動
が
国
民
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、彼
ら
の
行
動
は
徐
々
に
下
火
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
表
立
っ
た
行
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
彼
ら
の
思
想

は
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
テ
リ
層
を
中
心
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
特
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
進
歩
主
義
」
が
支
配
的
に
な

っ
た
の
は
、
実
に
残
念
な
こ
と
で
し
た
。
歴
史
学
や
政
治
学
の
分
野
に
お
い
て
、
日

本
の
社
会
や
歴
史
を
西
洋
と
比
べ
て
「
劣
っ
た
」
も
の
と
見
な
し
、
克
服
す
べ
き
悪

で
あ
る
と
し
て
徹
底
的
に
批
判
す
る
よ
う
な
「
研
究
」
が
流
行
し
た
の
で
す
。
そ
も

そ
も
科
学
的
な
学
問
と
い
う
も
の
は
、
何
ら
か
の
観
察
対
象
の
事
象
に
つ
い
て
、
そ

の
因
果
関
係
や
相
関
関
係
、
背
景
な
ど
を
確
か
な
根
拠
や
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
明
ら

か
に
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
か
な
る
価
値
判
断
が
介
在
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、彼
ら「
進
歩
主
義
的
」な
学
者
は
、

「
日
本
が
絶
対
的
に
悪
で
あ
る
」
と
い
う
偏
っ
た
価
値
判
断
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
断

罪
す
る
目
的
で
研
究
を
進
め
た
の
で
す
。
彼
ら
の
研
究
に
よ
り
、
近
現
代
の
日
本
史

や
、
日
本
の
伝
統
が
全
て
「
悪
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
歴
史
観
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
当
然
教
科
書
や
一
般
書
籍
等
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
我
々
日
本
人
が
自
己
否
定
的
な
観
念
に
囚
わ
れ
る
き
っ
か
け
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、現
代
ま
で
続
く
自
虐
史
観
の
源
流
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
進
歩
主
義
者
」
の
批
判
は
、歴
史
に
対
し
て
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
日
本
社
会
も
彼
ら
の
批
判
対
象
に
な
り
ま
す
。
何
か
に
つ
け
て
「
日
本
は
封

建
主
義
的
な
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
行
わ
れ
、
多
く
の
国
民
も
そ
の
よ
う
な

言
説
を
無
意
識
の
う
ち
に
信
じ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
観
念
も
戦

後
の
「
進
歩
主
義
者
」
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。

三
　「
進
歩
主
義
的
」
風
潮
の
問
題
点

　

そ
れ
で
は
、「
進
歩
主
義
」
の
思
想
そ
れ
自
体
に
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
や
矛

盾
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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三
・
一　
「
進
歩
主
義
者
」
の
不
寛
容
性

　

ま
ず
、「
進
歩
主
義
者
」
は
そ
の
理
念
と
は
裏
腹
に
、
非
常
に
権
威
主
義
的
で
あ

り
不
寛
容
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

彼
ら
は
、「
民
主
主
義
」
や
「
反
差
別
」
と
い
っ
た
価
値
観
を
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。

彼
ら
「
進
歩
主
義
者
」
の
価
値
観
の
問
題
点
を
指
摘
し
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
言
動
は
「
差
別
的
」「
保
守
的
」「
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
」
と
し
て
袋
叩
き
に
さ
れ
ま
す
。

困
っ
た
こ
と
に
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
反
対
派
の
言
論
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
で

あ
り
、
表
現
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
と
ま
で
言
う
の
で
す
。
杉
田
水
脈
氏
や
小
川

榮
太
郎
氏
の
L
G
B
T
に
関
す
る
論
文
に
対
す
る
左
翼
側
か
ら
の
一
方
的
な
言
論
封

殺
は
、
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
す
。
愛
の
「
多
様
性
」
を
声
高
ら
か
に
叫
ぶ
人
々
が

自
分
と
異
な
る
意
見
の
「
多
様
性
」
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
実
に
皮
肉
な
こ
と
で

す
が
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
言
論
弾
圧
は
日
常
的
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
に

権
威
主
義
的
で
あ
り
、
ま
た
不
寛
容
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

本
来
、
様
々
な
価
値
観
や
意
見
が
議
論
を
戦
わ
せ
、
真
理
を
発
見
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
を
保
障
し
て
い
る
の
が
、
表
現
の
自
由
の
理
想
で
あ
り
、
思
想
の
自
由
市
場
の

原
理
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
本
手
段
で
あ
る
表
現
そ
の
も
の
を
封
殺
し
て
し
ま
う

の
は
、「
進
歩
主
義
者
」
の
明
ら
か
な
矛
盾
点
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

三
・
二　

二
項
対
立
に
単
純
化
さ
れ
た
現
実
認
識

　

ま
た
、「
進
歩
主
義
的
」
な
思
想
や
運
動
は
、
根
本
的
に
社
会
や
歴
史
を
見
誤
っ

て
い
ま
す
。
彼
ら
の
考
え
方
を
押
し
進
め
れ
ば
、
こ
の
世
の
事
象
は
全
て
善
と
悪
の

単
純
な
二
項
対
立
に
単
純
化
さ
れ
ま
す
。
差
別
、
因
習
、
伝
統
な
ど
は
い
ず
れ
も
克

服
す
べ
き
悪
で
あ
り
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
思
想
や
行
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
れ
善
で
あ
り
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
発
想
で
す
。
こ
の
よ
う
な
発
想
に
立

つ
な
ら
ば
、
差
別
さ
れ
る
側
に
あ
る
黒
人
の
運
動
は
絶
対
的
に
正
し
く
、
差
別
を
打

倒
す
る
た
め
な
ら
ば
、い
か
な
る
破
壊
行
為
や
略
奪
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

L
G
B
T
問
題
や
人
種
問
題
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
の
運
動
は
全
て
正
し
く
、
こ
れ
に

対
す
る
あ
ら
ゆ
る
批
判
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
の
名
の
下
に
封
殺
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
現
代
の
社
会
問
題
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
ま
で
も
及
ん
で
い

ま
す
。
近
現
代
の
日
本
は
「
封
建
的
」
で
あ
り
ま
た
「
帝
国
主
義
的
」
で
あ
り
、
全

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
考
え
方
が
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
自

虐
史
観
は
一
九
九
〇
年
代
頃
ま
で
は
広
く
一
般
層
に
ま
で
流
布
し
て
い
ま
し
た
が
、

自
由
主
義
史
観
研
究
会
や
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
を
は
じ
め
と
す
る
良
識

派
有
志
の
弛
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
、
近
年
で
は
相
当
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
メ

デ
ィ
ア
や
文
化
人
を
中
心
に
、
こ
の
よ
う
な
自
虐
史
観
は
未
だ
に
一
定
の
影
響
力
を

有
し
て
い
ま
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
現
実
と
は
、
善
悪
の
二
項
対
立
で
割
り
切
れ
る
よ
う
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
物
事
に
は
必
ず
正
の
側
面
が
あ
り
、
ま
た
負
の
側
面
が
あ
る
も
の

な
の
で
す
。
そ
の
「
正
負
」
や
「
善
悪
」
の
判
断
も
、
時
代
や
立
場
に
よ
り
容
易
に

移
り
変
わ
る
も
の
で
す
。
現
実
の
複
雑
な
問
題
の
単
純
化
は
、
文
化
人
と
呼
ば
れ
る

人
種
の
癖
と
呼
ん
で
も
良
い
も
の
で
す
が
、
現
実
問
題
の
解
決
に
は
ほ
と
ん
ど
寄
与

し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
は
、も
ち
ろ
ん
近
代
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
産
物
で
す
。

二
項
対
立
の
図
式
は
一
見
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
た
め
、
未
だ
に
様
々
な
議
論
で
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代

主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
二
項
対
立
へ
の
反
省
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、

現
在
で
は
む
し
ろ
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
家（
特
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
左
派
）こ
そ
が「
多

数
派
/
少
数
派
」「
強
者
/
弱
者
」
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
図
式
に
固
執
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
は
皮
肉
な
こ
と
で
す
。
現
代
の
左
翼
は
、単
純
な
「
進
歩
主
義
者
」

や
「
共
産
主
義
者
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の

が
主
流
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
左
派
の
思
想
の

問
題
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三
・
三　

個
別
の
問
題
と
社
会
全
体
の
問
題
の
す
り
替
え

　

こ
の
よ
う
な
単
純
化
さ
れ
た
現
実
認
識
に
関
連
し
て
、
一
般
的
に
あ
ま
り
指
摘
さ

れ
な
い
問
題
点
と
し
て
、
個
別
の
問
題
を
社
会
全
体
の
問
題
に
す
り
替
え
が
ち
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
最
近
の
黒
人
の
事
件
に
つ
い
て
言
え
ば
、

白
人
警
官
が
黒
人
男
性
を
殺
害
し
た
こ
と
は
明
ら
か
な
犯
罪
で
あ
り
、
常
識
的
に
見

て
異
常
な
行
為
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
白
人
警
官
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が
黒
人
男
性
を
殺
害
し
、
ま
た
、
こ
の
白
人
警
官
が
殺
人
を
も
躊
躇
な
く
行
う
こ
と

が
出
来
る
よ
う
な
異
常
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ

れ
以
下
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
要
は
、
こ
の
件
は
異
常
な
白
人
警
官
が
起
こ
し
た
個
別

的
な
事
件
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、「
進
歩
主
義
者
」
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
個
別
の
事
件
を
、「
差
別
」
と
い
う
社
会
的
な
問
題
に
す
り
替
え
ま
す
。

白
人
警
官
の
行
動
に
は
「
差
別
的
」
な
「
権
力
構
造
」
が
隠
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
殺

人
事
件
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
お
決
ま
り
の
論
法
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
あ

ま
り
に
も
論
理
の
飛
躍
が
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
仮
に
こ
の
世
に
黒
人
差

別
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
は
関
係
な
く
こ
の
白
人
警
官
は
や
は
り
異

常
人
格
者
の
ま
ま
で
し
ょ
う
。
こ
の
黒
人
男
性
が
殺
さ
れ
な
い
代
わ
り
に
、
別
の
白

人
や
ア
ジ
ア
人
が
犠
牲
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
個
別
と
全
体
の
す
り
替
え
は
、「
進
歩
派
」
に
よ
る
日
本
の
近
現
代

史
へ
の
批
判
に
お
い
て
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
連
合
国
に
よ
り
、
多
く
の
日
本

人
が
「
戦
争
犯
罪
」
や
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
に
よ
り
、
B
C
級
戦
犯
と
し
て
裁

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
相
当
数
の
冤
罪
が
混
ざ
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
た
と
お
り
で
す
。
捕
虜
へ
の
待
遇
や
現
地
の
人
々
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
日
本

人
の
側
に
も
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
に
事
実
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
非
人
道
的

な
振
る
舞
い
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
者
も
残
念
な
が
ら
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

戦
争
中
に
起
こ
っ
た
数
多
く
の
出
来
事
の
中
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
全
体
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
残
虐
な
者
も
人
道
的
な
者
も
お
り
、
人
道
的

な
者
の
中
に
冤
罪
で
裁
か
れ
て
し
ま
っ
た
人
が
か
な
り
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
我
々
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
一
部
の
個
別
の
例
を
あ
た
か
も
日
本
軍
全
体
の
問
題
に

す
り
替
え
、
更
に
は
罪
を
捏
造
し
て
ま
で
当
時
の
日
本
人
全
体
を
断
罪
し
よ
う
と
し

た
連
合
国
や
「
進
歩
主
義
者
」
の
心
理
は
、
短
絡
的
で
あ
り
ま
た
異
常
で
あ
る
と
言

え
ま
す
。

四
　
欧
米
の
「
進
歩
主
義
」
の
歴
史
的
背
景

　

そ
も
そ
も
、
欧
米
で
は
な
ぜ
「
進
歩
的
」
な
思
想
や
運
動
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因
に
は
、
欧
米
の
歴
史
的
事
情
が
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、「
進
歩
主
義
」
以
前
の
欧
米
は
、
非
常
に
不
寛
容
な
社
会
で
あ
っ
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
古
い
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
の
も
と
で
は
、
同
性
愛
は
厳
し
く
糾
弾
さ
れ

ま
し
た
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、婚
姻
は
男
女
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
は
同
性
愛
を
厳
し
く
非
難
し
て
き
た
の
で
す
。

欧
米
の
ゲ
イ
リ
ブ
運
動
や
L
G
B
T
運
動
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
キ

リ
ス
ト
教
的
価
値
観
へ
の
反
発
が
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
黒
人
が
強
い
差
別
に
遭
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
す
。
彼
ら
は
そ
も
そ
も
奴
隷
と
し
て
ア
フ
リ
カ
か
ら
強
制
連
行
さ
れ
、
長
き
に

亘
っ
て
人
間
と
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
十
世
紀
前
半
に
は
、
黒
人
の
み
な
ら

ず
、
日
本
人
を
含
む
我
々
ア
ジ
ア
人
も
差
別
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
排
日

移
民
法
が
典
型
例
で
す
。
近
年
の
「Black Lives M

atter

」
運
動
に
は
問
題
も
多

い
も
の
の
、
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
過
激
な
反
差
別
運
動
が
盛

り
上
が
る
の
も
あ
る
程
度
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
欧
米
で
「
進
歩
主
義
的
」
な
動
き
が
勃
興
し
た
こ
と
に
は
、
欧
米

特
有
の
歴
史
的
事
情
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
少
数
派
や
弱
者
を
徹
底

的
に
迫
害
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
で
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
欧
米

の
よ
う
な
性
的
少
数
者
に
対
す
る
弾
圧
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
性
的
指
向
は
あ
く

ま
で
も
個
人
の
問
題
に
過
ぎ
ず
、
何
ら
か
の
宗
教
や
倫
理
観
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
断

罪
す
る
と
い
う
よ
う
な
文
化
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
日
本
は
欧
米
と
比

べ
、
非
常
に
寛
容
性
の
高
い
社
会
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
要
は
、
欧
米
と
日
本
で

は
歴
史
的
背
景
が
全
く
異
な
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
欧
米
の
「
進
歩
主
義
」
を
そ

の
ま
ま
日
本
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
の
は
土
台
無
理
な
話
で
す
。

　

特
に
「
戦
後
民
主
主
義
的
」
な
「
進
歩
主
義
」
に
お
い
て
、
欧
米
の
価
値
観
を
過

度
に
美
化
し
、日
本
を
貶
め
る
と
い
っ
た
論
法
が
流
行
し
ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、

欧
米
で
こ
の
よ
う
な
迫
害
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
過
小
評
価
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
あ
り

ま
す
。
日
本
で
も
、
確
か
に
差
別
問
題
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
し
、
今
で
も
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
や
は
り
存
在
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
解
決
に
は
、
日
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本
独
自
の
や
り
方
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
必
ず
し
も
欧
米
の
運
動
手
法
に
そ
の
ま
ま

便
乗
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
が
国
に
は
、
父
祖
代
々
受
け
継
い
だ
「
和
」
の

思
想
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
、
も
っ
と
そ
の
歴
史
を
誇
り
、
欧
米
的
「
進
歩
主
義
」

か
ら
自
立
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

五
　
日
本
人
は
「
進
歩
主
義
」
の
呪
縛
か
ら
脱
却
で
き
る
か
？

　

こ
こ
ま
で
、
戦
後
日
本
を
呪
い
続
け
て
き
た
「
進
歩
主
義
」
の
害
毒
に
つ
い
て
論

じ
て
き
ま
し
た
。
我
々
の
歴
史
や
社
会
は
、
彼
ら
「
進
歩
主
義
者
」
が
言
う
よ
う
な

劣
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
こ
の
国
で
あ
れ
、
多
か
れ
少
な

か
れ
社
会
問
題
は
あ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
、
舶
来
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
断
罪
す

る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
歴
史
や
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
ら
の
手
で
改
善
し
て
い

こ
う
と
す
る
心
構
え
が
大
切
な
の
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
先
の
大
戦
で
の
敗
北
の
遺
恨
は
大
き
く
、
日
本
人
の
中
に
、
未
だ
に

欧
米
に
対
し
て
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
引
け
目
程
度

な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
積
極
的
に
欧
米
の
思
想
や
運
動
に
迎
合
し
、
我
が
国
の
歴
史
や

社
会
を
断
罪
し
よ
う
と
す
る
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
ま
ず
、
我
々
自
身

の
歴
史
や
伝
統
に
対
し
て
誇
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。誇
り
を
持
つ
と
は
、

独
り
よ
が
り
な
「
自
尊
史
観
」
に
陥
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
は
な
く
、
誇
り
を
持
っ
た
上
で
、
我
が
国
の
性
質
を
正
確
に
把
握
し
、
海
外
の

偏
っ
た
色
眼
鏡
に
よ
ら
ず
、
自
分
た
ち
の
手
で
こ
の
国
の
未
来
を
作
り
上
げ
て
い
く

と
い
う
心
が
け
が
大
切
な
の
で
す
。

　

令
和
日
本
の
興
亡
は
、
敗
戦
以
来
ず
っ
と
こ
の
国
を
縛
り
付
け
て
き
た
「
進
歩
主

義
」
や
「
欧
米
中
心
主
義
」
の
呪
い
か
ら
脱
却
し
、
欧
米
に
対
し
て
真
の
精
神
的
独

立
を
勝
ち
取
れ
る
か
ど
う
か
、ま
さ
し
く
こ
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
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