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書
　

評石
田
勇
治
・
武
内
進
一
編
著

『
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
現
代
世
界
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）北

　

村
　
　
　

厚

二
〇
世
紀
は
戦
争
の
世
紀
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
。
総

力
戦
と
し
て
展
開
し
た
二
つ
の
世
界
大
戦
は
、
と
り
わ

け
武
器
を
持
た
な
い
一
般
市
民
の
大
量
殺
戮
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。し
か
し
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
も
、

世
界
で
は
絶
え
ず
局
地
的
な
戦
争
や
内
戦
が
起
こ
り
、

し
ば
し
ば
ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト（
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
）

を
髣
髴
と
さ
せ
る
人
種
・
民
族
・
集
団
の
部
分
的
な
い

し
全
体
的
抹
殺
、
す
な
わ
ち
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
が
発

生
し
た
。こ
う
し
た
意
味
で
い
え
ば
、二
〇
世
紀
は
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
が
継
続
し
た
時
代
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
二
一
世
紀
に
入
っ
た
現
代
で
も
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
の
問
題
は
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
二
度
と

繰
り
返
さ
な
い
」
た
め
に
人
類
が
総
力
を
挙
げ
て
解
決

方
法
を
構
築
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は

究
極
の
人
権
蹂
躙
と
い
わ
れ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
、
過

去
に
起
こ
っ
た
歴
史
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
も
発
生
し

う
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
捉
え
て
、
そ
の
解
決
策

を
模
索
す
る
実
践
の
書
で
あ
り
、
三
部
構
成
、
全
十
七

章
か
ら
な
る
。
本
書
の
学
問
的
射
程
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
問
題
の
解
決
と
い
う
困
難
な
課
題
に
応
え
る
た
め

に
、
政
治
学
、
歴
史
学
、
地
域
研
究
、
国
際
政
治
、
平

和
論
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
全
て
に
的
確
な

論
評
を
加
え
る
こ
と
は
、評
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
評
者
の
専
門
分
野
で
あ
る
歴
史
学
の
観
点

と
、
本
書
の
全
体
的
な
構
成
の
面
か
ら
率
直
な
論
評
を

行
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
本
書
の
持
つ
射
程
の
広

さ
に
比
し
て
一
面
的
な
評
価
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ご
寛
恕
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
視
座
」
で
は
、ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
研
究
の
た
め
の
方
法
論
を
構
築
す
る
た
め

に
、
七
章
が
割
か
れ
て
い
る
。
第
一
章
と
第
二
章
は
本

書
に
お
け
る
議
論
の
前
提
と
全
体
像
を
提
示
す
る
序
論

で
あ
る
。
第
一
章
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
課
題
と
射

程
」（
石
田
勇
治
）
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
概
念
分

析
と
比
較
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

類
型
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
本
書

の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
重
要
な
の
が
、「
広
義
の
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
」
と
い
う
概
念
設
定
で
あ
る
。「
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
」
概
念
の
基
礎
と
な
る
の
は
一
九
四
八
年
の
国
連
総

会
で
採
択
さ
れ
た
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
は
「
国
民
的
、
民
族

的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
な
集
団
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
集
団
そ
れ
自
体
と
し
て
破
壊
す
る
意
図
を
持
っ
て

行
わ
れ
る
」
行
為
を
指
し
、
さ
ら
に
細
か
な
行
為
の
内

容
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

内
容
を
国
際
法
の
規
定
通
り
に
厳
格
に
捉
え
る
こ
と
を

避
け
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
適
用
範
囲
を
広
く
と
ら
え

よ
う
と
す
る
提
唱
者
レ
ム
キ
ン
の
意
図
を
く
み
取
っ

て
、
国
際
法
上
の
規
定
か
ら
も
逸
脱
す
る
要
素
も
含
ん

だ
「
広
義
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
を
重
視
し
て
い
る
。
次

に
、
第
二
章
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
研
究
史
の
検

討
」（
澤
正
輝
）
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
展
開
を

整
理
し
、
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
紹
介
し
て
い
る
。

続
く
二
章
で
は
、
近
年
歴
史
学
の
分
野
で
も
「
植
民

地
責
任
」
論
と
し
て
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
植

民
地
主
義
の
問
題
か
ら
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
歴
史
性
に
切

り
込
む
も
の
で
、第
三
章
「
処
罰
を
ま
ぬ
か
れ
た
『
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
』」（
松
村
由
子
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
研
究
で
は
必
ず
し
も
重
要
視
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
「
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
に
つ
い
て
、
と
り

わ
け
植
民
地
支
配
の
問
題
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ

の
重
要
性
へ
の
注
目
を
促
し
て
い
る
。
第
四
章
で
は

「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
植
民
地
主
義
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ツ
ィ

ン
メ
ラ
ー
）
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
特
に
ド
イ
ツ

領
西
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
レ
ロ
・
ナ
マ
虐
殺
と
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
と
の
構
造
的
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
点

が
重
要
で
あ
る
。
本
書
で
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
代
表
例

と
し
て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
特
権
化
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に
お
け
る
そ
の
他
の
事
例

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
人
類
的
な
問
題
と
し
て
考
え
直

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ツ
ィ
ン
メ
ラ
ー
論
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文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
比
較
研
究
の
た

め
の
重
要
な
素
材
と
し
て
再
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い

る
。ド
イ
ツ
現
代
史
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
研
究
は
、

そ
の
射
程
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
期
に
限
定
さ
れ
る
傾
向

が
強
か
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
の
様
々
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

の
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ナ
チ
・
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
研
究
に
新
た
な
視
角
と
意
義
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
点
、
本
書
が
示
し
た
比
較
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
研
究
の
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
貢
献
と
し
て
強
調
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

続
く
第
五
章
と
第
六
章
も
ま
た
、
本
書
の
ス
タ
ン
ス

か
ら
ナ
チ
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
史
へ
の
新
し
い
知
見
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
「
ナ
チ
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を

支
え
た
科
学
」（
石
田
勇
治
）
で
は
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
熱
中
し
た
「
エ
ス
ノ
ク
ラ
ー
ト
」
の
動
き
に

注
目
し
、
科
学
者
の
研
究
活
動
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
結

び
付
く
側
面
を
描
い
て
い
る
。
第
六
章
「
住
民
移
動
・

民
族
浄
化
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」（
川
喜
田
敦
子
）
に
お

い
て
は
、
近
年
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
研
究
に
お
け
る
最

重
要
要
素
と
も
い
う
べ
き
「
住
民
移
動
」
の
問
題
に
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
観
点
か
ら
光
を
当
て
直
し
て
い

る
。
二
〇
世
紀
に
お
い
て
民
族
問
題
を
解
決
す
る
有
効

な
平
和
的
手
段
と
し
て
推
奨
さ
れ
た
「
住
民
移
動
」
が

意
図
に
お
い
て
人
道
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
行
に

あ
た
っ
て
殺
戮
や
迫
害
が
伴
い
、「
民
族
浄
化
」
が
現

象
と
し
て
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
的
と
な
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
典
型
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
さ
れ
る
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
、
さ
ら

に
二
〇
世
紀
の
多
く
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
で
も
同
様
の
展

開
が
み
ら
れ
た
。
歴
史
学
の
成
果
か
ら
見
る
と
、「
集

団
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
破
壊
す
る
意
図
」
と
い
う
国

際
法
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
概
念
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
実

態
と
乖
離
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
概
念
を
広
く
捉

え
直
そ
う
と
す
る
本
書
の
ス
タ
ン
ス
の
意
義
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
第
七
章
「
戦
争
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
そ
れ
に

対
す
る
責
任
」（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
ー
エ
ン
）
で
は
、

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
分
析
か
ら
抽
出
さ
れ
た
虐
殺
の
近
代

性
・
産
業
社
会
の
問
題
と
い
う
も
の
が
、必
ず
し
も
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
を
生
み
出
す
決
定
的
要
件
で
は
な
く
、
途
上

国
に
お
い
て
強
く
推
進
さ
れ
た
行
政
や
官
僚
に
よ
る
中

央
集
権
的
な
組
織
化
が
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
効
率
的
に

遂
行
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
強
調
し
て
い
る
。
本
章

は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
か
ら
ポ
ル
・
ポ
ト
に
至
る
ま
で
の

比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
共
通
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
抽
出
し
て
お
り
、「
広
義
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
」
を
対
象
と
す
る
本
書
の
ス
タ
ン
ス
が
生
み
出
し
た

成
果
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

第
Ⅱ
部
は
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
事
例
研
究
」
で
あ
る
。

第
八
章
「『
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺
』
を
め
ぐ
る
一
考
察
」

（
吉
村
貴
之
）
で
は
、
十
九
世
紀
末
と
第
一
次
世
界
大

戦
中
に
二
度
に
わ
た
っ
て
発
生
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
下

に
お
け
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
虐
殺
に
つ
い
て
、
特
に
両
者

の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
を
め
ぐ
る
当

時
の
状
況
を
ロ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
と
の
関
係
も
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
続

く
第
九
章
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
」（
廣
瀬
陽
子
）
で

は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
現
代
の
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ

フ
紛
争
に
い
た
る
ま
で
継
続
し
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
問

題
が
発
生
し
て
い
る
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
め
ぐ
る
問

題
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
前
章
で
は
被
害
者
で
あ
っ
た

ア
ル
メ
ニ
ア
人
が
こ
こ
で
は
ロ
シ
ア
人
と
と
も
に
は
っ

き
り
と
し
た
加
害
者
と
し
て
現
れ
て
お
り
、「
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
に
見
ら
れ
る
被
害
＝
加
害
関
係
は
固
定
的
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
置
換
性
が
あ
る
」（
一
〇
頁
）

と
い
う
本
書
冒
頭
の
論
点
が
、
構
成
の
妙
に
よ
っ
て
読

者
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
。

続
く
数
章
で
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
国
際
的
議
論
を
巻

き
起
こ
す
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
事

例
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
十
章
「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
で

何
が
起
き
た
か
」（
長
有
紀
枝
）
で
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
末
期
に
発
生
し
た
セ
ル
ビ
ア
人

に
よ
る
ム
ス
リ
ム
人
の
虐
殺
に
つ
い
て
、第
十
一
章「
ル

ワ
ン
ダ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
」（
武

内
進
一
）
で
は
、
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
中
の
一
九
九
四
年
に

発
生
し
た
、
主
と
し
て
ト
ゥ
チ
族
が
大
量
虐
殺
さ
れ
た

事
件
に
つ
い
て
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
十
二
章

「
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
の
展
開
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」（
武
内

進
一
）
で
は
、
ス
ー
ダ
ン
西
部
の
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
で

起
こ
っ
た
紛
争
に
お
け
る
主
に
民
兵
を
中
心
と
す
る
残
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虐
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
の
事
件
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
認
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
運
動

が
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
第

十
三
章「
裁
判
に
直
面
す
る
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
」（
ベ

ン
・
キ
ア
ナ
ン
）
は
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
の
幹
部

が
近
年
つ
い
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
て
、
改
め
て
ポ
ル
・
ポ
ト
支
配
下
の
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
お
け
る
民
衆
虐
殺
に
つ
い
て
真
実
究
明
を
試
み
て

い
る
。

第
Ⅲ
部
は
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
論
」
と
し
て
、
現

在
国
際
社
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
、
な
い
し
取
り
組
む

べ
き
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
の
方
策
を
、
多
様
な
観
点
か

ら
提
示
す
る
。
第
十
四
章
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
創
設

と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
処
罰
・
予
防
」（
福
永
美
和
子
）

で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
な
ど
を
裁
く
べ
く
二
〇
〇
三

年
に
開
設
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
（
I 

C 

C
）
の

成
立
過
程
と
そ
の
機
能
及
び
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
本
章
は
、
機
構
論
と
し
て
I 

C 

C
の
制

度
的
な
概
説
・
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
I 

C 

C

創
設
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、

そ
の
I 

C 

C
支
援
政
策
が
「『
過
去
の
克
服
』
の
延
長

線
上
に
位
置
し
て
い
る
」（
三
四
六―

三
四
七
頁
）
と

評
価
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
ド
イ
ツ
の
「
過
去
の

克
服
」
は
隣
国
と
の
修
復
的
な
和
解
を
生
み
出
し
た
模

範
的
事
例
と
し
て
特
に
日
本
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
本
章
は
、「
過
去
の
克
服
」
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
予
防
に
寄
与
し
う
る
機
構
へ
と
歴
史
的
に
連
続
し
て

い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を

グ
ロ
ー
バ
ル
に
再
定
義
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。第

十
五
章
「
紛
争
社
会
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
正
義
の

役
割
」（
ク
ロ
ス
京
子
）
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
発
生
後

の
社
会
秩
序
の
回
復
に
あ
た
っ
て
国
家
レ
ベ
ル
で
行
う

移
行
的
正
義
の
活
動
が
フ
ォ
ロ
ー
で
き
な
い
、
個
人
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
の
修
復
的
和
解
の
方
法
と
し

て
、
ロ
ー
カ
ル
正
義
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
儀
式
や
懲

罰
に
よ
る
赦
し
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ

て
い
る
。
第
十
六
章
「
国
際
連
合
に
お
け
る
『
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
予
防
』
シ
ス
テ
ム
構
築
へ
の
取
り
組
み
」（
渡

部
真
由
美
）
で
は
、
本
来
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
の
役
割

を
担
う
べ
き
国
連
の
過
去
の
取
り
組
み
を
検
討
し
た
う

え
で
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
に
関
す
る
「
特
別
顧
問
」

や
「
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
」
と
い
っ
た
現
在
の
新
た
な

展
開
に
つ
い
て
展
望
を
加
え
て
い
る
。
最
後
の
第
十
七

章
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
の
た
め
の
平
和
構
築
論
」（
佐

藤
安
信
）
は
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
『
平
和
』
の
対
極

に
あ
る
概
念
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予

防
の
た
め
に
平
和
構
築
論
が
果
た
す
意
義
に
つ
い
て
多

面
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
平
和
構
築
論
・
人
間
の

安
全
保
障
・
保
護
す
る
責
任
と
い
っ
た
近
年
の
国
際
平

和
学
に
お
け
る
新
た
な
概
念
に
つ
い
て
整
理
が
な
さ
れ

て
お
り
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
に
関
す
る
考
察
は
や
や

後
景
に
退
い
た
感
は
否
め
な
い
が
、
平
和
構
築
に
関
す

る
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
見
取
り
図
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と

い
う
現
代
世
界
の
重
要
問
題
に
関
す
る
最
新
の
研
究
状

況
を
総
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
力
作
で
あ
る
。
と

り
わ
け
最
大
の
特
長
は
、
本
書
が
「
実
際
に
起
き
た
過

去
の
夥
し
い
事
例
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
究
明
し
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る
固
有
の
原
理
と
共
通
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

析
出
し
、
予
防
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
活
か
す
」（
二
〇

頁
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
危
険

を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う

実
践
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
本
書
で
は
い
く

つ
か
の
特
徴
的
な
試
み
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
例
え

ば
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
対
象
と
し
て
、「
国
民
的
、民
族
的
、

人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
な
集
団
」
と
い
う
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
条
約
よ
り
も
、
さ
ら
に
広
い
範
囲
を
含
む
「
人
道
に

対
す
る
罪
」
の
規
定
を
採
用
し
て
「
広
義
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

の
実
行
者
が
し
ば
し
ば
集
団
の
定
義
を
恣
意
的
に
行
う

こ
と
へ
の
対
処
と
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
定
義
に
含

ま
れ
な
い
ナ
チ
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の「
反
社
会
的
分
子
」

や
ポ
ル
・
ポ
ト
犠
牲
者
な
ど
を
問
題
に
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
厳
密
に
定
義
し
よ
う

と
す
る
論
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
の
「
全
部
ま
た
は
一
部
」
と
い
う
曖
昧
な

表
現
を
、
例
え
ば
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
犠
牲
者
の
よ
う

に
集
団
の
一
部
を
抹
殺
す
る
場
合
に
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

を
適
用
で
き
る
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
こ



石田勇治・武内進一編著『ジェノサイドと現代世界』

135

れ
ら
は
ま
さ
に
時
代
的
・
地
域
的
・
状
況
的
に
多
様
な

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
範
疇
を
あ
え
て
限
定
せ
ず
に
広
く
と

ら
え
る
こ
と
で
、
法
的
な
定
義
の
問
題
を
離
れ
て
、
実

態
の
分
析
か
ら
実
効
的
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
本
書
は
現
代
的
目
的
意
識
の
希
薄
な
歴
史
研
究
や
実

態
と
乖
離
し
た
国
際
政
治
モ
デ
ル
研
究
な
ど
と
は
一
線

を
画
し
た
、
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
有
益
な
研
究
の

た
め
の
基
礎
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い

え
る
。

ま
た
、本
書
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
が「
欧
米
の
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

を
偏
重
す
る
傾
向
を
排
し
て
、
世
界
の
、
と
く
に
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
に
力
点
を
お
く
研
究
」（
iii
頁
）
を
目

指
し
て
い
る
点
も
、
重
要
な
特
長
で
あ
る
。
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
重
視
す
る
研
究
者
は
し
ば
し
ば
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

の
特
権
化
を
志
向
す
る
が
、
複
数
の
実
例
か
ら
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
の
固
有
の
原
理
と
共
通
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握

し
、「
国
際
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
な
社
会
現
象
と
し

て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
捉
え
直
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
き

国
際
社
会
へ
と
変
革
し
て
い
く
」た
め
に
は
、ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
理
解
し
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
軽
視
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
か
ら
有
益
な
歴
史
的

教
訓
を
引
き
出
し
て
未
来
の
社
会
に
活
か
し
て
い
く
た

め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。

か
つ
て
日
本
の
歴
史
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
フ
ァ
シ

ズ
ム
論
争
で
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
の
あ
ま
り
に

強
烈
な
印
象
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
代
表
的

モ
デ
ル
と
見
な
し
て
、
そ
こ
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
諸
特

徴
を
拾
い
上
げ
た
う
え
で
、
こ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
モ
デ

ル
が
日
本
の
軍
国
主
義
に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
「
戦
前
日
本
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
と
呼
ぶ
べ

き
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
論
者
が
主
流
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
結
局
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
何
か
と
い
う
問
題
、

す
な
わ
ち
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
世
界
を
席
巻
し
た
現

象
が
い
か
な
る
総
体
的
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
実

態
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
理
解
を
欠
い
た
ま
ま
に
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
と
い
う
概
念
の
使
用
す
ら
禁
止
し
て
し
ま
う
結
果

と
な
っ
た
。
一
つ
の
事
例
を
過
度
に
強
調
す
る
あ
ま
り

に
、
概
念
定
義
を
狭
く
限
定
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
は
分
析
概
念
と
し
て
も
実
体
概
念
と
し
て
も
意

味
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
対

す
る
広
い
概
念
規
定
は
、
こ
う
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
争

の
不
毛
な
帰
結
と
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
、
非
常

に
有
益
な
戦
略
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
本
書

の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
立
場
に
対
し
て
は
、
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
の
相
対
化
を
恐
れ
る
多
く
の
論
者
か
ら
の
批

判
や
、
逆
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
政

治
的
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
勢
力
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
逆
風
に
負
け
る
こ
と
な

く
、
人
類
史
的
課
題
を
背
負
っ
て
研
究
を
進
展
さ
せ
よ

う
と
す
る
強
い
意
志
を
、
本
書
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
書
は
学
術
的
に
高
い
成
果
を
達
成
し

な
が
ら
も
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
問
題
を
解
決
す
る
と
い

う
将
来
的
課
題
に
も
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
画

期
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
多
数
の

執
筆
者
が
参
加
す
る
論
文
集
と
い
う
性
格
上
、
各
章

の
議
論
の
あ
り
方
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
と
り
わ
け

第
十
一
章
で
は
、
ル
ワ
ン
ダ
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
発
生

要
因
に
つ
い
て
第
七
章
の
コ
ー
エ
ン
論
文
と
立
場
が
異

な
る
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
一
冊
の
本
の
中
で

別
章
批
判
を
行
う
こ
と
は
、
論
文
集
と
し
て
の
統
一
性

を
損
な
う
印
象
を
読
者
に
与
え
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
他
方
で
問
題
の
多
様
性
に
つ
い
て
読
者
に
考
察
を

促
す
点
で
は
有
益
で
あ
る
。し
か
し
、第
二
章
で
は
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
、「
こ
の
よ

う
に
抽
出
さ
れ
る
要
因
が
研
究
者
ご
と
に
異
な
れ
ば
、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
ど
の
よ
う
に
予
防
す
る
か
に
関
し
て

明
確
な
指
針
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
」
と
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
弊
害
を
招
い

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ル
ワ
ン
ダ
・
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
の
発
生
原
因
に
関
す
る
両
者
の
構
造
理
解
に
論

争
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
事
例
を
複

数
比
較
研
究
す
る
こ
と
で
将
来
的
な
予
防
に
貢
献
し
よ

う
と
す
る
本
書
の
主
旨
に
沿
う
形
で
両
者
の
見
解
の
す

り
合
わ
せ
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
特
長
で
あ
る
比
較
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
い
う
面

で
は
、
第
Ⅰ
部
の
諸
論
文
が
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い

る
も
の
の
、
第
Ⅱ
部
の
事
例
研
究
に
比
較
の
観
点
が
見
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ら
れ
ず
、
本
書
な
ら
で
は
の
知
見
が
個
別
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
研
究
に
お
い
て
活
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
第
八
章
と
第
九
章
は
ア
ル
メ
ニ
ア
と
ア
ゼ
ル
バ

イ
ジ
ャ
ン
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
被
害
者
と
加
害
者
の
置

換
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
、
第
一
章
で

提
示
さ
れ
る
論
点
の
具
体
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
例
え

ば
第
十
三
章
の
論
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
知
見
、
つ
ま

り
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
政
治
化
」
と
い
う
問
題
が
、
比

較
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
予
防
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
論
点
と
な
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
書

を
通
読
し
て
も
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
Ⅱ
部
の

多
く
の
論
文
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
個
別
の
事
例
を

丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
に
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
お

り
、
第
Ⅰ
部
の
論
点
を
踏
ま
え
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
Ⅱ
部
の
事
例
研
究
は
、
そ
れ
が
個
別
具
体

的
な
歴
史
的
事
象
を
扱
っ
た
歴
史
研
究
の
側
面
を
持
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
章
を
除
い
て
先
行
研

究
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

ら
の
論
文
が
学
術
的
な
い
し
実
践
面
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
新
し
い
見
解
を
示
し
て
い
る
の
か
が
読
者
に
伝
わ

ら
ず
、
本
書
全
体
の
学
術
的
価
値
を
損
ね
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
総
じ
て
第
Ⅱ
部
以
降
論
文
集
と
し
て
の

統
一
性
が
薄
い
こ
と
が
本
書
の
難
点
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
多
数
の
研
究
者
を
取
り
ま
と
め
る
論
文

集
特
有
の
構
成
的
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
本
書
の
持
つ

未
来
志
向
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
の
射
程
が
持
つ
実
践

の
書
と
し
て
の
価
値
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
。
平
明
で
説
得
力
の
あ
る
理
論
と
包
括
的
な
事

例
研
究
を
併
せ
持
つ
本
書
は
、
今
後
学
術
面
で
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
研
究
者
や
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
予
防
の
た
め
に
国
際
活
動
を
展
開
す
る
者
に
と
っ

て
必
携
の
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。


