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表紙 ・アデレードにて 中 嶋嶺雄

j 太平洋岸のシドニーからインド洋に面したパースまで， 全 長 約

4000キロを績断するインディアン・パシフィック鉄道は，本来，

371'14日の汽車の旅であるのに，途中，ナラ パ一平原のただなかで

17時間も立往生し，バース lζ着いたのは 5日目の真佼中だ った。

バースの郡市美は定.wのあると乙ろだが，私は，帰途立ち寄った

南オース卜ラリアの州都アデレードの方が気に入った。秋空のもと，

市の中心を流れる トーレ ンス川 ILブラック ・スワンが遊ぶアデレー

ドは，芸術祭とワイン祭りで知られる都市であり， ど乙となくウィ

ーンにも似ている。市内を一定するライツ・ヴィジョンの丘でスケ

ッチしていると，小学生のー閉がやってきて私を取り阻み，引等の

友教g，liはveryimpressiveだとおIl.t辞をいってくれた。
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史
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未
来
』
第
五
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
ー
ー

中

嶋

嶺

雄

一
九
七

0
年
代
も
残
り
少
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
い
ま
か
ら
十
年
前
は
、
わ
が
国
で
大
学
紛
争
が
激
化
し
、
本
学
も
そ
の
深

刻
な
渦
中
に
陥
っ
て
い
た
と
と
を
想
う
と
、
歳
月
の
流
れ
は
急
で
あ
る
。

と
う
し
た
七

0
年
代
を
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
暫
く
の
時
聞
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
わ

が
国
の
ζ

の
十
年
間
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
疑
う
べ
く
も
な
い
大
き
な
特
徴
は
、
そ
の
著
し
い
国
際
化
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
国
際
化
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
身
が
陳
腐
に
恩
わ
れ
る
ほ
ど
、
乙
の
聞
の
変
化
は
大
き
か
っ
た
。
世
界

の
ど
乙
へ
行
っ
て
も
わ
が
国
の
製
品
が
溢
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
経
済
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
商
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
交
流
や
学
術

交
流
の
面
で
も
隔
世
の
感
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
乙
の
問
、
わ
が
国
に
は
懸
案
の
国
際
交
流
基
金
も
発
足
し
て
、
わ
ず
か
数
年
間
の

う
ち
に
』
呂
田
ロ
司
自
邑
ω安
当
の
名
は
、
世
界
各
国
の
学
界
や
文
化
界
で
大
き
な
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乙
れ
は
大
変

結
構
な
乙
と
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
拡
大
し
、
多
面
化
し
つ
つ
あ
る
国
際
化
状
況
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

-4ー

の
文
化
交
流
や
学
術
交
流
が
望
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
い
に
議
論
の
余
地
あ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。

今
回
は
、
私
自
身
、
学
術
交
流
の
任
を
負
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
滞
在
中
乙
の
文
章
を
記
す
と
と
に
な
っ
た
の
で
、
身
近
か
な

体
験
を
ま
ず
語
っ
て
み
た
い
。

乙
の
と
と
ろ
、
国
際
会
議
や
海
外
学
術
調
査
な
ど
で
年
に
三
、
四
回
は
外
国
出
張
の
機
会
に
出
会
う
私
に
と
っ
て
も
、
長
期
の
海

外
生
活
は
今
回
で
二
度
目
で
あ
る
。
前
回
は
香
港
に
一
年
半
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
外
務
省
特
別
研
究
員
と
し
て
総
領
事
館
と
い
う
、

い
わ
ば
日
本
入
社
会
に
半
分
身
を
お
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
は
状
況
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
私
が
現
在
所

属
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
現
代
中
国
セ
ン
タ
ー
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
研
究
の
国
際
的
な
中
心
の
一
つ
で
あ
り
、



そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
外
国
人
と
い
う
国
際
色
に
富
ん
だ

同

g
g
R
F
ω
n『

Hoo-o町
田

M
R
B
n
ω
g
e
g
の
な
か
の

研
究
機
関
で
あ
る
た
め
も
あ
っ
て
、
い
わ
ば
国
際
的
な
他
流
試
合
に
一
人
で
出
て
き
た
よ
う
な
日
常
が
私
の
周
辺
に
存
在
し
て
い
る
。

加
え
て
、
私
の
場
合
、
先
方
の
要
請
に
応
じ
て
国
際
交
流
基
金
が
日
本
語
・
日
本
文
化
も
し
く
は
日
本
研
究
以
外
の
分
野
で
長
期
の

人
物
交
流
と
し
て
派
遣
し
た
初
め
て
の
ケ
l
ス
と
か
で
、
と
ち
ら
で
の
勝
負
は
日
本
の
問
題
を
論
じ
た
り
、
講
じ
た
り
す
る
と
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
実
際
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
か
ら
私
に
招
鳴
が
あ
っ
た
と
き
当
初
は
、
客
員
教
授
と
し
て
私
の
専
門
分

野
を
毎
週
一
、
二
時
間
講
義
す
る
の
な
ら
、
準
備
は
大
変
で
あ
っ
て
も
、
日
本
で
の
多
忙
に
比
べ
れ
ば
時
聞
は
十
分
に
あ
ろ
う
し
、

自
分
の
英
語
力
の
修
練
の
場
と
し
て
も
絶
好
の
機
会
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
と
乙
ろ
が
、
と
ち
ら
の
河
内
諸
問
nvwFoo-
は、

い
わ
ば
研
究
所
兼
大
学
院
大
学
で
あ
っ
て
、
学
生
は
博
士
論
文
を
書
く
者
の
み
、
ス
タ
ッ
フ
は
、
わ
が
国
と
は
逆
に
、
学
部
で
講
義

を
も
た
ず
研
究
と
セ
ミ
ナ
ー
に
だ
け
専
念
で
き
る
ζ

と
に
大
い
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
も
滞
在
の
前
半
は
、
そ
れ
な

ら
研
究
に
専
念
で
き
る
も
の
と
長
年
の
懸
案
だ
っ
た
著
作
の
完
成
に
没
頭
し
た
が
、
滞
在
も
後
半
に
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ

て
き
た
@
私
自
身
が
パ
ネ
ル
を
組
織
し
た
り
、
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
を
し
た
り
(
も
ち
ろ
ん
英
文
の
ペ
ー
パ
ー
も
用
意
す
る
)
、
会
議

に
加
わ
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
程
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
代
中
国
セ
ン
タ
ー
(
ヘ
ッ
ド
は

-5ー

労
働
党
政
権
時
代
に
三
十
代
半
ば

K
し
て
初
代
中
国
大
使
に
抜
擢
さ
れ
た

S
・
フ
イ
ツ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
氏
)
は
、
セ
ン
タ
ー
と
い
っ

て
も
専
任
の
ス
タ
ッ
フ
は
現
在
、
客
員
教
授
と
し
て
米
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
立
大
か
ら
き
た
パ
リ
ス
・
チ
ャ
ン
氏
と
私
、
上
級
研

究
員
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
へ
プ
ラ
イ
大
学
か
ら
来
た

E
・
ジ
ョ
フ
ィ
助
教
授
が
い
る
の
み
で
、
あ
と
は
各
学
科
か
ら
多
数
の
メ
ン
バ
ー

が
参
加
す
る
機
能
的
な
活
動
集
固
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
自
分
が
主
宰
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
パ
ネ
ル
以
外
で
も
毎
週
何

回
も
聞
か
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
や
討
論
会
で
様
身
な
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
り
、
講
評
し
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
乙
へ

も
っ
て
き
て
、
国
際
色
豊
か
な
の
は
結
構
だ
が
、
と
き
に
は
特
異
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
英
語
に
加
え
て
、
な
か
に
は
さ
っ
ぱ
り
聞
き

と
れ
な
い
英
語
を
早
口
に
話
す
中
国
人
も
い
た
り
す
る
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
英
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
は
中
国
語
だ
け

で
い
い
し
、
中
国
入
学
者
は
英
語
だ
け
で
よ
い
の
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
学
者
は
英
語
と
中
国
語
の
二
つ
を
最
低
必
要
外
国
語
広
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
苛
立
つ
と
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
ひ
と
た
び
国
際
的
な
他
流
試
合
に
臨
ん
で
い
る
以
上
、



そ
ん
な
と
と
を
い
っ
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。

ζ

う
し
て
私
は
、
い
ま
連
日
狙
軍
省
闘
を
強
い
ら
れ
る
ハ
メ
に
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
だ
け
に
中
ソ
対
立
の
歴
史
的
考
察
に
か
ん
す
る
私
の
最
近
の
研
究
成
果
の
概
要
を
セ
ミ
ナ
ー
で
報
告
し
た
と
き
、
隣
の
部

屋
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
の
若
い
同
僚
な
ど
は
、
久
し
ぶ
り
に
強
い
知
的
刺
戟
を
受
け
た
と
い
っ
て
興
奮
し
て
い
る
の
に
は
、
私
も

い
さ
さ
か
意
を
強
く
し
た
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
通
し
て
い
え
る
中
間
的
な
結
論
の
一
つ
は
、
文
化
・
学
術
交
流
と
い
っ
て
も
日
本
側
が
先
方
か
ら
受

け
容
れ
る
と
と
に
専
念
し
て
い
た
時
代
、
特
殊
日
本
的
な
文
化
や
学
芸
を
輸
出
し
て
い
れ
ば
よ
い
時
代
、
そ
う
し
た
国
際
化
時
代
の

第
一
期
は
も
は
や
終
わ
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
文
化
交
流
に
し
て
も
学
術
交
流
に
し
て
も
、
そ
れ
が
異
文
化
問
交
流

(
吉
同
町
吋

g
-
E
E
-
a
n
E昂
g
)
で
あ
る
以
上
一
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
も
っ
と
そ
の
通
常
の
か
た
ち
の
成
果
を
輸
出
す
べ
き
だ

と
息
う
し
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
分
野
に
即
せ
ば
、
研
究
成
果
の
輸
出
に
際
し
て
言
語
の
障
壁
と
い
う
大
き
な
課
題
さ
え
克
服
す
れ
ば
、

研
究
水
準
に
お
い
て
は
決
し
て
ヒ
ケ
を
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
年
前
、
京
都
の
比
叡
山
で
聞
か
れ
た
「
戦
後
ア
ジ
ア
の
国
際
猿
境
」
一no 

に
か
ん
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
乙
の
分
野
で
は
初
め
て
の
国
際
学
術
交
流
の
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
乙
に
参
加
し
た
欧
米
の
第

一
線
の
学
者
は
、
日
本
側
の
研
究
水
準
の
高
さ
を
知
っ
て
一
様
に
驚
い
て
い
た
。

ζ

の
点
で
は
大
い
に
自
信
を
も
っ
て
よ
い
よ
う
に

恩
う
。と

乙
ろ
で
、
前
回
の
乙
の
欄
に
は
、
本
学
の
地
域
研
究
大
学
院
構
想
が
念
願
久
し
く
教
授
会
で
可
決
さ
れ
た
乙
と
を
記
し
た
。
幸

い
に
し
て
同
大
学
院
構
想
は
予
想
以
上
の
早
さ
で
現
実
化
し
、
昨
年
四
月
か
ら
発
足
し
て
、
来
春
に
は
本
学
か
ら
国
際
学
修
士
が
誕

生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
本
学
も
近
く
創
立
八
十
周
年
を
迎
え
る
が
、
そ
の
機
会
に
、
文
字
通
り
外
国
研
究
の
国
際
的
な
総
合
大
学
へ

と
大
き
く
飛
躍
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
乙
の
際
、
思
い
き
っ
て
「
外
語
」
と
い
う
と
の
伝
統
の
看
板
を
書
き
か
え
、
大
学
名
を
一
新

す
る
乙
と
が
先
決
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
期
以
来
、
わ
が
国
の
文
明
史
や
対
外
接
触
史
に
重
要
な
礎
と
な
っ
て
き
た
「
外

盆
巴
八
十
年
の
歴
史
は
、
乙
ζ

に
一
つ
の
幕
を
閉
じ
、
二
十
一
世
紀
に
向
っ
て
、
新
し
く
広
く
世
界
を
展
望
し
直
す
べ
き
と
き
で
は

な

か

ろ

う

か

。

(

キ

ャ

ン

ベ

ラ

に

て

、

一
九
七
八
年
八
月
四
日
)
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中
国
研
究
四

O
年

の

回

顧

一
九
=
二
年
九
月
、
満
州
事
変
が
始
ま
っ
た
頃
、
私
は
中
学
の
四
年
生
で
、

戦
場
に
赴
く
兵
士
た
ち
を
、
何
回
と
な
く
字
品
港
に
見
送
っ
た
。
そ
の
当
時
、

反
戦
運
動
も
身
近
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
多
感
な
少
年
は
何
か
本
質
的
な

考
え
方
を
つ
か
み
た
い
と
恩
い
、
政
治
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
学

を
出
て
四
十
年
、

ζ

の
波
測
に
富
ん
だ
時
代
を
、
と
に
も
か
く
に
も
走
り
つ
づ

ザ
て
来
た
。
一
九
七
七
年
九
月
、
広
島
大
学
教
授
を
辞
任
す
る
に
当
り
、
在
職

中
に
発
表
し
た
も
の
を
整
理
し
て
み
る
と
、
目
録
だ
け
で
五

0
ペ
ー
ジ
に
な
っ

た
。
む
ろ
ん
不
十
分
な
仕
事
ば
か
り
で
、
満
足
の
い
く
業
績
は
皆
無
で
あ
る
。

あ
れ
乙
れ
と
領
域
を
拡
げ
す
ぎ
た
為
に
、
ど
の
テ
!
?
も
食
い
さ
し
に
な
っ
て

し
ま
い
、
何
一
つ
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
乙
の
変
動
期
に
、
中
国
の

基
本
問
題
を
真
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
乍
ら
、
後
か
ら
み
て
恥
か
し
い
思
い
を
す

る
論
文
は
一
編
も
出
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
せ
め
て
も
の
救
い
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
大
学
新
聞
の
一
九
四
五
年
八
月
廿
一
日
号
に
、
私
は
「
資
料
学
へ
の

洗
潜
」
と
い
う
学
界
時
評
を
出
し
て
い
る
。
実
は
と
の
原
稿
は
周
年
三
月
頃
、

新
聞
社
の
依
頼
で
書
い
た
も
の
で
、
社
は
そ
れ
を
ボ
ツ
に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、

今

堀

二
(
広
島
女
子
大
学
学
長
)

誠

敗
戦
の
結
果
、
乙
の
「
不
穏
」
な
原
稿
が
よ
み
が
え
っ
て
、
日
の
目
を
み
た
わ

け
で
あ
る
。
戦
争
中
書
か
れ
た
ζ

の
原
稿
は
、
郭
沫
若
氏
ら
の
著
書
ゃ
、
満
鉄

調
査
部
事
件
で
獄
死
し
た
新
庄
窓
光
氏
ら
の
業
績
に
高
い
評
価
を
あ
た
え
、
ア

メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
研
究
を
も
引
用
し
た
上
で
、
日
本
の
支
那
学
は
封
建
制
の
遺

物
だ
と
批
判
し
、
中
国
研
究
は
「
変
動
し
苦
悩
す
る
現
実
の
中
国
社
会
に
対
す

る
、
真
に
苦
痛
に
み
ち
た
」
連
待
を
持
っ
と
と
が
必
要
だ
と
言
っ
て
、
「
封
建

社
会
と
共
に
亡
ん
だ
支
那
学
、
資
本
主
義
社
会
と
共
に
没
落
し
た
近
代
科
学
を

も
っ
て
、
豊
か
な
肥
料
と
し
、
新
文
化
の
一
翼
た
る
べ
き
、
中
国
社
会
の
理
論
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構
成
へ
の
、
夢
多
き
志
向
の
た
め
に
、
資
料
学
に
沈
潜
す
る
と
と
を
、
世
代
は

わ
れ
わ
れ
に
要
求
し
て
い
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
私
の
戦
時
下
へ
の
提

言
だ
っ
た
の
だ
が
、
は
か
ら
ず
も
戦
後
へ
の
助
言
と
し
て
、
活
用
さ
れ
る
結
果

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
九
月
十
目
、
毛
沢
東
氏
死
去
の
翌
日
、
「
毛
沢
東
論
」
を
サ
ン

ケ
イ
に
出
し
た
が
、

ζ

れ
は
何
と
七
年
前
に
渡
し
で
あ
っ
た
代
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
も
毛
沢
東
死
亡
説
が
流
れ
、
サ
ン
ケ
イ
は
万
一
に
備
え
て
拙
稿
を
求
め

た
。
私
は
死
亡
し
て
い
な
い
乙
と
を
主
張
し
た
上
で
、
原
稿
を
渡
し
た
が
、
そ



れ
が
七
年
後
に
掲
載
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
の
時
評
に
は
九
金
大
会

以
降
の
ζ

と
に
は
全
く
論
及
し
て
い
な
い
が
、
毛
沢
東
神
話
の
任
務
と
限
界
を

解
説
し
た
と
の
小
稿
は
、
当
時
は
も
と
よ
り
、
四
人
組
批
判
の
後
に
お
い
て
も
、

毛
沢
東
論
と
し
て
、
十
分
に
適
用
す
る
と
信
じ
て
い
る
。

私
の
論
箸
は
、
以
上
に
限
ら
ず
、
時
代
を
越
え
て
、
適
用
す
る
と
思
っ
て
い

る
が
、
国
境
を
越
え
て
適
用
し
た
と
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
7

ラ
ヤ
の
華
僑
社

会
」
は
、
一
九
六
六
年
以
来
、
一
二
度
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
現
地
調
査
の
成
果
を

ま
と
め
た
小
著
で
あ
る
。
調
査
当
時
、
現
地
で
は
戦
争
中
の
「
血
債
」
を
、
日

本
に
要
求
す
る
運
動
で
、
わ
き
か
え
っ
て
い
た
。

小
著
は
、
調
査
日
数
が
三
回
を
通
算
し
て
二
十
日
間
に
足
り
ず
、E

現
状
分
析
が

甘
く
、
農
村
と
の
関
係
を
欠
落
さ
す
な
ど
、
弱
点
の
多
い
著
書
で
あ
る
。
し
か

も
出
版
を
引
受
け
ら
れ
た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
、
活
版
に
組
ま
な
い
で
、
タ

イ
プ
印
刷
に
し
た
為
、
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
続
出
と
な
り
、
ま
と
と
に
惨
臓
た
る
著

書
と
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
警
が
公
刊
さ
れ
た
翌
一
九
七
四
年
に
は
、

劉
果
因
氏
訳
の
「
馬
来
車
華
人
社
会
」
が
、
引
用
資
料
を
す
べ
て
原
材
料
に
あ

た
っ
て
修
正
し
た
上
、
出
版
さ
れ
た
。
小
著
は
今
日
ま
で
、
日
本
の
学
界
で
は

黙
殺
さ
れ
て
い
る
が
、
劉
氏
の
訳
書
に
対
し
て
は
マ
レ

l
シ
ヤ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
新
聞
・
雑
誌
が
一
斉
に
書
評
を
出
し
、
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
拙

著
の
弱
点
は
私
自
身
、
大
い

K
反
省
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
現
地
に
お
い
て

ζ

う
し
た
評
価
を
得
た
と
と
に
対
し
、
喜
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

私
が
と
に
も
か
く
に
も
時
代
を
越
え
、
国
境
を
越
え
て
、
適
用
す
る
論
理
を

用
意
で
き
た
の
は
、
も
の
ど
と
の
本
質
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
し
私
が
、
時
流
に
乗
っ
た
発
号
一
回
を
し
て
い
た
ら
、
敗
戦
と
か
文
革
と
か
、
‘

あ
る
い
は
7

レ
1
シ
ヤ
の
対
日
血
償
要
求
の
様
な
大
き
い
変
動
を
、
乗
り
越
え

る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
持
に
、
も
し
時
代
と
は
無
縁
に
、

歴
史
の
本
質
を
般
れ
て
、
徒
ら
に
無
用
の
考
証
に
ふ
け
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
日

本
の
敗
戦
と
か
毛
沢
東
の
死
、
な
い
し
は
発
達
途
上
国
と
の
友
好
関
係
等
と
言

っ
た
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
全
く
発
言
で
き
な
い
ま
ま
で
終
り
、
私
は
「
御

苦
労
様
」
と
し
か
言
い
様
の
な
い
、
ム
ダ
な
仕
事
を
つ
づ
け
て
い
た
と
と
に
な

ろ
う
。戦

争
中
の
日
本
は
、
研
究
の
自
由
な
ど
全
く
な
い
、
暗
黒
の
時
代
だ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
事
実
だ
が
、
私
は
そ
う
し
た
時
期
に
お
い
て

も
、
研
究
者
は
そ
の
責
任
を
回
避
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
乙
の
時

期
に
お
い
て
、
日
本
人
と
し
て
何
を
研
究
す
べ
き
か
、
本
質
的
な
テ
1
7
は
何

か
、
そ
れ
は
ど
う
し
た
ら
、
暗
黒
時
代
に
お
い
て
も
研
究
で
き
る
の
か
を
、
思

い
つ
め
た
気
持
で
、
暮
し
て
い
た
。
重
慶
や
延
安
に
い
る
良
心
的
な
中
国
人
か

ら
も
、
敬
服
さ
れ
る
よ
う
な
研
究
を
し
た
い
。
ま
た
後
世
の
日
本
人
か
ら
は
、

戦
争
中
に
も
立
派
な
研
究
者
が
い
た
と
思
っ
て
も
ら
え
る
様
な
業
綾
を
残
し
て

死
に
た
い
。
私
自
身
が
い
つ
軍
隊
に
召
集
さ
れ
、
戦
場
に
か
り
出
さ
れ
る
か
分

ら
な
い
が
、
そ
の
時
が
来
る
ま
で
、
い
く
ら
も
残
っ
て
い
な
い
時
聞
を
、
ど
の

様
に
使
っ
た
ら
い
い
の
か
。
明
日
は
ど
う
な
ろ
う
と
、
今
日
は
乙
れ
以
上
有
益

な
時
間
の
使
い
方
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
様
な
、
そ
ん
な
毎
日
を
送
ら
ね
ば
と

痛
切
に
思
っ
て
い
た
。
私
の
脳
裏
に
あ
っ
た
、
目
標
と
す
べ
き
人
聞
が
、
ス
ノ

ー
で
あ
っ
た
。

エ
ド
ガ
l
・
ス
ノ
ー
は
、
中
国
の
貧
困
に
お
ど
ろ
き
、
そ
の
原
因
は
帝
国
主

義
と
封
建
制
に
あ
る
と
恩
っ
た
。
同
時
に
、
乙
れ
を
克
服
す
る
道
が
、
侠
北
の
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解
放
区
に
お
い
て
模
索
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
乙
の
地
区
に
入
っ
て
調
査
し
た

上
で
、
「
中
国
の
赤
い
星
」
(
一
九
三
八
年
刊
〉
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
今
日

の
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
事
実
の
究
明
に
原
史
料
を
使
っ
て
い
な
い
な
ど
、
赤
い

星
に
も
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
当
時
と
し
て
は
、
中
国
の
本
質
を
遂
っ
て
中
共

に
着
目
し
た
そ
の
見
識
と
、
蒋
介
石
軍
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
て
い
た
乙
の
地
区

に
入
ろ
う
と
い
う
勇
気
、
と
の
不
可
能
に
近
い
潜
入
を
見
事
に
や
り
と
げ
た
力

量
に
対
し
、
全
幅
の
敬
意
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
大
学
を
出
て
北
京
に
留
学
し
た
の
は
一
九
三
九
年
で
あ
る
が
、
そ
ζ

で

ま
ず
目
覚
め
た
の
は
、
中
国
人
の
人
間
性
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
っ
た
。
私
が
肺

炎
を
病
ん
で
入
院
し
て
い
た
と
き
、
陳
維
康
氏
の
夫
人
は
、
四
十
五
日
間
、
一
二

食
と
も
特
別
の
料
理
を
作
っ
て
、
女
中
さ
ん
に
運
ば
せ
、
健
康
の
回
復
を
助
け

て
く
れ
た
。
や
が
て
私
は
し
ば
ら
く
陳
氏
宅
に
寄
宿
す
る
と
と
に
な
る
が
、
そ

の
家
の
中
で
は
夫
人
が
絶
大
な
カ
を
も
っ
て
い
る
と
と
を
知
っ
て
篤
い
た
。
陳

君
は
私
の
大
学
の
同
級
生
で
、
民
衆
を
大
切
に
す
る
考
え
方
か
ら
、
臨
検
県
の

知
事
に
な
っ
て
い
た
が
、
夫
人
は
病
院
や
土
地
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
大
金

持
で
、
陳
宅
の
家
計
は
主
と
し
て
夫
人
の
財
産
収
入
で
賄
わ
れ
て
い
た
。
夫
人

の
地
位
は
、
財
産
か
ら
来
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
教
養
な
り
手
腕
な
り
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
人
は
東
京
女
子
医
専
出
身
の
医
師
で
、
私
の
特
別
食
も

女
医
と
し
て
の
知
識
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
劇
を
愛
し
、
名

優
の
舞
台
を
よ
く
見
て
い
た
し
、
彼
ら
と
の
個
人
的
な
つ
き
あ
い
も
深
か
っ
た
。

ま
た
夫
人
は
、
彼
女
の
兄
弟
を
重
慶
政
府
の
空
軍
将
校
や
、
辺
区
政
府
の
高
官

に
送
り
込
ん
で
い
た
。
中
国
の
将
来
が
ど
う
な
ろ
う
と
、
陳
家
の
将
来
は
安
泰

だ
と
い
う
見
透
し
で
あ
っ
た
。
日
本
の
敗
戦
に
際
し
、
陳
君
は
人
民
裁
判
に
か

け
ら
れ
た
が
、
一
人
と
し
て
有
罪
を
証
言
す
る
者
が
な
く
、
見
事
に
無
罪
釈
放

を
か
ち
と
っ
た
。
そ
れ
も
、
す
べ
て
戦
争
中
に
周
到
に
用
意
さ
れ
た
配
慮
の
賜

で
あ
っ
た
。
陳
君
は
政
治
家
と
し
て
、
民
衆
の
為
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
努
力
を

つ
づ
け
、
私
財
を
投
じ
て
慈
善
事
業
や
社
会
福
祉
に
つ
く
し
て
い
た
。
彼
は
毎

日
、
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ニ

1
で
貧
困
な
人
の
た
め
に
米
一
升
の
入
っ
た
袋
を
二
百
人

分
、
配
っ
て
い
た
が
、
一
升
あ
れ
ば
少
く
と
も
飢
死
を
免
れ
る
乙
と
が
出
来
た

の
で
あ
る
。
中
共
と
し
て
も
、
日
本
軍
占
領
下
の
県
知
事
の
中
に
、
乙
う
し
た

立
派
な
人
物
が
い
る
乙
と
に
驚
き
、
中
共
政
府
へ
の
参
加
を
求
め
て
や
ま
な
か

っ
た
が
、
「
日
本
に
協
力
し
た
も
の
は
野
に
降
る
べ
き
だ
」
と
云
っ
て
、
郷
里

に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
乙
の
様
な
す
ぐ
れ
た
友
人
に
恵
ま
れ
た
だ
け
で
な
く
、
非
常
勤
講
師
と

し
て
つ
と
め
て
い
た
北
京
師
範
大
学
の
学
生
諸
君
を
通
じ
て
、
多
く
の
乙
と
を

学
ん
だ
。
乙
の
大
学
は
、
す
ベ
・
て
の
学
費
を
免
除
し
、
寮
に
入
れ
ば
食
費
も
タ

ダ
だ
っ
た
か
ら
、
貧
し
い
家
庭
の
青
年
が
多
か
っ
た
。
寮
に
は
、
共
産
党
の
組

織
も
あ
っ
て
、
延
安
と
の
聞
を
往
復
し
て
い
る
人
も
い
た
。
女
子
学
生
が
た
く

ま
し
い
の
に
驚
い
た
。
寮
の
中
で
、
徹
夜
で
論
議
し
た
り
し
た
が
、
毛
沢
東
へ

の
評
価
は
高
か
っ
た
。

私
は
中
国
社
会
の
軸
と
な
る
も
の
は
、
家
・
村
・
ギ
ル
ド
、
お
よ
び
政
治
権

力
な
ど
に
流
れ
る
、
封
建
体
制
に
あ
る
と
考
え
た
。
む
ろ
ん
、
帝
国
主
義
の
支

配
の
面
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
と
の
フ
レ
ー
ム
は
、
ス
ノ

ー
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ス
ノ
!
と
違
っ
て
、
乙
れ
を
学
問
的
に
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。
そ
乙
へ
仁
井
田
隆
先
生
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

私
は
自
分
の
考
え
方
を
卒
直
に
話
し
、
先
生
の
教
を
乞
う
た
。
先
生
は
、

7
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ク
ス
主
義
的
な
発
想
に
は
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
歴
史
学
に
つ
い
て
も
、

法
則
性
も
、
固
有
の
研
究
法
も
持
た
な
い
「
学
問
」
は
、
学
問
と
は
言
え
な
い

と
酷
評
さ
れ
た
。
法
学
に
は
法
体
系
が
あ
り
、
「
一
本
づ
り
」
「
は
え
な
わ
」

「
底
び
き
あ
み
」
の
様
な
、
固
有
の
研
究
法
を
も
っ
て
い
る
が
、
歴
史
学
者
は

乙
う
し
た
方
法
を
持
っ
と
と
が
、
す
な
わ
ち
「
偏
向
」
の
原
因
だ
と
い
っ
て
、

手
ぶ
ら
で
海
に
入
り
、
魚
を
手
づ
か
み
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
乙
れ
で
は
ど

う
し
ょ
う
も
な
い
と
言
わ
れ
た
り
し
た
。
私
は
仁
井
田
先
生
の
高
教
か
ら
、
実

に
多
く
の
も
の
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
の
考
え
方
を
育
て
て
い
っ
た
。

私
は
思
っ
た
。
中
国
が
封
建
制
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
何
よ

り
も
家
族
制
度
の
中
に
そ
の
核
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
同
時
に
、
中
国
を
解
放

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ま
た
、
家
族
制
度
の
中
か
ら
検
出
で
き
る
に
違
い
な
い
と
。

家
族
制
度
の
研
究
は
、
仁
井
田
博
士
の
指
導
を
仰
い
で
、
い
ち
早
く
始
め
ら

れ
た
。
文
学
作
品
と
く
に
小
説
や
、
家
訓
・
家
譜
・
族
譜
を
使
う
と
と
は
、
博

士
の
お
家
芸
で
あ
っ
た
。
私
は
尺
願
書
の
中
に
、
手
紙
だ
け
で
な
く
、
文
書
の

雛
形
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
そ
の
蒐
集
に
つ
と
め
た
。
私
文

書
、
と
く
に
土
地
や
家
屋
の
売
買
文
書
も
数
百
点
入
手
し
た
が
、
乙
れ
が
家
長

お
よ
び
家
族
が
、
家
産
に
対
し
て
ど
ん
な
権
利
を
も
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
キ

メ
手
と
な
っ
た
。
乙
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
家
族
制
度
の
中
に
は
、
一
面
で

は
家
父
長
専
制
が
貫
徹
し
て
お
り
、
家
長
は
家
族
を
売
っ
た
り
質
入
れ
す
る
権

利
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
他
面
で
は
家
産
共
同
体
が
成
立
し
て
お
り
、
夫
婦

・
父
子
・
叔
姪
が
そ
れ
ぞ
れ
共
産
関
係
に
あ
り
、
家
産
の
処
分
に
は
こ
れ
ら
の

共
産
親
の
合
意
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
乙
の
よ
う
な
家

族
制
度
は
、
ア
ジ
ア
的
農
業
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
、
家
族
を
苛
酷

な
農
作
業
に
駆
り
出
す
た
め
に
は
、
家
長
の
命
令
権
が
絶
対
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
同
時
に
ア
ジ
ア
的
農
業
は
、
高
度
な
集
約
性
を
前
提
と
す
る
が
、
乙
れ

に
は
、
家
族
の
労
働
へ
の
熱
意
が
必
要
で
あ
る
。
家
族
制
度
は
、
共
同
体
に
よ

っ
て
、
日
常
生
活
の
上
で
も
、
財
産
権
の
面
で
も
、
全
員
を
平
等
に
扱
う
乙
と

で
、
労
働
生
産
性
を
高
め
た
の
で
あ
っ
た
。
家
族
は
家
長
に
対
し
て
、
奴
隷
的

に
服
従
し
な
が
ら
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
は
家
の
主
体
と
し
て
の
地
位
を
与

え
ら
れ
、
家
す
な
わ
ち
家
長
に
対
し
、
恭
順
H
進
ん
で
協
力
す
る
態
度
を
、
と

る
乙
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

中
国
の
家
族
制
度
は
、
家
父
長
専
制
の
故
に
、
王
朝
や
軍
閥
な
ど
専
政
権
力

の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
家
が
、
家
族
員
の
生
活
を
保
護
で
き
な
い

事
態
に
な
れ
ば
、
家
長
の
権
力
は
後
退
し
、
家
産
共
同
体
が
表
面
に
お
し
出
さ

れ
て
、
平
等
な
家
族
関
係
が
家
の
支
柱
と
な
っ
た
。
乙
の
共
同
体
は
、
民
本
主

義
に
基
く
、
新
し
い
権
力
に
結
び
つ
く
ζ

と
も
あ
っ
た
が
、
少
く
と
も
専
政
王

朝
の
基
盤
を
崩
し
て
政
権
を
交
代
さ
す
原
因
と
な
っ
た
。
家
族
制
度
の
も
つ
二

面
性
が
、
王
朝
を
安
定
さ
す
上
に
も
、
そ
れ
を
崩
壊
さ
す
乙
と
に
も
、
貢
献
し

た
わ
け
で
、
中
華
民
国
の
歴
史
を
解
く
カ
ギ
の
一
つ
は
、

ζ

の
あ
た
り
に
あ
っ

た。
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も
っ
と
も
家
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
権
力
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
中
間
的

社
会
集
団
が
媒
介
役
を
買
っ
て
い
た
。
私
は
仁
井
田
博
士
の
指
導
の
下
で
、
ギ

ル
ド
調
査
に
従
っ
た
が
、
や
が
て
乙
れ
を
若
干
拡
大
し
て
、
同
郷
団
体
・
同
族

団
体
・
宗
教
団
体
・
隣
保
団
体
・
世
田
善
団
体
・
会
党
・
女
系
親
族
・
同
業
団
体

・
同
窓
団
体
そ
の
他
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
中
間
的
社
会
集
団
の
調
査
に
手
を
染

め
る
と
と
に
な
っ
た
。
調
査
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
社
会
集
団
の
発
行
し
た
文



献
や
、
そ
の
事
務
所
に
あ
る
碑
文
な
ど
を
精
査
す
る
と
と
は
、
仁
井
田
博
士
か

ら
学
ん
だ
。
し
か
し
、
何
十
と
い
う
村
・
鎮
・
県
城
・
大
都
市
、
お
よ
び
乙
れ

ら
を
結
ぶ
交
通
網
上
の
駅
姑
や
港
町
を
、
点
ま
た
は
線
と
し
て
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
面
と
し
て
と
ら
え
、
総
合
的
・
体
系
的
に
調
査
す
る
と
と
で
、
博
士

か
ら
も
喜
ん
で
頂
い
た
。
更
に
と
れ
ら
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
華
僑
集
団
を
調

査
し
た
乙
と
も
、
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
。

中
間
的
社
会
集
団
は
、
家
族
を
基
礎
単
位
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
が

家
父
長
専
制
と
共
同
体
の
組
合
せ
で
出
来
て
い
る
の
は
当
然
だ
が
、
一
面
、
政

権
の
末
端
機
構
で
あ
り
、
政
権
と
取
引
し
て
、
政
権
と
の
聞
に
持
ち
つ
持
た
れ

つ
の
関
係
を
設
定
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
村
と
ギ
ル
ド
が
基
幹
と
な
っ
て
、

民
衆
の
カ
を
結
集
す
る
と
共
に
、
政
府
の
代
弁
者
と
し
て
、
社
会
と
政
治
の
結

節
点
と
な
っ
て
い
た
。

，
村
と
ギ
ル
ド
は
、
土
地
ま
た
は
商
業
資
本
の
所
有
者
の
専
制
機
構
だ
っ
た
が
、

そ
の
支
配
権
は
、
す
べ
て
の
農
民
や
商
工
業
者
の
構
成
す
る
共
同
体
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
共
同
体
的
強
制
力
の
支
援
で
、
デ
フ
ァ
ク
ト
の

カ
を
持
ち
得
た
の
で
あ
っ
た
。
村
や
ギ
ル
ド
は
、
行
政
力
だ
け
で
な
く
、
嘗
察

・
裁
判
・
軍
隊
な
ど
の
強
制
力
も
持
っ
て
い
た
が
、
例
え
ば
村
内
で
起
っ
た
民

事
・
・
刑
事
の
諸
事
件
に
し
て
も
、
村
の
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る
の
が
民
衆
の
錠

で
あ
っ
て
、

ζ

れ
に
は
共
同
体
強
制
カ
が
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
。
税
金
に

し
て
も
、
共
同
体
が
ノ
!
と
言
う
限
り
、
政
府
は
ζ

れ
を
あ
つ
め
る
乙
と
が
困

難
で
あ
っ
た
。
ギ
ル
ド
は
村
落
の
慣
習
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
。

私
は
と
う
し
た
論
点
を
、
「
中
国
の
社
会
構
造
」
「
中
国
封
建
社
会
の
機
構
」

な
ど
の
著
書
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
学
界
か
ら
は
中
国
革
命
へ
の
展
望
が

な
く
、
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
に
く
み
す
る
も
の
だ
と
言
う
批
判
を
う
け
た
。
私
は

「
東
洋
社
会
経
済
史
序
説
」
や
「
清
代
に
お
け
る
農
村
機
構
の
近
代
化
に
つ
い

て
」
(
歴
史
学
研
究
一
九
一

t
九
二
号
〉
な
ど
で
と
れ
に
反
撃
し
た
が
、
多
く

の
人
の
支
持
を
受
け
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

戦
時
中
に
お
け
る
私
の
研
究
が
、
当
時
、
革
命
対
象
だ
っ
た
封
建
制
に
向
け

ら
れ
て
い
た
の
は
事
実
だ
が
、
乙
れ
を
う
ち
倒
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
草
の
根
を

分
け
て
で
も
捜
す
と
と
に
、
ね
ら
い
を
つ
け
て
い
た
わ
け
で
、
そ
乙
に
私
の
姿

勢
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ど
の
村
に
も
農
民
団
体
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
功
過

格
」
に
基
い
て
、
村
の
宗
教
や
祭
典
を
盛
ん
に
す
る
と
と
を
目
的
に
し
て
い
た
。

ギ
ル
ド
の
内
部
に
は
下
部
団
体
と
し
て
平
職
人
ギ
ル
ド
が
あ
り
、
祖
師
信
仰
と

徒
弟
制
度
の
堅
持
を
目
的
と
し
て
い
た
。
乙
れ
ら
は
元
来
、
村
や
ギ
ル
ド
の
傘

下
の
団
体
で
、
そ
の
支
持
団
体
と
も
号
一
-P
え
た
。
し
か
し
小
商
品
生
産
段
階
に
な

る
と
、
農
民
や
職
人
の
生
活
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
、
と
れ
ら
の
団
体

は
宗
教
に
借
口
し
て
団
結
を
固
め
、
小
作
料
や
高
利
貸
の
利
息
の
引
下
げ
、
賃

金
の
引
上
げ
や
労
働
条
件
の
改
善
な
ど
を
、
村
や
ギ
ル
ド
に
要
求
す
る
様
に
な

っ
た
。
更
に
進
ん
で
村
の
指
導
権
を
事
い
、
村
や
ギ
ル
ド
を
農
民
共
同
体
、
職

-11-

人
共
同
体
に
模
様
が
え
す
る
傾
向
さ
え
見
せ
始
め
た
。
封
建
制
を
崩
す
も
の
は
、

村
や
ギ
ル
ド
の
内
部
に
あ
る
、
小
商
品
生
産
者
の
社
会
集
団
で
あ
り
、
郵
茂
七

・
李
自
成
・
洪
秀
全
ら
が
、

ζ

の
変
革
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
彼
ら

が
目
ざ
し
た
の
は
、
小
商
品
生
産
の
上
に
立
つ
、
絶
対
主
義
権
力
だ
っ
た
か
ら
、

必
ら
ず
し
も
民
衆
の
支
持
を
あ
つ
め
得
る
権
力
で
は
な
か
っ
た
。
辛
亥
革
命
も
、

北
京
の
軍
関
政
権
す
な
わ
ち
絶
対
主
義
権
力
を
発
足
さ
せ
た
だ
け
で
、
孫
文
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
権
力
構
想
な
ど
は
、
と
っ
く
に
雲
散
努
消
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。



国
民
革
命
は
、
不
平
等
条
約
撤
廃
を
求
め
る
全
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

熱
意
が
、
土
地
草
命
を
求
め
る
農
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
結
び
つ
い
て
、
爆
発
し

た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
あ
っ
た
。
乙
れ
に
は
外
国
の
工
場
で
働
い
て
い
た
労
働

者
も
推
進
力
と
な
っ
て
畜
闘
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
違
っ
て
、
反
帝
を
実
現

で
き
る
か
否
か
が
、
国
民
革
命
の
運
命
の
分
れ
目
で
あ
っ
た
が
、
国
民
政
府
が

斯
江
財
閥
と
結
ん
で
英
米
と
妥
協
し
、
労
働
者
・
農
民
に
大
弾
圧
を
加
え
た
の

で
、
乙
の
革
命
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。

私
が
中
国
で
実
地
調
査
を
行
っ
た
時
期
は
、
解
放
区
の
建
設
の
成
否
に
、
焦

点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
。
私
は
都
市
や
農
村
で
、
聴
取
を
行
な
う
と
同
時
に
、

上
海
租
界
な
ど
で
、
重
慶
お
よ
び
延
安
で
出
版
さ
れ
た
文
献
の
蒐
集
に
つ
と
め

た
。
そ
の
多
く
は
、
東
京
欝
視
庁
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
。
私
は
今
日
、
重
慶

出
版
の
「
中
国
租
佃
制
度
之
統
計
分
析
」
「
立
法
院
考
察
団
報
告
」
「
論
新
階

段
」
(
毛
沢
東
著
、
新
華
日
報
館
刊
)
や
、
延
安
版
の
「
論
連
合
政
府
」
「
解

放
週
刊
」
「
解
放
日
報
」
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
に
香
港
で
入

手
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
一
九
五
六
年
に
円
毛
沢
東
氏
の
階
級
区
分
の
史
的
発
展
」
を
発
表
し
て

以
来
、
中
国
革
命
の
展
望
を
あ
と
づ
け
る
研
究
を
公
に
し
始
め
た
が
ペ
丁
度
そ

の
前
後
か
ら
原
水
禁
運
動
に
深
く
か
か
わ
っ
た
の
と
、
大
学
行
政
の
責
任
者
と

し
て
多
忙
を
極
め
た
為
、
仕
事
は
遅
身
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
「
毛
沢
東
研

究
序
説
」
「
中
国
の
民
衆
と
権
力
」
な
ど
、
若
干
の
著
書
を
公
刊
し
た
が
、
毛

沢
東
研
究
の
本
論
を
、
一
九
七

O
年
に
完
成
す
る
予
定
だ
っ
た
の
を
見
て
も
、

私
の
怠
慢
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
来
年
三
月
に
発
行
す
る
「
中
国
封
建
社
会
の

構
造
」
に
し
て
も
、
そ
の
原
稿
は
一
九
五

O
年
に
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

乙
の
一
年
を
か
け
て
校
正
を
や
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

今
日
ま
で
に
、
私
が
や
り
か
け
た
仕
事
で
未
完
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
も
の

は
、
唐
宋
経
済
史
、
元
明
農
村
史
、
商
業
資
本
発
達
史
、
辛
亥
革
命
史
、
国
民

政
府
の
研
究
、
一
九
二
八

t
五
三
年
の
土
地
革
命
の
総
合
研
究
、
婦
人
解
放
史
、

中
国
共
産
党
史
、
人
民
公
社
史
を
は
じ
め
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
日
暮
れ
て
道
遠
し
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。
た
だ
、
少
く
と
も
、

ζ

れ
か

ら
の
十
年
の
聞
に
、
資
料
の
抜
書
き
が
終
っ
て
い
る
分
だ
け
で
も
、
ま
と
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
毛
沢
東
研
究
の
本
論
も
そ
の
一
つ
で
、
「
毛
沢
東
思
想
の

消
長
と
そ
の
歴
史
的
評
価
」
(
「
共
産
主
義
と
国
際
政
治
」
一
の
三
)
は
、
デ
ッ

サ
ン
の
一
部
で
あ
る
が
、
毛
沢
東
選
集
第
五
巻
の
文
献
考
証
を
柱
に
し
て
、
戦

後
の
中
国
史
の
骨
組
を
、
論
理
化
し
た
い
と
言
う
考
え
で
あ
る
。
中
国
の
民
衆

の
動
き
を
、
世
界
史
の
流
れ
の
中
で
、
ど
と
ま
で
捕
え
得
る
か
が
、
見
ど
乙
ろ

で
あ
る
が
、
果
し
て
う
ま
く
ま
と
ま
る
か
ど
う
か
。
そ
と
ら
が
私
へ
の
評
価
の

分
れ
目
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
私
た
ち
戦
中
派
の
時
代
は
、
今
や
終
り
か
け
よ
う
と
し
て
い

る
。
中
嶋
教
授
な
ど
、
戦
後
派
の
華
身
し
い
活
躍
に
比
し
て
、
す
で
に
活
力
を

失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
私
も
、
と
の
ま
ま
消

え
て
し
ま
う
つ
も
り
は
な
い
。
若
い
自
に
、
わ
が
心
に
聞
く
寄
っ
た
中
国
研
究

者
と
し
て
の
あ
り
方
を
、
改
め
て
か
み
し
め
な
が
ら
、
明
日
へ
の
旅
に
旅
立
と

う
と
考
え
る
昨
今
ー
で
あ
る
。

四
十
年
を
省
み
て
、
よ
き
師
、
よ
き
友
、
よ
き
学
生
に
恵
ま
れ
た
乙
と
を
、

深
く
感
謝
し
て
い
る
。
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冷

戦

オ

ど

ス

ト

は
じ
め
に

第
二
次
大
戦
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ

リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
述
連
合
四
国
に
よ
っ
て
分
割
占
領
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
独
立
回
復
を
め
ぐ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
の
解
決
は
、
ド
イ
ツ
問
題
と

と
も
に
そ
の
後
の
東
西
の
冷
戦
に
よ
っ
て
長
期
化
し
て
い
っ
た
。

だ
が
、
戦
後
の
冷
戦
が
、
東
西
ド
イ
ツ
を
誕
生
さ
せ
、
「
ニ
つ
の
ド
イ
ツ
」

を
固
定
化
さ
せ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
一
九
五
五
年
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
は
統
一
を
維
持
し
、
中
立
国
と
し
て
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
。
な

ア

伊

努

藤

ぜ
分
裂
を
ま
ぬ
が
れ
、
統
一
を
達
成
し
え
た
の
か
、
戦
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占

領
史
の
中
で
い
く
つ
か
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
と
ら
え
出
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
し

た
の
が
乙
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
自
国
の
安
全
保
障
方
式
と
し
て
永
品
川
中
立

の
道
を
と
っ
た
小
国
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
戦
後
史
を
調
べ
る
と
と
は
同
時
に
、

私
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
戦
後
史
、
東
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
史
と
の
比
較
と
い
う

問
題
意
識
を
も
っ
と
と
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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一
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
再
建

第
一
次
大
戦
後
、
パ
リ
平
和
会
議
は
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
合
体
が
ド



イ
ツ
の
勢
力
を
過
大
に
す
る
乙
と
を
恐
れ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢
力
均
衡

を
保
持
す
る
見
地
か
ら
、
合
休
禁
止
の
方
針
を
採
用
し
、
ド
イ
ツ
の
署
名
し
た

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
平
和
条
約
で
も
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
署
名
し
た
サ
ン
・
ジ

ェ
ル
マ
ン
条
約
で
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
立
尊
重
の
原
則
を
確
立
し
た
。
だ

が
、
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
は
乙
の
国
際
条
約
を
犯
し
、
第
三
次
大
戦
の
前
夜
と

も
い
う
べ
き
一
九
一
一
一
八
年
三
月
十
三
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
併
合
し
た
。

ζ

う

し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ド
イ
ツ
と
と
も
に
第
二
次
大
戦
に
参
戦
し
た
の
で
あ

る。
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
再
建
に
関
す
る
迎
合
国
の
故
初
の
宣
言
は
、
一
九
・

四
三
年
十
月
の
米
・
英
・
ソ
に
よ
る
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
後
に
曲
さ
れ
た
モ

ス
ク
ワ
宣
言
で
あ
る
n

同
宣
言
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
合
邦
(
〉
ロ
面
白
『
ロ
Z
切

}

の
無
効
と
と
も
に
、
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
略
の
最
初
の
犠
牲
と
な
っ
た
自
由
オ
ー

ス
ト
リ
ア
が
連
合
国
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
・
独
立

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
復
活
さ
れ
る
」
乙
と
を
希
望
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

解
放
以
前
K
は
、
乙
の
モ
ス
ク
ワ
宣
言
は
い
ま
だ
政
策
的
宣
言
に
す
ぎ
な
か
っ

た
が
、
一
九
四
五
年
四
月
十
三
日
、
ソ
連
が
ウ
ィ
ー
ン
を
陥
れ
、
ソ
連
の
指
導

の
も
と
に
社
会
党
・
国
民
党
・
共
産
党
に
よ
る
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
、
独
立

宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
(
四
月
二
十
七
日
)
後
、
戦
後
の
政
治
的
諸
問
題
お
よ
び

占
領
管
理
諸
協
定
を
立
案
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
問
委

員
会

(
E
A
C
)
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占
領
管
理
に
つ
い
て
の
交
渉
を
開
始

し
た
。

し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
で
の

B
A
C
K
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る

交
渉
は
、
占
領
地
域
、
占
領
機
構
の
取
決
め
に
つ
い
て
暗
礁
に
の
り
あ
げ
て
お

り
、
第
一
次
占
領
管
理
協
定
(
以
下
・
第
一
次
協
定
と
略
記
)
が
署
名
さ
れ
た

の
は
解
放
後
三
カ
月
も
経
過
し
た
七
月
凶
日
で
あ
っ
た
。
第
一
次
協
定
よ
り
数

日
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
迎
合
四
国
(
米
・
英
・
仏
・
ソ
)
の
卜
口
飢

地
域
お
よ
び
ウ
ィ
ー
ン
市
の
行
政
K
関
す
る
四
国
協
定
が
成
虫
し
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
は
阿
国
の
箪
隊
に
分
割
占
領
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
第
一
次
協
定
、
四

国
協
定
は
成
立
し
た
も
の
の
、
ソ
連
側
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
へ
の
態
度

κ凶

側
、
と
り
わ
け
英
が
強
い
不
信
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
米
・
英
・
ソ
の
三
首

脳
に
よ
っ
て
七
月
十
七
日
か
ら
開
か
れ
る
ポ

γ
ダ
ム
会
談
を
前
に
し
て
、
英

米
の
聞
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
粕
力
的
な
政
策
的
意
見

交
換
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
。

ポ
ツ
ダ
ム
会
談
で
は
、
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
き
な
影
符
を
及
ぼ
す
多
く

の
重
要
な
決
定
が
な
さ
れ
た
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
将
来
に
闘
す
る
も
の
と
し

て
西
側
連
合
国
に
よ
る
レ
ン
ナ

l
臨
時
政
府
の
承
認
問
題
と
賠
償
問
題
の
二
件

に
つ
い
て
討
議
さ
れ
た
。
第
一
の
臨
時
政
府
承
認
問
題
に
つ
い
て
は
、
臨
時
政

看

Z
γ
0
9
4

府
の
権
能
を
全
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
及
ぼ
す
べ
き
だ
と
す
る
ソ
述
挺
案
が
検
討
さ

れ
た
が
、
承
認
に
慎
重
な
西
側
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
、
乙
れ
は
米
・
英
両
占

領
軍
の
ウ
ィ
ー
ン
入
城
の
の
ち
に
改
め
て
討
議
さ
れ
る
と
の
合
意
を
み
た
。
第

二
の
賠
償
問
題
は
承
認
問
題
に
比
べ
で
は
る
か
に
複
雑
で
、
か
つ
む
ず
か
し
い

問
題
で
あ
っ
た
。

ポ
ツ
ダ
ム
会
談
で
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
す
る
賠
償
問
題
は
、
米
が
「
解
放

さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
と
い
う
点
に
重
き
を
お
い
て
モ
ス
ク
ワ
宣
言
を
解
釈
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「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
厳
し
い
賠
償
を
取
り
立
て
る
乙
と
は
、
戦
争
で
疲

弊
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
復
興
に
と
っ
て
好
ま
し
い
経
済
条
件
を
う
み
出
さ
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
連
合
国
に
敵
対
さ
せ
、
ひ
い
て
は
再
び

ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
追
い
込
む
ζ

と
に
な
る
」
と
主
張
し
て
、
「
オ
ー
ス
ト
リ

ア
が
侵
略
戦
争
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
の
協
力
者
と
し
て
、
連
合
国
に

し一
定
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
を
タ
テ
に
賠
償
を
要

求
す
る
ソ
連
と
対
立
し
た
。
結
局
、
賠
償
問
題
を
め
ぐ
る
双
方
の
主
張
は
平
行

線
を
た
ど
り
、
乙
の
問
題
は
連
合
国
理
事
会
、
講
和
条
約
交
渉
で
討
議
さ
れ
る

と
と
で
妥
協
を
み
た
。
一
九
五
五
年
五
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
が
締
結

さ
れ
る
ま
で
の
十
年
間
の
条
約
交
渉
に
お
い
て
、
乙
の
賠
償
問
題
、
と
く
に
ド

イ
ツ
対
外
資
産
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
西
側
連
合
国
と
ソ
連
と
の
聞
に
容
易
に
妥

協
が
な
ら
ず
、
交
渉
を
長
期
化
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ソ
連
の
ウ
ィ
ー
ン
入
城
か
ら
四
カ
月
も
た
つ
た
八
月
中
旬
、
西
側
連

合
国
も
ウ
ィ
ー
ン
入
械
を
は
た
し
た
の
ち
、
レ
ン
ナ

l
臨
時
政
府
は
、
十
一
月

K
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
総
選
挙
を
行
な
い
、
正
式
政
府
は
そ
の
総
選
挙
の
結
果
で

新
た
に
組
織
さ
れ
る
と
の
条
件
で
連
合
国
の
承
認
を
得
た
。
乙
う
し
て
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
は
い
ま
だ
戦
争
の
傷
跡
を
大
き
く
残
し
た
中
で
、
占
領
軍
の
監
視
の

下
、
戦
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア
史
の
大
き
な
転
機
の
ひ
と
つ
と
な
る
選
挙
へ
向
け
て
、

興
奮
し
た
政
治
の
季
節
を
迎
え
る
乙
と
に
な
っ
た
。

ー一、
一
九
四
五
年
十
一
月
総
選
挙

一
九
四
五
年
十
一
月
二
十
五
日
に
行
な
わ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
総
選
挙
は
、

一
九
三

O
年
以
来
十
五
年
ぶ
り
の
自
由
選
挙
で
あ
っ
た
。
乙
の
十
一
月
選
挙
の

意
義
に
つ
い
て
は
、
独
立
回
復
二
十
周
年
を
記
念
し
て
戦
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

史
を
特
集
し
た
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ト
ゥ
デ
イ
』
の
中
で
、
元
オ
ー
ス
ト
リ
ア

副
首
相
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ボ
ッ
ク
が
「
我
々
・
一
九
四
五
年
の
人
間
」
と
題
す
る

エ
ッ
セ
ー
で
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
将
来
の
方
向
は
、

第
一
に
、
乙
の
選
挙
の
結
果
に
か
か
っ
て
お
り
、
も
し
共
産
党
が
三
分
の
一
以

上
の
得
票
を
も
て
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
民
主
主
義
の
回
復
と
と
も
に
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
統
一
は
重
大
な
危
機
に
瀕
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
の
発
言
か
ら
も

う
か
が
う
乙
と
が
で
き
る
。

選
挙
の
結
果
は
、
国
民
党
が
得
票
率
四
九
・
八
Mm
で
八
十
五
議
席
、
社
会
党

が
得
票
皐
四
四
・
六
Mm
で
七
十
六
議
席
を
獲
得
す
る
一
方
で
、
臨
時
政
府
内
で

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
共
産
党
が
得
票
率
五
・
四
Mm、
四
議
席
と
い
う
惨

敗
の
結
果
に
な
っ
た
。
乙
の
結
果
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
産
党
、
ソ
速
に
と
っ

て
は
予
期
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア
史
の
研
究
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

B
・パ

l
デ
ル
の

分
析
に
よ
れ
ば
、
結
果
的
に
惨
敗
と
な
っ
た
選
挙
の
早
期
実
施
を
共
産
党
と
ソ

速
が
積
極
的
に
支
持
し
た
理
由
と
し
て
、
戦
前
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
政
界
で

影
響
力
の
皆
無
で
あ
っ
た
共
産
党
が
、
ソ
連
軍
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
解
放
に
中
心

的
役
割
を
は
た
し
、
ソ
連
軍
の
影
響
に
よ
っ
て
レ
ン
ナ
l
臨
時
政
府
の
中
《
共

産
党
が
内
相
と
教
育
相
の
重
要
ポ
ス
ト
を
得
て
お
り
、
情
勢
は
共
産
党
に
と
づ

て
極
め
て
有
利
で
あ
る
と
判
断
し
、
選
挙
に
よ
っ
て
共
産
党
が
国
民
党
・
社
会
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党
に
つ
づ
く
第
三
勢
力
と
な
り
え
る
と
確
信
し
て
い
た
乙
と
を
挙
げ
て
い
る
。

選
挙
戦
で
は
共
産
党
は
、
戦
争
中
に
共
産
党
が
最
も
強
く
反
ナ
チ
ズ
ム
・
反

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
と
か
ら
、
他
党
へ
の
攻
撃
よ
り
も
反
フ

ァ
シ
ズ
ム
を
訴
え
る
乙
と
に
重
点
を
お
い
た
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
解
放
に

は
た
し
た
ソ
辿
の
功
績
を
訴
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
共
産
党
へ
の
支
持
を
と
り

つ
け
よ
う
と
し
た
。
乙
の
反
ナ
チ
キ
ャ
シ
ペ

l
ン
に
対
し
、
国
民
党
・
社
会
党

の
両
党
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
伝
統
的
な
党
に
再
び
十
分
な

カ
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
支
持
を
求
め
る
内
容
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
っ
た
。

選
挙
結
果
は
、
国
民
党
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
第
一
党
で
あ
る
乙
と
を

示
し
た
。
十
一
月
二
十
八
日
に
レ
ン
ナ

l
臨
時
内
閣
は
総
辞
職
し
、
第
一
党
と

な
っ
た
国
民
党
の
フ
ィ

l
グ
ル
が
選
挙
結
果
を
反
映
さ
せ
る
と
同
時
に
、
連
合

同
l
H
飢
管
理
委
員
会
の
意
向
を
考
慮
し
た
新
内
閣
の
組
閣
に
着
手
し
た
。
十
二

月
八
日
出
さ
れ
た
フ
ィ

l
グ
ル
内
閣
の
閣
僚
リ
ス
ト
に
み
ら
れ
る
政
党
別
構
成

は
、
三
政
党
に
お
け
る
激
し
い
取
引
き
の
産
物
で
あ
っ
た
が
、
国
民
党
七
名
、

社
会
党
五
名
、
共
産
党
一
名
、
そ
し
て
無
所
属
か
ら
二
名
が
入
閣
し
た
。
臨
時

政
府
と
比
べ
て
の
フ
ィ

l
グ
ル
内
閣
の
政
党
別
構
成
の
基
本
的
変
化
は
、
三
党

の
連
合
政
権
か
ら
実
質
的
に
、
国
民
党
・
社
会
党
両
党
に
よ
る
連
立
政
権
へ
移

行
し
た
乙
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ィ

l
グ
ル
の
提
出
し
た
閣
僚
名
簿
に
対
し
て

米
・
英
・
仏
の
西
側
連
合
国
は
即
座
に
賛
意
を
表
明
し
た
が
、
ソ
連
は
一
部
閣

僚
の
変
更
を
要
求
し
た
。
乙
の
ソ
連
の
態
度
の
中
で
と
く
に
興
味
深
い
点
は
、

ソ
速
が
そ
の
入
閣
を
拒
否
し
た
四
閣
僚
候
補
の
い
ず
れ
も
が
、
ソ
連
の
強
い
支

持
で
成
立
し
た
レ
ン
ナ

l
臨
時
政
府
の
閣
僚
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
に
対
す
る
ソ
連
の
政
策
の
逆
転
は
、
十
一
月
選
挙
が
オ
l

ス
ト
リ
ア
の
戦
後
史
に
お
け
る
、
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
分
水
嶺
と
な
っ
た
乙

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
の
選
挙
の
結
果
、
共
産
党
は
一
挙
に
守
勢
に
立
た
さ
れ
る
乙
と
K
な
り
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
治
に
お
け
る
第
三
勢
力
と
な
る
と
い
う
同
党
の
予
測
は
完
全

に
は
ず
れ
、
事
態
は
戦
前
と
大
差
な
い
と
い
う
現
実
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
共
産
党
の
敗
北
と
と
も
に
、
乙
の
選
挙
の
結
果
は
、
戦
前
の
オ
l

ス
ト
ー
リ
ア
の
政
治
状
況
と
比
較
し
て
き
わ
だ
っ
た
違
い
を
み
せ
た
。
そ
れ
は
、

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
制
民
主
主
義
国
家
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
国
民
党

と
社
会
党
の
連
立
政
権
の
形
成
と
い
う
大
連
合
の
政
治
形
態
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア

が
と
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
半
年
聞
の
レ
ン
ナ

l
臨
時
政
府
で
の
経
験
か
ら
、
国

民
党
・
社
会
党
の
両
党
は
一
九
四
五
年
に
す
で
に
、
政
策
提
携
を
し
て
二
党
支

配
制
を
確
立
し
た
。

ζ

れ
は
政
府
内
の
主
要
ポ
ス
ト
を
選
挙
の
得
票
に
よ
る
力

関
係
に
よ
っ
て
比
例
配
分
し
、
政
策
遂
行
に
連
帯
責
任
を
と
っ
て
い
く
乙
と
に

合
意
す
る
と
い
う
も
の
で
、
本
質
的
に
は
、
分
割
占
領
下
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政

府
の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
の
政
治
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

総
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
半
年
余
後
の
十
一
月
選
挙
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
戦
後
史
の
ひ
と
つ
の
転
換
点
と
な
っ
た
。
共
産
党
の
予
怨
外
の

敗
北
は
、
臨
時
政
府
で
得
て
い
た
支
配
権
確
立
の
足
が
か
り
を
ほ
と
ん
ど
薄
う

乙
と
を
示
し
た
が
、
と
く
に
、
チ
ェ
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
例
を
考
え
て
み
る
と
、

共
産
党
に
と
っ
て
は
臨
時
政
府
内
で
得
て
い
た
内
相
と
教
育
相
の
ポ
ス
ト
を
失

っ
た
乙
と
は
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四
五
年
段
階
に

お
い
て
は
、
政
府
内
に
お
け
る
支
配
力
は
大
き
く
後
退
し
た
も
の
の
、
労
働
組
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合
-
治
安
部
門
に
は
解
放
直
後
に
獲
得
し
て
い
た
共
産
党
の
勢
力
は
依
然
と
し

て
強
か
っ
た
。
乙
う
し
て
、
強
い
て
図
式
的
に
あ
ら
わ
せ
ば
、
米
・
芙
・
仏

西
側
連
合
固
に
支
援
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
立
政
府
と
、
ソ
連
共
産
党
と
の

対
立
と
い
う
新
し
い
局
面
が
展
開
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
月

選
挙
以
前
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占
領
管
理
を
め
ぐ
る
東
西
の
対
立
は
以
後
、
講

和
条
約
問
題
も
か
ら
ん
で
「
隠
微
で
は
あ
る
が
公
然
と
し
た
」
も
の
に
な
っ
て

い
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
そ
の
対
立
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
い
て
西

側
が
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ソ
連
が
直
面
し
た
よ
う
な
、
一
方
に
決
定
的
な
戦

略
的
不
利
を
招
来
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
双
方
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占

領
管
理
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
力
と
威
信
を
維
持
し
、
広
げ
て
い
く
と
と
が
で
き

る
か
と
い
う
対
立
で
あ
っ
た
。

三
、
連
合
国
の
占
領
管
理

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
初
代
大
統
領
に
就
任
し
た
カ

l
ル
・
レ
ン
ナ
!
は
か
つ
て

米
・
ソ
-
英
・
仏
に
よ
る
才

l
ス
ト
リ
ア
の
分
割
占
領
を
「
一
隻
の
ポ

I
ト
に

乗
っ
た
四
頭
の
象
」
と
い
う
比
愉
で
説
明
し
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
は
一
九
五
五
年
、
占
領
に
終
止
符
を
う
ち
、
統
一
を
維

持
し
て
独
立
を
達
成
す
る
と
と
に
よ
っ
て
解
決
を
み
た
。
乙
乙
で
は
、
東
西
冷

戦
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
解
決
に
「
決
定
的
と
は
い
わ
ぬ
ま

で
も
少
な
か
ら
ぬ
役
割
」
(
前
出
の

w
・
B
・パ

l
デ
ル
)
を
は
た
し
た
オ
ー

ス
ト
リ
ア
連
合
国
占
領
管
理
委
員
会
(
以
下
、
連
合
国
管
理
委
と
略
記
)
の
占

領
行
政
の
進
展
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
占
領
管
理
と
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
そ
れ
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

連
合
国
管
理
委
は
、
第
二
次
大
戦
下
の
連
合
国
が
解
放
し
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
設
置

さ
れ
た
が
、
連
合
国
管
理
委
内
部
で
の
実
際
の
影
響
力
は
、
解
放
に
は
た
し
た

役
割
、
お
よ
び
占
領
に
参
加
し
た
国
の
箪
事
力
の
力
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
連
合
国
管
理
委
と
い
い
な
が
ら
、
連
合
国
管
理
委
が
そ
の
名
称

の
通
り
に
現
実
に
機
能
し
た
の
は
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
で
あ
っ

た。
四
五
年
十
一
月
の
総
選
挙
後
、
国
民
党
の
フ
ィ

l
グ
ル
を
首
班
と
す
る
連
立

政
府
が
成
立
し
、
フ
ィ

1
グ
ル
政
府
は
連
合
国
の
承
認
を
う
け
た
が
、
第
一
次

協
定
(
四
五
年
七
月
四
日
成
立
)
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
行
動
に

関
す
る
す
べ
て
の
決
定
は
連
合
国
理
事
会
で
の
四
国
す
べ
て
の
一
致
を
必
要
と

し
て
い
た
た
め
、
政
府
に
対
す
る
制
約
は
強
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
合
国
理

事
会
で
ソ
連
代
表
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
決
定
事
項
に
拒
否
権
を
行
使
す
る

と
い
う
ζ

と
を
考
え
れ
ば
、
フ
ィ

l
グ
ル
政
府
が
親
西
側
連
合
国
で
あ
る
と
い

う
事
実
も
、
現
実
に
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
と
と
で
あ
っ
た
。
東
西
を
間
わ
ず

拒
否
権
の
行
使
の
常
態
化
は
、
フ
ィ

1
グ
ル
政
府
ば
か
り
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ

の
場
合
の
よ
う
に
連
合
国
管
理
委
の
機
能
の
有
効
性
を
も
著
し
く
損
う
と
と
に

な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
現
実
化
す
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お

け
る
連
合
国
理
事
会
は
完
全
に
7

ヒ
状
態
を
き
た
し
、
連
合
国
四
国
の
い
ヂ
れ

か
に
よ
る
ユ
ニ
ラ
テ
ラ
ル
な
行
動
を
容
易
に
正
当
化
さ
せ
る
余
地
を
う
む
乙
と

に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
、
ソ
連
が
自
発
的
に
乙
の
拒
否
権
の
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権
利
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
に
最
大
の
意
義
が
あ
り
、
乙
の
乙
と
に
よ
っ
て

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
に
か
な
り
の
程
度
ま
で
政
治
的
自
立
性
を
も
た
せ
る
ζ

と

に
な
っ
た
第
二
次
占
領
管
理
協
定
(
四
六
年
六
月
二
十
八
日
成
立
・
以
下
、
第

二
次
協
定
と
略
記
)
の
成
立
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
占
領
史
の
中
で

「
最
も
重
要
な
勝
利
の
ひ
と
つ
」
(
ア
ド
ル
フ
・
シ
ェ
ル
フ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア

第
二
代
大
統
領
)
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
協
定
は
概
し
て
n

連
合
国
の
占
領
行
政
を
軍
政
か
ら
民
政
に
、
管
理

方
式
を
直
接
管
理
か
ら
間
接
管
理
に
切
り
か
え
た
が
、
乙
の
協
定
の
最
も
重
要

な
点
は
、
第
一
次
協
定
で
は
法
律
は
す
べ
て
四
国
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
た

の
に
対
し
、
新
協
定
で
は
同
様
の
手
続
き
を
憲
法
的
法
律
だ
け
に
限
る
と
と
と

し
た
点
で
あ
る
。
第
二
次
協
定
の
成
立
し
た
の
は
、
東
西
冷
戦
の
顕
在
化
し
て

い
な
い
一
九
四
六
年
六
月
の
段
階
で
あ
っ
た
が
、
と
の
協
定
に
よ
っ
て
経
済
復

興
の
不
振
に
苦
し
む
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
翌
年
六
月
に
米
国
の
マ
ー
シ
ャ
ル
国

務
長
官
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
欧
州
復
興
計
画

(
E
R
P
)
に
、
米
国
と
の
二

国
間
協
定
を
結
ぷ
乙
と
に
よ
っ
て
参
加
す
る
法
的
根
拠
を
与
え
ら
れ
る
と
と
に

な
っ
た
。

次
に
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
占
領
管
理
の
相
違
点
に
つ
い
て

触
れ
て
い
く
。
最
も
明
ら
か
な
違
い
は
第
一
に
、
地
勢
に
関
す
る
違
い
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
全
国
土
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
四
占
領
地
域
の
う
ち
の
一
占
領

地
域
に
相
当
す
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
人
口
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
人
口

の
十
倍
に
も
及
び
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占
領
を
分
割
の
ま
ま
に
固
定
す
る
乙
と

は
、
政
治
的
の
み
な
ら
ず
経
済
的
に
も
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
だ

っ
た
。
第
二
に
、
占
領
四
大
国
の
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
す
る
政
策
態

度
の
違
い
が
あ
る
。
一
九
四
三
年
十
月
の
モ
ス
ク
ワ
宣
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ソ
速
の
強
硬
な
主
張
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
戦
争
に
参
加
し
た
責

任
は
免
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
の
侵
略
の

最
初
の
犠
牲
に
な
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ド
イ
ツ
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
」
と
規
定
し
て
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
に
対
す
る
連
合
国
の
姿
勢
と
は
顕

著
な
違
い
を
み
せ
て
い
る
。
西
側
連
合
国
の
中
で
も
と
く
に
米
国
は
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
を
解
放
固
と
み
な
す
傾
向
が
強
く
、
そ
の
占
領
目
的
も
ド
イ
ツ
の
支
配

と
ナ
チ
の
影
響
力
の
除
去
を
通
じ
て
の
民
主
的
独
立
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
再
建
に

向
け
ら
れ
て
い
た
。

第
三
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
に
中
央
政
府
を
樹
立
す
べ
き
か
否
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
も
相
違
が
み
ら
れ
た
。
程
度
に
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、
連

合
四
国
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
分
権
化
の
要
求
は
、
強

力
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
潜
在
的
に
危
険
な
ド
イ
ツ
復
活
の
防
止
を
希
望
す
る
ζ

と

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、

ζ

れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
見
ら
れ
ぬ
乙
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
が
連
邦
共
和
国
(
西
ド
イ
ツ
)
の
成
立
ま

で
中
央
政
府
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

が
一
・
九
四
五
年
段
階
で
す
で
に
中
央
政
府
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
相
違
が
挙
げ

ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
相
違
に
加
え
て
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
の

問
題
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
戦
後
史
の
中
で
、
臨
時
政
府
の
樹
立
、
独
立

宣
言
、
連
合
国
の
臨
時
政
府
の
承
認
、
一
九
四
五
年
十
一
月
の
第
一
回
総
選
挙
、

第
二
次
占
領
管
理
協
定
の
締
結
な
ど
の
嚢
要
な
出
来
事
、
決
定
の
多
く
が
、
東



西
関
係
の
悪
化
が
顕
在
化
す
る
以
前
に
な
さ
れ
た
と
と
は
、
冷
戦
と
い
う
国
際

環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
の
解
決
に
基
本
的
'
な
方
向
づ
け

を
与
え
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
ド
イ
ツ
と
は
大
き
な
違
い
を
も
っ
て
い
た
と

い
・
え
よ
・
つ
。

回
、
冷
戦
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
交
渉

オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
占
領
し
た
連
合
国
四
国
の
十
年
に
及
ぶ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国

家
条
約
の
交
渉
は
、
パ

l
ン
ズ
米
国
務
長
官
が
一
九
四
六
年
三
月
の
パ
リ
外
相

会
議
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
を
開
会
議
の
議
題
の
一
っ
と
す
る
と
と
を
提
案

す
る
乙
と
で
始
ま
っ
た
。
乙
れ
に
対
し
モ
ロ
ト
フ
・
ソ
連
外
相
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
と
の
条
約
問
題
よ
り
も
ま
ず
、
ド
イ
ツ
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
ブ
ル
ガ
リ

ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
タ
リ
ア
と
い
う
旧
枢

軸
国
と
の
平
和
条
約
交
渉
問
題
が
先
決
で
あ
る
、
な
ど
を
反
対
理
由
と
し
て
パ

l
ン
ズ
提
案
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
ら
の
旧
枢
軸
国
と
の
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ

る
と
、
ソ
速
は
周
年
十
二
月
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
相
会
議
で
出
さ
れ
た
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
を
討
議
す
る
特
別
委
員
会
(
代
理
会
議
)
設
置
と
い
う
米

提
案
に
同
意
し
た
。

乙
れ
を
受
け
て
翌
問
七
年
一
月
か
ら
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
第
一
団

代
理
会
議
で
、
米
・
英
・
仏
三
国
が
共
同
提
出
し
た
五
九
条
の
条
約
草
案
を
討

議
し
た
。
乙
の
草
案
は
、
一
九
三
八
年
の
ド
イ
ツ
と
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
政
治

的
に
も
経
済
的
に
も
禁
止
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
自
由
・
独
立
の
民
主
国
と
す

る
と
と
、
お
よ
び
条
約
締
結
後
九

O
日
以
内
に
四
国
占
領
軍
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア

か
ら
撤
退
す
る
乙
と
を
定
め
る
ほ
か
、
請
求
権
、
財
産
権
な
ど
の
問
題
に
つ
い

て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
四
国
は
と
の
草
案
に
原
則
的
な
意
見
の
一
致
を

み
た
も
の
の
、
そ
の
細
自
に
つ
い
て
は
一
九
五
三
年
の
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
で

討
議
が
打
ち
切
ら
れ
る
ま
で
二
六

O
余
回
の
会
議
を
経
で
も
な
お
一
致
を
み
な

か
っ
た
。

紙
数
の
都
合
で
交
渉
の
詳
細
に
言
及
す
る
の
は
避
け
る
が
、
一
九
五
四
年
二

月
の
ベ
ル
リ
ン
外
相
会
議
終
了
後
に
ダ
レ
ス
米
国
務
長
官
が
「
世
代
か
ら
世
代

へ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
の
話
、
悲
劇
的
な
話
が
語
り
つ
が
れ
る
の
だ
と

し
た
ら
、
私
は
シ
シ
フ
ス
の
神
話
が
次
の
二
千
年
間
も
忘
れ
去
ら
れ
る
と
は
恩

わ
な
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
十
一
年
前
に
独
立
を
約
束
さ
れ
た
j
i
-
-
-
。
わ
れ

わ
れ
が
何
度
も
何
度
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
を
締
結
す
る
す
前
ま
で
き
な

が
ら
、
そ
の
た
び
に
何
ら
か
の
邪
悪
な
力
が
作
用
し
て
条
約
を
後
戻
り
さ
せ
、

す
で
に
何
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
乙
で
わ
れ
わ
れ
は
山
の
ふ
も
と
か
ら

改
め
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
き
ょ
う
ま
た
乙
乙
で
反
覆
さ
れ
て
い
る
悲

劇
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
乙
の
ダ
レ

ス
の
た
と
え
ば
、
長
期
化
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
交
渉
の
経
過
を
よ
く
い
い

あ
て
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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一
九
四
五
年
か
ら
四
七
年
に
お
け
る
ソ
速
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
に
取
組
む

姿
勢
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
園
内
政
治
情
勢
の
変
化
と
、
よ
り
広
く
東
西
関
係
の

変
化
に
あ
わ
せ
て
い
た
。
と
く
に
共
産
党
勢
力
の
大
幅
な
後
退
と
い
う
四
五
・
年

十
一
月
選
挙
に
直
面
し
て
、
ソ
連
は
そ
の
後
の
情
勢
の
推
移
を
み
る
と
い
う



R

曲

者

同

広

告

仏

語

a
a
g仏
由
旬

o
z
a
.

を
と
っ
て
い
た
と
い
う

w-

B
・パ

l
デ
ル
の
分
析
は
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ソ
連
は
究
極

的
目
標
と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
東
欧
圏
に
組
み
と
む
と
い
う
乙
と
を
望

ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
乙
れ
が
現
実
に
問
題
外
と
な
る
乙
と
が
明
白

に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
占
領
地
域
で
独
自
の
経
済
閣
を
樹
立
す
る
と
い
う
必
要

性
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
見
い
出
さ
な
か
っ
た
乙
と
は
、
そ
の
後
の
交

渉
の
推
移
か
ら
み
て
ソ
連
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
へ
の
取
組
み
姿
勢
を
間
接
的

に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
八
年
の
春
以
降
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
圏
内
に
お
け
る
主
要
政
策
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
西
側
が
と
っ
て
い
っ
た
。

と
れ
に
対
し
ソ
連
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
産
党
が
政
治
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
獲

得
で
き
る
場
合
に
そ
な
え
て
、
治
安
・
労
組
に
お
け
る
既
存
勢
力
を
維
持
す
る

乙
と
で
満
足
し
て
い
た
。
四
八
年
二
月
か
ら
始
め
ら
れ
た
西
欧
六
カ
国
(
米
・

英
・
仏
と
ベ
ネ
ル
ク
ス
三
国
〉
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
お
い
て
西
側
は
、
西
側
連

合
国
三
国
が
占
領
し
て
い
る
ド
イ
ツ
占
領
地
績
を
西
側
グ
ル
ー
プ
に
加
え
、
東

西
ド
イ
ツ
の
分
離
に
よ
る
西
ド
イ
ツ
政
府
樹
立
の
方
向
へ
努
力
し
て
い
た
が
、

ソ
連
に
と
っ
て
の
主
要
関
心
事
は
、
乙
の
西
ド
イ
ツ
創
設
に
向
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
関
心
は
決
定
的
に
後
退
し
て
い
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
ソ
連
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
に
対
す
る
守
勢
は
、
共
産
党
に
と
っ
て
も

打
撃
と
な
っ
て
い
っ
た
。
十
年
の
占
領
期
を
通
じ
て
、
ソ
連
の
共
産
党
に
対
す

る
支
援
は
、
五

O
年
の
共
産
党
に
よ
る
騒
乱
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
常
に
武
力

介
入
の
一
歩
手
前
で
お
わ
る
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
・

D
・
シ
ュ
ル
マ
ン
は
ご
九
四
九
年
と
い
う
ト
年
は
、
ス
タ
l

リ
ン
が
死
去
し
た
五
三
年
よ
り
も
、
ソ
連
の
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
略
に
変
化
の
あ

っ
た
年
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
変
化
の
理
由
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
の
失

敗
に
よ
っ
て
戦
後
の
暫
定
的
な
安
定
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
確
立
さ
れ
た
乙
と
、
お

よ
び
ソ
速
の
戦
後
の
軍
備
強
化
が
国
際
緊
張
と
西
側
の
軍
備
増
強
に
拍
車
を
か

け
た
乙
と
が
ソ
連
自
身
に
と
っ
て
も
明
瞭
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ベ
ル

リ
ン
封
鎖
を
解
除
し
た
あ
と
の
パ
リ
外
相
会
議
(
四
九
年
五
月
二
十
三
巴
か
ら

六
月
十
六
日
)
で
は
、
代
理
会
議
の
結
論
を
ま
と
め
上
げ
、
条
約
締
結
一
歩
手

前
ま
で
の
見
事
な
妥
協
ぶ
り
を
見
せ
て
お
り
、
会
期
末
に
近
い
六
月
十
二
日
、

グ
ィ
シ
ン
ス
キ
l
・
ソ
連
外
相
を
し
て
「
ユ

l
ゴ
の
主
張
が
あ
る
も
の
の
、
我

々
と
し
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
を
決
定
的
に
延
ば
す
と
と
は
で
き
ず
、
現
在

あ
る
困
難
も
解
決
に
と
っ
て
の
永
久
の
障
害
と
は
考
え
な
い
」
と
言
わ
し
め
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
解
決
へ
の
関
心
を
強
く
表
明
し
た
。
乙
の
パ
リ
外
相
会
議

は
、
他
の
外
相
会
議
と
比
べ
、
東
西
双
方
が
真
剣
に
解
決
を
望
ん
で
お
り
、
か

っ
機
が
熟
し
て
い
た
と
い
う
点
で
前
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
同
年
秋
に
な
る
と
ソ
速
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
条
約
交
渉
に
関
心

の
な
い
乙
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
パ
リ
会
議
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
に
対
す

る
ソ
速
の
急
滋
な
変
化
は
、
ド
イ
ツ
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か

だ
っ
た
。
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ

l
・
ソ
連
外
相
は
パ
リ
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
連
合
国
の
占
領
管
理
を
回
復
さ
せ
、
西
ド
イ
ツ
の
成
立
を
阻
止
す
る
こ
と
に

失
敗
し
た
た
め
、
九
月
七
日
、
西
ド
イ
ツ
が
正
式
に
成
立
す
る
と
、
ソ
連
は
東

ド
イ
ツ
を
成
立
さ
せ
て
乙
れ
に
対
抗
さ
せ
た
。
乙
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
問
題
の
凍
・

結
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
問
題
解
決
の
可
能
性
は
一
挙
に
遠
の
く
乙
と
に

な
っ
た
。
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ド
イ
ツ
問
題
の
凍
結
と
と
も
に
、
一
九
四
九
年
九
月
の
ソ
連
の
原
爆
実
験
の

成
功
が
米
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
外
交
政
策
に
与
え
た
影
響
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問

題
の
解
決
を
遠
の
か
せ
る
乙
と
に
も
な
っ
た
。
米
国
と
原
子
力
独
占
の
上
に
築

か
れ
た
世
界
的
な
封
じ
込
め
戦
略
の
崩
壊
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
五
カ
月
目
の

五
O
年
三
月
九
日
、
国
務
省
は
ア
チ
ソ
ン
長
官
の
演
説
を
公
表
し
た
。
ア
チ
ソ

ン
は
乙
の
演
説
で
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
、
と
り
わ
け
ソ
速
に
関
す
る
政
策

で
「
総
力
外
交
」
を
呼
び
か
け
た
。
そ
れ
は
、
ソ
速
に
対
処
す
る
唯
一
の
方
法

は
「
カ
の
立
場
を
つ
く
る
」
乙
と
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
さ
ら
に
同
年
三
月

十
六
日
、
ア
チ
ソ
ン
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー
で
重
要
な
演
説
を
し

た
。
も
し
二
つ
の
制
度
が
共
存
す
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
最
大
の
意
見
の
相

違
点
は
「
早
晩
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
声
明
し
、
そ
の
最
大
の
意
見
の

相
違
点
と
し
て
、

ωド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
に
対
す
る
平
和
解
決
に

関
す
る
意
見
の
一
致
で
、
こ
れ
ら
の
国
々
を
ソ
連
の
衛
星
固
に
し
な
い
よ
う
に

す
る
、
聞
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
衛
星
国
か
ら
ソ
速
の
軍
事
力
、
警
察
力
を
引
き
場

げ
さ
せ
、
人
民
の
「
真
の
意
志
」
が
表
明
で
き
る
よ
う
な
選
挙
を
実
施
す
る
と

と
な
ど
を
内
容
と
す
る
七
項
目
で
、
乙
の
ア
チ
ソ
ン
の
七
項
目
は
、
冷
た
い
戦

い
に
お
け
る
国
務
省
の
長
期
的
な
目
的
|
|
総
力
外
交
の
目
的
を
公
式
に
提
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
米
の
新
た
な
外
交
政
策
は
、
ソ
連
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
問
題
に
対
す
る
取
組
み
姿
勢
を
さ
ら
に
硬
化
さ
せ
、
五

O
年
か
ら
五
三
年
ま

で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
条
約
交
渉
は
行
き
詰
ま
り
、
何
ら
の
進
展
も
み
せ
ず
に
、

「
凍
結
」
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

玉
、
共
産
党
騒
乱

一
九
五

O
年
秋
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
産
党
は
、
「
連
立
政
府
を
転
覆
さ
せ
、

人
民
民
主
主
義
を
樹
立
さ
せ
る
乙
と
を
目
的
」

(
A
・
シ
ェ
ル
フ
、

0
・
ヘ
ル

7
1
他
、
社
会
党
系
の
立
場
の
見
方
〉
と
す
る
ゼ
ネ
ス
ト
を
指
導
し
た
。
と
の

ゼ
ネ
ス
ト
は
五

O
年
九
月
二
十
六
、
二
十
七
日
と
十
月
四
、
五
自
に
か
け
て
二

次
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、

ζ

の
ゼ
ネ
ス
ト
の
も
つ
問
題
性
は
、
ス
ト
ラ

イ
キ
そ
の
も
の
よ
り
も
共
産
党
の
指
導
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
下
で
、
「
ソ
連
占

領
軍
が
占
領
以
来
は
じ
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
治
安
勢
力
と
衝
突
す
る
可

能
性
、
危
険
性
を
苧
ん
で
い
た
」

(
W
・
B
・
パ
l
デ
ル
)
点
に
あ
る
と
い
え

る
。
し
か
し
、
一
九
五

O
年
十
月
を
境
と
し
て
、
五
年
間
に
わ
た
る
共
産
党
の

連
立
政
府
に
対
す
る
挑
戦
は
、
最
後
的
に
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

五
O
年
の
ゼ
ネ
ス
ト
の
伏
線
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
前
年
の
四
九
年
十
月

に
行
な
わ
れ
た
第
二
回
総
選
挙
が
あ
っ
た
。
乙
の
総
選
挙
は
、
占
領
下
で
の
国

民
党
|
l
社
会
党
連
立
政
府
の
政
策
の
是
非
を
問
う
と
と
ろ
に
最
大
の
焦
点
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
四
五
年
十
一
月
選
挙
で
敗
北
し
、
政
府
内
の
支
配
力

を
失
っ
て
い
た
共
産
党
が
影
響
力
を
回
復
す
る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
。

共
産
党
は
、
各
工
場
委
員
会
の
代
表
選
出
選
挙
で
得
票
を
大
幅
に
伸
長
し
て
い

た
点
、
ま
た
、
連
合
国
理
事
会
で
大
ド
イ
ツ
主
義
を
綱
領
に
掲
げ
国
民
党
よ
り

も
右
寄
り
の
体
質
を
も
っ
独
立
同
盟
の
結
成
が
新
た
に
承
認
を
う
け
て
い
た
・
た

め
、
国
民
党
の
支
持
が
割
れ
る
乙
と
が
期
待
さ
れ
、
そ
れ
が
間
接
的
に
共
産
党

の
チ
ャ
ン
ス
を
増
大
さ
せ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
点
な
ど
、
選
挙
前
の
予
想
は
共
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産
党
に
有
利
と
み
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
選
挙
結
果
は
、
国
民
党
|
社
会
党
連
立
政
府
に
対
す
る
支
持
は
、

四
五
年
十
一
月
選
挙
に
比
べ
一
一

Mm
に
な
っ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
八
三
労

(
国
民
党
・
四
四
第
、
社
会
党
・
三
九
Mm)
の
支
持
を
得
て
い
る
乙
と
を
示
し

た
。
一
方
、
新
し
く
結
成
さ
れ
た
独
立
同
盟
が
一
二

Mm
の
得
票
率
だ
っ
た
の
に

対
し
、
共
産
党
は
前
回
同
様
の
五

Mm
に
と
ど
ま
っ
た
。

ζ

の
よ
う
に
四
九
年
十

月
の
選
挙
も
、
共
産
党
に
は
厳
し
い
結
果
に
な
っ
た
。
ソ
連
占
領
地
域
で
の
労

働
組
合
、
治
安
部
門
に
勢
力
を
温
存
し
て
い
た
と
は
い
え
、
と
の
よ
う
な
結
果

に
直
面
し
て
、
政
府
へ
の
支
配
の
足
が
か
り
を
つ
か
む
共
産
党
の
選
択
の
幅
は

一
一
厨
限
ら
れ
て
い
く
乙
と
に
な
り
、
挑
発
行
為
に
よ
っ
て
潮
流
を
か
え
る
機
会

を
共
産
党
が
う
か
が
っ
て
い
た
の
は
否
定
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

と
の
よ
う
な
伏
線
的
状
況
に
加
え
て
一
九
五

O
年
に
は
い
る
と
、
マ
ー
シ
ャ

ル
・
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
経
済
再
建
の
道
を
と
っ
て
い
た
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
経
済
は
、
ひ
と
つ
の
転
換
期
に
直
面
し
て
い
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・

プ
ラ
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
を
立
て
直
す
た
め
に
重
工
業
生
産
を
高
め

る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
方
策
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
か
な
り
の
成
功
を
収

め
て
い
た
が
、
一
方
で
農
業
の
不
振
と
恒
常
的
な
イ
ン
フ
レ
と
い
う
二
つ
の
欠

陥
が
露
呈
し
て
き
で
い
た
。
戦
後
の
農
業
政
策
の
失
敗
に
よ
り
、
輸
入
総
額
の

六
五

Mmま
で
を
食
糧
が
占
め
る
ほ
ど
に
、
食
糧
を
外
国
に
依
存
す
る
結
果
に
な

っ
て
い
た
。
加
え
て
、
国
内
の
農
産
物
価
格
を
国
際
価
格
よ
り
も
低
く
抑
え
て

い
た
た
め
、
そ
の
プ
ラ
イ
ス
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
た

E
R
P
(欧
州
復
興

計
画
〉
か
ら
の
補
助
金
が
累
積
し
、

B
R
P
当
局
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
に
対

し
国
内
農
産
物
価
格
を
引
上
げ
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
て
き
て
い
た
。

ζ

の
た
め
五

O
年
三
月
、
国
民
党
の
利
益
団
体
で
あ
る
農
民
間
盟
は
、
政
府

に
対
し
農
産
物
価
格
の
引
上
げ
を
要
求
し
た
。
当
初
は
、
国
際
価
格
に
沿
っ
た

価
格
の
移
行
が
ス
ム
ー
ス
に
実
現
さ
れ
る
情
勢
に
あ
っ
た
が
、
同
年
六
月
、
朝

鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
工
業
原
料
、
資
源
の
需
要
が
世
界
的
に
高
ま
り
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
は
強
い
イ
ン
フ
レ
圧
力
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
政
府
は
、

産
業
界
、
労
組
、
農
民
同
盟
の
代
表
を
招
い
て
、
新
た
に
賃
金
・
物
価
協
定
の

交
渉
を
開
始
し
た
が
、
三
者
の
利
害
調
整
が
つ
か
ず
、
交
渉
は
著
し
く
難
航
し

つ
づ
け
た
。
九
月
に
は
い
っ
て
か
ら
も
交
渉
は
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
た
ま
ま
で
、

新
協
定
が
結
ぼ
れ
る
ま
で
農
家
は
出
荷
を
見
合
わ
せ
る
と
い
う
状
況
に
ま
で
な

っ
た
。

ζ

れ
に
対
し
、
共
産
党
は
政
府
に
、
物
価
の
凍
結
と
一
五
銘
の
賃
上
げ
の
.
山
富

求
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
日
舶
密
裡
に
行
な
わ
れ
て
い
る
協
定
交
渉
を
厳
し
く
批

判
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
続
け
て
い
た
。
第
一
次
の
ゼ
・
不
ス
ト
を
直
前
K
控
え

て
、
政
府
は
調
停
能
力
を
失
い
、
労
組
と
農
民
同
盟
と
の
間
の
相
互
不
信
は
対

立
に
発
展
し
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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九
月
二
十
六
日
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
前
に
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
成
功
は
、
社

会
党
系
労
働
者
と
共
産
党
よ
り
も
政
府
に
対
す
る
批
判
の
強
い
独
立
同
盟
系
の

労
働
者
の
支
持
と
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
し
て
暗
黙
の
了
解
を
与
え
て
い
た
ソ
連

占
領
軍
が
公
然
た
る
武
力
介
入
を
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
大
き
な
カ
ギ
と

な
っ
て
い
た
。
二
十
六
日
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
主
と
し
て
ソ
連
占
領
地
域
で
行

な
わ
れ
、
一
万
五
千
人
の
労
働
者
が
賃
金
|
物
価
協
定
に
抗
議
す
る
デ
モ
を
行

な
い
、
デ
モ
隊
と
融
官
官
隊
が
衝
突
し
午
後
一
時
す
ぎ
ま
で
に
二
十
三
名
の
負
傷



者
を
出
し
て
い
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
と
並
行
し
て
、
ソ
連
占
領
地
域
で
は
ウ
ィ
ー

ン
に
通
じ
る
交
通
、
通
信
の
破
壊
行
為
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
た
が
、
ソ
連

占
領
軍
は
政
府
治
安
当
局
の
介
入
を
阻
止
し
て
い
た
。

第
一
日
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
総
括
し
た
共
産
党
指
導
部
は
「
ス
ト
ラ
イ
キ
は
我

々
の
カ
を
示
し
た
。
明
日
は
完
全
な
勝
利
へ
と
我
々
を
導
く
だ
ろ
う
」
と
宣
言

す
る
と
と
も
に
、
「
労
働
者
階
級
の
支
持
を
失
っ
た

O
G
B
(オ
ー
ス
ト
リ
ア

労
働
総
同
盟
)
の
執
行
部
は
辞
職
す
べ
き
だ
」
と
強
く
要
求
し
た
。
労
組
で
の

社
会
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
と
の
共
産
党
の
挑
戦
に
対
し
、
社
会
党
は
共
産

党
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
く
い
と
め
る
努
力
を
精
力
的
に
開
始
し
た
。
政
府
も
ス

ト
に
よ
る
混
乱
収
拾
の
た
め
に
連
合
国
管
理
委
に
支
援
を
求
め
た
が
、
西
側
占

領
軍
と
ソ
連
占
領
軍
が
い
ず
れ
か
に
加
担
し
て
分
裂
を
来
た
す
危
険
性
を
考
慮

に
入
れ
、
九
月
の
理
事
会
の
議
長
国
で
あ
る
米
国
代
表
は
占
領
軍
の
介
入
を
拒

否
し
た
。

愛
二
十
七
日
も
共
産
党
系
労
働
者
に
よ
る
破
壊
行
為
は
瀕
発
し
た
が
、
岡
田

午
前
、

O
G
B
執
行
部
は
「
ζ

の
ゼ
ネ
ス
ト
は
経
済
ス
ト
で
は
な
く
、
一
連
の

破
壊
行
動
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
を
著
し
く
混
乱
に
陥
れ
、
ォ

i
ス
ト
リ
ア
に
人

民
民
主
主
義
を
樹
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ァ
シ
ス
ト
と
共
産
党

の
扇
動
に
よ
る
政
府
転
覆
工
作
」
で
あ
る
と
の
声
明
を
出
し
、
共
産
党
を
激
し

く
批
判
し
た
。
ゼ
ネ
ス
ト
の
成
功
は
、
ま
ず
第
一
に
社
会
党
系
労
働
者
の
支
持

に
か
か
っ
て
い
た
だ
げ
に
、

O
G
B
の
ζ

の
声
明
に
よ
っ
て
ス
ト
は
次
第
に
鎮

静
化
し
、
同
日
夜
に
は
、
共
産
党
自
ら
が
ス
ト
ラ
イ
キ
終
結
宣
言
を
出
し
た
。

第
一
次
ス
ト
ラ
イ
キ
に
失
敗
し
た
共
産
党
は
態
勢
を
立
て
直
す
と
と
も
に
、

政
府
に
対
し
て
新
た
な
要
求
案
を
提
出
、
乙
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に

は
十
月
四
日
に
再
び
ゼ
ネ
ス
ト
を
決
行
す
る
と
の
最
後
適
牒
を
出
し
た
。
十
月

四
日
の
ゼ
ネ
ス
ト
で
は
、
社
会
党
系
労
働
者
の
支
持
は
期
待
で
き
な
い
と
と
は

明
ら
か
だ
っ
た
が
、
政
府
が
要
求
案
を
拒
否
す
れ
ば
、
共
産
党
に
は
勢
力
が
残

存
し
て
い
る
ウ
ィ
ー
ン
お
よ
び
ソ
連
占
領
地
域
で
政
府
に
圧
カ
を
か
け
、
社
会

を
混
乱
に
陥
れ
れ
ば
ソ
連
軍
が
介
入
し
、
ソ
連
軍
の
介
入
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を

分
割
に
導
く
と
と
も
に
、
ウ
ィ
ー
ン
を
支
配
下
に
お
さ
め
る
乙
と
が
で
き
る
と

の
期
待
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
次
ゼ
ネ
ス
ト
の
成
功
は
、
ソ
連
軍
の
支

援
に
か
か
っ
て
い
た
わ
け
で
、
国
民
の
関
心
は
ス
ト
ラ
イ
キ
が
始
ま
る
と
ソ
連

軍
は
ど
ん
な
役
割
を
は
た
す
か
に
絞
ら
れ
て
い
っ
た
。

四
日
か
ら
の
共
産
党
の
攻
撃
は
、
ウ
ィ
ー
ン
と
下
部
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
(
ソ

連
占
領
地
域
)
に
集
中
し
た
。
ウ
ィ
ー
ン
で
は
大
衆
デ
モ
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け

ら
れ
ず
、
ウ
ィ
ー
ン
に
通
じ
る
鉄
道
、
道
路
の
封
鎖
、
政
壊
が
目
立
っ
た
。
ソ

連
占
領
地
域
に
あ
る
混
乱
地
点
で
は
、
ソ
連
軍
の
直
接
介
入
の
危
険
が
あ
っ
た

た
め
、
政
府
は
響
察
力
を
有
効
に
行
使
し
え
な
い
で
い
た
。
そ
の
か
わ
り
、
位
置

察
よ
り
も
社
会
党
系
鉄
道
労
働
者
が
共
産
党
労
組
員
の
破
壊
活
動
を
阻
止
す
る

と
い
う
状
況
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
乙
の
よ
う
な
一
般
労
働
者
の
ス
ト
に
対
す

る
態
度
が
、
ソ
連
軍
が
不
介
入
の
態
度
を
と
ら
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い

た
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ス
ト
四
日
自
の
七
日
、
共
産
党
は
ス
ト
の
失
敗
を

認
め
、
終
結
宣
言
を
行
っ
た
。
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六
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立



一
九
五
三
年
三
月
五
日
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
、
後
を
つ
い
だ
マ
レ
ン
コ
フ

首
相
は
三
月
十
五
日
の
ソ
連
最
高
会
議
で
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
強
調
し
、

従
来
よ
り
も
弾
力
性
の
あ
る
平
和
共
存
政
策
の
推
進
を
示
唆
し
た
が
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
ソ
速
の
占
領
政
策
も
徐
身
に
緩
和
さ
れ
て
い
く
兆
候
を
示
し
て
い
た
。

ソ
連
の
側
で
の
占
領
管
理
政
策
の
緩
和
と
並
行
し
て
、
五
三
年
二
月
の
総
選

挙
後
、
フ
ィ

l
グ
ル
首
相
を
つ
い
で
連
邦
首
相
に
就
任
し
た

J
・
ラ
l
プ
は
、

対
ソ
連
外
交
を
活
発
に
し
、
凍
結
さ
れ
て
い
る
国
家
条
約
交
渉
を
正
常
化
さ
せ

る
条
件
を
見
い
出
す
外
交
努
力
に
着
手
し
た
。
ラ
l
プ
首
相
は
、
ど
の
よ
う
な

条
件
に
よ
れ
ば
連
合
国
軍
隊
の
占
領
を
終
結
さ
せ
、
か
つ
国
家
条
約
締
結
が
可

能
か
に
つ
い
て
、
モ
ス
ク
ワ
駐
在
の

N
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
大
使
を
通
じ
て
ソ
連
に

打
診
し
た
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ソ
連
の
関
係
改
善
の
た
め
に
、
ラ
l

プ
首
相
の
意
を
・
つ
け
た
グ
ル

l
パ
l
外
相
は
五
三
年
六
月
、
ス
イ
ス
に
滞
在
中

の
当
時
の
ア
ジ
ア
の
非
同
盟
国
の
代
表
で
あ
る
ネ
ル

i
・
イ
ン
ド
首
相
を
訪

ね
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
問
題
打
開
の
た
め
の
助
言
を
求
め
た
。
周
年
八
月
に
は
、

シ
ェ
ル
フ
副
首
相
を
特
使
と
し
て
、
ソ
速
に
隣
接
す
る
小
国
な
が
ら
、
国
内
体

制
で
は
北
欧
自
由
主
義
の
伝
統
を
守
り
、
中
立
政
策
を
と
っ
て
い
る
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
ケ
ッ
コ

l
ネ
ン
首
相
に
意
見
を
求
め
る
な
ど
、
一
連
の
外
交
努
力
を
重

ね
た
。と

く
に
、
ネ
ル

1
首
相
と
グ
ル

1
パ
l
外
相
と
の
会
談
の
結
果
、
モ
ス
ク
ワ

駐
在
の
メ
ノ
ン
・
イ
ン
ド
大
使
を
通
じ
て
、
国
家
条
約
締
結
の
基
本
条
件
と
し

て
、
外
国
と
軍
事
同
盟
を
結
ば
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
土
に
い
か
な
る
外
国
軍

隊
も
駐
留
さ
せ
る
意
図
が
な
い
と
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
意
向
を
、
モ
ロ
ト

フ
・
ソ
連
外
相
に
伝
え
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
五
三
年
に
は
い
っ
て
、
長
期
化

し
た
占
領
を
脱
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
統
一
を
維
持
し
た
ま
ま
で
独
立
を
達
成

す
る
、
そ
の
条
件
と
し
て
の
申
立
が
、
国
家
条
約
交
渉
の
焦
点
と
し
て
は
浮
か

び
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
中
立
」
の
思
想
は
、
速
く
は
一
九
一
八
年
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
と
と
が
で
き
る
が
、
乙
と
で
触
れ
る
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
永

世
中
立
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
東
西
冷
戦
と
い
う
特
殊
な
国
際
環
境
か
ら
成
立

し
た
点
を
ふ
ま
え
て
)
戦
後
あ
ら
わ
れ
た
中
立
へ
の
志
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
占
領
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
連
合
国
四
国
、
と
く
に
西

側
と
ソ
連
の
聞
に
は
占
領
地
域
の
取
決
め
、
レ
ン
ナ
l
臨
時
政
府
の
承
認
問
題

を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
解
放
直
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
指
導
的
政
治
家
の
発
言
は
、
臨

時
政
府
の
外
務
次
官
、
四
五
年
か
ら
五
三
年
ま
で
外
相
を
務
め
た
グ
ル

l
パ
ー

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
、
一
方
に
、
ま
た
他
方
に

つ
く
乙
と
は
で
き
な
い
」
に
代
表
さ
れ
よ
う
。
四
五
年
十
一
月
総
選
挙
の
結
果
、

新
た
に
就
任
し
た
フ
ィ

l
グ
ル
首
相
は
国
会
に
お
け
る
そ
の
所
信
表
明
の
中
で

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
な
す
べ
き
ζ

と
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
家
と
友
好

関
係
を
も
っ
ζ

と
で
あ
り
、
連
合
四
大
国
と
は
、
と
く
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
連
合
四
国
の
占
領
が
つ
づ
き
、
米
・
ソ
の

聞
に
冷
戦
が
表
面
化
し
は
じ
め
る
と
、
隣
国
ス
イ
ス
の
中
立
の
例
が
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
国
際
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
例
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四
九
年
の
選
挙
の
結
果
成
立
し
た
第
二
次
フ
ィ

l
グ
ル
政
権
に
お
い
て
も
、

両
体
制
聞
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
と
い
う
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
外
交
方
針

が
再
確
認
さ
れ
た
が
、
四
九
年
四
月
の
北
大
西
洋
条
約
機
構

(
N
A
T
O
)
の
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創
設
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
軍
事
体
制
の
新
た
な
成
立
と
い
う
国
際
状
況
、
圏

内
に
あ
っ
て
は
西
側
占
領
地
域
に
お
け
る
占
領
軍
の
軍
備
精
強
を
背
景
と
し
て
、

議
会
で
は
主
と
し
て
共
産
党
議
員
か
ら
政
府
の
外
交
姿
勢
に
対
す
る
質
疑
が
な

さ
れ
た
。
乙
れ
に
対
し
フ
ィ

l
グ
ル
首
相
は
五

O
年
二
月
、
山
連
邦
政
府
は
片

面
講
和
に
よ
る
国
家
条
約
締
結
の
意
志
は
全
く
な
い
乙
と
、
間
連
邦
政
府
は
す

べ
て
の
占
領
軍
の
撤
退
を
主
張
し
、
条
約
締
結
後
は
い
か
な
る
国
の
軍
隊
の
駐

留
に
も
反
対
し
て
い
る
乙
と
、
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
た
?
連
合
国
四
国
の
い

ず
れ
か
と
の
片
面
講
和
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
分
割
の
危
険
を
招
く
と
し
て
、

分
割
の
危
険
を
お
か
し
て
ま
で
国
家
条
約
を
締
結
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
と
の

基
本
方
針
は
、
フ
ィ

l
グ
ル
政
権
、

-
7
1
プ
政
権
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

-
7
1
プ
政
権
下
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ソ
連
と
の
聞
の
外
交
接
触
を
通

じ
て
、
四
九
年
の
バ
リ
外
相
会
議
以
来
五
年
ぶ
り
に
聞
か
れ
た
ベ
ル
リ
ン
外
相

会
議
で
、
条
約
交
渉
に
は
じ
め
て
政
府
代
表
団
を
お
く
る
乙
と
の
で
き
た
オ
ー

ス
ト
リ
ア
は
ご
切
の
軍
事
同
盟
に
加
盟
す
る
意
図
が
な
い
」
乙
と
を
自
主
的

に
表
明
し
た
。
ソ
連
も
、
ド
イ
ツ
問
題
が
解
決
し
な
い
限
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国

家
条
約
の
締
結
は
あ
り
え
な
い
、
と
し
て
い
た
態
度
を
ゆ
る
め
、
同
条
約
の
中

に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
山
ド
イ
ツ
と
合
邦
し
な
い
乙
と
、
間
対
ド
イ
ツ
戦
に
参

加
し
た
諸
国
を
対
象
と
す
る
軍
事
同
盟
に
参
加
せ
ず
、
外
国
軍
に
基
地
を
提
供

し
な
い
と
と
、
た
だ
し
、
間
対
ド
イ
ツ
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
連
合
軍
の
一
部

兵
力
を
引
き
つ
づ
き
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
駐
留
さ
せ
る
‘
と
の
条
件
を
示
し
た
。

し
か
し
、
賠
償
金
額
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
問
題
解
決
ま
で
駐
留
す
る
ζ

と
へ
の
ソ

連
提
案
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
西
側
連
合
国
の
受
け
入
れ
る
と
乙
ろ
と
な
ら
ず
、

結
論
に
達
し
な
か
っ
た
。

同
年
十
月
に
、
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
お
よ
び

N
A
T
O加
盟
に
関
す
る
ロ
ン

ド
ン
・
パ
リ
協
定
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
影
響
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
及
ぷ
乙
と

を
危
倶
す
る
ソ
連
と
し
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
提
案
を
さ
ら
に
緩
和
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
た
。
翌
五
五
年
二
月
八
日
の
ソ
連
最
高
会
議
で
モ
ロ
ト
フ
は
、

「
西
ド
イ
ツ
再
軍
備
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
の
危
険
は
い
よ
い
よ
増
し
て
き
た

が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
非
同
盟
、
中
立
を
守
っ
て
合
邦
の
可
能
性
を
封
じ
、
米

-
英
・
仏
も
一
致
し
て
乙
れ
を
保
障
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
と
の
平
和
条
約
を

ま
つ
ま
で
も
な
・
く
四
カ
国
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
軍
隊
を
撤
退
さ
せ
う
る
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て
、
速
や
か
に
四
カ
国
外
相
会
議
を
開
く
乙
と
を
要
求
し
た
の
で

あ
る
。
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乙
の
モ
ロ
ト
フ
声
明
に
接
し
て
、
ラ
l
プ
首
相
、
シ
ェ
ル
フ
副
首
相
ら
の
オ

ー
ス
ト
リ
ア
政
府
代
表
団
は
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
(
四
月
十
二
日

t
十
五
日
)
し
、

ソ
連
首
脳
と
会
談
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
中
立
に
関
す
る
覚
書
を
交
換
、
共

同
声
明
を
発
表
し
た
。
乙
の
覚
書
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ス
イ
ス
型
の
永
世
中
主

制
を
宣
言
す
る
乙
と
、
国
家
条
約
が
批
准
さ
れ
た
後
、
憲
法
の
規
定
K
従
っ
て

と
の
宣
言
を
採
決
す
る
と
と
、
ま
た
そ
の
国
際
的
承
認
を
え
る
措
置
を
と
る
と

と
も
に
同
国
の
領
土
保
全
に
四
大
国
の
保
障
を
要
請
す
る
乙
と
な
ど
を
約
束
、

ソ
連
は
と
れ
を
了
承
し
、
四
大
固
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
中
立
の
保
障
に
参
加

す
る
乙
と
を
声
明
し
た
。

乙
う
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
国
家
条
約
締
結
の
最
大
の
難
関
と
み
ら
れ
て

い
た
ソ
連
の
永
世
中
立
に
関
す
る
要
求
を
、
条
約
で
押
付
け
ら
れ
た
形
で
は
な



く
、
自
主
的
に
宣
言
す
る
形
で
解
決
し
、
ソ
連
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
西
欧
の

反
ソ
軍
事
同
盟
に
編
入
し
な
い
と
い
う
保
障
を
得
る
と
と
に
な
っ
た
。
ソ
速
は

モ
ス
ク
ワ
会
談
の
内
容
を
、
米
-
英
・
仏
三
閣
に
通
達
し
、
速
や
か
に
外
相
会
議

を
聞
く
乙
と
を
申
し
入
れ
、
西
側
も
こ
れ
に
同
意
し
て
五
月
十
五
貝
ウ
ィ
ー

ン
で
四
カ
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
聞
に
そ
の
独
立
を
回
復
す
る
国
家
条
約
が

調
印
さ
れ
た
。

終

章

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
の
条
約
交
渉
に
あ
た
っ
た

B
・
ク
ラ
イ
ス
キ

l
外

務
次
官
(
現
オ
ー
ス
ト
リ
ア
首
相
)
は
、
「
あ
る
国
家
の
中
立
は
|
|
今
日
そ

れ
が
合
意
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
二
大
国
家
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
限
り
|
|
軍
縮
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
が
世
界
政
治
の
均
衡
状
態
に
い

か
な
る
変
化
も
も
た
ら
さ
な
い
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
主
渡
す
べ
き
で
あ

る
と
信
じ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
の
締
結
の
、
ま
さ
に

そ
の
条
件
と
し
て
実
現
し
た
乙
と
は
、
一
九
五
五
年
二
月
八
日
の
モ
ロ
ト
フ
演

説
、
ソ
連
政
府
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
モ
ス
ク
ワ
招
璃
、
両
国
に
よ
る

モ
ス
ク
ワ
覚
書
の
発
表
と
い
う
一
連
の
経
緯
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
確

か
に
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
内
に
、
西
ド
イ
ツ
の

N
A

T
O加
盟
、
そ
れ
に
対
す
る
ソ
連
の
加
盟
阻
止
の
た
め
の
激
し
い
外
交
攻
勢
と

い
う
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
環
境
の
中
で
、
条
約
締
結
の
条
件
と
し
て
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
が
不
可
欠
だ
と
の
認
識
が
強
く
存
在
し
て
い
た
と
と
は
否

め
な
い
。
モ
ス
ク
ワ
で
の
ソ
速
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
る
二
国
会
談
後
に
曲
さ

れ
た
モ
ス
ク
ワ
覚
書
(
四
月
十
五
日
)
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
自
発
的
に
「
ス

イ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
型
@
中
立
を
永
久
に
実
行
す
る
」

ζ

と

を
明
記
し
て
は
い
る
が
、
連
合
四
国
に
よ
る
国
家
条
約
締
結
へ
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
を
ソ
連
が
決
定
的
に
握
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ソ
連
の
対
オ
ー
ス
ト

リ
ア
政
策
を
当
時
の
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
対
西
側
政
策
の
バ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
の

中
で
も
う
一
度
位
置
づ
け
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

最
も
一
般
的
な
見
方
は
、
ソ
連
が
五
四
年
二
月
の
ベ
ル
リ
ン
外
相
会
議
ま
で

ド
イ
ツ
問
題
と
抱
き
合
わ
せ
に
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
を
切
り
離

す
と
と
に
政
策
を
転
換
し
た
の
は
、
西
ド
イ
ツ
の

N
A
T
O加
盟
阻
止
と
い
う

ソ
連
の
外
交
攻
勢
が
失
敗
に
帰
し
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
国
際
局
面
に
対
処
す

る
た
め
に
、
東
欧
七
カ
国
と
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
を
結
ぶ
半
面
で
、
ド
イ
ツ
と
オ

ー
ス
ト
リ
ア
と
の
合
邦
の
可
能
性
を
最
後
的
に
封
じ
る
目
標
の
達
成
に
踏
み
切

っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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ク
ラ
イ
ス
キ
ー
が
述
べ
て
い
る
「
世
界
政
治
の
均
衡
状
態
に
い
か
な
る
変
化

も
も
た
ら
さ
な
い
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
の
立
場
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
中
立
が
東
西
関
係
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

る
と
、
軍
事
的
に
は
、
ソ
連
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
撤
退
す
る
ζ

と
は
ソ
述
の

譲
歩
で
あ
る
が
、
他
面
、
一
九
四
六
年
の
パ
リ
外
相
会
議
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
敏

留
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
た
ソ
連
の
東
欧
諸
国
通
過
権
が
、
国
家
条
約
締
結

の
前
自
に
結
ぼ
れ
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
に
よ
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
ー
マ
ニ

ア
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
と
と
で
補
充
さ
れ
た
。
加
え
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の



中
立
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
と
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
固
く
禁
じ
る
乙
と
に
な
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
西
両
プ
ロ
ッ
ク
の
境
界
線
上
に
あ
る
オ
ー

ス
ト
リ
ア
が
完
全
な
軍
事
的
真
空
地
帯
に
な
る
乙
と
を
確
保
し
、
そ
れ
が
間
接

的
に

N
A
T
O加
盟
国
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
と
西
ド
イ
ツ
の
聞
を
切
断
し
、
西
側

の
軍
事
行
動
に
一
定
の
制
約
が
加
わ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ソ
連
側

の
利
益
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
西
側
と
し
て
も
、
東
西
聞
に
新
た
な
緩
衝
国

が
生
れ
る
と
と
が
、
東
西
の
緊
張
の
緩
和
に
与
え
る
影
響
を
軽
視
で
き
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ソ
速
の
政
策
の
短
期
的
な
動
機
づ
け
よ
り
も
、
ソ
速
に
は
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
化
の
モ
デ
ル
が
軍
備
引
き
離
し
ゃ
欧
州
中
立
ベ
ル
ト
地
帯

の
形
成
な
ど
、
ソ
連
の
新
た
な
外
交
攻
勢
に
役
立
つ
と
の
長
期
的
展
望
が
あ
っ

た
乙
と
は
否
め
な
い
。

確
か
に
、
ソ
連
の
広
範
に
わ
た
る
外
交
攻
勢
の
中
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
役
割

と
い
う
も
の
が
小
さ
な
も
の
で
あ
る
ζ

と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
戦
後
十
年
に

わ
た
る
「
第
一
次
冷
戦
」

(
D
・
C
-
ワ
ッ
ト
)
を
終
駕
さ
せ
、
ソ
速
が
平
和

共
存
外
交
に
踏
み
出
す
と
き
の
露
払
い
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア

に
お
け
る
連
合
四
園
、
東
西
の
合
意
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ソ
連
は
後
々
ま
で
、

ソ
連
の
平
和
共
存
外
交
の
原
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
の
例

を
も
ち
だ
し
て
い
る
。

だ
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
が
他
の
地
域
に
お
い
て
も
適
用
可
能
か
と
い

う
聞
い
に
対
し
て
は
、
西
側
の
逆
提
案
と
し
て

H
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
、
ド

イ
ツ
の
統
一
が
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
陥
っ
て
い
る
状
況
を
脱
出
さ
せ
る
唯
一
の

道
と
し
て
「
東
ド
イ
ツ
を
独
立
・
中
立
・
非
武
装
化
さ
せ
て
、
西
ド
イ
ツ
と
の

ゆ
る
や
か
な
連
邦
形
態
を
と
れ
ば
、
統
一
ド
イ
ツ
は
十
年
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と

同
様
の
国
際
的
地
位
を
獲
得
で
き
よ
う
」
と
提
唱
し
た
の
に
対
し
、
ソ
連
側
が

拒
絶
し
た
と
い
う
事
実
は
、
中
立
を
考
え
る
上
で
の
見
逃
す
と
と
の
で
き
な
い

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
立
は
い
ろ
い
ろ
の
教
訓
を

我
身
に
与
え
て
は
く
れ
る
が
、
他
の
地
域
に

.
5白
色
司
自
白
色
相
匂
に
適
用
で

き
る
モ
デ
ル
・
ヶ

l
ス
で
は
江
く
、
東
西
が
フ
ィ
フ
テ
ィ

1
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
!

と
考
え
る
と
と
ろ
で
妥
協
す
る
と
と
が
で
き
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
国
際
法
上
、
中
立
の
国
家
ス
テ
ー
タ
ス
を
と
り
な
が
ら
厳

格
な
中
立
政
策
を
と
っ
て
い
る
ス
イ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
国
際
政
治
上
の
中

立
政
策
を
と
っ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
、
自
国
の
安
全
保
障
の
一
方
式
と

し
て
の
中
立
は
、
園
内
で
の
政
治
変
動
が
少
な
く
、
か
っ
、
近
隣
諸
国
と
の
凶

家
シ
ス
テ
ム
が
安
定
し
て
い
る
と
い
う
条
件
が
最
低
限
存
在
す
る
川
場
合
に
の
み

普
遍
性
を
も
ち
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
限
定
的
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
中
立
の
成
立
の
背
景
と
し
て
、
各
身
歴
史
的
特
殊
性
と
い
う
発
異
は
あ

る
に
せ
よ
、
同
じ
近
代
化
の
レ
ベ
ル
に
た
っ
た
国
家
の
聞
で
保
障
の
関
係
が
成

立
し
た
ヨ

l
ロ
ッ
バ
の
中
立
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
の
そ
れ
と
は
質
的

な
相
違
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
乙
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外

で
の
国
家
の
申
立
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
立
の
現
わ
れ
方

に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
乙
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
え
あ

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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(
い
と
う
・
っ
と
む

ド
イ
ツ
語
科
五
一
年
度
卒
)



ア

外

交

の

転

換

lメ

カ

ー
ー
一
九
四
九
年

t
五
O
年
の
米
国
の
中
国
政
策
の
諸
相
|
|

ま
え
が
き

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
訪
中
決
定
、
米
中
首
脳
会
談
の
実
現
と
い
っ
た
米
中
接

近
劇
が
新
聞
紙
上
を
賑
わ
し
て
か
ら
か
れ
乙
れ
五
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
の
問
、
米
国
の
中
国
政
策
は
中
ソ
対
立
を
基
軸
に
展
開
さ
れ
、

ま
た
対
ソ
戦
略
の
必
要
か
ら
一
層
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し

か
し
、
と
う
い
っ
た
米
国
側
の
戦
術
は
、
実
を
い
う
と
決
し
て
目
新
し
い
も
の

で
は
な
く
、
我
々
は
そ
の
原
型
を
歴
史
の
あ
る
時
期
に
求
め
る
と
と
が
で
き
る
。

あ
る
時
期

l
l
そ
れ
は
一
九
四
九
l
五
O
年
。
欧
州
に
お
い
て
は
米
ソ
冷
戦

が
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
共
産
中
国
の
成
立
が
顕
在
化
し
始
め
、
戦
後
現
代
史

の
分
水
嶺

κも
あ
た
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
中
に
あ
っ
て
、

ト
ル

1
7
ン
政
権
、
と
く
に
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
が
、
ソ
連
共
産
主
義
へ
の
対

抗
策
と
し
て
、
共
産
中
国
に
採
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
中
ソ
離
間
(
中
国
チ
ト

1
化
)
政
策
で
あ
る
。
今
日
の
米
中
関
係
が
中
ソ
離
聞
を
大
前
提
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
鑑
み
て
も
、
当
時
の
中
国
政
策
を
再
評
価
す
べ
き

時
機
が
、
到
来
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

で
は
一
体
、
米
国
政
府
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
中
国
政
策
を
遂
行
し
た
の

池

保

子

田

で
あ
ろ
う
か
。
研
究
の
対
象
と
す
る
時
代
を
、
一
九
四
九
年
一
月

t
一
九
五

O

年
六
月
に
限
定
し
、
そ
の
聞
に
見
ら
れ
た
中
ソ
離
間
政
策
の
実
体
、
及
び
そ
の

限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
模
索
し
た
の
が
、

ζ

の
小
論
で
あ
る
。

元
来
、
一
九
四
九
年

t
五
O
年
の
中
国
政
策
は
錯
綜
と
し
て
お
り
、
不
明
瞭

な
点
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
、
一
九
四
九
年
、
及
び
一
九
五

O
年

の
国
務
省
資
料

2
2
a官
室
田
氏
。
訴
え
任
問

c
a
E
ω
g
g
)が
一
九

七
五

t
七
七
年
に
わ
た
っ
て
公
開
さ
れ
は
、
入
手
出
来
た
事
は
、
米
国
政
府
の
中

国
観
、
中
国
政
策
決
定
過
程
の
究
明
に
大
い
に
役
立
っ
た
。
筆
者
は
乙
れ
ら
の

一
次
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
、
テ
1
7
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
事
を
と
乙

に
附
記
す
る
。

-28-

-
中
国
政
策
の
基
調

L

中
国
政
策
の
再
倹
討

一
九
四
九
年
一
月
二
一
目
、
米
国
に
新
し
い
国
務
長
官
が
誕
生
し
た
。
彼
の

名
は
、
デ
ィ

l
ン
・
ア
チ
ソ
ン
。
当
時
、
米
国
は
欧
州
に
お
い
て
共
産
主
義
包

囲
網
を
完
成
し
つ
つ
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
中
国
に
対
し
て
は
、
ア
チ
ソ
ン
の



主
導
の
も
と
に
、
不
干
渉
と
静
観
の
方
向
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
。
国
民
政

府
の
腐
敗
の
露
呈
、
国
民
党
軍
の
壊
滅
と
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
米
国
は
、
毛

沢
東
、
ま
た
は
中
国
民
衆
の
チ
ト
l
化
|
|
ソ
連
の
勢
力
圏
か
ら
分
離
し
、
民

族
主
義
に
根
ざ
し
た
独
自
路
線
を
中
国
が
と
る
事
|
!
と
い
う
目
標
の
中
に
、

新
た
な
活
路
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
、
国
務
省
は
、
将
来
共
産
党
が
政
権
を
獲

得
し
た
際
、
ソ
連
の
支
配
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
な
る
よ
う
に
間
接
的
に
働
き

か
け
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
初
頭
に
国
家
安
全
保
障
会
議
(
Z由
民
O
ロ包

r
g円
伊
丹
可
。

g
守

e

n
-
-
)

が
作
成
し
た
一
連
の
N
S
C
文
書
を
分
析
す
る
事
に
よ
っ
て
、
中
国
政

策
の
目
標
が
中
国
の
チ
ト
l
化
に
あ
っ
た
と
い
う
事
が
証
明
さ
れ
る
。
一
月
十

一
日
に
起
草
さ
れ
た
N
S
c
l
u
/
1
は
、
米
国
の
中
国
政
策
の
目
標
を
「
統

'
一
・
安
定
・
独
立
し
た
親
米
的
中
国
の
発
展
」
に
据
え
、
そ
の
た
め
に
即
時
中

国
が
ソ
連
の
勢
力
下
に
は
い
る
事
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
月

二
八
日
に
起
草
、
三
月
三
日
に
大
統
領
の
承
認
は
を
得
た
N
S
c
l
u
/
2
で

は
、
焦
点
が
中
ソ
間
の
対
立
に
移
っ
て
お
り
、
当
時
の
国
務
省
の
中
国
共
産
党

観
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
満
州
、
国
民
政
府
所
在
地
広
東
に
お
け
る

ソ
連
の
行
動
の
み
な
ら
ず
、
ソ
連
の
事
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
自
体
が
中
国

の
民
族
主
義
と
抵
触
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
断
言
し
、
米
国
の
中
国
政
策
の
目
標

を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
あ
る
・

「
米
国
は
、
干
渉
と
い
う
形
を
慎
重
に
避
け
な
が
ら
も
、
政
治
的
経
済
的
手

砕
を
通
じ
て
中
国
共
産
党
と
ソ
速
、
中
国
の
共
産
党
組
織
内
外
の
ス
タ
l
リ
ニ

ス
ト
と
そ
の
他
の
分
子
と
の
あ
ら
ゆ
る
不
和
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
」

筆
者
百

(
傍
点

N
S
C
l
鈍

/
2
と
同
日
に
起
草
さ
れ
た
N
S
C
|
引
は
、
政
治
的
経
済
的

手
島
の
内
容
を
具
体
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
・
西
欧
自
由
主
義
諸
国
が

共
同
歩
調
を
と
り
な
が
ら
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
に
流
出
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に

戦
略
物
資
の
対
中
輸
出
を
禁
止
す
る
事
、
し
か
し
そ
の
他
の
品
自
に
か
ん
し
て

は
制
限
を
緩
和
す
る
事
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
中
貿
易
の
独
占
を
狙
う
ソ
速
に
対

す
る
中
国
の
反
感
を
惹
起
し
、
中
国
の
チ
ト
l
化
を
図
る
事
が
指
針
と
し
て
う

ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
侶

共
産
党
政
権
が
国
家
経
済
を
再
建
す
る
た
め
に
は
、
西
側
諸
国
と
の
通
商
が

不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
米
国
の
見
解
は
的
を
射
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

実
際
、
当
時
、
中
国
共
産
党
は
ソ
連
一
国
の
援
助
能
力
に
は
か
な
り
疑
問
を
抱

い
て
い
た
と
い
え
る
。
五
月
十
三
日
、
六
月
六
日
、
六
月
二
八
日
の
三
固
に
わ

っ
て
行
わ
れ
た
ス
チ
ュ
ア
!
ト
H
黄
準
会
談
は

ω、
主
と
し
て
商
業
上
の
必
婆

性
か
ら
、
当
時
中
国
が
西
側
諸
国
と
接
触
し
、
ひ
い
て
は
外
交
関
係
を
樹
立
す

る
意
志
を
持
っ
て
い
た
事
を
証
明
し
て
い
る
。
六
月
十
五
日
、
政
治
協
商
会
議

準
備
委
員
会
の
席
上
で
毛
沢
東
が
行
っ
た
演
説
に
お
い
て
も
、
「
世
界
各
国
の

人
民
と
友
好
的
に
協
力
し
、
'
国
際
聞
の
通
商
事
業
を
回
復
さ
せ
る
」
事
の
必
要

性
が
強
調
さ
れ
た
。
毛
沢
東
演
説
は
、
六
月
二
八
日
の
会
談
に
お
い
て
、

黄
が
ス
チ
ュ
ア

l
ト
を
北
京
へ
招
嶋
す
る
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ

スw

。
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ζ

の
よ
う
に
米
固
に
対
し
て
宥
和
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
毛
沢
東
が
、
七

月
一
自
に
は
「
人
民
民
主
独
裁
に
づ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
で
向
ソ
一
辺
倒
宣

言
を
行
い
、
ソ
連
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
信
奉
を
内
外
に
明
ら
か
に
し

た
。
し
か
し
、
中
国
共
産
党
が
帝
国
主
義
的
行
動
を
と
ら
な
い
国
と
通
商
・
外



交
関
係
を
結
ぶ
事
に
対
し
て
は
否
定
し
て
い
な
い
ζ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
「
中
国
が
真
の
経
済
的
独
立
を
実
現
す
る
に
は
、
長
い
時
閣
を
要

す
る
。
中
国
の
産
業
が
発
展
し
、
最
早
、
経
済
的
に
外
国
に
依
存
し
な
い
時
、

始
め
て
真
の
、
か
つ
完
全
な
独
立
が
あ
り
う
る
」
倍
と
い
う
一
節
を
見
て
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
の
最
終
的
目
標
が
ソ
連
か
ら
独
立
し
た
民
族
国
家
の
建

設
に
あ
っ
た
事
は
確
実
で
あ
る
。
長
期
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
米
国
の
期
待
し

た
中
国
の
チ
ト

1
化
の
可
能
性
は
実
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
米
国
は
七
月
一
日
の
毛
沢
東
論
文
以
降
も
中
国
の
チ
ト

l
化
を
追
求

す
る
。
当
時
の
国
務
省
の
中
国
観
は
八
月
五
日
に
刊
行
さ
れ
た
伝
達
文
の
中
の

以
下
の
よ
う
な
一
節
に
凝
縮
さ
れ
よ
う
。

「
緩
後
に
は
、
中
国
の
深
速
な
文
明
と
民
主
主
義
的
な
個
性
主
義
が
必
ず
自

ら
を
主
張
し
、
そ
し
て
中
国
は
外
国
の
経
槍
を
破
棄
す
る
で
あ
ろ
う
、
固
に
お

け
る
全
て
の
発
達
は
、
今
も
将
来
も
、
乙
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
の
で
あ
る

か
ら
、
乙
れ
を
我
身
は
激
励
す
べ
き
で
あ
る
」
侶

つ
ま
り
米
国
は
、
中
国
共
産
党
の
指
導
者
が
ソ
速
の
支
配
下
に
は
い
っ
た
事

を
認
識
し
な
が
ら
も
、
中
国
の
民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
事
に
よ
っ
て
、
中
ソ
の

離
聞
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

ζ

う
い
っ
た
中
国
政
策
の
基
調
は
、
中
華
人
民
共

和
国
が
成
立
し
た
後
、
承
認
問
題
、
台
湾
問
題
等
に
か
ん
す
る
政
策
の
中
に
反

映
さ
れ
て
い
っ
た
。

2. 

台
湾
政
策
の
特
異
性

米
国
の
中
国
政
策
の
基
調
は
、
一
九
四
九
年
初
頭
に
は
既
に
明
確
化
し
て
い

た
が
、
台
湾
政
策
は
そ
れ
と
は
少
し
異
っ
た
展
開
を
遂
げ
た
。
中
国
共
産
党
の

台
湾
占
領
を
黙
認
す
る
と
い
う
統
一
見
解
が
米
国
政
府
内
で
出
来
上
が
っ
た
の

は
、
一
九
四
九
年
八
月
以
降
の
と
と
で
あ
り
、
八
月
以
前
の
台
湾
政
策
の
目
標

は
本
省
人
を
国
民
政
府
・
中
国
共
産
党
双
方
か
ら
守
る
事
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
台
湾
が
次
第
に
国
共
内
戦
の
渦
中
に
巻
き
と
ま
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
た

米
ソ
冷
戦
が
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
て
、
米
国
は
台
湾
に
対
し
て
、
軍
事
的
な
肩

入
れ
を
開
始
す
る
が
、
台
湾
防
衛
の
た
め
に
軍
事
力
を
使
用
す
る
事
は
、
断
じ

て
禁
じ
て
い
る
.

以
上
述
べ
た
よ
う
な
台
湾
政
策
の
法
調
は
、
一
九
四
九
年
二
月
三
日
の

N
S

c
l
U
/
2、
三
月
一
日
の

N
S
C
|幻
/
5
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、

N

S
C
l
U
/
2
で
は
、
米
国
の
本
省
人
支
援
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

「
米
国
は
、
台
湾
を
少
く
と
も
少
し
は
立
派
に
統
治
す
る
よ
う
な
、
砂
か
か

非
共
産
主
義
中
国
政
権
を
発
展
さ
せ
支
持
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

我
h

吋
は
乙
れ
以
上
本
土
の
中
国
人
が
流
れ
と
ま
な
い
よ
う
に
、
尽
均
す
べ
き
で

あ
る
」
。
げ
こ
の
よ
う
に
米
国
は
台
湾
本
省
人
に
よ
る
政
権
を
支
持
す
る
事
K
よ

り
政
治
的
安
定
を
確
立
し
、
台
湾
を
外
敵
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た

N
S
C
|釘
/
5
に
お
い
て
、
軍
事
力
を
使
用
し
な
い
事
、
米
国
艦
隊

を
台
湾
の
港
の
内
外
に
駐
留
さ
せ
な
い
事
が
再
確
認
さ
れ
た
。
上
記
の
決
定
を

下
し
た
理
由
を

N
S
C
l
U
/
5
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
箪
事

力
の
示
威
は
中
国
至
る
所
に
重
大
な
政
治
的
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
ま
さ
に
我
々
が
ソ
連
の
満
州
・
新
彊
に
お
け
る
行
動
を
利
用
し
た
い
と
望

ん
で
い
る
時
に
イ
レ
デ
ン
タ
民
族
統
一
主
義
の
争
点
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な

い
」
。
俗
つ
ま
り
、
米
国
の
台
湾
政
策
に
お
い
て
も
、
そ
の
窮
極
的
目
的
が
中
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国
の
チ
ト
l
化
に
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。

N
S
C
l幻
/

1
及
び
釘
/

5
を
基
調
と
し
た
米
国
の
台
湾
政
策
は
、
国
民

党
軍
下
の
中
国
人
の
台
湾
へ
の
敗
走
、
そ
れ
に
伴
う
人
口
増
加
、
経
済
的
大
混

乱
、
と
い
っ
た
悪
条
件
が
絡
み
合
っ
て
、
早
く
も
四
月
に
は
、
そ
の
非
現
実
性

が
明
ら
か
に
な
り
始
め
た
。
と
う
し
て
米
国
は
従
来
の
台
湾
政
策
の
再
検
討
を

迫
ら
れ
た
が
、
台
湾
放
棄
の
立
場
を
と
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
事
実
、
米
国
は

四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
、
台
湾
が
中
国
共
産
党
の
勢
力
下
に
は
い
ら
な
い

よ
う
に
種
今
の
手
段
を
講
じ
て
い
た
。
と
り
わ
け
米
国
が
最
も
プ
ラ
ク
テ
イ
カ

ル
な
も
の
と
し
て
推
進
し
て
い
た
構
想
は
、
台
湾
を
国
連
の
信
託
統
治
下
に
置

き
、
最
終
的
に
は
そ
の
帰
属
を
台
湾
人
の
住
民
投
票
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い

う
構
想
で
あ
っ
た
。

米
国
の
台
湾
政
策
は
、
と
の
よ
う
に
、
米
固
に
と
っ
て
の
政
治
的
利
害
と
戦

略
的
利
害
、
ひ
い
て
は
国
務
省
と
軍
部
の
利
害
の
接
点
と
な
っ
て
い
た
が
放
に

潜
在
的
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
実
際
に
、
朝
鮮
戦
争
と
い
う

軍
事
的
危
機
の
状
況
に
お
い
て
、
乙
の
矛
盾
が
い
ち
早
く
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
政
府
の
台
湾
政
策
と
中
国
政
策
が
一
致
し
た
時
期
が

あ
る
。
一
九
四
九
年
八
月
以
降
翌
五

O
年
六
月
迄
・
の
約
十
ヶ
月
間
、
米
国
政
府

は
中
国
チ
ト
l
化
の
誘
い
水
と
し
て
台
湾
の
陥
落
を
黙
認
す
る
立
場
を
と
っ
た
。

国
務
省
は
八
月
四
日
、
国
家
安
全
保
障
委
員
会
に
、
台
湾
が
間
も
な
く
共
産
党

の
勢
力
下
に
陥
る
で
あ
ろ
う
か
ら
外
交
と
経
済
の
み
を
武
器
と
し
て
台
湾
を
守

る
事
は
不
可
能
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
覚
書
を
提
出
し
た
。
一
方
、
統
合

参
謀
本
部
も
、
八
月
十
六
日
、
台
湾
防
衛
の
た
め
の
公
然
た
る
軍
事
行
動
を
強

く
否
定
し
、
九
月
に
は
実
情
確
認
を
目
的
と
す
る
軍
事
使
節
の
派
遣
に
対
し
て

さ
え
、
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
決
定
が
下
さ
れ
た
時
期
が
、
国
務
省
に
よ
る
中
国
白
書
の
刊
行
の
時

期
と
合
致
す
る
と
い
う
事
実
を
鑑
み
て
も
、
米
国
が
当
時
、
い
か
に
中
国
の
チ

ト
l
化
を
画
策
し
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
る
。
台
湾
に
か
ん
し
て
政
府
内
で
得

ら
れ
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
国
民
政
府
の
台
湾
遷
都
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た

持
、
崩
れ
始
め
る
。
し
か
し
国
務
省
は
、
台
湾
放
棄
の
姿
勢
を
国
守
し
た
の
で

あ
る
。

E

中
国
政
策
の
連
続
性

L

中
華
人
民
共
和
国
の
成
立

一
九
四
九
年
十
月
一
目
、
毛
沢
東
は
中
華
人
民
共
和
国
(
以
下
中
国
と
省
略
)
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の
成
立
を
宣
言
し
、
十
二
月
末
に
は
実
質
的
に
中
国
本
土
全
領
域
を
占
領
し
た
。

一
方
、
国
民
政
府
は
十
二
月
八
日
、
そ
の
首
府
を
台
北
に
移
し
た
。
と
う
し
て
、

大
陸
に
お
け
る
「
中
国
喪
失
」
は
歴
然
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
の
中

国
政
策
に
何
の
変
化
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
逆
に
、
中
国
の
チ
ト

l
化
に
対
す

る
期
待
は
、
一
時
、
一
段
と
高
揖
し
た
観
が
あ
る
。
そ
の
起
動
力
と
な
っ
た
の

が
、
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
等
民
聞
の
極
東
問
題
専
門
家
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
北
京
政

府
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
人
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
中
国
観
に
基

づ
き
、
十
月
六
日

t
八
日
の
三
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
「
米
国
の
中
国

政
策
に
か
ん
す
る
円
卓
会
議
」
に
お
い
て
、
数
々
の
政
策
提
言
を
行
っ
た
。
と

り
わ
け
、
彼
ら
は
国
務
省
に
、
中
国
の
早
期
承
認
を
強
く
要
請
し
て
い
る
。

圏
内
世
論
に
視
点
を
移
し
て
も
、
一
九
四
九
年
末
ま
で
は
共
産
中
固
に
対
す



る
憎
悪
感
は
薄
か
っ
た
。
一
九
四
九
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
、
中
国
承
認
に
つ

い
て
の
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
に
よ
る
と
、
承
認
反
対
の
必
Mm
に
対
し
、
賛
成
が
幻

Mm
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
乙
の
事
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
は

一
方
、
国
務
省
内
部
に
お
い
て
も
、
十
月
二
六
日
、
二
七
日
の
両
日
に
行
わ

れ
た
会
談
で
、
中
国
政
策
の
目
標
が
中
ソ
離
聞
を
鼓
舞
す
る
事
に
あ
る
、
と
い

う
見
解
が
閤
ま
っ
た
。
し
か
し
、
事
早
認
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
が
中
国
の
チ
ト

|
化
実
現
の
た
め
の
絶
好
の
道
具
と
な
る
事
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
非
常
に
現

実
的
な
立
場
を
と
っ
た
。
乙
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
乙
乙
で
少
し
、

歴
史
を
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
九
四
九
年
五
月
十
三
日
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
黄
華
と
の
対
談
を
控
え
た
ス
チ

ュ
ア

l
ト
に
対
し
、
中
国
承
認
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
明
示
し
た
。

同
実
際
に
、
領
土
・
国
家
の
行
政
機
能
を
支
配
し
、
公
秩
序
を
維
持
し
て
い

る
事

州
政
府
が
、
国
際
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
能
力
と
義
務
を
有
し
て
い
る
事

同
国
民
全
体
が
政
権
を
認
め
て
い
る
事

中
国
承
認
は
川
新
政
権
が
三
つ
の
条
件
に
か
な
っ
た
時
、
始
め
て
実
現
す
る
の

で
あ
る
。

ア
チ
ソ
ン
は
十
月
十
二
日
、
上
院
外
交
委
員
会
秘
密
公
聴
会
に
お
い
て
従
来

の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
同
日
、
記
者
会
見
の
席
上
で
公
表
し
た
。
国
務
省
の

立
場
は
、
十
二
月
三

O
自
の
N
S
C
|
必
/
2
、
一
九
五

O
年
一
月
十
日
の
上

院
外
交
委
員
秘
密
公
聴
会
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
化
す
る
。
ア
チ
ソ
ン
は
、
問

委
員
会
に
お
い
て
、
「
承
認
(
円
。

8
官
E
oロ
V

」
と
「
是
認
(
釦
苦

8
4色
ご

と
を
明
瞭
に
区
別
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
承
認
を
本
質
的
な
政
府
間

の
事
務
を
遂
行
す
る
ヂ
ャ
ン
ネ
ル
を
維
持
す
る
た
め
の
実
用
的
手
段
、
と
促
え

る
事
に
よ
り
、
承
認
実
現
へ
の
道
を
開
乙
・
っ
と
し
た
の
で
あ
る
。
侶

国
務
省
の
三
つ
の
承
認
基
準
の
中
で
、
承
認
を
困
難
に
し
て
い
た
の
が
向
で

あ
る
。
米
中
両
国
間
の
外
交
関
係
を
平
利
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
、
米

国
の
外
交
公
館
の
財
産
、
権
益
の
安
全
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
州

九
年
J
五
O
年
初
頭
に
か
け
て
の
中
国
側
の
態
度
の
硬
化
に
伴
い
、
米
凶
は
、

国
際
法
の
遵
守
、
国
民
政
府
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
条
約
の
遵
守
と
い
う
条
併
を

強
く
前
面
に
お
し
出
し
た
。
乙
の
事
は
、
米
国
の
中
国
観
を
知
実

κあ
ら
わ
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
米
国
に
と
っ
て
中
国
と
は
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
に
指
導

す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
米
国
に
は
、
自
国
の
道
徳
的
影
響
力
に
対
す
る
自
負
、

信
念
が
常
に
あ
っ
た
。
「
友
好
的
国
家
」
と
し
て
の
中
園
、
と
い
う
伝
統
的
イ

メ
ー
ジ
を
拭
い
き
れ
な
い
米
国
は
、
新
政
権
承
認
に
か
ん
し
て
も
、
道
義
的
側

面
を
の
み
強
調
し
、
中
国
の
外
交
政
策
の
中
に
し
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
役
割

を
過
小
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
中
国
の
態
度
の
硬
化
|
|
例
え
ば
、
十
月
二
四
日
に
奉
天
総
領
事
ア

ン
ガ
ス
・
ワ

l
ド
以
下
数
名
が
、
一
年
間
の
軟
禁
の
後
逮
捕
さ
れ
た
事
件
、
翌

五
O
年
一
月
十
四
日
に
北
京
の
外
国
領
事
館
及
び
そ
の
資
産
が
接
取
さ
れ
た
事

件
ー
ー
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
敵
対
行
為
で
あ
る
、
と
断
定
す
る
の
は
不
適
当
で

あ
ろ
う
。
後
者
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
中
国
は
当
該
地
域
の
無
関
係
施
設
だ
け

を
接
取
し
た
の
で
あ
り
、
過
去
の
不
平
等
条
約
に
基
づ
く
特
権
の
清
算
の
一
例

に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
む
し
ろ
乙
れ
を
、
シ
モ
ン
ズ
の
よ
う
に
、
「
強
力

な
民
族
主
義
に
支
え
ら
れ
た
新
生
国
家
が
、
国
の
統
合
と
独
立
を
声
高
く
宣
言

す
る
象
徴
的
な
行
為
」

M
H
と
と
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
乙
う
い
っ
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た
形
の
民
族
主
義
は
米
国
の
許
容
の
域
を
越
え
て
い
た
。

中
国
承
認
に
対
し
て
、
国
務
省
が
現
実
的
立
場
を
と
っ
た
原
因
は
園
内
政
治

に
も
、
も
と
め
ら
れ
る
。
元
来
、
米
国
特
有
の
政
治
制
度
の
も
と
で
、
ア
メ
リ

カ
外
交
は
内
政
、
と
く
に
議
会
の
制
約
を
免
れ
得
な
い
が
、
中
国
政
策
を
研
究

対
象
と
す
る
際
、
議
会
は
大
き
な
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
何
故

な
ら
一
九
四
八
年
十
一
月
の
大
統
領
選
以
来
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ピ
!
と
結
託
し

た
共
和
党
保
守
派
が
、
議
会
に
お
い
て
中
国
プ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
蒋
介
石
政

権
擁
護
の
た
め
に
行
政
府
K
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
圧
力
を
加
え
た
か
ら
で
あ

る
。
侶
と
り
わ
け
、
彼
ら
が
、
国
民
政
府
へ
の
経
済
・
軍
事
援
助
の
継
続
を

要
請
す
る
事
に
よ
り
、
国
民
政
府
と
の
絶
縁
、
ひ
い
て
は
中
国
の
チ
ト

l
化
を

不
可
能
に
さ
せ
た
。
つ
ま
り
米
国
政
府
の
中
国
政
策
の
弾
力
性
を
事
っ
た
、
と

い
う
点
で
、
そ
の
影
響
力
は
多
大
で
あ
る
。

中
倒
承
認
に
か
ん
し
て
も
、
彼
ら
は
政
府
の
フ
リ
l
・
ハ
ン
ド
を
封
じ
た
。

六
月
二
四
日
、
中
国
プ
ロ
ッ
ク
の
旗
手
、
ノ
ー
ラ
ン
ド
上
院
議
員
を
中
心
と
す

る
上
院
外
交
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
犬
統
領
に
対
し
、
新
政
梅
を
承
認
し
な

い
よ
う
に
要
請
し
た
書
簡
を
提
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
ア
チ
ソ
ン
は
七
月
一
目
、

中
国
承
認
の
際
に
は
、
必
ず
上
院
外
交
委
員
会
と
協
議
す
る
と
約
束
し
、
ス
チ

ュ
ア
l
ト
大
伎
に
対
し
て
も
、
訪
問
不
許
可
の
訓
令
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
承

認
問
題
に
か
ん
し
て
議
会
の
制
約
を
受
け
た
事
が
な
か
っ
た
米
国
政
府
に
と
っ

て
、
乙
れ
は
ま
さ
に
例
外
と
も
い
う
べ
き
対
応
で
あ
っ
た
。

以
上
の
二
点
は
中
国
承
認
の
実
現
を
阻
ん
で
い
た
要
因
で
あ
る
が
、
承
認
行

為
自
体
に
否
定
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
事
を
、

ζ

乙
で
再
度
強
調
す
る
必

要
が
あ
る
。
実
際
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
一
九
五

O
年
一
月
初
頭
の
連
邦
議
会
開
会

前
に
中
国
を
承
認
す
る
事
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
ト
ル

1
7
ン

大
統
領
は
、
大
統
領
と
し
て
の
政
治
的
立
場
上
、
中
国
の
早
期
承
認
に
異
論
を

唱
え
た
。
両
者
の
微
妙
な
見
解
の
相
違
は
、
対
中
貿
易
政
策
に
お
い
て
も
見
受

け
ら
れ
る
。

米
国
は

N
S
C
|引
を
基
調
と
し
た
対
中
貿
易
を
営
ん
で
い
た
が
、
ト
ル
!

?
ン
は
、
九
月
十
六
日
、
そ
の
修
正
を
ア
チ
ソ
ン
に
要
求
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
十
一
月
四
日
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
「
中
国
革
命
の
進
展
は
、

N
S
C
1
4
の

基
本
的
想
定
と
概
念
を
変
更
さ
せ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
」
師
と
断
言
し
、
従

来
の
方
針
を
固
持
し
た
の
で
あ
る
。
米
国
の
対
中
貿
易
政
策
は
、
十
二
月
三

O

日
の

N
S
C
l必
/

2
に
お
い
て
、
再
確
認
さ
れ
た
。
げ

中
国
の
チ
ト
l
化
へ
の
期
待
に
根
ざ
し
た
ア
チ
ソ
ン
の
中
国
政
策
は
、
台
湾

放
棄
と
い
う
形
に
結
実
さ
れ
て
い
く
。

N
S
c
l
U
/
7
で
示
さ
れ
た
台
湾
放

棄
の
姿
勢
は
、
十
月
六
日
の

N
S
C
l
u
/
8
に
お
い
て
、
よ
り
断
定
的
な
ト

ー
ン
で
強
調
さ
れ
た
@
何
故
な
ら
、

N
S
C
i
U
/
8
は
、
「
台
湾
は
一
九
五

O
年
末
ま
で
に
中
国
共
産
党
の
支
配
下
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
中
央
情

報
局

5
8可
包

宮

E-布
団
緊
叩
〉

mgn司
)
の
推
定
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
・

ω

ーおー

軍
部
も
、
台
湾
遷
都
ま
で
は
、
台
湾
焔
落
を
看
過
す
る
つ
も
り
で
い
た
。
し

か
し
、
台
湾
遷
都
の
翌
日
開
か
れ
た
国
家
安
全
保
障
会
議
に
お
い
て
、
統
合
参

謀
本
部
は
、
軍
事
使
節
団
の
派
遣
、
台
湾
へ
の
軍
事
援
助
を
要
求
し
た
の
で
あ

る
。
と
れ
に
対
し
、
ト
ル
!
?
ン
は
、
台
湾
問
題
の
解
決
に
あ
た
り
、
軍
事
的

考
慮
を
加
え
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
た
。

ζ

う
し
て
、
台
湾
問
題
に
か
ん
す
る
国
務
省
の
見
解
は
絶
対
的
な
も
の
と
な



っ
て
い
っ
た
。
国
務
省
が
十
二
月
一
一
一
二
日
、
在
外
公
館
、
軍
の
渉
外
関
係
者
に

「
台
湾
政
策
の
情
報
資
料
」
を
極
秘
に
送
付
し
、
そ
の
中
で
台
湾
の
軍
事
的
重

要
性
さ
え
否
定
し
た
事
は
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
十
二
月
二
九
日
、
国
務
省

で
行
わ
れ
た
、
国
務
省
、
統
合
参
謀
本
部
の
会
談
に
お
い
て
も
、
後
者
か
ら
の

圧
力
は
依
然
と
し
て
絶
え
な
か
っ
た
が
、
ア
チ
ソ
ン
は
台
湾
放
棄
の
立
場
を
固

持
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

一
九
四
九
年
十
二
月
末
ま
で
に
は
、
中
ソ
離
聞
を
は
か
る
事
を

長
期
的
目
標
と
し
た
中
国
政
策
の
全
体
系
が
完
成
し
、
十
二
月
三

O
自
の

N
S

C
l必
/

2
に
お
い
て
、
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
四
九
年
の
段
階
で
は
、
以
上
の
決
定
は
、
政
府
の
内
部
了
解

事
項
に
す
ぎ
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
密
教
」
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府

の
見
解
が
公
に
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五

O
年
一
月
五
日
の
ト
ル

1
7
ン
声
明
以

降
の
事
で
あ
る
@
一
月
三
自
に
上
記
の
「
情
報
資
料
」
が
プ
レ
ス
に
漏
れ
た
事

を
契
機
と
し
て
一
段
と
高
ま
っ
た
、
中
国
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
政
府
攻
撃
、
プ
レ
ス

・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
る
圧
力
に
対
し
て
、
政
府
は
台
湾
政
策
を
明
ら
か
に
す

る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
立
場
の
申
し
開
き
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
ル
!
?
ン
は
軍
部
、
議
会
と
の
協
議
に
先
立
ち
、
「
台
湾
に
対
す
る
米
国
の

政
策
」
と
題
す
る
声
明
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
、
台
湾
放
棄
の

姿
勢
を
内
外
に
明
ら
か
に
し
た
。

「
米
国
は
、
台
湾
ま
た
は
他
の
い
か
な
る
中
国
の
領
土
に
対
し
て
略
等
的
な

意
図
を
持
っ
て
い
な
い
。
米
国
は
現
時
点
に
お
い
て
、
台
湾
で
特
別
な
権
利
、

ま
た
は
特
権
を
得
ょ
う
と
も
、
軍
事
基
地
を
設
置
し
よ
う
と
も
望
ん
で
い
な
い
。

ま
し
て
、
現
状
に
干
渉
す
る
た
め
に
米
国
の
軍
事
力
を
使
用
す
る
意
図
は
な
内

b、
L-

(9) 
ト
ル
!
?
ン
が
、
台
湾
問
題
に
対
し
て
軍
事
的
に
介
入
す
る
意
志
が
な
い
事

を
、
米
国
民
の
み
な
ら
ず
全
世
界
、
と
り
わ
け
中
国
の
国
民
に
公
式
に
表
明
し

た
事
は
、
非
常
に
意
義
あ
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
ト
ル

l
マ
ン
声
明
に
お
い
て

は
依
然
と
し
て
台
湾
放
棄
の
真
の
動
機
は
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。
台
湾
放
棄
が
、

中
国
の
チ
ト
l
化
の
誘
い
水
で
あ
る
事
を
強
調
し
た
の
が
、
一
月
十
二
日
デ
シ

ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
ク
ラ
プ
で
「
ア
ジ
ア
の
危
機
|
|
米
国
の
政
策
の
検
討
」
と

題
し
て
行
わ
れ
た
ア
チ
ソ
ン
声
明
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
危
機
と
ぽ
、
ま
さ
に
、

ソ
速
の
帝
国
主
義
的
侵
略
|
|
特
区
、
鉄
道
網
、
主
要
港
、
工
業
地
域
を
通
じ

て
の
満
州
支
配
、
内
モ
ン
ゴ
ル
、
新
彊
省
へ
の
勢
力
拡
大
ー
ー
を
意
味
し
た
。

ソ
連
の
共
産
主
義
と
中
国
の
民
族
主
義
を
別
の
次
元
で
捉
え
る
と
い
う
伝
統
的

中
国
観
が
、
ア
チ
ソ
ン
声
明
に
お
い
て
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
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「
共
産
主
義
と
い
う
も
の
は
、
従
来
考
案
さ
れ
た
ソ
連
の
外
交
政

策
の
中
で
最
も
巧
み
な
道
具
で
あ
り
、
実
際
、
ゾ
連
帝
国
主
義
の
体
蕗
」
で
あ
る

の
に
対
し
、
民
族
主
義
は
「
外
国
に
よ
る
支
配
か
ら
の
自
由
の
象
徴
」
で
あ
っ

た
。
側
米
国
の
中
国
政
策
の
長
期
的
目
標
は
中
国
の
民
族
主
義
を
し
て
ソ
連

に
対
抗
さ
せ
る
事
に
あ
り
、
と
の
点
に
つ
き
ア
チ
ソ
ン
は
演
説
の
中
で
特
に
強

調
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
・
今
後
発
展
す
る
に
違
い
な
い
中
国
国
民
の
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る

正
当
な
怒
り
、
激
怒
、
憎
悪
を
我
々
の
方
に
転
換
さ
せ
る
よ
う
な
事
を
し
て
は

い
け
な
い
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
我
身
は
従
来
常
に
と
っ
て
き
た
立
場
|
|
つ
ま
り
、

中
国
の
領
土
的
保
全
を
侵
害
す
る
も
の
は
誰
で
も
中
閣
の
敵
で
あ
り
、
我
々
の

利
益
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
ー
ー
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

つ
ま
り
、



ζ

れ
は
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
第
一
か
つ
最
大
の
規

引

h

範
で
あ
る
」

u

乙
の
よ
う
に
、
ア
チ
ソ
ン
声
明
の
真
の
意
図
は
中
ソ
両
国
の
一
枚
岩
的
団
結

を
崩
し
、
中
国
の
チ
ト
l
化
を
図
り
、
米
国
と
の
伝
統
的
な
友
好
関
係
を
回
復

す
る
事
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
チ
ソ
ン
声
明
で
示
さ
れ
た
防
衛
線
(
匂
帽
砂

g-認
可
柑
ユ
自
民
柑
円
)
に
か

ん
し
て
も
、
同
じ
事
が
言
え
る
。
ア
チ
ソ
ン
は
ア
リ
ュ

l
シ
ャ
ン
列
島
、
日
本
、

琉
球
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
に
至
る
ラ
イ
ン
を
太
平
洋
に
お
け
る
防
衛
線
と

し
て
規
定
し
た
。

ζ

の
防
衛
線
内
の
地
域
の
み
米
国
は
防
衛
の
責
任
を
負
う
が
、

そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
回
避
し
、
「
ま
ず
攻
撃
を
受
け
た
国
民

の
抵
抗
に
待
ち
、
次
に
国
連
憲
章
の
も
と
に
お
け
る
全
文
明
世
界
の
援
助
に
依

存
」
幽
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。

と
う
い
っ
た
構
想
は
米
ソ
冷
戦
が
顕
在
化
し
た
一
九
四
七
年
か
ら
国
家
安
全

保
障
会
識
を
中
心
と
し
て
軍
事
的
戦
略
的
重
要
性
に
基
づ
い
て
考
案
さ
れ
て

き
た
が
、
ア
チ
ソ
ン
声
明
の
歴
史
的
重
要
性
は
、
台
湾
、
緯
国
を
防
衛
線
の
外

に
置
い
た
事
に
も
と
め
ら
れ
る
。
と
く
に
、
台
湾
に
か
ん
し
て
、
そ
の
対
外
的

影
響
力
を
狙
っ
た
と
と
ろ
に
1

ア
チ
ソ
ン
声
明
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。
そ
ζ

で
次
に
一
九
五

O
年
初
頭
の
米
中
ソ
関
係
に
着
眼
し
な
が
ら
、
乙
の

点
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
る
事
に
し
よ
う
。

国
際
政
治
の
中
の
米
中
関
係

一
九
五

O
年
二
月
十
四
日
に
締
結
さ
れ
た
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
に

よ
っ
て
、
中
国
の
国
際
的
合
法
性
は
保
証
さ
れ
、
表
面
上
中
国
は
ソ
連
と
の
同

2. 

盟
関
係
に
は
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
は
正
式
に
ソ
連
圏
の
一
員
と
し
て
、

東
西
冷
戦
の
中
に
組
み
乙
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
米
国
は
依
然
と
し
て
中
国

の
民
族
主
義
に
期
待
を
か
け
た
中
国
政
策
を
遂
行
し
て
い
っ
た
。

事
実
、
中
ソ
同
盟
条
約
の
成
立
過
程
を
見
る
だ
け
で
、
当
時
、
両
国
が
断
じ

て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
事
が
瞭
然
と
す
る
。
ソ
速
の
経
済
援
助
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
中
国
の
要
求
は
、
先
ず
政
治
的
利
権
を
そ
の
代
償
と
し
て
求
め
る
ソ

連
の
反
対
に
あ
い
、
折
衝
は
困
難
を
窮
め
、
十
週
間
後
に
よ
う
や
く
締
結
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
諸
協
定
の
中
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
内
容
か
ら
い
っ
て

も
、
同
条
約
は
不
平
等
条
約
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
ソ
連
は
外
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
中
国
に
認
め
さ
せ
、
乙
と
に
辺
境

地
域
に
お
け
る
ソ
速
の
支
配
権
が
確
立
さ
れ
た
。
ソ
連
が
中
国
K
対
し
て
約
束

し
た
借
款
も
、
三
億
ド
ル
(
五
年
間
・
年
利
率
一
%
〉
に
と
ど
ま
り
、
乙
れ
は
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要
求
額
の
一

O
M
mに
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
ソ
速
は
借
款
供
与
を
約
束
し
た

直
後
に
ル
ー
ブ
ル
を
切
り
下
げ
た
た
め
、
実
質
援
助
額
は
約
四
分
の
一
に
縮
小

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
表
面
上
、
共
庖
陣
営
の
結
束
を
罷
っ
た
中
ソ
友
好
同
盟
条
約

の
内
部
に
は
、
既
に
中
ソ
対
立
の
原
因
と
な
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
と
の
点
を
い
ち
早
く
見
抜
い
た
の
が
米
国
政
府
で
あ
っ
た
。
交
渉
が
モ
ス

ク
ワ
で
暗
礁
に
の
り
あ
げ
て
い
る
最
中
、
ソ
連
の
領
土
的
野
心
を
非
難
し
中
国

人
に
反
ソ
感
情
を
鼓
吹
し
た
ア
チ
ソ
ン
声
明
は
そ
の
好
い
例
で
あ
る
。

ア
チ
ソ
ン
声
明
を
導
火
点
と
し
て
、
米
国
の
新
聞
は
、
一
斉
に
ソ
速
の
帝
国

主
義
的
侵
略
を
非
難
す
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
を
掲
載
し
た
・
米
国
に

と
っ
て
共
産
主
義
の
脅
威
と
は
、
即
ち
ソ
連
の
支
配
権
の
拡
大
を
意
味
し
、
共



産
中
国
の
存
在
、
及
び
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
た
事
が
、

以
上
の
よ
う
な
新
聞
の
動
向
か
ら
も
窺
え
る
。

乙
う
い
っ
た
米
国
政
府
の
中
国
観
は
、
当
時
、
あ
る
程
度
中
国
の
現
状
に
即

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
共
産
党
政
権
が
一
月
十
四
日
に
北
京
の
米
領
事
館

を
接
収
し
た
と
は
い
え
、
中
国
人
全
体
が
米
国
に
敵
対
感
情
を
抱
い
て
い
た
わ

け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
上
海
総
領
事
マ
ツ
コ
ノ
l
フ
ィ
!
の
一
月
二
六
日

付
の
報
告
に
よ
る
と
、
「
宣
伝
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
人
民
の
米
国
に
対
す

る
友
好
的
感
情
は
根
深
く
浸
透
し
て
お
り
、
大
概
の
中
国
人
は
米
国
の
み
が
一

貫
し
て
中
国
に
対
し
て
利
他
的
な
政
策
を
推
進
し
続
け
て
き
た
と
い
う
事
を
認

識
」
聞
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
共
産
党
指
導
部
に
か
ん
し
て
も
、
親
ソ
派
は
そ

の
三

O
M
mに
す
ぎ
ず
、
上
海
市
長
・
陳
毅
を
中
心
と
し
た
一
派
が
、
親
ソ
派
に

対
し
て
反
逆
を
企
て
て
い
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
務
省
は
こ
う
い
っ
た
中
国
の
園
内
情
勢
に
鑑
み
、
中
国
チ
ト
l
化
の
原
動

力
と
し
て
の
民
主
諸
党
派
に
期
待
を
か
け
始
め
た
の
で
あ
る
。
乙
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
二
月
二
自
に
作
成
さ
れ
た
国
務
省
政
策
企
画
局
の
覚
書
を

引
用
し
よ
う
。

「
一
九
五

O
年
の
春
か
夏
ま
で

K
i
-
-
-
(中
略

O
i
-
-
-第
一
円
ソ
連
牽
国
主
義

は
共
産
中
国
に
対
し
て
、
恐
ら
く
一
一
層
厄
介
な
要
求
を
っ
き
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
共
産
中
国
は
ま
す
ま
す
今
日
の
食
糧
不
足
、
全
国
的
な
経
済
上
の
難

局
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
ら
の
事
態
に
よ
る
圧
力
は
、
中

国
共
産
党
内
の
民
族
主
義
的
性
向
を
持
つ
指
導
者
を
鼓
舞
し
て
ク
レ
ム
リ
ン
に

身
を
売
っ
た
指
導
者
層
内
の
分
子
と
の
関
係
を
断
た
せ
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ

う
ei---(中
略
G
i
-
-
-勿
穐
我
々
は
常
に
、
そ
の
よ
う
な
分
裂
の
き
ざ
し
を
油

断
な
く
待
機
し
、
出
来
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
亀
裂
を
助
長
す
べ
き
で
あ
る
」
側

中
ソ
友
好
同
盟
条
約
締
結
以
降
も
、
米
国
が
条
約
の
不
平
等
性
、
ソ
連
の
帝

国
主
義
的
勢
力
拡
大
、
中
国
経
済
へ
の
リ
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
強
調
し
た
目
的

は
、
ま
さ
に
、
中
国
民
衆
、
民
族
主
義
的
指
導
者
を
鼓
舞
す
る
事
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
三
月
十
五
日
、
ア
チ
ソ
ン
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ズ
・
ク
ラ
プ
に
お
い
て
行
っ
た
演
説
は
、

ζ

う
い
っ
た
効
果
を
狙
っ
た
も
の

と
恩
わ
れ
る
。
ア
チ
ソ
ン
の
中
国
観
は
、
乙
の
演
説
の
中
の
次
の
一
節
に
集
約

さ
れ
て
い
る
。

「
最
近
、
モ
ス
ク
ワ
で
締
結
さ
れ
た
条
約
・
協
定
の
条
件
の
も
と
で
、
ソ
連

が
中
国
に
お
い
て
特
殊
権
益
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
を
、
中
国
民
衆
が
気
が

付
か
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。
条
約
の
表
面
的
な
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中

国
の
犠
牲
の
も
と
に
帝
国
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
役
割
に
就
い
て
い
る
の
は
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
な
の
で
あ
る
」
ぽ

世
叫

ア
チ
ソ
ン
演
説
に
呼
応
す
る
形
で
、
三
月
十
六
日
、
上
海
領
事
が
、
経
済
・

社
会
不
安
の
波
及
、
民
衆
・
民
主
諸
党
派
の
反
ソ
・
反
毛
感
情
の
高
場
と
い
っ

た
中
国
の
内
情
を
国
務
省
に
報
告
し
た
事
は
仰
米
国
の
中
国
チ
ト

l
化
に
対
す

る
期
待
を
一
層
大
き
く
さ
せ
た
。
乙
う
し
て
、
中
ソ
同
盟
が
は
っ
き
り
し
て
か

ら
も
、
米
国
は
中
国
の
民
族
主
義
を
ソ
連
、
中
国
の
ス
タ
l
リ
ニ
ス
ト
の
共
産

主
義
に
対
時
さ
せ
、
中
国
の
チ
ト
l
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
米
国
の
中
国
政
策
自
体
に
も
、
何
の
根
本
的
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

先
ず
、
承
認
に
対
す
る
国
務
省
の
態
度
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
中
ソ
同
盟
条

約
の
締
結
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
チ
ソ
ン
は
三
月
十
五
日
の
演
説
に
お
い
て
、

承
認
の
基
準
を
緩
和
し
、
米
国
外
交
官
の
正
当
な
取
り
扱
い
を
唯
一
の
条
件
と



し
た
。
ァ
チ
ソ
ン
の
見
解
は
、
一
二
月
二
七
日
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
行
わ
れ
た
駐

印
米
国
大
使
へ
ン
ダ
l
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

「
米
国
政
府
が
北
京
政
府
を
承
認
し
な
い
の
は
、
北
京
政
府
が
主
と
し
て
共

産
党
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
:
:
:
(
中

略
)
:
:
:
米
国
政
府
は
、
北
京
政
府
が
そ
の
支
配
下
の
地
域
に
お
い
て
米
国
の

領
事
事
務
代
表
者
、
実
業
家
を
取
り
扱
っ
た
態
度
に
鑑
み
て
、
同
政
府
が
:
:
:

(
中
略
)
:
:
:
国
際
的
義
務
を
遭
守
す
る
意
図
を
よ
り
明
確
巴
示
す
ま
で
は
、
北

京
政
府
の
承
認
に
対
し
真
剣
な
考
慮
を
払
う
と
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
お
」
間

乙
の
よ
う
に
、
米
国
は
道
義
外
交
を
中
国
に
適
用
す
る
事
に
よ
っ
宅
、
北
京

政
府
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
乙
う
い
っ
た
試
み
は
、
十
一
月
に
、

中
国
が
本
格
的
に
朝
鮮
戦
争
に
参
戦
す
る
ま
で
、
持
続
さ
れ
る
。

次
に
、
国
際
連
合
で
の
中
国
代
表
権
問
題
に
視
点
を
移
し
て
み
よ
う
。
結
論

を
言
え
ば
、
米
国
は
北
京
政
府
が
国
民
政
府
に
か
わ
っ
て
正
式
に
国
速
に
加
盟

し
、
国
際
政
治
の
舞
台
に
登
場
す
る
事
に
も
全
面
的
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
柔
軟
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
米
国
の
見
解
が
国
連
の
場
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
国
民
政
府
代
表
を
安
全
保
障
理
事
会
か
ら
追
放
す
る
旨
を

要
求
し
た
ソ
連
代
表
に
よ
る
決
議
案
を
審
議
し
た
、
一
九
五

O
年
一
月
十
二
日

の
安
保
理
に
お
い
て
で
あ
る
。
ア

l
ネ
ス
ト
・
グ
ロ
ス
米
次
席
代
表
は
、
同
理

事
会
に
お
い
て
、
「
米
国
は
国
連
代
表
権
問
題
を
実
質
事
項
よ
り
は
、
む
し
ろ

手
続
き
上
の
問
題
と
考
え
、
米
国
の
反
対
投
票
は
拒
否
権
の
行
使
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
立
場
を
言
明
し
て
い
る
。
醐

結
局
ソ
連
の
決
議
案
は
六
対
三
で
否
決
さ
れ
。
、
ソ
連
は
安
保
理
か
ら
退
去
し
、

国
連
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
始
め
る
。
当
時
安
保
理
に
お
い
て
、
必
要
定
数
を
獲
得

す
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
た
、
と
い
う
点
を
考
え
合
わ
せ
た

時
、
ソ
速
の
行
動
の
真
意
は
、
中
国
の
国
連
加
盟
を
妨
げ
る
事
に
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仰
と
の
事
件
が
毛
沢
東
の
モ
ス
ク
ワ
訪
問
の
最
中
に

起
乙
り
、
ま
た
ア
チ
ソ
ン
声
明
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
事
は
、
決
し
て
偶

然
で
は
な
か
ろ
う
。

ζ

乙
に
、
中
国
を
西
欧
諸
国
か
ら
孤
立
さ
せ
る
事
に
よ
り

中
ソ
同
盟
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
ソ
連
、
国
家
の
威
信
に
か
け
て
も
国
際
的
合

法
性
を
認
め
て
も
ら
う
事
を
願
望
す
る
中
国
、
中
国
に
宥
和
的
な
態
度
を
と
る

事
に
よ
っ
て
中
ソ
離
聞
を
は
か
る
米
国
と
い
う
三
角
関
係
が
見
ら
れ
る
。
乙
の

三
角
関
係
は
、
中
国
の
朝
鮮
戦
争
介
入
を
も
っ
て
始
め
て
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。

中
ソ
同
盟
条
約
締
結
以
降
も
、
米
国
の
立
場
は
一
貫
し
て
お
り
、
グ
ロ
ス
代

表
は
、
三
月
九
日
、
国
速
に
お
い
て
、
多
数
決
の
結
果
は
受
け
入
れ
る
と
い
う

従
来
の
見
解
を
保
持
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。

一釘ー

北
京
政
府
の
国
連
加
盟
に
対
し
て
米
国
が
強
圧
的
な
主
張
を
唱
え
た
の
は
、

一
九
五

O
年
十
二
月
以
降
で
あ
っ
た
。

米
国
の
対
中
貿
易
政
策
を
分
析
し
て
も
、
米
国
が
一
貫
し
て
大
勢
順
応
主
義

を
と
っ
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
る
。
米
国
の
対
中
貿
易
政
策
は
、
六
月
八
日

ま
で

N
S
C
l必
/

2
を
基
調
と
し
た
柔
軟
な
方
針
を
貫
い
て
い
た
。
三
月
以

降
、
例
え
ば
箪
事
的
観
点
か
ら
国
防
省
は
、

N
S
C
|必
/

2
の
再
検
討
を
要

請
し
た
が
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
四
月
二
八
回
、
「
共
産
中
国
の
問
題
が
、
現
段
階
に

お
い
て
、
従
来
の
方
針
に
加
味
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と
述
べ
、
非
戦
略
物
資

(
H
H切
即
席
吉
田
)
の
輸
出
を
一
定
の
制
限
つ
き
で
、
続
行
す
る
と
い
う
立
場

を
堅
持
し
て
い
る
。
側

六
月
八
日
、
国
務
省
は
国
防
省
の
圧
力
の
も
と
に
、
従
来
の
対
中
貿
易
政
策



を
転
換
さ
せ
た
が
、
依
然
と
し
て
、
大
勢
順
応
主
義
を
貫
い
て
い
る
。
即
ち
、

他
の
西
側
諸
国
が
実
質
的
に

1
B
項
目
の
資
本
材
を
中
国
に
輸
出
す
る
場
合
、

米
国
も
そ
れ
に
準
ず
る
、
と
い
う
例
外
条
項
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
、
東

欧
諸
国
に
か
ん
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
例
外
条
項
が
見
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う

事
実
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
六
月
八
日
の
決
定
が
、
中
国
封
じ
込
め
政
策
の

一
環
で
あ
る
、
と
速
断
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

貿
易
面
に
せ
よ
、
外
交
面
に
せ
よ
、
軍
事
面
に
せ
よ
、
米
国
政
府
が
積
極
的

に
中
国
封
じ
込
め
政
策
を
行
っ
た
の
は
、
米
国
が
中
国
を
冷
戦
の
わ
く
組
み
、

つ
ま
り
ソ
連
と
同
次
元
で
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
後
の
乙
と
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
中
ソ
離
聞
を
長
期
的
目
標
に
す
え
た
中
国
政
策
を
遂
行
し
た
の
で
あ

スv
。し

か
し
、
最
後
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
、

ζ

う
い
っ
た
中
国
政
策
に

は
、
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
第
一
に
、
米
国
政
府
、
と
り
わ
け
国

務
省
の
中
国
観
・
中
国
政
策
が
、
中
国
革
命
の
現
実
と
遊
離
し
つ
つ
あ
っ
た
。

一
月
十
四
日
、
北
京
政
府
が
北
京
の
米
国
領
事
館
を
接
収
し
た
事
件
を
契
機
と

し
て
、
米
国
は
中
国
本
土
か
ら
、
全
て
の
外
交
官
を
五
月
上
旬
ま
で
に
召
還
し

た
。
爾
来
、
国
連
ま
た
は
イ
ン
ド
等
中
国
承
認
国
の
大
使
館
の
ル

l
ト
を
除
い

て
は
、
中
国
と
の
接
触
の
扉
は
閉
ざ
さ
れ
、
両
国
は
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
た
外

交
政
策
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

北
京
政
府
は
米
帝
国
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
を
民
衆
に
う
え
つ
け
、
一
方
米
国
政

府
は
逆
に
、
米
国
の
中
国
観
|
|
親
米
的
な
中
国
民
衆
、
民
族
主
義
的
な
中
国

ー
ー
を
中
国
に
強
調
す
る
乙
と
に
よ
り
、
中
ソ
離
聞
を
期
待
し
た
よ
う
に
息
わ

れ
る
。
五
月
上
旬
に
中
国
本
土
を
引
き
上
げ
た
7

ッ
コ
ノ

l
フ
ィ

l
上
海
総
領

事
が
六
月
一
目
、
「
北
京
と
モ
ス
ク
ワ
の
亀
裂
、
あ
る
い
は
園
内
勢
力
に
よ
る

北
京
政
府
の
転
覆
の
見
込
み
は
極
め
て
う
す
い
」
仰
と
報
告
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
中
国
の
民
族
主
義
に
か
け
る
期
待
が
根
強
か
っ
た
た
め
、
従
来
の
中
国

観
に
基
づ
い
た
中
国
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

第
二

K
、
ト
ル

l
7
ン
政
権
の
推
進
し
よ
う
と
す
る
中
国
政
策
は
議
会
の
共

和
党
議
員
か
ら
の
反
発
を
受
け
、
策
動
性
・
弼
力
性
を
毒
わ
れ
た
。
乙
う
い
っ

た
傾
向
は
一
九
五

O
年
二
月
以
降
の
全
国
的
な
赤
狩
り
旋
風
、
つ
ま
り
7

ッ
カ

l
シ
ズ
ム
の
拾
頭
に
よ
っ
て
更
に
強
ま
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
上
院
議
員
は
、

二
月
九
日
の
赤
狩
り
演
説
以
来
、
「
国
務
省
内
の
共
産
主
義
者
の
陰
謀
」
と
い

う
テ

1
7
を
基
軸
に
、
米
国
政
府
の
中
国
共
産
党
観
を
否
定
し
、
タ
ン
・
ツ
ォ

ウ
い
わ
く
、
「
中
国
政
策
破
綻
の
死
後
検
証
」
幽
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

7

ッ
カ
l
シ
ズ
ム
が
当
時
の
中
国
政
策
に
与
え
た
影
響
は
多
大
で
あ
る
。

宮
ず
、
マ
ッ
カ
l
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
共
産
主
義
を
一
枚
岩
と
み
る
見
方
が

定
着
し
、
米
国
政
府
の
中
国
観
は
国
民
の
中
国
観
か
ら
遊
離
し
て
い
っ
た
。
国

民
の
共
産
主
義
に
対
す
る
不
安
は
ま
す
ま
す
元
進
し
、
反
共
目
標
は
中
ソ
両
国

ピ
拡
大
し
た
。
十
一
月
に
中
間
選
挙
を
控
え
た
政
府
は
、
乙
う
い
っ
た
枇
論
に

次
第
に
拘
束
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
プ
ロ
ッ
ク
を
中
心
と
す

る
共
和
党
保
守
派
の
政
治
的
地
位
は
一
段
と
高
ま
っ
た
。
彼
ら
は
マ
ッ
カ
ー
シ

ー
の
共
同
謀
議
論
を
武
器
と
し
て
、
政
府
攻
撃
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
政
府
の
中
国
政
策
は
、
議
会
、
世
論
か
ら
の
拘
束
を

受
け
た
が
故
に
、
自
ら
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
国
チ
ト
!
化
政
策
自
体
、

米
ソ
冷
戦
構
造
の
枠
組
み
の
中
で
、
中
国
が
米
国
に
と
っ
て
軍
事
的
脅
威
と
な

ら
な
い
、
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
理
由
が
失
わ
れ
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た
場
合
、
直
ち
に
破
綻
す
る
宿
命
を
帯
び
て
い
た
。

し
か
し
、
米
国
政
府
が
朝
鮮
戦
争
で
中
国
と
軍
事
的
に
対
決
す
る
ま
で
、
一

貫
し
て
中
国
の
民
族
主
義
の
高
場
を
助
長
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
中
ソ
離
聞
を

は
か
つ
て
い
た
事
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
共
産
主
義
に
対
す
る
恐
怖
感
、
嫌

悪
感
の
蔓
還
し
た
米
国
社
会
の
中
で
、
共
産
主
義
閣
の
分
裂
を
予
測
し
、
そ
の

分
裂
工
作
を
手
が
け
た
米
国
政
府
、
と
り
わ
け
ア
チ
ソ
ン
の
現
実
主
義
的
な
戦

術
と
そ
の
先
駆
性
は
、
大
い
に
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

あ
と
が
き

中
国
の
民
族
主
義
へ
の
期
待
感
に
基
づ
い
て
、
中
ソ
の
分
割
統
治
を
狙
っ
た

中
国
政
策
|
|
名
付
け
て
、
「
ア
チ
ソ
ン
戦
術
」
|
|
の
梗
概
は
、
以
上
で
大

体
わ
か
っ
て
頂
け
た
と
思
う
。
乙
の
小
論
は
卒
論
の
い
わ
ば
前
半
に
あ
た
る
部

分
で
、
中
国
政
策
が
一
九
五

O
年
六
月
以
降
、
朝
鮮
戦
争
の
幾
つ
か
の
フ
且

l

ズ
(
匂
『
白
田
市
)
に
於
て
、
い
か
に
、
か
っ
何
故
、
転
換
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い

て
は
敢
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
米
中
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
得

る
要
因
が
朝
鮮
戦
争
勃
発
以
前
の
中
国
政
策
に
既
に
内
在
し
て
い
た
、
と
い
う

意
味
で
べ
後
半
部
分
を
骨
ぬ
き
に
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
、
と
判

断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
私
は
、
「
ア
チ
ソ
ン
戦
術
」
の
ネ
ガ
テ
ィ
グ
な
函
を
浮
き
ぼ
り
に
し

た
つ
も
り
は
毛
頭
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
実
体
を
求
め
、
体
系
づ
け
る
と
と
に

専
念
し
た
つ
も
り
で
あ
る
・
今
回
の
小
論
で
私
が
試
み
た
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ

ー
が
、
米
中
接
近
以
降
今
日
に
至
る
米
国
の
中
国
政
策
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

何
ら
か
の
プ
ラ
ス
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
追
記
〕

本
稿
を
完
成
さ
せ
て
聞
も
な
い
八
月
十
二
日
、
米
国
務
省
は
、
あ
ら
た
に
、

一三

0
0ペ
ー
ジ
を
越
え
る
外
交
文
書
笥
0
5古
河
冊
目
白
位

0
8
0同

H
Z
c
a
?

包

ω
S
F
H
E
m
-
〈
♀

-
d
F
寸
宮
司
常
開
刷
協
同

H
O
E
ロ9

4『
曲
目
窓
口

m
s
p

o・
p
・

5
J
a
)
を
公
開
し
た
。
乙
の
巻
を
も
っ
て
、
一
九
四
九
年
の
機
密
文

書
は
一
斉
公
開
さ
れ
た
ζ

と
に
な
る
が
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
大
使

間
レ
ベ
ル
で
の
米
中
両
国
の
微
妙
な
や
り
と
り
や
、
中
圏
内
部
で
の
動
き
を
鮮

明
に
描
写
し
て
い
る
点
で
も
、
非
常
に
貧
重
な
資
料
で
あ
る
。
公
開
の
時
期
が

も
う
少
し
早
け
れ
ば
、
と
悔
や
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
が
、
卒
論
の
梗
概
自
体
に

影
響
を
及
ぼ
す
類
の
も
の
で
は
な
い
事
を
断
わ
っ
て
お
く
。
た
だ
、
中
国
側
の

対
米
折
衝
の
経
緯
に
か
ん
し
て
は
従
来
、
幾
分
資
料
不
足
の
感
が
強
か
っ
た
の

で
、
以
下
、
若
干
補
足
を
加
え
る
乙
と
に
し
た
。

一
九
四
九
年
六
月
当
時
、
中
国
側
が
経
済
上
の
必
要
か
ら
、
対
米
接
近
を
試

み
て
い
た
事
は
、
ス
チ
ュ
ア

l
ト
H
黄
撃
会
談
を
例
証
と
し
て
本
稿
で
も
と
り

あ
げ
た
が
、
今
回
、
新
た
に
、
新
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
周
恩

来
政
治
局
員
(
当
時
)
は
、
黄
華
、
陳
毅
ら
と
共
に
、
ク
ラ
プ
北
京
総
領
事
を

通
じ
て
、
米
国
に
経
済
援
助
を
求
め
る
極
秘
の
外
交
工
作
を
行
っ
て
い
た
の
で

あ
る
・
当
時
、
劉
少
奇
等
親
ソ
派
と
の
聞
に
、
外
交
政
策
、
商
工
業
政
策
に
か

ん
し
て
角
遂
が
あ
っ
た
事
、
従
っ
て
中
国
の
チ
ト

l
化
も
現
実
問
題
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
い
た
事
を
同
資
料
は
伝
え
て
い
る

(
ω
8
4
Z
の
O
B巳

。
冊
目
白
包
】

a
p一包括

(
Q
Z
σ
σ
)
H
O
F白

rn円。s
q
o同

ω
S
S
J

E
D
-
-
H
U
S
h
M
F
也、
P

烹
員
事

ω
句、
t
g
o
)
。

一
方
、
米
国
務
省
は
、
中
国
側
の
対
米
態
度
を
批
判
し
、
互
恵
と
相
互
理
解
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ア
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リ
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の
失
敗
』
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
四
二
七
ペ
ー
ジ
。

な
お
、

7

ッ
カ
l
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
古
矢
旬
「
?

?
カ
|
シ
ズ
ム
と
政
党
政
治
」
、
『
思
怨
』
、
一
九
七
五
年
三
月
号
、

参
照
。

は
じ
め
に

※
な
お
、
卒
論
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

語

中
国
政
策
の
基
調

I 

米
ソ
冷
戦
と
米
国
の
中
国
観

中
国
政
策
の
再
検
討

台
湾
政
策
の
特
異
性

中
国
政
策
の
連
続
性

中
華
人
民
共
和
国
の
成
立

国
際
政
治
の
中
の
米
中
関
係

中
国
政
策
の
限
界

議
会
の
中
国
プ
ロ
ッ
タ

7

ッ
カ
l
シ
ズ
ム
の
拾
頭
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中
国
政
策
の
転
換

米
国
の
誤
算

米
中
対
立
の
発
端

E 
(
い
け
だ
・
や
す
と

英
米
語
科

五
十
二
年
度
卒
)



第

二

次

大

戦

前

フ

ラ

ン

ス

の

国

際

関

係

ー
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
お
け
る

は
じ
め
に

第
二
次
大
戦
前
史
研
究
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
英
仏
の
「
宥
和
政
策
」
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
H

ド
イ
ツ
の
野
望
を
常
助
し
た
も
の
と
し
て
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

乙
れ
に
対
し
て
、

A
-
J
・
P
・
-
ア
イ
ラ
l
は
「
宥
和
政
策
」
は
そ
れ
な
り
に

外
交
政
策
と
し
て
成
功
す
る
可
能
性
を
も
ち
え
た
、
す
な
わ
ち
、
合
理
性
を
有

し
た
政
策
と
し
て
把
え
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
第
二
次
大
戦
起
源
論
争
に
お
け
る
「
宥
和
政
策
」
の
是
非
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
第
二
次
大
戦
の
諸
性
絡
と
関
連
し
て
広
範
に
わ
た
る
諸
視
角
か
ら
の
接
近

が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
「
宥
和
政
策
」
の

大
凶
主
義
的
側
面
に
着
目
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
据
え
て
、
当
時
の

「
宥
和
政
策
」
一
九
三
八
・
九

t
一
九
三
九
・
八
ー
ー

渡

辺

-43一

貴

啓

英
仏
独
伊
聞
の
関
係
の
考
察
を
主
要
な
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
に

と
っ
て
「
協
力
者
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
両

大
戦
闘
期
、
一
貫
し
て
続
い
た
英
仏
両
国
聞
の
対
仏
両
国
間
の
対
外
認
識
及
び

政
策
に
お
け
る
相
異
は
、
乙
の
期
聞
に
お
い
て
も
依
然
煽
っ
て
お
り
、
そ
う
し

た
ズ
レ
は
、
独
伊
三
国
と
の
関
係
の
絡
み
に
お
い
て
微
妙
な
外
交
的
展
開
を
繰

り
ひ
ろ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
も
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
と
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

従
来
、
乙
の
研
究
領
域
は
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
を
み

て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
研
究
は
、
近
年
漸
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で

あ
る
も
そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
、
六
三
年
か
ら
公
刊
さ
れ
始
め
た
仏
外
交



文
書
(
U
o
E
g
g
B
R
回
目
立
O
B
S
S
ロ
窃
吟
釦
回
目
曲
目
回
目
8
M
l
z
u
由
)
が
、

ζ

の
時
期
を
ま
だ
カ
バ
ー
し
え
て
な
い
と
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
乙
の
数
年
、
英

独
文
書
・
メ
モ
ワ
l
ル
な
ど
を
利
用
し
て
す
す
め
ら
れ
た
諸
研
究
を
そ
の
基
礎

と
し
て
い
る
。
殊
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
研
究
の
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、
以

下
の
文
献
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
。

I
F
g
お
-
由
民
O
日
時
g
n
0
・
σ
ユ
宮
昆
宮
油
田
内
世
四
回
@
∞
印
V
E
ω
?

(
O
回
〈
日
常
n
o
z
R
R
)
の
・

z・
河
・
ω
-
z
a
-

E
F
g
B
Z
a
o
g
同
町
釦
5
9同
-
-
m
g
g骨

g
H
B
H
S
ω
由
骨
邑
帥
?

A
V
O
-
-
o
宮
g
g
仲
間
自
由
民
O
ロ
宮
闘
の
-
Z
-
m
-
m
r

・0
・
z・
戸
ω
-
H
S
J
『
・
-

E
〉
回
忌
o
a
〉
E
S
H
V
d
『
包
仲
間
・
司
3
5
0
8
岡
山
昆
屈
の
o
g
s
m
o
同
昨
日
阿
国

ω
冊
。
。
ロ
仏
当
o
ユ
仏
当
『
曲
目
司
円
相
凶
ロ
W

の
O
回
m
r
H
申
吋
叶
・

I
E
は
、
英
仏
独
の
研
究
者
の
論
文
集
で
あ
る
。
所
収
の
論
文
は
、
多
く
の

著
名
な
研
究
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
内
容
的
に
も
、
個
別
事
件
の
考
察
、
軍

事
的
・
経
済
的
比
較
分
析
な
ど
の
多
岐
に
わ
た
る
、
総
合
的
研
究
の
試
み
で
あ

る
。
E
の
〉
仏
印
g
p
毛
色
お
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
で
あ
る
が
、
三
六
年
の

人
民
戦
線
成
立
か
ら
三
九
年
開
戦
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
を
中
心
と

し
て
と
り
扱
っ
て
お
り
、
特
区
I
所
収
の
論
文
の
成
果
が
か
な
り
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
乙
と
で
は
同
e
g
o
-
4
S
や

Z
A
m
尽
に
よ
る
従
来
の
研
究
か
ら
の
一

層
の
進
展
が
み
ら
れ
、
大
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
が
か
な
り
詳
細
に
至
る
ま

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
乙
の
時
期
の
外
交
の
背
景
と
な
っ
た
圏
内
状
況
(
人
民
戦
線
の
崩

壊
期
)
を
審
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
徐
身
に
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、

窓
口
恥
思
g
o
a
s
v
E
母
国
O
属
品
百
(
由
自
己
白
色
町
宮
低
g
e
l
l
v

E
S
E
E
E
-
R
・

9
広
島
叩
句
H
5
8
5
8
H
H
S
丘
二
包
中
l

ω
畠
同
盟
国
σ
g
H
由
富
田
u

ロ一g
g
s
g
田
島
m
z
g
a
皇
S
Z
阻
ま
ロ
邑
叩

品
目
白
ω
号
扇
町
冊
目
司
O
Z
2
5
m
v

回申J『吋・

所
収
の
諸
論
文
に
そ
の
成
果
は
み
ら

れ
る
。以

上
の
よ
う
な
最
近
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
大
戦
勃
発
ま
で
の
お

よ
そ
一
年
を
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
を
中
心
に
組
め
た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。

I 

「
対
裳
追
随
」
の
頂
点
と
四
国
協
調
の
前
進

ー
l
三
八
年
九
月
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
|
|

周
知
の
よ
う
に
、
三
八
年
九
月
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
H
ド
イ

ツ
の
野
望
の
前
に
屈
し
て
い
っ
た
.
英
仏
に
よ
る
一
連
の
・
「
宥
和
政
策
』
の
頂
点

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
従
来
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
手
懸
け
ら
れ
て
き
た
テ

!
?
で
あ
る
。

独
軍
の
ズ
デ
|
テ
ン
占
領
を
認
め
た
、

γ
』
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
の
結
果
、
ド

イ
ツ
は
民
族
自
決
の
達
成
と
東
欧
へ
の
フ
リ
l
ハ
ン
ド
を
確
信
し
、
そ
ζ
K
、

乙
の
協
定
が
従
来
「
宥
和
」
の
最
大
の
事
件
と
捉
え
ら
れ
た
所
以
が
あ
る
。
一

方
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、

ζ

の
協
定
は
「
対
英
追
随
」
の
頂
点
と
四
国
協

調
の
前
進
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
二
つ
の
意
味

を
イ
ギ
リ
ス
と
の
比
較
を
中
心
に
述
べ
て
い
く
。

乙
の
ズ
デ
l
テ
ン
危
機
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
と

イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
コ
政
府
と
ズ
デ
l
テ
ン
代
表
と
の
妥
協
に
あ
た
っ

た
。
チ
ェ
コ
政
府
と
ズ
デ
1
テ
ン
代
表
と
の
妥
協
に
あ
た
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス

は
ラ
ン
シ
マ
ン
使
節
聞
を
派
遣
し
た
り
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
両
大
戦
間

-44ー



期
を
通
し
て
、
大
陸
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
拡
大
の
抑
止
力
と
し

て
の
ド
イ
ツ
の
役
割
に
期
待
す
る
立
場
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
決
定
的
弱
体
化
を
望

ま
ず
、
そ
ζ

か
ら
一
連
の
対
独
「
宥
和
政
策
」
を
是
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
東
欧
問
題
を
重
要
関
心
事
と
し
た
と
の
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
協
定
は
、
対
イ
ギ
リ
ス
貿
易
相
手
国
と
し
て
重
要
性
の
少
い
農
業
諸
国

、、

H
東
欧
を
、
工
業
国
ド
イ
ツ
.
に
よ
る
経
済
的
搾
取
の
正
統
的
植
民
地
と
し
て
認

め
る
、
「
経
済
的
宥
和
」
(
そ
れ
は
同
時
に
、
英
独
経
済
協
力
を
意
味
)
容
認

の
前
提
の
た
め
の
「
政
治
的
宥
和
」
の
頂
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
は
、
九
月
三

O
自
の
英
独
宣
言
、
翌
年
一
月
の
英
独
石
炭
協
定
に
象
徴
さ
れ
る
一
連
の
英
独

閣
の
経
済
秘
密
交
渉
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
「
宥
和
」
は
極
め
て

矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
両
大
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
対
東
欧

政
策
を
考
え
る
と
と
に
よ
っ
て
顕
著
で
あ
る
。

ヲ
ラ
ン
ス
の
対
東
欧
政
策
は
、
二
つ
の
視
角
、
す
な
わ
ち
軍
事
戦
略
的
、
経

済
的
配
慮
の
所
産
で
あ
っ
た
。

軍
事
戦
略
的
配
慮
は
、
ド
イ
ツ
の
「
復
活
」
へ
の
脅
威
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ

の
両
国
墳
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
西
部
国
墳
を
越
え
て
独
軍
が
侵
入
し
て
く

る
と
い
う
「
直
接
的
侵
略
」
の
轡
威
と
、
西
欧
侵
略
に
備
え
、
東
欧
へ
の
経
済

的
拡
大
(
特
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
石
油
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
た

)
H
「
間
接

的
侵
略
」
の
脅
威
で
あ
っ
た

(
ζ

と
で
乙
の
二
つ
に
加
え
て
、
ポ
ル
シ
ェ
ゲ
イ

ヨ
ル

vvav--

，ab

ズ
ム
に
対
す
る
「
防
疫
線
」
の
意
味
も
勿
論
欠
か
せ
な
い
)
。

そ
の
よ
う
な
対
独
脅
威
を
反
映
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
東
欧
諸
国
と
地
域
主
義
的

保
障
体
制
を
固
め
た
の
で
あ
っ
た
(
一
二
年
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
条
約
、
対
「
小
協

商
」
諸
国
と
の
条
約
)
。

経
済
的
に
は
、
両
大
戦
間
期
東
欧
は
、
高
利
貸
的
帝
国
主
義
か
ら
高
度
工
業

化
へ
と
移
向
し
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ

て
失
っ
た
資
本

(
H産
業
資
本
)
の
貴
重
な
投
資
先
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
シ
ユ

ネ
|
デ
ル
グ
ル
ー
プ
の
侵
出
に
代
表
さ
れ
る
(
「
シ
ユ
ネ
l
デ
ル
産
業
帝
国
」
)
。

以
上
の
二
つ
の
点
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
東
欧
を
め
ぐ
る
明
白
な
対

独
「
宥
和
」
は
容
易
に
肯
ず
る
と
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

と
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
宥
和
」
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
、
未
研
究
の
領
域
で
あ
る
。

軍
事
戦
略
的
な
視
角
か
ら
は
、
従
来
フ
ラ
ン
ス
の
「
宥
和
」
は
、
そ
の
軍
備

不
足
に
帰
結
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
研
究
で
そ
れ
が
決
定
的

な
も
の
で
は
な
い
と
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
的
視
角
の
点

か
ら
は
、
一
定
の
対
独
対
応
処
置
(
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
東
欧
接
近
が
明
ら

か
に
な
っ
た
三
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
ダ
ニ
ュ

l
プ
河
流
域
諸
国
広
域
貿
易
連
合

提
案
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
)
を
企
図
し
た
も
の
の
、
対
東
欧
と
そ
の
後
の
関

係
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
の
研
究
で
は
ま
だ
そ
れ
を
明
確
に
す
る
に
至
っ
て
い

な
い
。

-45ー

乙
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
の
形
式
的
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
反
ソ

ス
ロ
ッ
ク
的
性
格
(
会
談
に
ソ
連
代
表
が
招
か
れ
な
か
っ
た
と
と
)
を
も
っ
英

仏
独
伊
に
よ
る
四
国
協
調
構
想
は
、
大
戦
前
史
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
国
協
調
構
想
は
、
三
三
年
三

月
の
イ
タ
リ
ア
案
を
そ
の
端
緒
と
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
戦
争
危
機
感
の
昂

ま
る
ζ

の
時
期
、
乙
の
構
想
に
強
い
関
心
を
示
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
三



七
年
一
一
月
英
ハ
リ
フ
T

ツ
ク
ス
枢
密
院
議
長
の
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
提
識
や
、
三

八
年
三
月
ソ
連
の
国
際
会
議
提
案
の
拒
否
を
唱
え
た
英
首
相
チ
ェ
ム
パ
リ
ン
の

下
院
で
の
演
説
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
H
四
国
協
調
構
想
は
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
は
対
ド
イ
ツ
と
の
関
係
で
主
導
的
地
位
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
構
想
で
あ

り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
直
後
の
英
独
宣
言
の
内
容
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

他
方
、
乙
の
イ
ギ
リ
ス
主
導
の
四
国
協
調
構
想
は
、
単
に
イ
ギ
リ
ス
の
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
自
身
の
外
交
構
想
で
も
あ
っ
た
。
先
の
三
三
年
三

月
の
イ
タ
リ
ア
の
提
案
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
積
極
的
姿
勢
を
示
し
、
代
表
を

イ
タ
リ
ア
に
派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
八
年
世
界
会
議
の
構
想
に
際
し
で
も
パ

仏
外
相
ポ
ネ
は
、
そ
の
会
議
が
二
つ
の
枢
軸
〈
ロ
ン
ド
ン
H
パ
リ
、
ベ
ル
リ
ン

H
ロ
1

7

)

の
協
力
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
乙
と
を
望
ん
で
い
る
。
乙
の
時
期
、

フ
ラ
ン
ス
外
交
は
主
に
外
相
ボ
ネ
に
よ
っ
て
狙
わ
れ
て
お
り
、
彼
の
「
対
英
追

随
」
四
国
協
調
体
制
の
構
想
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
に
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
と
と
か
ら
、
乙
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
外
交
は
、

結
果
に
お
い
て
対
英
協
調
の
最
優
先
(
イ
ギ
リ
ス
と
行
動
を
共
に
す
る
乙
と
)
、

従
っ
て
「
対
英
追
随
」
の
頂
点
の
外
観
を
呈
し
た
と
と
は
否
め
ず
、
そ
れ
は
同

時
に
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
大
国
主
義
的
側
面
(
東
欧
諸
国
軽
視
)
を
露
見
さ
せ
、

四
国
協
調
前
進
の
怠
図
を
顕
著
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
指

摘
で
き
る
。
乙
の
三
八
年
秋
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
の
侵
略
的
動
向
に
対
し
て
フ

'
'
a
F

，aFav'tm 

ラ
ン
ス
外
交
の
主
た
る
決
定
要
因
は
、
そ
の
唯
一
の
有
力
な
「
協
力
者
」
た
る

イ
ギ
リ
ス
の
外
交
方
針
で
あ
っ
た
。

E 

仏
伊
対
立
の
顕
在
化
と
仏
独
宣
言

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
英
独

伊
と
の
協
調
の
大
き
な
前
進
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
た
。

そ
れ
は
仏
伊
関
係
に
も
反
映
さ
れ
、
一
時
的
に
仏
伊
聞
の
「
雪
ど
け
」
期
が

訪
れ
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
直
後
の
一

O
月
三
目
、
仏
首
相
ダ
ラ
デ
ィ
エ
は
イ

タ
リ
ア
と
の
外
交
関
係
の
即
時
回
復
を
表
明
、
翌
四
自
に
は
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ

オ
ピ
ア
支
配
を
承
認
し
、
一
一
月
六
日
に
は
、
長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
反
対
に
あ

っ
て
発
効
し
な
か
っ
た
英
伊
協
定
の
発
効
を
み
た
。
加
え
て
三
一
年
末
、
在
独

大
使
、
親
独
伊
派
の
大
物
F
・
ポ
ン
セ
を
伊
大
使
に
就
任
さ
せ
た
と
と
も
、
対

伊
関
係
に
寄
せ
る
仏
首
脳
の
期
待
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。

三
0
年
代
後
半
の
仏
伊
関
係
は
大
筋
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
!
っ

た
と
い
え
る
。
一
二
五
年
一

O
月
の
イ
タ
リ
ア
軍
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
に
際
し
て

の
英
仏
の
経
済
的
制
裁
措
置
に
イ
タ
リ
ア
は
反
発
し
、
一
二
月
一
八
目
、
ス
ト

レ
1
ザ
約
定
の
破
棄
を
通
告
し
た
。
そ
れ
以
来
、
概
し
て
仏
伊
関
係
は
不
安
定

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
タ
リ
ア
を
英
仏
陣
営
に
引
き
入
れ
よ
う
と
一
貫
し
た

姿
勢
を
示
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
三
八

年
四
月
調
印
の
英
伊
協
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
反
対
に
よ
っ
て
発
効
さ
れ
な
か
っ

た
ζ

と
に
み
ら
れ
る
。
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上
述
の
よ
う
な
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
直
後
の
仏
伊
聞
の
緊
張
緩
和
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
り
、

一
一
月
頃
か
ら
仏
伊
関
係
は
悪
化
し
始
め
る
。
従
来
、

ζ

の
点

一
一
月
三

O
目
、
議
会
に
お
け
る
ム
ッ
ソ
リ
l
ニ
の
植
民
地
領

に
関
し
て
は
、



土
要
求
(
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・
コ
ル
シ
カ
・
サ
ボ
イ
・
ジ
プ
チ
)
が
象
徴
的
で
あ
る

が
、
と
の
仏
伊
対
立
の
原
因
は
、
二
つ
の
視
角
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

第
一
に
、
乙
の
仏
伊
対
立
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
乱
に
お
け
る
両
国
の
対
立
の
延

長
上
に
位
置
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
お

け
る
民
族
主
義
政
権
成
立
と
イ
タ
リ
ア
の
存
在
は
戦
略
的
・
政
治
的
・
経
済
的

脅
威
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
北
ア
フ
リ
カ
縞
民
地
聞
の
交

通
路
に
あ
た
る
地
中
海
パ
レ
ア
ル
諸
島
(
ス
ペ
イ
ン
領
)
の
フ
ァ
シ
ス
ト
陣
営

に
よ
る
支
配
、
周
囲
を
全
体
主
義
国
家
に
包
囲
さ
れ
る
乙
と
、
そ
し
て
ス
ペ
イ

ン
の
鉱
山
資
源
を
フ
ァ
シ
ス
ト
陣
営
に
掌
握
さ
れ
る
と
と
な
ど
で
あ
る
。
一
一

月
九
日
の
仏
伊
会
談
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
問
題
で
対
立
し
た
ま
ま
解
決
を
み
る
ζ

と
な
く
、
次
第
に
関
係
の
悪
化
を
兆
し
て
い
っ
た
。
乙
の
一

O
月
、
イ
タ
リ
ア

は
民
族
政
権
支
持
の
た
め
の
イ
タ
リ
ア
人
義
勇
兵
一

O
、

0
0
0人
を
ス
ペ
イ

ン
か
ら
撤
退
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
四

O
、

0
0
0人
の
軍
隊
と

空
軍
は
残
留
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
イ
タ
リ
ア
が
ス
ペ
イ
ン
の
権

益
に
対
す
る
関
心
を
捨
て
て
い
な
い
と
い
う
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
フ
ラ
ン
コ
政
権
と
フ
ラ
ン
ス
政
府
間
で
の
直
接
的
交
渉
も
、
安
全
保

障
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
委
託
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
銀
行
の
金
所
有
権
と
軍
事

輸
送
路
と
し
て
の
ピ
レ
ネ
l
国
境
閉
鎖
に
関
す
る
対
立
に
よ
っ
て
成
果
を
み
な

い
。
三
八
年
五
月
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
ピ
レ
ネ
l
国
境
軍
事
輸
送
路
の
閉
鎖
を

決
定
す
る
が
、
金
所
有
権
を
め
ぐ
る
対
立
は
残
存
し
て
い
た
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
領
土
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
元
来
、
イ
タ
リ

ア
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
対
し
て
不
満
で
あ
り
、
両
大
戦
周
期
を
通
し
て
条

約
の
修
正
を
主
張
し
続
け
た
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
は
北
ア
フ
リ
カ
植
民
地
領
土

を
め
ぐ
っ
て
対
立
は
激
し
く
、
三
八
年
四
月
、
英
伊
協
定
調
印
後
、
フ
ラ
ン
ス

が
譲
歩
の
姿
勢
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
を
配
慮
す
る

立
場
か
ら
イ
タ
リ
ア
は
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
後
の
仏
伊
聞
の
緊
張
緩
和
も
、
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
植
民
地
に
関
す
る
姿
勢
が
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
充
分
な
も
の
で
な
い
以
上
、

本
質
的
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
既
述
の
よ
う
に
、
一
一
月
三

O
自
の
ム
ッ
ソ
リ

l
ニ
の
植
民
地
領
土
要
求
の
議
会
演
説
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

一
二
月
に
は
、
イ
タ
リ
ア
は
三
五
年
の
ロ

1
7
協
定
破
棄
を
通
告
し
、
仏
伊
対

立
は
顕
在
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
仏
伊
聞
の
対
立
は
、
大
戦
前
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
と
と
が
で
き
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
側
の
硬
化
姿
勢
が

顕
著
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
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ζ

の
三
八
年
末
に
顕
在
化
し
た
仏
伊
の
対
立
は
、
翌
年
三
月
二
目
、
ス
ペ
イ

ン
民
族
主
義
政
権
大
使
と
し
て
ベ
タ
ン
を
フ
ラ
ン
ス
が
派
遣
し
、
三
月
二
八
日
、

ス
ペ
イ
ン
内
乱
の
終
結
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
現
状

を
脅
威
を
伴
い
な
が
ら
も
承
認
し
た
後
も
、
植
民
地
問
題
で
の
対
立
に
よ
っ
て

解
決
す
る
と
と
は
な
か
っ
た
。

三
九
年
に
入
っ
て
、
二
月
の
フ
ラ
ン
ス
の
ポ

l
ド
ウ
ィ
ン
派
遣
、
三
月
、
五

月
の
ポ
ン
セ

H
チ
ア
ノ
会
談
な
ど
の
断
続
的
交
渉
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
植
民
地
で
フ
ラ
ン
ス
が
譲
歩
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
在
チ
ュ
ニ
ジ
ア
イ

タ
リ
ア
系
住
民
に
対
す
る
特
権
的
憲
法
承
認
の
要
求
を
フ
ラ
ン
ス
が
認
め
怒
か

っ
た
が
ゆ
え
に
、
両
国
の
植
民
地
問
題
解
決
の
た
め
の
交
渉
は
た
ち
消
え
と
な

り
、
仏
伊
関
係
の
正
常
化
は
実
現
し
な
か
っ
た
。



こ
う
し
た
一
連
の
仏
伊
閣
の
不
和
の
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
ド
イ
ツ
へ
の

イ
タ
リ
ア
の
影
響
力
に
期
待
す
る
立
場
か
ら
、
「
宥
和
」
的
姿
勢
を
示
す
。
先

の
英
伊
協
定
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
対
伊
強
硬
的
〈
相
対
的
な
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
み
た
場
合
)
姿
勢
を
改
め

る
よ
う
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
、
三
月
二
目
、
二
八
日
の
英
首
相
チ
ェ
ム
パ
レ
ン

の
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
援
軍
停
止
を
望
む
声
明
や
、
四
月
一
九
日
、

そ
れ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
拒
奇
を
非
難
し
た
声
明
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
。乙

の
仏
伊
対
立
は
、
大
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
乙

れ
は
開
戦
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
大
き
く
反
映
す
る
。

1
1十
二
月
六
日
仏
独
宣
言
|
|

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
の
四
大
国
の
協
調
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
束
の
間
の
幻

忽
と
し
て
脆
く
も
崩
れ
去
っ
た
。

史
上
、
乙
の
三
八
年
一
二
月
六
日
の
仏
独
宣
言
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
の
延

長
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
東
欧
へ
の
フ
リ
l
ハ
ン
ド
を
許
し
た
「
宥
和
」

の
一
環
と
じ
て
把
え
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
乙
の
宣
言
が
「
宥
和
」
で
あ
っ

た
乙
と
は
、
何
人
も
否
み
難
い
乙
と
で
あ
る
が
、
そ
と
に
伺
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス

の
意
図
は
、
決
し
て
従
来
の
よ
う
に
単
純
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

当
時
の
国
際
関
係
の
深
刻
さ
、
英
仏
独
伊
四
国
の
微
妙
な
関
係
を
投
影
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

一
二
月
六
日
の
宣
一
一
言
、
そ
の
内
容
自
体
は
そ
れ
程
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

ず
、
簡
単
な
三
つ
の
条
項
(
善
隣
友
好
関
係
、
現
存
国
境
の
承
認
、
関
係
の
持

続
と
相
互
利
益
に
関
す
る
協
議
義
務
)
か
ら
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
両

国
の
緩
い
協
調
体
制
の
確
認
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
乙

の
宣
言
に
み
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
図
を
独
仏
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
の
比
較

の
中
で
考
察
す
る
。

ド
イ
ツ
側
の
と
の
宣
言
に
お
く
意
味
の
第
一
は
、
乙
の
宣
言
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

協
定
の
延
長
上
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
東
欧
へ
の
フ
リ
ー
ハ
ン

ド
の
認
容
と
し
た
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
翌
年
七
月
、

L

人
戦
直
前
の
時
期
、

独
外
相
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ

l
プ
が
ボ
ネ
宛
の
書
簡
で
そ
う
し
た
立
場
か
ら
言
及
し

た
例
に
も
示
さ
れ
る
。

第
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
が
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
的
孤
立
化
を
策
し
た
乙
と
が
推
測

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
時
期
、
特
に
英
仏
聞
の
関
係
は
、
決
し
て
密
接
な

も
の
と
は
い
え
ず
(
宣
言
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
イ
ギ
リ

ス
か
ら
の
影
響
手
排
除
し
よ
う
と
し
た
局
面
が
指
摘
さ
れ
る
)
、
独
仏
接
近
と
い

う
事
実
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
に
す
れ
ば
、
英
仏
の
分
裂
の
可
能
性
が
期
待
で
き
、

従
っ
て
、
乙
の
宣
言
に
ド
イ
ツ
が
真
の
意
味
で
友
好
を
置
か
な
い
限
り
、
フ
ラ

ン
ス
の
外
交
的
孤
立
化
が
導
き
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
す
れ
ば
、
仏
独
提
携
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
平
和
安
定
の
貢

と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
ば
か
り
か
、

ζ

の
宣
言
が
実
質
的
効
々
を
発
揮
し

な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
協
調
の
姿
勢
を
示
す
と
と
は
再
軍
備
の
た
め
の
時
聞

か
せ
ぎ
に
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。

乙
乙
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
が
東
欧
へ
の
利
権
拡
大
を
明
ら
か
に
強

く
意
識
し
て
い
る
乙
の
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
外
交
の
中
で
東
欧
を
い
か
に
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位
置
づ
け
て
い
た
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

既
述
の
よ
う
な
東
欧
と
フ
ラ
ン
ス
産
業
資
本
の
結
び
つ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

経
済
的
側
面
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
と
東
欧
と
の
繋
り
は
、
と
の
時
期
不
明
瞭
で
あ

っ
た
。乙

の
時
期
の
動
き
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
侵
略
の
脅
威
を
う
け
、
三

八
年
一
一
月
一
二
目
、
エ
ル
ベ
・
ア
ル
フ
ァ
ン
〈
阿
佐
ヨ
恥
〉

ev自
己
)
を

団
長
と
す
る
経
済
調
査
団
の
ル
!
?
ユ
ア
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

派
遣
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
れ
は
、
対
東
欧
投
資
・
貿
易
の
可
能
性
調
査
を
目
的

と
し
て
お
り
、
一
二
月
一
九
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
利
益
の
た
め
の
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
を
提
示
、
さ
ら
に
翌
年
一
月
に
は
閣
僚
連
絡
会
議
で
穀
物
輸
入
を
含
む

諸
政
策
が
決
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
の
接

近
(
新
設
工
場
電
気
化
の
資
金
援
助
な
ど
を
含
む
経
済
援
助
要
請
)
と
そ
れ
に

応
じ
る
フ
ラ
ン
ス
首
相
ダ
ラ
デ
ィ
エ
の
好
意
的
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
決
定
さ
れ
た
諸
政
策
、
経
済
援
助
要
請
、
い
ず
れ
に
も
、
フ
ラ
ン
ス

政
府
は
具
体
的
な
形
で
応
じ
る
と
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、
東
欧
に
関
し
て

は
フ
ラ
ン
ス
は
暖
昧
な
態
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
乙
れ
と
は
対
照
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
と
経
済
協
力
に
は
積
極

的
姿
勢
を
示
し
た
。
三
八
年
一

O
月
、
パ
リ
商
業
会
議
所
代
表
ド
イ
ツ
訪
問
、

一
二
月
、
パ
リ
会
談
に
お
け
る
交
渉
、
そ
の
後
の
一
連
の
非
公
式
な
独
経
済
顧

問
と
仏
外
務
省
商
務
関
係
局
の
交
渉
、
そ
し
て
、
翌
年
三
月
に
は
乙
の
経
済
交

渉
は
最
頂
点
に
達
し
た
。
三
月
に
入
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
経
済
協
力
の
強
い
意

向
を
示
し
、
三
月
一
一
目
、
ド
イ
ツ
工
業
製
品
と
フ
ラ
ン
ス
農
産
物
と
の
交
換

を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
乙
の
仏
独
経
済
協
力
構
想
は
、
三
月
一
五
日

独
軍
プ
ラ
ハ
進
攻
に
よ
り
現
実
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
記
述
か
ら
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
以
降
翌
年
の
春
に
か
砂
て
、
フ
ラ
ン

ス
は
東
欧
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
拡
大

κ対
し
て
断
固
た
る
反
対
の
覚
悟
は
な
く
、

ド
イ
ツ
に
と
の
一
二
月
の
宣
言
に
対
す
る
自
由
な
解
釈
を
や
む
な
し
と
す
る
よ

う
な
暖
昧
な
態
度
に
終
始
し
た
ζ

と
が
指
摘
で
き
る
。
一
方
で
は
、
ド
イ
ツ
に

対
し
、
殊
に
経
済
協
力
を
媒
介
と
し
た
接
近
に
よ
る
緊
張
緩
和
の
姿
勢
を
示
し

た
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
以
後
の
東
欧
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
消
極
性
と

他
方
で
の
対
独
接
近
姿
勢
が
、
乙
乙
に
は
象
徴
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
中
で
叶
乙
の
宣
言
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
接
近
の
積
極
性
の

真
意
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
既
述
の
草
な
独
伊
関
係

の
中
に
説
明
さ
れ
う
る
。

特
に
、
仏
伊
関
係
悪
化
の
顕
在
化
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
独
接
近
を
強
く
促
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
イ
タ
リ
ア
に
対

す
る
穏
和
な
影
響
力
に
期
待
し
た
。
そ
れ
は
、
一
二
月
の
独
仏
会
談
に
お
い
て
、

仏
外
相
ボ
ネ
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
の
多
く
の
言
及
や
、
地
中
海
で
の
将

来
の
展
開
に
つ
い
て
の
不
安
の
表
明
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
内
乱

の
終
結
が
予
想
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
・
地
中
海
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
プ
レ
ザ
ン

ス
拡
大
に
対
す
る
脅
威
の
昂
ま
り
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
三
八
年
末
の
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
の
主
た
る
関
心
は
地
中
海

(
Hイ

タ
リ
ア
関
係
)
で
あ
り
、
東
欧
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
に
譲
歩
し
す
ぎ
な
い
亡
と

(
経
済
上
の
限
定
的
拡
大
〉
を
基
調
と
し
て
、
ド
イ
ツ
を
仲
介
と
し
た
イ
タ
リ

ア
と
の
緊
張
緩
和
H
間
接
的
調
骨
へ
の
期
待
が
存
在
し
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
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の
四
国
協
調
の
試
み
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
一
一
一
骨
骨
心
掛
静
が
先
決
で
あ
っ

た。

「
対
英
追
随
」
脱
却
志
向
の
頂
点
と
後
退

(
三
九
、
三
、

t
三
九
、
八
)

第
二
次
大
戦
前
史
上
、
大
筋
に
お
い
て
は
、
英
仏
の
対
独
伊
「
宥
和
」
は
否

み
難
い
の
で
あ
る
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
以
降
の
乙
の
時
期
を
と
っ
て
み
て
も
、

既
述
の
よ
う
に
(
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
イ
タ
リ
ア
問
題
に
関
し
て
)
、
英

仏
の
「
宥
和
」
は
一
概
に
同
次
元
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、

両
者
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
微
妙
に
錯
綜
し
て
お
り
、
決
し
て
英
仏
の

政
策
は
一
致
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
す
れ
ば
、
枢

軸
両
国
の
脅
威
に
単
独
で
対
抗
す
る
と
と
は
、
勢
力
均
衡
の
立
場
か
ら
不
可
能

で
あ
る
が
故
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
行
動
を
共
に
す
る
、
す
な
わ
ち
、
「
対
英
追
随
」

の
観
を
呈
す
る
の
を
や
む
な
し
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
後
フ
ラ
ン
ス
は
対
独
伊
関
係
に

お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
独
自
の
姿
勢
を
と
ろ
う
と
し
た
点
が
認
め
ら
れ
る
が
、

三
九
年
春
に
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
対
英
追
随
」
か
ら
の
脱
却
志
向
の
頂
点

と
も
い
う
べ
き
時
期
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
徴
兵
制
導
入
、
対
ル

ー
マ
ニ
ア
保
障
付
与
、
英
仏
幕
僚
会
談
遅
延
と
い
っ
た
事
実
に
反
映
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
英
仏
の
見
解
が
明
ら
か
に
異
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

E 
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
す
れ
ば
、
従
来
対
独
戦
に
備
え
た
英
仏
軍
協
力
は
重

要
関
心
事
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
の
結
果
と
し
て
の
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
三
四
個
師
団
の
喪
失
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
イ
ギ
リ
ス
軍
の
大
陸
介
入

(
Hイ
ギ
リ
ス
の
徴
兵
制
導
入
)
を
一
層
逼
迫
し
た
も
の
と
感
じ
さ
せ
た
。
一

O
月
、
一
一
月
、
国
防
参
謀
総
長
ガ
ム
ラ
ン
将
軍
の
英
仏
軍
事
協
力
の
訴
え
、

一
二
月
、
外
相
ボ
ネ
の
外
務
委
員
会
で
の
軍
事
援
助
の
訴
え
な
ど
が
指
摘
で
き

る
。
と
れ
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
明
確
な
態
度
を
避
け
て
い
た
。

第
二
に
、
対
ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
付
与
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド

イ
ツ
の
「
間
接
的
侵
略
」
に
と
っ
て
石
油
供
給
地
と
し
て
の
ル
ー
マ
ニ
ア
の
地

位
を
重
視
し
、
そ
の
保
障
付
与
を
早
く
か
ら
問
題
に
し
て
い
た
。
乙
れ
に
対
し

て
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
の
戦
略
的
地
位
(
英
地
中
海
艦
隊
の

有
効
性
)
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
置
き
、
対
ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
に
は
消
極
的
で

あ
っ
た
。
乙
の
徴
兵
制
導
入
・
対
ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
付
与
は
、
四
月
、
イ
タ
リ

ア
の
ア
ル
パ
ニ
ア
侵
略
後
や
?
と
現
実
化
す
る
。

第
三
に
、

ζ

れ
ら
二
つ
の
影
響
に
よ
る
英
仏
幕
僚
会
談
開
始
の
遅
延
で
あ
る
。

と
の
問
題
は
、
大
戦
原
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
英
仏
軍
事
協
力
欠
如
に

深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
九
年
当
初
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
西
欧
攻
撃
の
情
報

を
受
け
て
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
積
極
的
に
会
談
の
即
時
開
催
の
必
要
性

が
主
張
さ
れ
た
。
乙
れ
に
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
対
独
認
識
を

異
に
し
(
ヒ
ト
ラ
ー
の
西
欧
攻
寧
は
急
が
な
い
)
、
先
の
徴
兵
制
導
入
問
題
、

ル
ー
マ
ニ
ア
の
危
険
性
を
よ
り
重
視
し
た
立
場
を
と
っ
て
、
結
局
乙
の
会
談
は

遅
延
を
繰
り
返
し
た
場
旬
、
チ
ェ
コ
消
滅
後
の
三
月
二
九
日
ま
で
開
催
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

一切ー

ζ

と
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
乙
う
し
た
経
緯
の
根
底
に
は
、
明
ら
か
に
第



E
章
で
述
べ
た
仏
伊
、
仏
独
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
重
要
な
点
は
、
乙
の
時
期
の
仏
伊
聞
の
衝
突
の
深
刻
化
が
フ
ラ
ン
ス
の
注

意
を
地
中
海
に
没
頭
さ
せ
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
対
独
侵
略
に
そ
な
え
た

英
仏
幕
僚
会
談
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
側
の
対
応
を
消
極
的
な
ら
し
め
た
と
と
に

強
く
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
(
一
方
で
の
仏
独
宣
言
に
み
ら
れ
る

仏
独
聞
の
一
時
的
デ
タ
ン
ト
)
。

従
っ
て
、
四
月
七
日
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
パ
ニ
ア
占
領
は
フ
ラ
ン
ス
の
対
伊

脅
威
を
絶
頂
点
に
至
ら
さ
し
め
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
徴
兵
制
導
入
と
対

ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
を
強
く
要
請
、
先
に
イ
ギ
リ
ス
は
四
月
二

O
日
徴
兵
制
導
入

を
承
認
、
同
一
三
日
対
ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
付
与
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と

と
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
な
り
の
思
惑
(
フ
ラ
ン
ス
へ
の
譲
歩
は
フ
ラ
ン
ス
対

伊
強
硬
姿
勢
緩
和
H
仏
伊
間
交
渉
再
開
の
布
告
と
な
る
)
が
予
想
さ
れ
る
と
は

い
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
対
英
追
随
」
脱
却
志
向
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
徴
兵
制
導
入

と
対
ル
ー
マ
ニ
ア
保
障
付
与
に
お
い
て
功
奏
す
る
と
と
も
に
、

ζ

の
期
の
フ
ラ

ン
ス
外
交
の
対
英
自
主
姿
勢
顕
在
化
の
長
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
の
四
月
九
日
の
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
パ
ニ
ア
侵
略
が
フ
ラ
ン
ス
に
及
ぼ
し
た

イ
ン
パ
ク
ト
が
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
は
、
同
日
の
国
防
常
設
委
員
会
の

対
伊
重
要
措
箇
決
定
、
四
月
一
一
日
の
仏
首
相
ダ
ラ
デ
ィ
エ
の
演
説
(
「
フ
ラ

ン
ス
の
転
換
点
」
)
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
対
伊
関
係
は
最
も
重
視
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
そ
の
ア
ル
パ
ニ
ア
侵
略
は
強
い
逼
迫
感
を
醸
成
さ
せ
、
英
仏
関
係
に

お
け
る
「
対
英
追
随
」
脱
却
志
向
の
頂
点
の
観
を
な
さ
し
め
た
。
そ
れ
故
、
従

来
三
月
の
ド
イ
ツ
軍
チ
ェ
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ア
侵
攻
後
の
対
東
欧
保
障
供
与
政
策

が
「
宥
和
」
の
転
換
と
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
四
月
の

イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
パ
ニ
ア
侵
攻
へ
の
対
応
の
方
に
変
化
は
求
め
ら
れ
る
と
い
え

又
v

。一
般
に
、
三
九
年
三
月
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
グ
ァ
キ
ア
消
滅
後
の
英
仏
の
一
連
の

保
障
政
策
は
、
「
宥
和
政
策
」
の
転
換
と
さ
れ
る
(
英
首
相
チ
ェ
ム
パ
レ
ン
の

パ
l
ミ
ン
ガ
ム
演
説
)
。
し
か
し
、
三
九
年
夏
、
英
独
間
秘
密
交
渉
の
事
実
が

あ
り
、
真
の
意
味
で
の
転
換
を
指
摘
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
(
最
近
の
研
究
は

そ
の
点
を
問
題
に
し
て
い
る
)
。
従
っ
て
、
「
宥
和
政
策
」
の
決
定
的
な
転
換

を
指
摘
す
る
乙
と
は
困
難
K
し
で
も
、
三
九
年
三
月
下
旬
以
降
開
戦
に
至
る
ま

で
の
時
期
は
、
「
宥
和
政
策
」
が
少
く
と
も
表
面
上
卦
掛
(
「
保
障
供
与
」
)

し
て
い
き
な
が
ら
も
、
英
仏
の
指
導
者
の
内
奥
に
は
依
然
そ
の
論
理
(
「
宥
和
」

の
合
理
性
)
が
命
脈
を
保
弔
て
い
る
と
い
う
表
裏
相
矛
盾
す
る
様
相
を
呈
し
た

時
期
と
い
え
よ
う
。

三
九
年
春
か
ら
真
に
か
け
て
お
と
な
わ
れ
た
英
仏
の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ソ
連

交
渉
は
、
そ
う
し
た
英
仏
指
導
者
の
思
惑
を
反
映
し
、
結
果
と
し
て
交
渉
は
成

果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
フ
ラ
ン
ス
は
そ
う
し
た
交
渉
の

よ
う
な
「
対
英
追
随
」
へ
と
後
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

対
ポ
ー
ラ
ン
ド
交
渉
は
難
渋
を
き
わ
め
た
。
そ
れ
は
三

0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス

|
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係
の
冷
却
化
(
三
四
年
独
ポ
協
定
、
三
五
年
東
方
ロ
カ
ル
ノ

計
画
参
加
拒
否
、
三
八
年
九
月
ズ
デ
l
テ
ン
危
機
時
、
チ
ェ
シ
ェ
ン
地
方
軍
事

占
領
)
を
素
地
に
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
線
強
い
「
反
仏
」
姿
勢
、
フ
ラ
シ
ス

の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
保
障
供
与
の
消
極
性
、
イ
ギ
リ
ス
が
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
保
障
に

お
け
る
主
要
な
担
い
手
と
な
っ
た
と
と
H
フ
ラ
ン
ス
の
「
対
英
追
随
」
へ
の
後
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退
、
を
特
徴
と
し
て
い
る
@

第
一
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
反
仏
」
姿
勢
は
、
三
九
年
二
月
の
英
ポ
会
談
で

の
ポ
ー
ラ
ン
ド
提
示
の
英
ポ
栢
互
協
調
提
案
が
フ
ラ
ン
ス
に
知
ら
さ
れ
る
と
と

の
拒
否
に
う
か
が
わ
れ
る
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
消
極
性
は
、
三
月
一
八
、
一
九
日
の
仏
ポ
会
談
に
お

け
る
仏
ポ
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
に
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ダ
ン
チ
ヒ
へ
の
保
障
要
求
を
し
、

明
確
な
回
答
を
両
者
が
回
避
し
た
乙
と
、
五
月
の
会
談
で
の
フ
ラ
ン
ス
軍
の
保

障
措
置
に
関
す
る
否
定
的
な
言
及
、
ポ
軍
強
化
に
不
可
欠
の
経
済
援
助
要
求
に

対
す
る
回
避
的
姿
勢
、
そ
し
て
、
協
定
調
印
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
側
が
、
軍
事

協
定
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
政
治
協
定
調
印
を
も
っ
て
発
効

す
る
と
い
う
立
場
に
固
執
し
て
、
政
治
協
定
調
印
を
拒
否
し
続
け
た
と
と
〈
最

終
的
に
は
、
開
戦
後
九
月
三
日
調
印
)
、
な
ど
に
指
摘
で
き
る
。

第
三
に
、
以
上
の
よ
う
な
交
渉
過
程
に
お
け
る
特
徴
に
関
連
し
て
、
一
連
の

交
渉
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
相
対
的
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
イ
ギ
リ
ス
を
交
渉
相
手
と

し
て
重
要
視
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
に
フ
ラ
ン
ス
は
暗
黙
の
了
解
を
与
え
、
結

果
と
し
て
「
対
英
追
随
」
の
形
観
を
呈
し
た
と
と
で
あ
る
。

乙
う
し
た
一
連
の
英
仏
の
行
動
の
背
後
に
は
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
認
識
に
お
け
る

英
仏
の
一
致
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
保
障
は
必
要
と
し
な
が
ら
も
効
果
的
行
動
は

と
り
え
な
い
乙
と
)
を
前
提
と
し
て
い
る
。
五
月
一
八
日
駐
英
フ
ラ
ン
ス
大
伎

は
イ
ギ
リ
ス
の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
交
渉
姿
勢
の
消
極
性
を
伝
え
て
お
り
、
フ
ラ
ン

ス
の
消
極
性
は
イ
ギ
リ
ス
の
意
向
の
反
映
と
把
え
ら
れ
る
。

と
れ
に
続
く
史
上
名
高
い
三
九
年
八
月
の
モ
ス
ク
ワ
の
決
裂
に
至
る
ま
で
の

対
ソ
連
交
渉
も
、
成
果
な
く
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
は
交
渉
に
お
い
て
重
要
な
地
位

を
占
め
な
か
っ
た
・

乙
の
交
渉
は
、
三
九
年
に
お
い
て
は
、
三
月
一
八
日
の
プ
カ
レ
ス
ト
国
際
会

議
の
呼
び
か
け
に
始
ま
り
、
二
一
一
日
の
四
国
宣
言
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
拒
否
に
よ

る
挫
折
、
四
月
一
四
日
、
そ
れ
に
応
じ
る
形
で
の
英
仏
の
提
案
、
一
八
日
ソ
連

の
実
質
的
三
国
同
盟
の
提
案
、
八
月
の
モ
ス
ク
ワ
会
談
と
断
続
的
に
行
わ
れ
た
。

乙
の
交
渉
の
初
期
(
四
・
五
月
頃
)
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
、
交

渉
へ
の
積
極
性
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
パ
ニ
ア
占
領
以
降
、

独
伊
接
近
の
可
能
性
(
五
月
二
二
日
独
伊
鋼
鉄
条
約
〉
か
ら
し
て
、
軍
事
バ
ラ

ン
ス
は
圧
倒
的
に
英
仏
に
と
っ
て
不
利
と
な
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
の
東

南
欧
諸
国
の
軍
事
力
へ
の
期
待
は
、
ソ
速
の
援
助
に
よ
っ
て
の
み
現
実
性
の
あ

る
も
の
だ
と
い
う
認
識
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
。

乙
れ
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
ソ
不
信
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
り
、
五
月
末

に
、
間
接
的
侵
略
の
定
義
と
軍
事
協
定
締
結
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
が
難
破
し
て
い

く
過
程
で
、
独
ソ
接
近
の
可
能
性
の
情
報
に
つ
い
て
す
ら
正
確
な
状
況
判
断
を

欠
く
程
に
対
ソ
不
信
を
、
フ
ラ
ン
ス
も
ま
た
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
八

月
の
モ
ス
ク
ワ
会
談
で
は
、
交
渉
は
主
に
芙
ソ
聞
で
行
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ

ギ
リ
ス
の
政
策
に
伍
し
た
か
の
観
を
呈
し
、
と
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
限
界

を
露
呈
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
の
こ
つ
の
交
渉
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
の
四
大
国

に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
維
持
を
め
ざ
す
大
国
主
義
を
基
調
と
し
た
認
識
で

あ
る
。
四
大
国
の
一
つ
で
隣
接
国
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
と
は
激
し
く
衝
突
し
、
そ

の
点
か
ら
は
対
英
自
主
の
姿
勢
を
強
め
た
フ
ラ
ン
ス
外
交
も
、
結
局
は
、
東
欧

・
ソ
連
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
依
存
(
「
対
芙
追
随
」
)
に
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立
ち
戻
っ
て
い
っ
た
観
が
あ
る
乙
と
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て
|
|
課
題
と
展
望
|
|

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
前
史
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
外
交
は
、
イ
タ
リ

リ
ア
の
動
き
を
基
軸
に
把
え
る
と
と
が
で
き
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
・
き
た
よ
う
な
、

単
純
な
「
宥
和
」
と
「
対
英
追
随
」
で
は
な
か
っ
た
。

以
下
に
お
い
て
は
、
ま
だ
研
究
不
充
分
な
領
域
で
あ
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
外

交
と
そ
の
圏
内
的
関
連
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
、
今
後
の
課
題
を
提
起
し
た
い
。

本
文
中
に
示
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
、
国
内
的
に
考
察
す
る
な
ら
、
そ
れ

を
主
に
指
導
し
た
人
物
は
外
相
ポ
ネ
、
首
相
ダ
ラ
デ
ィ
ェ
、
外
務
省
事
務
局
官

房
長
レ
ヅ
品
で
あ
っ
た
。
乙
の
三
八
年
三
月
に
成
立
し
た
急
進
党
ダ
ラ
デ
ィ
エ

内
閣
は
、
人
民
戦
線
の
最
終
的
崩
嬢
、
開
戦
期
の
内
閣
で
あ
っ
た
。

閣
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
外
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ネ
と
ダ
ラ
デ
ィ
エ
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
見
解
が
存
在
し
た
。

前
者
は
、
軍
備
不
足
、
平
和
主
義
を
理
由
に
、
対
独
伊
議
歩
を
不
可
避
と
し

(
「
宥
和
主
義
」
)
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
の
「
宥
和
政
策
」

に
倣
う
(
「
対
英
追
随
」
)
の
を
特
徴
と
し
た
。
一
方
、
後
者
は
、
対
独
戦
の

可
能
性
を
重
視
せ
ず
、
ま
た
対
伊
強
硬
を
主
張
、
防
衛
に
つ
い
て
は
一
定
の
対

応
処
置
を
講
じ
、
そ
乙
か
ら
東
欧
・
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
携
に
重
き
を
お
く
(
「

勢
力
均
衡
」
)
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
で
は
、
独
伊
へ
の
圧
力
と
し

て
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
陸
介
入
を
主
張
、
前
者
に
比
べ
て
相
対
的
に
対
英
姿
勢
に

自
主
性
を
強
め
て
い
く
(
「
対
英
要
請
」
)
立
場
で
あ
る
。

三
八
年
春
、
乙
の
第
三
次
ダ
ラ
デ
ィ
エ
内
閣
成
立
時
に
は
、
国
内
経
済
の
危

機
(
「
縮
少
再
生
産
慢
性
化
」
)
が
主
要
眼
目
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
、
経
済

界
と
関
係
の
強
い
ポ
ネ
の
地
位
は
閣
内
に
あ
っ
て
至
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
「
宥
和
」
と
「
対
英
追
随
」

の
頂
点
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
ボ
ネ
の
影
響
力
を
背
景
と
し
て
い
る
。
三

八
年
末
か
ら
、
翌
年
春
に
か
け
て
、
ボ
ネ
の
外
交
政
策
は
不
評
(
ス
パ
イ
容
疑

ま
で
発
展
)
を
買
い
、
ボ
ネ
は
権
威
を
失
っ
て
い
く
。
一
方
で
、
経
済
再
建
成

功
、
圏
内
的
威
信
確
立
(
法
的
権
力
集
中
化
、
植
民
地
訪
問
成
功
)
を
果
た
し

た
ダ
ラ
デ
ィ
エ
は
、
レ
ジ
ェ
と
と
も
に
、
自
ら
の
外
交
を
展
開
し
、
そ
れ
は
、

対
伊
、
対
英
政
策
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
圏
内
的
視
角
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
既
述
の
外
交
推
移
は
、
そ
の

背
景
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
引
く
と
と
は
一
定
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
十

全
な
理
解
に
至
る
ま
で
の
も
の
と
は
い
え
ず
、
爾
後
の
研
究
に
そ
の
多
く
を
負

っ
て
い
る
。
最
後
に
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
視
角
を
提
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
る

と
と
に
す
る
。

関

乙
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
対
外
姿
勢
を
よ
り
理
解
す
る
に
は
、
第
一
に
、
園

内
に
お
け
る
諸
勢
力
と
そ
の
外
交
方
針
を
整
理
し
て
み
る
乙
と
が
必
要
で
あ
ろ

，
ぅ
。
特
に
、
経
済
界
の
認
識
(
対
東
欧
・
植
民
地
)
は
重
要
で
あ
る
。
そ
と
か

ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
規
定
し
た
主
要
因
を
見
出
し
、
そ
れ
と
本
稿
に

お
い
て
論
じ
た
外
交
推
移
や
政
府
関
係
者
の
思
惑
と
の
繋
り
を
統
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
戦
前
史
の
フ
ラ
ン
ス
の
主
に
対
外
的
側
面
に
お
け
る
様
相
が
体

系
的
に
把
握
さ
れ
る
と
と
に
な
る
と
思
う
。

(
わ
た
な
べ
・
ひ
ろ
た
か

フ
ラ
ン
ス
語
科
五
十
二
年
度
卒
)



ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
に
お
け
る

J
|
p
・
サ
ル
ト
ル
と

A
・
カ
ミ
ユ

一
九
六

O
年
一

O
月
二
七
日
、
カ
ル
チ
ェ
・
-
フ
タ
ン
に
あ
る
公
会
堂
は
、
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
の
即
時
休
止
を
訴
え
る
群
衆
で
あ
ふ
れ
で
い
た
。
乙
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
全
学
連
の
提
唱
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
同
盟
、
労
働
者
の

力
、
お
よ
び
統
一
社
会
党
な
ど
の
組
織
が
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
が
始
ま
っ
て
、
す
で
に
六
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た

と
の
目
、
政
府
の
禁
止
を
け
っ
て
左
翼
が
初
め
て
大
が
か
り
な
結
集
を
試
み
た

わ
け
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
全
学
連
は
、
乙
の
集
会
に
先
立
ち
、
数
々
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
利
用

し
て
、
反
戦
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
若
者
の
正
義
感
か
ら
説
明
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
同
時
K
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
死

ん
で
行
く
兵
士
が
彼
ら
と
同
世
代
の
若
者
で
あ
り
、
「
明
日
は
我
が
身
」
と
言

高

橋

子

削
咋

妙

っ
た
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
と
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。

乙
う
し
た
反
戦
運
動
の
盛
り
上
が
り
の
背
景
に
は
、
ま
た
、
「
ジ
ャ
ン
ソ
ン

機
関
」
と
呼
ば
れ
た
秘
密
結
社
の
存
在
が
あ
っ
た
。

ζ

の
機
関
は
、
そ
の
名
の

通
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ン
ソ
ン
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
よ
り
、
資
金
供
与

等
を
通
じ
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
解
放
戦
線
に
積
極
的
に
協
力
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
最
も
大
き
な
貢
献
は
、
「
一
一
二
人
宣
言
」
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
を
一
つ
の
顕
在
す
る
反
政
府
(
反
植
民
地

政
策
)
勢
力
に
統
一
し
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
、
ド
・
ゴ

l
ル
政
権
の
下
で
、
戦
争
終
結
の
方
向
に
動
き
つ
つ
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
を
明

確
に
打
ち
出
し
た
知
識
人
達
の
存
在
は
、
世
論
に
と
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
衝
激



を
与
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
乙
の
事
実
は
、
日
ご
と
に
「
宣
雪

E
に
署
名
す
る

知
識
人
が
増
え
て
い
っ
た
と
と
か
ら
も
充
分
に
う
か
が
い
知
る
と
と
が
で
き
よ

・つ。
次
に
、

J
|
P
・
サ
ル
ト
ル
と

A
・
カ
ミ
ュ
の
ケ
l
ス
を
考
察
す
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
を
め
ぐ
る
知
識
人
の
一
断
面
を
さ
ぐ
っ
て
み
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
一
方
は
積

極
的
に
師
、
由
諸
白
旬
開
門
し
て
行
き
、
他
方
は
員
の
よ
う
に
詑
黙
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
実
は
、
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
知
識
人
の
現
実
の
姿
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

a
l
p
-
サ
ル
ト
ル

行
動
す
る
知
識
人
・
実
存
主
義
の
作
家
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の

読
者
を
擁
し
て
い
た
サ
ル
ト
ル
は
、
当
時
、

-g
叶
叩
包
宮
冨
邑
帽

g
g
の
編

集
長
を
つ
と
め
、
そ
れ
に
彼
自
身
も
植
民
地
問
題
に
関
す
る
意
見
を
多
く
書
い

て
い
る
。
そ
れ
は
後
に
、

a
g
g民

O
B
〈

J

。。-o昆
色
白
書
:
仲
宗
0
・

no-o包
包

z
g
m
と
し
て
他
の
い
く
つ
か
の
論
文
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
そ
の
中
に
み
ら
れ
る
彼
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
へ
の
立
場
は
、
「
完
全
独
占
」

を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
貫
撤
す
る
た
め
に
、
「
フ
ラ

ン
ス
人
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
民
側
に
立
っ
て
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
乙
の
見
解
は
、

新
植
民
地
主
義
者
は
、
植
民
者
に
良
い
の
と
悪
い
の
と
い
る
と
考
え
る
。

植
民
地
の
状
況
が
悪
く
な
っ
た
の
は
、
悪
い
植
民
者
の
罪
だ
と
い
う
。
-

が
、
良
い
植
民
者
が
お
り
、
そ
の
他
に
性
悪
な
植
民
者
が
い
る
と
い
う
よ
う

な
乙
と
は
真
実
で
は
な
い
。
植
民
者
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
の
ζ

と
だ
。
そ
の

こ
と
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
な
ぜ
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
が
乙
の
経
済
的
、

社
会
的
政
治
組
織
に
対
し
て
、
ま
ず
政
治
的
に
攻
撃
し
て
く
る
の
か
、
な
ぜ

そ
れ
が
正
し
い
の
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
い
う
理
論
の
展
開
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、

ζ

れ
は
、
カ
ミ
ュ
の

立
場
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
主
張
の
一
つ
に
、
ド
・
ゴ

l
ル
を
首
班
と
す
る
政
府
に
対
す
る

攻
撃
を
あ
げ
る
と
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
ド
・
ゴ

l
ル
が
首
相
に
指
名
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
空
気
が
流
れ
る
と
、
た
だ
ち
に
ぺ
ン
を
執
り
、
次
の
よ

う
に
訴
え
た
。
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フ
ラ
ン
ス
に
は
一
つ
の
強
力
な
国
家
が
必
要
で
あ
る
乙
と
は
確
か
だ
。

二
年
間
の
投
げ
や
り
と
妥
協
と
に
よ
っ
て
没
落
し
た
政
府
の
権
威
を
回
復
せ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
没
落
を
完
全
な
も
の
に
す
る
最
良
の
手
段
、
そ
れ

は
自
己
の
規
則
を
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
一
人
の
「
強
力
な

人
間
」
に
国
家
を
ゆ
だ
ね
る
乙
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
乙
の
衰
え
た

国
家
、
乙
の
声
価
の
務
ち
た
共
和
国
を
、
人
々
と
と
も
に
、
回
復
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
死
ん
だ
偉
大
さ
を
夢
み
る
あ
ら
ゆ
る
夢
に
抗
し
て
、

市
民
た
ち
の
現
実
の
諸
権
利
と
諸
自
由
と
を
同
時
に
回
復
し
て
は
じ
め
て
、



国
家
に
制
度
的
な
カ
を
返
す
の
で
あ
る
。

乙
乙
に
み
え
る
彼
の
考
え
方
の
基
礎
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
を
あ
く
ま
で
反
動
君

主
と
見
な
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
は
「
ゴ

l
リ
ス
ド
体
制
に
は
、
そ
の
最
後

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
す
べ
て
の
あ
ら
わ
れ
に
お
い
て
、
出
生
時
の
専
断
と
暴

力
と
の
に
お
い
が
つ
き
ま
と
う
」
と
し
て
、
ド
・
ゴ

1
ル
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
権

化
で
あ
る
と
す
る
強
硬
な
立
場
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
い
。

一
九
五
八
年
九
月
二
八
日
の
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
に
臨
ん
で
サ
ル
ト
ル
は
、

当
面
の
一
時
的
矛
盾
の
た
め
に
、
あ
る
国
の
統
一
が
不
可
能
と
な
っ
た
と

き
、
そ
の
国
の
統
一
べ
の
悲
痛
な
欲
求
を
た
だ
一
人
の
人
聞
に
投
射
す
る
も

の
だ
と
い
う
乙
と
が
ど
う
し
て
わ
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
ま
さ
に
悲
痛
な
面
持
ち
で
訴
え
る
。
そ
し
て
、
国
民
投
票
の
結
果
を
苦
身
し

く
か
み
し
め
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
時
点
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
世
論
は
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
部
隊
に
よ
る
攻
撃

の
脅
威
よ
り
も
、
ド
・
ゴ

1
ル
に
よ
る
「
カ
の
統
治
」
を
選
択
し
た
わ
け
で
あ

り
、
乙
れ
自
体
は
、
あ
る
意
味
で
合
理
性
を
持
つ
決
断
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
即
ち
、
多
数
の
政
党
が
林
立
す
る
議
会
で
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る

た
め
に
は
、
〈
O
C
H
〉
の
票
を
投
ず
る
し
か
な
い
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て

い
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
下
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
思
想
に
も
縁
の
な
い
国

民
が
、
〈
Z
O
Z
V
を
投
じ
る
乙
と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
全
体
が
と
う
む
る
危

険
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
「
近
視
眼
的
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
容
易
に
想
像
で
き

た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

国
民
投
票
で
、
予
想
以
上
の
得
票
率
を
も
っ
て
憲
法
改
正
案
が
通
過
し
た
ζ

と
は
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
へ
の
関
与
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
ド
・

ゴ
l
ル
体
制
批
判
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ン
ソ
ン
機
関
を
弁
護
す
る
と
と
に
よ
り
、

そ
の
理
論
的
発
展
の
終
局
を
迎
え
る
乙
と
に
な
る
。
彼
は
、
ジ
ャ
ン
ソ
ン
裁
判

が
行
な
わ
れ
る
軍
事
法
廷
へ
書
簡
を
送
り
、
彼
ら
の
活
動
の
正
当
性
を
訴
え
る
。

私
は
被
告
た
ち
と
私
の
「
全
き
連
帯
性
」
を
確
信
す
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
な
ぜ
に
そ
う
で
あ
る
か
を
言
う
必
要
が
あ
る
。
:

組
織
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ソ
ン
を
通
し
て
か
な
り
よ
く
知
っ
て
い
た
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
は
我
身
二
人
を
結
合
さ
せ
た
。
私
は
一
日
一
日
と
彼
の

努
力
を
見
守
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
合
法
的
手
段
に
よ
っ
て
乙
の

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
左
翼
の
努
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ζ

の
努
力
の
失
敗
、
乙
の
左
翼
勢
力
の
明
ら
か
な
無
力
を
前
に
し
た
時
、
彼

は
非
合
法
活
動
|
|
自
己
の
独
立
の
た
め
に
闘
っ
て
い
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民

衆
に
具
体
的
な
支
持
を
も
た
ら
す
た
め
の
非
合
法
活
動
に
入
る
乙
と
を
決
意

し
た
の
で
あ
る
。
:
:
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彼
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
闘
士
た
ち
と
の
連
帯
行
動
は
、
彼
の
主
義
主
張
の

み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
自
体
に
お
け
る
政
治
的
分
析
に
由
来
す
る
。
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
の
独
立
は
既
に
ひ
と
つ
の
事
実
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

確
実
で
な
い
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
で
あ
る
。

政
治
的
諸
自
由
の
縮
少
、
政
治
生
活
の
消
滅
、
拷
聞
の
一
般
化
、
文
官
権
力



に
対
す
る
軍
人
権
力
の
常
時
的
反
乱
は
、
誇
張
な
く
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
と
形
容

し
う
る
発
展
を
明
示
し
て
い
る
。
:
・
:

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
諸
自
由
と
フ
ラ
ン
ス
の
諸
自
由
の
共
同
の
敵
に
対
し
て
、

今
日
現
実
に
闘
っ
て
い
る
唯
一
の
カ
に
そ
の
努
力
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
唯
一
の
努
力
と
は
、

F
L
N
で
あ
り
、
そ
う
す
る
時
は
じ
め

て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
も
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
、
植
民
地
主
義
に
よ
り
そ
れ
自
体
が
預
廃
に

向
か
い
つ
つ
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
、
き
び
し
い
笹
告
を
与
え
つ
つ
、
ジ
ャ
ン
ソ
ン

を
弁
護
し
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
に
、
彼
の
無
想
を
植
民
地
主
義
批
判
と
い
う
観

点
で
結
晶
さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
と
し
て
の
自
己
に
諜

さ
れ
た
役
割
を
充
分
に
演
じ
き
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
航
民
地
主
義
批
判
が
根
ざ
す
基
本
的
認
識
を
振
り
返

っ
て
み
る
時
、
乙
乙
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
引
き
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

ま
ず
、

ω日
宮
宮
古
田
〈
の
中
の
「
植
民
地
主
義
は
一
つ
の
体
制
で
あ
る
」
の

論
文
に
お
け
る
植
民
者
の
定
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
は
、
「
植
民
者
が
い
る
。

た
だ
そ
れ
だ
け
の
乙
と
だ
」
と
言
い
切
っ
た
後
に
、
脚
注
に
お
い
て
、
「
乙
の

体
制
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
同
時
に
罪
な
き
受
益
者
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
小

役
人
や
労
働
者
を
、
私
は
繍
民
者
と
は
呼
ば
な
い
」
と
言
い
添
え
て
い
る
。

彼
が
ど
れ
だ
け
の
考
え
を
も
っ
て
と
の
注
を
付
け
た
か
に
つ
い
て
は
想
像
の

域
を
脱
し
得
な
い
。
彼
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
常
に
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主

義
で
あ
り
、
そ
の
患
を
体
現
し
て
い
る
の
が
政
府
で
あ
り
句

B帥

8-g
で
あ

る
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
一
部
の
下
層
コ
ロ
ン
は
、
そ
の
生

活
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
原
住
民
よ
り
貧
し
か
っ
た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
彼
ら

を
一
概
に
植
民
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
入
れ
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
下
層
コ
ロ
ン
が
、
貧
し
い
が
故
に
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
原
住
民
に
対
し
て
持
つ
屈
曲
し
た
形
で
の
優
越
感
が
な
か
っ
た
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
小
役
人
」
に
し
て
も
、
植
民
地
体
制
が
彼
ら
に
保
障
し

て
い
た
優
位
性
を
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
乙
の
よ
う
な
事
情
が
、
俺
少
で
は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
た

妥
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

つ
ぎ
に
、
彼
の
人
種
観
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
乙
ぅ
。

ζ

C
で
注
目
し
た

い
の
は
、
「
百
分
の
一
秒
で
は
、
我
々
は
み
な
お
な
じ
人
間
な
の
で
あ
る
。
み

な
人
間
的
条
件
の
中
核
に
据
え
ら
れ
た
人
間
な
の
だ
」
と
い
う
彼
の
乙
と
ば
で

あ
る
。
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サ
ル
ト
ル
は
、
そ
れ
ま
で
に
多
く
の
時
閣
を
外
国
旅
行
の
た
め
に
費
し
て
い

る
。
中
国
、
キ
ュ
ー
バ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
タ
リ
ア
等
者
。
上
記
の
結
論
も
、
確

か
に
そ
の
よ
う
な
度
重
な
る
旅
行
で
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
得
ら
れ
た
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
「
一
つ
の
中
国
か
ら
も
う
一
つ
の
中
国
へ
」
の
序
文
に
見
せ
る
彼
の
人

種
観
は
、
彼
の
目
で
と
ら
え
た
中
国
人
を
そ
の
ま
ま
許
容
し
つ
つ
、
か
っ
そ
の

生
活
文
化
か
ら
く
る
違
い
を
認
め
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
我
々
と
同
じ
人
間
で
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
思
う
乙
と
は
、
後
に
論
じ
る
と
と
ろ
の
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
を

は
じ
め
と
す
る
作
品
の
中
に
み
ら
れ
る
、
あ
の
自
己
と
異
質
な
文
化
と
の
対
崎



を
、
サ
ル
ト
ル
が
彼
個
人
の
中
で
経
験
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
と
で

あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
自
身
が
異
民
族
の
中
に
一
個
の
人
間
と
し

て
入
り
込
み
、
.
究
極
の
と
乙
ろ
で
経
験
主
る
で
あ
ろ
う
理
性
と
感
情
の
葛
藤
を

経
て
き
た
か
ど
う
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。
彼
が
「
我
今
は
み
な
同
じ
人
間
な

の
だ
」
と
言
う
時
、
彼
は
き
ま
っ
て
自
己
を
い
つ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
が
:
・
:

A
-
カ
ミ
ユ

カ
ミ
ュ
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
語
る
時
、
初
め
に

彼
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
記
す
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
住
む

典
型
的
な
下
層
コ
ロ
ン
と
し
て
育
っ
た
カ
ミ
ュ
に
と
っ
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

自
然
の
中
で
の
自
我
の
解
放
の
み
が
救
い
で
あ
っ
た
。
カ
ミ
ュ
の
作
品
の
ほ
と

ん
ど
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
る
ζ

と
は
、
乙
の
事
実
を

背
景
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
小
さ
い
時
か
ら
抑
圧
さ
れ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
原
住
民

を
ま
の
あ
た
り
に
見
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
、
彼
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題

に
対
す
る
確
固
た
る
態
度
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
補
足
す
る
な
ら

ば
、
彼
の
母
親
に
対
す
る
愛
情
が
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

乙
と
が
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
立
場
を
よ
り
苦
し
い
も
の
に
し
た
。

カ
ミ
ュ
は
、
一
九
四
二
年
、
パ
リ
が
ド
イ
ツ
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
年
に
、

『
異
邦
人
』
を
出
版
し
、
フ
ラ
ン
ス
文
壇
に
大
反
響
を
ま
き
起
と
し
た
。
乙
の

と
ろ
よ
り
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
加
わ
っ
て
い
く
が
、
彼
の
政
治
的
活
動
の
端
緒

は
そ
れ
以
前
に
見
曲
さ
れ
る
。

当
時
の
彼
の
政
治
的
関
心
は
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
下
に
あ
っ
た
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
の
状
況
で
あ
っ
た
。
ヵ
ミ
ュ
は
、
一
九
三
七
年
に
、
プ
ル
ム
H
ヴ
ィ

オ
レ
ッ
ト
計
画
に
対
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
サ
イ
ン
し
て
い
た
。
乙
の
時
点
で

の
彼
の
立
場
は
、
ア
ラ
プ
原
住
民
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
的
権
利
の
拡
大
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
九
年
に
か
け
て
、
彼
が
『
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
ヴ

リ
カ
ン
』
に
寄
稿
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
「
カ
ピ
リ
ア
の
悲
惨
」
(
a〉

nz巴
ぽ
邸

周
・
何
回
明
色
白
色
、
〉
号
四
円
件
。
自
国
己
回
収
録
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
縞
民
地
政
策

κ

よ
っ
て
政
治
的
飢
餓
に
お
と
し
入
れ
ら
れ
て
い
た
カ
ピ
リ
ア
地
方
の
悲
惨
を
克

明
に
報
告
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
庁
と
激
し
く
対
立
し
た
。
そ
れ
は
、
『
ア
ル

ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
』
を
廃
刊
に
追
い
込
み
、
さ
ら
に
は
彼
自
身
も
ア
ル

ジ
ェ
か
ら
追
放
に
な
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四

O
年
、
『
パ
リ
・
ソ
ワ

l
ル
』
社
に
就
職
し
て
、
パ
リ
の
生
活
の
弧

独
の
中
で
書
い
た
作
品
が
『
呉
邦
人
』
で
あ
っ
た
。
何
ど
と
に
も
無
感
動
な
若

者
が
、
ア
ラ
プ
人
を
射
殺
し
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
な
ぜ
乙
の
作
品
の
中
で
、
ア
ラ
プ
人
を
殺
さ
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
の
か
。
し
か
も
あ
ま
り
に
無
造
作
に
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
不
条
理
に
。

乙
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ミ
ュ
が
ア
ラ
ブ
人
に
対
し
て
、
人
種
的
偏
見
を
も
っ
て

い
た
と
結
論
づ
け
る
乙
と
は
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
彼
は
そ
の
す

べ
て
の
作
品
の
中
で
、
ア
ラ
ブ
人
に
名
前
を
与
え
る
ζ

と
を
せ
ず
ロ
ニ
Z

と
い
う
三
人
称
に
よ
っ
て
の
み
終
始
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
彼
ら
の
風
貌
を
描

写
す
る
に
し
て
も
、
彼
ら
か
ら
常
に
一
定
の
距
離
を
置
い
て
た
ん
た
ん
と
し
た

調
子
が
あ
っ
た
と
と
も
否
定
で
・
き
な
い
。
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そ
れ
は
彼
が
人
種
差
別
意
識
を
も
っ
て
あ
の
よ
う
に
描
い
た
の
で
は
な
く
、

彼
に
と
っ
て
「
事
実
を
客
観
的
に
見
て
書
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
(
白
井
浩
司

『
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ

l
光
と
影
|
』
)
。
だ
が
確
か
に
、
た
と
え
彼
ら
と

同
じ
よ
う
に
ア
ル
ジ
ェ
の
貧
民
窟
で
育
っ
た
と
は
言
え
、
そ
と
に
は
決
し
て

入
っ
て
い
け
な
い
異
質
の
文
化
が
歴
然
と
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
彼

の
ア
ラ
プ
人
を
見
る
目
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
い
う
レ
ン
ズ
」
(
白
井
浩
司
、

前
掲
書
)
に
お
お
わ
れ
て
い
た
ζ

と
は
否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

カ
ミ
ュ
と
て
も
、
サ
ル
ト
ル
の
ご
と
く
、
ア
ラ
プ
人
を
人
間
と
し
て
見
て
い
た

乙
と
に
は
変
わ
り
あ
る
ま
い
が
j
i
-
-・。

カ
ミ
ュ
は
、
戦
後
も
さ
ら
に
多
く
の
政
治
的
問
題
に
取
り
組
ん
で
行
乙
う
と

す
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
カ
ミ
ュ
の
思
想
的
基
盤
を
根
底
か

ら
蝿
摘
さ
ぶ
り
、
結
果
的
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
対
す
る
彼
の
か
た
く
な
な

ま
で
の
姿
勢
を
決
定
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
り
得
た
と
恩
わ
れ
る
も
の
に
、
対

独
協
力
者
の
粛
清
問
題
が
あ
ろ
う
。

人
間
と
し
て
決
し
て
疑
う
と
と
の
で
き
な
い
と
息
わ
れ
た
「
正
義
」
を

「
肯
定
」
す
る
た
め
に
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
行
い
、
そ
し
て
そ
の
「
亙
義
」
を

し
て
地
上
を
支
配
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
革
命
」
に
参
加
し
て
、
「
不
正
義
」

の
者
の
粛
清
を
正
当
化
し
た
彼
は
、
盲
目
の
う
ち
に
そ
の
限
度
を
越
え
「
正

義
」
そ
の
も
の
を
失
っ
た
乙
と
を
知
っ
た
。

た
と
え
間
接
的
に
で
は
あ
ろ
う
と
、
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
識
、

そ
し
て
「
正
義
」
は
人
を
殺
さ
ざ
る
を
得
ず
、
人
を
殺
せ
ば
「
正
義
」
が
失

わ
れ
る
と
い
う
悲
劇
的
認
識
(
西
永
良
「
カ
ミ
ュ
と
対
独
協
力
派
粛
清
問
題
」
)

が
、
そ
の
後
の
サ
ル
ト
ル
の
論
争
と
と
も
に
、
彼
の
後
年
の
作
品
を
決
定
し
、

さ
ら
に
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
対
す
る
彼
の
「
生
ぬ
る
い
」
と
さ
れ
る
態

度
を
決
定
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
五
月
八
日
、
セ
テ
ィ
フ
で
の
暴
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
政
府
が
民
族
運
動
に
弾
圧
を
加
え
始
め
る
と
、
カ
ミ
ュ
は
即
座
に
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
に
向
か
っ
た
。
そ
乙
で
書
か
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
「
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
の
危
機
」
(
〉
n
E邑

-a園
収
録
〉
で
あ
る
。
そ
の
中
で
カ
ミ
ュ
は
、
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
地
位
に
つ
い
て
次
の
ど
と
く
論
じ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
々
が
ほ
ん
と
う
に
同
化
を
望
み
、
乙
の
よ
う
に
立

派
な
人
民
が
フ
ラ
ン
ス
の
人
民
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
彼
ら
を
フ
ラ
ン

ス
人
か
ら
ひ
き
離
す
作
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
私
が
彼
ら
を
よ

く
理
解
し
て
い
る
の
な
ら
、
彼
ら
が
要
求
し
て
い
る
の
は
と
の
乙
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
私
の
感
情
を
言
え
ば
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
相
互
の
認
識
が
生
ま

れ
る
。
私
は
乙
乙
で
始
ま
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
言
う
べ

き
で
あ
り
、
実
際
に
ま
だ
開
始
さ
れ
て
い
江
か
っ
た
。
そ
し
て
、
我
ケ
国
の

政
策
の
一
誤
り
も
そ
れ
で
説
明
す
る
と
と
が
で
き
る
。

一回一

乙
れ
に
対
し
て
白
井
浩
司
氏
は
、

カ
ミ
ュ
の
善
意
を
疑
う
と
と
は
で
き
な
い
が
、
カ
ピ
リ
ア
地
方
の
悲
惨
は

植
民
地
と
い
う
機
構
が
生
ん
だ
も
の
に
他
な
ら
な
か
う
た
で
あ
ろ
う
。
乙
の



カ
ミ
ュ
の
認
識
の
甘
さ
、
あ
る
い
は
彼
の
善
意
の
限
界
は
、
の
ち
・
に
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
戦
争
の
場
合
に
露
呈
さ
れ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
幻
年
時
代
か
ら
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
に

に
精
通
し
て
い
た
カ
ミ
ュ
に
と
っ
て
、
植
民
地
体
制
の
も
つ
誤
謬
を
見
て
と
れ

な
か
っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
『
異
邦
人
』
の
中
で
ム
ル
ソ
ー
に
殺
人

の
理
由
を
、
「
そ
れ
は
太
陽
の
た
め
だ
っ
た
」
と
言
わ
せ
る
彼
の
認
識
の
底
に
、

そ
の
よ
う
な
不
条
理
性
を
も
た
ら
す
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
太
陽
」
さ
ら
に
は
そ

の
太
陽
と
一
生
か
か
わ
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
生
活
の

イ
メ
ー
ジ
が
、
独
立
後
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
姿
に
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
原
体
験
と
し
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
年
、
自
分
の

知
的
成
長
が
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
遺
産
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
ま

す
に
つ
れ
て
強
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
カ
ミ
ュ
の
態
度
が
暖
昧
模

糊
と
し
て
く
る
乙
と
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
と
乙
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

一
九
五
六
年
一
月
に
は
ア
ル
ジ
ェ
に
お
い
て
「
市
民
の
休
戦
」
を
呼
び
か
け
て

い
る
。
し
か
し
、
乙
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
返
っ
て
く
る
の
は
「
フ
ラ
ン
ス
の

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
」
を
唱
え
る
過
激
派
か
ら
の
明
笑
と
脅
迫
だ
け
で
あ
り
、
彼
の

試
み
は
完
全
に
失
敗
で
あ
っ
た
。
が
、
テ
ロ
と
拷
問
が
い
た
る
と
乙
ろ
で
展
開

さ
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
で
、
ア
ラ
プ
民
族
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
コ
ロ
ン
の
聞
に

広
く
ま
ん
え
ん
し
て
い
た
憎
悪
を
、
だ
れ
よ
り
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
の

カ
ミ
ュ
が
、
な
ぜ
「
市
民
の
休
戦
」
を
呼
び
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か

と
い
う
問
題
は
、
彼
の
母
親
に
対
す
る
「
愛
情
の
深
さ
」
を
抜
き
に
は
説
明
で

き
ま
い
。

即
ち
、
テ
ロ
と
拷
聞
の
横
行
す
る
ア
ル
ジ
ェ
に
、
彼
の
母
親
が
一
人
住
み
、

彼
の
と
る
立
場
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
危
険
が
母
親
に
ま
で
及
ば
な
い
と
い
う
保

証
は
な
か
っ
た
。

カ
ミ
ュ
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
講
演
の
会
場
で
、
ヵ

ピ
リ
ア
人
の
暴
言
に
対
し
、

自
分
は
ア
ラ
プ
人
の
た
め
に
戦
っ
た
た
め
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
追
放
さ

れ
た
最
初
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
乙
と
を
注
意
し
た
あ
と
、
勘
忍
袋

の
緒
を
切
ら
せ
「
私
は
正
義
に
は
賛
成
だ
。
し
か
し
、
正
義
と
母
と
の
い
ず

れ
か
と
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
私
は
母
を
選
ぶ
」
と
答
え
た
。

(
白
井
浩
司
『
ア
ル
ベ

1
ル
・
カ
ミ
ユ
|
光
と
影
|
』
)
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ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
と
れ
を
う
け
て
、
「
彼
の
中
の
ピ
エ
・
ノ
ワ

l
ル
が
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
を
圧
倒
し
て
い
た
」
(
三
回
同
O
B白
色

g
n
F
a
g
-
)
と
辛
錬

な
批
評
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
彼
の
限
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
さ

せ
る
乙
と
は
、
誰
に
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

カ
ミ
ュ
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
う
け
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
言
に
一
段
と

重
味
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
は
、
も
は
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
た
め
に
闘
う

と
と
が
ど
ん
な
に
空
し
い
乙
と
か
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
で
も
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
も
あ
る
著
名
な
知
識
人
と
し



て
、
カ
ミ
ュ
乙
そ
乙
の
問
題
を
口
に
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
資
格
の
あ
る
人
ー
ー
ー

と
い
う
期
待
を
、
カ
ミ
ュ
は
き
っ
ぱ
り
と
は
ね
つ
け
て
い
る
が
、
カ
ミ
ュ
に
と

っ
て
は
、
彼
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
に

同
時
に
見
出
す
乙
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。

彼
は
そ
の
文
学
活
動
を
通
じ
て
、
自
ら
求
め
た
で
あ
ろ
う
フ
ラ
ン
ス
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
、
最
終
的
に
た
ど
り
つ
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
恩
わ
れ
る
一
方
、
一
度
そ
の
方
向
に
身
を
投
じ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
は
彼
に
と
っ
て
呉
邦
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
彼
は
も
は
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
帰
る
乙
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
乙
る
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
聞
の
紡
復
が
、

彼
を
し
て
言
葉
を
失
わ
し
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
の
社
会
的
、
政
治
的
活
動
の
前
半
で
見
せ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
へ
の
彼

の師、

gh町田
m
R
の
あ
り
方
に
し
て
も
、
又
、
「
正
義
よ
り
も
母
を
愛
す
る
」

と
い
っ
た
彼
の
見
解
に
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
時
々
の
彼
の
全
き
姿
で
あ
っ
て

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
い
う

乙
れ
が
彼
の
ペ
テ
ン
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
一
方
で
い
っ
さ
い
の
紛
争
を
超

越
し
た
よ
う
な
ふ
り
を
装
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
乙
の
戦
争
お
よ
び
そ
の
手
段

と
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
調
停
を
し
た
が
っ
て
い
る
連
中
に

ひ
と
つ
の
保
証
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
批
評
と
は
、
そ
の
時
す
で
に
問
題
の
次
元
を
異
に
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
思
え
る
。

カ
ミ
ュ
は
一
九
六

O
年
に
、
「
一
一
二
人
宣
言
」
も
「
ジ
ャ
ン
ソ
ン
裁
判
」
も

知
ら
ず
に
自
動
車
事
故
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
し
て
、
乙
乙
で
「
も
し
カ

ミ
ユ
が
生
き
て
い
た
な
ら
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
再
び
取
り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
」

と
す
る

J
・
ロ
ワ
の
仮
定
は
カ
ミ
ュ
を
語
る
上
で
何
ら
助
け
と
な
る
も
の
で
は

あ
る
・
ま
い
。

一
九
五
八
年
四
月
に
、
「
わ
た
し
の
証
言
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
も
は
や
わ

た
し
は
何
も
つ
け
く
わ
え
る
べ
き
と
と
は
な
い
」

(

a

〉
n
z
m
-
Z回
国
t

)

と
す

る
言
葉
で
彼
の
公
的
発
言
に
終
止
符
を
打
っ
た
時
か
ら
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で

の
カ
ミ
ュ
は
、
多
く
の
酷
評
の
中
で
し
だ
い
に
孤
立
し
て
行
き
、
『
追
放
と
王

国
』
の
中
の
短
編
「
客
」
に
登
場
す
る
老
教
師
の
弧
独
は
、
ま
さ
に
カ
ミ
ュ
の

孤
独
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
、
サ
ル
ト
ル
と
カ
ミ
ュ
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
乙
で
断
っ
て
お
く
べ
き
と
と
は
、
サ
ル
ト
ル
と
カ

ミ
唱
の
二
つ
の
ケ

l
ス
を
比
較
す
る
乙
と
は
非
常
に
困
難
な
条
件
を
擁
し
て
い

る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
お
互
い
に
比
較
さ
れ
る
べ
き
同

一
の
座
標
軸
を
結
局
待
ち
あ
わ
せ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
供
に
「
不
条
理
も
の
」
を
テ
!
?
と
し
て
そ
の
文
筆
活

動
を
始
め
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は
、
乙
の
よ
う
な
形
で
両
極
端
に

位
置
し
た
両
者
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
反
戦
運
動
の
急
先
鋒
と
な
り
、
他
方
で

は
貝
の
よ
う
に
お
し
だ
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
は
そ

れ
ぞ
れ
に
時
代
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

eo 

〔
た
か
は
し
・
た
え
と

フ
ラ
ン
ス
語
科
五
一
年
度
卒
)



チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ポ

i
ス
と
イ
ン
ド
独
立

チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ポ

1
ス
の
復
権

一
九
七
七
年
一
月
二
十
三
日
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
発
共
同
電
が
伝
え
る
と
と
ろ

に
よ
る
と
、
ス
パ
ス
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ポ

l
ス
が
復
権
し
た
と
い
う
。
ポ

l
ス

の
肖
像
画
が
イ
ン
ド
国
会
議
事
堂
中
央
議
場
に
高
く
掲
げ
ら
れ
、
ガ
ン
ジ
ー
、

ネ
ル

l
父
子
、
パ
テ
ル
ら
建
国
の
父
の
肖
像
と
相
並
ん
だ
。
ま
た
、
デ
サ
イ
首

相
は
、
戦
後
イ
ン
ド
国
民
軍
将
兵
が
反
逆
罪
の
名
で
戦
犯
に
か
け
ら
れ
た
レ
ッ

ド
・
フ
ォ

l
ト
で
、
と
の
，
イ
ン
ド
独
立
の
志
士
e

の
業
績
を
た
た
え
る
演
説

を
行
な
い
、
そ
の
模
織
は
全
イ
ン
ド
に
テ
レ
ビ
中
継
さ
れ
た
と
も
い
う
。

ポ
l
ス
復
権
は
デ
サ
イ
政
権
下
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
死
後
三
十
数

年
を
経
た
現
在
で
も
，
ボ

l
ス
生
存
説
'
が
ま
ζ

と
し
や
か
に
伝
え
ら
れ
、
出

身
地
の
ベ
ン
ガ
ル
州
で
は
神
格
化
さ
れ
、
復
権
の
要
求
は
綿
綿
と
緩
い
て
い
た
。

ガ
ン
ジ
ー
政
権
成
立
後
、
ネ
ル

l
政
権
下
で
冷
遇
さ
れ
て
い
た
国
民
軍
将
兵
に

年
金
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
有
志
の
研
究
機
関
だ
っ
た
カ
ル
カ
ッ

タ
の
ネ
タ

l
ジ
研
究
所
〈
ネ
タ

l
ジ
l
指
導
者
の
意
で
ボ

l
ス
の
愛
称
)
は
公

伴

武

澄

的
機
闘
に
昇
格
し
た
。
デ
リ
ー
に
ポ

l
ス
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
乙
と
も
目
新

し
い
。
ま
た
国
民
軍
の
聖
地
マ
ニ
プ

l
ル
州
モ
イ
ラ
ン
で
は
、
ガ
ン
ジ
ー
元
首

相
立
ち
合
い
で
イ
ン
ド
国
民
軍
記
念
館
の
竣
工
式
が
行
な
わ
れ
た
。

イ
ン
ド
国
会
は
，
ボ

l
ス
生
存
説
'
に
対
し
て
、
過
去
三
度
に
わ
た
り
、
東

南
ア
ジ
ア
、
日
本
に
調
査
団
を
派
遣
し
、
そ
の
死
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
が
、

民
衆
の
根
強
い
，
ボ

l
ス
復
活
'
説
に
抗
し
き
れ
ず
報
告
書
に
，
確
認
'
の
文

字
を
タ
イ
プ
で
き
な
か
っ
た
。
ボ

1
ス
の
遺
骨
は
現
在
、
東
京
都
杉
並
区
の
蓮

光
寺
に
あ
る
。
ネ
ル

l
、
ガ
ン
ジ
ー
元
首
相
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
政
界
首
脳

の
訪
日
の
日
程
に
は
必
ず
，
ボ

l
ス
の
遺
骨
詣
で
'
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ポ
l
ス
の
遺
骨
が
い
ま
だ
帰
還
で
き
な
い
イ
ン
ド
の
復
雑
な
政
情
は
あ
る
が
、

戦
後
、
イ
ン
ド
政
界
、
民
衆
の
上
に
落
と
し
て
い
た
，
ポ
!
ス
の
影
'
は
大
き

な
も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
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イ
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に
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ボ
l
ス
は
戦
前
、
ガ
ン
ジ
ー
と
挟
を
分
か
ち
、
日
本
へ
亡
命
、
イ
ン
ド
国
民

軍
を
率
い
て
武
力
に
よ
る
イ
ン
ド
解
放
を
試
み
た
。
ボ

l
ス
復
権
は
ζ

の
急
進

路
線
の
評
価
に
関
わ
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ガ
ン
ジ
ー
と
の
対

立
は
，
武
力
6

と
，
非
暴
力
'
の
問
題
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
家
統
合
の
展

望
も
違
っ
て
い
た
。
ガ
ン
ジ
ー
が
，
古
き
よ
き
時
代
'
を
含
め
た
宗
教
的
道
徳

的
国
家
観
を
持
っ
て
い
た
の
に
比
べ
、
ポ

l
ス
は
独
立
後
の
イ
ン
ド
に
民
主
主

義
は
不
適
当
で
、
最
低
十
年
聞
の
独
裁
政
治
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
共
産
主
義

と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
を
融
合
さ
せ
た
政
治
体
制
l
l
彼
は
サ
l
ミ
ヤ
ワ
ダ
と
呼
ん

だ
ー
ー
を
基
礎
に
、
議
会
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
も
排
除
し
、
国
家
に
よ
る

工
業
の
計
画
的
再
編
成
を
目
指
し
、
サ
l
ミ
ヤ
ワ
ダ
体
制
の
成
功
乙
そ
イ
ン
ド

の
使
命
だ
と
考
え
た
。
と
の
独
裁
権
力
は
イ
ギ
リ
ス
撤
退
後
の
力
の
空
白
を
埋

め
る
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
。

し
か
し
、
解
放
さ
れ
た
イ
ン
ド
は
民
主
主
義
を
選
ぴ
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
分
離

し
た
だ
け
で
な
く
、
種
々
の
社
会
改
革
、
経
済
の
自
立
さ
え
十
分
に
果
し
得
な

か
っ
た
。
ガ
ン
ジ
ー
元
首
相
時
代
の
ポ

i
ス
再
評
価
の
背
景
に
は
、
同
首
相
が

と
っ
た
非
常
事
態
宣
号
国
宍
憲
法
改
正
な
ど
、
強
権
政
治
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
う
し
た
イ
ン
ド
の
事
情
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
「
ボ

l
ス
在
り

せ
ば
」
、
い
わ
ば
ボ

l
ス
復
活
待
望
論
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
故
ネ
ル

l
首
相
は
ボ

l
ス
の
イ
ン
ド
武
力
解
放
論
に
は
真
向
か
ら

対
立
し
た
が
、
イ
ン
ド
国
民
軍
を
評
し
て
「
イ
ン
ド
国
民
軍
は
イ
ン
ド
周
民

の
様
々
な
宗
教
集
団
の
統
一
の
象
徴
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
乙
の
軍
隊
の
な

か
に
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
シ

l
タ
教
徒
も
、
そ
れ
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
徒
も
す
べ
て
怠
加
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
な
か

で
宗
派
対
立
の
問
題
を
解
決
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
ド
国
民
軍
は

イ
ン
ド
の
宿
命
と
い
わ
れ
る
宗
教
的
対
立
を
融
和
へ
と
導
く
実
験
で
あ
っ
た
点

で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

急
進
的
政
治
家
と
し
て
の
ボ

l
ス
、
思
想
家
と
し
て
の
ボ

l
ス
、
そ
し
て
尉

民
軍
へ
の
評
価
が
相
絡
ん
で
の
復
権
と
考
え
ら
れ
る
。

ガ
ン
ジ
ー
と
ポ
l
ス

ガ
ン
ジ
ー
ー
ー
マ
ハ
ト
7

(

聖
な
る
人
)
の
登
場
と
労
働
者
、
青
年
胞
の
台

頭
に
よ
る
急
進
路
線
の
出
現
に
よ
っ
て
両
大
戦
聞
の
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
史
は

新
た
な
段
階
に
達
し
た
。
ポ

l
ス
は
ガ
ン
ジ
ー
を
評
し
て
「
ガ
ン
ジ
ー
は
会
議

派
を
討
論
の
場
か
ら
生
き
た
闘
争
機
関
へ
と
変
貌
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

立
憲
的
反
英
鴎
争
(
第
一
次
大
戦
へ
の
協
力
と
引
換
え
に
約
束
さ
れ
て
い
た
自

治
が
戦
後
、
ロ
ー
ラ
ッ
ト
法
施
行
で
反
古
と
な
っ
た
)
が
徒
労
に
帰
し
、
単
発

的
テ
ロ
(
有
名
な
中
村
屋
の
ポ

l
ス
は
テ
ロ
失
敗
で
日
本
へ
亡
命
し
た
)
も
失

敗
し
た
と
き
、
彼
は
，
無
抵
抗
主
義
'
，
非
協
力
主
義
'
と
い
う
武
器
を
ひ
っ

さ
げ
て
登
場
、
広
範
な
一
般
大
衆
を
反
芙
闘
争
に
巻
き
込
ん
だ
。
彼
の
提
唱
し

た
サ
チ
ア
グ
ラ
ハ
運
動
(
非
協
力
運
動
)
は
た
び
た
び
イ
ン
ド
帝
国
の
行
政
機
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携
を
7

ヒ
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
し
か
し
、
乙
の
運
動

の
究
極
は
三
億
イ
ン
ド
人
の
最
後
の
一
人
に
ま
で
忍
耐
を
要
求
す
る
も
の
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
郵
圧
に
遇
う
と
容
易
に
暴
動
に
発
展
す
る
危
険
が
あ
っ
た
。
ガ
ン

ジ
ー
は
暴
動
を
背
信
行
為
と
し
、
連
動
展
開
中
、
暴
徒
の
出
現
で
運
動
は
た
び
i

た
び
中
止
さ
れ
た
。
運
動
が
最
高
潮
に
逮
し
た
と
き
で
も
、
ガ
ン
ジ
ー
が
運
動



の
中
止
指
令
を
出
す
の
で
急
進
派
は
い
つ
も
チ
ャ
ン
ス
を
の
が
す
ガ
ン
ジ
ー
に

不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

ガ
ン
ジ
ー
の
登
場
は
民
衆
の
参
加
と
い
う
確
か
に
画
期
的
出
来
事
だ
っ
た
が
、

民
衆
の
参
加
で
か
え
っ
て
ガ
ン
ジ
ー
の
神
格
化
、
独
裁
化
が
進
行
し
た
。
ま
た

同
時
に
、
彼
に
よ
っ
て
，
魂
の
独
立
'
な
る
問
題
も
民
族
独
立
と
向
次
元
ま
で

昇
華
さ
れ
た
。
彼
は
イ
ン
ド
古
来
の
服
装
カ

l
デ
ィ
ー
を
着
用
、
菜
食
主
義
を

旨
と
し
、
村
喝
を
回
っ
て
糸
車
を
回
す
乙
と
を
奨
励
し
た
。
彼
の
黙
想
や
坐
禅

の
習
慣
と
相
候
っ
て
、
不
殺
生
を
説
く
姿
は
仏
陀
や
7

ハ
l
ピ
ラ
と
い
っ
た
古

代
の
聖
者
を
初
併
さ
せ
た
と
い
う
。

一
方
、
労
働
者
、
青
年
層
と
い
っ
た
急
進
派
の
期
待
を
担
っ
た
の
が
ボ

l
ス

だ
っ
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
卒
業
、
イ
ン
ド
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
た
が
、

「
同
時
に
二
人
の
主
人
に
仕
え
る
と
と
は
で
き
な
い
」
と
一
九
一
一
一
年
帰
国
、

独
立
運
動
に
身
を
投
じ
た
。
当
時
の
会
議
派
の
巨
頭
ダ
ス
に
師
従
、
二
十
四
歳

に
し
て
会
議
派
運
用
委
員
に
選
ば
れ
、
カ
ル
カ
ッ
タ
行
政
長
官
に
就
任
し
た
。

二
十
年
代
後
半
に
は
ネ
ル
ー
ら
と
と
も
に
会
議
派
急
進
派
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、

世
界
恐
慌
の
あ
お
り
で
高
場
し
た
労
働
運
動
を
背
景
に
反
英
運
動
を
展
開
し
た
。

特
に
ベ
ン
ガ
ル
州
で
の
個
人
的
勢
力
は
圧
倒
的
で
、
し
だ
い
に
ネ
ル

l
、
ガ
ン

ジ
ー
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
ネ
ル

l
は
二
九
年
の
会
議
派
年
次
大
会
で
議
長
に
推
さ
れ
、
急
速
に
ガ
ン
ジ

ー
に
接
近
し
た
)
ポ

l
ス
は
一
九
三
八
年
同
議
長
に
推
さ
れ
た
。
性
格
的
に
も

闘
争
心
の
強
い
ボ

l
ス
は
三
九
年
の
選
挙
に
も
立
候
補
、
議
長
に
選
出
さ
れ
た

が
、
ガ
ン
ジ
ー
の
獄
烈
な
反
対
で
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
ポ

l
ス
は
前
衛
プ
ロ
ッ
ク
を
結
成
、
独
自
の
運
動
を
展
開
、
「
独
英

の
衝
突
を
利
用
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
全
面
抗
争
」
を
主
張
し
た
た
め
、

リ
ス
の
弱
み
に
つ
け
込
ん
で
独
立
し
た
く
な
い
」
と
考
え
る
ガ
ン
ジ
ー
は
追
い

「
イ
ギ

打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
ボ

l
ス
の
党
籍
ま
で
は
く
串
帯
し
た
。

会
議
派
の
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
十
数
回
の
投
獄
は
常
識
で
む
し
ろ
栄
替
で
さ

え
あ
っ
た
。
ボ

l
ス
も
例
に
も
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
に
対
す
る
弾
圧
は
最
も
苛

酷
で
、
一
九
二
四
年
か
ら
二
七
年
、
ビ
ル
7

の
7

ン
ダ
レ

l
へ
流
刑
、
三
三
年

か
ら
三
六
年
、
欧
州
へ
追
放
の
憂
自
に
遇
っ
て
い
る
。
乙
の
乙
と
だ
け
で
も
い

か
に
イ
ギ
リ
ス
が
ボ

l
ス
を
危
険
視
し
て
い
た
か
わ
か
る
。
ポ

l
ス
と
ガ
ン
ジ

ー
と
の
決
裂
を
最
も
喜
ん
だ
の
は
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ボ

l
ス
は

四

O
年
再
逮
捕
さ
れ
た
が
、
拘
留
中
に
逃
走
、
陸
路
ベ
ル
リ
ン
へ
亡
命
、
再
起

を
は
か
っ
た
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
折
が
合
わ
ず
、
四
三
年
日
本
へ
再
亡
命
し
た
。

日
本
軍
の
援
助
を
得
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
を
樹
立
、
イ
ン

ド
国
民
軍
を
率
い
て
イ
ン
パ

l
ル
に
転
戦
し
た
。
終
戦
直
後
、
台
湾
上
空
で
不

慮
の
死
を
と
げ
た
。
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イ
ン
ド
国
民
軍
の
成
立

開
戦
間
も
な
く
、
日
本
軍
が
電
撃
的
勝
利
を
重
ね
て
い
た
と
ろ
、

7

レ
l
半

島
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
な
か
で
、
投
降
し
た
英
印
軍
内
イ
ン
ド
人
将
兵
を
再
編
成
、

再
武
装
さ
せ
、
新
た
な
正
規
軍

l
l
イ
ン
ド
国
民
軍

(
I
N
A
)
を
つ
く
る
と

い
う
史
上
稀
に
み
る
快
挙
が
成
し
遂
げ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
密
林
を
南
下
す
る

日
本
軍
に
混
ざ
っ
て
、

F
字
の
腕
章
を
つ
け
た
俊
敏
、
果
敢
な
日
本
人
と
イ
ン

ド
人
の
グ
ル
ー
プ
が
み
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
南
方
軍
直
属
の
特
務
工
作
隊
で



藤
原
岩
市
少
佐
を
長
と
す
る
藤
原
機
関
(
藤
原
、
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
、
フ
リ
ー

ダ
ム
の
頭
文
字
F
を
と
っ
て

F
機
関
と
呼
ば
れ
た
)
と
パ
ン
コ
ッ
ク
に
本
拠
を

持
つ
シ

l
ク
族
の
イ
ン
ド
独
立
を
目
指
す
秘
密
結
社
、
イ
ン
ド
独
立
連
盟

(
I

I
L
)
の
工
作
員
た
ち
で
あ
る
。

開
戦
前
夜
、
パ
ン
コ
ッ
ク
は
各
国
の
情
報
活
動
の
拠
点
と
し
て
峻
烈
な
秘
密

戦
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
。
大
本
営
は
来
た
る
べ
き
戦
争
に
備
え
、
藤
原

少
佐
ほ
か
数
人
の
工
作
員
を
送
り
、
イ
ン
ド
、

7

レ
イ
人
に
対
す
る
戦
争
協
力

の
事
前
工
作
に
当
た
ら
せ
た
。
少
佐
は
イ
ン
ド
独
立
連
盟

(
I
I
L
)
に
接
近
、

書
記
長
プ
リ
タ
ム
・
シ
ン
と
密
会
を
重
ね
、
協
力
を
要
請
し
た
。
日
本
側
の
意

図
は
マ
レ
イ
進
攻
作
戦
を
容
易
に
す
る
た
め
、
マ
レ
イ
半
島
在
住
の
イ
ン
ド
人

の
協
力
を
取
り
つ
け
、
ま
た
、
英
印
軍
内
イ
ン
ド
人
将
兵
を
投
降
さ
せ
、
敵
の

戦
闘
能
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
乙
と
に
あ
っ
た
。
一
方
、
プ
リ
タ
ム
・
シ
ン
が
示

し
た
条
件
は
「
投
降
し
た
イ
ン
ド
人
将
兵
を
イ
ン
ド
独
立
義
勇
軍
に
再
編
成
す

る
と
と
、
日
本
は
イ
ン
ド
に
野
望
を
持
た
な
い
と
と
、
将
来
の
イ
ン
ド
解
放
の

戦
い
に
協
力
す
る
乙
と
、
ベ
ル
リ
ン
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ

l
ズ
を
呼
ぶ
乙
と
」

な
ど
だ
っ
た
。

謀
略
に
は
常
に
か
け
引
き
が
あ
り
、
麗
し
A
ロ
い
、
い
か
に
相
手
・
を
有
'
効
に
利

用
す
る
か
な
ど
ド
ロ
ド
ロ
し
た
暗
く
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、
少

佐
の
場
合
、
少
身
違
っ
て
い
た
。
「
謀
略
と
は
誠
の
一
字
。
日
本
軍
は
戦
え
ば

戦
う
ほ
ど
住
民
と
現
地
兵
の
倖
虜
を
味
方
に
加
え
て
、
ま
す
ま
す
太
っ
て
い
く

も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
乙
の
若
き
少
佐
の
脳
裏
を
か
す
め

た
も
の
は
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
乙
の
戦
い
は
大
東
亜
共
栄
閣
の
理
想
を
実
現

す
る
絶
好
の
機
会
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
大
そ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
大
東
亜
共
栄
圏
は
、
世
界
恐
慌
後
の
西
洋
列
強
の
プ
ロ
ッ
ク
経
済
圏

に
対
抗
、
ア
ジ
ア
か
ら
西
洋
諸
国
を
追
い
出
し
、
日
本
を
頂
点
と
し
た
経
済
圏

を
形
成
す
る
乙
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
美
し
い
言
葉
に
着
飾
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
と
裏
腹
に
日
本
の
強
い
ア
ジ
ア
支
配
欲
が
あ
っ
た
。

理
想
を
求
め
る
若
き
将
校
が
お
イ
ン
ド
人
工
作
と
い
う
日
本
に
と
っ
て
全
く

未
知
の
分
野
を
ま
か
せ
ら
れ
た
の
は
歴
史
の
偶
然
か
も
し
れ
な
い
。
藤
原
少
佐

は
上
部
機
関
に
日
本
軍
と

I
I
L
と
の
協
力
関
係
に
つ
い
て
諮
り
、
後
日
、
前

記
協
力
事
項
に
関
す
る
覚
書
が
双
方
の
聞
に
と
り
交
さ
れ
た
。
開
戦
と
同
時

に
F
機
関
と

I
I
L
の
メ
ン
バ
ー
は
敵
陣
深
く
潜
行
、
イ
ン
ド
人
将
兵
に
投
降

し
て
、
イ
ン
ド
解
放
の
た
め
戦
う
よ
う
呼
び
か
け
た
。
藤
原
少
佐
の
情
熱
と
真

意
は
し
だ
い
に
イ
ン
ド
人
側
に
伝
わ
り
、
マ
レ

1
半
島
各
地
で

I
I
L
支
部
が

結
成
さ
れ
た
。
翌
一
九
四
二
年
二
月
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
ま
で
に
約
五
万
の

イ
ン
ド
人
将
兵
が
接
収
さ
れ
た
。
彼
ら
は

F
機
関
と

I
I
L
の
管
理
下
に
お
か

れ
、
国
民
軍
参
加
希
望
者
は
停
虜
と
し
て
の
身
分
を
解
か
れ
、
再
訓
練
、
再
武

装
さ
れ
た
。
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ジ
ャ
ン
グ
ル
で
の
出
会
い

7

レ
l
進
攻
作
戦
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
南
下
す
る
と
い
う
嶋
越
え
に
も
似
た
作

戦
の
勝
利
と
も
い
え
る
が
、
特
に
イ
ン
ド
兵
の
投
降
が
後
方
の
士
気

κ与
え
た

影
響
は
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は

F
機
関
に
対
抗
す
る
諜
報
機

闘
を
作
り
、

F
機
関
メ
ン
バ
ー
の
首
に
膨
大
な
懸
賞
金
を
か
け
た
。
ま
さ
に
生

死
を
か
け
た
三
カ
月
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で

F
機
関
と
イ
ン
ド
人
の
聞
に
言
語
、



人
種
を
越
え
た
信
頼
関
係
、
友
情
が
い
く
つ
も
育
く
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
な

か
で
も
イ
ン
ド
国
民
軍
生
み
の
親
モ
ハ
ン
・
シ
ン
大
尉
と
藤
原
少
佐
の
出
会
い

は
劇
的
だ
っ
た
。

大
尉
の
部
隊
は
二
百
人
の
一
個
大
隊
で
、
犬
隊
長
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
ほ
か
全

員
イ
ン
ド
人
の
部
隊
だ
っ
た
。

F
機
闘
が
転
戦
し
て
は
じ
め
て
、

7

レ
イ
半
島

北
方
ア
ロ
ル
ス
タ
l
近
郊
で
接
収
し
た
英
印
軍
停
虜
と
な
っ
た
。
プ
リ
タ
ム
・

シ
ン
と
の
約
束
ど
お
り
、
彼
ら
は
イ
ン
ド
独
立
連
盟
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
監

視
も
な
く
自
由
に
起
居
し
、
独
立
運
動
の
教
育
を
受
け
る
と
と
に
な
っ
た
。
乙

の
う
わ
さ
を
き
い
た
イ
ン
ド
人
敗
残
兵
は
続
身
と
ア
ロ
ル
ス
タ
ー
の

F
機
関
本

部
に
集
ま
っ
た
。

日
本
軍
は
英
印
軍
を
追
っ
て
進
撃
し
た
た
め
、
ア
ロ
ル
ス
タ
!
の
警
備
は
一

時
真
空
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
す
き
を
狙
っ
た
暴
徒
が
つ
ね
づ
ね
反
感
を
持
っ

て
い
た
華
僑
を
襲
う
な
ど
治
安
が
乱
れ
た
。
町
に
は
日
本
軍
と
い
っ
て
も
数
人

の
F
機
関
員
が
い
る
の
み
で
、
た
の
み
の
機
関
員
も
藤
原
少
佐
の
信
条
で
武
器

を
携
え
て
い
な
か
っ
た
。
窮
地
に
陥
っ
た
少
佐
は
ひ
と
つ
の
妙
案
を
思
い
つ
い

た
。
た
っ
た
今
投
降
し
之
き
た
イ
ン
ド
兵
を
使
う
乙
と
だ
っ
た
。
少
佐
は
プ
リ

タ
ム
・
シ
ン
を
通
じ
て
モ
ハ
ン
・
シ
ン

K
市
民
の
生
命
と
財
産
を
保
護
す
る
任

務
を
命
じ
た
。
と
の
措
置
に
一
瞬
驚
い
た
も
の
の
、
モ
ハ
ン
・
シ
ン
は
数
時
間

で
ア
ロ
ル
ス
タ

l
の
秩
序
を
回
復
、
少
佐
の
信
頼
に
応
え
た
。
乙
の
大
胆
な
措

置
の
成
功
で
日
本
軍
将
兵
の

F
機
関
に
対
す
る
信
頼
と
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
親

し
み
が
生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
イ
ン
ド
人
側
も
日
本
軍
に
好
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

モ
ハ
ン
・
シ
ン
ら
イ
ン
ド
兵
に
と
っ
て
日
本
軍
は
や
は
り
敵
で
、
プ
リ
タ
ム
・

シ
ン
に
よ
る
イ
ン
ド
独
立
義
勇
軍
結
成
の
説
得
は
一
応
理
解
で
き
て
も
、

F
機

関
の
示
す
誠
意
を
即
信
じ
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

F
機
関
は
南
方
軍
の
一

機
関
に
し
か
す
ぎ
ず
、
南
方
草
、
さ
ら
に
大
本
営
の
対
イ
ン
ド
施
策
は
全
く
把

み
得
ず
、
祖
国
の
国
民
会
議
派
と
の
兼
合
い
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
日
本
軍
の

蛮
行
な
ど
、
日
本
と
の
協
力
を
し
か
ね
る
要
素
が
多
く
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
独
立
連
盟
が
聞
い
た
イ
ン
ド
人
大
会
は
ど
と
で
も
成
功
、
経
済
界
の

大
物
も
後
楯
と
な
り
、
名
実
と
も
に
独
立
を
目
指
す
組
織
へ
と
成
長
し
た
。
藤

原
少
佐
は
モ
ハ
ン
・
シ
ン
乙
そ
は
国
民
軍
の
リ
l
ダ
と
な
る
べ
き
人
物
色
彼
へ

の
説
得
を
続
け
、
現
地
第
二
五
軍
の
保
証
を
取
り
つ
け
る
た
め
山
下
司
令
官
と

も
会
談
さ
せ
た
。
三
週
間
後
、
彼
は
つ
い
に
祖
国
解
放
の
た
め
起
っ
と
と
を
決

意
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
真
意
は
「
日
本
の
イ
ン
ド
独
立
支
援
が
偽
り
で
も
、

日
本
の
戦
果
拡
大
に
際
し
、
イ
ン
ド
人
兵
士
の
生
命
を
守
り
、
住
民
の
財
産
を

保
護
で
き
る
」
と
消
極
的
だ
っ
た
。
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ボ
l
ス
霊
場

イ
ン
ド
国
民
軍
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ポ

l
ス
に
引
き
継
が
れ
、
イ
ン
ド
独
立
連

盟
は
発
展
解
散
し
て
、
一
九
四
三
年
八
月
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
が
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
樹
立
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
人
の
利
権
を
守
る
た
め
、

I
I
L
K
同

調
し
て
い
る
人
び
と
も
、
ポ

l
ス
の
登
場
で
積
極
的
援
助
を
申
し
出
る
よ
う
に

な
っ
た
。
仮
政
府
は
東
南
ア
ジ
ア
在
住
ニ
百
万
イ
ン
ド
人
の
独
立
運
動
の
前
衛

的
組
織
と
な
っ
た
。
ポ

l
ス
は
「
乙
れ
ま
で
の
長
い
闘
争
の
な
か
で
得
ら
れ
な

か
っ
た
唯
一
の
も
の
、
国
民
軍
を
得
た
」
と
喜
ん
だ
。
国
民
軍
は
再
訓
練
の
後
、



日
本
軍
の
武
器
で
再
武
義
(
当
時
日
本
は
国
民
軍
に
十
分
な
武
装
を
す
る
余
裕
い
。
勝
算
の
ほ
と
ん
ど
な
い
乙
の
戦
い
に
最
も
期
待
を
か
け
た
の
は
ボ

l
ス
と

は
な
か
っ
た
が
)
、
ラ
ン
グ

l
ン
へ
進
出
、
「
チ
ェ
ロ
・
デ
リ
l

(
デ
リ
l
へ
と
そ
の
指
揮
す
る
イ
ン
ド
国
民
軍
将
兵
だ
っ
た
。

ジ占
Y

イ
・
ヒ
ン
ド
(
イ
ン
ド
万
歳
〉
」
の
掛
け
声
も
勇
し
く
死
の
イ
ン
バ

l
ル
峻
険
な
ア
ラ
カ
ン
山
脈
と
連
合
軍
の
包
囲
を
突
破
し
て
も
制
空
権
を
撮
ら
れ

戦

線

に

参

加

す

る

。

補

給

の

な

い

日

本

軍

に

は

飢

え

と

マ

ラ

リ

ヤ

が

待

っ

て

い

る

だ

け

だ

っ

た

。

し

乙
の
問
、
，
一
ラ
ウ
レ
ル
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ

l
・
モ
ウ
の
ピ
ル
マ
が
独
立
、
一
か
し
、
国
民
軍
に
と
っ
て
ア
ラ
カ
ン
山
脈
の
向
乙
う
は
母
国
イ
ン
ド
の
土
地
だ

九
四
三
年
十
一
月
、
タ
イ
、
満
州
帝
国
、
中
国
の
夜
兆
銘
政
権
を
加
え
て
の
大
っ
た
。
国
境
線
を
突
破
し
さ
え
す
れ
ば
イ
ン
ド
は
応
呼
し
て
立
ち
上
が
り
、
ィ

東
亜
会
議
が
東
京
で
聞
か
れ
た
。
戦
争
の
政
略
面
を
重
視
、
つ
ま
り
、
戦
争
遂
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
に
居
座
わ
る
猶
予
は
も
は
や
な
く
な
る
、
ボ

l
ス
の
息
わ
く

行
を
容
易
に
す
る
た
め
計
画
さ
れ
た
が
、
ボ

l
ス
は
仮
政
府
代
表
と
し
て
オ
プ
は
そ
と
に
あ
っ
た
。
日
本
側
か
ら
み
れ
ば
無
謀
な
作
戦
が
実
は
ボ

l
ス
側
に
は

ザ

l
パ
1
で
出
席
し
た
。
東
条
首
相
の
発
案
で
「
米
英
の
経
桔
よ
り
解
放
さ
れ
イ
ン
ド
解
放
へ
の
か
け
が
え
の
な
い
一
戦
だ
っ
た
。

た
新
秩
序
建
設
」
を
罷
っ
た
「
大
東
亜
共
同
盟
」
が
採
択
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
解
先
年
、
日
本
を
お
と
ず
れ
た
7

ニ
プ
ー
ル
州
の
人
び
と
は
「
日
本
兵
は
イ
ン

放
闘
争
に
対
し
て
も
援
助
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
ボ

l
ス
は
一
見
し
て
相
手
を
ド
独
立
の
人
柱
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
軍
、
国
民
軍
の
印
緬
国
境
突
破

魅
了
さ
せ
る
大
人
の
風
格
が
あ
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
l
ニ
、
東
条
英
機
し
か
り
。
を
記
念
し
て
イ
ン
ド
国
民
軍
記
念
館
(
前
述
)
を
建
て
、
ボ

l
ス
の
偉
業
を
日

東
条
首
相
の
場
合
、
は
じ
め
ベ
ル
リ
ン
か
ら
亡
命
し
た
ポ

l
ス
に
ど
う
し
て
も
本
軍
の
協
力
を
後
世
に
残
す
た
め
、
遺
品
の
数
々
を
展
示
し
て
い
る
」
と
語
っ

会
い
た
が
ら
な
か
っ
た
が
、
一
度
会
っ
て
か
ら
は
、
「
ど
う
に
か
し
て
乙
の
男
て
い
る
。

の
願
望
を
適
え
て
や
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦

過
去
の
戦
史
を
顧
み
て
イ
ン
パ

l
ル
作
戦
ほ
ど
無
謀
な
作
戦
は
な
か
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
ピ
ル
7

方
面
軍
第
十
五
軍
司
令
官
牟
田
口
中
将
の
個
人
的
功
名
心

の
成
せ
る
業
と
の
説
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
軍
将
兵
も
乙
の
一
戦
に
国
家
の

存
亡
を
か
け
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
東
条
首
相
の
ポ

l
ス
に
対
す
る
恩
わ

く
、
ポ

l
ス
の
熱
意
に
心
動
か
さ
れ
た
現
地
軍
の
動
向
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
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イ
ン
パ

l
ル
へ
の
進
攻
は
日
印
合
同
作
戦
を
建
て
前
と
し
、
国
民
軍
の
指
搬

は
完
全
に
ポ

l
天
下
に
あ
っ
た
。
た
だ
ボ

l
ス
の
息
わ
く
は
は
ず
れ
た
。
英
印

軍
は
7

レ
l
進
攻
作
戦
を
教
訓
に
、
イ
ン
ド
人
将
兵
を
前
線
に
立
て
る
乙
と
は

な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
忠
実
な
グ
ル
カ
兵
を
多
用
し
た
た
め
、
敵
陣
に
潜
行

し
た
宣
伝
班
も
効
果
を
上
.
け
り
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
軍
も
、
国
境
を
突
破
、

イ
ン
パ
ー
ル
に
せ
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
陽
動
作
戦
で
後
方
遮

断
を
狙
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

レ
ッ
ド
・
フ
ォ

I
ト
裁
判



戦
争
直
後
、
国
民
軍
将
兵
は
デ
リ
l
の
レ
ッ
ド
・
フ
ォ

l
ト
に
収
容
さ
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
彼
ら
を
，
見
せ
し
め
'
の
た
め
反
逆
罪
な
ど
で
戦
争
裁
判
に
か
け
、

イ
ン
ド
支
配
を
強
固
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
は
「
国
民
軍
乙
そ

は
愛
国
者
だ
」
と
反
対
に
立
ち
上
が
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
恩
わ
く
は
は
ず
れ
、

全
国
的
ス
ト
ラ
イ
キ
が
敢
行
さ
れ
、
暴
動
に
発
展
す
る
気
配
と
な
っ
た
。
ボ
ー

ス
を
追
放
し
た
会
議
派
も
国
民
軍
擁
護
に
ま
わ
り
、
ネ
ル
ー
を
は
じ
め
と
す
る

そ
う
そ
う
た
る
弁
護
団
を
裁
判
に
送
り
込
ん
だ
。
裁
判
の
進
行
で
イ
ン
ド
は
騒

然
と
な
り
、
翌
年
、
遂
に
大
英
帝
国
の
番
犬
と
ま
で
い
わ
れ
た
英
印
軍
兵
士
が

飼
い
主
に
牙
を
向
け
た
。
事
態
を
重
視
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
裁
判
を
中
止
、
将
兵

全
員
の
罪
を
不
同
に
帰
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
数
百
年
に
わ
た
る
植
民
地
支
配
史

上
初
め
て
の
敗
北
を
帰
し
、
乙
れ
以
上
の
イ
ン
ド
領
有
は
い
た
ず
ら
に
経
済
的

・
軍
事
的
消
耗
を
強
い
る
だ
ろ
う
と
判
断
、
イ
ン
ド
は
放
棄
さ
れ
る
と
と
に
な

っ
た
。「

国
民
軍
は
戦
場
か
ら
同
胞
を
蜂
起
さ
せ
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
法

廷
か
ら
そ
の
使
命
を
果
し
た
」
の
だ
っ
た
。

絡
わ
り
に

「
大
東
亜
共
栄
圏
」
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
独
立
運
動
最
高
指
導
者
の

一
人
で
あ
る
元
ピ
ル
マ
国
家
元
首
パ

l
・
モ
ウ
氏
が
昨
年
五
月
死
去
し
た
。

氏
は
ボ

l
ス
、
ホ
セ
・

p
・
ラ
ウ
レ
ル
(
フ
ィ
リ
ピ
ン
)
、
ピ
プ
ン
ハ
タ
イ
)

の
死
後
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
唯
一
の
生
き
証
人
だ
っ
た
。
パ

l
・
モ
ウ
氏
は
著

書
『
ピ
ル
マ
の
夜
明
砂
』
の
な
か
で
「
ピ
ル
マ
の
歴
史
に
は
一
九
四
三
年
八
月

十
五
日
の
ピ
ル
7

独
立
と
そ
れ
ま
で
の
ピ
ル
7

独
立
義
勇
軍
の
物
語
は
語
ら
れ

ず
、
戦
争
末
期
の
反
日
感
情
と
憎
悪
に
満
ち
た
反
日
の
声
の
み
つ
づ
ら
れ
て
い

る
」
と
語
っ
て
い
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
「
大
東
亜
戦
争
」
は
，
過
去
の
暗
か
っ
た
時
代
'
の
一
言

で
片
づ
け
ら
れ
る
の
と
同
様
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
当
時
の
と
と
は
ほ
と
ん

ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
軍
政
の
期
間
、
す
な
わ
ち
西
欧
の
植
民
地
支
配
が

終
わ
り
、
日
本
の
軍
事
支
配
を
経
て
独
立
を
達
成
す
る
ま
で
の
期
間
は
、
い
わ

ば
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
で
各
国
と
も
公
式
の
記
録
を
ほ
と
ん
ど
持

た
な
い
。
短
い
期
間
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
立
史
に
と
っ
て
、
無
視
し
得

な
い
歴
史
の
展
開
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
が
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
知
何
な
る
も
の
だ
っ
た
か
。

日
本
は
ど
の
よ
う
な
政
策
で
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
接
し
た
か
、
日
本
の
民
族
施
策

は
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
解
放
と
独
立
に
、
あ
る
い
は
国
家
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
か
。
八

0
年
代
を
前
に
ア
ジ
ア
と
の
新
し
い
関
係
を
結
ぶ
乙
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
現
在
、
い
ま
一
度
振
り
返
り
考
え
直
す
必
要
の
あ
る
テ

1
7
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
の
卒
論
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
l
ス
と
イ
ン
ド
独
立
を
主
題
と
し
つ
つ
、
イ

ン
ド
独
立
の
契
機
を
つ
く
り
、
イ
ン
ド
の
将
来
の
た
め
の
数
身
の
実
験
を
試
み

た
イ
ン
ド
国
民
軍
の
成
立
、
育
成
に
関
与
し
た
日
本
人
を
も
取
り
上
げ
た
。
わ

れ
わ
れ
が
膨
張
主
義
と
呼
ぶ
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
建
設
の
た
め
戦
っ
た
ひ
と
び

と
の
な
か
に
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
何
か
誇
っ
て
よ
い
も
の
を
残
し
て
く
れ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。
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(
ば
ん
・
た
け
ず
み

中
国
語
科
五
十
一
年
度
卒
)



メ
キ
シ
コ

-
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
育
成
と
国
民
統
合
問
題

|
|
壁
画
運
動
の
成
功
と
敗
北
か
ら
ー
ー

は
じ
め
に

今
日
の
発
展
途
上
国
の
大
多
数
が
か
つ
て
植
民
地
で
あ
っ
た
経
験
を
も
っ
。

征
服
者
た
ち
は
そ
れ
ら
の
土
地
を
占
領
し
た
時
、
一
つ
の
自
覚
さ
れ
た
文
化
的

単
位
の
み
を
包
含
す
る
よ
う
な
政
治
的
境
界
を
確
立
し
よ
う
な
ど
と
配
慮
し
な

か
っ
た
し
、
ま
た
、
で
き
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
境
界
は
、
今
日
の
先
進
諸
国

の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
人
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
、
そ
乙
に

は
多
く
の
異
質
の
人
種
・
民
族
集
団
が
含
ま
れ
て
い
る
乙
と
と
な
っ
化
。
近
代

的
国
家
建
設
の
た
め
に
経
済
銀
興
が
急
務
と
さ
れ
る
と
れ
ら
発
展
途
上
国
で
あ

る
が
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、
政
治
的
安
定
と
い
う
問
題
を
見
逃
す
乙
と
は

で
き
な
い
。

過
去
に
お
い
て
、
内
紛
に
ま
で
至
る
大
き
な
政
治
的
混
乱
の
た
め
に
経
済
の

発
展
が
低
位
に
お
し
と
ど
め
ら
れ
た
例
は
多
い
。
政
治
的
な
安
定
が
確
保
さ
れ

臼.

瑞

枝

井

て
初
め
て
本
絡
的
な
経
済
発
展
が
可
能
と
な
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ

う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
が
何
世
紀
も
か
け
て
成
し
遂
げ
た
、
乙
う
し
た
国
造

り
を
、
今
日
の
発
展
途
上
国
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
現
代
世
界
に
お
い

て
、
そ
の
何
十
分
の
一
と
い
う
短
い
時
間
で
、
か
っ
、
植
民
地
時
代
の
残
し
た

幣
害
と
戦
い
な
が
ら
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

乙
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
苦
悩
の
一
面
を
促
え
る

乙
と
が
、
私
の
卒
論
の
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
乙
の
大
事
業
達
成
の
推
進
カ

を
、
，
国
民
の
莫
大
な
エ
・
不
ル
ギ

1
4
に
見
出
す
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み

一鈎一

た。
部
族
単
位
の
地
域
社
会
に
生
き
る
人
今
や
、
い
く
つ
も
の
異
な
る
人
種
・
民

族
集
団
を
包
含
す
る
国
々
で
、
，
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
'
と
は
一
体
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
想
論
を
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
お
の
お
の
が
国
民
で
あ

る
と
い
う
十
分
な
自
覚
を
も
ち
、
よ
り
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
プ
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ



な
前
進
を
志
向
す
る
乙
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
動
き
の
中
で
す
べ
て
の
人
々
が

国
民
生
活
に
統
合
さ
れ
て
い
く
乙
と
と
言
え
よ
う
か
。
国
家
の
政
治
指
導
者
が

そ
の
動
き
の
真
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
政
治
的
安
定
に
と
っ
て

重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
，
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
'
を
捻
出
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

と
と
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
に
よ
っ
て
、
一
過
性
の
、
あ
る
い
は
表
面
的
な
安
定
を
保
ち
、
統
一
が
成
功

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
て
も
、
部
族
・
人
種
問
題
や
諸
社
会
層
の
格
差
と

い
っ
た
不
安
定
要
因
を
抱
え
る
国
の
政
策
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は
、
ま
ず
、
小

さ
な
部
族
単
位
の
生
活
を
し
て
い
た
人
々
に
対
し
て
、
国
家
の
存
在
を
示
し
、

そ
の
必
要
性
を
説
得
し
、
国
家
発
展
に
向
け
て
国
民
の
合
意
を
調
達
す
る
と
と

と
言
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
経
済
的
に
恰
殆
ど
必
要
な
い
幹
線
道
路
で
異
種
族

を
結
合
し
、
人
的
交
流
・
相
互
依
存
関
係
の
拡
大
を
図
り
、
も
っ
て
国
と
し
て

の
統
一
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
建
設
を
行
っ
た
り
、
異
な
る
民

族
の
居
住
す
る
二
地
域
を
問
時
並
行
的
に
開
発
す
る
必
要
が
生
じ
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
建
造
型
の
政
策
を
と
る
必
要
が
生
じ
た
り
す
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
私
は
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
'
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
の

で
あ
る
が
、
国
民
統
合
の
推
進
力
と
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
は
、
そ
れ
自

体
、
場
に
応
じ
て
多
種
多
様
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
一
方
、
応
々
に
し
て
、
様

身
な
感
情
の
あ
つ
れ
き
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
面
的
な
分
析
は
多

く
の
誤
解
を
生
む
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
本
論
に
お
い
て
ζ

の
辺
の
定
義
が

明
確
に
為
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
い
わ
ば
、
一
つ
の
模
索
ヶ
，
a

ス
と
し
て
本
論
を

進
め
て
し
ま
っ
た
と
と
で
、
私
の
卒
論
が
結
果
的
に
弱
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
恩
う
。
自
分
の
至
ら
な
さ
が
残
念
で
は
あ
る
が
、
政
治
・
経
済
レ

ベ
ル
外
か
ら
の
，
南
北
問
題
'
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み
と

し
て
は
、
面
白
い
課
題
で
あ
っ
た
と
恩
う
。

さ
て
、
私
が
メ
キ
シ
コ
の
壁
画
運
動
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
が
政
府
レ
ベ

ル
と
民
衆
レ
ベ
ル
が
一
体
と
な
っ
て
、
民
衆
を
国
民
と
し
て
教
育
し
、
安
定
基

盤
を
も
っ
国
造
り
・
国
民
統
合
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
ね
ら
い
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
，
政
治
的
・
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
'
の
中
で
、
と
か
く
呑
み
込
ま

れ
が
ち
な
、
あ
る
い
は
置
き
去
ら
れ
が
ち
な
大
衆
と
い
う
も
の
を
、
国
民
生
活

の
中
に
持
ち
ζ

も
う
と
い
う
意
欲
が
そ
ζ

に
は
あ
っ
た
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

レ
オ
ボ
ル
ド
・
セ
ア
、
サ
ム
エ
ル
・
ラ
モ
ス
ら
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
表
向
き
の
政
治
的
解
放
は
成
さ
れ
て
も
、
精
神
の
解
放
、
文
化
の
解
放
が

成
さ
れ
な
い
限
り
、
完
全
な
独
立
は
得
ら
れ
な
い
し
、
物
質
的
解
放
も
獲
得
で
き

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
独
自
の
国
民
文
化
を
模
索
し
た
壁
画
運
動

は
、
，
メ
キ
シ
コ
革
命
'
と
い
う
新
し
い
息
吹
と
一
体
と
な
っ
て
、
国
民
の
大

部
分
を
包
括
す
る
よ
う
な
、
，
新
し
い
土
地
、
ア
メ
リ
カ
'
に
お
け
る
，
文
化

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
'
を
見
事
に
花
聞
か
せ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
で
初
め
て
と
言
わ
れ
た
社
会
革
命
を
果
た
し
て
六
十

余
年
、
ま
た
、
そ
の
革
命
精
神
を
結
実
さ
せ
よ
う
と
い
う
希
望
に
満
ち
た
壁
画

運
動
最
盛
期
か
ら
五
十
年
ほ
ど
た
っ
た
今
日
、
メ
キ
シ
コ
を
訪
れ
た
私
が
肌
で

-70ー

感
じ
と
っ
た
も
の
は
、
国
の
至
る
所
で
見
う
け
ら
れ
る
壁
画
運
動
の
足
跡
が
象

徴
す
る
よ
う
な
全
国
民
的
な
建
設
意
欲
に
燃
え
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
の

と
は
少
し
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
反
米
感
情
の
色
彩
の
護
い
l

|
非
合
理
的



な
感
情
の
し
と
り
と
も
感
じ
ら
れ
る
l
l
対
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

現
在
、
メ
キ
シ
コ
は
、
公
党
P
R
I
が
実
質
的
に
独
裁
的
権
力
を
持
っ
て
い

る
。
乙
う
し
た
形
で
保
た
れ
て
い
る
そ
の
統
合
は
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
統
合
で

あ
っ
て
、
壁
商
運
動
の
頃
の
国
民
の
主
体
的
統
合
の
努
力
と
は
異
質
な
も
の
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
，
革
命
8

と
い
う
乙
と
ば
は
生
き
の
び
、
改

革
事
業
も
行
わ
れ
て
は
い
た
1

し
か
し
、
，
草
命
'
は
、
社
会
的
矛
盾
を
是
正

し
よ
う
と
し
た
歴
史
的
社
会
革
命
と
し
て
で
は
な
く
、
，
神
話
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
'
と
し
て
生
き
の
び
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
と
ば
を
か
え
て
言
え
ば
、
一
つ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

P
R

I
は
、
制
度
的
革
命
党
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
の
権
威
の
正
統
性
が
，
革
命
そ
の

も
の
'
を
名
の
る
ζ

と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
い
か
に
し
て
獲
得
し

た
の
か
。
ま
た
、

P
R
I
が
唱
え
る
と
乙
ろ
の
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
'
と
は
、

い
か
な
る
基
盤
を
も
つ
も
の
な
の
か
。
国
民
統
合
、
国
家
発
展
に
必
要
と
さ
れ

る
も
の
は
、
そ
の
国
民
資
質
と
風
土
に
符
合
し
た
精
神
的
高
揚
と
同
時
に
、
巧

み
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
も
あ
る
と
い
う
乙
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
概
念
か
ら
、
卒
論
第
一
部
で
は
、
壁
画
運
動
が
生
ま

れ
る
に
至
っ
た
時
代
的
状
況
と
、
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
壁
画

運
動
の
奨
励
者
ホ
セ
・
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
教
育
事
業
、
及
び
実
際
の
壁
画
家

た
ち
の
活
躍
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
第
二
部
で
は
、
壁
画
運
動
の
挫
折
を
取
り

扱
っ
て
、
徐
々
に
革
命
と
い
う
も
の
が
色
認
せ
、
体
制
が
変
質
し
て
い
く
中
で
、

メ
キ
シ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
が

P
R
I
K
指
導
さ
れ
、
壁
画
運
動

の
頃
の
そ
れ
と
は
違
っ
た
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
く
過
程
に
焦
点
を
あ
て
て
み

た
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
主
と
し
て
第
一
部
の
概
略
で
あ
る
。

一
、
壁
画
運
動
の
土
趨
と
時
代

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
芸
術
と
は
、
そ
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
一
昌
で
言
う
と
、
近
代
に
お
け
る
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
の
特
徴
は
、
そ
の
社
会
的
関
心
の
深
さ
に
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
芸
術
の
発
展
・
展
開
は
ど
く
自
然
発
生
的

に
移
り
ゆ
く
伝
統
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
に
対
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ

カ
の
「
近
代
主
義
」
「
新
世
界
主
義
」
「
土
着
民
主
義
」
な
ど
は
、
社
会
的
態

度
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
そ
の
も
の
の
継
続
し
た
発
展
で
は
な
く

し
て
、
芸
術
の
外
に
あ
る
諸
要
因
の
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
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芸
術
問
題
に
限
ら
ず
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
内
部
的
な
消
化
・
吸
収

・
成
熟
が
達
成
さ
れ
る
前
に
、
常
に
外
部
的
な
事
象
の
影
響
が
先
立
っ
た
め
、

社
会
全
体
の
不
均
衡
が
倍
加
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
恒
常
的
な
あ

つ
れ
き
が
、
そ
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
ざ
る
を
得
な
い
芸
術
家
や
知
識
人
の

社
会
意
識
を
い
や
が
上
に
も
増
し
て
、
彼
ら
を
し
て
、
自
分
た
ち
の
国
の
窓
識

一
の
代
弁
者
と
し
て
活
蔵
さ
せ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
征
服
の

時
代
に
形
成
さ
れ
た
社
会
構
造
は
、
二
種
類
の
文
化
l

|

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
傾
倒

し
た
貴
族
的
都
市
文
化
と
原
住
民
世
界
に
関
わ
る
つ
ま
し
い
地
方
文
化
l
l
の

併
存
を
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
向
の
知
識
人

た
ち
の
も
つ
洗
練
さ
れ
た
教
義
は
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
粗
野
な
環
境
と
は
極
め

て
均
衡
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、

ζ

れ
が
ま
た
、
彼
ら
を
板
ば
さ
み
な
苦
し
い
状



況
に
置
い
た
と
と
か
ら
、
彼
ら
の
テ
!
?
は
次
第
に
社
会
批
評
の
方
向
へ
向
か

う
乙
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
の
壁
画
運
動
も
、
乙
う
し
た
土
壊

の
中
で
花
開
い
た
も
の
と
心
て
捉
え
る
ζ

と
が
重
要
な
と
と
で
あ
る
。

時
代
的
に
は
、
壁
画
運
動
の
起
と
っ
た
一
九
二

0
年
代
は
ど
の
よ
う
な
時
代

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
世
界
大
戦
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
互
い
に
撲
滅

し
あ
う
姿
は
、
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
あ
る
い
は
社
会
制
度
に
優
越
性

を
認
め
て
き
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た

が
、
乙
の
衝
撃
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
新
た
な
道
を
模
索
さ
せ
る

乙
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
も
つ
意
義
が
、
相
手
を
倒

す
と
い
う
乙
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
生
み
出
す
と
と

な
の
だ
と
感
じ
始
め
た
の
で
あ
る
。
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
に
弱
体
で
あ

っ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
す
で
に
一
九
世

紀
末
か
ら
侵
略
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
と
う
し
た
脅
威
か
ら
、
ラ
テ
ン

.
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
ご
つ
の
共
同
体
と
し
て
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
」
と
い

う
観
念
を
重
視
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
を
求
め
る
傾
向
が
生
ま
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
幻
滅
し
た
乙

と
か
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
と
い
う
土
地
自
身
を
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
設
の
土

地
と
し
て
新
し
く
見
直
す
と
い
う
と
と
に
な
っ
た
と
昔
守
え
よ
う
。

乙
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
、
自
分
の
身
近
に
い
る
土
着
の
人
身
の
中
に
、
つ

ま
り
、
自
分
自
身
の
国
の
中
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
い
新
し
い
価
値
を
見
出

す
と
と
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
、
二
十
世
紀
初
頭
に
は
、
そ
れ
ま
で
基

礎
を
置
い
て
い
た
葱
性
的
・
知
的
・
科
学
的
な
も
の
よ
り
、
人
間
性
の
中
に
あ

る
も
っ
と
非
理
性
的
な
も
の
、
無
意
識
な
行
動
と
い
う
も
の
を
認
識
し
始
め
、

他
の
地
の
文
化
に
芸
術
的
刺
激
を
見
出
そ
う
と
苦
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
九
二

0
年
代
は
、
世
界
的
に
、
創
造
芸
術
に
お
け
る
革
命
の
時

期
で
あ
っ
た
。
古
い
慣
習
が
捨
て
ら
れ
て
、
先
験
的
で
な
い
乙
と
を
標
携
す
る

多
く
の
前
衛
運
動
(
未
来
派
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
な
ど
)
が
、
急
速
な
テ
ン
ポ
で
発

展
と
衰
退
を
く
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
、
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
の
芸
術
家
た
ち
は
、
初
め
て
、
自
分
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
魅
了
す

る
も
の
を
そ
の
身
近
に
も
っ
て
い
る
と
と
に
気
付
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
一
九
二

0
年
代
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ま
さ
に
希
望
の
時

代
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
、
政
治
面
に
お
い
て
も
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革

命
に
カ
を
得
た
何
人
か
の
人
身
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
す
る
攻
撃
が
資
本
主
義

社
会
の
崩
壊
を
早
め
る
ζ

と
に
な
る
と
真
剣
に
信
じ
た
ζ

と
か
ら
、
芸
術
活
動

が
、
神
聖
な
仕
事
と
い
う
今
ま
で
の
概
念
を
離
れ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
働
界
に
対

す
る
皮
肉
や
悪
ふ
ざ
け
の
性
質
を
持
ち
始
め
る
と
い
う
大
き
な
変
化
が
現
わ
れ
、

多
く
の
社
会
的
動
揺
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
傾
向
は
、
い
わ
ば

「
，
来
た
る
べ
き
g

社
会
主
義
の
時
代
に
対
す
る
予
感
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た

と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
一
九
二

0
年
代
は
、
大

き
な
タ
l
-
一
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
一
九
一

O
年
に
メ
キ
シ
コ
に
始
ま
っ
た
社
会
革
命
乙
そ
、
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
の
抱
い
た
希
望
に
光
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
革
命
の
直
接

の
結
果
と
し
て
発
散
し
た
強
力
な
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
意
欲
あ
ふ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
エ
ン
リ
ケ
ス
・
ウ
レ
ニ
ャ
の
以
下
の
乙
と
ば
は
、
乙
の
時
期
の
メ

キ
シ
コ
の
意
気
込
み
を
最
も
よ
く
集
約
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
「
メ
キ

シ
コ
は
今
日
、
そ
の
国
家
的
生
命
に
お
け
る
活
動
期
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
、
危

一η-



機
と
創
造
の
時
期
に
あ
る
。
:
:
:
メ
キ
シ
コ
は
、
自
己
の
性
格
を
肯
定
し
、
自

ら
を
独
自
の
文
明
を
創
る
の
に
適
し
た
も
の
と
宣
言
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
新

し
い
生
命
を
創
り
つ
つ
あ
る
。
」
「
革
命
後
の
乙
の
新
し
い
文
明
は
、
文
化
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
一
対
の
道
具
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
乙
乙
で
は
、
，
文
化
'
、
あ
る
い
は
、
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
'
と
い
う
と

ば
は
、
一
九
世
紀
的
な
意
味
を
離
れ
て
い
る
。
文
化
は
社
会
的
な
も
の
と
し
て

把
握
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
今
に
よ
・
っ
て
作
ら
れ
、
真
に
与
え
ら
れ
、
か
つ
、
労

働
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
学
ぶ
乙
と
の
目
的
は
、
知
る
と
と
の
み
な
ら

ず
、
行
動
す
る
と
と
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
従
来
か
ら

の
政
治
的
・
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
指
す
も
の
で
あ
る
。
」
乙
の
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
社
会
の
す
べ
て

φ
分
野
を
国
民
生
活
に
も
ち
と
も
う
と
い
う
意
欲
、
及
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価

値
に
か
わ
っ
て
民
族
文
化
・
土
着
文
化
の
価
値
を
見
出
そ
う
と
い
う
新
し
い
姿

勢
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
乙
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
の
独
創
性
を
、
芸
術
や
思
想

に
お
い
て
表
現
し
て
い
乙
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
革
命
後
の
経
済
発

展
に
支
え
ら
れ
て
、
芸
術
に
お
け
る
国
家
的
形
態
が
生
ま
れ
、
乙
・
の
両
者
に
よ

っ
て
国
民
的
社
会
的
結
合
が
進
み
、
そ
の
結
合
が
さ
ら
に
経
済
発
展
を
進
み
出

す
礎
に
な
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
や
っ
と
現
わ
れ
始
め
た
の
が
乙
の
時
期
で
あ

っ
た
。一

九
二

O
年
、
大
統
領
の
座
に
つ
い
た
オ
プ
レ
ゴ
ン
の
政
指
か
ら
、
メ
キ
シ

コ
は
、
一
九
一
七
年
憲
法
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
圏
内
の
社
会
改
革
運
動
を
お

し
進
め
る
時
代
に
突
入
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
何
事
も
，
革
命
の
名
に
お

い
て
'
為
さ
れ
、
革
命
的
雰
囲
気
に
満
ち
満
ち
た
時
代
で
あ
っ
た
。
オ
プ
レ
ゴ

ン
政
権
は
社
会
改
革
と
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
が
、
そ
の
中
で
最
も
力
を
入
れ
、

そ
し
て
最
も
建
設
的
効
果
を
あ
げ
た
の
が
、
教
育
改
革
の
分
野
で
あ
っ
た
。
教

育
改
革
の
一
環
と
し
て
、
文
部
大
臣
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
が
奨
励
し
、
そ
の
隆
盛

を
み
た
壁
画
運
動
は
、
ま
さ
に
、
希
望
の
時
代
一
九
二

0
年
代
を
集
約
す
る
イ

ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ニ
、
壁
面
運
動
握
唱
者
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス

壁
画
運
動
提
唱
者
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
政
治
家
で
あ
り
、
哲
学
者
で
あ
り
、

作
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
テ
ネ
オ
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
ア

テ
ネ
オ
・
グ
ル
ー
プ
と
は
、
デ
ィ
ア
ス
時
代
の
道
徳
の
腐
敗
と
戦
い
、
文
化
を

革
新
さ
せ
、
従
来
の
偏
見
や
劣
等
感
を
捨
て
去
っ
て
正
タ
堂
書
と
メ
キ
シ
コ
人

を
名
の
る
と
と
を
呼
び
か
り
た
知
識
人
の
集
団
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
閉
じ
く
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ソ
の
よ

う
な
，
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
知
識
人
'
と
い
う
よ
り
は
、
，
行
動
す
る
哲
学
者
、

政
治
家
、
教
育
者
'
で
あ
っ
た
。
，
思
考
'
に
終
始
す
る
哲
学
か
ら
、
実
行
し

か
っ
実
効
な
哲
学
、
政
治
的
活
動
に
具
現
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
哲
学
を
志
向
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

明
M

彼
は
文
部
大
臣
の
任
務
に
あ
っ
た
三
年
間
に
、
実
に
精
力
的
に
教
育
改
革
|

特
に
大
衆
教
育
ー
ー
を
実
施
し
た
が
、
乙
の
一
連
の
教
育
改
革
を
基
礎
づ
け
て

い
る
彼
の
考
え
は
、
「
革
命
後
の
国
を
変
革
す
る
に
は
学
校
制
度
を
改
革
す
石

だ
け
で
は
だ
め
だ
。
国
民
に
本
と
芸
術
を
与
え
、
そ
の
視
野
を
広
げ
る
必
要
が

あ
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
革
命
的
で



あ
る
と
い
う
の
は
、
文
化
と
い
う
宝
に
新
し
い
価
値
を
つ
け
加
え
る
も
の
す
べ

て
を
特
に
さ
す
と
と
ば
」
で
あ
っ
た
。
「
革
命
は
す
べ
て
戦
い
で
あ
り
破
壊
で

あ
る
が
、
と
同
時
に
、
政
府
の
中
に
革
命
が
据
え
ら
れ
た
時
か
ら
、
そ
れ
は
、

創
造
的
で
沈
着
で
建
設
的
で
、
正
し
く
適
し
た
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
目
ざ
す
革
命
の
主
眼
と
は
、
新
し
い
国
民
文
化
を

高
揚
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
、
概
し
て
穏
健
な
要
素
を
拡
大
す
る
乙
と
に

あ
っ
た
と
息
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
仕
事
は
、
革
命
に
彩
ら
れ
た
国
家
建
設

の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
オ
・
グ
ル
ー
プ
を
始
め
と
す
る
知

識
人
が
「
革
命
」
を
支
持
し
た
の
も
、
一
つ
の
国
の
政
府
と
芸
術
家
と
国
民
が
、

ζ

ぞ
っ
て
新
し
い
社
会
を
創
り
出
す
の
だ
と
い
う
共
通
の
基
本
的
願
望
に
鼓
舞
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
革
命
が
、
芸
術
活
動
に
着
実
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
社
会
の
す
べ
て
の
階
層
の
人
々
が
、
そ
乙
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
素
材

を
分
か
ち
う
る
よ
う
な
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
観
を
発
展
さ
せ
る
機
会
が
与

え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
す
か
さ
ず
実
在
化
し
て
い
っ
た
の
が
、
パ
ス
コ

ン
セ
ロ
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
メ
キ
シ
コ
独
得
の
伝
統
美
術
を
新
し
く
蘇

生
さ
せ
、
一
般
民
衆
に
革
命
の
精
神
と
革
命
後
の
新
し
い
国
家
建
設
の
啓
蒙
を

目
ざ
し
て
始
ま
っ
た
壁
画
運
動
は
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
教
育
事
業
を
ま
さ
に

劇
的
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
メ
キ
シ
コ
の
統
一
と
進
歩
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、
パ
ス
コ

ン
セ
ロ
ス
が
強
謂
し
て
い
た
の
が
，
人
種
的
誇
り
'
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば

「
人
は
階
級
と
い
う
も
の
か
ら
脱
出
で
き
て
も
、
人
種
か
ら
は
脱
け
出
る
乙
と

が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
人
濯
を
否
定
す
る
ζ

と
は
無
意
味
で
無
益
な
乙
と
な

の
で
あ
る
。
た
だ
排
他
的
に
差
別
す
る
と
い
う
乙
と
は
や
め
て
、
人
類
と
い
う

広
大
な
機
構
の
中
で
お
の
お
の
人
種
の
も
つ
一
細
胞
と
し
て
の
独
自
の
意
義
と

い
う
も
の
を
、
積
極
的
に
自
覚
す
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
的
に
、
人
種
と
い
う

概
念
が
マ
イ
ナ
ス
的
価
値
と
し
て
、
他
を
見
下
す
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
の
み

取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
無
視
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
し
て

き
た
の
は
、
人
類
の
大
き
な
錯
誤
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
@
」
「
，
世
界

種
族
'
の
意
味
も
、
す
べ
て
に
共
通
で
あ
る
よ
う
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
も
の
を

目
指
す
と
い
う
よ
り
は
、
骨
舎
が
ら
か
蜘
骨
、
な
ま
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

で
言
う
な
ら
、
，
イ
ス
パ
ニ
ア
的
な
も
の
'
と
呼
ば
れ
う
る
よ
う
な
，
新
し
い

種
'
に
統
合
す
る
乙
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
乙
の
札
町

A
目
さ
れ
た
状
態
は
、
土
着
的
な
も
の
が
否
定
さ
れ
た
り
対
立
し
た
り
す
る
要
素

と
は
な
ら
な
い
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
伝
統
的
な
も
の
に
基
き

な
が
ら
も
、
か
つ
未
来
を
見
つ
め
新
し
い
も
の
を
創
り
あ
げ
て
い
く
ー
ー
そ
の

新
し
い
動
き
の
中
の
原
動
力
と
な
る
も
の
が
、
，
ィ
ス
パ
ニ
ア
的
な
も
の
|
|

イ
ベ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
'
と
い
う
高
次
元
で
の
統
一
で
あ
っ
た
。
仏
革
命

を
機
と
し
て
西
欧
の
国
々
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
始
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

国
家
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
論
は
、
国
家
的
も
の
よ
り
、
人
種
的
誇
り
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
言
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
妥
協
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彼
は
白
人
を
単
に
敵
視
し
て
攻
撃
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
白
人
か
ら
受
け
た
恩
恵
も
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ

ま
で
、
経
済
的
植
民
地
と
し
て
、
白
人
の
園
か
ら
、
低
次
レ
ベ
ル
に
お
い
て
一

括
し
た
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
お
の
お
の
の
民
族

の
特
質
と
そ
の
置
か
れ
て
い
る
個
別
の
状
況
を
明
確
化
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
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見
合
っ
た
将
来
の
独
自
の
文
明
化
を
図
る
と
と
が
必
要
で
あ
り
、
た
と
え
、
特

質
や
好
み
は
違
っ
て
い
よ
う
と
も
、
同
等
の
権
力
だ
け
は
得
る
と
と
が
可
能
と

な
る
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

何
ら
か
の
国
民
的
表
現
を
見
出
そ
う
と
い
う
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
最
初
の
努

力
は
極
め
て
試
験
的
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
仕
事
は
短
命
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、

そ
の
意
義
は
深
く
、
本
質
的
に
は
現
在
も
断
片
な
が
ら
も
生
き
続
け
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
ォ
ク
タ
ピ
オ
・
パ
ス
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
、
技
術
者
の
仕
事
で
は
な
く
て
、
創
設
者
の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
実
際
の
壁
薗
家
た
ち

さ
て
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
を
、
時
代
に
迎
合
さ

せ
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
実
際
の
壁
画
家
た
ち
自

身
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
試
行
錯
誤
の
模
索
の
中
か
ら
、
壁
画
運
動

を
リ
ー
ド
し
、
重
要
な
特
徴
を
与
え
た
の
は
、
主
に
、
シ
ケ
l
ロ
ス
、
リ
ベ
ラ
、

オ
ロ
ス
コ
の
、
い
わ
ゆ
る
三
大
巨
匠
た
ち
で
あ
る
。
シ
ケ

l
ロ
ス
の
撤
情
的
、

リ
ベ
ラ
の
物
語
的
、
オ
ロ
ス
コ
の
表
現
主
義
的
、
と
い
う
よ
う
に
]
作
風
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
の
個
性
と
習
得
の
違
い
に
よ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
る
も

の
の
、
世
界
美
術
の
中
に
、
メ
キ
シ
コ
派
と
し
て
の
存
在
を
強
烈
に
主
張
す
る

メ
キ
シ
コ
流
の
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
様
式
を
開
拓
し
、
メ
キ
シ
コ
社
会
、

お
よ
び
メ
キ
シ
コ
美
術
界
、
し
い
て
は
世
界
的
美
術
界
に
大
き
な
影
響
を
残
し

た
功
績
は
並
身
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

政
府
の
か
け
声
の
も
と
に
国
民
芸
術
を
模
索
し
て
、
壁
画
家
た
ち
が
一
体
と

な
っ
て
始
め
た
壁
画
運
動
で
あ
っ
た
が
、
国
民
的
表
現
を
何
に
求
め
る
か
と
い

う
と
と
は
単
一
で
は
な
か
っ
た
。
総
じ
て
言
う
と
、
以
下
の
三
つ
の
流
れ
を
見

る
ζ

と
が
で
き
る
。

土
着
主
義
的
な
流
れ

l
t
乙
れ
に
は
二
つ
の
形
が
あ
り
、
一
つ
は
古
代

的
絵
画
的
で
、
ト
ル
テ
カ
や
ア
ス
テ
カ
の
オ
リ
ン
ポ
ス
と
も
言
う
べ
き
民

俗
的
な
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
近
代
的
な
土
着
民
の
生
活
や
風
習
。

同
歴
史
的
な
内
容
の
壁
画
。

国
革
命
や
社
会
主
義
を
宣
伝
す
る
傾
向
。

「
イ
ン
デ
ィ
オ
的
な
も
の
は
、
す
な
わ
ち
国
民
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

急
進
的
な
態
度
、
あ
る
い
は
、
壁
画
そ
れ
自
体
が
左
翼
の
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
と

い
う
側
面
を
も
ち
始
め
、
メ
キ
シ
コ
的
な
も
の
を
求
め
る
も
の
か
ら
次
第
に
階

級
闘
争
が
重
要
な
テ
!
?
と
な
っ
て
い
く
傾
向
な
ど
、
当
時
の
メ
キ
シ
コ
芸
術

の
概
念
が
、
つ
い
に
は
余
り
に
も
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
は
、
タ
7

ヨ
や
最
近
の
若
手
画
家
た
ち
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
と
は
言
う

も
の
の
、
壁
画
運
動
が
そ
の
最
盛
期
に
、
芸
術
的
・
知
的
生
活
の
す
べ
て
に
与

え
た
と
て
つ
も
な
い
刺
滋
は
否
定
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
民
俗
芸
術
、
土
着

の
衣
裳
、
踊
り
、
音
楽
、
言
語
な
ど
へ
の
関
心
は
、
壁
画
家
た
ち
か
ら
拡
ま
っ

た
も
の
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
人
に
、
彼
ら
が
世
界
の
人
々
の
目
を
ひ
き
つ
け
る

何
事
か
を
成
し
得
た
と
い
う
自
信
を
与
え
た
の
も
、
ま
た
壁
画
家
た
ち
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

H 

-75-

表
向
き
の
草
命
ム

l
ド
と
は
裏
腹
に
、
オ
プ
レ
ゴ
ン
政
権
内
で
は
政
治
的
腐

敗
が
潜
行
し
て
い
る
と
と
に
落
胆
し
た
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
任
期
完
了
を
目

前
に
文
部
大
臣
を
辞
任
し
て
し
ま
う
。
彼
の
辞
任
と
と
も
に
、
壁
薗
運
動
は
そ



の
精
神
的
支
柱
を
失
い
、
次
第
に
個
別
の
活
動
へ
と
孤
立
し
て
い
く
ζ

と
と
な

る
。
つ
ま
り
、
壁
画
は
生
き
残
っ
た
が
、
壁
蘭
運
動
の
初
期
の
精
神
的
高
担
額
と

結
束
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
幻
滅

感
は
、
カ
ジ
ェ
ス
政
権
の
独
裁
的
支
配
に
反
発
し
て
立
候
補
し
た
大
統
領
選
挙

で
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
決
定
的
挫
折
感
と
な
る
。
と
の
よ
う
な
変
化
に
至
ら
し

め
る
強
い
力
を
与
え
た
の
は
、
カ
ジ
ェ
ス
政
権
と
、
そ
と
か
ら
生
ま
れ
た
公
党

P
R
ー
で
あ
る
と
暑
E
F
え
る
。
そ
乙
に
お
い
て
、
国
民
統
合
が
い
か
に
成
さ
れ
て

い
く
の
か
、
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
た

の
か
、
結
局
の
と
と
ろ
メ
キ
シ
コ
の
実
情
に
は
何
が
真
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た

の
か
を
考
え
て
い
く
の
が
、
第
二
部
の
課
題
と
し
た
と
と
ろ
で
あ
っ
た
。
が
、

か
な
り
広
く
深
い
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
テ

1
7
で
あ
っ
た
た
め
、
私
に
と
っ

て
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
非
常
に
大
き
い
と
感
じ
て
い
る
。

付
属
・
卒
輪
目
次

第
一
部
壁
画
運
動
に
み
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
揚
の
試
み

第
一
節
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
と
政
治

第
二
節
希
望
の
時
代
、
一
九
二

0
年
代
へ

。
第
一
次
世
界
大
戦
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

。
メ
キ
シ
コ
革
命
と
新
し
い
文
化
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

文
部
大
臣
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス

。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
生
い
た
ち

。
文
部
省
設
立
へ
至
る
道

第
三
節

第
四
節

第
二
部第

一
節

第
二
節

第
三
節

。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
教
育
改
革

。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
理
念

実
際
の
壁
画
家
た
ち

。
シ
ケ

l
ロ
ス

。
リ
ベ
ラ

。
ォ
ロ
ス
コ

。
左
翼
傾
向

。
補
足

。
ィ
ン
デ
ィ
ヘ
ニ
ス
モ

。
タ
7

ヨ

壁
画
運
動
の
挫
折
と
メ
キ
シ
コ
国
民
統
合
問
題

壁
画
運
動
の
挫
折

。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
文
部
大
臣
辞
任
と
壁
画
運
動
の
斜
陽
化

。
カ
ジ
ェ
ス
時
代
に
お
け
る
挫
折

。
ヵ
ジ
ェ
ス
政
権
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。
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
挫
折

P
N
R
の
誕
生
と
政
治
的
統
合

。
P
N
R
の
誕
生
|
|
P
R
I
へ

。
P
R
ー
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
的
経
験

(
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
視
点
か
ら
)

国
民
的
統
合
と
メ
キ
シ
コ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

。
P
R
I
の
正
統
性
と
国
民
統
合

ゼ
ノ
フ
ォ
ピ
ア

か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ

M
m
ロO目
U
F
O
σ
白血

。
「
草
命
」
の
今
目
的
意
義

。
「
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
終
末
。

(
う
す
い
・
み
ず
え

ス
ペ
イ
ン
語
科
五
十
一
年
度
卒
〉



，
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
'
と
プ
レ
ジ
ネ
フ

プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
の
完
成

「
ス
タ
ー
リ
ン
の
ヒ
ゲ
が
上
に
上
が
っ
て
プ
レ
ジ
ネ
フ
の
眉
に
な
っ
た
。
」

こ
の
ア
ネ
ク
ド

l
ト
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
七
七
年
を
迎
え
て
の
ク
レ
ム
リ

ン
を
め
ぐ
る
政
治
の
動
き
を
み
る
と
、
明
ら
か
に
プ
レ
ジ
ネ
フ
・
ソ
連
共
産
党

寄
託
長
が
ス
タ
ー
リ
ン
以
来
の
絶
対
権
力
の
座
に
つ
き
つ
つ
あ
る
乙
と
を
感
じ

さ
せ
る
。
ソ
連
現
指
導
部
は
七
一
年
の
二
十
三
回
党
大
会
を
境
に
ト
ロ
イ
カ
集

団
指
導
体
制
か
ら
プ
レ
ジ
ネ
フ
独
裁
期
に
移
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
七
七

年
以
降
は
，
プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
完
成
期
'
に
入
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
。
プ
レ
ジ

ネ
フ
書
記
長
は
と
の
年
の
六
月
、
ト
ロ
イ
カ
の
一
角
で
、
六
四
年
に
は
共
謀
し

て
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
を
解
任
さ
せ
た
か
つ
て
の
同
志
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
を
情
け
容
赦

名

越

郎

健

(
時
事
通
信
社
勤
務
)

な
く
失
脚
に
追
い
込
み
自
ら
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
を
兼
任
し
た
。
乙
れ
に
よ

り
プ
レ
ジ
ネ
フ
は
党
、
国
家
、
軍
の
最
高
指
導
者
に
君
臨
。
勲
章
の
数
で
も
ス

タ
ー
リ
ン
と
い
い
勝
負
で
、
時
身
姿
を
消
す
の
は
「
さ
ら
に
勲
章
を
つ
け
る
た

め
に
豊
胸
手
術
を
す
る
か
ら
」
と
ア
ネ
ク
ド

l
ト
で
皮
肉
ら
れ
て
い
る
。

乙
の
人
事
と
相
前
後
し
て
公
表
さ
れ
た
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
に
代
わ
る
新
憲
法

の
制
定
作
業
も
プ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
を
強
化
す
る
も
の
だ
。
共
産
圏
の
憲
法
は
権

利
、
義
務
を
う
た
っ
た
法
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い

っ
た
色
彩
が
畿
い
が
、
新
憲
法
草
案
で
も
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
と
比
べ
て
制
度
的

に
目
新
し
い
点
と
い
え
ば
、
最
高
会
議
幹
部
会
に
第
一
一
副
議
長
職
を
新
設
し
た

乙
と
ぐ
ら
い
の
も
の
。
冒
頭
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
卒
業
し
て
全
人
民
国
家

に
転
化
し
た
と
高
ら
か
に
宣
言
し
て
も
、
実
社
会
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
と
ろ
か
ら
、
，
ブ
レ
ジ
ネ
フ
憲
法
'
宣
言
と
い
っ
た
感
が
強
い
。
ま
た
同
時
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に
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
国
歌
に
代
わ
る
新
国
歌
が
発
表
さ
れ
た

が
、
新
国
歌
は
曲
は
そ
の
ま
ま
で
、
レ

l
ニ
ン
と
ス
タ
ー
リ
ン
を
讃
え
た
歌
詞

の
う
ち
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
讃
え
た
一
節
が
削
除
さ
れ
た
だ
け
。
そ
れ
な
ら
ば
あ

え
て
改
正
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
の
目
的
は
，
ス
タ
ー

リ
ン
憲
法
'
，
ス
タ
ー
リ
ン
国
歌
'
を
，
プ
レ
ジ
ネ
フ
'
，
プ
レ
ジ
ネ
フ
国
歌
a

k
模
様
変
え
す
る
と
と
に
よ
り
、
ソ
連
の
体
制
に
残
存
し
て
い
る
ス
タ
ー
リ
ン

色
を
一
掃
す
る
と
と
も
に
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
路
線
を
権
威
づ
け
、
ソ
速
の
歴
史
に

刻
み
込
も
う
と
い
う
と
と
の
よ
う
だ
。

プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
が
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
に
つ
れ
、
同
書

記
長
に
冠
せ
ら
れ
る
称
讃
の
言
葉
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
一
方
で
あ
る
。
「
偉

大
な
指
導
者
」
「
平
和
の
戦
士
」
「
レ

l
ニ
ン
型
指
導
者
」
か
ら
つ
い
に
「
わ

が
覚
、
わ
が
祖
国
、
全
人
民
の
ウ
ォ
シ
チ
」
と
い
う
表
現
も
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
紙

上
に
登
場
し
た
。
ゥ
ォ
シ
チ
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
指
導
者
と
い
う
意
味
で

用
い
ら
れ
る
ル
カ
ワ
ジ

l
チ
ェ
リ
と
は
か
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
り
、
い
わ

ば
「
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
」
と
い
う
意
味
で
、
歴
代
の
ツ
ア
ー
や
ス
タ
ー
リ
ン

に
対
し
て
さ
か
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
。
ち
な
み
に
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン

は
「
ク
レ
ム
リ
ン
へ
の
手
紙
」
の
原
題
に
ウ
ォ
シ
チ
を
用
い
、
現
指
導
部
の

，
ス
タ
ー
リ
ン
的
体
質
'
を
皮
肉
っ
て
い
る
。

乙
の
ほ
か
プ
レ
ジ
ネ
フ
讃
歌
は
各
方
面
で
進
ん
で
お
り
、
そ
の
演
説
、
論
文

集
は
書
庖
に
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
小
伝
っ
き
ア
ル
バ
ム
や
英
語
に
よ
る
外
国

人
向
け
伝
記
も
出
版
さ
れ
、
業
績
を
追
っ
た
記
録
映
画
「
あ
る
共
産
主
義
者
の

物
語
」
も
上
映
さ
れ
た
。
ま
た
七
六
年
に
は
同
書
記
長
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
故
郷

の
ド
ニ
エ
プ
ル
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
ク
に
建
て
ら
れ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
来
、

存
命
中
の
指
導
者
の
銅
像
建
立
は
さ
し
控
え
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た

だ
け
に
、
乙
の
と
と
は
象
徴
的
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
乙
う
み
て
く
る
と
喝

ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
遺
物
を
取
り
払
う
作
業
が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、
逆
に
ス

タ
ー
リ
ン
時
代
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
よ
う
な
個
人
崇
拝
が
静
か
に
進
行
中
で
あ

る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

プ
レ
ジ
ネ
フ
の
，
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
'

そ
う
し
た
な
か
で
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
は
ζ
ζ

数
年
間
タ
ブ
ー
に
な
っ
て

い
た
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
行
い
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
粛
清
に
つ
い
て
も
触
れ
、

「
乙
の
よ
う
な
乙
と
を
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
，
卒
直
に
'
批

判
し
た
。
問
題
の
発
言
は
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
の
政
治
局
員
か
ら
の
解
任
を
決
め
た

五
月
二
十
四
日
の
党
中
央
委
総
会
で
「
ソ
連
新
憲
法
草
案
に
つ
い
て
」
と
題
さ

れ
た
重
要
報
告
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
。
演
説
の
全
容
は
六
月
四
日
の
ソ

連
各
紙
に
一
面
ト
ッ
プ
、
一
ペ
ー
ジ
半
に
わ
た
っ
て
大
き
く
掲
載
さ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
憲
法
草
案
起
草
委
員
会
議
長
で
も
あ
る
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
は
、

①
ソ
連
社
会
が
全
人
民
国
家
に
発
展
し
た
た
め
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
憲
法
を
制

定
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
②
新
憲
法
を
読
め
ば
、
社
会
主
議
社
会
に
お
け
る
市

民
の
権
利
と
自
由
が
い
か
に
多
様
で
あ
る
か
一
層
は
っ
き
り
す
る
ー
ー
な
ど
と

，
プ
レ
ジ
ネ
フ
憲
法
'
を
長
身
と
自
画
自
讃
し
、
さ
ら
に
、
新
憲
法
草
案
に
は

社
会
主
義
合
法
性
と
法
秩
序
を
一
層
強
化
す
る
乙
と
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と

述
べ
た
あ
と
、
三
六
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
制
定
直
後
に
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
.

大
粛
清
が
起
と
っ
た
事
実
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
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「
現
行
憲
法
制
定
後
の
一
定
の
時
期
は
、
非
合
法
な
抑
圧
、
社
会
主
義
的
民

主
主
義
・
レ

l
ニ
ン
主
義
的
規
範
が
侵
害
さ
れ
、
陰
う
つ
な
年
だ
っ
た
。

ζ

れ

は
憲
法
の
規
定
に
反
し
て
行
わ
れ
た
。
党
は
と
の
経
験
を
断
固
と
し
て
非
難
し
、

二
度
と
繰
り
返
す
べ
き
で
は
な
い
。
」

『
プ
ラ
ウ
ダ
』
な
ど
に
一
ペ
ー
ジ
半
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
大
演
説
の
な

か
の
わ
ず
か
十
二
行
、
し
か
も
ス
タ
ー
リ
ン
に
直
接
言
及
し
て
い
な
い
と
は
い

え
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
粛
清
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ

が
公
表
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
現
政
権
下
で
は
極
め
て
異
例
の
乙
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
政
権
に
な
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
非
常
に
微
妙

な
状
況
に
あ
り
、
い
ま
だ
に
解
決
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
最
近
は
マ
ス
コ
ミ
に

も
ほ
と
ん
ど
堂
場
し
な
い
し
、
小
学
校
用
歴
史
教
科
書
に
も
そ
の
名
前
は
出
て

ζ
な
い
。
か
つ
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
個
人
崇
拝
が
進
ん
で
、
各
地
に
銅
像
が
は
ん

ら
ん
し
、
あ
ら
ゆ
る
町
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
広
場
」
「
ス
タ
ー
リ
ン
通
り
」
と
い

っ
た
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
ス
タ
ー
リ
ン
を
口
に
し
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
か
っ

た
乙
ろ
と
比
べ
れ
ば
大
変
な
抹
殺
ぷ
り
で
あ
る
。
ム
ハ
三
年
に
第
一
巻
が
発
行
さ

れ
た
「
文
学
百
科
事
典
」
は
十
年
以
上
経
つ
の
に
ま
だ
第
六
巻
の
「
C
O
」
ま

で
し
か
出
て
い
な
い
が
、
と
れ
は
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
控
え
て
い
る
「
C
T』
の

項
の
「
ス
タ
ー
リ
ン
」
の
叙
述
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
た
め
と
み
ら
れ
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
評
価
に
苦
慮
し
て
い
る
稼
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
今
回
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
遺
物
が
取
り
除
か
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、

プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
公
の
場
で
、
あ
え
て
ス
タ
ー
リ
ン
最
大
の
誤
謬
と
も
い

わ
れ
る
三
七
、
三
八
年
の
大
粛
清
に
触
れ
冷
批
判
し
た
と
と
で
、
乙
れ
を
き
っ

か
け
に
今
後
ス
タ
ー
リ
ン
に
対
す
る
は
っ
き
り
し
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
み
る
向
き
も
あ
る
。

プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
下
で
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
評
価

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
す
べ
て
が
否
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、

プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
個
人
に
対
し
て
は
，
是
々
非
々
主
義
'
で

臨
ん
で
い
る
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。
第
二
十
四
党
大
会
(
五
六
年
)
で
秘
密

報
告
を
行
い
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
一
連
の
個
人
崇
拝
、
大
量
粛
清
、
集
団
指
導

の
膝
蹄
な
ど
を
徹
底
的
に
暴
露
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
一
種
の
殺
人
狂
に
ま
で
仕

立
て
上
げ
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
も
政
権
末
期
に
は
抽
象
画
批
判
を
き
っ
か
け
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
を
強
め
た
た
め
ス
タ
ー
リ
ン
の
罪
状
公
開
ゃ
あ
か
ら
さ
ま
な

批
判
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
六
四
年
十
月
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
政
権

を
引
き
継
い
だ
現
政
権
は
当
初
路
線
が
不
明
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
軍
上
層
部
に

「
大
祖
国
防
衛
戦
争
」
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
役
割
を
名
誉
回
復
し
よ
う
と

い
う
気
運
が
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
。
六
五
年
四
月
二
十
九
日
付
『
プ
ラ
ウ
ダ
』

は
「
従
来
歴
史
的
事
件
や
人
物
が
一
方
的
に
扱
わ
れ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
」
と

の
論
調
を
掲
げ
、
軍
上
層
部
の
意
向
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
批

判
の
事
実
上
の
ス
ト
ッ
プ
を
示
唆
し
た
。
続
い
て
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
五
月

八
日
の
対
独
戦
勝
二
十
周
年
記
念
式
典
の
演
説
の
な
か
で
さ
り
げ
な
く
、
「
〔
独

ソ
戦
で
)
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
を
長
と
す
る
国
家
防
衛
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
」

と
述
べ
る
と
、
聴
衆
か
ら
一
斉
に
拍
手
が
わ
き
起
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
公
式

の
席
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
名
が
肯
定
的
に
用
い
ら
れ
た
の
は
五
六
年
以
来
乙
れ
が
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。



乙
の
あ
と
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
の
諸
政
策
が
た
び
た
び
批
判
さ
れ
て
い
き
、

園
内
で
は
反
体
制
運
動
の
活
発
化
、
国
外
で
は
チ
ェ
コ
事
件
が
起
ζ

っ
た
と
と

で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
が
進
み
、
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
は
停
止
。
そ
の
反
動
と

し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
徐
々
に
名
答
回
復
し
始
め
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
に
対
す
る
現
指
導
部
の
公
式
見
解
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
は
、
六
九
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
載
っ
た
「

I
・

v-

ス
タ
ー
リ
ン
生
誕
九
十
周
年
に
寄
せ
て
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

同
論
文
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
と
く
に
晩
年
に
犯
し
た
理
論
的
、
政
治
的
誤
り
に

言
及
し
、
批
判
す
る
一
方
①
ス
タ
ー
リ
ン
が
党
書
記
長
を
務
め
た
三
十
年
以
上

の
期
聞
に
、
ソ
連
国
民
は
国
家
の
社
会
主
義
的
改
造
と
い
う
世
界
史
的
意
義
を

持
つ
事
業
を
完
遂
し
た
。
②
対
独
戦
で
ス
タ
ー
リ
ン
は
国
家
防
衛
委
議
長
と
し

て
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
③
「
偉
大
な
理
論
家
、
組
織
者
」
と
し
て
理
論
的

労
作
と
実
際
行
動
で
重
要
な
貢
献
を
し
た

1
!
と
し
て
功
罪
両
面
を
冷
静
に
指

摘
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
，
功
'
K
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に

も
恩
わ
れ
る
。
乙
れ
以
後
ス
タ
ー
リ
ン
に
関
す
る
本
格
的
な
論
文
は
発
表
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
現
在
で
も
ζ

の
論
文
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権

の
公
式
見
解
と
い
え
よ
う
。
乙
の
乙
ろ
に
は
、
戦
時
中
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン

は
ほ
ぼ
完
全
に
名
誉
回
復
し
た
も
よ
う
で
、
第
二
次
大
戦
を
扱
っ
た
文
学
や
映

画
、
テ
レ
ビ
番
組
に
は
さ
か
ん
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

翌
七

O
年
六
月
、
赤
の
広
場
裏
の
墓
地
に
ス
タ
ー
リ
ン
像
が
建
て
ら
れ
る
と

い
う
象
徴
的
な
出
来
事
が
起
乙
っ
た
。
六
一
年
の
二
十
二
回
党
大
会
の
会
期
中

に
ス
タ
ー
リ
ン
の
遺
体
が
夜
中
に
と
っ
そ
り
レ

l
ニ
ン
廟
か
ら
運
び
曲
さ
れ
て

以
来
九
年
目
の
，
復
権
'
で
あ
る
。
銅
像
建
立
は
ス
タ
ー
リ
ン
再
評
価
の
シ
グ

ナ
ル
と
も
恩
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
ス
タ
ー
リ
ン
没
後
二
十
周
年
に
あ
た
る
七

三
年
三
月
五
日
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
し
の
ぶ
集
会
は
開
か
れ
な
か
っ
た
し
、
記

念
論
文
も
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
七
五
年
五
月
八
日
の
対
独
戦
勝
三
十
周

年
記
念
演
説
で
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
一
言
も
言
及
せ
ず
、

慎
重
な
対
応
ぷ
り
を
み
せ
た
。
七
六
年
の
第
二
十
五
回
党
大
会
で
も
ス
タ
ー
リ

ン
に
対
す
る
言
及
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。

七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
新
ソ
連
大
百
科
事
典
第
二
十
四
巻
の
「
ス
タ
ー
リ
ン
」

の
項
目
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
犯
し
た
理
論
的
、
政
治
的
過
失
を
指
摘
、
彼
の
性

格
の
一
端
が
否
定
的
に
表
れ
た
乙
と
を
認
め
る
一
方
で
「
ソ
連
共
産
党
、
国
家
、

国
際
共
産
主
畿
運
動
の
指
導
的
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン

主
義
の
優
れ
た
理
論
家
、
宣
伝
家
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
論
調
は
ほ
ぼ
六

九
年
の
プ
ラ
ウ
ダ
論
文
と
一
致
し
て
い
る
が
、
五
七
年
発
行
の
旧
版
が
ス
タ
ー

リ
ン
の
個
人
崇
拝
、
第
二
次
大
戦
初
期
の
行
動
、
戦
後
の
誤
っ
た
専
政
的
な
決

定
を
全
国
的
に
非
難
し
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
対
照
的
で
、
乙
の
二
十
年
間
ス

タ
ー
リ
ン
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
た
形
跡
が
し
の
ば
れ
る
。
た
だ
、
旧
版
が

ス
タ
ー
リ
ン
の
記
述
に
十
段
を
費
や
し
、
一
ペ
ー
ジ
大
の
写
真
が
付
い
て
い
た

の
に
対
し
、
新
版
で
は
四
段
、
切
手
並
み
の
写
真
と
、
扱
い
は
ず
っ
と
小
さ
く

な
っ
て
い
る
。
そ
乙
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
自
体
を
徐
身
に
ソ
連
の
歴
史
か
ら
抹

殺
し
よ
う
と
す
る
意
向
も
感
じ
ら
れ
る
。
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ス
タ

I
リ
=
ズ
ム
の
復
活

ス
タ
ー
リ
ン
の
す
べ
て
が
否
定
さ
れ
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
に
比
べ
、
ス
タ



ー
リ
ン
個
人
は
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
下
で
徐
身
に
復
活
を
遂
げ
て
い
く
が
、
そ
れ

は
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
復
権
と
も
微
妙
に
絡
ん
で
く
る
。
ス
タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
個
人
崇
拝
、
大
量
虐
殺
、
密
告
、
反
体

制
派
の
抑
圧
、
-
フ
l
ゲ
リ
、
秘
密
警
察
に
よ
る
テ
ロ
、
魔
女
狩
り
、
検
閲
等
身

は
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
、
陰
を
ひ
そ
め
た
と
は
い
え
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
が

非
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
化
を
進
め
る
に
つ
れ
、
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
は
減
速
、
逆
に
ネ

ォ
・
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
引
き
締
め
が
強
化
さ

れ
て
い
く
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
政
権
末
期
、
抽
象
画
を
「
ロ
パ
の
尻
尾
」
呼
ば
わ
り
す
る

な
ど
抽
象
爾
批
判
で
徐
々
に
自
由
化
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
き
、
現
政
権
も
ほ

ぼ
と
の
路
線
を
引
き
継
い
だ
。

ζ

れ
に
対
し
雪
ど
け
を
認
歌
し
た
反
体
制
作
家

は
地
下
に
も
ぐ
り
、
サ
ミ
ズ
ダ

1
ト
や
圏
外
で
の
出
版
活
動
を
通
じ
て
抵
抗
し

て
い
く
。
乙
う
し
た
な
か
で
、
現
政
権
の
自
由
化
に
対
す
る
反
応
が
最
初
に
試

さ
れ
た
の
は
六
六
年
一
月
の
作
家
裁
判
で
あ
っ
た
。
海
外
で
反
ソ
的
な
作
品
を

仮
名
で
発
表
し
て
い
た
ダ
ニ
エ
ペ
シ
ニ
ャ
フ
ス
キ
ー
は
六
五
年
九
月
反
ソ
活

動
の
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
、
翌
年
の
裁
判
で
そ
れ
ぞ
れ
五
年
、
七
年
の
懲
役
を
宣

告
さ
れ
た
。
乙
の
裁
判
に
は
多
く
の
知
識
人
、
作
家
が
抗
議
デ
号
を
行
い
、
二

人
の
釈
放
と
検
閲
の
廃
止
を
求
め
た
が
、
当
局
側
は
逆
K

，
反
政
府
デ
モ
扇
動

罪
'
で
検
挙
、
対
決
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。
乙
の
裁
判
で
、
ス
タ
ー
リ
ン

批
判
に
伴
う
当
局
側
と
自
由
派
作
家
の
，
蜜
月
'
は
事
実
上
終
了
し
た
と
い
え

よ
う
。
明
確
な
文
芸
政
策
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
は
、
六
八

年
の
チ
ェ
コ
事
件
も
絡
ん
で
一
層
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
を
強
化
。
ス
タ
ー
リ
ン

が
徐
々
に
名
誉
回
復
し
て
い
く
な
か
で
自
由
化
は
後
退
、
，
ス
タ
ー
リ
ン
的
政

策
a

が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
娘
ス
ベ
ト
ラ
l
ナ

が
米
国
に
亡
命
す
る
の
も
乙
の
頃
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
反
対
制
派
へ
の
抑
圧
は

エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
一
方
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
よ
う
な
肉
体
的
抹
殺
は
な
い

と
は
い
え
、
市
民
権
は
く
察
、
国
外
追
放
、
流
刑
、
精
神
病
院
へ
の
収
容
等
々

そ
の
抑
圧
ぷ
り
は
，
高
等
戦
術
d

に
変
わ
っ
て
き
た
。
と
く
に
七
四
年
二
月
の

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
追
放
以
来
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
は
圏
外
追
放
措
置
を
有

効
な
手
段
と
し
た
の
か
さ
か
ん
に
多
用
し
て
い
る
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
追
放
さ

れ
た
反
体
制
知
識
人
の
名
前
を
挙
げ
て
み
て
も
、
「
創
造
の
七
日
間
」
を
書
い

た
7

ク
シ
モ
フ
、
チ
ェ
コ
武
力
介
入
に
反
対
す
る
デ
モ
を
組
織
し
た
化
学
者
リ

ト
ピ

l
フ
、
か
つ
て
は
ス
タ
ー
リ
ン
賞
を
受
け
た
作
家
ネ
ク
ラ
ソ
フ
、
前
衛
彫

刻
家
ネ
イ
ズ
ベ

l
ス
ヌ
イ
、
「
ソ
連
は
一
九
八
四
年
ま
で
生
き
残
れ
る
か
」
の

著
者
ア
マ
ル
リ
ク
、
数
学
者
プ
リ
ュ

1
シ
チ
、
長
く
獄
中
生
活
を
送
っ
た
プ
コ

フ
ス
キ

l
等
身
、
名
だ
た
る
反
体
制
派
は
ほ
と
ん
ど
が
追
放
さ
れ
、
さ
な
が
ら

プ
レ
ジ
ネ
フ
臨
時
代
の
ソ
連
は
ロ
シ
ヤ
革
命
直
後
に
続
く
第
二
の
，
亡
命
の
季
節
'

を
迎
え
た
感
す
ら
あ
る
。
残
る
大
物
サ
ハ
ロ
フ
博
士
や
歴
史
学
者
ロ
イ
・
メ
ド

ベ
l
ジ
ェ
フ
ら
に
対
し
て
も
仮
借
な
い
抑
圧
が
続
い
て
い
る
。
と
く
に
プ
レ
ジ

ネ
フ
政
権
が
，
完
成
期
'
に
入
っ
た
七
七
年
は
、
，
人
権
の
年
'
と
も
い
わ
れ
、

人
権
外
交
を
様
ぼ
う
す
る
カ

1
タ
l
米
政
権
の
誕
生
以
来
世
界
で
人
権
論
議
が

高
ま
っ
て
い
る
が
、
ソ
速
は
そ
れ
に
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
に
、
反
体
制
運
動
の

摘
発
を
強
め
て
い
る
。
ソ
連
に
お
け
る
人
権
運
動
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
「
ヘ

ル
シ
ン
キ
宣
言
履
行
監
視
委
員
会
」
は
七
六
年
五
月
、
十
四
人
の
メ
ン
パ

4
で

結
成
さ
れ
、
ソ
速
が
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
の
最
終
文
書
に
違
反
し
て
人
権
を
抑
圧

し
て
い
る
と
西
側
記
者
を
通
じ
て
訴
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
五
人
が
逮
捕
さ
れ
、
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四
人
が
追
放
措
置
を
受
け
る
な
ど
、
一
年
後
に
な
お
も
活
動
中
な
の
は
サ
ハ
ロ

フ
夫
人
ら
四
人
だ
け
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

自
由
化
の
行
方

今
か
ら
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
大
胆

に
進
め
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
遺
体
が
レ

1
ニ
ン
廟
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
六
一
年
十

月
の
第
二
十
二
回
党
大
会
か
ら
約
二
年
閣
の
時
期
が
ソ
ビ
エ
ト
政
権
六
十
年
の

う
ち
で
、
最
も
自
由
化
が
進
ん
だ
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ピ

l
ク
は

ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
が
文
壇
に
登
場
す
る
六
二
年
十
、
十
一
月
ど
ろ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
六
二
年
十
二
月
に
は
す
で
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
ロ
パ
の
尻
尾
」

発
言
が
あ
り
、
雪
ど
け
は
凍
て
つ
き
を
み
せ
始
め
る
。
乙
の
間
プ
ラ
ウ
ダ
は
六

二
年
十
月
二
十
一
日
、
エ
フ
ト
シ
エ
ン
コ
の
「
ス
タ
ー
リ
ン
の
後
継
者
へ
」
と

題
す
る
詩
を
掲
載
し
た
。
「
ス
タ
ー
リ
ン
が
起
き
出
さ
ぬ
よ
う
、
そ
し
て
、
ス

タ
ー
リ
ン
と
と
も
に
、
過
去
が
再
び
起
き
出
さ
ぬ
よ
う
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
墓
石

の
響
護
の
数
を
二
倍
に
、
三
倍
に
せ
よ

1
」
「
ス
タ
ー
リ
ン
の
後
継
者
が
乙
の

地
上
に
い
る
限
り
、
ぼ
く
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
ま
だ
廟
の
中
に
い
る
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
」
と
い
う
と
の
詩
は
、
当
時
の
風
潮
を
反
映
し
て
、
雪
ど
け
を

象
徴
す
る
詩
と
な
っ
た
。
乙
の
詩
と
相
前
後
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ラ

l

ゲ
リ
生
活
を
描
い
た
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
処
女
作
「
イ
ワ
ン
・
デ
ニ

l
ソ

ピ
ッ
チ
の
一
日
」
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
お
す
み
つ
き
で
「
ノ

l
ヴ
ィ
・
ミ

l
ル」

誌
に
発
表
さ
れ
、
社
会
全
体
に
衝
撃
を
与
え
た
。
ま
た
エ
レ
ン
プ
ル
グ
、
ア
ク

シ
ョ

l
ノ
フ
、
ネ
ク
ラ

l
ソ
フ
ら
新
世
代
の
若
い
作
家
が
登
場
、
文
壇
に
活
気

あ
る
ふ
ん
囲
気
を
か
も
し
出
し
、
体
制
批
判
も
多
少
は
許
さ
れ
る
な
ど
ま
さ
に

，
百
花
斉
放
'
の
時
代
で
あ
っ
た
。

し
か
し
‘
現
在
の
プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
下
で
は
、
当
時
の
文
壇
を
に
ぎ
わ
し
た

あ
の
活
気
は
み
る
カ
ゲ
も
な
い
。
や
は
り
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
、
す
な
わ
ち
「
ス

タ
ー
リ
ン
の
犯
し
た
数
々
の
誤
謬
を
は
っ
き
り
認
め
、
批
判
す
る
乙
と
」
は
、

ソ
速
に
お
い
て
は
自
由
化
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
罪
状
を
厳
し

く
糾
弾
し
た
反
面
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
個
人
崇
拝
が
生
じ
た
の
か
、
な
ぜ
他
の

指
導
者
は
そ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
の
か
な
ど
の
反
省
が
な
さ
れ
ず
、
極
め
て
不

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
罪
を
暴

き
出
す
乙
と
は
ソ
速
の
体
制
そ
の
も
の
の
存
続
を
揺
る
が
す
と
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
。
し
か
し
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
自
身
も
「
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
誤
り
を
認

め
る
と
と
は
、
全
世
界
の
敵
に
恰
好
な
攻
撃
材
料
を
与
え
る
と
と
に
な
ろ
う
が
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
と
の
よ
う
な
誤
り
を
明

ら
か
に
し
、
新
し
い
ソ
ビ
エ
ト
を
建
設
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
力

説
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
誤
り

に
決
別
し
て
新
し
い
出
発
を
始
め
よ
う
と
す
る
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
先
の
中
央
委
総
会
の
重
要
報
告
に
お
け
る
プ
レ
ジ
ネ
フ
書

記
長
の
，
十
二
行
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
s

は
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
直
接
言
及
し
て

お
ら
ず
、
短
い
う
え
に
総
括
的
で
、
十
時
間
に
わ
た
り
ス
タ
ー
リ
ン
の
罪
状
を

ま
く
し
あ
げ
た
二
十
回
党
大
会
の
秘
密
報
告
で
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ス
タ
ー
リ

ン
批
判
と
比
べ
る
と
、
と
て
も
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
と
は
い
え
そ
う
に
な
い
。
だ

が
、
久
し
く
旧
態
依
然
だ
っ
た
ソ
速
が
プ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
の
完
成
化
に
向
け
て
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ス
タ
ー
リ
ン
の
遺
物
が
取
り
除
か
れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
行

わ
れ
た
と
と
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

と
く
に
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
、
「
党
は
乙
の
経
験
を
断
固
と
し
て
非
難
し
」

と
述
べ
た
乙
と
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
事
実
上
肯
定
的
に

扱
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
建
前
と
し
て
は
非
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
化
を
進

む
現
政
権
下
で
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
，
功
績
'
が
評
価
さ
れ
た
乙
と
は
画
期
的

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
乙
の
プ
レ
ジ
・
不
フ
報
告
か
ら
ニ
カ
月
後
の
七
月
二

十
二
日
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
ソ
連
国
営
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に

登
場
し
た
と
伝
え
ら
れ
た
。
五
七
年
の
世
界
共
産
党
会
議
の
宣
言
文
に
サ
イ
ン

し
て
い
る
シ

l
ン
で
、
ナ
レ
ー
タ
ー
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
名
前
に
触
れ
な
か
っ

た
と
い
う
が
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
テ
レ
ビ
復
活
は
十
数
年
ぶ
り
。
現
政
権
下
で

は
ス
タ
ー
リ
ン
以
上
に
抹
殺
さ
れ
て
い
る
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
だ
が
、
今
後
，
新
生

プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
'
下
で
名
誉
回
復
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
観
測
も
流

れ
て
い
る
。

胎
動
し
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
に
し
て
も
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
を
「
陰
う
つ
な
年
」

と
し
て
認
め
、
「
二
度
と
繰
り
返
す
べ
き
で
な
い
」
と
誓
っ
た
ζ

と
は
、
今
後

の
政
策
に
ど
う
反
映
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。
国
内
に
依
然
一
万
人
近
い
，
良

心
の
囚
人
'
が
存
在
し
、
同
書
記
長
に
対
す
る
個
人
崇
拝
も
進
行
中
と
あ
っ
て

は
、
，
ス
タ
ー
リ
ン
の
か
げ
'
は
な
か
な
か
消
去
で
き
そ
う
に
な
い
。
ソ
速
の

体
制
は
本
来
が
ス
タ
ー
リ
ン
的
体
質
と
批
判
す
る
向
き
も
あ
る
。

し
か
し
、
ソ
連
に
か
つ
て
自
由
化
の
波
が
押
し
寄
せ
た
乙
と
も
事
実
。
「
収

容
所
群
島
」
の
訳
者
で
あ
る
木
村
浩
氏
は
『
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
』
誌
七
七
年
七
月

号
の
対
談
の
な
か
で
、
「
私
は
い
ま
は
あ
の
国
に
絶
望
し
て
い
ま
す
が
、
あ
の

国
に
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
時
代
の
よ
う
な
雪
ど
け
を

も
う
一
度
や
る
乙
と
で
す
。
い
ま
あ
の
国
で
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
を
非
常
に
過
小

評
価
し
て
い
ま
す
が
、
曲
り
な
り
に
も
ス
タ
ー
リ
ン
を
批
判
し
た
乙
と
で
私
は

大
き
く
買
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
今
後
、
い
い
意
味
で
の
独
裁
者
が

あ
の
国
に
出
て
、
も
っ
と
ソ
速
を
揺
さ
ぶ
っ
て
聞
か
れ
た
社
会
に
す
る
乙
と
。

そ
の
可
能
性
だ
け
に
私
は
期
待
す
る
わ
け
で
す
。

確
か
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
五
六
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
を
批
判
で
き
た
の
も
、
す

で
に
党
内
に
ワ
ン
マ
ン
体
制
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
，
全
知
全
能
d

だ
っ
た
ス
タ
ー
リ
ン
を
否
定
す
る
乙
と
は
、
当
時
価
値
観
を
転
換
さ
せ
る
乙
と

で
あ
り
、
自
ら
の
政
権
を
も
危
う
く
き
せ
る
ほ
ど
の
カ
ケ
で
あ
っ
た
。
今
日
、

プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
以
上
の
権
力
を
掌
握
、
ス
タ
ー
リ
ン
以

来
の
絶
対
的
な
指
導
者
に
君
臨
し
た
。
今
後
ソ
速
が
開
か
れ
た
、
自
由
な
社
会

に
転
化
し
て
い
く
か
ど
う
か
は
プ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
の
胸
三
寸
に
か
か
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
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ド
イ
ツ
で
の
あ
る
体
験
か
ら

|
|
「
世
界
」

の
外
に
あ
る
日
本
|
|

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
驚
く
ほ
ど
日
本
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
」
と
は
日
本
で

も
よ
く
聞
く
乙
と
で
あ
る
。
私
が
ド
イ
ツ
に
い
る
間
強
く
感
じ
た
乙
と
の
一
つ

は
、
ド
イ
ツ
人
の
日
本
に
対
す
る
理
解
の
不
足
、
基
礎
知
識
の
は
な
は
だ
し
い

欠
如
、
並
び
に
日
本
に
対
す
る
関
心
の
低
き
で
あ
っ
た
。

私
は
二
回
心
臓
が
止
ま
る
ほ
ど
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
質
問
を
浴
び
せ
ら
れ
た
。

七
月
、
リ
ン
ゲ
ン
市
に
連
邦
防
衛
軍
の
兵
舎
を
訪
れ
た
と
き
、
兵
士
の
一
人

と
話
が
は
ず
ん
だ
。

「
あ
な
た
は
日
本
か
ら
い
ら
し
た
ん
で
す
ね
」

「
え
え
、
そ
う
で
す
」

「
ハ
ハ
、
そ
れ
で
は
北
京
か
ら
い
ら
し
た
ん
で
す
か
」

ま
た
、

ハ
ノ

1
7
7
l
で
知
り
合
っ
た
中
年
の
御
婦
人
と
の
会
話
の
一
コ
7

。

安

正

明

野

彼
女
は
自
ら
日
本
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
私
が
「
東

京
か
ら
来
ま
し
た
」
と
AE--

ロ
う
と
「
あ
あ
、
韓
国
の
方
で
す
か
」
と
う
な
ず
い
て

い
た
。
も
っ
と
も
そ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
私
も
心
密
か
に
さ
も
あ
り
な
ん
と
考

え
て
い
た
乙
と
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
の
新
聞
は
ア
メ
リ
カ
の

動
き
に
は
日
本
の
新
聞
に
劣
ら
ず
敏
感
で
あ
る
。
当
然
、
目
下
の
と
乙
ろ
極
東

の
一
重
要
問
題
と
な
っ
て
い
る
在
韓
米
軍
撤
退
問
題
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
国
防
長
官
の
訪
韓
、
撤
退
の
代
償
と
し
て
の
巨
額
に
の
ぼ
る

対
韓
軍
事
援
助
の
話
も
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
で
扱
わ
れ
て
い
た
。
と
乙
ろ
が
ド

イ
ツ
の
新
聞
は
ソ
ウ
ル

K
特
派
員
を
置
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
記
事
の

発
信
地
の
多
く
は
東
京
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
西
ド
イ
ツ
に
は
実
に
韓
国
人
が
多

い
。
看
護
婦
見
習
い
等
で
病
院
で
働
い
て
い
る
韓
国
人
だ
け
で
七

O
O
O人
を

越
え
る
。
私
も
旅
行
中
何
度
も
韓
国
人
で
す
か
と
聞
か
れ
る
と
と
が
あ
っ
た
。
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も
ち
ろ
ん
、
紹
介
し
た
応
答
は
極
端
な
例
で
あ
る
。
平
均
的
ド
イ
ツ
人
の
答
で

は
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
人
の
頭
の
中
で
は
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
が
様
身

な
部
分
で
重
な
り
あ
っ
て
混
沌
と
し
て
い
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
の
よ
う
な
悲
し
む
べ
き
問
答
が
生
ま
れ
る
の
も
し
か
た
が
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
ま
で
に
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

マ
ス
コ
ミ
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
日
本
に
関
す
る
記
事
の
な
ん
と
之
し
い

乙
と
。
之
し
い
と
い
う
言
葉
は
適
切
で
は
な
い
。
皆
無
に
等
し
い
の
だ
。
七
月

い
っ
ぱ
い
『
ウ
ェ
ル
ト
』
と
い
う
多
少
保
守
的
傾
向
が
強
い
が
西
ド
イ
ツ
の
代

表
的
日
刊
紙
に
目
を
通
し
、
東
京
発
か
つ
日
本
の
ζ

と
を
扱
っ
た
記
事
を
探
し

た
。
私
の
見
つ
け
た
の
は
三
回
。
一
つ
は
参
院
選
の
結
果
、
二
つ
目
は
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
で
逮
捕
さ
れ
た
高
橋
某
と
い
う
赤
軍
ゲ
リ
ラ
の
引
き
渡
し
を
日
本
政

府
が
要
求
し
た
と
い
う
記
事
。
参
院
選
の
記
事
は
と
の
記
事
の
扱
い
よ
り
も
小

さ
く
外
信
欄
の
片
す
み
に
十
六
行
、
自
民
党
が
過
半
数
を
維
持
し
た
と
い
う
以

外
の
乙
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
至
つ
て
は
、
な
ん
と
五
秒

程
度
の
扱
い
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
の
選
挙
が
前
回
行
な
わ
れ
た
時
に
は
、
『
朝

日
新
聞
』
で
は
「
争
点
な
き
激
戦
」
と
い
う
テ
!
?
で
数
日
に
わ
た
っ
て
連
載

が
あ
り
、
選
挙
結
果
が
一
面
と
外
交
欄
で
か
な
り
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た
の

と
比
較
す
る
と
雲
泥
の
差
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
『
ウ
エ
ル
ト
』
の
特
殊
記
事
で
、
「
金
融
の
中
心
・
東
京
」
と

い
う
テ
!
?
で
経
済
大
国
と
し
て
の
日
本
が
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
紹
介
さ
れ

て
い
た
。
円
が
い
か
に
強
い
通
貨
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
い
か
に
日
本
の
経
済
カ

の
脅
威
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
か
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
と
れ
は

ま
さ
に
例
外
的
な
扱
い
で
あ
る
。

新
聞
を
毎
日
開
い
て
感
じ
た
と
と
は
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
世
界
と
は
未
だ

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
彼
ら
が
経
済
的
に
も
地
理
的
に
も
密
接

な
関
係
を
持
つ
ア
フ
リ
カ
な
の
だ
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
。

西
ド
イ
ツ
に
は
『
シ
ュ
テ
ル
ン
』
と
い
う
雑
誌
が
あ
る
。
そ
の

7
月
お
日
号

に
、
特
別
付
録
と
し
て
『
日
本
』
と
い
う
冊
子
が
つ
い
て
い
た
。

B
6
版、

m

ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
堂
々
た
る
も
の
で
、
四
の
日
本
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
か
ら
成

り
、
写
真
も
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
人
の
編
集
に
よ
る
も

の
だ
が
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。
レ
ポ
ー
ト
も
経
済
の
乙
と
ば
か
り
で
な
く
、

平
均
的
日
本
人
の
一
生
か
ら
「
世
界
で
一
番
が
ん
ζ

な
」
日
本
人
の
性
意
識
に

い
た
る
ま
で
よ
り
ど
り
み
ど
り
。
日
本
人
で
あ
る
私
も
知
ら
な
い
と
と
が
色
々

と
あ
ら
わ
れ
て
き
て
退
屈
せ
ず
に
読
み
進
む
と
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
読
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
心
配
に
な
っ
て
き
た
。
ド
イ
ツ

人
が
と
の
特
集
を
読
ん
で
、
日
本
は
乙
う
い
う
閣
で
あ
る
と
思
い
と
む
と
し
た

ら
困
っ
た
と
と
だ
と
思
う
。
乙
の
雑
誌
の
読
者
層
が
広
く
他
に
情
報
源
が

Z
し

い
だ
け
に
そ
の
危
険
性
は
高
い
。
誤
解
を
生
む
種
ば
い
た
る
所
に
ば
ら
ま
か
れ

て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
平
均
的
日
本
人
の
一
生
を
論
じ
た
レ
ポ
ー
ト
を
、
引
用
を
は

さ
み
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。
私
の
経
験
し
た
限
り
で
も
、
ド
イ
ツ
人
の
日
本
人

観
の
典
型
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ζ
ζ

で
は
平
均
的
日
本
人
と
し
て
「
中
村
さ
ん
」
に
霊
場
い
た
だ
く
。
レ
ポ

ー
ト
の
題
名
は
、
「
果
た
し
て
中
村
さ
ん
は
幸
福
で
あ
ろ
う
か
?
」

乙
乙
に
登
場
す
る
中
村
さ
ん
は
、
「
以
前
は
早
く
帰
宅
で
き
た
が
、
今
は
夜

更
け
て
か
ら
会
社
の
電
灯
を
消
し
て
婦
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
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他
の
人
よ
り
も
早
く
帰
宅
す
れ
ば
、
近
所
の
人
が
、
中
村
さ
ん
は
会
社
で
無
用

の
人
間
と
さ
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
彼
の
会
社
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
と

邪
推
す
る
。
彼
は
そ
ん
な
大
衆
の
圧
力
の
下
に
あ
る
人
間
」
で
あ
り
、
「
毎
日

真
夜
中
近
く
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
ゆ
ら
ゆ
ら
し
な
が
ら
帰
宅
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」

で
、
「
賃
金
生
活
者
(
♀

g
-
g
g又
曾
婦
問
)
と
は
別
の
も
の
」
と
筆
は
進
む
。

ド
イ
ツ
の
賃
金
生
活
者
は
、
日
本
の
賃
金
生
活
者
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
あ
る
会
社
に
入
る
乙

と
は
結
婚
よ
り
も
重
要
な
人
生
に
お
け
る
最
も
大
切
な
瞬
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
妻
は
ど
乙
で
も
見
つ
け
ら
れ
る
が
、
他
の
会
社
と
仕
事
は
め
っ
た
に
見
つ

け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
当
然
、
三
十
五
年
閥
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
家
庭
よ
り
も

会
社
で
は
る
か
に
長
い
時
聞
を
過
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
さ
ら
に
、
「
会

社
は
安
い
住
居
を
提
供
し
低
利
で
融
資
す
る
。
病
気
に
な
れ
ば
会
社
の
経
営
す

る
病
院
で
治
療
し
て
も
ら
え
る
し
、
会
社
は
時
に
は
嫁
捜
し
ま
で
し
て
く
れ
る
」

と
続
き
、
「
自
分
は
た
い
し
て
裕
福
で
な
く
て
も
会
社
の
業
績
が
上
が
れ
ば
喜

ぶ
」
。
と
れ
ら
の
と
と
は
ド
イ
ツ
人
の
思
い
浮
か
べ
る
賃
金
生
活
者
と
は
関
係

な
い
の
だ
。
ま
た
彼
ら
に
は
、
会
社
の
提
供
す
る
恩
恵
が
、
老
年
の
到
来
と
共

に
簿
わ
れ
る
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
ら
し
い
。

さ
ら
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
酒
と
パ
チ
ン
コ
が

紹
介
さ
れ
る
。
「
ほ
と
ん
ど
全
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
仕
事
の
後
グ
ル
ー
プ
で
酒

を
飲
み
に
行
き
、
仕
事
の
為
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
高
め
る
」
と
始
ま
り
、
「
日

本
に
は
一
五

O
万
の
ア
ル
中
患
者
が
い
て
、
公
衆
の
面
前
で
泥
酔
し
て
も
社
会

的
損
失
は
受
け
な
い
」
と
続
き
、
「
酔
っ
て
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
な
っ
た
夫
を
殺

害
し
た
女
性
は
、
長
く
と
も
数
週
間
鎖
に
つ
な
が
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
裁
判
所

は
判
決
で
ア
ル
コ
ー
ル
の
害
悪
を
呪
い
、
そ
れ
で
何
も
か
も
お
し
ま
い
で
あ
る
」

と
な
る
。
果
た
し
て
と
れ
は
事
実
で
あ
る
の
か
?

パ
チ
ン
コ
に
つ
い
て
は
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
喜
び
と
娯
楽
を
与
え
る
の
は

パ
チ
ン
コ
だ
け
で
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
パ

チ
ン
コ
に
年
平
均
三
八
二
マ
ル
ク
(
四
七
七
五

O
円
)
使
い
、
乙
れ
は
米
を
消

費
す
る
金
額
(
三

「
バ
チ
ン
コ
を
他
の
国
に
輸
出
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
全
て
失
欺
し
た
。
唯
一

の
例
外
は
ハ
ワ
イ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ハ
ワ
イ
に
は
た
く
さ
ん
の
日
系
人
が

い
る
ζ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
咽
笑
し
て
終
る
。

さ
ら
に
話
は
中
村
さ
ん
の
子
供
に
飛
火
し
て
ゆ
く
。
受
験
地
獄
の
紹
介
で
あ

る
。
「
世
界
で
最
も
過
酷
な
制
度
」
ま
で
は
よ
い
が
、
そ
れ
か
ら
が
何
と
も
す

さ
ま
じ
い
。
「
そ
の
戦
争
は
有
名
中
学
・
高
校
・
大
学
へ
と
導
く
小
学
校
の
入

試
か
ら
始
ま
り
」
さ
ら
に
、
「
小
学
校
で
は
生
徒
は
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、

グ
ル
ー
プ
同
士
の
競
争
が
強
制
さ
れ
る
」
。

ζ

の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
「
神

経
性
胃
炎
に
悩
む
学
童
の
数
は
激
増
し
、
そ
の
よ
う
な
学
童
の
為
の
病
院
も
建

て
ら
れ
、
そ
の
中
で
は
学
校
の
授
業
も
受
け
ら
れ
る
。
最
年
少
患
者
は
四
歳
で

あ
る
」
。
そ
し
て
、
「
子
供
に
能
力
が
な
い
場
合
に
は
、
教
師
に
わ
た
す
わ
い

ろ
が
そ
の
子
を
救
う
。
五

O
0
0
0
マ
ル
ク
ハ
六
二
五
万
円
)
程
度
の
わ
い
ろ

は
ざ
ら
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
。

次
に
、
試
験
を
め
ぐ
る
自
殺
の
諸
例
。
例
え
ば
、
「
交
通
事
故
に
あ
っ
て
三

ヶ
月
の
重
傷
を
負
っ
た
娘
に
な
お
入
学
試
験
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
母
親
は
、

毎
日
病
院
で
が
ん
ば
っ
て
い
た
が
、
娘
が
試
験
合
格
不
可
能
と
見
て
と
る
や
、

真
夜
中
娘
を
絞
殺
し
た
」
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
、
「
頻
繁
に
起
乙
る
の
で
、
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日
本
で
は
も
は
や
乙
の
よ
う
な
事
件
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
は
な
い
」
と
結

ぼ
れ
る
。
そ
し
て
、
と
の
よ
う
な
地
獄
を
通
り
抜
け
た
後
で
、
「
さ
ほ
ど
恵
ま

れ
た
収
入
が
約
束
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
、
と
乙
で
両
国
の
国
民
一
人
あ
た
り

の
年
平
均
収
入
が
紹
介
さ
れ
る
。
〈
日
本

l
一
五
九
五
一
マ
ル
ク
、
西
独
|

二
一
八
五
九
マ
ル
ク
)
。

さ
ら
に
様
々
な
中
村
さ
ん
の
、
す
な
わ
ち
平
均
的
日
本
人
の
生
活
が
紹
介
さ

れ
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
聞
が
立
て
ら
れ
る
。
「
中
村
さ
ん
は
い
っ
た
い
幸
福

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
西
洋
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
し
み
っ
た
れ
た

つ
ら
い
学
校
生
活
、
た
い
し
て
金
に
な
ら
な
い
仕
事
、
惨
め
な
家
庭
生
活
、
荒

涼
と
し
た
性
生
活
と
暗
い
老
年
を
過
ご
し
た
。
彼
は
常
に
単
な
る
集
団
の
動
物

で
あ
っ
た
の
だ
」
。
「
西
洋
の
水
準
に
準
拠
す
れ
ば
、
中
村
氏
は
幸
福
で
あ
る
は

ず
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
は
西
洋
で
は
な
い
。
彼
は
深
い
満
足
を
味
わ
っ
た

の
だ
。
彼
に
と
っ
て
は
、
彼
の
属
し
て
い
る
会
社
が
成
功
を
収
め
、
世
界
市
場

を
征
服
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
幸
福
な
の
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
日
本
に

怯
そ
の
様
な
会
社
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
同
じ
く
無
数
の
幸
福
な

中
村
さ
ん
が
い
る
の
で
あ
る
。
中
村
さ
ん
は
、
今
自
分
自
身
と
そ
の
園
を
誇
り

り
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。

日
本
人
は
外
国
人
の
日
本
観
を
聞
く
の
を
好
む
。
し
か
し
、

ζ

の
よ
う
な
記

事
を
読
ん
で
歓
迎
の
意
を
表
す
る
日
本
人
は
多
く
は
あ
る
ま
い
。
部
分
的
に
は

傾
聴
に
価
す
る
言
辞
も
あ
る
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
一
面
的
な
記
述
で
あ
る
し
、

「
異
な
る
風
土
・
慣
習
・
価
値
を
持
っ
た
国
を
把
握
し
理
解
す
る
た
め
に
、
他

の
価
値
基
準
を
導
入
し
比
較
し
断
定
す
る
ζ

と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
当
然

の
前
提
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
目
本
を
理
解

し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
淡
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
ド
イ
ツ
で
も
事
情
は
上
に

述
べ
た
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

な
ぜ
日
本
を
知
ら
な
い
か
?
日
本
に
対
す
る
関
心
が
低
い
の
か
?
そ
れ
は
、

日
本
が
遠
く
離
れ
た
極
東
ア
ジ
ア
の
国
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
理
的
な
距
離
の
聞

き
が
、
そ
の
ま
ま
関
心
の
低
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
日
本
か
ら
学
ぶ
必
要
を
感
じ
た
ζ

と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
は
し
だ
い
に
そ
の
よ
う
な
態
度
を
変
え
つ
つ
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
乙
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
反
省
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
日
本
が
強
力
な
経
済
力
を
背
景
に
、
か
つ
て

は
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
脅
か
す
よ
う
に
な
っ
た
今
日
、
今

ま
で
の
よ
う
に
日
本
を
無
視
す
る
と
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に

あ
げ
た
『
ウ
エ
ル
ト
』
の
特
集
記
事
も
『
シ
ュ
テ
ル
ン
』
の
付
録
も
そ
の
一
つ

の
現
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
と
に
見
ら
れ
る
日
本
は
、
第
一
に
、
経
済
進
出

・
経
済
成
長
と
い
う
点
の
み
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
し
、
第
二
に
、
西
洋
の

慣
習
・
価
値
基
準
を
中
心
に
す
え
た
上
で
、
奇
妙
な
固
と
し
て
の
日
本
を
お
も

し
ろ
お
か
し
く
描
く
傾
向
が
強
い
。

単
な
る
旅
人
で
な
け
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
日
本
と
の
聞
に
横
た
わ
る
深
い
深
い
溝
、
ま
と
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
機
会

に
直
視
す
る
を
免
れ
な
い
断
絶
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
に
対
す
る
同
情
な
き
態

度
、
『
シ
ュ
テ
ル
ン
』
の
特
集
記
事
は
私
に
そ
れ
ら
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
た
の

-~-

で
あ
る
・

し
か
し
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
・
が
企
画
編
集
し
た
も
の
な
ら
ば
い
た
し
か
た
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
誤
解
は
や
は
り
日
本
も
犯
し
て
い
る
。
た



と
え
ば
、
今
夏
の
西
ド
イ
ツ
で
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
プ

l
ム
の
捉
え
方
で
あ
る
・
日

本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
「
西
ド
イ
ツ
は
い
ま
、
左
右
両
極
で
、
左
翼
過
激
派
西
独

赤
軍
の
テ
ロ
と
ヒ
ト
ラ
ー
プ

l
ム
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
」
・

「
問
題
の
根
の
と
と
ろ
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
亡
霊
が
か
ら
ん
で
い
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
ヒ
ト
ラ
ー
プ
l
ム
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
た
り
、
そ
の
中
に
ナ
チ
ズ

ム
の
再
台
頭
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
人
さ
え
い
る
。
私
の
経
験
か
ら
削
切
断
す

る
限
り
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。

ヒ
ト
ラ
ー
プ

l
ム
に
火
を
つ
け
た
伝
記
映
画
を
私
は
三
回
見
た
。
そ
れ
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
を
台
頭
さ
せ
た
の
は
ド
イ
ツ
大
衆
社
会
の
欲
望
と
幻
想
で
あ
っ
た
と

ド
イ
ツ
国
民
の
責
任
を
告
発
し
て
い
る
と
私
に
は
思
え
た
@
ま
た
、
『
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
』
と
い
う
雑
誌
の
ヒ
ト
ラ
ー
特
集
は
、
「
我
#
の
子
供
達
の
歴
史
像
|

ヒ
ト
ラ
ー
は
い
か
に
事
実
と
違
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
副
題
が
示

す
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
若
い
世
代
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
無
知
を
指
摘
し
て
い

た
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
と
の
よ
う
な
側
面
を
あ
ま
り
に
軽
視
し
て
い
る
。

話
が
少
し
横
に
そ
れ
た
が
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
に
対
す
る
無
知
の

責
任
の
多
く
は
、
や
は
り
日
本
の
側
に
も
あ
る
と
思
う
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
日
本
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
乙
と
を

し
て
い
る
の
か
。

福
田
首
相
は
、
『
シ
ュ
テ
ル
ン
』
の
誌
上
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
欧
州
の
大
学

で
は
日
本
の
事
情
を
あ
ま
り
に
教
え
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
問
題
は
一
歩
も
前
進
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
際
交
流
資
金
の
何
箔
が

日
本
研
究
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
日
本
側

が
、
財
政
的
な
負
担
を
覚
悟
の
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
日
本
研
究
機
関

を
設
立
す
る
く
ら
い
の
熱
意
を
示
さ
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
人
は
日
本
語
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
欲
に
欠
け
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
日
本
語
を
教
え
て
も
わ
か
る
は
ず
が
な
い
と
か
、
乙
ち
ら
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
話
す
べ
き
な
の
だ
と
い
う
考
え
で
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
諦
め

て
い
る
。
し
か
し
、
完
全
に
マ
ス
タ
ー
で
き
な
く
て
も
、
言
葉
を
学
ぶ
乙
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
を
持
つ
国
へ
の
関
心
は
高
ま
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

い
か
に
知
識
が
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、
言
葉
を
知
っ
て
も
ら
う
と
と
の
意
義
は

重
大
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
は
ゲ

1
テ
協
会
を
は
じ
め
、
外
国
人
の
為
の
ド
イ
ツ

語
教
育
組
織
は
多
く
、
研
究
も
大
変
進
ん
で
い
る
。
ゲ

l
テ
協
会
か
ら
派
遣
さ

れ
た
ド
イ
ツ
語
教
育
専
門
家
は
全
世
界
に
ち
ら
ば
り
、
ど
う
す
れ
ば
外
国
人
に

ド
イ
ツ
語
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
を
研
究
す
る
た
め
に
日
夜
努
力
を
重
ね
て

い
る
。
と
の
地
道
な
努
力
が
、
ド
イ
ツ
語
が
国
際
語
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
に

ど
れ
だ
け
貢
献
し
て
い
る
乙
と
か
。
日
本
も
ゲ
l
テ
協
会
の
よ
う
な
、
外
国
人

の
為
の
日
本
語
教
育
機
関
を
設
立
し
、
積
極
的
に
海
外
へ
日
本
語
を
普
及
さ
せ

る
た
め
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

4
M

。
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理
解
と
は
相
互
理
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
日
本

が
果
た
す
べ
き
役
割
は
小
さ
く
な
い
。
官
民
一
体
と
な
っ
て
、
日
本
語
の
普
及

・
政
治
・
経
済
及
び
文
化
の
実
情
を
知
ら
せ
る
乙
と
に
カ
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
短
期
間
の
旅
行
者
で
・
さ
え
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

も
か
く
、
日
本
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
の
日
本
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
は
、
一

O
O年
前
の
関
係
の
正
反
対
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

ハ
や
す
の
・
ま
さ
あ
き
ド
イ
ツ
語
科
四
年
)
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て

|
|
最
近
の
軍
民
関
係
研
究
動
向
|
|

一
、
序

雷

フ
7

イ
ナ

l
教
授
の
寸
宮
玄
曲
目
。
白
担

osgnwが
再
版
さ
れ
た
。
①
乙

の
初
版
本
が
出
さ
れ
た
一
九
六
二
年
か
ら
七
五
年
に
到
る
十
数
年
は
、
非
西
畦

世
界
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
寧
事
政
権
」
の
隆
盛
と
相
侠
っ
て
、
将
に
軍
民
関

係
研
究

(
a
i
-
-
S
E
s
q
s
E
a
o
a
yが
曲
り
な
り
に
も
比
較
政
治
学
の
領

域
に
お
い
て
地
歩
を
確
立
し
て
き
た
歴
史
で
あ
っ
た
。
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な

く
、
非
西
欧
世
界
の
政
治
的
現
実
を
理
解
す
る
上
で
、
軍
部
研
究
は
カ
ギ
と
な

る
。
そ
れ
も
、
ミ
リ
タ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
た
ぐ
い
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
で
は
な
く
、

軍
部
の
政
治
的
役
割
、
な
い
し
は
軍
部
の
「
政
治
介
入
」
と
い
っ
た
政
治
社
会

学
的
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
分
野
に
お
け
る
日
本
の
研
究
は
、

は
な
は
だ
心
細
い
限
り
で
あ
る
。
ま
た
と
の
分
野
に
関
す
る
限
り
現
実
の
第
三

世
界
の
政
治
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
究
め
て
リ
ア
ル
に
認
識
す
る
目
を
待
た
な
く
て

遅
野
井

茂

雄

(
筑
波
大
学
大
学
院
)

は
な
ら
ぬ
が
、
日
本
の
既
存
研
究
は
と
の
面
に
お
い
て
も
心
細
い
限
り
で
あ
る
。

例
え
ば
、
と
と
二
、
三
年
の
中
国
の
政
治
過
程
は
、
「
あ
る
べ
告
、
き
と
い
っ
た

虚
像
で
は
な
く
、
軍
部
の
政
治
支
配
カ
の
認
識
と
政
治
的
力
学
を
地
道
に
見
据

え
る
と
と
の
重
要
性
を
示
す
最
良
の
教
訓
で
あ
っ
た
。
と
れ
は
、
ミ
ク
ロ
な
細

部
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
予
測
の
当
り
は
ず
れ
と
い
っ
た
チ
ャ
チ
な
と
と
で
は
な
い
。

将
来
の
第
三
世
界
の
行
く
末
を
見
守
り
、
建
設
的
な
新
国
際
政
治
秩
序
の
実
現

の
た
め
に
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ζ

と
で
あ
る
。

乙
の
小
稿
の
目
的
は
、
フ
T

イ
ナ

l
教
授
の
著
作
が
再
版
さ
れ
た
の
を
機
会

に
、
最
近
の
軍
民
関
係
研
究
の
傾
向
を
ざ
っ
と
概
括
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
尚
、
筆
者
の
専
攻
領
域
の
関
係
上
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
箪
民
関
係
に

そ
の
関
心
の
多
く
が
注
が
れ
て
い
る
と
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

-ω一

ニ、

h
y
I

ム



軍
部
と
文
民
を
厳
格
に
分
離
す
る
思
考
方
法
は
、
明
ら
か
に
文
民
に
よ
る
軍

部
の
統
制

(
a
i
-
Eロ
noロ可
O己
一
が
制
度
化
さ
れ
た
国
々
の
バ
イ
ア
ス
の
呪
縛

か
ら
免
れ
て
い
な
い
。
と
の
対
立
二
分
法

(
e
n
v
a
o
gご
は
、
非
西
欧
世
界
の

政
治
研
究
や
軍
部
の
政
治
的
役
割
一
を
理
解
す
る
上
で
障
害
と
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
日
本
で
広
く
一
般
的
に
呼
称
レ
ッ
テ
ル
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
軍
事
政
権
、

文
民
政
権
と
い
っ
た
二
分
法
は
、
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

つ
ま
り
と
の
二
分
法
に
よ
っ
て
現
実
の
軍
部
と
文
民
勢
力
と
の
多
様
な
関
係
性

①
 

を
無
視
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
ュ
ー
バ
に
関
す
る
最
近

の
研
究
で
、
ホ
ル
ヘ
・
ド
ミ
ン
ゲ
ス
は
、
シ
ゲ
イ
ツ
ク
・
ソ
ル
ジ

7
1
〈
nFan

g
E
Z円
)
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
い
る
。
あ
る
程
度
長
期
に
わ
た
る
革
命

闘
争
を
経
て
き
た
社
会
主
義
政
権
に
共
通
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
キ
ュ
ー

バ
の
如
き
政
治
状
況
に
お
い
て
は
、
軍
・
民
の
境
界
線
が
不
明
瞭
化
し
、
軍
人
が

「
軍
民
両
生
活
の
大
部
分
を
支
配
し
、
革
命
的
伝
統
と
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
l
の
体

現
者
と
な
り
、
共
産
党
の
規
範
と
組
織
を
体
内
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
自
ら
を

文
民
化
、
政
治
化
し
、
教
育
を
通
じ
て
軍
・
政
・
管
理
、
技
術
、
経
済
、
教
育

の
専
門
家
と
な
る
」
②
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
ン
ド
・
コ

l
ポ
レ

l
シ
ヨ
ン
の

D

・
ロ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
「
寧
民
連
携

(nF三
T
5
5
s
q
n
o由
民

a
o
S
〉
」
と
い

う
概
念
を
用
い
て
、
け
っ
し
て
二
分
化
で
き
な
い
両
者
の
同
盟
、
連
携
、
依
存

の
パ
タ
ー
ン
を
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
大
統
領
職
を
形
式
上

誰
が
占
め
る
か
に
時
h
y
か
↑
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
経
験
上
の
共
通
事
実
は
、

軍
民
連
携
に
よ
る
支
配

(
E
Z
σ
司

ai--g邑
S
弓

n
o
ω
-
E
o
g
)
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
軍
民
政
権
〈

a
iナ
B
E
s
q
g
m
-
s
z
』
と
し
て
概
念
化
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
文
民
対
軍
部
と
い
っ
た
二
分
法
に
基
づ
い
た
あ
る
連
続

性
の
上
に
立
つ
も
の
で
も
、
両
者
の
混
合
で
も
な
い
。
:
:
・
:
:
そ
れ
は
、
ち
ょ

う
ど
権
威
主
義
体
制
が
、
全
体
主
義
と
民
主
主
義
の
混
合
体
制
で
な
い
の
と
同

角
.
@

じ
よ
う
に
、
独
自
の
意
味
を
も
つ
た
政
権
で
あ
る
。
」
〈

し
た
が
っ
て
、

ζ

の
よ
う
な
観
点
に
た
て
ば
、
「
軍
民
関
係
研
究
」
と
い
う

言
葉
そ
れ
自
体
も
適
切
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
意
味
合
い
を
包
含
す
る
よ
う
な

概
念
の
創
出
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
メ
キ
シ
コ
の
軍
部
は
非
政
治
化
さ
れ
て
い

る
と
か
、
軍
部
の
政
治
介
入
と
い
う
い
い
方
も
、
現
実
の
政
治
文
脈
の
上
か
ら

、
@

み
れ
ば
、
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
し
ま
た
更
に
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
を
単

に
「
軍
国
主
義
」
と
だ
け
訳
す
乙
と
は
、
日
本
の
歴
史
的
被
拘
束
性
も
さ
る
乙

R
E
H
-

と
な
が
ら
、
や
は
り
適
切
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
(

一
、
職
業
専
門
化

一切一

軍
部
の
政
治
支
配
の
動
機

(goa，

g
a
a弱
)
は
何
か
。
何
故
、
軍
部
は
政

治
に
「
介
入
」
す
る
の
か
。

と
の
よ
う
な
し
慣
れ
た
疑
問
を
発
す
る
時
、
と
も
す
れ
ば
、
軍
部
を
歴
史
的

に
政
治
の
枠
外
に
と
じ
込
め
よ
う
と
し
て
成
功
し
て
き
た
国
身
の
諸
条
件
を
基

礎
に
推
論
し
が
ち
で
あ
る
。
か
つ
て
サ
ム
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
軍
部
に

対
す
る
文
民
統
制
を
議
会
や
社
会
階
級
、
政
党
と
い
っ
た
文
民
政
治
努
力
の
軍

部
に
対
す
る
権
力
増
大
を
は
か
る
「
主
観
的
文
民
統
制

(
E
Z
g
g
a『
自

a
i
z
g

noロ宵
o-)
」
と
、
軍
部
の
職
業
専
門
化
(
買
え
曲
目
的
』
O
B
Z
N
曲
位
。
ロ
)
一
の
達
成
一
に

よ
る
「
客
観
的
文
民
統
制
〈

OZSEa『叩
a
i
z
g
n
oロ可
oこ
」
の
ニ
つ
の
主

要
側
面
を
識
別
し
た
。
①
そ
し
て
ζ

の
職
業
専
門
化
の
要
素
を
、
軍
事
技
術
的



専
門
主
義
の
徹
底
と
国
家
に
対
す
る
責
任
性
、
そ
れ
に
軍
部
の
組
織
的
自
律
性

に
求
め
た
。
ま
た
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
と
の
職
業
専
門
化
が
徹
底
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
政
治
介
入
を
抑
制
し
、
逆
に
そ
の
分
化
と
職
業
化
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど

介
入
の
契
機
は
高
ま
る
と
論
じ
た
。
②
と
の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
職
業
専
門
化
に

つ
い
て
の
特
殊
な
定
義
に
基
づ
い
た
政
治
介
入
抑
制
の
条
件
に
異
を
唱
え
た
の

は
、
フ
ァ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
職
業
専
門
化
の
徹
底

に
よ
る
だ
け
で
は
介
入
の
抑
制
に
は
け
し
て
十
分
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
、
文

民
優
位
の
原
則
を
軍
部
が
信
ず
る
乙
と
、
更
に
政
治
介
入
を
す
る
乙
と
に
よ
っ

て
生
ず
る
戦
闘
能
力
の
減
退
、
軍
内
部
の
政
治
的
分
裂
に
よ
る
内
乱
の
発
生
、

し
い
て
は
軍
の
組
織
制
度
そ
の
も
の
を
壊
滅
さ
せ
る
ζ

と
に
な
り
は
し
な
い
か

。③

と
い
っ
た
軍
将
校
の
恐
れ
を
追
け
加
え
た
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
種
の
フ

ァ
イ
ナ
!
の
介
入
抑
制
条
件
は
、
文
民
優
位
の
伝
統
を
有
し
て
と
な
か
っ
た
国

身
に
お
い
て
は
、
そ
の
政
治
文
化
の
異
質
性
の
た
め
に
、
そ
も
そ
も
意
味
を
失

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
種
の
伝
統
を
欠
き
、
経
済
発
展

を
急
務
と
し
て
い
る
非
西
欧
社
会
に
お
い
て
は
、
教
育
的
技
術
的
な
軍
部
の
近

代
化
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
流
の
職
業
専
門
化
の
深
化
は
、
必
然
的
に
軍
部
の
政
治

的
発
言
力
の
拡
大
強
化
と
全
面
的
軍
部
支
配
@
に
つ
な
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

乙
の
点
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
十
分
に
軍
部
が
職
業
専
同
化
し
て
お
り
、

「
独
裁
者
の
黄
昏
」
⑤
が
去
り
「
軍
政
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
⑥
が
六

0
年
代
中

葉
以
降
開
始
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
、
軍
部
の
政
治
的
役
割
に
注
目
し
て
き

た
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ナ
ン
は
軍
事
的
職
業
専
門
主
義

(
g
s
s
q
買
え
g回
目
。
ロ
田
口

mg)
か
ら
職
業
専
門
的
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
(
胃
?

同

Eos-EZES)
へ
の
発
展
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
「
前
者
は

状
態
で
あ
り
状
況
で
あ
る
。
後
者
は
状
況
で
も
状
態
で
も
な
く
一
軍
事
的
エ

l
ト

【

'e】

ス
に
基
づ
い
た
国
家
社
会
に
対
す
る
一
群
の
態
度
で
あ
る
。
」
(
ま
た

A
・
ス

テ
パ
ン
は
、
-
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
流
の
「
対
外
防
衛
の
旧
来
の
職
業
専
門
主
畿
」
が

冷
戦
以
降
六

0
年
代
初
頭
を
お
そ
っ
た

n
s
s
a
g
R官
塁

a
s
E
S
に
よ

っ
て
徹
底
し
「
圏
内
治
安
と
国
家
発
展
の
新
た
一
な
職
業
専
門
主
義
」
に
変
質
し

た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
対
照
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
@

(
軍
部
の
役
割
)

対
外
安
全
保
障
|
↓
圏
内
安
全
保
障

(
政
府
に
対
す
る
文
民
の
姿
勢
)

文
民
が
政
府
の
正
統
性
を
認
め
る
|
↓
社
会
の
分
断
が
政
府
の
正
統
性
に

挑
戦

(
要
求
さ
れ
る
軍
の
技
術
)

政
治
的
技
術
に
無
関
係
な
高
度
に
専
同
化
し
た
技
術
|
↓
高
度
に
相
互
連

関
し
た
政
治
軍
事
的
技
術

(
軍
部
の
職
業
専
門
的
行
為
の
規
模
)

制
限
さ
れ
て
い
る
|
↓
無
制
限

(
専
門
社
会
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
)

軍
部
に
政
治
的
中
立
性
を
賦
与
|
↓
軍
部
を
政
治
化
す
る

(
軍
民
関
係
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
)

-91ー

非
政
治
的
軍
部
と
文
民
支
配
|
+
軍
部
の
政
治
的
管
理
主
義
(
ヨ
自
白
唱
円
-

Z
S
)
と
権
威
主
義
的
役
割
の
拡
大

そ
し
て
彼
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
(
一
九
六
四
↓
〉
、
ペ
ル

l
(
一
九
六
八
↓
)
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
(
一
九
六
六
↓
)
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
(
一
九
六
五
↓
)
の
各
軍



部
を
典
型
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
ラ
ン
ド
・
コ

1
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
の
ル

イ
ヒ
・
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
は
、
先
進
諸
国
に
比
し
て
劣
っ
て
い
る
兵
器
体
系
を

有
し
な
が
ら
も
、
低
開
発
社
会
に
い
て
自
ら
を
近
代
的
な
職
業
専
門
化
に
し
よ

う
と
す
る
ペ
ル

l
将
校
閣
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。
「
最
高
の
教
育
的
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
戦
争
の
要
求
す
る
技

術
兵
器
体
系
は
、
自
分
た
ち
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
:
:
:
・
:
お
そ
ら
く
、
期

せ
ず
し
て
ペ
ル
ー
の
よ
う
な
低
開
発
諸
国
に
お
け
る
現
代
的
な
軍
事
技
術
の

『
無
意
味
性
(
可

E
2
g
h叩
)
』
は
、
国
家
発
展
の
た
め
の
技
術
的
組
織
的
能

【

aHV】

力
の
貯
蔵
庫
と
し
て
、
将
校
図
の
重
要
性
を
強
調
す
る
だ
ろ
う
。
」
(

回
、
軍
部
と
社
会

い
う
ま
で
も
な
く
、
軍
部
の
政
治
「
介
入
」
、
政
治
参
加
を
考
察
す
る
際
に

は
、
軍
部
そ
れ
自
身
と
そ
れ
を
取
り
ま
く
政
治
社
会
的
特
質
の
双
方
か
ら
研
究

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
乙
れ
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
先
験
的
(
曲
宮
山
O

ユ)

な
命
題
が
存
在
し
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
よ
う
な
軍
部
と
政
治
社

会
の
相
互
関
係
を
無
視
し
て
き
た
乙
と
に
誤
り
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
政
治
参

加
に
押
し
出
す
(
宮
島
)
軍
部
内
部
の
条
件
」
と
「
軍
部
の
政
治
参
加
を
引

き
出
す
(
宮
口
)
外
部
の
文
民
政
治
的
文
脈
の
特
質
」
①
の
相
互
関
係
と
い
う

観
点
に
た
っ
て
、
軍
部
の
組
織
制
度
の
発
展
と
、
内
部
ド
ク
ト
リ
ン
、
更
に
社

会
の
近
代
化
の
程
度
と
政
治
参
加
、
政
治
発
展
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
い
っ
た
広
範
囲

に
わ
た
る
諸
問
題
を
連
関
構
造
的
体
系
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
点
、
フ
ァ
イ
ナ

i
の
著
作
と
並
ん
で
最
近
の
研
究
業
績
の
う
ち
、
，
エ
イ
プ

ラ
ハ
ム
・
ロ

l
ウ
ェ
ン
ソ
ル
編
集
の
〉
ロ

E
g
g
-弘
刃
】

-saSF忠
吉

-

向

。
t
M
】

〉
自
由
ロ
ロ
釦
〈
は
、
上
の
よ
う
な
視
点
に
た
つ
六

0
年
代
以
降
の
論
文
を
十
数

編
収
め
た
す
ぐ
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。

軍
部
の
政
治
参
加
の
動
機
を
は
じ
め
と
す
る
軍
部
研
究
は
、
類
型
化
の
危
険

性
を
犯
し
て
列
挙
す
れ
ば
概
ね
次
の
諸
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

H
自
由
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
も

同
国
益
・
開
発
主
義
(
色
相
互

oEgg--a)
ア
プ
ロ
ー
も

回
階
級
代
表
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

同
軍
部
の
組
織
制
度
的
利
益
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ

H
自
由
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

自
由
主
義
的
諸
価
値
の
強
調
と
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
敵
怠
か
ら
文
民
諸

勢
力
に
よ
る
「
主
観
的
」
統
制
を
伝
統
と
し
て
有
し
て
き
た
西
欧
の
歴
史
を
前

提
と
す
る
も
の
で
、
非
西
欧
世
界
の
軍
部
に
関
す
る
初
期
の
研
究
者
に
は
、
乙

の
立
場
に
た
つ
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
軍
部
に
よ
る
政
治

支
配
を
病
理
現
象
的
に
し
か
捉
え
る
ζ

と
が
で
き
ず
、
⑤
将
校
の
社
会
的
出
自

(
g
a色
。
丘
町
時
自
)
も
貴
族
的
支
配
階
級
か
ら
と
し
か
み
る
と
と
が
で
き
な

【

a'M

か
っ
た
。
(
つ
ま
り
、

-92ー

「
軍
将
校
が
政
治
に
介
入
す
る
の
は
、
強
力
な
中
産
階

級
を
欠
い
た
前
工
業
社
会
に
典
型
的
で
あ
ん
吻
」
と
か
、
支
配
を
文
民
支
配
と
同

等
視
し
が
ち
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
み
な
と
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
。

同
国
益
・
開
発
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ

乙
の
立
場
は
、
ル
シ
ア
ン
・
パ
イ
の
よ
う
に
「
未
組
織
状
態
に
あ
る
過
渡
期



社
会

(
H
B
E
E
S邑
田
門

E
a
g
)
に
人
工
的
に
導
入
さ
れ
た
近
代
的
制
度
と

③
 

し
て
の
軍
部
の
政
治
的
含
蓄
」
を
強
調
し
、
ま
た
そ
の
戦
略
的
性
格
上
、
外

国
と
の
相
対
化
を
可
能
に
す
る
立
場
に
あ
る
た
め
自
国
の
後
進
性
を
認
識
し
て
、

党
派
的
文
民
的
利
害
関
係
を
超
越
し
、
愛
国
心
に
立
脚
し
て
開
発
・
近
代
化
・

発
展
を
志
向
し
て
国
益
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
軍
部
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を

捉
え
て
い
る
。
乙
の
ナ
セ
ル
主
義
的
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ
た
モ
デ
ル
は
、
近
代

化
推
進
、
国
家
統
合
と
建
設
勢
力
と
し
て
の
軍
部
と
い
う
視
点
か
ら
、
軍
将
校

の
社
会
的
出
自
が
低
中
産
階
病
で
あ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
の
諸

経
験
に
多
く
を
依
存
し
て
お
り
、
そ
れ
に
比
し
て
工
業
化
の
水
準
が
著
し
く
異

な
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
は
適
用
有
意
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
え
る
。
乙

の
立
場
は
、
〈
保
守
的
〉
と
も
〈
理
想
主
義
的
〉
と
も
〈
ネ
オ
・
へ

l
ゲ
リ
ア

ン
〉
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
o
⑨

国
階
級
代
表
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

同
の
立
場
が
「
国
家
と
軍
服
を
着
た
下
僕
が
公
共
の
利
益
を
体
現
す
る
」
⑮

の
に
対
し
て
、

ζ

の
立
場
に
た
つ
研
究
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

7

ル
ク
ス
的
な

支
配
階
級
の
執
行
部
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ネ
オ
・
へ

l
ゲ
リ
ア
ン
に
対
し

て
ネ
オ
・
マ
ル
キ
ス
ト
と
も
呼
称
さ
れ
る
が
、
乙
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

H
と
も
連

動
す
る
部
分
を
有
し
て
い
る
。
ホ
セ
H

ヌ
ン
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
軍
将
校
の

出
自
が
殆
ど
中
産
階
級
で
あ
る
乙
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

中
産
階
級
の
同
質
性
を
強
調
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
ポ
ジ
テ
ィ
グ
に
捉
え
る
と
と

に
反
対
し
、
そ
の
異
質
性
と
保
守
性
を
強
調
し
て
次
の
よ
う
な
命
題
を
た
て
た
。

「
軍
部
の
政
治
介
入
主
義
は
、
中
産
階
級
を
脅
か
す
も
の
で
も
な
く

(
H
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
如
く
)
、
中
産
階
級
の
代
替
に
も
な
ら
な
い
(
同
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
如
く
)
。
そ
れ
は
中
産
階
級
を
代
表
し
、
乙
の
階
級
が
無
能
で
あ
る
た
め
に

・
き
わ
め
て
統
合
さ
れ
た
支
配
集
団
と
し
て
確
立
で
き
な
い
と
と
の
、
代
償
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
凶
@
ま
た
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
「
社
会
が
変
動
す
る
に
つ

れ
て
軍
部
の
役
割
も
変
っ
て
く
る
。
寡
頭
制
の
世
界
で
は
、
軍
人
は
急
進
的
で

あ
る
。
中
間
階
級
の
枇
界
で
は
、
軍
人
は
参
加
者
で
あ
る
と
同
時
に
調
停
者
で

あ
る
。
大
衆
社
会
が
現
わ
れ
て
く
る
に
従
っ
て
、
軍
人
は
現
行
秩
序
の
保
守
的

な
保
縫
者
に
な
る
。
」
⑫
と
い
う
有
名
な
命
題
を
う
ち
た
て
た
。
つ
ま
り
中
産

階
級
に
は
政
治
参
加
の
扉
を
聞
く
が
、
低
下
胞
に
は
閉
じ
る
門
衡
の
役
割
を
す

る
の
が
軍
部
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
従
米
の
軍
部
の
組

織
的
特
性
を
強
調
し
て
き
た
幾
多
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
臭
を
唱
え
て
、
「
政
治
K

対
す
る
箪
の
介
入
の
最
も
重
要
な
原
因
は
軍
事
的
な
も
の
で
は
な
く
政
治
的
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
の
政
治
的
制
度
的
構
造
を
反
映
し
て
い
る
」
⑬
と
主

張
し
た
の
は
正
鵠
を
得
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
政
治
参
加
と
安
定
に

関
す
る
考
察
の
輝
く
ば
か
り
の
明
噺
さ
は
、
当
然
の
ζ

と
な
が
ら
多
く
の
重
要

。
⑬

な
点
を
代
償
に
し
た
上
で
成
立
し
て
い
る
つ
ま
り
、
彼
は
、
移
り
ゆ
く
社
会

制
度
的
特
質
の
変
化
の
中
に
、
軍
部
を
あ
ま
り
に
も
独
立
的
な
変
数
と
み
た
て
、

軍
部
の
内
的
発
展
の
契
機
を
捉
え
損
ね
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

M
・
ジ
ァ
ノ
ピ

ッ
ツ
の
『
新
興
国
と
軍
部
』
⑮
を
批
判
し
て
逆
の
極
端
の
方
向
に
行
き
す
ぎ
た

き
ら
い
が
あ
る
。
⑮
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
つ
意
義
は
、
軍
部
の
政
治
参
加
を

金
政
治
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
乙
ろ
に
あ
る
が
、
乙
の
ア
プ
ロ

ー
チ
の
命
題
そ
の
も
の
は
、
歳
近
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
特
に
ペ
ル

l
軍
部
め

急
進
性
に
よ
っ
て
経
験
的
に
反
駁
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
⑫

同
軍
部
の
組
織
制
度
的
利
益
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ

-93-



軍
部
は
所
詮
軍
部
に
・
す
ぎ
ず
、
厳
格
な
規
律
と
上
か
ら
の
命
令
体
系
の
下
で
、

十
代
後
半
か
ら
軍
人
教
育
を
・
つ
け
た
将
校
た
ち
は
、
根
っ
か
ら
の
「
軍
人
」
に

な
り
社
会
的
出
自
や
社
会
階
級
的
背
景
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
い
う
議

論
は
、
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
な
ど
に
よ
り
耳
慣
れ
て
い
る
。
⑮
上
述
の
三
ア
プ
ロ

ー
チ
と
は
異
な
り
、
乙
の
立
場
に
た
つ
研
究
者
は
、
軍
部
の
集
団
的
全
体
的
な

制
度
組
織
的
な
自
己
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
軍
部
が
政
治
に
「
介
入
」
す
る

と
指
摘
し
て
い
る
。

ζ

の
種
の
利
益
と
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
学
の
泰
斗
、

M

・ニ

l
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
軍
部
の
団
結
、
統
一
性
、
上
級
将
校
の
下
士
官
に

対
す
る
権
威
、
武
力
の
独
占
、
軍
部
の
文
民
に
対
す
る
特
殊
な
地
位
、
軍
事
予

算
の
維
持
、
軍
制
度
の
文
民
か
ら
の
自
律
性
、
民
間
人
と
の
良
好
な
関
係
、
軍

部
の
社
会
的
威
信
、
国
境
防
衛
と
そ
の
準
備
、
国
安
秩
序
、
と
い
っ
た
幅
広
い

も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑮
た
と
え
ば
、
悪
名
高
き
軍
部
の
反
共
主
義
は
、
そ
の

イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
l
や
社
会
階
級
的
政
治
的
意
味
合
い
と
い
う
点
か
ら
で
は
な
く
、

共
産
主
義
政
権
が
既
存
の
正
規
軍
制
度
を
解
体
し
て
革
命
的
義
勇
軍
(
自
己
主
巴

を
創
設
す
る
と
い
う
(
キ
ュ
ー
バ
の
例
の
如
く
)
恐
れ
か
ら
だ
と
い
う
。
@

乙
の
点
、
最
近
の
チ
リ
の
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
の
倒
壊
も
、
ア
ジ
ェ
ン
デ
に
よ
る

義
勇
軍
創
設
の
ほ
の
め
か
し

(gao宮
m
-
邑
g号
色
g
)
に
よ
る
そ
C
武

力
の
独
占
に
脅
威
を
感
じ
た
チ
リ
軍
部
の
恐
怖
が
大
き
な
一
因
で
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
研
究
者
が
多
い
。
@
し
か
し
な
が
ら
、

ζ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
根
本

的
な
誤
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
軍
部
を
一
枚
岩
的
な
統
一
集
団
だ
と
捉
え
る
乙

と
は
で
き
な
い
し
、
@
組
織
制
度
的
な
利
益
が
ど
と
ま
で
軍
の
政
治
介
入
の
意

志
と
な
っ
て
機
能
す
る
か
も
不
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
と
の
種
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
結
局
全
て
を
そ
の
組
織
制
度
的
利
益
だ
と
見
倣
す
と
と
を
可
能

に
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
結
局
何
も
説
明
し
な
い
と
と
に
な
ら
な
い

と
も
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。

玉
、
結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
い
ま
ま
で
に
試
み
ら
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
長
一
短

が
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
先
験
的
命
題
に
依
拠
す
る
か
、
軍
部
の
組
織
的
特
性
と

社
会
的
特
性
の
一
方
の
み
を
強
調
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
最
近
の
研
究

は
、
七

0
年
代
以
降
の
「
寧
部
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
よ
る
軍
部
の
性
格
的
多
様

性
と
、
個
別
事
例
的
経
験
的
研
究
の
精
級
化
と
相
候
っ
て
、
軍
部
と
社
会
の
双

方
を
綜
合
し
て
新
な
研
究
視
座
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
き
て

い
る
。
そ
し
て
、
ス
テ
パ
ン
の
指
摘
す
る
知
く
、
あ
く
ま
で
も
「
状
況
的
エ
リ

ー
ト
〈
包
宮
釦
は

O
B
-
m
z
g
〉
」
①
に
す
ぎ
な
い
軍
部
を
、
そ
の
制
度
組
織
的

強
度
と
文
民
制
度
的
強
度
、
政
治
参
加
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
社
会
体
系
的
特
性
と
の

関
係
の
中
に
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
努
力
が
な
さ
れ
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て

き
た
。
②

-94ー

乙
の
他
、
広
く
軍
部
の
政
策
遂
行
能
力
、
③
軍
事
援
助
と
の
関
係
、
@
政
治

的
「
撤
退
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
動
機
、
⑤
更
に
は
、
変
動
論
的
視
座
か
ら
、
権

威
主
義
体
制
の
出
現
と
近
代
化
と
の
対
応
、
⑥
経
済
発
展
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
箪

部
支
配
と
の
関
係
⑦
な
ど
、
研
究
領
域
の
裾
野
は
広
い
。
今
乙
そ
、
日
本
で
も

「
軍
部
の
ル
・
不
ツ
サ
ン
ス
」
の
現
実
を
直
視
し
て
、
日
本
固
有
の
歴
史
的
被
拘

束
性
を
も
摂
取
し
た
新
た
な
第
三
世
界
の
政
治
研
究
の
た
め
の
比
較
政
治
学
的

視
座
が
開
拓
さ
れ
る
乙
と
が
望
ま
れ
る
。
③
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勢
力
均
衡
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

勢
力
均
衡
は
国
際
関
係
の
基
本
原
理
と
見
ら
れ
、
古
典
的
存
在
と
な
っ
て
い

る
。
一
般
に
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ヴ
・
パ
ワ
ー
と
い
う
と
、
一
六
四
八
年
か
ら
一
九

一
四
ま
で
の
国
際
体
系
に
あ
た
え
ら
れ
た
名
称
を
さ
す
よ
う
で
あ
り
、
は
ロ

1
7

帝
国
崩
壊
後
は
じ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
安
定
を
あ
た
え
た
も
の
と
し
て
、
人
類

史
上
一
つ
の
重
要
な
革
新
と
み
な
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
。

ま
た
、
と
く
に
時
代
を
限
定
せ
ず
、
物
理
的
領
域
や
社
会
的
分
野
か
ら
導
入

さ
れ
た
用
語
と
し
て
国
際
関
係
に
お
け
る
均
衡
状
態
を
示
す
乙
と
も
あ
る
。
私

は
こ
と
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
後
者
の
意
味
で
、
つ
ま
り
よ
り
一
般
的
な
原
理
と

し
て
の
勢
力
均
衡
概
念
を
と
り
あ
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
卒
論

大
和
田

玲

子

で
あ
っ
か
う
予
定
の
「
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
み
る
勢
力
均
衡
」
と
対
比
す
れ
ば
、

メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
の
時
代
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
特
殊
性
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る

と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
一
つ
の
研
究
ノ

l
ト
と
し
て
、
国
際
関
係
論
の
用

語
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
定
義
が
い
ま
だ
確
立
さ

れ
て
い
な
い
勢
力
均
衡
概
念
を
い
ま
少
し
明
確
に
し
た
い
と
思
い
、
主
に

7
l

テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
と
ハ

l
パ
l
ト
・
パ
タ

l
フ
ィ
ー
ル
ド
の
論
文
(
出
向
σ
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宮
晋
昆
色
色
白
昆
宮
R
E
4
5
m
g
(包回・)・
b
宣
言
両
足
立
認
可
色
詩
E
S
E
-

F
Oロ両日
O
R

の冊。吋
m叩
邑

-
g
g色
C
ロ
豆
ロ

F
丘・・

H
U
自
由
)
を
参
考
に
し
て
、

自
分
な
り
に
概
念
の
整
理
を
試
み
る
ζ

と
に
し
た
。
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魁
胃
カ
鈎
衡
の
歴
史

勢
力
均
衡
体
系
は
今
日
の
国
際
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
国
際
政
治
学
の
用
語

の
源
泉
で
あ
る
。
乙
れ
を
詞
ぺ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
そ
の
歴
史
を
一
た
ど
っ
て

み
る
と
と
に
し
た
い
。

デ
ゲ
イ
ツ
ト
・
ヒ
ュ

1
ム
(
ロ
田
急
円
四
国
呂
田

m
H
J己
HIJ『
由
)
は
そ
の
『
勢

力
均
衡
論
@
』
の
な
か
で
、
勢
力
均
衡
と
い
う
考
え
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限

ら
ず
古
代
世
界
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
・
ギ
リ
シ
ア
時
代

に
は
、
優
越
し
た
カ
を
持
つ
国
が
必
ず
連
合
に
よ
っ
て
対
抗
さ
れ
、
ま
た
ア
レ

キ
サ
ン
ダ

l
大
王
の
後
継
者
も
、
均
衡
の
原
則
に
基
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
行

動
を
と
っ
た
。
ヒ
ュ

l
ム
も
・
と
の
よ
う
な
行
動
が
嫉
妬
深
い
競
争
心
の
故
で
あ

る
と
と
は
認
め
て
い
る
が
、
結
果
的
に
勢
力
均
衡
と
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
結
果
的
に
ど
う
で
あ
れ
、
勢
力
均
衡
を
理
論
的
に
あ
る
い

は
政
策
的
に
意
識
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
計
画
的
な
行
動

と
し
て
作
用
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、

ζ

れ
を
勢
力
均
衡
理
論
と
呼
ぶ
わ
け
に
は
い

か
な
い
よ
う
に
思
う
・

十
六
世
紀
を
通
じ
て
国
際
社
会
で
考
え
ら
れ
て
い
た
問
題
は
、
隣
国
が
戦
争

を
し
、
そ
の
結
果
強
大
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
・

7
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ベ
リ
(
富
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n
E白
4
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Z
E
S
t
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M
J
こ
は
当
時
、
中
立
|
|
勢
力
均

衡
理
論
の
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
ζ

と
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
勢
力
均
衡
の

一
部
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
と
い
う
ζ

と
を
考
え
た
・

0

ζ

れ
に
た
い
し
て
グ
ィ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ

l
ニ

6
a
a同
a
E
E
8
1
5怠
)

は
一
応
中
立
に
関
心
を
示
し
た
も
の
の
、
弱
い
固
に
と
っ
て
中
立
は
危
険
だ
と

考
え
、
初
め
て
勢
力
均
衡
の
概
念
を
打
ち
出
し
た
。
彼
は
十
五
世
紀
末
の
イ
タ

リ
ア
に
お
げ
る
五
つ
の
主
勢
力
を
例
に
あ
げ
て
い
る
が
、
似
た
だ
し
7

キ
ャ
ヴ

ェ
リ
も
彼
も
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
外
交
を
考
え
る
に
は
い
た
ら
ず
、
古
代

的
な
考
え
方
を
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
点
で
、
勢
力
均
衡
理
論
と
す
る
に
は
問
題

が
あ
ろ
う
・

と
の
よ
う
に
厳
密
に
考
え
た
場
合
、
勢
力
均
衡
は
十
六
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
数
が
多
く
な
り
、
存
在
が
明
確
に
な

っ
て
き
た
の
は
十
七
世
紀
半
ば
頃
で
あ
っ
た
・

6
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン

(
司
自
民
四
国
切

R
S
H
g
H
I
H由
回
目
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(
の
円
。
位

g
z
g
t

HEm
〉
な
ど
も
隣
国
の
強
大
化
に
た
い
す
る
行
動
に
均
衡
の
概
念
を
導
入
し

て
お
り
、
附
ま
た
マ
ザ
ラ
ン
(
富
良
阻
ユ
ロ

5
0
M
t
E
)
の
公
文
書
作
に
も
勢

力
均
衡
と
い
う
籍
が
み
ら
れ
る
・

ス
ペ
イ
ン
が
衰
え
た
あ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
脅
威
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
府

が
宣
伝
を
始
め
て
か
ら
勢
力
均
衡
は
重
要
な
も
の
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
・

乙
れ
は
や
が
て
皮
肉
に
も
ル
イ

M
世

(
F
S
Z
阿
弓
除

5
8
1コ
H

伺
)
に
対

抗
す
る
説
と
な
っ
た
@
胞
と
の
原
則
が
公
式
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
ま
す
ま
す
外
交
上
の
唱
楳
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
利
己
主
義
と
野
心
を
監

視
し
、
長
期
的
利
益
の
た
め
に
短
期
的
利
益
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王

(HS仏
豆
島
苦
の
お
同
門
コ
ロ

l
g
H
ピ
ス
マ
ル

ク
(
恩
師

g
m
B
w
z
-問、
tg)
な
ど
は
乙
の
原
則
を
意
識
し
て
自
制
し
た
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
自
制
す
る
ふ
り
を
し
た
よ
い
例
で
あ
る
。

一銭ト



ヒ
ュ

l
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
優
越
に
対
抗
す
る
乙
と
を
中
心
と
し
て
く
り
広

げ
ら
れ
た
十
八
世
紀
初
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
政
治
を
念
頭
に
お
い
て
、
世

界
帝
国
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
勢
力
均
衡
原
則
を
考
え
た
。

ω
世
界
帝
国
を

拒
否
し
、
多
様
性
を
好
む
考
え
方
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
持

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
平
衡
の
た
め
の
勢
力
配
分
か
、
一
大
帝
国
へ
の
降
伏

か
と
い
う
選
択
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
登
場
に
際
し
て
最
も
重
大
な
問
題
と
な
っ

た。
勢
力
均
衡
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
と
自
由
を
守
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
平
和
の
維
持
に

品
叫

効
果
的
で
あ
っ
た
と
は
恩
わ
れ
な
い
。

a
し
か
し
、
乙
の
原
則
は
領
土
的
変
化

に
歯
止
め
を
か
け
、
回
同
氏

5
0ロ
o

を
維
持
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
、

小
国
が
正
当
化
さ
れ
、
自
由
の
維
持
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
と
に
な
っ

た
と
見
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

と
の
乙
と
は
、
平
和
よ
り
自
由
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

秩
序
の
特
徴
に
関
係
が
あ
る
・
そ
し
て
、

ζ

の
勢
力
均
衡
原
則
に
基
い
た
国
際

社
会
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
欧
州
国
家
体
系
(
寄
相
関
口

B
宮
自
己
即
時

g
・

国
司
回
目
回
目
)
で
あ
る
。

ζ

と
に
お
い
て
勢
力
均
衡
と
は
、
要
す
る
に
国
家
の
独

立
を
意
味
し
て
お
り
、
勢
力
均
衡
原
則
の
合
意
が
欧
州
協
調
(
。
。
ロ
お
ユ

0
同

何
時
O
宮
)
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ζ

と
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勢
力
均
衡
が
守
ら
れ
て
い
た
一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
に
お

い
て
は
、
支
配
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
・
凹
イ
ギ

リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
は
勢
力
均
衡
政
策
を
強
力
に
推
し
進
め
な

が
ら
海
上
権
は
絶
対
に
放
棄
し
な
か
っ
た
と
と
も
週
解
で
き
る
。

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
お
け
る
支
配
の
法
則
が
あ
っ
た
か
ら
ζ

そ
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
内
で
勢
力
均
衡
を
維
持
で
き
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
国
際
社
会
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
勢
力
均
衡
原
則
を
そ
の
ま
ま
世

界
的
規
模
に
拡
大
適
用
す
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
的
な
規
模
で
の
国
際
連
盟
が
創
設
さ
れ
、
勢
力

省

健

ζ

均
衡
は
十
八
世
紀
の
政
治
家
の
十
八
番
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
忘
れ
き
ら
れ
よ
う

と
す
る
・
だ
が
連
盟
支
持
者
は
、
連
盟
が
勢
力
協
調
の
完
成
で
あ
っ
て
交
替
で

は
な
い
乙
と
、
集
団
安
全
保
障
原
則
が
勢
力
均
衡
の
代
替
物
で
は
な
く
、
乙
れ

を
改
善
、
規
則
化
、
制
度
化
し
た
も
の
と
見
て
い
た
。
幽

第
二
次
世
界
大
戦
後
で
き
た
国
際
連
合
は
そ
の
憲
章
を
見
て
も
、
安
全
保
障

理
事
会
の
投
票
過
程
を
見
て
も
、
勢
力
均
衡
原
則
か
ら
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た
・

し
か
し
、
現
在
、
勢
力
均
衡
は
外
交
用
語
に
お
い
て
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
で
あ

-1∞一

ろうが・・・・・・。

以
上
、
勢
力
均
衡
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
と
は
、
パ
タ
l

フ
ィ
ル
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ご
つ
の
国
際
秩
序
は
、
自
然
に
授
け
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
考
え
ら
れ
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
推
論
す
べ
き
で
あ

惜
別
切

と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
日

る
L-

勢
力
均
衡
の
窓
味
と
国
際
社
会
の
現
実

き
て
、
勢
力
均
衡
の
意
味
は
時
代
に
よ
り
、
場
所
に
よ
り
、
ま
た
使
う
人
に



よ
り
様
々
に
変
化
す
る
が
、
基
本
的
に
は
「
勢
力
の
平
等
な
配
分
の
状
態
で
あ

り
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
」
と
考
え
る
の
が
適
当
と
息
わ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
と
乙
ろ
は
、
一
大
勢
力
に
支
配
さ
れ
る
と
と

の
な
い
安
定
し
た
秩
序
と
平
和
と
自
由
を
維
持
す
る
乙
と
と
い
え
よ
う
。

理
論
的
に
は
勢
力
均
衡
の
意
味
、
目
的
と
も
に
明
解
で
あ
る
が
、
非
常
に
抽

象
度
が
高
い
た
め
、
具
体
的
に
適
用
さ
れ
る
際
に
乙
の
本
来
の
意
味
と
目
的
が

そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
る
と
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。
ど
の
よ
う

な
原
則
で
も
ζ

の
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
は
免
れ
な
い
が
、
勢
力
均
衡
の
原
則
に

は
と
く
に
ζ

の
あ
い
ま
い
性
が
顕
著
で
あ
り
J

大
き
な
欠
点
の
一
つ
と
な
っ
て

品却

、
る
。

E
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ま
ず
「
勢
力
」
の
規
定
が
不
明
確
な
た
め
で
あ
る
。
勢

力
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
領
土
、
人
口
、
資
源
、
軍
事
的
潜
在

ガ
、
外
交
的
指
導
力
、
経
済
カ
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
げ
ら
れ
る
が
、
総
合
的
に
判

断
す
る
の
は
不
可
能
に
恩
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
と
の
不
確
定
な
各
国
の
勢
力

を
釣
り
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
が
非
現
実
的
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
た
と
え
各
国
の
勢
力
が
相
対
的
に
比
較
で
き
る
と
し
て
も
、
乙
の
勢

力
均
衡
体
系
に
加
わ
っ
た
国
は
、
勢
力
の
配
分
に
つ
い
て
客
観
的
・
か
つ
冷
静
な

判
断
力
を
失
う
。
ど
の
国
も
乙
の
体
系
に
加
わ
る
際
、
で
き
る
だ
け
優
位
を
保

ち
た
い
と
望
む
。
と
の
体
系
内
で
独
立
し
た
自
由
な
、
か
つ
重
要
な
役
割
を
演

じ
た
い
と
思
う
。
国
際
的
勢
力
均
衡
の
観
念
に
お
い
て
優
越
性
よ
り
釣
り
合
い

の
方
が
重
要
な
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
各
国
と
も
、
少
な
く
と
も
不
利
な
立
場

に
は
立
ち
た
く
な
い
。
客
観
的
に
平
等
な
勢
力
配
分
が
で
き
な
い
以
上
、
各
国

の
主
観
に
委
ね
ら
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
各
国
が
常
に
よ
り
優
位
に
立
と

う
と
鏑
を
削
っ
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
決
定
的
な
大
勢
力
は
現
わ
れ

な
い
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
ζ

の
体
系
は
決
し
て
安
定
す
る
と
と
は
な
い
。

ζ

の

不
安
定
性
が
、
勢
力
均
衡
の
二
つ
め
の
大
き
な
欠
点
で
あ
る
。
佃

勢
力
均
衡
の
原
則
に
は
、

ζ

の
よ
う
な
本
質
的
な
欠
陥
が
あ
り
な
が
ら
、
国

際
関
係
に
お
い
て
長
く
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
原
則
ら
し
い
も
の
と
し
て
存
在
し

続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

国
際
政
治
に
お
い
て
一
国
が
最
も
尊
重
す
る
と
と
は
、
そ
の
閣
の
独
立
で
あ

ろ
う
。
国
際
社
会
で
独
立
し
て
生
き
抜
く
、
そ
の
た
め
に
は
世
界
帝
国
の
出
現

を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
国
が
相
互
に
監
視
し
合
っ
て
、
一
つ
の
勢

力
が
押
え
が
た
い
ほ
ど
大
き
く
な
る
前
に
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勢
力

均
衡
は
そ
の
た
め
に
実
際
最
適
の
理
論
な
の
で
あ
る
。
そ
ζ

で
勢
必
均
衡
は
国

際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
原
則
と
し
て
意
識
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
を
守
ろ
う
と
、

少
な
く
と
も
守
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
・
る
。

一
大
帝
国
に
支
配
さ
れ
な
い
世
界
は
確
か
に
自
由
を
保
障
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
各
国
閣
の
緊
張
は
つ
ね
に
つ
き
ま
と
い
、
些
細
な
ζ

と
か
ら
連
鎖
反
応
的

に
大
戦
争
が
起
ζ

る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
勢
力
均
衡
だ
け
で

は
安
定
し
た
平
和
と
秩
序
は
望
め
な
い
。

と
い
う
の
は
、
勢
力
均
衡
に
お
い
て
は
力
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
力
の
み
を
考
え
る
と
、
ど
の
国
も
他
国
よ
り
弱
く
な
り
た
く
な
い
一
心
で

少
し
ず
つ
で
も
勢
力
拡
大
を
図
る
。
他
の
国
も
そ
れ
に
対
抗
し
て
一
層
強
大
に

な
っ
て
、
相
手
国
を
押
え
よ
う
と
す
る
。
乙
の
過
程
で
戦
争
が
起
と
る
の
を
避

け
る
の
は
難
し
い
と
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
シ
え
・
ベ
ー
コ
ン
は
「
も
し
あ
る
勢
力
が
大
き
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に

-101-



対
す
る
恐
れ
を
持
っ
た
と
い
う
だ
け
で
戦
争
が
正
当
化
さ
れ
る
」
と
ま
で
言
っ

て
い
る
。
グ
ロ
チ
ク
ス
は
「
超
勢
力
国
家
が
攻
撃
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
な
け

れ
ば
戦
争
は
悪
で
あ
る
」
と
言
っ
た
が
、
白

ζ

の
場
合
も
、
戦
争
の
可
能
性
を

十
分
認
め
て
い
る
に
は
か
わ
り
な
い
。
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
は
勢
力
均
衡

に
加
え
て
、
平
和
へ
の
強
い
意
志
が
必
要
で
あ
る
。

乙
の
平
和
へ
の
意
志
と
は
、
ち
ょ
う
ど
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
お
い
て
、
勢
力

均
衡
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
安
定
と
秩
序
を
再
建
し
た
メ
了
ア
ル
ニ
ヒ
の
生

き
た
時
代
、
あ
の
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
条
件
の
も
と
で
擁
護
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
の
文
化
的
雰
囲
気
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
強

く
結
び
つ
け
て
い
た
文
化
的
・
人
的
・
経
済
的
な
紐
帯
、
カ
の
好
ま
し
い
配
分

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
勢
力
均
衡
が
作
用
す
る
た
め
に
は
、
と
の
よ
う
な
条

件
に
お
け
る
自
制
の
精
神
と
い
う
道
徳
的
要
素
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

さ
も
な
け
れ
ば
勢
力
均
衡
の
名
の
も
と
に
、
自
国
の
利
益
を
限
り
な
く
追
求

し
よ
う
と
す
る
政
治
家
が
後
を
断
た
な
い
。
一
九
四

O
年
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
け

る
ク
リ
ッ
プ
ス

(
Q
e冨

H
∞∞也、
t
H
由
印
凶
)
と
ス
タ
ー
リ
ン

(
ω
g民ロ

戸
∞
苫

l
z
m
ω
)
の
話
し
合
い
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

ク
リ
ッ
プ
ス
(
英
国
大
使
)
「
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
危
険
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
が
結
ん
で
勢
力
均
衡
を
回
復
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」

ス
タ
ー
リ
ン
「
い
わ
ゆ
る
勢
力
均
衡
は
、
今
ま
で
ド
イ
ツ
ば
か
り
か
ソ
連
を
も

圧
迫
し
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
ソ
速
は
古
い
勢
力
均
衡
が
再
建
さ
れ
る
と
と

を
全
力
を
あ
げ
て
阻
止
す
る
つ
も
り
で
す
。
」
倒

ζ

れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
同
じ
状
況
に
た
い
す
る
態
度
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
ソ

連
で
は
正
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
国
際
状
勢
に
お
け
る
立
場
の
違
い
が
明

ら
か
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
ま
で
の

ω
g
g
m
e
H
O

を
維
持
し
た
い
と
思
い
、
そ
れ
が
本
当
の
勢
力
均
衡
で
あ
る
と
正
当
化
し
よ
う

と
す
る
。
他
方
、
ソ
連
は
不
利
だ
っ
た
立
場
を
乙
乙
で
一
気
に
有
利
な
も
の
に

す
る
べ
く
均
衡
を
傾
け
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
修
正
主
義
者
で
あ
る
。

で
は
、
乙
の
勢
力
均
衡
は
誰
が
っ
く
り
、
保
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
乙

で
は
パ
三
つ
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
勢
力
均
衡
体
系
に
加
わ
っ
て

い
る
す
べ
て
の
国
に
よ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
か
ら

第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
比
較
的
公
平
な
力
の
配
分
が
あ
り
、
乙
の
よ
う
な
状

態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
、

ζ

れ
が
最
も
望
ま
し
い
方
法
だ
と
思
う
。

つ
ぎ
に
、
あ
る
特
定
の
国
、
と
く
に
勢
力
均
衡
の
出
0
5冊
『
と
い
う
国
に
よ

る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
均
衡
の

F
o
E叩
円
で
あ
る
こ
と
を
伝

冊
目

統
的
外
交
政
策
と
し
て
い
た
。
日
し
か
し
、
特
定
の
国
が
勢
力
均
衡
に
特
に
重

要
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
、
均
衡
が
そ
の
特
定
の
国
の
都
合
で
勝
手
に
傾
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
望
ま
し
い
方
法
で
は
あ
る
ま

い
。
一
七
二
七

I
一
八
六
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
時
の
イ
ギ

リ
ス
と
反
英
連
合
(
仏
・
西
・
曹
の
均
衡
を
と
っ
た
エ
カ
テ
リ
l
ナ
2
世
、
一

九
三
九
年
三
月

t
九
月
の
ス
タ
ー
リ
ン
な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

最
後
に
、
勢
力
均
衡
の
原
則
が
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
か
の
よ
う
な
見
方
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
諸
国
が
ζ

の
原
則
を
無
視
し
、
放
棄
し
て
も
法
が

支
配
し
て
勢
力
均
衡
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ソ

l
(問
。

5
8白
ロ
コ
H
M
l
J『
∞
)
は
「
:
:
:
均
衡
は
存
在
し
、
維
持
さ
れ
る
た
め

に
は
誰
の
介
入
も
な
く
た
だ
均
衡
そ
の
も
の
だ
け
が
必
要
で
あ
る
」
側
と
述
べ
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て
い
る
。

A
・
J
・
P
・
-
ア
ィ
ラ

l
は
一
八
四
八
年

t
一
九
一
四
年
は
経
済
の

法
則
が
政
治
に
適
用
さ
れ
た
勢
力
均
衡
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
し
、
間
ト
イ
ン

ピ
l
は
、
政
治
力
学
の
体
系
と
み
て
い
る
。
側
つ
ま
り
彼
ら
は
、
道
徳
的
、
合

法
的
原
則
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
学
的
法
則
と
し
て
勢
力
均
衡
を
見
て
い
る

の
で
あ
る
。

現
在
の
世
界
も
一
種
の
勢
力
均
衡
状
態
に
あ
る
と
見
る
乙
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
乙
の
体
系
に
お
い
て
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の

2
超
大
圏
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
ソ
速
が
圧
倒
的
に
強
く
、
欧
州
国
家
体
系
と
は
全
く
異
質
の

も
の
で
あ
る
。
当
時
の
よ
う
に
，
優
雅
に
'
均
衡
を
保
つ
乙
と
は
も
は
や
で
き

な
く
な
っ
た
。

技
術
の
進
歩
は
人
間
の
管
理
能
力
を
越
え
て
し
ま
い
、
国
際
政
治
の
舞
台
は

全
世
界
に
及
ん
で
い
る
。
世
論
の
力
が
強
く
な
り
、
国
際
舞
台
で
活
躍
す
る
の

は
外
交
専
門
家
だ
け
で
は
な
い
@
国
際
関
係
は
飛
摺
的
に
複
雑
に
な
り
、
以
前

の
よ
う
な
勢
力
均
衡
体
系
は
望
め
な
い
。
し
か
し
、
人
々
は
一
大
帝
国
に
よ
る

支
配
は
も
ち
ろ
ん
、
無
政
府
状
態
も
望
ま
な
い
。
残
る
道
は
世
界
の
国
々
の
協

力
関
係
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
ζ

に
お
い
て
作
用
す
る
原
則
と
し
て
最
適
と
考
え

ら
れ
る
の
は
、
今
の
と
と
ろ
や
は
り
勢

b
均
衡
で
あ
ろ
う
。

米
ソ
両
大
闘
を
は
じ
め
世
界
の
国
々
は
、
戦
争
を
避
け
た
い
と
山
う
点
で
は

共
通
の
利
益
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
米
ソ
両
国
が
相
互
理
解
を
一
層
深

め
、
均
衡
維
持
に
中
心
的
な
役
割
を
果
す
と
と
も
に
、
世
界
諸
国
が
乙
の
体
系

の
一
部
で
あ
る
乙
と
を
十
分
自
覚
し
、
協
力
す
る
乙
と
を
強
く
願
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
国
際
関
係
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
意
味
を
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
ま
と

め
て
み
た
。

7
1
テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
、
ハ

l
パ
i
ト
・
パ
タ

l
フ
ィ
ー
ル
ド
、

あ
る
い
は
ハ
ン
ス
・
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
勢
力
均
衡
を
論
じ
て
い

る
が
、
そ
の
内
容
は
三
人
三
様
で
あ
り
、
い
ち
い
ち
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
勢
力
均
衡
の
多
義
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
中
か
ら
最
も
基
本
的
だ
と
息
わ
れ
る
乙
と
を
選
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
が

簡
単
に
わ
り
き
れ
な
い
と
と
ろ
が
多
い
の
が
勢
力
均
衡
で
あ
る
と
の
感
を
強
く

し
た
。
今
後
、
卒
論
を
す
す
め
る
過
程
で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢
力
均
衡
を

追
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
ζ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

注

釈
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ski11s in the performing arts. 工nc宮easingemphasis 
a1so is being p1aced on Aborigina1 cu1ture in schools 
in Aborigina1 communities， and ear1y education in 
their 1anguages is being introduced wtere possib1e. 

Today's younger Aborigina1s are born into a 1ess 
mytho10gica1 and 1ess geographica1 wor1d than that of 
their e1ders; hence the Aborigina1 popu1ation i8 en-
gaged in a fight for their own surviva1， in a fight 
against the Western society， and in a fight to preserve 
their own socia1 1aw and ritua1 1ife. 

工nc10sing， 1 wou1d 1ike to re1ate what one Aborigina1， 
the artist Yam Anderson Janga1a. ca11s the Native Bee 
story. It is about an old grandfather bee， who， whi1e 
engaged in hi's task of depositing amp1e supp1ies of 
honey in suitab1e trees， was continua11y being inter-
rupted by his grandson who kept stea1ing some of the 
honey. Eventual1y， in exasperation， the old man bee 
turned on his grandson and chased'him. The chase 
conc1uded when the grandfather co11apsed wi'th exhaus-
tion， and in so doing spi1t the remainder of his honey 
store. This is a ta1e with two mora1s; can you recog-
nize them both ? 

REFERENCES 

(1) Go1a Mathews， Tlle Schoo1roo!III， [1976]. 
(2) R. G. Kimber， Mosaics you can move， [1977]. 
(3) Austra1ian Government Pub1ishing Service， 

Austra1ia - Handbook 1975. 
(4) Austra1ian Government Pub1ishing Service， 

Austra1ia : the 1and and its deve10pmen~ ， [1975]. 
(5) Austra1ian Information Service，百leAustra1ian 

A，borigina1，!， [1976]. 
(6) Austra1ian UNESCO Committee for Museums， 

Austra1ian Aborigina1 Cu1tur~， [1973]. 
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years ago. New po1icies are neede~ to cope with the 
changing attitudes. Government po1icy has moved away 
from p1anned "assimi1ation" and now aims to al10w 
Aborigina1s to decide their own future as much as 
possib1e. Assistance is provided by both the Austra-
1ian Federa1 and the State governments to enab1e 
Aborigina1s to become more independent， whether they 
wish to become part of the genera1 Austra1ian communi-
ty， or whether they prefer to 1ive in is01ated 
communities. 

1n genera1， however.， the Aborigina1s are disadvantaged 
in terms of education， hea1th， emp10yment and housing. 
Major government efforts are being made to improve 
their position， and Australians genera11y are accord~ 
ing increasing recognition to the va1ues of Aborigina1 
cu1ture. The Austra1ian， State and Territorial legis-
1atu宮eshave removed most of the remaining discriminatory 
provisions. from 1egis1ation.. The activities of the 
various governments are in a 1arge part a response to 
the activities of Aborigina1 1eaders and their support-
ers in pressing the c1aims of their people. The 
Austra1ian Government's pD1icy towards Aborigina1s is 
to aid and enco~rage se1f-determination and give 
Aborigina1s 1ega1 tit1e to their 1ands. 

Aboriginal tribes have complex systems of re1igion， 
1aw and socia1 organization， and a rich store of 
ceremony and mytho1ogy. They have expressed the wish 
to retain their identity as Aborigina1s， and recently 
an 1nstitute of Aborigina1 Studies was estab1ished to 
encourage research into their tradit主ona1culture， 
and to record and preserve as much as possible of 

. their 1anguages， arts， crafts， music， and particu1arly 
those sites which are sacred to them， before it is too 
1ate. There is a growing awareness of the need to do 
this， and increasing interest in the cu1tura1 heritage 
of the Aborigina1s amongst non-Aborigina1 Austra1ians. 

The rock and bark painting and engravings and the 
dancing of the Aborigina1s have been wide1y acc1aimed. 
1ndeed， an Aborigina1 Theatre Foundation has been 
estab1ished to encourage the deve10pment of traditiona1 
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and fishermen， whereas the women were the principal 
food collectors catching small animals and providing 
the stap1e vegetab1es diet of seeds， yams， roots， 
honey， fruits and berries. To catch anima1s for food， 
a number of ingerious weapons were used， most1y fash-
ioned from wood. These inc1uded， for examp1e， the 
woomera， or throwing stick， that cou1d prope1 a spear 
more than 120 metres. The Aborigina1s made fires by 
rubbing sticks together， and used them for cooking 
and to keep warm， a1though some groups used kangaroo 
and other skins as c10aks. They bui1t she1teis from 
branches and bark， and whatever other growth was avai1-
able， but had no permanent dwe11ings. Their be10ngings 
were a11 portab1e and they cou1d more easi1y take 
advantage of seasona1 changes. 

Nowadays， very few Aborigina1s sti11 1ive in a tradi-
tiona1 manner; those who do are mainly in the 
undeve10ped desert areas of the interior. Many more 
1ive on pastora1 properties and on reserves in the 
Northern Territory and States， most1y in the north， 
retaining some of their traditiona1 ways， a1though the 
influence of modern European cu1tures is obvious. 

Many aborigines have shifted into country towns and 
capita1 cities during the past 15 years， coming more 
into contact with Austra1ian community. More than 
20，000 1ive at missions and sett1ements in. the outback， 
where in some areas such as the Northern Territory for 
examp1e， 27% of the popu1ation is Aborigina1. About 
1% of the overa11 Austra1ian popu1ation has Aborigina1 
ancestry. 

Hence， about 45，000 retain some triba1 associations， 
whi1e the rest are more.affected by contact with the 
white community. 

It was former1y believed that the Aboriginals would die 
out， but it is now accepted that their popu1ation is 
increasing. Population growth rates indicate that 
towards the end of the century there wi11 be more than 
300~000 peop1e of Aboriginal descent in Australiaー a
return to the approximate numerica1 situation of 200 
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from South-east Asia by way of工ndonesia. The Aborig~ 
1nals are typically of medium height， with slender 
limbs， heavy eyebrows， deep-set brown eyes， wide 
nostrils， a long head and a somewhat protrud1ng lower 
face. Pigmentation ranges from 1ight tan to dark brown 
and a1most b1ack， while hair is dark brown and grades 
from straight waVy or cur1y. 

1n common with other c~ntinental populations， the Abö~ 
rigina1s adapted over many thousands of years to a 
wide range of environment. For examp1e， the peop1e of 
the co1der c1imates of southern Victoria and Tasmania 
tended to be short and thick-set， an adoptive deve1op-
ment which would he1p to conserve body heat. 

Like severa1 other peop1es， they sustained themse1ves 
unti1 recent1y as hunters (of kangaroos， emus and 
repti1es) and foragers (of roots， berries and insects)， 
totally unaffected by the development of agriculture，. 
anima1 husbandary and metal-working. 

The Aborigina1s were a1most comp1etely iso1ated from 
contact with the rest of mankind for thousands of 
years， and evo1ved a technology and way of 1ife fine1y 
tuned to the environment in which they 1ived. Seen 
through their systems of .be1ief， socia1 organization， 
1anguage， art and education， the cu1ture of the Abori-
gina1s is rich and complex. Highly efficient procedures 
were deve10ped for transmitting know1edge to succeeding 
generations. 

The history of these peo1e during Australia's ear1y 
development by British sett1ers is not a happy one， 
a1though perhaps not quite as bad as that which fo11owed 
racial confrontation in Africa or North and South 
America. European settlement brought a dec1ine in thei~ 
population， and a deterioration in their.cu1ture. 
There was much conflict and b1oodshed， and settlers 
brought diseases. What was once a simp1e way of 1ife 
changed drastica11y. 

Their way of，1ife deserves mention here， being of a 
certain interest. The men were essentia11y the hunters 
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An工ntroductionto 
the Austra1ian Aborigina1s 

My name is Miche1e Mi11er， and 1 am from the is1and 
state of Tasmania， the sma11est s芭ateof Austra1ia. 工t
is a pretty is1and， not quite the size of Hokkaido， but 
has a reputation of being one of the most mountainous 
in the wor1d. 工nproportion to pupu1ation， and to its 
tota1 area， it has more nationa1 parks and reservations 
than any qther part of Austra1ia. Wi1d 1ife is pro1if-
ic in Tasmania parks， and many of these reservations， 
1ike the convict-bui1t Port Arthur in the south， have 
interesting historica1 1inks. 

The .island is noted for its slow pace of 1ife， and a1so 
for its primary industries such as the production of 
wood， beef， and app1es to name a few. 

As mentioned， Tasmania's population is on1y very sma11; 
however， according to the 1atest statistics， Austra1-
ia's popu1ation now exceeds fourteen mi11ion. The 
Austra1ians' 1ife-sty1e ref1ects the main1y British 
origins of its peop王e. Broader European inf1uences 
have become more important since Wor1d War 1工， when 
about three mi11ion migrants sett1es in Austra1ia. 
Britain being the largest sing1e source of newcomers， 
other countries. inc1ude Greece， Ita1y， the Nether~ands ， 
West Germany， and so on. 

An estimated 140，000 Austra1ians are Aborigina1s， with 
a further 10，000 Tores Strait Is1anders. The who11y 
Aborigina1 popu1ation is about 40，000 --this number is 
increasing year1y whi1e the 100，000 remaining are part-
Aborigina1百

The Aborigina1s were 1iving in Austra1ia more than 
30，000 years ago when the wor1d's popu1ation was sma11 
and fami1y groups everywhere 1ived by hunting， fishing 
and food-gathering. Thus they are the indigenous peo-
p1e ，of Austra1ia; their origin is uncertain a1though 
it・isgenera11y accepted that they came to the country 

-1四一



P

研
究
室
だ
よ
り
H

昨
年
十
月
の
中
嶋
先
生
の
渡
豪
を
は
じ
め
、
そ
れ

に
先
だ
っ
二
人
の
当
ゼ
ミ
学
生
の
渡
米
な
ど
‘
国
際

化
の
波
が
乙
の
研
究
室
に
も
お
し
よ
せ
て
い
ま
す
a

い
や
、
ほ
か
な
ら
ぬ
乙
の
外
誇
大
で
あ
れ
ば
と
そ
パ

そ
う
し
た
国
際
的
な
交
流
の
輸
が
広
が
っ
て
い
く
の

は
当
然
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
例
と
し

て
あ
げ
ま
す
と
、
(
一
九
七
七
年
〉
一
月
か
ら
七
月

ま
で
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
外
国
人
研
究
者
の
か
た
が
た

が
当
研
究
室
を
訪
れ
ま
し
た
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
中
国
研
究
院
院
長
カ
ミ
ン
ス
キ
ー

博
士
(
一
月
十
九
、
二
十
一
日
)

ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
中
国
部
長

L
・
P
-
デ
リ
ュ

l
シ
ン
博
士
(
一
月
二
十
八
日
〉

韓
国
京
畿
大
学
朴
斗
福
教
授
(
三
月
一
日
)

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー

J
・
サ
ニ
エ

ル
女
史
〈
三
月
七
日
)

ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
極
東
研
究
所
チ
ェ
レ
フ
コ

研
究
員
ハ
四
月
二
十
日
》

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
際
関
係
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長

フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
エ
氏
(
四
月
二
十
二
日
)

米
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
大
学
イ
ル
・
ピ
ヨ
シ
・

J
・
キ

ム
(
金
一
平
〉
教
授
〈
五
月
十
四
日
〉

東
ド
イ
ツ
大
使
館
ゲ
ン
チ
一
等
書
記
官
円
五
月
十

八
日
)

j

米
ユ
タ
大
学
政
治
学
レ
ベ
ナ
l
助
教
授
〈
五
月
二

十
一
日
)

米
e

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
大
学
院
M
・
J
・
プ
レ
ナ
ン

さ
ん
(
五
月
二
十
七
白
〉

西
独
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
国
際
関
係
・
安
全
保
障
研
究
所

グ
ラ
ウ
ゼ
ゲ
イ
ツ
ツ
博
士
(
七
月
一
日
〉

米
ハ
ワ
イ
大
学
東
西
セ
ン
タ
ー
大
学
院
キ
ャ
回
ル

君
(
七
月
十
五
日
〉

一
口
に
国
際
交
流
と
言
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人

に
と
っ
て
は
ま
だ
ま
だ
不
慣
れ
な
点
も
多
く
、
現
在

海
外
で
活
躍
中
の
数
多
く
の
日
本
人
の
行
動
が
、
良

か
れ
悪
し
か
れ
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
目
を
集
め

て
い
る
ζ

と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
@
し
か
し
な
が
ら
、

東
京
西
ケ
原
の
片
隅
に
位
置
す
る
外
語
大
に
お
い
て

も
そ
う
し
た
交
流
が
活
発
化
し
、

ζ

の
地
に
学
ぷ
学

生
た
ち
に
大
き
な
励
み
と
な
っ
て
い
る
と
と
は
い
な

め
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
、
み
ず
か
ら
海
外
の
地
を
踏
む

ζ

と
の
な
い
学
生
に
と
っ
て
も
、
「
居
な
が
ら
に
し

て
国
際
交
流
が
で
き
る
」
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い

で

し

ょ

う

か

・

(

三

十

三

画

生

)

-v新役
員
紹
介
・

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」

幹

事

掘

憲

昭

(

講

談

社

勤

務

〉

幹
事
川
副
泰
治
ハ
東
京
銀
行
勤
務
〉

幹

事

五

島

文

雄

(

東

外

大

大

学

院

)

会
計
渡
辺
啓
貴
(
東
外
大
大
学
院
)

『
歴
史
と
未
来
』

編
集
委
員
長
井
民
秀
憲
(
東
外
大
大
学
院
〉

編
集
顧
問
伊
豆
見
元
ハ
東
外
大
教
務
補
佐
員
)

編
集
委
員
杉
田
朗
(
英
米
語
科
四
年
)

編
集
委
員
岩
城
宏
(
中
国
語
科
四
年
)

編
集
委
員
安
野
正
明
(
独
語
科
四
年
)

編
集
委
員
大
和
田
玲
子
(
仏
語
科
四
年
)
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Z
ヲ

-ag嘗
a言

晶
B
包

ZES=--aE軍
事

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」

の
ぺ

l
ジ

亨

-
B
S予
金
宣
言
・
畠
B
も
A
吉
富
ヲ

aEE--一長
asz冒
g曽
晶

E
冒
-E事
畠
S

中
嶋
ゼ
ミ
の
会
も
発
足
し
て
四
年
目
、
会
員
の
数

も
六

O
名
を
越
え
る
大
所
帯
と
な
り
、
各
方
面
で
の

会
員
の
活
躍
も
聞
か
れ
る
昨
今
と
な
り
ま
し
た
。
と

れ
も
ひ
と
え
に
中
嶋
先
生
の
御
指
導
を
は
じ
め
と
し

て
、
乙
の
会
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
多
く
の
か
た
が

た
の
お
か
げ
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
@

さ
て
『
歴
史
と
未
来
』
第
五
号
の
発
刊
に
あ
た
り

と
の
紙
面
を
お
か
り
し
て
五
十
一
年
度
後
期

t
五
十

三
年
度
前
期
の
「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
活
動
報
告
を
し

た
い
と
恩
い
ま
す
。

五
十
一
年
、
外
語
祭
が
終
わ
っ
て
聞
も
な
い
十
一

月
二
十
八
・
二
十
九
日
の
両
日
、
八
王
子
大
学
セ
ミ

ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
合
宿
。
ま
ず
三
年
生
が
「
脱
亜
と
入

亜
」
と
い
う
共
通
テ
1
7
で
各
自
報
告
を
し
、
四
年

生
が
卒
論
の
中
間
発
表
を
行
な
い
ま
し
た
・
続
い
て

先
生
の
「
北
京
政
変
」
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
、

さ
ら
に
『
歴
史
と
未
来
』
第
四
号
の
講
評
会
が
聞
か

れ
ま
し
た
。

年
が
明
け
て
五
十
二
年
三
月
十
九
・
二
十
日
に
は

伊
豆
稲
取
へ
「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
総
会
を
兼
ね
た
研

修
旅
行
が
あ
り
、
そ
乙
で
中
嶋
先
生
の
「
著
者
は
語

る
」
と
題
す
る
『
逆
説
の
ア
ジ
ア
』
に
つ
い
て
の
お

話
と
戸
張
先
輩
(
住
友
商
事
勤
務
)
の
「
ア
プ
ダ
ピ

で
の
経
験
」
と
題
す
る
報
告
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
総
会
で
は
、
五
十
一
年
度
活
動
・
会
計
報

告
の
あ
と
五
十
二
年
度
新
役
員
の
選
出
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
.

五
十
二
年
度
に
入
っ
て
聞
も
な
い
六
月
、
日
本
国

際
政
治
学
会
が
本
学
で
開
催
さ
れ
、
会
員
は
そ
の
準

備
、
運
営
の
裏
方
と
し
て
奔
走
し
ま
し
た
・

夏
休
み
の
八
月
五
日

t
七
日
に
は
、
長
野
県
松
本

市
K
あ
る
中
嶋
先
生
の
別
荘
，
望
岳
山
荘
'
で
合
宿
。

乙
の
時
行
な
わ
れ
た
「
八

0
年
代
の
日
本
を
め
ぐ
る

国
際
環
境
」
と
題
す
る
研
究
発
表
会
で
は
、
三

O
名

に
お
よ
ぶ
多
数
の
参
加
者
の
活
発
な
討
論
が
み
ら
れ

ま
し
た
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
生
ミ
ラ
ー
さ
ん
も
、

ゲ
ス
ト
と
し
て
参
加
、
先
生
に
松
本
を
案
内
し
て
い

た
だ
き
大
喜
び
で
し
た
。

と
の
夏
、
七
月
に
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
奨
学
生

と
し
て
高
橋
妙
子
さ
ん
(
上
智
大
学
国
際
関
係
論
修

士
一
年
)
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
へ
、
八
月
に
は
サ
ン

ケ
イ
・
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
奨
学
生
と
し
て
中
村
智
恵
子

さ
ん
(
英
米
科
四
年
)
も
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
へ

そ
れ
ぞ
れ
留
学
さ
れ
ま
し
た
。

休
み
が
明
け
て
九
月
十
五
日
に
は
、
慶
応
大
学
教

授
・
池
井
優
先
生
の
ゼ
ミ
と
軟
式
野
球
の
親
善
試
合

を
行
な
い
ま
し
た
。
試
合
の
結
果
は
ロ
対
2
で
中
嶋

ゼ
ミ
チ
l
ム
が
惜
敗
。
試
合
後
の
コ
ン
パ
も
歓
談
が

た
え
ず
と
て
も
楽
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
ト

も
両
ゼ
ミ
の
交
流
が
深
ま
る
と
と
を
願
っ
て
や
み
ま
一

せ
ん
。そ

れ
か
ら
三
週
間
後
の
十
月
八
日
、
中
嶋
先
生
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
出
発
さ
れ
、
以
来
、
ゼ
ミ
の
会

の
活
動
は
『
歴
史
と
未
来
』
の
編
集
を
中
心
に
行
な

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

五
十
三
年
度
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ま
だ
総
会
も
開

催
さ
れ
ず
ゼ
ミ
の
会
役
員
も
事
実
上
留
任
の
ま
ま
で

す
が
、
先
生
の
帰
国
を
待
っ
て
ま
た
楽
し
い
会
合
を

も
ち
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

(
F
・
G
)



編

集

後

記

『
歴
史
と
未
来
』
も
本
号
で
五
冊
目
。
小
生
の
本
箱
も
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

で
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。
将
来
の
乙
と
も
考
え
て
、
今
度
新
し
い
本
盤
帽
を
買
い

ま

し

た

。

(

小

さ

な

本

箱

)

*
「
日
中
片
面
条
約
」
の
嘗
鐘
が
響
く
な
か
で
も
、
一
層
強
ま
る
官
民
総
絡

み
の
日
中
友
好
ム

l
ド
。
今
年
の
中
文
系
就
職
戦
線
に
は
異
常
潮
位
が
発
生
」

「
青
田
刈
り
」
が
公
然
化
。
小
生
も
早
く
嫁
ぎ
先
を
決
め
て
、
落
ち
着
い
て
卒

論
に
取
り
組
む
べ
し
。

編
集
室
で
は
「
筑
摩
書
一
房
一
倒
産
」
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
東
外
大
出
版
会
の
創
設

が
唱
え
ら
れ
る
。
何
と
も
言
う
事
は
大
胆
な
編
集
委
員
面
々
。
(
珍
華
社
〉

安
三
人
の
才
女
の
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
校
正
し
な
が
ら
、
私
の
も
の
も
来

年
の
今
頃
は
:
:
:
な
ど
と
考
え
て
、
ハ
ッ
と
す
る
。
な
ん
と
ま
だ
手
っ
か
ず
の

ま
ま
で
は
な
い
か
。
，
未
来
'
で
し
か
な
い
私
の
卒
論
が
立
派
な
，
歴
史
'
と

し

て

残

る

日

を

夢

見

つ

つ

:

:

:

。

(

マ

ド

モ

ア

ゼ

ル

)

*
せ
め
て
立
派
な
編
集
後
記
を
書
い
て
、
編
集
長
の
労
に
報
い
よ
う
と
思
っ

て
も
、
な
ぜ
か
筆
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
暑
さ
の
ゆ
え
か
、
老
化
か
、
は
た

ま
た

O
の
悩
み
か
。
卒
論
に
励
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
夏
を
迎
え
な
が
ら
も
、
連
日
の

猛
暑
で
部
屋
に
は
い
つ
く
ば
る
我
が
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
道
の
速
さ
と
我
が
身

の
は
か
な
さ
を
嘆
く
と
の
ど
ろ
で
あ
る
。
た
よ
り
に
聞
け
ば
、
今
年
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
史
上
最
高
の
寒
さ
と
か
。
思
い
出
に
浸
る
の
も
よ
い
が
、
私
は
日
本
で

汗
を
か
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
(
ジ

l
ク
フ
リ
l
ト
)

申町

寝
苦
し
い
夜
、
耳
元
を
よ
ぎ
る
蚊
の
羽
音
に
、
超
小
型
迎
撃
ミ
サ
イ
ル

(
〉
包
干
員
語

aH
虫
n-Z)開
発
の
夢
。
中
性
子
線
香
は
?

り
は
?
と
か
ま
び
す
し
い
。

* 

マ
ー
ヴ
蚊
取

(
S
A
L
T
の
敵
)

大
変
な
が
ら
《
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
/
『
歴
史
と
未
来
』
第
五
号
を

お
と
ど
け
い
た
し
ま
す
。
編
集
の
仕
事
を
ひ
き
・
つ
け
て
以
来
、
流
動
す
る
国
際

環
境
、
不
況
下
の
経
済
情
勢
を
反
映
し
て
か
、
本
号
の
発
刊
も
伸
び
伸
び
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
乙
と
に
よ
う
や
く
皆
様
の
ど
笑
覧
を
う
る
と
と
が
で

き
ま
し
た
と
と
は
と
の
う
え
な
い
喜
び
で
す
。

本
号
は
、
昨
年
と
今
年
の
卒
業
生
に
よ
る
論
文
を
市
心
と
し
、
当
ゼ
ミ
出
身

者
の
論
文
、
研
究
動
向
な
ら
び
に
本
学
留
学
生
か
ら
の
寄
稿
を
つ
ど
い
、
く
わ

え
て
在
家
中
の
中
嶋
先
生
か
ら
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
の
ホ
ッ
ト
な
ど
感
惣
を
い

た
だ
く
な
ど
、
き
わ
め
て
異
色
な
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

* 
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ま
た
、
先
頃
広
島
大
学
を
退
官
さ
れ
ま
し
た
今
堀
先
生
に
は
、
中
国
研
究
四

十
年
を
ふ
り
か
え
る
貴
重
な
エ
ッ
セ
イ
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
本
号
に
記
念
す

べ
き
色
ど
り
を
添
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

は
る
ば
る
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
が
た
は
じ
め
、
い
つ
も
な

が
ら
資
金
面
等
の
暖
い
ど
援
助
を
賜
り
ま
し
た

O
B
の
皆
様
に
は
、
発
刊
の
遅

れ
な
ど
、
多
大
の
ど
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
が
、
乙
の
場
を
か
り
て
似
く
御

礼
な
ら
び
に
お
詑
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

最
後
に
、
広
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
『
中
央
公
論
社
』
、

『
霞
山
会
』
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

『
時
事
通
信
社
』

(
井
尻
秀
憲
)
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時事通信社の海外特派員網をフルに活用し、各界専

門家の解説を添えて、最新のニュースを言芋報するほ

か、 諸外国の重要資半期協定、戸明議事録、報告替、記者会見

など)を逐次訳載、世界の動きをお伝えします。
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