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ル
（Law

rence R. Sam
uel

）
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』（2012

）

は
こ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
は
膨
大
な
使
用
例
を
一
つ

一
つ
検
証
し
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
公
的
な

関
心
か
ら
個
人
的
な
関
心
へ
と
変
化
し
た
と
指
摘
し
て
い
る（

2
）。
こ
の
論

文
は
二
つ
目
の
方
法
を
選
択
し
、
公
民
権
運
動
の
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
た
か
を
検
証
す
る
。

た
だ
し
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
研
究
書
が
羅
列
的
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
本
書
は
言
説
の
文
脈
を
重
視
し
て
各
々
の
使
用
法
を
比
較
す
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
三
〇
年
代
に
普
及
し
た
定
義
で
は
知
識
を
獲
得
す
る
機
会

の
平
等
と
い
う
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
次
に
、
公

　

本
文
で
検
証
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
一

九
三
一
年
に
普
及
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
言
葉
の
歴
史
を
研
究
す
る
に
は

少
な
く
と
も
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
目
は
普
及
以
前
に
遡
り
、
そ
の

言
葉
が
喚
起
さ
せ
る
ア
メ
リ
カ
の
理
想
の
変
遷
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。
ジ

ム
・
カ
レ
ン
（Jim

 Cullen

）
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』（2003

）

は
こ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
カ
レ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
理
想
を
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
の
夢
、
独
立
宣
言
、
階
級
上
昇
な
ど
六
つ
に
分
類
し
、
一
章
ご
と

に
理
想
一
つ
を
検
証
し
て
い
る（

1
）。
も
う
一
つ
の
方
法
は
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
普
及
し
た
後
に
人
々
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
言
葉

を
用
い
た
の
か
を
調
べ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
Ｒ
・
サ
ミ
ュ
エ

論
説ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
起
源
と
発
展

公
民
権
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

白
木
三
慶
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す
る
。

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
起
源

　

現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
、
こ

の
言
葉
が
普
及
し
た
際
に
示
唆
し
て
い
た
「
知
識
を
獲
得
す
る
機
会
の
均

等
」
と
い
う
意
味
を
失
っ
て
い
る
。『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』

に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
全
市

民
が
勤
労
、
決
意
、
そ
し
て
進
取
的
精
神
を
通
じ
て
成
功
と
繁
栄
を
獲
得

す
る
平
等
の
機
会
を
持
つ
と
い
う
理
想
」
で
あ
る（

4
）。
こ
う
し
て
現
在
の

定
義
で
は
成
功
す
る
機
会
の
均
等
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。

　

で
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
。『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
は
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
初
期
の
使
用
例
と
し
て
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

一
つ
目
は
一
九
一
一
年
に
Ｄ
・
Ｇ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（D

. G. Phillips

）

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
『
ス
ー
ザ
ン
・
レ
ノ
ッ
ク
ス
』
の
一
節
で
あ
る
。

「
服
や
家
の
雑
誌
は
〔
…
…
〕
何
千
人
も
の
ア
メ
リ
カ
人
が
〔
…
…
〕
普

遍
的
な
ア
メ
リ
カ
の
夢
と
希
望
（the 

universal 
A

m
erican 

dream
 

and 
hope

）
で
あ
る
富
の
拡
大
を
果
た
す
よ
う
に
準
備
し
て
き
た
」（5
）。

も
う
一
つ
は
一
九
一
六
年
の
『
シ
カ
ゴ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
紙
の
一
節
で

あ
る
。「
も
し
ア
メ
リ
カ
の
理
想
、
ア
メ
リ
カ
の
希
望
、
ア
メ
リ
カ
の
夢

民
権
運
動
の
時
代
に
知
識
人
達
が
こ
の
言
葉
を
人
種
的
平
等
と
結
び
つ
け

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
て
こ
の
言
葉
の
普
及
と
公
民
権
運
動
に
お

け
る
使
用
と
を
同
時
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
葉
に
は
多
義
性

が
あ
り
、
現
在
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
知
識
獲
得
の
平
等
や
人
種
的

平
等
へ
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
ま
た
、
三
〇
年
代
と
六

〇
年
代
と
の
言
説
を
同
時
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
籍
や
人
種
と

い
う
境
界
線
を
横
切
る
系
譜
の
作
成
を
試
み
る
。

　

こ
の
論
文
が
選
ば
な
か
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉

が
普
及
す
る
以
前
に
遡
り
ア
メ
リ
カ
の
理
想
の
変
遷
を
辿
る
方
法
に
は
、

こ
の
言
葉
が
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
危
険
性

が
あ
る
。
こ
う
し
た
危
険
性
を
持
つ
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム

と
い
う
言
葉
は
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
に
接
近
す
る
。
歴
史
家
エ
リ
ッ
ク
・

ホ
ブ
ズ
ブ
ー
ム
（Eric 

H
obsbaw

m

）
は
「
古
く
か
ら
存
在
す
る
よ
う

に
見
え
る
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
『
伝
統
』
は
し
ば
し
ば
ご

く
最
近
に
起
源
を
も
ち
、
時
に
は
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る（
3
）。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
伝
統
」
の
こ
と
を
ホ
ブ
ズ
ブ
ー
ム
は
「
創
ら

れ
た
伝
統
」
と
名
付
け
た
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が

「
創
ら
れ
た
伝
統
」
の
よ
う
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
た
時
、

多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
必
要
以
上
に
自
国
を
信
用
し
て
愛
国
的
に
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
過
剰
な
愛
国
主
義
の
喚
起
を
避
け
る
た
め
に
、

こ
の
論
文
は
こ
の
言
葉
が
一
九
三
〇
年
代
に
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
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研
究
者
た
ち
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ト
ラ
ス
ロ
ー
・
ア
ダ
ム
ス
（Jam

es 

T
ruslow

 
A

dam
s

）
が
一
九
三
一
年
に
出
版
し
、
広
く
読
ま
れ
た
『
ア

メ
リ
カ
の
叙
事
詩
』
に
よ
っ
て
こ
の
言
葉
を
普
及
さ
せ
た
と
み
な
し
て
い

る（
9
）。
ア
ダ
ム
ス
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
関
す
る
三
部
作
を
書
き
、

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し
た
歴
史
家
で
あ
る
。
カ
レ
ン
は
、「
彼

〔
ア
ダ
ム
ス
〕
が
実
際
に
そ
の
言
葉
を
つ
く
っ
た
の
か
他
の
者
か
ら
借
用

し
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
彼
の
出
版
社
が
そ
の
言
葉
を
使
用
す

る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
は
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』
と
い
う

言
葉
が
ど
こ
に
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

す
」
と
述
べ
て
い
る（

10
）。
た
し
か
に
、
カ
レ
ン
が
依
拠
し
て
い
る
ア
ダ
ム

ス
の
伝
記
に
は
、「
彼
〔
ア
ダ
ム
ス
〕
は
彼
の
本
を
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド

リ
ー
ム
』
と
名
付
け
る
た
め
に
口
論
し
た
が
、
出
版
社
は
、
消
費
者
は

『
ド
リ
ー
ム
』
に
決
し
て
三
ド
ル
を
支
払
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
理
由
か

ら
そ
の
題
名
を
拒
絶
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る（

11
）。
ま
た
、
議
会
図
書
館

の
検
索
エ
ン
ジ
ン
を
調
べ
る
と
、
一
九
〇
〇
年
代
、
一
〇
年
代
、
二
〇
年

代
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
題
名
に
し
た
本
は
出
版
さ

れ
て
い
な
い
。
三
〇
年
代
に
三
冊
、
四
〇
年
代
に
五
冊
、
五
〇
年
代
に
六

冊
、
六
〇
年
代
に
二
五
冊
、
七
〇
年
代
に
六
一
冊
と
三
〇
年
代
以
降
に

徐
々
に
使
用
数
が
増
え
て
い
る（

12
）。
そ
し
て
、
そ
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
は

最
初
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
題
名
に
入
れ
た
本
で
あ
る
『
宗
教
と

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』
は
一
九
三
四
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
ア

（the A
m

erican dream

）、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
人
が
建
設
し
て
き
た
建

造
物
に
維
持
し
保
存
す
る
た
め
に
戦
う
価
値
が
な
い
な
ら
ば
、
確
立
す
る

た
め
に
戦
う
価
値
は
な
か
っ
た
」（6
）。
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
「
ア

メ
リ
カ
の
夢
」
は
「
希
望
」
や
「
理
想
」
な
ど
他
の
言
葉
と
並
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
表
現
が
確
立
さ
れ
、

機
会
の
均
等
と
い
う
意
味
を
持
つ
言
い
回
し
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と

は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
カ
ル
・
ジ
ル
ソ
ン
（Cal 

Jillson

）
は
、
ウ
ォ

ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
（W

alter Lippm
ann

）
が
一
九
一
四
年
の
『
漂

流
と
統
制
』
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
使
用
し

て
い
た
と
述
べ
て
い
る（

7
）。
実
際
リ
ッ
プ
マ
ン
は
、「
彼
〔
ア
メ
リ
カ
の

典
型
的
な
改
革
者
〕
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
持
っ
て
い
た
と
思
う

が
、
そ
れ
は
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
人
間
が
地
の
塩
に
な
る
と
い
う
表
現

に
要
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る（

8
）。「
地
の
塩
」
と
は
聖
書
に

出
て
く
る
表
現
で
あ
り
、
社
会
の
腐
敗
を
防
ぐ
存
在
の
こ
と
を
指
す
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
、
訓
練
を
受
け
て
い
な
い

人
間
こ
そ
が
素
晴
ら
し
い
と
い
う
理
想
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ

こ
で
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
は
現
在
の
も
の

か
ら
程
遠
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
一
九
一
四
年
に
は

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
に
機
会
の
均
等
と
い
う
意
味
が
ま

だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ジ
ム
・
カ
レ
ン
や
そ
の
後
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
研
究
す
る 
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社
会
の
二
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
一
つ
目
は
消
費
者
的
人
間
の
増
加
で

あ
る
。
人
々
は
商
品
を
積
極
的
に
購
入
す
る
こ
と
を
社
会
に
勧
め
ら
れ
、

金
銭
を
支
払
わ
な
い
快
楽
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
目
は
経
済
的

秩
序
へ
の
知
的
労
働
者
の
不
適
合
で
あ
る
。
経
済
的
圧
力
は
、
知
的
労
働

者
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
需
要
や
大
衆
消
費
に
適
応
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
た
と

え
ば
新
聞
は
大
衆
消
費
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
最
も
低
い
知
的
な

レ
ベ
ル
に
思
考
の
質
を
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
問

題
を
確
認
し
た
後
に
ア
ダ
ム
ス
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
実
例
と
し

て
重
視
す
る
の
は
議
会
図
書
館
で
あ
る
。「
後
者
〔
制
度
〕
の
中
で
そ
の

夢
を
最
も
良
く
体
現
し
て
い
る
と
度
々
思
う
の
は
、
図
書
館
の
国
の
中
で

最
も
偉
大
な
図
書
館
、
す
な
わ
ち
議
会
図
書
館
で
あ
る
」（15
）。
そ
し
て
そ

の
理
由
と
し
て
民
間
の
人
々
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
議
会
図
書
館

は
民
間
の
人
々
に
よ
る
本
の
寄
付
に
よ
っ
て
発
展
し
、
民
間
の
人
々
が
使

う
図
書
館
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
ダ
ム
ス
は
経
済
至
上
主
義
的
な
価
値
観

を
否
定
し
、
一
般
大
衆
の
知
的
水
準
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
に
議
会
図
書
館

を
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
実
例
と
み
な
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う

言
葉
を
普
及
さ
せ
た
ア
ダ
ム
ス
の
『
ア
メ
リ
カ
の
叙
事
詩
』
で
は
成
功
す

る
機
会
の
均
等
だ
け
で
な
く
、
知
識
を
獲
得
す
る
機
会
の
平
等
が
重
視
さ

れ
て
い
た
。『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
に
よ
る
現
在
の
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
定
義
で
は
経
済
的
な
成
功
の
意
味
が
強
い
が
、
こ
の

ダ
ム
ス
の
定
義
を
引
用
し
、
ア
ダ
ム
ス
と
同
じ
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い

て
い
る（

13
）。
そ
の
た
め
、
ア
ダ
ム
ス
が
こ
の
言
葉
を
初
め
て
用
い
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
普
及
さ
せ
た
者
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
ア
ダ
ム
ス
の
『
ア
メ
リ
カ
の
叙
事
詩
』
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー

ム
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
ア
ダ
ム
ス
は
こ
の
言
葉
を

「
能
力
や
達
成
に
応
じ
た
機
会
と
と
も
に
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
生
活
が

よ
り
良
く
よ
り
豊
か
で
よ
り
充
実
す
る
土
地
と
い
う
夢
」
と
定
義
す
る（

14
）。

こ
の
定
義
は
出
自
で
は
な
く
能
力
に
応
じ
て
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
、
先
ほ
ど
見
た
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英

語
事
典
』
の
定
義
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
全
体
を

読
む
と
「
生
活
が
よ
り
良
く
よ
り
豊
か
で
よ
り
充
実
す
る
」
と
い
う
意
味

が
明
確
に
な
り
、
現
在
の
定
義
か
ら
逸
脱
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム

の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

ア
ダ
ム
ス
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
消
滅
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ

ー
ム
は
価
値
観
に
関
す
る
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
歴
史
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
タ
ー
ナ
ー
（Frederick 

Jackson 
T

urner

）
が
主
張
し
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
文
明
だ
け
で

な
く
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
自
然
の
存
在
が
重
要
だ
っ
た
と
い
う
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
仮
説
に
同
意
し
、
そ
の
消
滅
以
後
、
文
明
が
支
配
す
る
よ
う
に
な

っ
た
二
〇
世
紀
に
は
い
か
な
る
価
値
観
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
ア
ダ

ム
ス
は
考
察
し
て
い
る
。
ア
ダ
ム
ス
は
そ
の
答
え
を
出
す
前
に
ア
メ
リ
カ
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ド
リ
ー
ム
の
研
究
者
ジ
ム
・
カ
レ
ン
は
公
民
権
運
動
の
流
れ
を
概
観
す
る

際
、
キ
ン
グ
を
中
心
に
分
析
し
て
マ
ル
コ
ム
、
ド
レ
イ
ク
、
そ
し
て
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
を
論
じ
て
い
な
い
（
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
引
用
し
て
は
い
る

が
、
分
析
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
）。
そ
の
よ
う
な
分
析
は
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
こ
の
時
代
に
は
キ
ン
グ
の
み
に
用
い
ら

れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
そ
う
し
た
歴
史
の
単
純
化
を

避
け
る
た
め
に
、
本
論
で
は
キ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
悪
夢
に

言
及
し
た
マ
ル
コ
ム
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
題
名
に
含
ん
だ
講
演

集
を
出
版
し
た
ド
レ
イ
ク
、
そ
し
て
こ
の
言
葉
を
題
名
に
し
た
討
論
に
参

加
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
分
析
し
、
可
能
な
限
り
多
く
の
公
民
権
運
動

期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
用
法
に
つ
い
て
考
察
す
る（

16
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
観
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種

観
を
完
全
に
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
キ
ン
グ
と
マ
ル

コ
ム
Ｘ
の
思
想
は
流
動
的
だ
っ
た（

17
）。
キ
ン
グ
は
晩
年
、
自
身
の
非
暴
力

と
い
う
思
想
に
懐
疑
を
抱
き
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
は
晩
年
、
全
て
の
白
人
は
悪

魔
で
あ
る
と
い
う
か
つ
て
の
思
想
を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
た
。
本
論
が
強

調
し
た
い
の
は
、
彼
ら
の
不
変
的
な
思
想
の
本
質
で
は
な
く
、
彼
ら
が
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
経
緯
で
あ
り
、
六
〇
年
代

に
こ
の
言
葉
が
人
種
の
問
題
と
関
わ
る
こ
と
で
複
数
の
解
釈
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
発
展
に
間
接
的
に
貢
献
し
た

言
葉
を
普
及
さ
せ
た
ア
ダ
ム
ス
は
そ
の
定
義
の
際
に
、
人
々
が
経
済
に
支

配
さ
れ
る
消
費
者
に
な
り
知
的
水
準
が
低
下
す
る
の
を
嘆
い
て
い
る
。
ま

た
、『
宗
教
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』
に
お
い
て
ア
ダ
ム
ス
は
物
質

的
豊
か
さ
に
依
存
し
な
い
生
き
方
を
探
求
し
た
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
現
在
の
定

義
と
普
及
の
際
の
定
義
と
で
は
用
い
ら
れ
る
意
味
合
い
に
隔
た
り
が
存
在

し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
公
民
権
運
動

　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
発
展
に
貢
献
し
、
ま
た
、
そ

の
解
釈
に
議
論
が
紛
糾
し
た
時
代
の
一
つ
は
公
民
権
運
動
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
人
種
的
平

等
に
関
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
言
葉
は

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
者
グ
ン
ナ
ー
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
（Gunnar 

M
yrdal

）
の
研
究
を
介
し
、
公
民
権
運
動
が
盛
ん
な
一
九
六
〇
年
代
に

指
導
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
（M

artin 

Luther K
ing Jr.

）、
人
類
学
者
セ
イ
ン
ト
・
ク
レ
ア
・
ド
レ
イ
ク
（St. 

Clair D
rake

）、
指
導
者
マ
ル
コ
ム
Ｘ
（M

alcom
 X

）、
そ
し
て
小
説
家

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Jam

es Baldw
in

）
に
よ
っ
て
人
種

を
超
え
た
平
等
に
関
連
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
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す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
は
直
ぐ
に
解
決
す
る
だ
ろ
う
と
結
論
付

け
た
。

　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
の
関
連
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、「
ア
メ

リ
カ
の
信
条
」
と
い
う
『
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
』
の
重
要
な
用
語
が
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
影
響
で
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
ミ
ュ
ル

ダ
ー
ル
は
、
独
立
宣
言
や
憲
法
の
序
文
に
由
来
す
る
平
等
を
重
視
す
る

「
ア
メ
リ
カ
の
信
条
」
が
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ほ
ぼ
一
致
し
、

ア
メ
リ
カ
人
一
人
一
人
に
平
等
へ
の
使
命
感
を
与
え
て
い
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
歴
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
ク
ラ
フ
ト
（George 

Bancroft

）

が
見
出
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
誇
り
、
タ
ー
ナ
ー
が
指
摘
し
た
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
で
生
ま
れ
た
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
、
そ
し
て
ア
ダ
ム
ス
の
ア
メ
リ
カ

ン
・
ド
リ
ー
ム
を
引
用
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
い
感
覚
が
ア
メ
リ
カ
に

は
あ
る
と
主
張
す
る（

19
）。

　

し
か
し
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の
特
異
性
を
指
摘
す
る

の
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
際
的
に
な
り
う
る
可

能
性
を
示
唆
す
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
信

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

条
に
よ
っ
て
浸
透
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
に
本
質
的
に
は
国
際
的
に
な
る
」（20
）（
強

調
は
原
文
）。
理
解
が
困
難
な
一
節
だ
が
、
前
後
関
係
か
ら
考
え
る
と
、

ア
メ
リ
カ
は
多
様
な
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
た
め
に
、「
ア

メ
リ
カ
の
信
条
」
と
い
う
心
理
的
な
も
の
で
国
民
を
統
一
す
る
し
か
な
か

っ
た
。
心
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ

グ
ン
ナ
ー
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
福
祉
国
家
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
に
経
済
や
農
業
政
策
な
ど
幅
広
い
分
野
で
貢
献
し
、
第
二
次
世
界
大

戦
時
に
は
ナ
チ
ス
を
批
判
し
、
そ
の
後
は
国
連
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て

ア
ジ
ア
な
ど
世
界
中
で
働
い
た
経
済
学
者
で
あ
る（

18
）。
一
九
七
四
年
に
は

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
一
九
三
〇
年

代
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
際
に
人
種
に
関
す
る
大
著
を
書
き
上
げ
る
こ

と
に
な
る
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
（A

ndrew
 Carnegie

）
が

財
産
を
教
育
や
研
究
施
設
に
寄
付
し
て
い
た
た
め
に
生
ま
れ
た
カ
ー
ネ
ギ

ー
財
団
は
、
人
種
的
不
平
等
に
関
す
る
研
究
が
必
要
だ
と
い
う
申
し
出
を

財
団
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
受
け
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
人
種
問
題
の
調
査
を
依

頼
し
、
研
究
者
を
雇
う
た
め
に
何
百
万
ド
ル
も
の
研
究
資
金
を
与
え
た
。

そ
の
調
査
の
結
果
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
『
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
』

（1944

）
と
い
う
後
の
時
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
二
〇
〇
頁
を
超

す
大
著
を
書
き
上
げ
た
。
分
離
さ
れ
た
教
育
は
違
法
で
あ
る
と
し
た
一
九

五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
こ
の
本
が
人
種
差
別
の
問
題
を
指
摘

し
た
研
究
書
と
し
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
本
の
主
な

主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
が
自
由
や
平
等
を
獲
得
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
は
様
々
な
制
限
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

機
会
の
平
等
を
意
味
す
る
「
ア
メ
リ
カ
の
信
条
（A

m
erican Creed

）」

を
白
人
が
信
じ
て
い
る
一
方
、
黒
人
は
そ
う
し
た
平
等
を
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
し
か
し
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
人
種
的
不
平
等
、
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で
な
く
、
運
動
の
代
表
的
指
導
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・

ジ
ュ
ニ
ア
に
も
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
希
望
を
強
調
す
る

キ
ン
グ
の
演
説
に
注
目
し
、
絶
望
と
希
望
と
が
入
り
混
じ
る
演
説
に
関
し

て
は
マ
ル
コ
ム
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
主
張
を
見
た
後
で
確
認
す
る
。
キ

ン
グ
は
一
九
六
一
年
七
月
六
日
に
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
の
学
位
授
与
式
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
「
ア
メ
リ
カ
の
信
条
」
と
を
融
合
さ

せ
た
演
説
を
行
う
。
キ
ン
グ
は
ま
ず
、「
私
は
あ
な
た
た
ち
と
ア
メ
リ
カ

ン
・
ド
リ
ー
ム
の
い
く
つ
か
の
側
面
に
つ
い
て
話
し
た
い
。
と
い
う
の
も

本
当
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
は
本
質
的
に
夢
、
い
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な

い
夢
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
全
て
の
人
種
、
全
て
の
民
族
、
全
て
の
信
条

を
持
っ
た
人
々
が
共
に
兄
弟
と
し
て
住
め
る
土
地
の
夢
だ
」
と
述
べ
、
生

活
、
自
由
、
そ
し
て
幸
福
の
追
求
が
ア
メ
リ
カ
で
は
不
可
侵
の
権
利
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
独
立
宣
言
の
一
節
を
参
照
す
る（

23
）。
そ
し
て
キ
ン
グ
は
、

ア
メ
リ
カ
人
が
民
主
主
義
を
主
張
し
な
が
ら
人
種
差
別
を
行
っ
て
い
る
ジ

レ
ン
マ
に
言
及
し
、「
こ
れ
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
学
者
グ
ン
ナ
ー
・

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
言
及
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
だ
」
と
述
べ
る（

24
）。

こ
こ
で
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
「
ア
メ
リ
カ
の
信
条
」
と
し
て
提
示
し
た
問
題

を
キ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に

信
条
か
ら
夢
へ
と
表
現
を
変
化
さ
せ
た
の
は
、
人
種
的
平
等
は
い
ま
だ
に

夢
に
過
ぎ
な
い
と
キ
ン
グ
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

詩
人
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（Langston H

ughes

）
の
影
響
を
受

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
な
い
者
で
も
理
解
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
国
際

性
を
強
調
し
た
理
由
は
こ
の
本
が
書
か
れ
た
背
景
を
意
識
す
る
こ
と
で
理

解
で
き
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
台
頭
を

目
撃
し
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
的
な
社
会
に
希
望
を
託
し
た

―
同
時
に
、

そ
こ
に
人
種
的
不
平
等
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
を
認
識
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、「
戦
争
の
本
」
と
し
て
こ
の
本
を
書
い
た
と
述
べ
て

い
る（

21
）。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
本
の
結
論
に
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
過
剰
な
信
頼
が
書

か
れ
て
い
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
最
後
の
章
で
、
人
種
的
不
平
等
が
改
善

さ
れ
る
か
ど
う
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
変
化
の
傾

向
か
ら
考
え
て
、「
未
来
へ
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
述
べ
て
い
る（

22
）。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
激
し
い
人
種
差

別
を
目
撃
し
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
を
人
種
差
別
の
少
な
い
国
と
信
じ
た

い
欲
求
が
こ
の
本
に
は
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン

マ
』
は
ア
メ
リ
カ
の
平
等
主
義
的
な
性
質
の
み
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
国
際
的
な
状
況
の
産
物
で
も
あ

る
。

　

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
『
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
』
は
公
民
権
運
動
に
影

響
を
与
え
、
一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
だ
け
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ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
』
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
夢
と
し
て
、「
ア

メ
リ
カ
は
、
ど
の
よ
う
な
出
自
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
貧
し
く

素
性
が
卑
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
誰
も
が
名
声
を
得
て
富
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

28
）。
こ

の
考
え
方
は
成
功
す
る
機
会
の
均
等
と
い
う
現
在
の
定
義
と
直
結
し
た
も

の
で
あ
り
、
ア
ル
ジ
ャ
ー
の
「
ぼ
ろ
切
れ
か
ら
金
持
ち
」
に
な
る
小
説
群

は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
体
現
し
た
小
説
と
今
日
で
は
度
々
み
な
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
キ
ン
グ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
世
界
中
の
人
々
が
幸

福
に
な
ら
な
け
れ
ば
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
実
現
し
な
い
。

　

キ
ン
グ
は
こ
の
演
説
だ
け
で
な
く
、
一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
の
ワ
シ

ン
ト
ン
大
行
進
の
際
に
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
堂
の
前
で
な
さ
れ
た
「
私
に
は

夢
が
あ
る
」
の
演
説
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
に
言
及
し
て

い
る
。「
そ
れ
〔
私
の
夢
〕
は
、
い
つ
の
日
か
こ
の
国
が
立
ち
上
が
り
そ

の
信
条
（its creed

）
の
真
の
意
味
を
実
現
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
に
深
く
根
差
す
夢
だ
。
私
た
ち
全
て
の
人
間
は
平
等
に
つ
く
ら

れ
た
と
い
う
こ
れ
ら
の
真
実
を
自
明
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
」（29
）。
こ

う
し
て
キ
ン
グ
は
こ
の
演
説
に
お
い
て
も
自
身
の
夢
を
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド

リ
ー
ム
に
結
び
付
け
、
人
種
的
平
等
と
い
う
夢
を
語
る
。

　

こ
う
し
た
キ
ン
グ
の
演
説
は
内
容
と
形
式
、
そ
の
両
方
に
お
い
て
も
統

合
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
。
ニ
ー
ル
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
（N

eil 
Cam

p-

bell

）
と
ア
ラ
ス
デ
ィ
ア
・
キ
ー
ン
（A

lasdair K
ean

）
は
キ
ン
グ
の
修

け
た
キ
ン
グ
に
と
っ
て
夢
と
い
う
言
葉
は
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
い
た（

25
）。

　

更
に
、
キ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
世
界
と
の
関
係
を
強
調

す
る
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
、
同
胞
愛
や
平
和
や
善
意
の
世
界

と
い
う
よ
り
大
き
な
夢
を
欠
い
た
現
実
に
は
起
こ
ら
な
い
。
我
々
が
住
ん

で
い
る
世
界
は
地
理
的
に
は
単
一
の
世
界
で
あ
り
、
今
日
、
我
々
は
そ
れ

を
精
神
的
に
単
一
に
す
る
よ
う
に
試
さ
れ
て
い
る
」（26
）。
ま
た
、
世
界
は

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
の
相
互
関
係
の
問
題
に
移
り
、「
こ
の
世

界
に
貧
困
が
あ
る
限
り
、
た
と
え
一
〇
億
ド
ル
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ

の
男
は
完
全
に
豊
か
に
な
る
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る（

27
）。

そ
し
て
手
段
と
目
的
の
関
係
を
考
察
し
、
た
と
え
目
的
が
正
し
か
っ
た
と

し
て
も
手
段
を
間
違
え
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
、
非
暴
力
と
い
う
手
段
の

有
効
性
を
主
張
す
る
。

　

こ
の
キ
ン
グ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
使
用
は
二
つ
の
点
で
注
目
に

値
す
る
。
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
持
つ
愛
国
的

な
性
格
が
薄
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
国
内
の
問

題
だ
け
で
な
く
、
国
外
の
貧
困
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
も
う
一
つ

は
、
世
界
の
相
互
関
係
と
い
う
問
題
に
よ
っ
て
、
個
人
の
成
功
と
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
の
間
に
亀
裂
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
個
人
の
成
功
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た

と
え
ば
、
こ
の
演
説
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
六
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ぼ

ろ
切
れ
か
ら
金
持
ち
へ

―
ホ
レ
イ
シ
ョ
・
ア
ル
ジ
ャ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
と
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ド
レ
イ
ク
は
歴
史
を
分
析
す
る
用
語
と
し
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム

を
用
い
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
平
等
の
変
遷
を
辿
る
。

ま
ず
彼
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
と

述
べ
る
。「
一
九
六
三
年
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
〔
ア
メ
リ
カ
独

立
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
〕
一
七
七
六
年
の
も
の
と
も
、〔
奴
隷
解
放
宣
言

が
発
せ
ら
れ
た
〕
一
八
六
三
年
の
も
の
と
さ
え
も
異
な
る
。
そ
れ
は
不
断

に
発
展
し
、
拡
大
し
、
新
し
い
性
質
を
帯
び
る
何
か
な
の
だ
」（32
）。
そ
し

て
独
立
宣
言
が
平
等
と
宣
言
し
な
が
ら
も
黒
人
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
こ

と
、
奴
隷
廃
止
主
義
者
の
活
動
、
そ
し
て
リ
ン
カ
ー
ン
の
奴
隷
解
放
宣
言

な
ど
、
徐
々
に
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
含
ん
だ
平
等
が
実
現
し
て
き

た
歴
史
を
述
べ
る
。

　

し
か
し
、
未
来
に
つ
い
て
語
る
際
、
ド
レ
イ
ク
は
完
全
な
人
種
統
合
を

肯
定
し
な
い
。
人
種
分
離
を
支
持
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム

に
あ
る
程
度
共
感
を
示
し
、
ド
レ
イ
ク
は
人
種
統
合
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
喪
失
の
可
能
性
に
言
及
す
る
。
そ
こ
で
、「
人
種
は
統
合
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

、

個
人
の
み
が
統
合
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
、
個
人
の
関
心
に
応
じ
て
集
団
が
生
ま

れ
、
人
種
が
障
害
に
な
ら
な
い
社
会
を
理
想
と
し
て
い
る（

33
）（
強
調
は
原

文
）。
多
民
族
社
会
を
考
え
る
う
え
で
、
多
様
な
民
族
が
溶
け
合
う
メ
ル

テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
と
各
々
の
民
族
が
独
自
性
を
保
持
し
て
共
存
す
る
サ

ラ
ダ
・
ボ
ウ
ル
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
ド
レ
イ
ク
は
や
や
サ

ラ
ダ
・
ボ
ウ
ル
に
近
い
考
え
方
を
選
ん
で
い
る
。

辞
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
キ
ン
グ
の
演
説
に
は
声

の
溶
け
合
い
、
す
な
わ
ち
異
な
る
主
題
を
調
和
の
あ
る
全
体
へ
と
結
び
つ

け
る
こ
と
へ
の
強
い
関
心
が
あ
り
、
彼
の
演
説
の
ス
タ
イ
ル
は
彼
が
支
持

し
た
統
合
の
政
治
学
（the politics of integration

）
と
対
応
し
て
い

る
」（30
）。
こ
う
し
た
「
統
合
の
政
治
学
」
の
一
つ
と
し
て
、
キ
ン
グ
は
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
白
人
の
神
話
を
用
い
て
白
人
と
黒
人
の
統

合
を
試
み
て
い
る
。

　

セ
イ
ン
ト
・
ク
レ
ア
・
ド
レ
イ
ク
は
こ
の
よ
う
に
統
合
を
志
向
す
る
キ

ン
グ
の
考
え
方
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
が
、
二
人
に
は
大
き
な
差
異

が
あ
る
。
ド
レ
イ
ク
は
一
九
一
一
年
に
生
ま
れ
一
九
九
〇
年
に
亡
く
な
っ

た
人
類
学
者
で
あ
る（

31
）。
ま
た
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
人
類
学
の
名

誉
教
授
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
研
究

に
多
大
な
貢
献
を
残
し
た
。
更
に
、
彼
は
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
一
年

の
間
に
ガ
ー
ナ
の
大
学
の
社
会
学
部
長
と
な
り
、
ガ
ー
ナ
最
初
の
首
相
で

あ
る
ク
ワ
メ
・
エ
ン
ク
ル
マ
（K
w

am
e 

N
krum

ah

）
の
側
近
と
な
っ

た
経
験
も
あ
る
。

　

ド
レ
イ
ク
は
、
奴
隷
解
放
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
一
九
六
三
年
の
一
月

三
〇
日
、
二
月
六
日
、
そ
し
て
二
月
一
三
日
の
三
日
間
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

大
学
に
お
い
て
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
黒
人

―
自
由
の
一
〇
〇

年
間
？
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
三
回
の
講
演
は
解
放
、

教
育
、
統
合
と
い
う
三
章
に
分
け
ら
れ
て
短
い
本
と
な
っ
た
。
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る
こ
と
で
、
理
想
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
史
を
一
望
す
る
こ
と
を
可
能
に
し

た
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を

ア
メ
リ
カ
史
の
分
析
に
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
言
葉
が
あ
た
か
も
古
く
か

ら
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、

ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
奴
隷
貿
易
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
が
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
ア
メ
リ
カ
国
内
の
状
況
を
分
析
す
る
た
め
に

用
い
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
肯
定
的
な
使
用
法
と
対
比
的
な

も
の
は
公
民
権
運
動
の
指
導
者
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
コ
ム

は
「
投
票
権
を
、
さ
も
な
く
ば
銃
弾
を
（T

he 
Ballot 

or 
T

he 
Bul-

let

）」
と
い
う
一
九
六
四
年
四
月
三
日
の
講
演
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
に
言
及
し
て
い
る
。
マ
ル
コ
ム
の
思
想
は
激
し
く
変
化
し
て
い

た
た
め
に
、
マ
ル
コ
ム
が
暗
殺
さ
れ
る
前
年
の
一
九
六
四
年
に
こ
の
講
演

が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

マ
ル
コ
ム
は
人
種
分
離
を
主
張
し
た
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の

代
表
的
な
人
物
の
一
人
だ
っ
た
が
、
そ
の
指
導
者
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
ン

マ
ド
（Elijah 

M
uham

m
ad

）
と
の
不
和
の
た
め
に
団
体
か
ら
離
れ
、

一
九
六
四
年
三
月
に
「
ム
ス
リ
ム
・
モ
ス
ク
・
イ
ン
ク
（M

uslim
 M

osque 

Incorporated
）」
と
い
う
自
ら
の
政
治
団
体
を
結
成
し
た
。
こ
の
講
演

は
「
ム
ス
リ
ム
・
モ
ス
ク
・
イ
ン
ク
」
の
思
想
が
形
成
さ
れ
始
め
た
時
期

に
、
公
民
権
運
動
を
指
導
し
た
団
体CO

RE

（
人
種
的
平
等
会
議
、the 

　

こ
う
し
た
ド
レ
イ
ク
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
観
は
多
く
の
者
の
影

響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
講
演
を
行
っ
た
経
緯
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ

ン
・
ド
リ
ー
ム
と
黒
人
」
と
い
う
題
名
の
講
演
を
頼
ま
れ
た
と
述
べ
て
い

る（
34
）。
お
そ
ら
く
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
で
の
キ
ン
グ
の
講
演
に
よ
っ
て
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
へ
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
（W

illiam
 M

orris

）
の
『
ジ
ョ
ン
・
ボ
ー
ル
の

夢
』
と
い
う
小
説
に
言
及
し
、
英
国
の
自
由
の
た
め
に
戦
っ
た
闘
士
の
言

葉
を
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
に
相
応
し
い
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
そ

の
言
葉
は
闘
士
た
ち
が
形
を
変
え
続
け
る
理
想
を
追
求
す
る
こ
と
を
肯
定

し
て
い
る（

35
）。
さ
ら
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
』
が
参
考
文
献
表
に

お
い
て
古
典
的
な
分
析
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
エ
ピ
グ
ラ

フ
に
お
い
て
詩
人
ア
ー
チ
ボ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
（A

rchibald 

M
acLeish

）
が
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
堂
で
発
表
し
た
詩
が
引
用
さ
れ
、
そ

こ
に
は
夢
へ
の
言
及
が
あ
る
。「
そ
し
て
夢
は
失
わ
れ
た
〔
…
…
〕
我
々

が
な
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
神
聖
な
夢
を
復
興
さ
せ
よ
！
」（36
）。

マ
ク
リ
ー
シ
ュ
の
詩
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
直
接
用

い
て
い
な
い
が
、
リ
ン
カ
ー
ン
や
独
立
宣
言
に
言
及
す
る
こ
と
で
奴
隷
解

放
と
関
連
し
、
夢
は
人
種
的
平
等
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
ド
レ
イ
ク
は
様
々
な
影
響
を
消
化
し
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を

分
析
す
る
用
語
と
し
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
用
い
た
。
そ
し
て
実

体
は
な
く
姿
を
変
え
続
け
る
も
の
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
定
義
す
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話
す
た
め
に
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
。
私

は
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
シ
ス
テ
ム
の
犠
牲
者
と
し
て
話
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
私
は
犠
牲
者
の
目
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
を
見
る
。
私
は
い
か
な

る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
も
見
て
い
な
い
。
私
は
ア
メ
リ
カ
の
悪
夢

を
見
て
い
る（

37
）。

こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
が
民
主
主
義
に
近
い
意
味
で
用
い
ら

れ
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
民
主
主
義
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
私
に
は
夢
が
あ
る
」
と　

述
べ
る
キ
ン

グ
と
は
対
照
的
に
、
マ
ル
コ
ム
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
信
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
マ
ル
コ
ム
の
ア
メ
リ
カ
観
が
キ
ン
グ
の
「
私

に
は
夢
が
あ
る
」
と
い
う
演
説
に
対
抗
し
て
生
ま
れ
た
と
み
な
す
論
者
も

い
る（

38
）。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
使
用
法

と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
二
人
の
立
場
は
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
。

白
い
ア
メ
リ
カ
人
は
平
等
を
志
向
す
る
に
も
拘
ら
ず
黒
い
ア
メ
リ
カ
人
の

成
功
を
妨
げ
る
と
い
う
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
指
摘
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ

ン
マ
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
キ
ン
グ
と
マ
ル
コ
ム
は
近
い
立

場
に
い
る
。
つ
ま
り
、
人
種
を
超
え
た
平
等
と
い
う
意
味
で
ア
メ
リ
カ

ン
・
ド
リ
ー
ム
を
用
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
が
、
そ
こ
で
こ
の
言
葉

に
肯
定
的
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
否
定
的
に
な
る
の
か
と
い
う
捉
え
方

の
違
い
が
二
人
を
隔
て
て
い
る
。
ま
た
、
方
向
性
は
全
く
異
な
る
が
、
国

Congress of Racial Equality

）
の
支
部
が
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
で
開
催

し
た
「
黒
人
の
反
乱

―
次
に
来
る
の
は
何
か
？
（T

he 
N

egro 

Revolt

―W
hat Com

es N
ext?

）」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
行
わ
れ

た
。
マ
ル
コ
ム
の
講
演
の
主
旨
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
選
挙
権

を
与
え
な
い
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
欺
瞞
で
あ
る
。
マ
ル
コ
ム
は
、
黒
人

に
投
票
権
を
与
え
よ
う
と
し
な
い
南
部
の
民
主
党
員
、
い
わ
ゆ
る
「
デ
ィ

キ
シ
ー
ク
ラ
ッ
ト
（D

ixiecrat
）」
を
糾
弾
し
、
民
主
党
も
共
和
党
も
否

定
す
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
す
ら
否
定
し
、
キ
ン
グ
が
「
私
に
は
夢

が
あ
る
」
の
演
説
を
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
行
進
の
意
義
す
ら
否
定
す
る
。

そ
し
て
公
民
権
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
人
権
を
国
連

に
訴
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
る
。
更
に
、
非
暴
力
を
訴
え
た
キ
ン
グ

と
異
な
り
、
題
名
の
「
投
票
権
を
、
さ
も
な
く
ば
銃
弾
を
」
が
示
す
よ
う

に
、
投
票
権
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
暴
力
も
辞
さ
な
い
姿
勢
を
崩
し
て
い

な
い
。
そ
う
し
た
主
張
を
展
開
す
る
際
に
マ
ル
コ
ム
は
以
下
の
よ
う
に
ア

メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
に
言
及
し
て
い
る
。

い
や
、
私
は
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
い
。
私
は
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
犠
牲

者
で
あ
る
二
千
二
百
万
人
の
黒
人
の
一
人
だ
。
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち

見
せ
か
け
の
偽
善
以
外
の
何
物
で
も
な
い
も
の
の
犠
牲
者
で
あ
る
二
千

二
百
万
人
の
黒
人
の
一
人
だ
。
だ
か
ら
私
は
、
ア
メ
リ
カ
人
、
愛
国
者
、

国
旗
に
敬
礼
す
る
者
、
あ
る
い
は
国
旗
を
振
る
者
と
し
て
あ
な
た
方
に



115　　アメリカン・ドリームという言葉の起源と発展

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
に
言
及
し
、
そ
の
問
題
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
国
の
黒
人
は
決
し
て
権
力
を
握
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
混
乱
を

引
き
起
こ
し
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
に
幕
を
下
ろ
す
よ
う
非
常
に
巧

み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
／
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
そ
の
夢
の
性
質
や
、

我
々
ア
メ
リ
カ
人

―
ど
の
よ
う
な
人
種
で
あ
っ
て
も

―
が
そ
の
夢

を
検
証
す
る
勇
気
が
な
く
、
そ
の
夢
を
現
実
に
す
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
き
た
と
い
う
事
実
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕
た
と
え

ば
、
人
々
は
平
等

―
結
局
、
何
と
そ
し
て
誰
と
平
等
な
の
か

―
に

な
る
こ
と
に
ひ
ど
く
熱
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
優
位
で
あ
る

こ
と
を
愛
す
る（

40
）。

権
力
を
握
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
こ
の
国
の
黒
人
が
配
置
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
か
ら
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
が
持
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は

人
々
が
平
等
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
疑
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ボ

ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い
う
概
念
は
平
等

と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
多
く
の
人
々
は
そ
も
そ
も
平
等
を
望
ん
で
い
な

い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
平
等
の
拒
絶
と
い
う
精
神
的
な

問
題
が
政
治
的
な
制
度
に
も
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

際
的
な
志
向
を
持
つ
と
い
う
点
で
も
二
人
は
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
世

界
に
貧
困
が
あ
る
限
り
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は
実
現
し
な
い
と
キ
ン

グ
は
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
ル
コ
ム
は
、
そ
の
夢
は
欺
瞞
で
あ
る
た

め
に
国
連
に
訴
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

公
民
権
運
動
の
ス
ポ
ー
ク
ス
パ
ー
ソ
ン
と
み
な
さ
れ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
ま
た
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
次
は
火
だ
』（1963

）
に

お
い
て
、
マ
ル
コ
ム
と
同
様
に
否
定
的
な
立
場
か
ら
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ

ー
ム
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
本
に
収
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
十
字
架
の

下
で
」
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
に
な
る
ま
で
の
過
程

や
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
指
導
者
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
ン
マ

ド
に
対
す
る
反
発
と
共
感
を
描
い
て
い
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
ネ
イ

シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
が
白
人
に
押
し
付
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
で

は
な
く
、
自
分
た
ち
の
宗
教
を
持
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
理
解
を
示
し

な
が
ら
、
暴
力
を
用
い
て
不
平
等
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
反
対
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
黒
人
と
白
人
が
ア
メ
リ
カ
国
家
で
共
存
す
る
こ
と
を

望
む
。
し
か
し
、
現
状
に
対
す
る
強
い
批
判
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
本

の
最
後
で
は
「
神
は
ノ
ア
に
虹
の
徴
を
与
え
た
。
も
は
や
水
で
は
な
い
、

次
は
火
だ
」
と
い
う
、
黒
人
奴
隷
が
聖
書
か
ら
作
っ
た
歌
の
一
節
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
題
名
に
も
な
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
人
種
的
不
平
等
を
改
善

し
な
け
れ
ば
今
後
、
恐
ろ
し
い
こ
と
が
起
き
る
と
い
う
白
人
へ
の
警
告
に

な
っ
て
い
る（

39
）。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
後
半
で
ア
メ
リ
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件
が
起
こ
る
と
い
う
予
言
を
し
て
い
る
と
い
う
大
き
な
隔
た
り
も
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
は
本
質
的
に
平
等
を
望
ま
な
い
と
い
う
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
独
自
の
人
間
性
へ
の
洞
察
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て

『
次
は
火
だ
』
に
お
け
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム

観
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
差
別
に
関
係
し
な
が
ら
、
同
時
に

人
種
を
超
え
た
問
題
で
あ
り
、
個
人
・
国
内
・
国
際
、
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
弊
害
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
公
民
権
運
動
の
指
導
者
達
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と

い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
人
種
的
不
平
等
の
改
善
を
試
み
て
い
た
。
そ
の

結
果
、
公
民
権
法
や
投
票
権
法
の
制
定
な
ど
大
き
な
成
功
を
収
め
た
。
し

か
し
こ
の
運
動
に
は
多
く
の
暗
い
事
件
が
付
き
ま
と
っ
て
い
た
。
マ
ル
コ

ム
は
一
九
六
五
年
に
暗
殺
さ
れ
、
キ
ン
グ
は
一
九
六
八
年
に
暗
殺
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
暗
い
時
代
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
キ
ン
グ
は
死
の
一
年
前
で
あ

る
一
九
六
七
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
演
説
で
は
夢
を
語
る
こ
と
が
で
き
な

い（
42
）。
以
前
は
夢
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
が
、「
私
は
そ
の
夢
に
つ
い
て

語
っ
た
す
ぐ
後
に
、
そ
れ
が
悪
夢
に
変
わ
る
の
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と

今
日
、
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（

43
）。
そ
し
て
バ
ー

ミ
ン
ガ
ム
の
黒
人
の
少
女
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
今
な
お
私
に
は
夢
が
あ
る
と
言
っ
て
今

日
を
締
め
く
く
る
、
な
ぜ
な
ら
、
ご
存
知
の
よ
う
に
人
生
で
諦
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
も
し
希
望
を
失
え
ば
、
ど
う
い
う
わ
け
か
人
生
を

　

更
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
平
等
の
拒
絶
と
い
う
精
神
性
を
重
視
し
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
へ
の
懐
疑
を
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
展
開
す
る
が
、

そ
の
際
、
キ
ン
グ
や
マ
ル
コ
ム
に
も
通
底
し
た
問
題
意
識
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、「
そ
れ
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
は

悪
夢
に
よ
り
類
似
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

―
個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
も
、
国
内
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
」

と
述
べ
る（

41
）。
そ
し
て
、
夢
に
つ
い
て
深
く
考
え
な
い
性
質
が
個
人
の
問

題
で
あ
り
、
国
内
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
責
任
を
持
た
な
い
こ
と
が
国
内
の

問
題
で
あ
り
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
な
ど
他
の
国
に
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
が

国
際
的
な
問
題
と
述
べ
ら
れ
る
（
一
九
六
二
年
に
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
ソ

連
軍
の
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
を
め
ぐ
り
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
が
対
立
し
、
ア

メ
リ
カ
が
キ
ュ
ー
バ
の
海
上
を
封
鎖
し
た
。
キ
ュ
ー
バ
危
機
は
こ
の
本
が

書
か
れ
た
時
期
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
）。
こ
う
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

は
、
平
等
を
掲
げ
つ
つ
平
等
を
避
け
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
矛
盾
を
指
摘

す
る
と
い
う
点
で
は
マ
ル
コ
ム
と
類
似
し
、
国
際
的
な
観
点
か
ら
夢
を
考

察
す
る
と
い
う
点
で
キ
ン
グ
と
マ
ル
コ
ム
、
そ
の
両
方
に
接
近
す
る
。
ま

た
、
非
暴
力
に
よ
る
白
人
と
黒
人
の
共
存
を
望
み
つ
つ
も
過
激
な
題
名
を

付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
キ
ン
グ
に
共
感
し
つ
つ
も
、

暴
力
も
辞
さ
な
い
マ
ル
コ
ム
に
も
や
や
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る

―
と
は
い
え
、
マ
ル
コ
ム
が
自
衛
の
た
め
の
暴
力
の
必
要
性
を
訴
え

て
い
る
の
に
対
し
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
不
平
等
が
続
け
ば
暴
力
的
な
事
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一
七
七
六
年
に
採
択
さ
れ
た
独
立
宣
言
に
あ
る
平
等
の
概
念
と
親
近
性
を

持
つ
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
親
近
性
が
こ
の
言
葉
に
根
拠
の
な
い
伝
統

ら
し
さ
を
付
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ダ
ム
ス
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー

ム
を
定
義
す
る
際
に
強
調
し
た
知
的
な
機
会
の
均
等
と
い
う
要
素
は
忘
れ

去
ら
れ
、
現
在
で
は
個
人
が
経
済
的
に
成
功
す
る
機
会
の
均
等
を
意
味
す

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
公
民
権
運
動
の
ス
ポ
ー
ク
ス
パ
ー
ソ
ン
達
は
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
人
種
的
平
等
の
意
味
で
用
い
た
。
し
か
し
、
彼

ら
の
解
釈
に
は
差
異
が
あ
り
、
否
定
的
に
言
及
す
る
も
の
や
国
外
の
問
題

と
の
関
連
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
と
い

う
言
葉
の
歴
史
を
辿
り
、
そ
の
様
々
な
解
釈
に
注
目
す
る
時
、
誰
も
が
平

等
に
成
功
す
る
機
会
を
持
て
る
夢
の
国
ア
メ
リ
カ
と
い
う
神
話
は
再
検
討

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

動
か
し
続
け
る
あ
の
活
力
を
失
い
、
然
る
べ
き
勇
気
、
す
な
わ
ち
全
て
を

無
視
し
て
進
み
続
け
さ
せ
る
あ
の
性
質
を
失
っ
て
し
ま
う
」（44
）。
こ
の
よ

う
に
、
マ
ル
コ
ム
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
よ
う
に
夢
が
悪
夢
と
紙
一
重
で

あ
る
こ
と
を
認
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