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第
一
点
の
丸
山
眞
男
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
思
想
の
意
味
に
つ
い
て
で
す
。
私

は
丸
山
思
想
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
お
答
え
が
し
づ
ら
い
の
で
す
が
、
こ
の

間
、
丸
山
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
の
近
代
政
治
学
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
か
を
調

べ
る
中
で
非
常
に
興
味
深
い
と
思
っ
た
の
は
、
丸
山
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
流
の
近
代

政
治
学
の
本
を
読
ん
で
非
常
に
分
か
り
に
く
い
と
い
う
反
応
を
し
め
し
た
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
で
す
。
そ
れ
は
、
丸
山
さ
ん
が
親
し
ん
で
き
た
ド
イ
ツ
思
想
で
語

ら
れ
る
よ
う
な
体
系
性
や
歴
史
的
な
展
望
が
ア
メ
リ
カ
思
想
に
は
希
薄
で
あ
る
た

め
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
思
想
の
欠
点
と
す
る
受
け
止
め
方
が

日
本
で
は
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政

治
学
や
思
想
一
般
の
傾
向
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
が
根
強
く
存
在
す

る
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
現
実
生
活
の

な
か
で
思
想
が
ど
の
よ
う
な
効
用
を
も
つ
か
と
か
、
現
実
生
活
の
改
良
に
ど
う
役

立
つ
の
か
、
と
い
う
実
践
的
な
関
心
が
強
い
の
で
、
体
系
性
よ
り
は
実
用
性
を
重

視
す
る
傾
向
が
強
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
実
用
主
義
的
な
傾
向
は
戦

前
の
日
本
の
思
想
の
中
で
は
弱
か
っ
た
の
で
、
丸
山
さ
ん
も
だ
い
ぶ
戸
惑
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
他
方
で
、
丸
山
さ
ん
は
、
日
本
の
思
想
が
ド
イ
ツ
な
ど
を
中
心
と
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
輸
入
学
問
的
だ
と
い
う
点
を
批
判
し
、
日
本
の
現
実
に
根
ざ
し

た
思
想
に
作
り
変
え
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
現
実
社
会
で
の
思

想
の
実
用
性
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
流
の
思
想
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
丸
山
さ
ん
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
父
親
や
そ
の
友

人
の
長
谷
川
如
是
閑
の
影
響
で
ア
メ
リ
カ
の
大
衆
文
化
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も

関
心
を
も
っ
て
い
た
関
係
で
、
現
実
社
会
の
新
し
い
動
向
に
絶
え
ず
鋭
い
関
心
を

持
ち
続
け
て
い
た
点
に
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
接
点
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
戦
後
の
早
い
時
期
に
丸
山
さ
ん
が
鶴
見
俊
輔
な
ど
の
誘
い
を
受
け
て
、
知
米

丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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派
知
識
人
を
中
心
と
す
る
思
想
の
科
学
研
究
会
に
参
加
し
た
の
も
そ
の
せ
い
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
点
の
ア
メ
リ
カ
思
想
を
中
心
に
学
ん
だ
日
本
の
学
者
と
丸
山
さ
ん
と
の
違

い
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
世
代
差
の
問
題
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
戦
後
に

政
治
学
な
ど
の
研
究
を
始
め
た
世
代
の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
ア
メ
リ

カ
流
の
近
代
政
治
学
や
近
代
経
済
学
を
摂
取
し
て
帰
国
し
、
戦
後
の
日
本
で
ア
メ

リ
カ
流
の
近
代
諸
科
学
を
広
め
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。し
か
し
、

そ
の
近
代
諸
科
学
は
資
本
主
義
体
制
内
の
改
良
に
は
強
い
関
心
を
抱
き
ま
し
た

が
、
体
制
自
体
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
姿
勢
は
弱
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
丸
山
さ
ん
は
、
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
戦
後

も
歴
史
性
や
体
系
性
を
重
視
し
た
学
問
を
継
続
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
点
に

差
異
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
ア
メ
リ
カ
で

は
人
種
問
題
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
影
響
を
う
け
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
も
含
め

た
ラ
デ
ィ
カ
ル
諸
科
学
の
復
興
が
起
こ
っ
た
点
で
す
。日
本
史
研
究
の
分
野
で
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
を
取
り
い
れ
て
研
究
を
し
て
い
た
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
が

一
九
五
〇
年
代
の
赤
狩
り
時
代
に
は
無
視
さ
れ
て
い
た
の
に
、
一
九
六
〇
年
代
に

若
手
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
、
復
権
を
遂
げ

て
ゆ
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
自
殺
し
た
ノ
ー
マ
ン
に
対
す
る

丸
山
さ
ん
の
追
悼
文
の
英
訳
を
ア
メ
リ
カ
の
若
手
研
究
者
が
発
見
し
、
そ
れ
が
ア

メ
リ
カ
の
日
本
史
研
究
学
界
に
お
け
る
ノ
ー
マ
ン
復
権
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
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私
は
主
に
中
国
文
化
圏
で
の
丸
山
の
受
け
入
れ
方
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
翻
訳

書
に
つ
い
て
、台
湾
で
は
、先
に
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
八
〇
年
）
と
『
現
代
政
治
的
思
想
与
行
動
』（
台
湾
聯
経
出
版
、一
九
八
四
年
）

が
あ
り
ま
し
た
。
大
陸
で
は
、
私
が
翻
訳
し
た
丸
山
の
福
沢
論
『
福
沢
諭
吉
与
日

本
近
代
化
』（
学
林
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
が
最
初
で
、
こ
の
訳
著
は
後
に
『
日

本
近
代
思
想
家
福
沢
諭
吉
』
に
改
題
さ
れ
て
再
出
版
さ
れ
ま
し
た
（
世
界
知
識
出

版
社
、
一
九
九
七
年
）。
後
に
王
中
江
さ
ん
も
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
訳

し
て
出
版
し
ま
し
た
（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。
ま
た
私
と
劉
岳
兵
さ
ん
と

共
訳
し
た
『
日
本
的
思
想
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
訳
書
に
よ
っ
て
丸
山
真
男
が
人
々
の
視
野
に
入
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
丸
山

に
関
す
る
紹
介
や
論
述
も
少
数
な
が
ら
あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
孫
歌
さ
ん
が
言
っ

た
丸
山
の
「
ジ
レ
ン
マ
」（
両
難
）
説
が
広
く
伝
わ
り
、
一
つ
の
丸
山
イ
メ
ー
ジ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
実
は
静
か
な
中
で
、
人
々
は
丸
山
の
福
沢
論
を
よ
く
読
ん
で
い
ま
す
。

よ
り
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う
と
期
待
し
た
北
京
大
学
教
授
の
努
力
が
あ
っ
て

こ
そ
、『
福
沢
諭
吉
与
日
本
近
代
化
』
が
再
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
大
陸
で
は
非
常

に
多
く
の
人
が
読
ん
だ
に
違
い
な
い
で
す
。
台
湾
も
同
じ
で
、
二
〇
一
三
年
秋
私
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が
台
湾
を
訪
れ
た
時
、
あ
る
大
学
院
生
が
『
福
沢
諭
吉
与
日
本
近
代
化
』
を
手
に

持
っ
て
お
り
、
台
湾
大
学
図
書
館
か
ら
借
り
た
と
言
う
。
そ
の
本
は
長
い
年
月
を

経
た
古
本
の
よ
う
で
、手
に
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
濃
い
茶
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
こ
の
訳
著
は
売
り
切
れ
ま
し
た
が
、
電
子
版
が
あ
り
、
大
陸
と
台
湾
の
大
学
教

員
は
電
子
版
を
ネ
ッ
ト
か
ら
利
用
し
て
授
業
に
使
っ
て
い
る
と
言
う
。
本
の
内
容

に
つ
い
て
の
反
応
は
様
々
で
す
が
、
大
多
数
の
読
者
は
感
銘
を
受
け
て
高
く
評
価

し
ま
す
。
た
だ
し
福
沢
に
違
和
感
を
持
つ
読
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
福
沢
の

「
脱
亜
論
」
な
ど
の
ア
ジ
ア
論
へ
の
視
線
は
厳
し
く
、
こ
れ
は
福
沢
の
「
脱
亜
論
」

の
背
景
を
説
明
す
る
だ
け
で
解
消
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う

説
明
は
無
用
で
、福
沢
の
ア
ジ
ア
論
に
問
題
が
あ
る
と
人
々
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
福
沢
の
全
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
丸
山
の
福
沢
解
釈
を
通
じ
て
価
値
あ
る
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
福
沢
よ

り
丸
山
へ
の
関
心
が
高
い
よ
う
で
す
。『
日
本
的
思
想
』
は
出
版
さ
れ
て
数
カ
月
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
丸
山
の
徂
徠
学
研
究
は
大
陸
と
台
湾
の
学
界
に
と
っ
て
も
受
け

入
れ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
文
化
圏
の
研
究

者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
対
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
避
け
て
通
る
こ
と

が
で
き
な
い
重
要
な
存
在
で
す
。
今
、
研
究
者
は
伝
統
の
欠
陥
の
克
服
を
図
り
な

が
ら
、
伝
統
の
優
れ
た
要
素
を
救
出
し
よ
う
と
し
、
朱
子
学
を
思
想
的
検
討
の
重

要
な
対
象
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
丸
山
の
徂
徠
論
が
重
要
な
参
照
と
し
て

た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

丸
山
に
関
す
る
学
術
論
文
は
韓
国
ほ
ど
多
く
出
て
お
ら
ず
、
本
格
的
な
論
文
が

中
国
に
現
れ
た
と
思
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
私
見
で
は
、
丸
山
が
人
々
の
研
究
対

象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
々
自
分
自
身
の
思
考
に
導
入
さ
れ
、
問
題
意

識
を
共
有
し
あ
る
い
は
交
錯
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
意
味
で
、
丸
山
思
想
史
学
は
、
今
の
中
国
に
と
っ
て
一
つ
の
貴
重
な
知
的
資
源

だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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第
一
に
、
丸
山
に
お
い
て
植
民
地
朝
鮮
の
経
験
が
兵
隊
経
験
と
重
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
兵
隊
に
お
い
て
は
エ
リ
ー
ト
出
身
の
二
等
兵
で
あ
っ
た
た

め
、
上
官
か
ら
虐
め
ら
れ
る
弱
者
の
位
置
に
あ
る
が
、
植
民
地
の
人
々
か
ら
は
日

本
帝
国
の
兵
士
と
し
て
恐
怖
と
憎
悪
の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
、
被
害
者

と
加
害
者
と
し
て
の
両
面
性
を
こ
こ
で
経
験
し
た
と
思
わ
れ
る
。
丸
山
の
終
戦
直

後
の
論
文
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
に
登
場
す
る
「
抑
圧
移
譲
」、
即
ち

上
か
ら
加
わ
っ
た
抑
圧
を
下
の
も
の
に
移
譲
し
て
行
く
暴
力
的
な
秩
序
の
分
析
の

背
後
に
は
、
こ
の
経
験
か
ら
の
実
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
敵
と
味
方
の
区
分
に
政
治
的
な
る
も
の
の
本
質
を
規
定
す
る
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
政
治
観
が
丸
山
の
政
治
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
か
ら
考
え

る
と
、
朝
鮮
半
島
の
分
断
状
況
は
丸
山
政
治
学
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
非

常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
休
戦
状
態
の
ま
ま
成
り
立
っ
て
い
る
二
つ
の
国
家
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は
、
そ
の
国
家
の
正
当
性
が
敵
と
味
方
の
区
分
の
み
に
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
政
治
的
大
状
況
が
、
社
会
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
領

域
の
隅
々
ま
で
滲
透
し
、
各
領
域
に
お
い
て
本
来
は
独
立
的
で
あ
る
べ
き
価
値
の

問
題
を
決
定
す
る
「
政
治
化
」
が
非
常
に
顕
著
な
社
会
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
丸
山

の
分
析
枠
を
通
し
て
韓
国
と
日
本
を
比
較
す
る
こ
と
は
、ど
こ
ま
で
が
「
日
本
的
」

な
も
の
か
、
或
は
「
ア
ジ
ア
的
」
な
も
の
か
を
考
え
る
た
め
に
も
有
用
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
に
、「
国
籍
性
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
丸
山
が
膨
張
主
義
的
な
超
国
家

主
義
で
は
な
く
、
一
国
に
限
定
さ
れ
た
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
価
値
を
評
価

し
て
い
る
点
を
想
起
し
て
も
ら
い
た
い
。
個
々
の
自
律
的
な
構
成
員
た
ち
が
、
一

つ
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
の
中
で
共
同
体
を
形
成
し
、
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
丸

山
は
意
識
し
て
い
た
と
思
う
。
お
そ
ら
く
個
々
人
の
間
の
健
全
な
関
係
の
延
長
線

上
で
、
国
家
と
国
家
の
間
の
理
想
的
な
関
係
を
構
想
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
持
つ
政
治
的
価
値
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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