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本
翻
訳
書
は
冷
戦
終
結
後
一
九
九
一
年

か
ら
約
一
〇
年
間
に
渡
っ
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
で
展
開
し
た
内
戦
の
過
程
で
行
わ
れ

た
民
族
浄
化
に
端
を
発
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
起
こ
っ
た
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
や
民
族
浄

化
の
二
〇
世
紀
の
歴
史
を
遡
り
、
そ
の
主

な
事
件
を
詳
細
に
扱
い
辿
っ
た
も
の
で
あ

る
。

　

二
〇
世
紀
に
お
け
る
最
も
有
名
な
ジ
ェ

ネ
サ
イ
ド
と
言
え
ば
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
語
で
書
か

れ
た
多
く
の
研
究
書
が
存
在
す
る
が
、
本

書
の
様
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
前
の
時
代
の

オ
ス
マ
ン
帝
国
内
で
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
キ

リ
ス
ト
教
徒
へ
の
虐
殺
に
始
ま
り
、
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
戦
に
伴
う
民
族
浄
化
ま
で

の
歴
史
を
体
系
的
に
論
じ
た
研
究
書
は
日

本
語
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

ナ
イ
マ
ー
ク
の
研
究
書
が
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
た
意
義
は
大
変
大
き
い
。
歴
史
的
に

も
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
原
因
に
も

な
っ
た
「
火
薬
箱
」
と
呼
ば
れ
る
バ
ル
カ

ン
半
島
の
複
雑
な
民
族
・
宗
教
地
図
が
オ

ス
マ
ン
帝
国
時
代
に
形
成
さ
れ
、
こ
の
ト

ル
コ
支
配
下
に
あ
っ
た
少
数
派
の
ア
ル
メ

ニ
ア
正
教
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る

二
〇
世
紀
初
頭
に
起
き
た
大
量
虐
殺
に
始

ま
り
、
二
〇
世
紀
終
わ
り
の
内
戦
で
起
き

た
バ
ル
カ
ン
半
島
の
民
族
浄
化
で
終
わ
る

と
い
う
一
本
筋
が
通
っ
た
構
成
に
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
民
族
浄
化
の
問
題
は
決
し
て
歴
史

的
な
事
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
一
世
紀
に

な
っ
て
も
世
界
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
民

族
・
宗
教
紛
争
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重

要
な
題
材
と
な
り
、
国
連
が
扱
う
難
民
問

題
な
ど
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
国
際
問
題
を
考

察
す
る
う
え
で
も
価
値
が
高
い
と
言
え
る
。

　

「
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
研
究
」
は
欧
米
で
は

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
以
後
、
つ
ま
り
第
二
次
世

界
大
戦
後
、
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
、
ま
た

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
内
戦
以
降
目
覚
ま
し

い
発
展
を
と
げ
て
き
た
。
欧
米
の
「
ジ
ェ

ネ
サ
イ
ド
研
究
」
は
本
書
で
は
直
接
扱
わ

れ
て
い
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
起
き

た
も
の
だ
け
で
な
く
、
ア
フ
リ
カ
の
ル
ワ

ン
ダ
や
ア
ジ
ア
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
ポ

ト
政
権
下
で
起
き
た
虐
殺
研
究
な
ど
地
理

的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
欧
米
の
植

民
地
支
配
の
研
究
と
あ
い
ま
っ
て
近
年
は

ま
す
ま
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
で
起
き
た
虐
殺

研
究
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
南
京

大
虐
殺
に
つ
い
て
も
日
本
や
ア
ジ
ア
の
研

究
者
だ
け
で
な
く
欧
米
の
研
究
者
に
よ
る

激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
「
ジ
ェ

ネ
サ
イ
ド
」
「
虐
殺
」
「
民
族
浄
化
」
と

い
う
三
つ
の
言
葉
は
本
来
異
な
る
意
味
を

持
つ
の
だ
が
、
最
近
の
こ
う
し
た
研
究
で

は
こ
の
三
つ
の
概
念
が
混
同
さ
れ
た
り
、

同
義
語
の
様
に
使
用
さ
れ
た
り
す
る
も
の

も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
英
語
で
書
か

れ
た
も
の
で
、
南
京
大
虐
殺
を
「
ジ
ェ
ネ

サ
イ
ド
」
と
表
現
す
る
も
の
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
「
虐
殺
」
と
「
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
」

の
概
念
を
混
同
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
ま

た
勿
論
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
セ
ン

セ
ン
シ
ョ
ー
ン
で
あ
り
一
般
読
者
の
関
心

を
引
く
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
学
術

的
な
価
値
は
低
い
も
の
で
あ
る
。
ナ
イ

マ
ー
ク
の
本
書
は
「
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
」
と

「
民
族
浄
化
」
の
概
念
を
区
別
し
て
お
り
、

ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
論
と
民
族
浄
化
論
を
再
検

討
し
再
定
義
し
た
点
で
学
問
的
価
値
が
大

変
高
い
と
言
え
る
。

　

本
書
の
翻
訳
者
・
解
説
者
で
あ
る
山
本

明
代
氏
の
解
説
を
一
部
引
用
す
る
と
、
民

族
浄
化
の
定
義
は
「
具
体
的
な
領
域
か
ら

あ
る
集
団
を
追
放
し
、
・
・
（
中
略
）
そ

の
目
的
は
、
あ
る
領
域
か
ら
異
質
な
民
族

集
団
、
宗
教
集
団
な
ど
の
社
会
集
団
を
追

放
・
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地

域
の
支
配
を
掌
握
す
る
行
為
」
と
な
る
。

一
方
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
の
定
義
は
「
あ
る
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
や
宗
教
集
団
、
民
族
集
団

の
全
員
か
そ
の
一
部
を
意
図
的
に
絶
滅
さ

れ
る
こ
と
」
と
あ
る
。

　

つ
ま
り
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
を
集
団
虐
殺
と

し
、
民
族
浄
化
は
あ
る
地
域
か
ら
特
定
の

集
団
を
一
掃
す
る
た
め
に
殺
人
、
差
別
、

暴
力
行
為
、
拷
問
、
レ
イ
プ
、
裁
判
を
伴

わ
な
い
処
刑
、
強
制
移
住
、
財
産
や
宗
教

施
設
の
没
収
や
破
壊
な
ど
の
手
段
で
、
住

民
を
追
い
出
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
過
程

で
起
こ
る
殺
害
が
や
が
て
民
族
浄
化
を
目

的
と
す
る
大
量
殺
人
や
集
団
虐
殺
と
な
り
、

民
族
浄
化
は
場
合
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ネ
サ
イ

ド
に
発
展
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ナ
イ
マ
ー
ク
の
主
張
す
る

「
民
族
浄
化
」
が
「
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
」
に

発
展
す
る
と
い
う
再
定
義
は
、
一
九
九
五

年
七
月
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ス
レ

ブ
ニ
ツ
ァ
で
起
こ
っ
た
セ
ル
ビ
ア
人
に

よ
る
ム
ス
リ
ム
人
約
八
〇
〇
〇
人
に

対
す
る
大
量
虐
殺
が
そ
の
事
例
と
な

り
、
従
来
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
の
様
な
「
あ
る
民
族
の
絶
滅

（Exterm
inate

）
」
を
目
的
と
し
た
集
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団
的
虐
殺
で
あ
る
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
の
定
義

を
大
き
く
変
え
、
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
の
用
語

の
よ
り
広
範
囲
な
適
用
が
為
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
う
。

　

以
下
に
本
書
を
章
ご
と
に
概
観
し
た
う

え
で
、
多
少
な
り
と
も
批
判
的
な
考
察
を

試
み
る
。

　

第
一
章
で
は
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ア
ル
メ
ニ

ア
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
と
し
て
、
現
在
の
ト

ル
コ
、
当
時
オ
ス
マ
ン
帝
国
支
配
下
に

あ
っ
て
少
数
派
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
へ
の
虐
殺
を
扱
っ
て
い

る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
数
百
年
続
い
た
長

い
治
世
の
間
、
一
七
～
一
八
世
紀
ま
で
は

イ
ス
ラ
ム
へ
の
改
宗
の
試
み
は
あ
っ
た
も

の
の
異
教
徒
へ
の
虐
殺
は
殆
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
十
九
世
紀
終
わ
り
の
近
代
国

家
の
覚
醒
に
よ
り
徐
々
に
キ
リ
ス
ト
教
徒

へ
の
排
斥
が
起
こ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦

勃
発
後
の
一
九
一
五
年
に
ア
ル
メ
ニ
ア
人

ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
が
起
こ
り
一
万
五
千
人
～

二
万
人
が
虐
殺
さ
れ
た
。
こ
れ
は
オ
ス
マ

ン
帝
国
が
形
骸
化
し
衰
弱
し
き
っ
た
帝
国

と
な
り
、
ロ
シ
ア
を
含
む
欧
米
列
強
と
の

キ
ャ
プ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
一
種
の

不
平
等
条
約
締
結
に
よ
る
半
植
民
地
化
的

な
支
配
に
対
す
る
怒
り
と
、
近
代
化
へ
の

目
覚
め
と
い
う
過
程
の
中
で
起
こ
っ
た
と

ナ
イ
マ
ー
ク
は
分
析
す
る
。
そ
し
て
そ
の

後
の
一
九
二
一
～
二
二
年
の
ギ
リ
シ
ア
・

ト
ル
コ
戦
争
後
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
と
し

て
、
国
際
連
盟
が
介
入
し
て
の
両
国
の
間

で
行
わ
れ
た
二
〇
〇
万
人
～
三
〇
〇
万
人

単
位
で
大
量
の
住
民
交
換
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
民
族
浄
化

の
過
程
で
は
あ
っ
た
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人

大
虐
殺
の
様
に
異
教
徒
と
の
混
住
が
招
く

可
能
性
が
あ
る
虐
殺
や
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
が

起
き
る
こ
と
へ
の
予
防
政
策
と
も
言
え
る

こ
と
か
ら
、
強
制
移
住
と
は
言
え
虐
殺
と

同
じ
レ
ベ
ル
で
扱
う
こ
と
に
は
疑
問
を
感

じ
た
。

　

第
二
章
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
ナ
チ
党

の
攻
撃
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

に
至
っ
た
ナ
チ
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
優

生
学
な
ど
の
人
種
的
な
ダ
ー
ウ
ニ
ズ
ム
に

つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
強
制
移
住
が
や

が
て
「
絶
滅
」
政
策
に
至
る
過
程
を
、
ナ

チ
ス
の
外
交
や
戦
争
と
関
連
付
け
て
論
じ

て
い
る
。
最
終
的
に
こ
の
章
で
は
前
章
で

扱
っ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
対
す
る
「
民
族

浄
化
」
が
最
終
段
階
に
入
る
と
ジ
ェ
ネ
サ

イ
ド
に
な
る
と
主
張
し
、
こ
の
二
つ
の
虐

殺
を
結
び
つ
け
る
試
み
を
行
う
が
、
や
は

り
そ
の
重
大
性
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い

と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
ソ
連
に
よ
る
チ
ェ
チ
ェ
ン

人
＝
イ
ン
グ
ー
シ
人
と
ク
リ
ミ
ア
・
タ

タ
ー
ル
人
の
追
放
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
体

制
下
の
ソ
連
で
行
わ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
イ

ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
と
ク

リ
ミ
ア
・
タ
タ
ー
ル
人
に
対
す
る
強
制
移

住
と
強
制
移
送
に
つ
い
て
扱
っ
て
お
り
、

民
族
浄
化
の
形
態
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
チ
ェ
コ
ス

ロ
バ
キ
ア
領
内
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
追
放

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
の
ド
イ
ツ
人
住
民
が
多
数
派
を
占

め
る
こ
と
を
口
実
と
し
て
ス
デ
ー
テ
ン
を

割
譲
し
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
へ
の
侵
攻

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
敗
戦

後
は
ド
イ
ツ
系
住
民
が
ド
イ
ツ
へ
強
制
移

住
さ
せ
ら
れ
た
事
例
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン

ド
で
も
ナ
チ
ス
か
ら
の
侵
略
を
受
け
た
こ

と
か
ら
ド
イ
ツ
系
住
民
の
追
放
と
い
う
類

似
し
た
政
策
が
行
わ
れ
た
事
例
を
扱
っ
て

い
る
。
ま
た
ソ
連
の
赤
軍
の
侵
攻
も
あ

る
の
で
、
ド
イ
ツ
対
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ

ア
、
ド
イ
ツ
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
単
純

な
問
題
で
も
な
く
、
共
産
化
す
る
過
程
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
と
い

う
複
雑
な
状
況
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
問
題
は
ド
イ
ツ
の
政
治
家
の
ブ
ラ
ン
ト

の
努
力
な
ど
に
よ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と

は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
チ
ェ
コ
と
は

一
九
九
七
年
に
和
解
が
成
立
し
た
。

　

そ
し
て
第
五
章
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
継

承
諸
国
の
戦
争
に
つ
い
て
で
あ
り
、
冷
戦

終
結
後
の
内
戦
の
歴
史
的
背
景
を
詳
し
く

説
明
し
、
そ
の
内
戦
の
過
程
、
特
に
ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
セ
ル
ビ
ア
人

が
ム
ス
リ
ム
系
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
ス

レ
プ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
に
つ
い
て
の
詳

細
な
記
述
で
あ
る
。
虐
殺
だ
け
で
な
く
、

「
レ
イ
プ
」
と
い
う
行
為
が
政
治
的
な
目

的
で
こ
の
民
族
集
団
を
強
制
移
動
さ
せ
る

民
族
浄
化
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と

を
説
明
し
て
い
る
。
特
に
ム
ス
リ
ム
で
は

宗
教
的
な
理
由
で
女
性
が
レ
イ
プ
の
被
害

を
受
け
る
と
、
被
害
者
で
あ
る
女
性
が
処

罰
を
受
け
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
確
信
犯

的
に
及
ん
だ
卑
劣
な
行
為
と
い
う
側
面
が

あ
り
、
さ
ら
に
レ
イ
プ
に
よ
っ
て
ム
ス
リ

ム
人
女
性
を
妊
娠
さ
せ
セ
ル
ビ
ア
人
の
赤

ん
坊
を
生
ま
せ
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
人
口

数
を
増
や
す
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
と
言

う
。
ク
ロ
ワ
チ
ア
人
に
よ
る
ム
ス
リ
ム
に

対
す
る
暴
力
に
も
言
及
し
、
最
終
的
に
コ

ソ
ボ
で
起
こ
っ
た
民
族
浄
化
に
つ
い
て
の

説
明
、
こ
の
紛
争
へ
の
「
人
道
的
介
入
」

と
言
わ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
投
入
と
空
爆

な
ど
に
よ
っ
て
紛
争
と
暴
力
は
徐
々
に
終

焉
に
向
か
っ
て
い
く
。

　

結
論
で
は
こ
れ
ら
五
つ
の
章
で
扱
わ
れ

た
民
族
浄
化
の
事
例
を
比
較
し
、
暴
力
、

戦
争
、
全
体
主
義
、
記
念
碑
と
記
憶
、
財

産
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
未
来
の
項
目
に
別
け

て
全
体
の
ま
と
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。
民

族
浄
化
や
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
な
ど
の
暴
力
は

戦
時
だ
け
で
な
く
平
時
に
も
起
き
、
と
り

わ
け
全
体
主
義
的
な
政
治
体
制
下
で
は
起

こ
り
や
す
い
。
こ
う
し
た
虐
殺
に
つ
い
て

は
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
歴
史
の
記
憶
と
し

て
留
め
ら
れ
る
こ
と
で
和
解
す
る
場
合
も

あ
る
が
、
憎
し
み
の
連
鎖
と
し
て
繰
り
返

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
民
族
浄
化
の
形
態

で
あ
る
強
制
移
住
は
、
財
産
の
没
収
や
レ

イ
プ
な
ど
を
手
段
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
止
め
る
た
め
に
も
国
際
社
会
の
介
入
の

必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　

次
に
百
瀬
亮
司
氏
に
よ
る
解
説
一
で
は
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紛
争
の
記
憶
と
い
う
呪
縛
と
し
て
民
族
浄

化
後
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
諸
国
の
状
況

を
述
べ
て
お
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
諸

国
の
特
に
独
立
後
の
コ
ソ
ボ
に
つ
い
て
は

事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
者
に
も
解
り
や
す

く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
セ
ル
ビ
ア
人
が

行
っ
た
民
族
浄
化
の
記
憶
が
憎
し
み
の
連

鎖
を
生
む
危
険
性
や
、
人
道
的
介
入
と
言

わ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
空
爆
を
問
い
直
し
、

こ
の
紛
争
が
き
っ
か
け
で
よ
り
整
備
さ
れ

た
国
際
司
法
裁
判
所
に
つ
い
て
の
説
明
と

そ
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い

る
。
最
後
に
多
元
社
会
再
生
に
向
け
た
多

民
族
国
家
の
構
築
の
可
能
性
を
示
唆
す
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
や
や
楽
観
視
し
過
ぎ
る
感
が
否

め
な
い
。

　

山
本
明
代
氏
に
よ
る
解
説
二
で
は
ジ
ェ

ネ
サ
イ
ド
研
究
の
現
状
と
課
題
と
題
し
て
、

ナ
イ
マ
ー
ク
の
本
書
を
非
常
に
高
く
評
価

す
る
が
、
全
て
の
点
に
お
い
て
賛
同
は
出

来
な
い
。
確
か
に
ス
レ
ブ
ニ
ツ
ァ
の
大
量

虐
殺
の
犯
罪
を
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
と
み
な
す

判
決
が
国
際
戦
犯
法
廷
で
下
さ
れ
た
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
民
族
浄
化
と
ジ
ェ
ネ
サ

イ
ド
は
別
け
て
定
義
す
る
必
要
を
感
じ
る
。

と
り
わ
け
強
制
移
住
は
民
族
浄
化
で
あ
り
、

ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し

こ
の
解
説
で
の
分
析
に
よ
る
と
民
族
浄
化

の
概
念
は
近
代
的
な
現
象
で
あ
り
、
十
九

世
紀
ま
で
の
虐
殺
と
は
根
本
的
に
異
な
る

と
い
う
指
摘
は
適
格
で
あ
る
。
つ
ま
り

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
か
ら
派
生
し
た
社

会
進
化
論
に
よ
る
人
種
主
義
、
近
代
国
民

国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
同
化
や
排
除
、
科
学
の
発
展
に
よ
る
鉄

道
に
よ
る
大
量
輸
送
、
武
器
、
メ
デ
ィ
ア
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
様
な
政
治
体
制
と
い
う
四

つ
の
点
の
指
摘
で
あ
る
。

　

し
か
し
ナ
イ
マ
ー
ク
の
分
析
の
甘
さ
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
の
終
わ
り

で
扱
わ
れ
た
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
で
行
わ
れ

た
ト
ル
コ
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
住
民
交
換
に

つ
い
て
だ
が
、
確
か
に
民
族
浄
化
の
政
策

で
あ
り
強
制
移
住
で
あ
る
限
り
暴
力
を
伴

わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
政
策
は
国
際
連
盟
が
介
入
し

て
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
新
た
な
る
大
量

虐
殺
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
た
国
際
的
条

約
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
行
わ
れ
な
け
れ

ば
ト
ル
コ
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
間
に
よ
り

悲
劇
的
な
大
量
虐
殺
が
起
こ
っ
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
ナ
イ
マ
ー
ク
が
本

著
の
終
章
の
最
後
で
、
大
量
虐
殺
や
ジ
ェ

ネ
サ
イ
ド
を
止
め
る
に
は
国
際
社
会
の
迅

速
な
行
動
の
必
要
性
を
主
張
し
て
お
り
、

完
璧
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
コ
ソ
ボ
へ

の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
介
入
は

必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
と

し
た
ら
小
さ
い
犠
牲
で
大
き
な
犠
牲
を
救

う
と
い
う
戦
略
が
働
く
わ
け
で
、
強
制
移

住
に
よ
る
犠
牲
と
大
虐
殺
や
ジ
ェ
ネ
サ
イ

ド
を
同
列
で
論
じ
る
の
に
は
問
題
が
あ
り
、

強
制
移
住
に
よ
る
大
量
虐
殺
や
ジ
ェ
ネ
サ

イ
ド
の
回
避
や
防
止
と
論
を
展
開
す
る
方

が
論
理
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
点
で
山
本
氏
の
民
族
浄
化
の
研
究
の
可

能
性
に
つ
い
て
の
解
説
で
の
、
レ
イ
プ
と

い
う
手
段
が
民
族
浄
化
の
手
段
と
し
て
有

効
な
も
の
で
あ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
視

点
を
入
れ
た
ナ
イ
マ
ー
ク
を
評
価
し
て
い

る
点
は
賛
同
出
来
る
が
、
最
後
の
と
こ
ろ

で
福
島
の
原
発
事
故
に
よ
る
強
制
移
住
の

話
を
関
連
付
け
る
の
に
は
や
や
無
理
が
あ

り
、
強
制
移
住
が
国
家
に
よ
る
暴
力
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
民
族
浄
化
で
は
な
い

し
、
ま
し
て
や
ジ
ェ
ネ
サ
イ
ド
で
も
な
い
。

　

以
上
細
か
い
点
で
の
批
判
は
あ
る
も
の

の
、
訳
者
が
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
様

に
二
〇
一
四
年
の
三
月
に
起
こ
っ
た
ク
ル

ミ
ア
半
島
の
ロ
シ
ア
へ
の
併
合
（
本
書
第

三
章
は
ク
ル
ミ
半
島
が
出
て
く
る
）
、
こ

れ
に
伴
っ
て
民
族
浄
化
が
起
こ
り
、
ロ
シ

ア
人
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
対
立
の
中
で
同

年
七
月
に
起
き
た
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
機
狙

撃
事
件
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
出
さ
れ
た

本
書
は
、
そ
の
タ
イ
ム
リ
ー
さ
も
手
伝
っ

て
、
現
在
も
世
界
の
ど
こ
か
で
起
こ
っ
て

い
る
民
族
浄
化
が
、
や
が
て
ジ
ェ
ネ
サ
イ

ド
に
発
展
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
こ

と
を
読
む
者
に
喚
起
さ
せ
る
重
要
な
一
冊
、

特
に
日
本
語
で
同
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
も
の

が
殆
ど
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
も
、
大
変

貴
重
な
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。


