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か
つ
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
を
構
成
し
て
い
た
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
︑
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
︑

セ
ル
ビ
ア
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
初
等
・
中
等
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
歴
史
教
科
書
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
︑
各
国
で
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
︑
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
そ
の
特
徴
や
共
通
性
の

解
明
を
試
み
た
︒
と
く
に
各
国
で
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
︑
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
（
一
）
中
央
集
権
と
一

党
支
配
︑（
二
）
共
和
国
境
界
の
画
定
︑（
三
）
諸
民
族
・
共
和
国
の
平
等
︑（
四
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
四
項
目
に
焦
点
を
絞
っ

て
︑
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
記
述
を
比
較
・
分
析
し
た
︒
各
国
の
歴
史
教
科
書
が
﹁
国
民
史
﹂
を
中
心
に
書
き
換
え
ら
れ
た
た

め
︑
連
邦
体
制
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
連
邦
・
共
和
国
関
係
︑
共
和
国

間
関
係
︑
民
族
間
関
係
に
関
し
て
は
︑
各
国
の
実
情
を
反
映
し
た
形
で
︑
取
り
上
げ
方
や
力
点
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
判
明

し
た
︒
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は
じ
め
に

　

南
ス
ラ
ヴ
統
一
国
家
と
し
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
が
分
裂
・
解
体
し
て
か

ら
約
二
〇
年
が
経
過
し
た
︒
現
在
で
は
︑
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
︑
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
︑
マ
ケ
ド
ニ
ア
︑
セ
ル
ビ
ア
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
︑
コ
ソ
ヴ

ォ
の
七
か
国
に
分
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
道
を
歩
ん
で
い
る
︒
こ
れ
ら
の
国
々
で

は
独
立
後
に
﹁
国
民
史
﹂
に
基
づ
く
歴
史
教
科
書
の
刷
新
が
行
わ
れ
︑
共
同
国
家
と

し
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
時
代
の
歴
史
評
価
も
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
︒
各
国
の
歴

史
家
や
教
育
者
が
国
際
会
議
を
開
催
し
︑
歴
史
評
価
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
機

会
も
増
え
て
い
る
が
︑
細
部
の
修
正
は
と
も
か
く
︑
統
一
的
な
歴
史
観
を
共
有
す
る

こ
と
は
︑
も
は
や
現
実
的
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（
（
（

︒

　

本
稿
の
目
的
は
︑
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
︑
評
価
さ
れ

て
い
る
の
か
を
分
析
し
︑
そ
の
特
徴
や
共
通
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
さ

し
あ
た
り
︑
各
国
で
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
（
一
）
中
央
集
権
と

一
党
支
配
︑（
二
）
共
和
国
境
界
の
画
定
︑（
三
）
諸
民
族
・
共
和
国
の
平
等
︑（
四
）

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
四
項
目
に
焦
点
を
絞
っ
て
︑
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
記
述
の
あ

り
方
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

　

本
稿
で
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
︑
セ
ル
ビ
ア
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
で
現
在

使
用
さ
れ
て
い
る
殆
ど
全
て
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
四
年
生
（
日
本
の
高
校
三
年
生
に
相

当
）
向
け
歴
史
教
科
書
お
よ
び
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
を
加
え
た
五
か
国

で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
小
学
校
八
年
生
・
九
年
生
（
日
本
の
中
学
校
二
年
生
に
相

当
）
向
け
の
歴
史
教
科
書
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
（
（
（

︒
小
学
校
向
け
教
科
書
は
必

ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の

教
科
書
は
限
定
的
に
し
か
参
照
し
て
お
ら
ず
︑
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
コ
ソ
ヴ
ォ
の
教
科
書

は
対
象
外
と
し
て
い
る
︒

一
．
中
央
集
権
と
一
党
支
配

　

一
九
四
五
年
三
月
七
日
︑
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
パ
ル
チ
ザ
ン
抵
抗
運
動
の
指
導

者
で
あ
っ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
（
Ｋ
Ｐ
Ｊ
）
の
ヨ
シ
プ
・
ブ
ロ
ズ
・
テ
ィ

ト
ー
を
首
班
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
民
主
連
邦
（
Ｄ
Ｆ
Ｊ
）
暫
定
人
民
政
府
が

発
足
し
た
︒
そ
の
後
の
憲
法
制
定
議
会
で
は
人
民
戦
線
（
Ｎ
Ｆ
）
を
組
織
し
た
共
産

党
が
多
数
派
と
な
り
︑
同
年
一
一
月
二
九
日
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
人
民
共
和

国
（
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
）
の
樹
立
と
君
主
制
の
廃
止
を
宣
言
し
た
︒
こ
う
し
て
戦
前
の
セ
ル

ビ
ア
王
朝
の
下
で
の
﹁
第
一
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
﹂
に
代
わ
る
﹁
第
二
の
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
﹂
が
正
式
に
発
足
し
た
︒
こ
の
連
邦
国
家
は
︑
一
九
六
三
年
の
新
憲
法

で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
（
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｊ
）
と
な
り
︑
形
式
的
に

は
一
九
九
二
年
四
月
に
セ
ル
ビ
ア
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
か
ら
な
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

連
邦
共
和
国
（
Ｓ
Ｒ
Ｊ
）
に
再
編
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
︒

　

こ
の
﹁
第
二
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
﹂
に
関
し
て
︑
各
国
教
科
書
が
最
初
に
批
判

的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
国
が
形
式
的
に
は
（
憲
法
上
は
）
連
邦
制
を
と

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
初
期
の
段
階
で
は
実
質
的
に
中
央
集
権

的
で
共
産
党
の
一
党
支
配
あ
る
い
は
テ
ィ
ト
ー
の
個
人
支
配
が
な
さ
れ
て
い
た
点
で
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あ
る
︒
も
と
よ
り
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
外
の
同
時
代
史
的
な
歴
史
叙
述
に
お
い

て
は
︑﹁
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
連
を
模
倣
し
た
四
六
年
憲
法
や
︑
五
カ
年
計
画
に
現

れ
た
経
済
計
画
の
高
度
な
集
中
形
態
（
（
（

﹂
が
少
な
く
と
も
一
九
五
〇
年
代
ま
で
適
用
さ

れ
た
こ
と
︑
そ
の
後
も
﹁
ユ
ー
ゴ
共
産
主
義
体
制
に
固
有
の
政
治
的
自
由
に
対
す
る

基
本
的
制
限
（
（
（

﹂
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
自
明
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
︒
し

か
し
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
の
歴
史
教
科
書
も
初
期
の
﹁
中
央
集
権
的
・

行
政
的
手
法
﹂
を
批
判
的
な
視
点
で
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
共
産
党
あ
る
い
は
テ

ィ
ト
ー
へ
の
権
力
集
中
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
前
述
の
通
り
︑
現
在
の

各
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
評
価
は
︑
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
︒
例
え
ば
︑

ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
の
う
ち
︑
プ
ロ
フ
ィ
ル
版
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
︒

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
憲
法
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
一
九
三
六
年
憲
法
体
制
モ

デ
ル
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
異
な
る
点
も
あ
っ
た
︒
最
も
大

き
な
違
い
は
︑
共
和
国
の
自
治
に
あ
っ
た
︒
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
モ
デ
ル
は
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
共
和
国
に
連
邦
離
脱
権
や
他
国
と
直
接
的
に
関
係
を
持
つ
こ
と
を
認
め
て

い
た
（
当
然
な
が
ら
︑
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
が
）︒
そ
の
よ
う
な
広
範
な

共
和
国
の
権
利
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
憲
法
は
見
込
ん
で
い
な
か
っ
た
︒
か
く

し
て
︑
一
九
四
六
年
憲
法
に
よ
っ
て
公
式
に
連
邦
が
樹
立
さ
れ
た
が
︑
実
際
に

は
強
固
な
中
央
集
権
化
が
な
さ
れ
た
︒
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
連
邦
主
義
は
単

に
宣
言
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
人
民
共
和
国
（
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
）
の
支
配
的
な
政
治
勢

力
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
で
あ
っ
た
︒
党
の
ト
ッ
プ
が
国
家
の
指
導
部

と
各
共
和
国
の
指
導
部
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
で
は
︑

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
と
テ
ィ
ト
ー
に
権
力
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
共
産
党
政
権
は
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
意
思
決
定
に
支
配
権

を
及
ぼ
し
た
︒
低
い
レ
ベ
ル
で
は
︑
地
域
の
党
委
員
会
が
党
の
決
定
の
単
な
る

執
行
者
と
化
し
て
い
た
通
常
の
行
政
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
支
配
的
地
位
を

得
て
い
た
（
県
・
郡
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
地
域
共
同
体
）︒
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共

産
党
の
絶
対
的
支
配
は
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
に
お
け
る
社
会
・
政
治
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領

域
で
目
に
つ
い
た
︒
国
家
に
複
数
政
党
制
は
存
在
せ
ず
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

共
産
党
が
唯
一
の
公
認
さ
れ
た
政
治
勢
力
と
な
っ
て
い
た
︒
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｊ
は
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
・
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
党
国
家
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
（
（
（

︒

　

こ
の
ほ
か
︑
ア
ル
フ
ァ
版
は
﹁
公
式
の
連
邦
主
義
と
実
際
の
中
央
集
権
主
義
﹂
と

い
う
見
出
し
を
掲
げ
︑﹁
多
く
の
問
題
は
連
邦
国
家
と
集
権
化
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
共
産
党
が
解
決
し
た
︒
最
上
位
の
政
治
・
国
家
機
関
の
全
能
ぶ
り
が
共
和
国
主

権
を
制
限
し
た
と
言
え
る
（
（
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
教
科
書
で
は
︑﹁
憲
法
で
は
自
決

権
は
連
邦
離
脱
権
を
含
ん
で
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

と
い
う
の
も
︑
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
決
定
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
が
行
っ
た
の

で
あ
り
︑
共
和
国
の
分
離
に
つ
な
が
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
憲
法
に
反
す
る
民
族
間
の

憎
悪
と
不
和
の
助
長
に
あ
た
る
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
罰
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
（
（

﹂

と
さ
れ
て
お
り
︑
上
記
プ
ロ
フ
ィ
ル
社
版
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
記
述
が
見
ら

れ
る
︒
メ
リ
デ
ィ
ヤ
ニ
版
は
﹁
公
式
に
は
連
邦
と
し
て
編
成
さ
れ
た
が
︑
ユ
ー
ゴ
ス



4

跡見学園女子大学文学部紀要　第 46 号　2011

ラ
ヴ
ィ
ア
は
実
際
に
は
高
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
で
あ
っ
た
︒
ベ
オ
グ
ラ
ー

ド
に
あ
る
国
家
の
中
枢
が
国
土
に
お
け
る
生
活
全
般
を
監
督
し
︑
各
共
和
国
指
導
部

を
彼
ら
の
決
定
の
単
な
る
執
行
者
と
し
た
︒国
家
の
最
高
権
力
は
専
ら
一
つ
の
政
党
︑

共
産
党
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
︑
彼
ら
の
党
国
家
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
（
（
（

﹂
と
述
べ

て
い
る
︒
基
本
的
な
論
調
は
上
記
二
種
類
の
教
科
書
と
変
わ
ら
な
い
︒
ま
た
︑
シ
ュ

コ
ル
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
版
で
は
︑﹁
連
邦
的
諸
要
素
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
九
四
六
年
憲

法
に
よ
っ
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
最
も
重
要
な
決
定
を
中
央
権
力
︱
共
産
党
指
導

部
が
行
う
中
央
集
権
国
家
と
定
義
さ
れ
た
（
（
（

﹂
と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
れ
ら
の
教
科
書
は
い
ず
れ
も
連
邦
的
再
編
の
直
後
の
状
況
を
描
い
て
い
る
た

め
︑
ど
の
時
期
ま
で
中
央
集
権
的
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
の
か
は
判
断
が
難
し

い
︒
一
九
七
四
年
憲
法
に
お
い
て
分
権
化
が
進
ん
だ
こ
と
は
多
く
の
教
科
書
が
認
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
連
邦
の
権
力
は
弱
体
化
す
る
一
方
︑

テ
ィ
ト
ー
の
権
力
は
絶
対
君
主
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
強
化
さ
れ
た

（
（（
（

﹂
と
い
う
評
価
も
あ

る
（
ア
ル
フ
ァ
版
）︒
ま
た
︑﹁
一
九
七
四
年
憲
法
で
各
共
和
国
は
国
家
性
の
要
素
と

連
邦
内
部
で
の
大
き
な
自
主
決
定
権
を
獲
得
し
た
︒
テ
ィ
ト
ー
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
終
身
大
統
領
で
あ
っ
た
︒
彼
は
殆
ど
無
制
限
の
実
権
を

持
ち
︑
一
九
八
〇
年
に
亡
く
な
る
ま
で
支
配
し
た

（
（（
（

﹂
と
し
て
︑
遅
い
時
期
ほ
ど
テ
ィ

ト
ー
に
権
力
が
集
中
し
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
記
述
も
多
い
（
メ
リ
デ
ィ
ヤ
ニ
版
）︒

な
か
で
も
︑
シ
ュ
コ
ル
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
版
に
は
︑
約
一
頁
に
わ
た
っ
て
テ
ィ
ト
ー
の

﹁
個
人
崇
拝
﹂
を
批
判
的
に
紹
介
す
る
記
述
が
あ
る
（
一
部
省
略
）︒

　

個
人
崇
拝
は
共
産
主
義
国
家
に
典
型
的
な
も
の
だ
が
︑
人
類
の
歴
史
を
通
じ

て
の
現
象
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒そ
れ
は
権
力
者
の
無
批
判
な
崇
拝
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
崇
拝
は
共
産
主
義
国
家
で
は
ま
さ
し
く
義
務
的
で
あ
っ
た
︒

　

テ
ィ
ト
ー
の
個
人
崇
拝
は
す
で
に
戦
時
中
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
人

民
を
解
放
す
る
戦
争
の
指
導
者
と
し
て
崇
拝
さ
れ
︑
著
名
な
芸
術
家
た
ち
（
ヴ

ラ
デ
ィ
ミ
ル
・
ナ
ゾ
ル
な
ど
）
が
そ
の
ご
機
嫌
取
り
を
す
る
よ
う
な
詩
を
書
い

た
︒･･･

戦
後
も
︑
こ
の
よ
う
な
崇
拝
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
強
固
な
も
の
と

さ
れ
た
︒
テ
ィ
ト
ー
は
パ
ル
チ
ザ
ン
で
唯
一
︑
三
度
に
わ
た
り
人
民
英
雄
に
叙

せ
ら
れ
た
︒
五
月
の
彼
の
誕
生
日
は
国
民
の
祝
日
﹁
青
年
の
日
﹂
と
し
て
祝
わ

れ
た
︒

　

テ
ィ
ト
ー
の
写
真
は
ほ
ぼ
全
て
の
公
共
空
間
に
あ
っ
た
︒
テ
ィ
ト
ー
は
天
才

的
な
人
物
︑﹁
我
々
の
諸
民
族
・
諸
民
族
体
の
最
も
偉
大
な
子
孫
﹂
と
し
て
新
聞

（
後
に
テ
レ
ビ
）
や
学
校
︑
公
的
な
集
会
に
登
場
し
た
︒
生
前
か
ら
各
都
市
に
銅

像
が
建
て
ら
れ
︑
通
り
の
名
前
に
な
っ
た
︒
各
共
和
国
で
一
つ
の
都
市
は
︑
彼

の
名
前
を
冠
し
て
い
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
︑
テ
ィ
ト
ヴ
ァ
・
コ
レ
ニ
ツ
ァ
で

あ
っ
た
︒

　

も
ち
ろ
ん
多
く
の
市
民
は
そ
の
よ
う
な
一
個
人
に
対
す
る
無
批
判
な
崇
拝
や

敬
意
の
表
明
が
馬
鹿
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
テ

ィ
ト
ー
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
不
敬
行
為
は
逮
捕
・
投
獄
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ

っ
た
︒

　

栄
誉
と
は
別
に
︑
テ
ィ
ト
ー
に
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
大
統
領
と
し
て
物
質

的
な
恩
恵
も
あ
っ
た
︒ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
じ
ゅ
う
に
豪
壮
な
邸
宅
を
持
ち（
そ

の
一
つ
が
ブ
リ
オ
ニ
島
に
あ
る
）︑﹁
国
家
﹂
の
自
動
車
や
飛
行
機
︑﹁
ガ
レ
ブ
﹂
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の
よ
う
な
豪
華
な
船
舶
ま
で
持
っ
て
い
た
︒
考
え
ら
れ
る
最
高
の
医
療
が
施
さ

れ
︑
彼
個
人
の
狩
猟
場
ま
で
あ
っ
た

（
（（
（

︒

　

一
方
︑
セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
も
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
場
合
と
論
調
は
変
わ
ら
な
い
︒

﹁
国
家
は
中
央
集
権
化
さ
れ
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
の
全
権
と
﹃
全
て
の
民

族
・
民
族
体
の
友
愛
と
統
一
﹄
と
い
う
常
套
句
︑
さ
ら
に
テ
ィ
ト
ー
崇
拝
に
依
拠
し

て
い
た

（
（（
（

﹂︑
あ
る
い
は
﹁
一
九
四
六
年
憲
法
で
確
立
さ
れ
た
連
邦
主
義
は
外
見
上
の
も

の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
国
家
は
政
治
局
あ
る
い
は
テ
ィ
ト
ー
と
い
う
一
人
の
人
物
を

頂
点
と
し
て
徹
底
的
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
が
支
配
し

た
か
ら
で
あ
る

（
（（
（

﹂︑﹁
国
家
の
連
邦
性
︑
と
く
に
共
和
国
主
権
が
宣
言
さ
れ
︑
憲
法
で

は
連
邦
離
脱
や
他
国
と
の
連
合
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
実
際
に
は
全
て
が
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
指
導
部
︑
と
く
に
テ
ィ
ト
ー
の
意
思
し
だ
い
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
国
家
が
憲
法
で
は
な
く
共
産
党
︑
そ
の
意
思
と
組
織
︑
そ
し
て
一
人
の
人

物
の
意
思
に
依
存
す
る
習
慣
が
確
立
さ
れ
た

（
（（
（

﹂︑﹁
共
産
党
は
国
家
に
お
け
る
あ
ら
ゆ

る
活
動
を
統
制
し
た
︒
ジ
ラ
ス
を
ト
ッ
プ
に
ア
ギ
ト
プ
ロ
プ
（
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
と

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
）
が
形
成
さ
れ
︑
文
化
・
教
育
政
策
を
統
制
し
た
︒･･･

こ
の
時
期
︑

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
文
化
政
策
を
模
倣
し
た

（
（（
（

﹂
と
い
っ
た
記
述
が

続
く
︒

　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
場
合
︑
ボ
サ
ン
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
版
に
は
﹁
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
で
は
自
主
管
理
が
な
さ
れ
た
が
︑
国
家
は

実
際
に
は
中
央
集
権
化
さ
れ
て
い
た
︒
全
て
の
権
力
は
テ
ィ
ト
ー
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
共
産
主
義
者
同
盟
の
手
中
に
あ
っ
た
︒
国
家
の
中
心
は
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
に
あ
っ

た
（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
ま
で
中
央
集
権
的
特
質
を

維
持
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ボ
サ
ン
ス
カ
・
リ
イ
ェ
チ
版
に
も
﹁
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
政
治
機
構
は
中
央
集
権
的
特
質
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
何
よ

り
も
国
家
に
お
け
る
全
て
の
政
治
権
力
を
保
持
し
た
連
邦
機
関
の
財
政
的
な
豊
か
さ

に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
︒
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
は
首
都
で
あ
り
︑
政
治
・
経
済
そ
の
ほ
か
全

て
の
中
心
地
で
あ
っ
た

（
（（
（

﹂
と
あ
る
︒
い
ず
れ
も
テ
ィ
ト
ー
に
関
す
る
記
述
は
非
常
に

限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
批
判
的
な
記
述
は
全
く
見
ら
れ
な
い
︒

　

ま
た
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
教
科
書
は
﹁
多
く
の
場
合
︑
テ
ィ
ト
ー
が
政
治
的
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
﹂
と
指
摘
し
な
が
ら
︑﹁
彼
は
政
治
的
現
実
へ
の
十
分
な
感
覚
を

も
っ
て
明
白
か
つ
簡
潔
に
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
た

（
（（
（

﹂
と
付
け
加
え
る
な
ど
︑
テ
ィ

ト
ー
個
人
に
対
し
て
必
ず
し
も
批
判
的
で
は
な
い
︒﹁
公
然
と
テ
ィ
ト
ー
に
関
す
る
不

謬
の
人
物
と
し
て
の
紹
介
が
体
系
的
に
つ
く
ら
れ
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
主
義

者
同
盟
の
役
割
を
肯
定
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
そ
う
し
た
圧
力
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
の
一
体
性
を
強
化
す
る
機
能
も
果
た
し
た

（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
も
あ
る
︒

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
初
期
の
中
央
集
権
的
特
質
や
共
産
党
（
共
産
主
義
者
同

盟
）
の
一
党
独
裁
の
問
題
に
関
す
る
評
価
は
今
後
も
変
わ
る
可
能
性
は
低
い
が
︑
テ

ィ
ト
ー
の
評
価
は
な
お
流
動
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

二
．
共
和
国
境
界
の
画
定

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
連
邦
国
家
と
し
て
再
編
す
る
に
あ
た
り
︑
共
産
党
の
主
導

で
共
和
国
・
自
治
州
境
界
が
画
定
さ
れ
て
い
く
が
︑
各
国
の
教
科
書
に
は
そ
う
し
て
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得
ら
れ
た
領
土
に
対
す
る
不
満
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
と
く
に
ク
ロ
ア
チ

ア
の
教
科
書
は
こ
の
点
に
関
す
る
記
述
が
非
常
に
詳
し
く
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
領
土
の

歴
史
的
変
遷
を
紹
介
し
つ
つ
︑
と
く
に
ス
リ
イ
ェ
ム
地
方
な
ど
の
喪
失
を
強
調
し
て

い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
ア
ル
フ
ァ
版
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
（
一

部
省
略
）︒

　

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
各
共
和
国
間
の
境
界
は
歴
史
的
・
民
族
的
原
理
に
基

づ
い
て
確
定
さ
れ
た
︒･･･
過
去
と
現
在
の
ク
ロ
ア
チ
ア
の
諸
地
方
と
し
て
︑以

下
の
地
域
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
の
新
旧
の
国
家
的
伝

統
と
民
族
構
成
に
よ
っ
て
バ
ン
の
ク
ロ
ア
チ
ア
︑
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ

ィ
ナ
︑
ツ
レ
ス
＝
ロ
シ
ニ
︑
ダ
ル
マ
チ
ア
︑
リ
イ
ェ
カ
︑
ラ
ス
ト
ヴ
ォ
︑
ス
ラ

ヴ
ォ
ニ
ア
︑
ス
リ
イ
ェ
ム
を
︑
民
族
構
成
に
よ
っ
て
バ
ラ
ニ
ャ
と
イ
ス
ト
リ
ア

を
︑
現
在
の
ク
ロ
ア
チ
ア
に
行
政
中
心
地
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
カ
・
コ

ト
ル
ス
カ
を
（
ボ
カ
・
コ
ト
ル
ス
カ
は
ザ
ダ
ル
を
中
心
地
と
す
る
ダ
ル
マ
チ
ア

の
一
部
で
あ
っ
た
）︒
こ
う
し
た
不
統
一
な
尺
度
に
よ
っ
て
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
は
ス

リ
イ
ェ
ム
の
大
半
と
ボ
カ
・
コ
ト
ル
ス
カ
を
失
っ
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
自
治
州
や

ク
ロ
ア
チ
ア
独
立
国
の
領
土
と
比
べ
て
︑
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
を

失
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
ネ
ウ
ム
回
廊
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
帰

属
し
た
た
め
︑
そ
こ
で
ク
ロ
ア
チ
ア
は
二
つ
の
部
分
に
分
断
さ
れ
た
︒
一
方
︑

ク
ロ
ア
チ
ア
は
バ
ラ
ニ
ャ
︑
イ
ス
ト
リ
ア
︑
リ
イ
ェ
カ
︑
ザ
ダ
ル
︑
ツ
レ
ス
島
︑

ラ
ス
ト
ヴ
ォ
島
︑
ロ
シ
ニ
島
︑
パ
ラ
グ
ル
ジ
ャ
島
を
獲
得
し
た
︒･･･

ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
お
よ
び
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
の
境
界
を
若
干
修
正
し
た

後
︑
一
九
五
六
年
に
ク
ロ
ア
チ
ア
は
自
ら
の
境
界
を
最
終
的
に
確
定
し
た

（
（（
（

︒

　

セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
で
は
︑
と
く
に
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
地
方
に
関
し
て
︑﹁
ヴ
ォ

イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
人
民
解
放
中
央
委
員
会
幹
部
会
の
決
定
に
よ
り
︑
バ
ラ
ニ
ャ
が
ヴ
ォ

イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
に
編
入
さ
れ
た

（
（（
（

﹂
と
あ
る
︒
か
つ

て
は
小
学
校
向
け
の
教
科
書
で
﹁
セ
ル
ビ
ア
人
が
多
数
派
と
し
て
住
ん
で
い
た
バ
ラ

ニ
ャ
は
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
歴
史
上
一
度
も
帰
属
し
た
こ
と
の

な
い
ク
ロ
ア
チ
ア
に
編
入
さ
れ
た

（
（（
（

﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
は
ク
ロ
ア
チ
ア

側
の
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
相
対
的
に
多
数
派
で
あ
っ
た
バ
ラ
ニ
ャ
が
初
め
て
ク
ロ
ア

チ
ア
領
と
な
っ
た

（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
や
国
勢
調
査
の
デ
ー
タ
（
一
九
四
八
年
の
国
勢
調

査
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
人
三
五
％
︑
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
三
二
％
︑
セ
ル
ビ
ア
人
二
一
％

（
（（
（

）

か
ら
も
不
適
切
で
あ
る
た
め
︑
訂
正
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
セ
ル

ビ
ア
の
教
科
書
は
境
界
画
定
に
関
す
る
記
述
自
体
が
少
な
い
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
連

邦
制
の
あ
り
方
と
関
連
し
て
︑
セ
ル
ビ
ア
に
だ
け
自
治
州
（
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
）・

自
治
区
（
コ
ソ
ヴ
ォ
・
メ
ト
ヒ
ヤ
）
が
設
け
ら
れ
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
に

は
同
じ
よ
う
な
自
治
州
・
自
治
区
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
対
す
る
批
判
的
な
記

述
が
見
ら
れ
る

（
（（
（

︒
こ
の
論
法
に
全
く
説
得
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
ク
ロ
ア
チ

ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
居
住
地
域
︑
例
え
ば
ク
ラ
イ
ナ
地
方
に
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
同
様

の
歴
史
的
一
体
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
︒

　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
教
科
書
（
ボ
サ
ン
ス
カ
・
リ
イ
ェ
チ
版
）
に

は
︑﹁
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
は
ス
ト
リ
ナ
（
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
・
ノ
ヴ
ィ
周
辺

の
海
へ
の
出
口
）
を
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
人
民
共
和
国
に
譲
渡
し
た

（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
が
あ
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り
︑
住
民
が
知
ら
な
い
う
ち
に
議
会
の
承
認
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
行
為
と
し
て
非
難

さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
教
科
書
に
は
︑
共
和
国
境
界
の
画
定
に
関

す
る
記
述
は
全
く
無
い
（
両
大
戦
間
期
の
行
政
区
分
に
お
け
る
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
位

置
づ
け
を
詳
述
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る

（
（（
（

）︒

　

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
場
合
︑
Ｄ
Ｚ
Ｓ
版
は
共
和
国
境
界
の
問
題
に
は
触
れ
ず
︑
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
と
の
国
境
画
定
に
関
し
て
四
頁

を
割
い
て
い
る
ほ
か

（
（（
（

︑
各
国
に
残
さ
れ
た
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
つ
い

て
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る

（
（（
（

︒
同
じ
く
モ
ド
リ
ヤ
ン
版
も
共
和
国
境
界
の
問
題
に
は
触

れ
ず
︑
国
際
関
係
の
枠
組
み
で
ト
リ
エ
ス
テ
問
題
（
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
イ
タ
リ
ア

と
の
国
境
画
定
）
に
一
頁
半
を
費
や
し
て
い
る
ほ
か

（
（（
（

︑
両
大
戦
間
期
に
関
す
る
記
述

の
中
で
コ
ロ
シ
ュ
カ
（
ケ
ル
ン
テ
ン
）︑
シ
ュ
タ
イ
ェ
ル
ス
カ
（
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
ル

ク
）︑
プ
レ
ク
ム
リ
ェ
︑
プ
リ
モ
ル
ス
カ
に
お
け
る
国
境
画
定
お
よ
び
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア

人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
に
約
六
頁
を

（
（（
（

︑
ま
た
イ
タ
リ
ア
︑
ハ
ン
ガ
リ
ー
︑
オ
ー
ス
ト

リ
ア
な
ど
に
お
け
る
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
現
状
に
約
二
頁
を
充
て
て

い
る

（
（（
（

︒
近
年
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
間
で
国
境
お
よ
び
領
海
問
題
が
顕
在

化
し
て
い
る
が
︑
両
国
の
教
科
書
に
は
︑
こ
れ
に
関
す
る
記
述
は
無
い
︒

三
．
諸
民
族
・
共
和
国
の
平
等

　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
に
お
い
て
は
︑
当
初
か
ら
諸
民
族
の
平
等
が
強
調
さ
れ

て
い
た
︒
と
く
に
一
九
七
四
年
憲
法
で
は
︑
民
族
（
ナ
ロ
ー
ド
）
及
び
民
族
体
（
ナ

ロ
ー
ド
ノ
ス
ト

（
（（
（

）
の
平
等
に
関
す
る
条
文
が
随
所
に
見
ら
れ
る

（
（（
（

︒﹁
市
民
は
民
族
帰
属

を
明
ら
か
に
す
る
自
由
︑
民
族
の
文
化
を
表
現
す
る
自
由
︑
及
び
自
ら
の
言
語
と
文

字
を
用
い
る
自
由
を
保
障
さ
れ
る
︒
市
民
は
い
か
な
る
民
族
な
い
し
民
族
体
に
帰
属

す
る
か
の
表
明
を
強
制
さ
れ
ず
︑
民
族
な
い
し
民
族
体
の
一
つ
へ
の
帰
属
の
選
択
を

強
制
さ
れ
な
い
︒
民
族
差
別
の
宣
伝
ま
た
は
実
施
及
び
︑
民
族
︑
人
種
︑
宗
教
的
憎

悪
と
不
寛
容
の
煽
動
は
︑
違
憲
で
あ
り
処
罰
さ
れ
る
﹂
と
い
う
一
七
〇
条
を
基
本
と

し
つ
つ
︑﹁
民
族
体
に
帰
属
す
る
者
は
（
中
略
）
自
ら
の
言
語
と
文
字
を
用
い
る
権
利

を
有
す
る
︒
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
民
族
及
び
民
族
体
に
帰
属
す
る
者
は
（
中
略
）

全
て
の
共
和
国
及
び
自
治
州
の
領
域
に
お
い
て
︑
自
ら
の
言
語
で
教
育
を
受
け
る
権

利
を
持
つ
﹂（
一
七
一
条
）︑﹁
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
に
お
い
て

は
︑
諸
民
族
と
諸
民
族
体
は
平
等
で
あ
る
﹂（
二
四
五
条
）︑﹁
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の

領
域
内
に
お
い
て
は
︑
民
族
及
び
民
族
体
の
言
語
と
文
字
は
平
等
で
あ
る
︒（
中
略
）

特
定
の
民
族
体
の
居
住
す
る
地
域
に
お
い
て
は
︑
民
族
と
民
族
体
の
言
語
と
文
字
の

公
的
な
使
用
に
際
し
て
の
平
等
が
実
現
さ
れ
る
﹂（
二
四
六
条
）︑﹁
自
ら
の
民
族
性
と

文
化
を
表
現
す
る
自
由
を
実
現
す
る
た
め
︑
全
て
の
民
族
体
に
対
し
て
︑
自
ら
の
言

語
を
自
由
に
使
い
︑
自
ら
の
文
化
を
発
展
さ
せ
ま
た
そ
の
た
め
の
組
織
を
設
立
し
︑

そ
の
他
憲
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
諸
権
利
を
享
受
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
﹂（
二

四
七
条
）
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
こ
う
し
た
諸
民
族
の
平
等
に
関
し
て
も
︑
現
在
の
教
科
書
で
は
批
判
的

な
記
述
が
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
（
プ
ロ
フ
ィ
ル
版
）
は

ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
セ
ル
ビ
ア
人
の
関
係
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
︒

　

共
産
党
は
共
同
国
家
の
基
礎
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
の
平
等
を
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強
調
し
た
︒
そ
れ
は
︑
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
﹁
友
愛
と
統
一
﹂
と
い
う
ス
ロ

ー
ガ
ン
で
示
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
主
張
は
専
ら
宣
伝
的
特
徴
を
持
ち
︑

実
情
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒･･･

第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
は
ク

ロ
ア
チ
ア
人
民
共
和
国
︑
と
く
に
民
族
混
住
地
域
に
お
け
る
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と

セ
ル
ビ
ア
人
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
︒
そ
の
た
め
︑
民
族
主
義
的
な
暴
挙
は
厳

し
く
罰
せ
ら
れ
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人
・
セ
ル
ビ
ア
人
関
係
と
い
う
主
題
を
公
の
場

に
持
ち
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
た
手
法
は
一
時
的
に
民
族
感

情
の
表
明
を
抑
制
し
た
が
︑長
期
的
な
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
た
︒

ク
ロ
ア
チ
ア
共
産
党
の
セ
ル
ビ
ア
人
（
と
く
に
下
級
の
指
導
者
層
）
は
こ
う
し

た
状
況
を
利
用
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
に
ウ
ス
タ
シ
ャ
の
抵
当
権
を
押
し
付
け

た
︒
そ
れ
は
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
に
特
権
的
地
位
を
与
え
る
道
を
開

い
た
︒
そ
れ
は
ク
ロ
ア
チ
ア
人
民
共
和
国
の
党
お
よ
び
軍
の
組
織
に
お
け
る
セ

ル
ビ
ア
人
の
優
越
に
よ
く
表
れ
て
い
た

（
（（
（

︒

　

ま
た
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
別
の
教
科
書
（
メ
リ
デ
ィ
ヤ
ニ
版
）
は
︑
以
下
の
よ
う
に

セ
ル
ビ
ア
人
を
批
判
す
る
形
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

　

第
一
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
同
様
に
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
地
域
に
お
け
る
国
家

の
業
務
で
は
セ
ル
ビ
ア
人
が
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
︒
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
パ

ル
チ
ザ
ン
運
動
お
よ
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
に
多
数
参
加
し
た
こ
と
︑

国
家
の
中
央
集
権
的
な
支
配
を
好
ん
だ
こ
と
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人
よ
り
も
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
志
向
が
強
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル

ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
人
が
過
剰
に
代
表
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
は
同
時
に
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
の
中
心
地
で
あ
っ
た
か
ら
︑
何
故
セ
ル
ビ
ア
人
が
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
中
央
集
権
的
な
支
配
を
好
ん
だ
の
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
︑
そ
れ
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
同
時
に
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
愛
国

心
の
最
小
限
の
徴
候
さ
え
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
処
断
さ
れ
︑
厳
し
く
罰

せ
ら
れ
た

（
（（
（

︒

　

こ
の
教
科
書
は
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
に
お
け
る
連
隊
長
等
司
令
官
の
民

族
構
成
（
セ
ル
ビ
ア
人
六
七
％
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人
一
八
％
︑
そ
の
他
一
五
％
）
を
挙

げ
つ
つ
︑
セ
ル
ビ
ア
人
が
﹁
軍
隊
︑
警
察
︑
国
家
行
政
を
通
じ
て
国
家
を
支
配
し
て

い
た

（
（（
（

﹂
と
論
じ
し
て
い
る
︒
な
お
︑
同
じ
教
科
書
は
戦
後
ま
も
な
く
の
農
地
改
革
お

よ
び
入
植
活
動
に
関
し
て
も
︑﹁
入
植
の
結
果
と
し
て
︑
主
と
し
て
セ
ル
ビ
ア
人
と
モ

ン
テ
ネ
グ
ロ
人
を
利
す
る
形
で
住
民
の
民
族
構
成
が
大
き
く
変
わ
っ
た

（
（（
（

﹂
と
︑
民
族

問
題
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
︒
こ
の
点
で
は
︑
プ
ロ
フ
ィ
ル
版
の

教
科
書
に
も
﹁
農
地
改
革
お
よ
び
入
植
活
動
は
︑
と
く
に
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
︑
ス
リ
イ

ェ
ム
︑
バ
ラ
ニ
ャ
地
方
で
民
族
構
成
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
︒
こ
れ
ら
の
地
方
へ
の

入
植
者
の
多
く
が
リ
カ
︑
北
ダ
ル
マ
チ
ア
︑
コ
ル
ド
ゥ
ン
︑
ゴ
ル
ス
キ
コ
タ
ル
出
身

の
セ
ル
ビ
ア
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

　

一
方
︑
セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
は
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
と
は
異
な
り
︑
戦
後
ま

も
な
く
の
時
期
に
生
じ
た
民
族
間
関
係
の
諸
問
題
を
あ
え
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
︒
も
っ
と
も
︑
コ
ソ
ヴ
ォ
の
ア
ル
バ
ニ
ア
人
問
題
に
関
し
て
は
︑
テ
ィ
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ト
ー
の
対
応
の
甘
さ
を
含
め
て
一
貫
し
て
厳
し
い
見
解
を
示
し
つ
つ
︑
一
九
七
四
年

憲
法
に
よ
っ
て
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
に
帰
属
す
る
自
治
州
の
権
限
が
拡
大
し
て
﹁
国
家

連
合
的
要
素

（
（（
（

﹂
が
備
わ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
む
し
ろ
後
述
す
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
一
九
八
一
年

に
再
燃
し
た
コ
ソ
ヴ
ォ
問
題
に
際
し
て
︑﹁
ア
ル
バ
ニ
ア
人
の
政
治
エ
リ
ー
ト
は
す
で

に
コ
ソ
ヴ
ォ
を
独
立
し
て
統
治
し
て
い
た
︒
セ
ル
ビ
ア
人
に
対
す
る
抑
圧
が
続
け
ら

れ
た

（
（（
（

﹂
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

　

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
教
科
書
（
ボ
サ
ン
ス
カ
・
リ
イ
ェ
チ
版
）
は
︑

諸
民
族
の
平
等
と
い
う
観
点
か
ら
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
︒
一
つ
は
﹁
ム
ス

リ
ム
人
﹂
の
固
有
の
民
族
と
し
て
の
承
認
に
関
す
る
も
の
︑
も
う
一
つ
は
連
邦
に
お

け
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
地
位
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
と
く
に
後

者
で
は
民
族
間
関
係
よ
り
も
共
和
国
間
関
係
に
重
点
が
置
か
れ
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
の
鉱
工
業
の
中
心
地
で
あ
り
な
が
ら
﹁
そ
の
政
治
的
地
位
は
他
の
共
和
国
に
対
し

て
平
等
に
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
︑
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
も
﹁
平
等

へ
の
願
望
が
示
さ
れ
て
い
た

（
（（
（

﹂
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
全
般
的
に
民
族
間
関
係

に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
が
︑
こ
の
教
科
書
は
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
な
ど
民
族
混
住
地
域

で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑
同
じ
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
セ
ル

ビ
ア
人
地
域
（
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
）
や
ク
ロ
ア
チ
ア
人
地
域
の
教
科
書
と
は
論
調

が
異
な
る

（
（（
（

︒
一
方
︑
ボ
サ
ン
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
版
に
は
﹁︹
一
九
七
〇
年
代
に
︺
ボ
ス
ニ

ア
人
（
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
）
の
民
族
性
が
﹁
ム
ス
リ
ム
人
﹂
と
い
う
宗
教
的
名
称
で
承

認
さ
れ
た

（
（（
（

﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
に
は
︑
経
済
先
進
地
域
で
あ
る

両
共
和
国
が
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
や
マ
ケ
ド
ニ
ア
な
ど
の
後
進
地
域
へ
の
財
政
的
援
助
を

義
務
づ
け
ら
れ
︑
自
ら
の
経
済
発
展
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
を
批
判
的
に
記
述
す
る
も

の
も
多
い
︒
一
方
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
や
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
教
科
書

は
︑
そ
う
し
た
事
実
に
触
れ
る
こ
と
な
く
︑
自
ら
の
共
和
国
の
戦
後
の
経
済
発
展
に

つ
い
て
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
︒

四
．
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
抑
圧

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
︑
各
共
和
国
・
自
治
州
の
権

限
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
政
治
的
・
思
想
的
な
意
味
で
の
自
由
化
が
進
ん
だ
︒

こ
の
時
期
は
同
時
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
期
で
も
あ
っ
た
︒
コ
ソ
ヴ
ォ
自
治
州

に
お
け
る
ア
ル
バ
ニ
ア
人
の
運
動
︑ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る﹁
ム

ス
リ
ム
人
﹂
の
運
動
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
運
動
（
い
わ
ゆ
る
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の

春
﹂）
な
ど
が
続
い
た
︒
テ
ィ
ト
ー
は
分
権
化
を
進
め
な
が
ら
も
︑
こ
れ
ら
の
急
進

的
・
分
離
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
厳
し
い
対
処
で
の
ぞ
み
︑
例
え
ば
﹁
ク
ロ

ア
チ
ア
の
春
﹂
に
際
し
て
は
運
動
の
指
導
者
の
逮
捕
・
投
獄
だ
け
で
な
く
︑
ク
ロ
ア

チ
ア
共
産
主
義
者
同
盟
指
導
部
の
更
迭
・
党
籍
剥
奪
ま
で
行
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑

一
九
七
四
年
に
分
権
化
を
徹
底
さ
せ
た
憲
法
改
正
を
行
い
︑
各
共
和
国
・
自
治
州
の

不
満
を
抑
え
た
︒

　

ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
は
︑
当
然
な
が
ら
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の
春
﹂
を
中
心
に
︑
こ

の
時
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
の
論
点
は
︑
一
九
六

七
年
の
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
文
語
の
名
称
と
地
位
に
関
す
る
宣
言
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
と
一
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九
七
〇
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
多
く
の
知
識
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア
共
産
主
義
者
同
盟

指
導
部
を
巻
き
込
ん
だ
大
衆
運
動
を
め
ぐ
る
問
題
に
二
分
さ
れ
る
︒
ま
ず
︑
言
語
問

題
に
関
す
る
プ
ロ
フ
ィ
ル
版
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
一
部
省
略
）︒

　

一
九
五
四
年
一
二
月
に
ノ
ヴ
ィ
・
サ
ド
合
意
が
結
ば
れ
た
︒･･･

こ
の
合
意

に
よ
っ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
セ
ル
ビ
ア
人
は
イ
イ
ェ
（
西
部
な
い
し
ク
ロ
ア
チ

ア
）
方
言
と
エ
（
東
部
な
い
し
セ
ル
ビ
ア
）
方
言
と
い
う
二
つ
の
口
語
体
を
持

つ
一
つ
の
言
語
（
ク
ロ
ア
チ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
語
ま
た
は
セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ

ア
語
）
を
話
す
も
の
と
さ
れ
た
︒
二
つ
の
口
語
体
は
平
等
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ

た
︒･･･

実
際
に
は
セ
ル
ビ
ア
の
口
語
体
が
有
利
で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
と

く
に
エ
方
言
が
義
務
で
あ
っ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
で
は
明
白
で
あ
っ

た
︒
エ
方
言
の
口
語
体
が
連
邦
機
関
や
党
組
織
そ
の
他
の
公
的
文
書
に
お
い
て

も
支
配
的
で
あ
っ
た
︒

　

ク
ロ
ア
チ
ア
の
言
語
学
者
と
文
学
者
は
当
然
な
が
ら
共
通
語
の
仮
面
の
下
に

ま
さ
し
く
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
言
語
的
セ
ル
ビ
ア
化
の
試
み
が
隠
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
た
︒
彼
ら
は
ノ
ヴ
ィ
・
サ
ド
合
意
に
よ
っ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
文
語

が
抑
圧
さ
れ
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
に
対
す
る
言
語
的
侵
略
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
と

論
じ
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
の
言
語
的
・
民
族
的
独
自
性
を
守
る
た
め
の
最
初
の
重

要
な
表
明
は
一
九
六
七
年
三
月
一
七
日
に
あ
ら
わ
れ
た
︒ク
ロ
ア
チ
ア
協
会（
マ

テ
ィ
ツ
ァ
）
と
ク
ロ
ア
チ
ア
文
学
者
協
会
が
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
文
語
の
名
称
と
地

位
に
関
す
る
宣
言
﹂
を
公
表
し
た
の
で
あ
る
︒･･･

こ
の
文
書
で
は
︑
国
家
機

関
を
通
じ
て
特
別
な
国
家
語
︑
要
す
る
に
セ
ル
ビ
ア
語
が
押
し
付
け
ら
れ
︑
ク

ロ
ア
チ
ア
語
が
不
平
等
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
宣
言
﹂
は
人
民
解
放
闘
争
で
実
現
し
た
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
の
主
権
を
強

調
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
の
公
式
名
称
（
ク
ロ
ア
チ
ア
文

語
）
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
求
め
た
︒

　
﹁
宣
言
﹂
発
表
後
︑
そ
の
署
名
者
た
ち
は
公
的
に
非
難
を
受
け
た
︒･･･

﹁
宣

言
﹂
の
発
起
人
と
署
名
者
に
対
し
て
︑
党
に
よ
る
査
問
と
懲
罰
が
科
さ
れ
た
︒

政
権
側
の
苛
烈
な
対
応
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
宣
言
﹂
は
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る

広
範
な
民
族
運
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た

（
（（
（

︒

　

こ
の
教
科
書
は
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
共
産
主
義
者
同
盟
指
導
部
に
よ
る
経
済
的
分
権
化

要
求
や
︑
よ
り
過
激
な
学
生
運
動
の
高
ま
り
に
つ
い
て
も
詳
述
し
て
い
る
︒
そ
こ
で

﹁
運
動
は
三
つ
の
拠
点
を
持
っ
て
い
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
党
指
導
部
の
リ
ベ
ラ
ル
派
（
ダ

ブ
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
＝
ク
チ
ャ
ル
︑
ト
リ
パ
ロ
ほ
か
）︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
文
化
・
学
術
団
体

（
ク
ロ
ア
チ
ア
協
会
が
主
導
）︑
そ
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
志
向
の
学
生
青
年
層
で
あ
る

（
（（
（

﹂

と
さ
れ
る
︒
続
い
て
︑
大
衆
運
動
化
し
て
か
ら
の
事
態
の
推
移
に
つ
い
て
は
︑
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　

一
九
七
一
年
六
月
三
〇
日
に
連
邦
議
会
は
憲
法
修
正
条
項
を
採
択
し
︑
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
の
改
革
を
法
制
化
し
た
︒
こ
れ
ら
は
全
て
ク
ロ
ア
チ
ア
か

ら
の
要
求
で
も
あ
っ
た
︒･･･

こ
の
憲
法
修
正
条
項
が
審
議
さ
れ
て
い
る
時
期
︑

ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
民
族
運
動
の
波
が
広
が
り
︑
さ
ら
に
大
衆
化
し
て
ク
ロ
ア
チ

ア
社
会
の
全
階
層
を
巻
き
込
む
よ
う
に
な
り
︑﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の
春
﹂
と
呼
ば
れ
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た
︒
憲
法
修
正
条
項
の
採
択
は
ま
さ
し
く
テ
ィ
ト
ー
が
連
邦
改
革
を
さ
ら
に
押

し
進
め
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
て
取
っ
た
ク
ロ
ア
チ
ア
指
導
部

は
さ
ら
に
要
求
を
強
め
て
い
っ
た
︒･･･

国
家
の
憲
法
体
制
に
新
た
な
国
家
連

合
的
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
が
求
め
れ
た
︒
最
終
的
に
︑
そ
れ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
の
枠
内
で
ク
ロ
ア
チ
ア
国
家
の
樹
立
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

こ
の
時
点
で
テ
ィ
ト
ー
は
決
断
を
変
え
た
︒
こ
の
変
化
は
幾
つ
か
の
理
由
か

ら
生
じ
た
︒
ま
ず
︑
一
九
七
一
年
憲
法
修
正
条
項
の
主
た
る
起
案
者
で
あ
る
カ

ル
デ
リ
が
連
邦
改
革
は
十
分
な
段
階
ま
で
達
し
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
︒
連
邦

機
関
︑
と
く
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
軍
の
抵
抗
が
強
ま
っ
た
こ
と
︒
後
進

的
な
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
共
和
国
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ヴ
ィ
ナ
）
が
ク
ロ
ア
チ
ア
の
求
め
た
後
進
地
域
向
け
基
金
の
廃
止
に
反
対
し

た
こ
と
︒
ま
た
︑
ソ
連
が
こ
れ
以
上
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
運
動
を
許
容
す
れ
ば
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
党
と
国
家
は
解
体
す
る
と
テ
ィ
ト
ー
に
警
告
し
た
こ
と
︒

ク
ロ
ア
チ
ア
指
導
部
の
バ
カ
リ
チ
ら
は
自
ら
の
立
場
を
変
え
︑
運
動
の
指
導
者

へ
の
支
持
を
撤
回
し
た
︒
テ
ィ
ト
ー
自
身
︑
ダ
ブ
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
＝
ク
チ
ャ
ル
や

ト
リ
パ
ロ
は
共
産
党
の
支
配
的
地
位
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
過
大
な
要
求
を
行

っ
て
い
る
と
評
価
し
た
︒
そ
れ
に
基
づ
い
て
ク
ロ
ア
チ
ア
指
導
部
の
リ
ベ
ラ
ル

派
の
更
迭
が
決
定
さ
れ
た
︒･･･

多
く
の
人
々
が
裁
判
で
禁
固
刑
と
な
り
︑
公

的
生
活
で
の
活
動
を
長
ら
く
禁
じ
ら
れ
た
︒

　

テ
ィ
ト
ー
に
よ
る
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
運
動
の
清
算
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
と
同

じ
形
で
あ
っ
た
︒
民
主
化
や
連
邦
改
革
の
要
求
が
既
存
の
社
会
体
制
︑
す
な
わ

ち
共
産
党
の
権
力
を
危
う
く
す
る
と
評
価
し
た
瞬
間
に
︑
転
換
を
決
断
し
た
の

で
あ
る

（
（（
（

︒

　

こ
の
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の
春
﹂
に
関
し
て
︑
セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
に
は
以
下
の
記
述

が
あ
る
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
の
論
調
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
一
九
七
一
年
に
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
主
義
（
マ
ス
ポ
ク
＝
大

衆
運
動
）
の
高
揚
が
見
ら
れ
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
危
険

に
曝
さ
れ
︑
セ
ル
ビ
ア
が
経
済
的
に
利
益
を
得
て
い
る
と
主
張
し
︑
ク
ロ
ア
チ

ア
の
自
立
を
要
求
し
た
︒･･･

ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
主
義
の
政
策
綱
領
で
は
︑
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
ク
ロ
ア
チ
ア
に
と
っ
て
牢
獄
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
︑
ク
ロ

ア
チ
ア
語
の
迫
害
と
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
ク
ロ
ア
チ
ア
経
済
の
略
奪
と
い
う

テ
ー
ゼ
が
語
ら
れ
た
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
国
家
を
強
化
し
︑
自
立
さ
せ
︑
そ
こ
で
ク

ロ
ア
チ
ア
人
が
唯
一
の
主
権
者
と
な
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑

国
民
軍
や
経
済
的
自
立
︑
国
家
の
東
側
部
分
と
の
断
交
が
求
め
ら
れ
︑
ク
ロ
ア

チ
ア
の
分
離
と
国
連
加
盟
ま
で
も
要
求
さ
れ
た
︒･･･

ク
ロ
ア
チ
ア
指
導
部
は

辞
任
し
た
が
︑
大
衆
運
動
の
理
念
は
生
き
続
け
︑
一
九
七
四
年
憲
法
で
か
な
り

の
程
度
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
（（
（

︒

　

セ
ル
ビ
ア
の
教
科
書
は
同
じ
時
期
に
ニ
ケ
ジ
チ
ら
セ
ル
ビ
ア
指
導
部
も
更
迭
さ
れ

た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
扱
い
は
︑
分
量
的
に
は
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の
春
﹂
と

同
程
度
で
あ
る
︒
な
お
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
は
セ
ル
ビ
ア
の
事
例
を
取
り
上
げ

て
お
ら
ず
︑
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
教
科
書
は
両
者
の
事
例
と
も
殆
ど
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取
り
上
げ
て
い
な
い
（
ク
ロ
ア
チ
ア
の
運
動
に
関
す
る
言
及
は
あ
る
）︒
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
教
科
書
に
は
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
の
春
﹂
に
つ
い
て
﹁
民
族
的
権

利
の
拡
大
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
語
の
平
等
の
承
認
︑
財
政
的
・
経
済
的
自
治
を
求
め
て
い

た
（
（（
（

﹂
と
い
う
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
︒

　

な
お
︑
各
国
の
教
科
書
は
一
九
八
〇
年
代
の
コ
ソ
ヴ
ォ
自
治
州
に
お
け
る
ア
ル
バ

ニ
ア
人
の
運
動
や
そ
の
後
の
セ
ル
ビ
ア
民
族
主
義
の
高
揚
（
セ
ル
ビ
ア
科
学
・
芸
術

ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
る
﹁
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
﹂
や
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
活
動
）
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
︒

む
す
び
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
各
国
の
歴
史
教
科
書
は
﹁
国
民
史
﹂
に
基
づ
く
も

の
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
連
邦
体
制
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
問
題
意
識

が
共
有
さ
れ
る
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
連
邦
・
共
和
国
関
係
︑
共
和
国
間
関
係
︑
民

族
間
関
係
に
関
し
て
は
︑
各
国
の
実
情
（
あ
る
い
は
国
益
）
を
反
映
し
た
形
で
︑
取

り
上
げ
方
や
力
点
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
中
央
集
権
や
一
党
支
配
の

問
題
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
批
判
的
な
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
共
和

国
境
界
の
画
定
や
諸
民
族
・
共
和
国
の
平
等
と
い
っ
た
問
題
は
﹁
国
民
史
﹂
の
枠
組

み
で
し
か
描
か
れ
ず
︑
当
事
者
の
間
で
も
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
︒
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
抑
圧
に
関
す
る
記
述
に
関
し
て
は
︑
そ
の
傾
向
が
さ
ら
に
強
ま
っ
て

い
る
︒
む
ろ
ん
統
一
的
な
歴
史
観
を
ふ
た
た
び
共
有
す
る
必
然
性
は
な
い
に
せ
よ
︑

相
互
理
解
が
可
能
な
程
度
の
情
報
の
共
有
は
必
要
で
は
な
い
か
︒
継
続
的
な
国
際
会

議
に
お
け
る
意
見
交
換
等
を
通
じ
て
︑
こ
の
問
題
が
多
少
な
り
と
も
解
消
さ
れ
る
こ

と
に
期
待
し
た
い
︒

　

ま
た
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
︑

マ
ケ
ド
ニ
ア
︑
コ
ソ
ヴ
ォ
の
歴
史
教
科
書
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
︒
こ
れ
ら
を
含
め
て
こ
そ
︑
経
済
格
差
や
民
族
対
立
の
問
題
を
俯
瞰
す
る
こ

と
が
で
き
る
面
も
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
分
析
し
︑
よ
り
体
系
的
な
教
科
書
比
較
研
究
を

行
う
こ
と
を
︑
継
続
的
な
課
題
と
し
た
い
︒

注（
1
） 

柴
宜
弘
編
﹃
バ
ル
カ
ン
史
と
歴
史
教
育
﹄（
明
石
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
）
も
こ
う
し
た
国
際

会
議
の
成
果
の
一
例
で
あ
る
︒

（
2
） 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
は
初
等
教
育
（
小
学
校
）
八
年
制
︑
中
等
教
育
（
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
等
）
四
年
制
が
標
準
的
で
あ
っ
た
が
︑
現
在
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
を
除
い

て
初
等
教
育
（
小
学
校
）
九
年
制
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
︒
歴
史
教
科
書
は
初
等
教
育
で
四
冊
︑

中
等
教
育
で
は
職
業
専
門
学
校
の
場
合
一
冊
な
い
し
二
冊
︑
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
場
合
三
冊
な

い
し
四
冊
の
分
冊
と
な
っ
て
お
り
︑
原
則
と
し
て
時
代
順
に
学
ぶ
形
式
を
と
っ
て
い
る
︒
詳

し
く
は
︑
拙
稿
﹁
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
教
育
制
度
の
変
遷
︱
歴
史
教
育
を
中
心
に
﹂﹃
跡
見

学
園
女
子
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
第
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
等
を
参
照
︒

（
3
） 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ク
リ
ソ
ル
ド
編
（
田
中
一
生
︑
柴
宜
弘
︑
高
田
敏
明
訳
）﹃
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
史
︽
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
︾﹄（
恒
文
社
︑
一
九
八
〇
年
︒
原
著
は
一
九
六
六
年
刊
行
）︑

二
六
一
頁
︒

（
4
） 

同
︑
二
六
四
頁
︒

（
5
） G

oran M
iljan, Ivica M

iškulin, Povijest 4: udžbenik povijesti za č etvrti razred 

gim
nazije , Zagreb: Profil, 2009, str. 203- 204.
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（
6
） M

iroslav A
km

adža, M
ario Jareb, Zdenko R

adelić , Povijest 4: udžbenik za 4. 

razred gim
nazije , Zagreb: A

lfa, 2009, str. 176.

（
7
） Isto.

（
8
） M

ira K
olar-D

im
itrijević , H

rvoje Petrić , Jakša R
aguž, Povijest 4: udžbenik iz 

povijesti za 4. razred gim
nazije , Sam

obor: M
eridijani, 2004, str. 194.

（
9
） K

rešim
ir E

rdelja, Igor Stojaković , K
oraci kroz vrijem

e 4: udžbenik povijesti za 

4. razred gim
nazije , Zagreb: Školska knjiga, 2009, str. 245.

（
10
） M

iroslav A
km

adža i dr., n. d. , str. 189.

（
11
） M

ira K
olar-D

im
itrijević  i dr., n. d. , str. 225. 

こ
の
教
科
書
に
は
テ
ィ
ト
ー
の
伝
記
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
客
観
的
な
事
実
が
詳
述
さ
れ
︑
と
く
に
批
判
的
に
描
か
れ

て
は
い
な
い
（Isto, str. 208

）︒

（
12
） K

rešim
ir E

rdelja i dr., n. d. , str. 254- 255.

（
13
） K

osta N
ikolić , N

ikola Žutić , M
om

č ilo Pavlović , Zorica Špadijer, Istorija za III 

razred 
gim

nazije 
prirodno-m

atem
ač kog 

sm
era 

i 
IV

 
razred 

gim
nazije 

opšteg 
i 

društveno-jezič kog sm
era , B

eograd: Zavod za udžbenike, 2008,  str. 204.

（
14
） Isto, str. 208.

（
15
） Isto, str. 209.

（
16
） Isto, str. 210.

（
17
） H

adžija H
adžiabdić , E

dis D
ervišagić , A

len M
ulić , Vahidin M

ehić , H
istorija: 

udžbenik za osm
i razred osnovne škole , T

uzla: B
osanska knjiga, 2007, str. 137.

（
18
） Leonard Valenta, H

istorija 
– 

Povijest 
za 

8. 
razred 

osnovne 
škole , Sarajevo: 

B
osanska riječ , 2007, str. 182.

（
19
） Šerbo R

astoder, R
adoje Pajović , Zvezdan Folić , Istorija za č etvrti razred gim

-

nazije , Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003, str. 237.

（
20
） Isto., str. 247.

（
21
） M

iroslav A
km

adža i dr., n. d. , str. 168- 169.

（
22
） K

osta N
ikolić  i dr., n. d. , str. 208.

（
23
） Suzana R
ajić , K

osta N
ikolić  , N

ebojša Jovanović , Istorija za 8. razred osnovne 

škole , B
ograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005, str. 181.

（
24
） Snježana K

oren, Povijest 8: udžbenik za 8. razred osnovne škole , Zagreb: Profil, 

2008, str. 197.

（
25
） N

arodnosni i vjerski sastav stanovništva H
rvatske 1880.-  1991. po naseljim

a: 

1 , Zagreb: D
ržavni zavod za statistiku R

epublike H
rvatske, 1998, str. 163.

（
26
） K

osta N
ikolić  i dr., n. d. , str. 209.

（
27
） Leonard Valenta, n. d. , str. 174.

（
28
） Šerbo R

astoder i dr., n. d. , str. 133- 134.

（
29
） E

rvin 
D

olenc, 
A

leš 
G

abrič , 
Zgodovina 

4: 
uč benik 

za 
4. 

letnik 
gim

nazije , 

Ljubljana: D
ZS, 2002, str. 213- 216.

（
30
） Isto, str. 217- 218.

（
31
） B

ožo R
epe, Sodobna zgodovina: zgodovina za 4. letnik gim

nazij , Ljubljana: 

M
odrijan, 2005, str. 213- 215.

（
32
） Isto, str. 100- 106.

（
33
） Isto, str. 276- 278.

（
34
） 

こ
こ
で
は
﹁
民
族
体
﹂
と
し
た
が
︑
通
常
は
﹁
少
数
民
族
﹂
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
時
代
の
教
科
書
に
は
﹁
他
国
で
は
民
族
体
（narodnost

）
を
少
数
民
族

（nacionalna m
anjina

）
と
呼
び
︑
民
族
的
権
利
を
享
受
し
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
︒
我
が
国

で
は
少
数
民
族
と
い
う
概
念
は
用
い
な
い
︒
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
と
民
族
体
の
構
成

員
は
平
等
だ
か
ら
で
あ
る
﹂
と
あ
る
（D

ragutin Pavlič ević , Filip Potrebica, R
ene 

Lovrenč ić , Č
ovjek u svom

 vrem
enu 3. U

džbenik povijesti za V
II. razred osnovne 

škole , Zagreb: Školska knjiga, 1988, str. 194

）︒
現
在
の
各
国
教
科
書
で
は
単
に
﹁
少
数

民
族
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

（
35
） 

条
文
の
邦
訳
は
柴
宜
弘
・
中
井
和
夫
・
林
忠
行
﹃
連
邦
解
体
の
比
較
研
究
︱
ソ
連
・
ユ
ー



14

跡見学園女子大学文学部紀要　第 46 号　2011

ゴ
・
チ
ェ
コ
︱
﹄（
多
賀
出
版
︑
一
九
九
八
年
）
等
を
参
照
︒

（
36
） G

oran M
iljan i dr., n. d. , str. 205.

（
37
） M

ira K
olar-D

im
itrijević  i dr., n. d. , str. 197.

（
38
） Isto, str. 209.

（
39
） Isto, str. 203.

（
40
） G

oran M
iljan i dr., n. d. , str. 210.

（
41
） K

osta N
ikolić  i dr., n. d. , str. 225.

（
42
） Isto, str. 227.

（
43
） Leonard Valenta, n. d. , str. 183.

（
44
） 

小
学
校
向
け
の
歴
史
教
科
書
と
し
て
は
︑
セ
ル
ビ
ア
人
地
域
で
はR

anko Pejić , Istorija 

za 9. razred osnovne škole , Istoč no Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva, 2006

（
国
定
教
科
書
）
が
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人
地
域
で
はH
rvoje M

atković , B
ožo 

G
oluža, Ivica Šarac, Povijest 8: udžbenik za V

III. razred osnovne škole , M
ostar: 

Školska naklada, 2003

（
シ
ュ
コ
ル
ス
カ
・
ナ
ク
ラ
ダ
版
）︑ M

iljenko M
iloš, Povijest 

novoga doba: udžbenik povijesti za 8. razred osnovne škole , M
ostar: Znanje, 2007

（
ズ
ナ
ニ
ェ
版
）
等
が
用
い
ら
れ
て
き
た
︒
と
く
に
現
代
史
に
関
す
る
部
分
で
は
︑
セ
ル
ビ
ア

人
地
域
の
国
定
教
科
書
の
最
終
章
は
﹁
暴
力
的
な
分
離
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
の
崩
壊
︑

ク
ロ
ア
チ
ア
の
分
離
と
戦
争
﹂﹁
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
戦
争
と
セ
ル
ビ
ア
人
共

和
国
の
成
立
（
一
九
九
二
～
九
五
年
）﹂﹁
新
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
の
成
立
︑
コ
ソ
ヴ
ォ

の
分
離
主
義
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
介
入
﹂
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
ク
ロ
ア
チ
ア
人

地
域
の
ズ
ナ
ニ
ェ
版
の
最
終
章
は﹁
独
立
・
主
権
ク
ロ
ア
チ
ア
国
家
の
成
立（
一
九
九
〇
年
）﹂

﹁
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
独
立
・
主
権
国
家
と
し
て
の
ク
ロ
ア
チ
ア
﹂﹁
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
お
け
る
選
挙
と
国
際
的
承
認
～
大
セ
ル
ビ
ア
の
侵
略
行
為
﹂
等
で
構
成
さ
れ

て
お
り
︑
両
者
の
立
場
の
違
い
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
︒

（
45
） H

adžija H
adžiabdić  i dr., n. d ., str. 137.

（
46
） G

oran M
iljan i dr., n. d. , str. 214.

（
47
） Isto., str. 215.

（
48
） Isto., str. 215- 216.

（
49
） K

osta N
ikolić  i dr., n. d. , str. 224.

（
50
） Leonard Valenta, n. d. , str. 182.


