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サンデ‘ィエゴ・ミッションの前壁 中嶋嶺雄

カリフォルニアン・ブかーの空の下，海岸のリゾート地も広大なゴルフ場

も，美しい高級住宅地も，またサンディエゴ港を見下ろすロマ岬の絶景も，す

べて見飽きることはないけれど，どうしてもスケッチの対象にはならない.

ここザンディエゴ伝習所 (MissionBasiIica San Diego de Alcala)は， 1769年

にジュニベロ・セラ神父が建てたカリフォルニア最古の教会で，左側の鐘のあ

る前壁は当時のものだという。右側の教会ではよく礼拝が行われており，賛美

歌やパイプ・オルガンも聞こえて来る。

開けっ広げに明るいサンディエゴのなかで，私の大好きな場所であり，約一

年の滞在中に一枚だけスケッチしたのも，ここである。
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『
歴
史
と
未
来
』

の
歴
史
と
未
来

|
|
『
歴
史
と
未
来
』
第
二

O
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
|
|

中

自鳥

雄

嶺

中
国
で
六
・
四
天
安
門
事
件
が
起
こ
っ
た
一
九
八
九
年
の
夏
の
終
り
に
、
私
た
ち
は
、
中
嶋
ゼ
ミ
第
三
回
海
外
研
修
旅
行
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
た
。
プ
ラ
ハ
か

ら
鉄
道
で
東
ベ
ル
リ
ン
に
入
り
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
中
国
問
題
の
セ
ミ
ナ
ー
を
し
た
後
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
ゲ
l
ト
を
通
っ
て
西
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

東
側
か
ら
見
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
を
、
今
度
は
西
側
か
ら
見
た
の
だ
が
、
壁
の
近
く
で
は
小
一
時
間
も
と
ど
ま
っ
て
、
東
西
対
立
と
東
西
冷
戦
の
現
実
を
目
の
当
た
り

に
し
た
の
で
あ
っ
た
・
そ
の
旅
行
の
直
後
に
、
ま
さ
に
天
安
門
事
件
の
悲
劇
を
歴
史
の
代
償
と
し
て
、
東
欧
社
会
主
義
の
崩
壊
が
始
ま
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
も
み
る

み
る
う
ち
に
打
ち
接
さ
れ
て
し
ま
っ
た
.
私
た
ち
は
、
ま
こ
と
に
臨
場
感
に
満
ち
た
同
時
代
史
を
目
撃
し
た
の
で
あ
る
・

そ
の
頃
、
ア
メ
リ
カ
の
日
系
の
評
論
家
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
(
早
田
宮
町

E
E苫
S
S
は
、
「
歴
史
の
終
鷲
か

?
q
z
o
開
足
。
同
回
目
帥

g
円
丸
)
」
と
題
す
る
論
文

を
発
表
し
て
大
き
な
注
目
を
浴
び
た

q
r
ミ
a
e
gご
誌
な
ミ
旬
F
Z
o
-
-
白・

ωロヨ
5
2
5∞
∞
)
。
だ
が
、
脱
冷
戦
後
の
今
日
、
世
界
は
混
沌
と
し
て
き
で
、
共
産
主

義
に
勝
っ
た
は
ず
の
資
本
主
義
、
つ
ま
り
ソ
速
に
勝
っ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
に
も
、
解
体
の
気
配
が
忍
び
寄
っ
て
い
る
・
こ
う
し
た
な
か
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

一
部
に
は
、
H

冷
戦
ノ
ス
タ
ル
ジ
l
u
と
も
見
ら
れ
る
傾
向
さ
え
散
見
さ
れ
る
け
れ
ど
、
冷
戦
後
の
今
日
も
歴
史
は
や
は
り
刻
ま
れ
続
け
て
お
り
、
未
来
も
ま
た
決
し

て
終
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
政
治
学
者
で
、
中
国
・
日
本
・
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
に
詳
し
い
チ
ャ
ル
マ

l
ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
名
誉
教
授
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン

デ
ィ
エ
ゴ
校
〉
は
、
私
の
古
い
友
人
で
も
あ
り
、
本
学
や
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
も
ど
縁
が
深
い
け
れ
ど
、
こ
の
た
び
、
『
歴
史
は
再
び
始
ま
っ
た
|
|
ア
ジ
ア
に
お
け
る

国
際
関
係
|
|
』
(
中
本
義
彦
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
九
四
年
〉
と
題
す
る
刺
激
的
な
論
文
集
を
刊
行
し
た
.
本
書
は
、
そ
の
活
力
が
国
際
的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
東
ア

-4-



ジ
ア
世
界
の
H

手
に
負
え
な
さ
u

を
ア
メ
リ
カ
の
側
か
ら
鋭
く
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
東
西
対
立
が
な
く
な
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
終
耳
局
し
た
の
だ
か

ら
歴
史
は
終
っ
た
の
だ
、
と
は
と
て
も
い
え
な
い
状
況
に
迫
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
「
国
際
関
係
と
地
域
研
究
の
総
合
誌
」
と
銘
打
っ
た
本
誌
の
役
割
と
使
命
は
、
本
誌
が
こ
の
よ
う
に
さ
さ
や
か
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
.

本
誌
は
一
九
六
人
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、
大
学
紛
争
な
ど
で
の
中
断
を
経
て
、
今
回
で
ニ

O
号
〈
ほ
か
に
特
別
清
刊
号
『
現
代
史
へ
の
証
し
|
|
知
的

リ
ー
ダ
ー
は
語
る
|
|
』
〈
一
九
九
一
年
一
〉
〉
を
数
え
る
こ
と
に
な
っ
た
・
幸
い
に
し
て
、
約
二
五

O
名
の
ゼ
ミ
の
会
の
会
員
の
み
な
ら
ず
、
内
外
の
有
識
者
や
学
内

の
諸
先
生
、
学
生
諸
君
、
そ
れ
に
何
人
か
の
固
定
読
者
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
図
書
館
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
図
書
館
な
ど
か
ら
、

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
注
文
を
受
け
た
り
も
し
て
い
る
・
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
諸
先
生
や
会
員
の
論
文
が
著
書
に
な
っ
た
り
、
業
績
審
査
対
象
論
文
に
な
る
こ
と
も
、

最
近
で
は
多
く
な
っ
て
き
た
・
本
誌
が
こ
の
よ
う
に
成
長
し
た
の
は
、
ゼ
ミ
の
会
の
諸
君
の
支
援
は
も
と
よ
り
、
歴
代
の
編
集
者
、
執
筆
者
、
寄
稿
さ
れ
た
諸
先
生
、

広
告
や
カ
ン
パ
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
出
版
社
や
個
人
の
方
荷
の
暖
か
い
ご
支
援
ど
協
力
の
賜
物
で
あ
り
、
心
か
ら
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

以
前
に
も
記
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
本
誌
の
『
歴
史
と
未
来
』
と
い
う
誌
名
は
、
私
が
若
き
日
に
愛
読
し
た

B
・
E
-
カ
l
(
n
R『
}
の
『
歴
史
と
は
何
か

{43曲
昨

日

制

Z
E
o
q噌
}
』
(
清
水
幾
太
郎
訳
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
二
年
〉
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
.
ヵ
ー
は
、
「
過
去
と
現
在
と
の
聞
の
対
話
と
し
て
の
歴

史

(
E
a
o
q
g田
ι
E
a
s
V
2
4
4巾
S
E
a
s弘司『
2
2
H
)」
に
幾
度
か
言
及
す
る
と
と
も
に
、
未
来
の
進
歩
を
展
望
し
て
同
時
代
史
へ
の
新
し
い
地
平
を
切
り
開

こ
う
と
し
た
の
だ
が
|
|
も
っ
と
も
カ
l
の
当
時
の
予
測
と
は
違
っ
て
、
社
会
主
義
に
「
進
歩
と
し
て
の
歴
史

(
E
g
o
q
g
胃

a
B
gご
は
な
か
っ
た
の
だ
が

|
|
、
そ
れ
を
私
は
「
歴
史
と
は
現
在
と
過
去
と
の
対
話
に
よ
っ
て
未
来
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
て
、
『
歴
史
と
未
来
』
と
い
う
誌
名
が
で
き
あ

が
っ
た
。
そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
以
上
も
経
っ
た
た
め
か
、
本
誌
が
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
「
歴
史
と
未
来
」
と
い
う
表
現
も
時
々
あ
ち
こ
ち
で
見

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
の
例
で
は
、
一
九
九
一
年
秋
に
「
漢
字
文
化
圏
の
歴
史
と
未
来
」
と
題
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
横
浜
で
開
催
さ
れ
、
そ
の

後
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
纏
め
た
同
名
の
本
が
一
九
九
二
年
に
大
修
館
書
庖
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
(
溝
口
雄
三
・
富
永
健
一
・
中
嶋
嶺
雄
・
浜
下
武
志
編
〉
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
歴
史
が
あ
る
限
り
、
『
歴
史
と
未
来
』
も
あ
り
続
け
て
よ
い
は
ず
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
た
と
え
歴
史
に
終
震
が
な
く
て
も
、
人
聞

に
は
必
ず
死
が
あ
る
よ
う
に
、
『
歴
史
と
未
来
』
に
も
必
ず
終
る
と
き
が
来
る
で
あ
ろ
う
・
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
毎
回
苦
労
し
て
こ
こ
ま
で
発
行
し
続
け
て
き
た

『
歴
史
と
未
来
』
を
、
今
回
の
第
二

O
号
と
い
う
区
切
り
で
終
る
の
も
、
一
つ
の
あ
り
得
ベ
き
選
択
肢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二

O
号
と
い
う
栄
え
の
記
念
す
べ
き
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
巻
頭
言
を
書
く
の
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
で
も
あ
り
、
ま
た
不
本
意
で
は
な
い
の
か
と
感
じ
ら
れ
る

方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
私
自
身
が
ぽ
つ
ぽ
つ
終
り
の
美
学
を
考
え
る
年
頃
に
な
っ
て
き
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
思
う
昨
今

で

あ

る

・

(

一

九

九

四

年

二

月

一

七

日

)
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政
治
学
五

O
年
|
|
政
治

ー
ー
ー
ま
ず
、
先
生
が
政
治
学
の
研
究
を
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
か
ら
お
話
い

た
だ
け
ま
す
か
。

政
治
「
学
」
の
研
究
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、
政
治
の
研
究
と
政
治
学
の
研

究
と
は
か
な
り
ち
が
い
ま
す
。
都
留
重
人
先
生
に
「
経
済
学
者
と
経
済
学
学
者

は
別
だ
」
と
い
う
古
典
的
な
名
言
が
あ
り
ま
す
.
こ
の
言
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、

政
治
の
勉
強
を
す
る
か
政
治
学
の
勉
強
を
す
る
か
と
い
う
ち
が
い
で
す
.
政
治

の
勉
強
を
す
る
と
政
治
学
者
に
な
り
、
政
治
学
を
勉
強
す
る
と
政
治
学
学
者
に

な
り
ま
す
.
現
在
で
は
大
学
制
度
が
確
立
し
、
政
治
学
学
も
盛
ん
で
す
か
ら
、

い
ま
の
ご
質
問
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
四
十
数
年
前
に
は
現
在
の

よ
う
に
堂
塔
伽
藍
の
と
と
の
っ
た
政
治
学
の
世
界
と
出
会
う
、
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

文
化

人
間

思

純

極

す
こ
し
廻
り
道
を
し
ま
す
が
、
誰
か
が
政
治
と
出
会
う
。
政
治
と
出
会
っ
て
、

興
味
を
も
っ
て
調
べ
始
め
る
.
そ
の
と
き
そ
の
瞬
間
に
生
き
た
政
治
学
が
あ
り

ま
す
.
そ
の
結
果
が
文
章
に
な
り
、
書
物
に
な
り
、
た
ま
っ
て
き
ま
す
と
、
政

治
「
学
」
の
世
界
が
育
っ
て
い
く
・
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
入
り
、
修
士
、

博
士
と
い
う
政
治
学
の
大
学
教
員
養
成
過
程
が
で
き
ま
す
.
そ
う
す
る
と
政
治

学
「
学
」
の
世
界
も
育
っ
て
き
ま
す
.
次
第
に
ル
ー
ル
が
き
ま
っ
て
き
て
、
こ

れ
を
主
題
に
マ
ス
タ
ー
論
文
を
書
く
と
き
は
こ
れ
と
こ
れ
を
読
ん
で
引
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
ド
ク
タ
ー
論
文
の
と
き
に
は
こ

O
O冊
は
引
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
「
学
学
」
の
世
界
が
制
度
化
さ
れ
ま
す
.
あ
な
た
が
た

は
、
そ
の
、
「
学
学
」
の
世
界
か
ら
始
め
る
わ
け
で
す
。

一
方
に
は
政
治
を
研
究
し
て
い
る
政
治
の
研
究
者
、
も
う
一
方
に
は
政
治
学

学
者
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
・
私
が
法
学
部
を
卒
業
し
た
一
九
四
七
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年
こ
ろ
は
、
日
本
で
政
治
学
を
勉
強
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
が
政
治
学
学
者
の
方

向
で
し
た
。
専
門
で
い
え
ば
、
ひ
と
つ
は
思
想
史
、

「
ヒ
ス

l
リ
l
-
オ
ブ
・
ポ

リ
テ
イ
カ
ル

・
ア
イ
デ
ア
ズ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
政

治
学
プ
ロ
パ
l
」
。
「
ポ
リ
テ

イ
カ
ル
・
セ
オ
リ
ー
」
と
か
「
ポ
リ
テ
イ
カ
ル

・

ド
ク
ト
リ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
政
治
シ
ス
テ

ム
の
土
台
に
あ
る
教
理

を
説
明
し
ま
す
.
そ
れ
か
ら
、
政
治
制
度
と
政
治
制
度
の
運
用
を
研
究
す
る
の

は
主
と
し
て
憲
法
学
、
公
法
学
で
す
。
な
お
、
実
際
政
治
の
迎
用
の
解
説
は
、

大
体
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
で
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
、
一
九
四
五
年
に
日

本
が
降
伏
し
占
領
さ
れ
て
か
ら
、
占
領
軍
の
枠
の
範
闘
で
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主

義
を
情
報
宣
伝
す
る
評
論
が
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

で
あ
る
よ
り
は
、
「
盛
り
上
が
る
」
大
衆
を
大
い
に
激
励
す
る
よ
う
な
情
報
宣

伝
活
動
で
し
た
。
な
お
、
政
治
史
と
い
う
歴
史
の
部
門
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
政
治
学
と
は
別
世
界
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

京極純一

私
が
ど
う
し
て
大
学
院
特
別
研
究
生
に
な

っ
た
か
と
い
う
話
で
す
が
、
こ
れ

に
は
ふ
た
つ
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
に
は
一
九
四
六
年
五
月
号
の
『
世

界
』
に
、
丸
山
長
男
先
生
が
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
い
う
論
文
を

書
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
に
か
く
も
の
す
ご
い
衝
撃
で
し
た
。
ほ
ん
と
う
に

知
的
に
興
管
し
ま
し
た
。
何
が
知
的
に
興
奮
さ
せ
た
か
。

「超
国
家
主
義
」
と
い

う
ひ
と
つ
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
仕
組
み
が
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

ど
う
い
う
部
品
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
そ
う
い
う
政
治
を
動
か
す
仕
組
み
が
で

き
あ
が

っ
て
い
た
か
。
そ
の
解
説
で
す
。
シ
ス
テ
ム
全
体
を
造
型
し
な
が
ら
、

知
的
な
認
識
を
仕
上
げ
て
い
く
、
そ
う
い
う
方
法
で
す
。
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム

を
部
品
か
ら
積
み
上
げ
、
そ
の
構
造
を
造
型
し
て
見
せ
る
:・・
:
。
も
の
す
ご
く

「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ブ
」
で
し
た
。
自
分
に
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
は

思
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
人
間
の
知
的
能
力
を
活
用
す
れ
ば
こ
う
い
う
作

品
が
で
き
る
と
い
う
大
き
な
感
動
を
受
け
た
の
で
す
。

も
う
一
つ
の
事
情
は
、

吉
野
作
造
先
生
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
ず

っ
と
台
北
帝

大
に
い
ら
し
ゃ
っ
た
、

期
閥
単
彦
先
生
が
、
ご
縁
が
あ
っ
て
、
指
導
教
官
の
ハ
ン

コ
を
押
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
が
一
九
四
七
年
の
九
月
の
こ
と
で
、

特
別
研
究
生
の
定
員
が
一

一一
名
、
応
募
し
た
の
は
一
一
名
。
大
学
院
に
残
っ
て

勉
強
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
あ
ま
り
常
識
的
で
は
な
い
時
代
で
し
た
。
世
間
知

ら
ず
の
田
舎
者
を
研
究
室
へ
入
れ
て
い
た
だ
い
た
の
が
話
の
は
じ
ま
り
で
す
。

そ
し
て
、
一
九
五

二
年
九
月
、
特
別
研
究
生
の
五
年
の
期
間
が
お
わ
り
、
東
京

大
学
教
養
学
部
の
専
任
講
師
に
就
職
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
就
職
論
文
が
高

知
県
の
知
事
選
挙
を
扱
っ
た
、
日
本
の
実
際
政
治
に
つ
い
て
の
論
文
で
し
た
。

そ
れ
以
後
、
選
挙
と
政
治
意
識
の
専
門
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以

来
、
更
地
に
家
を
建
て
る
み
た
い
に
、
日
本
の
政
治
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。
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一
九
五
七
年
、
私
は
ア
メ
り
カ
ヘ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
.
そ
の
前
か
ら

お
近
付
き
を
い
た
だ
い
た
先
生
の
一
人
が
、

H
・
D
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル

(出・
0
・F
8
2至
。
先
生
で
し
た
.
ラ
ス
ウ
ェ
ル
先
生
は
人
類
学
の
研
究
者
と
し

て
夏
休
み
に
な
る
と
南
米
に
調
査
に
行
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
・

ア
メ
リ
カ
に
二
年
い
る
聞
に
何
を
勉
強
し
た
か
.
日
本
を
発
つ
前
、
日
本
で

は
で
き
な
い
専
門
外
の
勉
強
を
し
て
は
、
と
い
う
岡
義
武
先
生
の
ご
助
言
も
あ

り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
は
心
理
学
、
社
会
心
理
学
、
文
化
人
類
学
、
も
う
ひ
と
つ

は
数
学
と
統
計
学
を
勉
強
し
ま
し
た
・
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
勉
強
し
た
か
.

政
治
は
、
人
間
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
.
で
す
か
ら
、

J

・

s
・
ミ
ル
の
有
名

な
言
葉
で
す
が
、
人
間
に
か
か
わ
る
こ
と
に
は
何
に
で
も
興
味
を
も
つ
の
が
政

治
の
研
究
者
で
す
.
政
治
を
研
究
す
る
場
合
、
た
い
へ
ん
雑
学
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
狭
く
深
い
研
究
も
あ
り
ま
す
.
ふ
た
通
り
あ
る
わ
け
で
す
が
、
私

は
雑
学
派
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
ヘ
行
っ
た
と
き
、
心
理
学
者
で
は
な
い
し
、

心
理
学
者
に
な
る
つ
も
り
も
な
い
け
れ
ど
、
心
理
学
、
社
会
心
理
学
、
文
化
人

類
学
の
本
を
い
ろ
い
ろ
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
数
学
を
や
り
、
統
計
学
を

勉
強
し
ま
し
た
.
一
九
五
九
年
日
本
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、
世
論
調
査
の
結

果
な
り
総
選
挙
の
開
票
結
果
の
数
量
的
分
析
を
使
っ
て
政
治
意
識
を
調
べ
る
こ

と
を
自
分
の
仕
事
と
し
て
き
ま
し
た
。

|
|
|
今
の
日
本
の
政
治
の
実
態
を
見
て
い
る
と
、
政
治
学
の
教
科
書
に
書
か

れ
た
政
治
学
の
「
理
論
」
と
の
聞
に
は
大
き
な
「
議
離
」
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ

れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
が
:
:
:
.

日
本
の
政
治
の
実
際
と
政
治
学
「
理
論
」
と
の
「
議
離
」
と
い
う
問
題
設
定

は
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
、
一
九
五
三
年
に
で
き
た
日
本
の

新
制
大
学
院
制
度
の
実
情
が
非
常
に
不
十
分
で
、
ア
メ
リ
カ
で
M
M
F
-
U
・
を
取
っ

て
帰
っ
て
く
る
人
が
増
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ご
ろ
で
は
ア
メ
リ
カ

政
治
学
が
人
類
普
遍
の
政
治
学
で
あ
る
と
い
う
「
常
識
」
も
で
き
て
き
た
よ
う

で
す
.

何
事
に
つ
い
て
も
「
理
論
が
正
し
く
事
実
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え

方
は
成
り
立
ち
ま
す
.
し
か
し
、
「
事
実
が
あ
る
・
事
実
が
先
だ
」
と
い
う
考
え

方
も
あ
り
ま
す
.
ア
メ
リ
カ
政
治
学
を
物
差
し
に
し
て
「
あ
て
は
ま
ら
な
い
か

ら
、
日
本
の
政
治
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
信
じ
る
の
は
、
個
人
の
信
仰
の
自
由

で
す
.
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
「
理
論
が
正
し
く
事
実
が
間
違
っ
て
い
る
」
と

い
う
の
は
研
究
者
に
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
.
医
者
に
た
と
え
れ
ば
、
「
あ
な
た
の

病
気
は
教
科
書
通
り
で
な
い
か
ら
、
あ
な
た
の
病
気
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い

う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
・
「
理
論
が
正
し
く
事
実
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
考

え
る
か
、
理
論
は
か
り
そ
め
の
道
具
、
事
実
に
即
し
て
、
と
考
え
る
か
、
分
か

れ
目
が
あ
り
ま
す
.

-8ー

大
事
な
こ
と
で
す
が
、
政
治
は
、
文
化
に
依
存
し
て
い
ま
す
.
こ
の
場
合
、

文
化
と
い
う
の
は
、
人
聞
の
感
性
、
感
情
、
知
性
の
働
き
方
を
規
制
す
る
制
度
、

い
わ
ゆ
る
常
識
で
す
.
そ
れ
を
伝
達
す
る
も
の
は
言
葉
で
す
。
人
聞
は
、
言
葉

を
通
じ
た
制
度
化
に
よ
っ
て
の
み
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
.
日
本
で
は
犬

は
ワ
ン
ワ
ン
と
鳴
く
。
日
本
語
の
世
界
で
は
、
犬
は
ワ
ン
ワ
ン
と
し
か
鳴
け
な

い
の
で
す
.
英
語
の
世
界
で
は
パ
ウ
ワ
ウ
と
し
か
鳴
け
ま
せ
ん
.
そ
う
い
う
文

化
の
多
様
性
が
地
球
上
に
あ
り
ま
す
・
文
化
の
多
様
性
に
対
応
し
て
、
政
治
も
、

政
治
の
研
究
も
多
様
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
パ
ウ
ワ
ウ
と
鳴
く
政
治
を
パ
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ウ
ワ
ウ
と
書
く
論
文
も
あ
れ
ば
、
ワ
ン
ワ
ン
と
鳴
く
政
治
を
ワ
ン
ワ
ン
と
書
く

論
文
も
あ
る
.
日
本
語
で
論
文
を
書
く
書
き
方
と
、
英
語
で
論
文
を
書
く
書
き

方
と
は
別
で
す
.
翻
訳
と
い
う
の
は
ほ
ん
と
う
に
た
い
へ
ん
な
作
業
で
す
.

み
な
さ
ん
の
専
門
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
」
で

す
が
、
そ
の
な
か
で
、
ふ
た
つ
の
流
派
が
い
つ
も
議
論
を
す
る
わ
け
で
す
.
ひ

と
つ
は
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
派
.
A
さ
ん
と
B
さ
ん
と
の
聞
の
関
係
だ
け
を
取
上

げ
よ
う
と
い
う
流
派
.
も
う
ひ
と
つ
は
「
エ
ア
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
l
ズ
」
派
.

文
化
が
多
様
な
な
か
で
、

A
さ
ん
と
B
さ
ん
が
、
な
ぜ
仲
が
良
い
の
か
.
な
ぜ

ケ
ン
カ
す
る
の
か
.
そ
れ
を
知
る
の
に
、

A
さ
ん
、

B
さ
ん
を
よ
く
知
ら
な
け

れ
ば
話
に
な
ら
な
い
と
い
う
流
派
で
す
.
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
議
論
が
ず
っ
と

あ
り
ま
す
.

政
治
に
は
文
化
を
こ
え
た
共
通
性
も
あ
り
ま
す
.
人
聞
は
生
物
で
、
同
じ

「
種
」
に
属
し
ま
す
.
種
の
定
義
は
、
生
物
学
的
に
言
え
ぼ
、
そ
の
範
囲
内
で

交
配
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
.
生
物
的
な
条
件
の
共
通
性
が
人
類
に

あ
り
、
そ
れ
が
政
治
に
も
反
映
し
て
き
ま
ず
か
ら
、
文
化
に
も
政
治
に
も
多
様

性
と
い
う
面
と
共
通
性
と
い
う
面
と
の
両
方
が
あ
り
ま
す
.

そ
の
生
物
的
共
通
性
が
反
映
す
る
わ
か
り
や
す
い
例
は
戦
争
で
す
。
権
力
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
.
軍
事
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
威
嚇
と

か
殺
裁
と
い
っ
た
も
の
に
は
文
化
を
こ
え
た
共
通
性
が
あ
り
ま
す
。
「
首
を
切

る
ぞ
」
と
い
え
ば
、
皆
恐
怖
を
感
じ
る
の
は
、
生
物
的
共
通
性
が
あ
る
か
ら
で

す
.
そ
う
い
う
意
味
で
、
政
治
に
は
文
化
を
越
え
た
共
通
性
も
ま
た
あ
り
ま
す
.

で
な
け
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
g

ナ
ル

-
P
レ
l
シ
ョ
ン
ズ
と
い
う
事
柄
が
成

り
立
ち
ま
せ
ん
.
共
通
性
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

賄
賂
や
買
収
で
す
。
富
と
快
楽
の
追
求
が
人
間
に
あ
る
限
り
、
文
化
が
違
っ
て

京極純一

い
て
も
買
収
で
き
ま
す
.
マ
キ
ャ
ベ
り
の
よ
う
な
作
品
は
、
万
国
共
通
に
通
用

す
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

|
|
|
「
多
様
性
」
と
「
共
通
性
」
と
い
う
お
話
は
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
日
本
に
お
い
て
西
洋
の
政
治
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
は
十
分
に
根
付
い

て
い
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
.
最
近
、
米
国
の
知
識
界
に
は
「
文
明
の
衝

突
」
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
あ
る
よ
う
で
す
が
・

「
西
欧
文
明
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
工
業
技
術
文
明
と
い
う
要
素

が
あ
り
ま
す
.
も
う
ひ
と
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
系
統
の
西
洋
文
化
と
い
う
要
素
が

あ
り
ま
す
.
一
九
九
四
年
に
な
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
.
西
洋
の
人
は
、
一
入
世
紀
後
半
の
産
業
革
命
か
ら
始
ま
っ
て
、
工

業
技
術
文
明
を
ど
ん
ど
ん
発
展
さ
せ
ま
し
た
・
鉄
道
も
で
き
る
し
、
大
砲
も
で

き
る
し
、
軍
艦
も
飛
行
機
も
ヅ
ェ
ッ
ト
機
も
原
爆
も
で
き
ま
し
た
.
そ
う
い
う

面
で
言
え
ぽ
、
工
業
技
術
文
明
に
は
地
球
上
に
共
通
す
る
普
通
性
が
あ
り
ま
す
.

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
け
れ
ば
と
か
、
合
理
主
義
者
で
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
な

し
に
、
工
業
技
術
文
明
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
培
う
こ
と
も
で
き
ま
す
.

そ
の
事
実
を
西
洋
の
人
々
に
最
初
に
知
ら
せ
た
の
は
日
本
で
す
。
日
本
は
日
露

戦
争
で
洋
式
軍
艦
を
使
い
こ
な
し
、
日
本
海
海
戦
で
ロ
シ
ア
の
軍
艇
を
沈
め
て

し
ま
い
ま
し
た
.
そ
の
上
、
洋
式
の
政
治
制
度
ま
で
導
入
し
ま
し
た
・

工
業
技
術
文
明
の
な
か
に
は
制
度
も
入
っ
て
い
ま
す
.
た
と
え
ば
、
官
僚
機

構
、
株
式
取
引
所
、
銀
行
と
か
、
そ
う
い
う
制
度
を
含
め
て
、
工
業
技
術
文
明

は
普
遍
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
聞
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
か
、

男
女
は
も
ち
ろ
ん
平
等
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
人
聞
は
自
発
性
に
基
づ
い
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て
自
由
に
行
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
西
洋
の
文
化
を
常
識
に

し
て
い
な
い
人
た
ち
で
も
、
工
業
技
術
文
明
は
使
い
こ
な
せ
ま
す
.
モ
ス
レ
ム

同
士
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
空
中
戦
を
す
る
。
モ
ス
レ
ム
が
相
手
の
国
ヘ
ミ
サ
イ
ル
を

撃
ち
込
む
と
、
も
う
一
方
の
園
も
ミ
サ
イ
ル
を
撃
ち
返
す
、
そ
う
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

現
代
は
、
西
洋
文
化
と
工
業
技
術
文
明
と
一
枚
に
重
な
っ
て
い
た
の
が
だ
ん

だ
ん
二
枚
に
剥
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
人
に
と
っ
て
は
つ
ら

い
認
識
で
す
.
工
業
設
術
文
明
は
、
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

開
発
途
上
国
が
、
経
済
成
長
す
る
こ
と
は
、
飛
行
場
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
道

路
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
が
増
え
る
こ
と
で
あ
り
、
石
油
を
輸
入
す

る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
と
こ
ろ
で
石
油
を
掘
り
出
す
こ
と
で
す
。

工
業
技
術
文
明
の
そ
う
い
う
普
遍
性
を
前
提
に
す
る
と
、
成
文
憲
法
も
そ
の

中
に
含
ま
れ
ま
す
・
今
、
世
界
中
の
国
で
、
成
文
憲
法
の
な
い
国
は
あ
ま
り
な

い
で
し
ょ
う
・
自
由
民
権
運
動
の
言
葉
を
使
え
ば
、
民
選
議
院
も
多
く
の
固
に

あ
り
ま
す
.
工
業
技
術
文
明
の
部
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
政
治
制
度
が
あ
っ
て
、

そ
の
文
面
は
輸
出
可
能
で
あ
り
、
輸
入
可
能
で
す
。
輸
入
可
能
で
あ
っ
て
も
、

図
書
館
の
本
欄
に
納
ま
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
.
政
治

制
度
は
印
刷
文
書
か
ら
暮
ら
し
の
常
識
ま
で
に
わ
た
る
も
の
で
す
.

日
本
は
不
思
議
な
園
で
、
西
洋
か
ら
政
治
制
度
を
輸
入
し
て
、
運
用
の
面
で

使
い
こ
な
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
本
の
議
会
政
治
は
一

O
O年
以
上
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
.
し
か
し
、
日
本
の
文
化
は
、
西
洋
文
化
と
同
一
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
「
セ
ク
ハ
ラ
」
と
い
う
問
題
が
出
て
騒
が
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
.
日
本
で
は
平
然
と
セ
ク
ハ
ラ
を
続
行
し
て
い
ま
す
.
な

ぜ
問
題
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
わ
か
り
ま
せ
ん
.
個
人
の
尊
厳
と
両
性

の
平
等
と
い
う
基
本
感
覚
が
な
い
の
で
す
.
女
性
も
ま
た
尊
敬
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
単
純
な
問
題
で
す
が
、
日
本
の
常
識
の
理
解
を
超
え
て
い
る
よ
う

で
す
.

工
業
技
術
文
明
の
普
通
性
の
側
か
ら
み
て
い
け
ば
、
議
会
制
度
と
か
、
成
文

憲
法
と
か
、
法
治
主
義
と
か
、
政
治
制
度
は
、
す
く
な
く
と
も
印
刷
文
書
と
し

て
は
、
世
界
的
に
普
遍
性
を
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
多

様
性
か
ら
見
て
い
く
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
が
見
え
ま
す
。
そ
し
て
、
文
化

の
多
様
性
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
文
化
を
唯
一
、
最
高
、
絶
対
と
考

え
て
い
る
人
達
と
は
、
違
っ
た
風
景
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
.

日
本
の
役
割
は
、
非
常
に
幸
福
で
、
か
つ
不
幸
な
こ
と
で
す
が
、
一
枚
の
西

洋
文
化
と
工
業
技
術
文
明
を
二
枚
に
剥
が
し
始
め
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
.
産

業
革
命
以
来
、
近
代
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
を
二
枚
に
剥
が
し
て
い
ま
す
.
西

洋
の
人
に
し
て
み
れ
ば
、
ア
ジ
ア
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
.
ア
フ
リ
カ
・
も
そ
う
で
し
ょ
う
.
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
は
ず
の

も
の
が
、
二
枚
に
剥
げ
て
い
る
わ
け
で
す
.
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
ち
ゃ
ん
と
着
て
、

ネ
ク
タ
イ
を
ち
ゃ
ん
と
締
め
て
、
背
広
を
ち
ゃ
ん
と
着
て
、
靴
も
ち
ゃ
ん
と
履

い
て
、
英
語
で
ち
ゃ
ん
と
会
話
で
き
る
.
ど
こ
も
違
わ
な
い
。
ど
こ
も
違
わ
な

い
の
に
実
は
文
化
が
違
っ
て
い
る
。
も
の
す
ご
い
違
和
感
か
も
し
れ
ま
せ
ん
.

日
本
の
二

O
世
紀
は
、
西
洋
原
産
の
工
業
技
術
文
明
が
人
類
か
ら
み
れ
ば
、

普
遍
的
だ
と
い
う
こ
と
を
実
証
し
て
み
せ
ま
し
た
・
環
境
問
題
や
資
源
問
題
を

別
と
す
れ
ば
、
経
済
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
全
人
類
は
同
じ
よ
う
に
、
車
に
乗
り
、

飛
行
機
に
乗
り
、
洋
館
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
、
西
洋
は

ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
類
の
文
明
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
.
ア
ラ
ブ
の
文
明
が
繁
栄
し
て
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
別
の
文
明
が
栄
え
、

産
業
革
命
が
起
き
、
ア
ラ
ブ
の
文
明
と
は
全
く
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
ま
た
起
こ
り
う
る
わ
け
で
す
.
そ
う

い
う
意
味
で
、
現
代
は
文
明
の
転
換
点
、
あ
る
い
は
「
終
わ
り
の
始
ま
り
」
、
あ

る
い
は
「
始
ま
り
の
始
ま
り
」
み
た
い
な
、
お
も
し
ろ
い
面
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
政
治
に
つ
い
て
も
、
一
方
だ
け
考
え
て
い
え
ば
非
常
に
普
遍
的

だ
し
、
別
の
面
を
考
え
る
と
、
文
化
に
依
存
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
普
遍
的
で

は
な
い
.
そ
う
し
た
二
面
性
が
あ
り
ま
す
.
そ
の
普
遍
性
と
多
様
性
の
聞
を
の

ら
り
く
ら
り
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
政
治
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま
す
.
「
文

明
の
衝
突
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
ま

す
.文

化
と
い
う
レ
ベ
ル
で
い
う
と
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
先
生
の
い
っ
て
い
る
よ
う

な
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
と
西
洋
文
化
の
対
立
、
あ
る
い
は
衝
突
は
確
率
が
高
い
と

思
い
ま
す
.
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
工
業
技
術
文
明
に
は
、
ひ
と
つ
の
特
徴

が
あ
る
か
ら
で
す
.
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
自
主
独
立
の
個
人
と
な
っ
た
人

間
の
自
発
性
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
.
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
銀

山
で
は
奴
隷
を
使
っ
て
い
ま
し
た
・
日
本
の
佐
渡
で
は
服
役
者
で
す
が
、
山
で

鉱
石
を
掘
る
の
は
、
奴
隷
で
も
仕
事
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
農
業
。
ア
メ
リ

カ
南
部
の
プ
ラ
ン
テ
l
シ
ョ
ン
だ
け
に
限
ら
ず
、
奴
隷
で
も
仕
事
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
知
的
労
働
と
な
る
と
、
強
制
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
・
教
師

を
経
験
し
た
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
で
す
が
、
勉
強
さ
せ
る
こ
と
は
鞭
で
ひ
っ

ぱ
た
い
て
も
だ
め
で
す
.
い
や
な
も
の
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、
現
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
チ
ッ
プ
ス
の
よ
う
に
、
自
発
性
を
重
ん
じ
る

労
働
が
中
心
に
あ
る
社
会
で
は
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
の
自
発
性
を
尊
重
せ
ざ
る

京極純一

を
得
な
く
な
り
ま
す
。
今
、
日
本
に
起
き
て
い
る
社
会
的
な
問
題
の
ひ
と
つ
は
、

女
性
の
自
発
性
を
ど
れ
だ
け
動
員
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
.
情
報
社
会
に

な
る
と
、
自
発
性
を
尊
重
し
て
女
性
の
能
力
を
も
っ
と
活
用
し
な
け
れ
ば
企
業

も
大
変
で
す
し
、
社
会
全
体
も
大
変
だ
と
思
い
ま
す
.

こ
の
点
で
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
と
西
洋
文
化
と
は
基
本
的
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
.
ひ
と
つ
は
女
性
と
男
性
の
平
等
の
問
題
で
す
.
そ
の
他
、
価
値
体
系

の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.
「
文
明
の
衝
突
」

と
い
う
問
題
で
い
え
ば
、
人
類
の
将
来
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
し
、

西
洋
文
化
と
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
対
立
、
あ
る
い
は
衝
突
も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
.

西
洋
の
人
は
非
常
に
深
刻
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
人

と
は
違
う
点
で
し
ょ
う
・
日
本
で
は
使
い
こ
な
し
の
と
き
、
建
前
と
本
音
の
、

融
通
を
活
用
し
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
・
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そ
う
し
た
な
か
で
日
本
に
お
け
る
政
治
学
の
役
割
と
い
う
も
の
は
何
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
展
望
も
含
め
て
お
間
か
せ
下
さ
い
.

日
本
に
お
け
る
政
治
学
の
役
割
と
い
う
話
は
、
具
体
的
に
は
、
政
治
学
者
の

活
動
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
政
治
学
者
は
、
第
入
次
選
挙
制
度
審

議
会
に
参
加
し
て
、
選
挙
制
度
改
正
の
原
案
を
つ
く
る
上
で
大
い
に
お
役
に
立

ち
ま
し
た
・
ま
た
、
そ
の
後
も
実
際
的
な
助
言
者
と
し
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
活
躍

を
し
て
い
ま
す
.
昨
年
七
月
の
総
選
挙
か
ら
あ
と
の
局
面
に
な
る
と
、
ま
す
ま

す
助
言
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
.
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
タ
レ

ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
か
、
「
政
治
タ
レ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
か
や
き
も
ち
を
や
か
れ
る
ほ
ど
、
「
世
の
た
め
、
人
の
た
め
」
大
い
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に
活
隠
し
て
い
ま
す
.

有
権
者
に
秘
密
投
票
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
言

論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
議
会
政
治
の
も
と
で
、
政
治
家
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
も
有
権
者
も
マ
ラ
ソ
ン
の
ラ
ン
ナ
ー
に
た
と
え
ま
す
と
、
政
治
学
者
は
マ

ラ
ソ
ン
の
伴
走
者
で
す
。
走
っ
て
い
る
人
逮
の
そ
ば
で
絶
え
ず
助
言
を
す
る
、

す
ぐ
そ
ば
に
密
着
し
た
伴
走
者
と
い
う
役
割
が
あ
り
ま
す
.
そ
れ
か
ら
も
う
ひ

と
つ
に
は
、
ラ
ン
ナ
ー
に
筏
着
し
な
い
で
距
離
を
置
い
た
冷
静
な
観
察
者
と
い

う
役
割
が
あ
り
ま
す
.
そ
の
両
端
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
政
治
学
者
が
い
ま
す
.

人
間
で
す
か
ら
、
距
離
を
置
い
た
観
察
者
の
つ
も
り
が
、
い
つ
の
間
に
か
そ
ば

に
つ
い
て
一
緒
に
走
っ
て
い
る
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
密
着
し
た
伴
走
者
だ

と
ノ
メ
リ
こ
ん
で
い
た
ら
、
お
前
は
も
う
用
が
な
い
と
放
り
出
さ
れ
る
人
も
い

る
で
し
ょ
う
.
学
者
の
役
割
は
、
ひ
と
い
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.

こ
れ
に
関
し
て
あ
と
二
点
ほ
ど
付
け
加
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
.
第
一
点
は
日

本
の
問
題
で
す
.
「
日
本
を
も
う
少
し
知
的
な
日
本
に
で
き
な
い
か
」
と
い
う

問
題
で
す
.
こ
れ
に
は
日
本
語
の
問
題
が
あ
り
ま
す
.
日
本
語
は
、
認
知
、
評

価
、
選
択
の
分
離
が
非
常
に
難
し
い
の
で
す
.
政
治
に
つ
い
て
も
、
経
済
に
つ

い
て
も
、
文
化
に
つ
い
て
も
、
日
本
語
で
も
の
を
い
う
と
、
知
性
の
レ
ベ
ル
の

話
が
、
感
情
、
感
覚
、
感
性
の
入
っ
た
話
に
な
り
ま
す
・
日
本
語
で
い
う
と
、

理
性
の
話
が
い
つ
の
間
に
か
心
情
の
話
に
な
り
ま
す
.
日
本
語
と
い
う
特
殊
な

言
葉
の
な
か
で
、
距
離
を
置
い
た
冷
静
な
観
察
者
と
し
て
知
的
で
あ
り
続
け
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
.

そ
の
中
で
日
本
人
は
、
「
日
本
の
文
化
と
は
何
だ
」
と
い
う
、
自
己
認
識
の
開

発
を
始
め
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
自
己
認
識
は
他
人
認
識
と

セ
ッ
ト
で
す
.
人
類
認
識
と
自
己
認
識
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
.

そ
の
場
合
大
切
な
の
は
、
知
的
関
心
、
つ
ま
り
知
的
な
自
発
性
を
こ
れ
か
ら
育

て
る
こ
と
で
す
.
関
心
は
感
情
の
問
題
で
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ
て
知
性
を
自
発

的
に
働
か
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
.
自
分
が
関
心
を
も
っ
た
こ
と
を

自
分
で
調
べ
て
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
ま
す
.
調
べ
て
ま
と
め
た
ら
、
そ
れ
な

り
の
理
論
が
で
き
る
わ
け
で
す
.
そ
し
て
そ
れ
を
も
う
一
回
、
「
事
実
が
間

違
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
わ
な
い
で
、
事
実
の
世
界
に
も
っ
て
い
く
・
具
体
と

抽
象
の
聞
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
み
る
楽
し
さ
を
知
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

言
葉
、
抽
象
の
世
界
と
事
実
の
世
界
、
具
体
の
世
界
を
ど
う
対
応
さ
せ
て
い
く

か
、
そ
の
工
夫
、
練
習
を
す
る
の
で
す
.

も
う
ひ
と
つ
、
何
に
で
も
好
奇
心
を
発
揮
し
て
、
雑
学
を
広
げ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.
視
野
を
広
く
す
る
こ
と
と
、
抽
象
と
具
体
の

聞
を
往
復
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
訓
練
を
こ
れ
か
ら
し
な
け
れ
ば
、
将
来
の
日

本
は
困
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.
地
球
の
上
で
日
本
と
い
う
国
を
建
て
、

日
本
人
が
一
蓮
托
生
で
生
き
て
い
る
以
上
は
、
自
主
、
自
立
、
自
力
、
自
前
で

努
力
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
.
頼
み
に
な
る
の
は
知
的
能
力
で
す
か
ら
、
知
的

能
力
の
開
発
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
.

第
二
点
は
、
「
何
の
た
め
に
学
問
を
す
る
か
」
と
い
う
問
題
で
す
・
大
学
院
な

り
学
部
な
り
の
教
授
に
な
る
た
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の

で
す
.
大
蔵
省
に
入
っ
て
次
官
に
な
る
の
と
問
じ
こ
と
で
す
.
あ
ら
か
じ
め
制

度
、
機
構
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
就
職
を
し
て
生
計
を
立
て
る
と
い
う
形
の
学
問

の
仕
方
が
一
方
に
あ
り
ま
す
.

こ
れ
に
対
し
て
「
学
聞
は
永
遠
の
真
理
を
求
め
る
た
め
に
あ
る
」
と
い
う
考

え
方
も
あ
り
ま
す
.
残
念
な
が
ら
、
有
限
者
で
あ
り
、
死
ぬ
ベ
き
人
間
は
、
永

遠
の
真
理
に
は
、
だ
れ
も
到
達
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
の
文
化
は
変
化
し
て
い
く
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し
、
人
類
社
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
個
人
は
一
方
で
死
に
、
他
方
で
新
し
く
生

ま
れ
て
、
入
れ
替
わ
り
ま
す
.
途
中
で
生
ま
れ
、
途
中
で
死
ぬ
ひ
と
り
の
人
聞

が
、
そ
の
一
生
に
お
い
て
、
永
遠
の
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

人
聞
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
は
過
ぎ
去
っ
て
い
く
一
過
性
の
存
在
で
し
か
な

い
の
で
す
.

で
は
、
「
何
の
た
め
に
学
問
を
し
て
い
る
の
か
」
@
「
学
聞
は
世
の
た
め
、
人
の

た
め
」
と
い
う
ふ
う
に
も
い
え
ま
す
.
日
本
で
は
、
明
治
維
新
の
あ
と
、
西
洋

か
ら
学
聞
を
輸
入
し
て
き
ま
し
た
・
西
洋
の
先
進
工
業
国
に
追
い
つ
く
た
め
学

聞
を
輸
入
し
て
、
日
本
に
取
り
付
け
て
き
ま
し
た
・
お
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と

で
、
「
国
家
枢
要
の
学
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
・
そ
う
い
う
実
用
性
を
中

心
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ま
す
・
し
か
し
、
お
役
に
立
っ
た
後
世
の
人
々
の
顔

も
見
な
い
で
死
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
.
お
医
者
さ
ん
み
た
い
に
考
え
ま
す
と
、

病
院
で
手
当
て
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
永
遠
に
死
な
な
か
っ
た
患
者
は
い
ま

せ
ん
・
し
か
し
、
人
類
は
必
ず
死
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て

も
、
医
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
病
院
に
や
っ
て
来
れ
ば
、
そ
の
と
き
ど
き
の

治
療
を
し
ま
す
.
し
か
し
、
そ
れ
を
し
て
何
に
な
る
の
か
?
人
類
は
最
後
に
は

皆
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
.
こ
う
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
第
二

次
大
戦
の
あ
と
の
日
本
の
ひ
と
つ
の
考
え
方
は
「
遊
び
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
「
あ
そ
び
を
せ
む
と
や
う
ま
れ
け
む
」
と
い
う
『
梁
塵
秘

抄
』
の
一
節
を
よ
く
引
用
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
思
想
か
日
本
の
知
的
世
界
の

ひ
と
つ
の
ア
ン
ダ
ー
ト
l
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
.
そ
し
て
、
ユ
ー
モ
ア
と
ペ
ー

ソ
ス
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
、
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
の
ひ
と
つ
が
政
治
の
研
究
、
と
い

う
わ
け
で
す
.
こ
う
し
て
、
政
治
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
自
分
の

人
生
の
意
味
を
ど
こ
に
見
て
い
る
か
.
そ
の
人
生
観
、
世
界
観
に
深
い
と
こ
ろ

京極純一

で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
.
あ
な
た
方
の
場
合
は
ど
う
で
す
か
.

(
一
九
九
四
年
二
月
二
目
、
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
に
て
.
文

責
、
編
集
部
〉

京
極
純
一
先
生
時
歴

東
京
大
学
名
誉
教
授
、
厚
生
省
年
金
審
議
会
会
長

一
九
二
四
(
大
正
一
三
〉
年
、
京
都
市
に
て
出
生
。

年
、
東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科

卒
業
・
五
二
年
、
同
大
学
院
特
別
研
究
生
修
了
、
岡
大
学
教
養

学
部
講
師
。
五
四
年
、

同
学
部
助
教
授
。
五
七

1
五
九
年
、
〉
ヨ
叩
ユ

ngω
宮
島
冊
目

M
J
a
s
g
で
米
国
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
等
へ
留
学
.
六
五

年
、
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授
、
七
一
年
同
大
学
法
学
部
教
授
。

入
四
年
、
問
定
年
退
職
.
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
八
四

1
入
八

年
、
千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
.
入
入

3
九
二
年
、
東
京
女
子
大

学
長
.
入
九
1
九
四
年
、
国
際
交
流
基
金
非
常
勤
理
事
・
日
本
語

国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
。
主
要
著
書
『
植
村
正
久
ー
そ
の
人
と
思

想
』
(
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
)
、
『
政
治
意
識
の
分
析
』
(
東

大
出
版
会
、
六
八
年
〉
、
『
現
代
民
主
政
と
政
治
学
』
(
岩
波
書
庖
、

六
九
年
)
、
『
文
明
の
作
法
』
(
中
央
公
論
社
、
七

O
年
)
、
『
日
本
の

政
治
』
(
東
大
出
版
会
、
入
三
年
)
、
『
日
本
人
と
政
治
』
(
東
大
出

版
会
、
入
六
年
)
、
『
和
風
と
洋
式
』
(
東
大
出
版
会
、
入
七
年
)
、

司、
H

町
、
色
町
民
江
町
民
N
V
い
遺
品
遺
骨
h
D
L
『~昌弘
v
a
p
C
E
d『叩『師一円可口問、
H
，D
W一司
O

MM吋冊
目
別

m
p
-
∞∞斗・

一
九
四
七
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《
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
》

中
国
人
の
民
族
意
識
と
日
本
l
戴
季
陶
の

は
じ
め
に

前
近
代
に
お
い
て
、
中
国
人
の
民
族
意
識
が
日
本
を
対
象
と
し
て
喚
起
さ
れ

た
こ
と
は
殆
ど
無
く
、
故
に
そ
の
日
本
認
識
も
極
め
て
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
・

こ
れ
は
、
「
天
朝
」
を
以
て
自
ら
任
じ
対
等
な
外
国
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た

伝
統
中
国
に
と
っ
て
、
日
本
は
周
辺
諸
民
族
|
諸
「
蕃
夷
」
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、

し
か
も
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
と
具
り
、
中
国
の
直
接
的
脅
威
と
は
な
ら
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
な
状
況
が
一
変
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
で
あ
っ
た
。
近
代
国
家
へ

の
変
貌
を
図
る
中
固
に
対
し
、
日
本
は
屡
々
そ
の
民
族
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
・
そ
の
反
映
と
し
て
、
以
後
今

日
に
至
る
ま
で
直
接
・
間
接
に
日
本
を
論
じ
た
著
作
は
数
知
れ
ず
(
日
本
人
の

『
日
本
論
』

深

町

英

夫

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)

中
国
研
究
に
は
還
か
に
及
ぼ
ぬ
が
て
広
範
な
影
響
力
を
持
っ
た
も
の
も
少
く

な
い
.
そ
の
最
初
の
例
は
、
日
清
戦
争
の
敗
戦
に
伴
う
台
湾
割
譲
へ
の
反
対
運

動
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
、
変
法
自
強
運
動
の
手
本
と

し
て
日
本
を
研
究
し
た
賞
選
憲
の
『
日
本
国
志
』
(
一
入
九
五
年
)
で
あ
る
。
今

世
紀
に
入
る
と
、
一
九
O
七
年
の
辰
丸
事
件
や
一
九
O
九
年
の
安
奉
鉄
道
問
題

に
起
因
す
る
日
貨
排
斥
運
動
に
始
ま
り
、
一
九
一
四
年
の
一
二
か
条
要
求
か
ら

一
九
一
九
年
の
五
四
事
件
に
至
る
反
日
運
動
、
そ
し
て
一
九
三
一
年
の
満
州
事

変
以
後
の
抗
日
戦
へ
と
続
く
時
代
を
反
映
し
て
、
蒋
百
里
の
『
日
本
人
|
あ
る

外
国
人
の
研
究
|
』
(
一
九
三
七
年
〉
に
代
表
さ
れ
る
、
侵
略
者
と
し
て
の
日
本

人
を
分
析
し
た
数
多
く
の
著
作
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
人

0
年
代
以

後
の
今
日
は
、
日
本
は
中
国
人
の
「
出
国
熱
」
の
対
象
と
な
り
、
小
草
の
『
日

本
留
学
一
千
日
』
(
一
九
入
七
年
〉
等
の
日
本
体
験
記
が
自
に
付
く
・
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こ
れ
ら
の
書
が
提
示
す
る
日
本
(
人
)
像
は
、
そ
の
当
杏
は
暫
く
措
く
と
し

て
も
、
日
本
人
自
身
が
決
し
て
持
ち
得
ぬ
独
特
の
視
角
か
ら
描
き
出
さ
れ
た
極

め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
他
な
ら
ぬ
認
識
主
体
た
る

近
代
中
国
人
自
身
の
自
己
認
識
を
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
・

即
ち
、
意
識
的
た
る
と
否
と
を
関
わ
ず
、
他
者
認
識
は
必
然
的
に
彼
我
の
比
較

対
照
と
な
り
、
結
果
と
し
て
裏
返
し
の
自
画
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
.
故
に
、
近
代
中
国
人
が
他
者
で
あ
る
日
本
人
を
論
ず
る
と
い
う
行
為
は
、

同
時
に
認
識
対
象
と
の
比
較
に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
存
在
様
態
を
確
認
す
る
こ

と
、
即
ち
民
族
的
自
意
識
の
言
語
化
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
鏡
」
と
し
て
他

な
ら
ぬ
日
本
人
が
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
も
、
既
に
認
識
行
為
に
先
立

つ
認
識
主
体
の
自
己
認
識
が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〈

1
1
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
こ
の
様
な
近
代
中
国
人
の
日
本
認
識
を
検
討
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
根

底
に
潜
む
中
国
人
の
自
己
認
識
H
民
族
意
識
の
分
析
を
試
み
る
.

中
国
人
に
よ
る
日
本
論
の
例
と
し
て
本
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
戴
季
陶
の

『
日
本
論
』
(
一
九
二
七
年
)
で
あ
る
.
戴
季
陶
は
今
日
、
日
本
・
中
国
(
大

陸
)
・
台
湾
等
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
経
歴
・
思
想
の
故
に
必
ず
し
も

一
般
的
に
良
い
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
人
物
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

(
2
1

し
か
し
、
他
の
日
本
(
人
)
論
の
多
く
が
表
面
的
・
断
片
的
な
印
象
批
評
か
、

あ
る
い
は
自
己
の
「
価
値
」
を
無
媒
介
に
対
象
に
適
用
し
た
だ
け
の
外
在
的
・

独
断
的
な
論
断
で
あ
る
の
に
対
し
、
彼
の
著
し
た
こ
の
書
は
日
本
人
自
身
の

「
価
値
」
を
か
な
り
内
在
的
に
把
鍾
し
、
そ
れ
を
理
論
化
し
得
た
稀
有
な
論
考

だ
か
ら
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
と
て
も
完
壌
と
は
雪
一
回
い
得
ぬ
が
、
そ
の
理
解
の
深

さ
は
他
の
凡
百
の
日
本
論
の
比
で
は
な
い
。
故
に
、
日
本
人
像
と
の
対
比
の
下

に
為
さ
れ
た
中
国
人
と
し
て
の
自
己
認
識
も
他
に
比
し
て
よ
り
一
一
層
透
徹
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
中
国
人
の
民
族
意
識
の
構
造
を
比
較
的
容
易
に
看
取
し

得
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る

(
3可

一
、
文
化
と
民
族
性

戴
季
陶
が
、
日
本
文
化
に
対
す
る
外
来
文
化
、
殊
に
中
国
文
化
の
影
響
を
重

視
し
て
い
た
の
は
、
他
の
論
者
と
同
様
で
あ
る
・
「
も
し
日
本
の
史
書
の
中
か

ら
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
欧
米
の
文
化
を
全
て
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
裸
の

ま
ま
に
残
さ
れ
た
日
本
の
固
有
の
本
質
は
、
南
洋
土
蕃
と
き
し
て
変
わ
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
・
」
(
五
一
頁
て
「
日
本
文
明
の
建
設
は
、
極

め
て
低
級
な
民
族
集
落
時
代
に
強
引
な
人
為
的
努
力
に
よ
っ
て
、
中
国
の
最
も

統
一
さ
れ
最
も
発
展
し
て
い
た
盛
唐
文
化
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
ね
ば
な
ら
な
い
・
」
三
六
三
頁
)
、
「
日
本
人
と
い
う
山
聞
の
蛮
族
が
、
も
し

中
国
・
イ
ン
ド
の
文
化
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
等
自
身
で
は
決
し

て
二

O
O
O年
と
い
う
短
期
聞
に
高
尚
な
文
化
を
発
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
ろ
う

J

2
六
七
頁
)
と
い
っ
た
記
述
は
、
野
蛮
・
非
合
理
的
な

「原
H

日
本
人
」
の
民
族
性
と
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
先
進
的
・
合
理
的
な

文
化
と
が
、
言
わ
ば
質
料
(
芳
三
巾
)
と
形
相
(
巾
E
g
)
と
の
関
係
を
成
し
、
後
者
に

よ
る
前
者
の
陶
冶
・
洗
練
の
結
果
と
し
て
、
日
本
民
族
の
統
一
と
発
展
と
が
可

能
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る

(
4
Y
換
言
す
れ
ば
、
普
通
的
な
価

値
を
持
つ
高
度
な
文
化
の
生
産
者
・
輸
出
者
と
し
て
の
中
国
と
、
そ
の
消
費
者

・
輸
入
者
と
し
て
の
日
本
、
あ
る
い
は
「
師
」
と
し
て
の
中
国
と
、
「
弟
子
」
と

し
て
の
日
本
と
い
う
対
比
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・

し
か
し
現
実
に
は
、
近
代
国
家
と
し
て
の
発
展
に
お
い
て
中
国
は
日
本
に
大

E
U
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き
く
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
.
多
く
の
論
者
は
、
日
本
人
の
模
倣
性
・
非
独
創
性

が
近
代
西
洋
文
化
の
吸
収
を
容
易
に
し
た
こ
と
や
、
日
本
を
含
む
列
強
の
侵
略

に
よ
っ
て
中
園
の
順
調
な
近
代
化
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
原
因
を
求
め

る
.
し
か
し
、
戴
季
陶
は
こ
の
様
な
表
面
的
現
象
の
指
摘
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の

背
景
を
成
す
文
化
と
民
族
性
と
の
二
重
構
造
に
着
目
し
て
い
る
・
即
ち
、
質
料

と
し
て
の
日
本
人
の
野
蛮
・
非
合
理
的
な
民
族
性
こ
そ
が
、
形
相
と
し
て
の
外

国
の
合
理
的
な
先
進
文
化
の
摂
取
を
可
能
に
し
、
両
者
の
融
合
・
調
和
に
よ
る

国
家
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
.
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝

わ
っ
た
科
学
文
明
と
、
中
国
・
イ
ン
ド
か
ら
輸
入
さ
れ
た
哲
学
・
宗
教
・
思
想

を
除
け
ば
、
日
本
固
有
の
思
想
は
、
幼
稚
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
を
日
本
の
恥
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
.
そ
し
て
、
幼
稚
な
部
分

こ
そ
が
、
彼
等
の
欝
勃
と
し
て
進
取
の
精
神
が
発
展
す
る
余
地
に
富
ん
で
い
る

部
分
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
放
に
全
く
老
衰
・
退
廃
の
気
風
が
無
い
の
で
あ
る
.
」

(
三
六
頁
〉
、
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
に
当
た
る
・
と
り
わ
け
、
「
日
本
の
尚

武
思
想
と
軍
国
主
義
は
決
し
て
中
国
思
想
や
イ
ン
ド
思
想
に
由
来
す
る
の
で
は

な
く
、
純
粋
に
日
本
宗
法
社
会
の
神
権
迷
信
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
よ
う
.
(
中
略
〉
日
本
人
の
気
風
が
中
国
人
と
最
も
異
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
日
本
人
が
如
何
な
る
函
に
お
い
て
も
中
国
の
晋
朝
人
の
様
に
清
談
に

耽
っ
て
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
り
、
六
朝
人
の
様
に
軟
弱
・
退
廃
と
い
う
堕
落

の
弊
害
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
全
く
無
い
点
で
あ
る
の
が
解
る
・
最

も
消
極
的
な
『
浮
世
派
文
学
芸
術
』
に
す
ら
、
全
て
少
か
ら
ぬ
殺
伐
の
気
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
己
(
五
七
頁
〉
と
い
う
様
に
、
日
本
人
固
有
の
尚
武
思

想
と
民
族
信
仰
と
を
重
視
し

(
5
)
、
更
に
こ
の
両
者
の
関
連
を
考
察
し
て
、

「
日
本
人
の
信
仰
生
活
を
仔
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、
確
か
に
中
国
人
よ
り
も

ず
っ
と
純
粋
で
あ
る
・
彼
等
の
信
仰
生
活
は
、
概
ね
純
粋
・
積
極
的
・
非
打
算

的
で
あ
る
の
が
解
る
.
彼
等
の
犠
牲
精
神
は
、
確
か
に
こ
う
い
っ
た
信
仰
生
活

の
訓
練
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
・
(
中
略
〉
彼
等
の
大
多
数
の
信
徒
は
、
中

国
人
が
神
を
信
じ
拝
む
際
に
自
己
の
利
益
を
打
算
す
る
の
と
は
異
る
・
彼
等
に

は
、
自
己
の
身
体
を
無
条
件
に
神
に
捧
げ
る
と
い
う
決
心
が
有
る
の
だ
.
一
種

の
『
絶
対
的
』
観
念
を
持
ち
、
宇
宙
と
人
生
と
に
対
し
て
一
種
の
『
永
久
』
と

『
一
切
』
の
観
念
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
自
我
を
拡
大
し
て
一

種
の
『
大
我
の
生
活
』
を
造
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
・
彼
等
の
『
物
質
的
無
常

観
』
は
、
た
い
へ
ん
積
極
的
な
『
精
神
的
常
住
観
』
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ

る
・
こ
う
い
っ
た
観
念
は
、
僧
侶
の
読
経
や
神
官
の
祈
薦
、
牧
師
の
説
教
の
中

に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
実
生
活
の
種
々
相
、
殊
に
男
女
の
恋
愛
と

戦
争
(
傍
点
引
用
者
)
と
い
う
こ
つ
の
事
柄
に
見
ら
れ
る
・
」
(
一
五
一
頁
)
と

い
う
様
に
、
日
本
人
の
自
己
犠
牲
の
精
神
は
、
偶
人
(
「
自
我
」
)
の
利
害
(
「
打

算
」
)
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
の
民
族
(
「
大
我
」
)
へ
の
確
固
た
る
信
仰
に
基

い
て
お
り
、
そ
れ
が
尚
武
の
気
風
を
生
ん
だ
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
.

そ
し
て
、
こ
の
「
打
算
」
抜
き
の
自
己
犠
牲
的
奮
闘
精
神
こ
そ
が
中
国
人
に

欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
両
民
族
の
命
運
を
分
け
た
要
件
だ
と
戴
季
陶
は
説

く
の
で
あ
る
・
「
も
し
文
明
民
族
が
、
『
奮
闘
』
を
忘
れ
、
『
武
力
が
文
化
推
進
の

原
動
力
で
あ
る
・
』
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
『
文
明
の
堕
落
』
と

な
る
・
『
自
然
』
が
求
め
る
の
は
、
人
類
の
努
力
、
人
類
の
生
存
で
あ
る
・
『
自

然
』
は
公
平
無
私
で
、
野
蛮
に
荷
担
す
る
こ
と
が
無
い
だ
け
で
な
く
、
文
明
に

荷
担
す
る
こ
と
も
無
い
.
只
、
墜
落
を
罰
し
、
文
明
の
浪
費
者
を
罰
し
、
怠
惰

で
生
存
を
求
め
て
努
力
せ
ぬ
者
を
罰
す
る
だ
け
で
あ
る
・
生
存
の
た
め
に
努
力

す
る
者
に
は
、
自
然
は
生
存
を
許
す
.
文
化
の
た
め
に
奮
闘
す
る
者
に
は
、
自
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然
は
文
化
を
推
し
拡
め
さ
せ
る
.
そ
れ
以
外
に
は
自
然
は
何
も
与
え
ず
、
何
に

も
従
わ
な
い
.
考
え
て
み
れ
ば
中
国
と
日
本
と
い
う
両
民
族
は
、
領
域
の
差
異

も
人
口
の
差
異
も
共
に
一

O
倍
以
上
で
あ
り
、
文
化
の
差
異
は
数
千
年
に
も
及

ぶ
.
中
国
文
化
の
黄
金
時
代
に
日
本
の
土
地
に
は
ま
だ
穴
や
野
に
住
む
生
蕃
が

い
た
の
で
あ
り
、
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
天
孫
民
族
と
い
う
よ
う
な
段
階
が
ど
こ
に

有
っ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
.
し
か
し
、
中
国
文
化
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
後
、

千
数
百
年
を
経
ず
し
て
彼
等
は
日
本
民
族
の
統
一
を
成
し
遂
げ
た
・
も
し
、
日

本
の
三
つ
の
島
を
一
つ
の
世
界
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
既
に
一
つ
の
大
同
文
化
が

築
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
他
方
で
隣
の
中
国
民
族
は
日
一
日
と

墜
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
一

O
三
1
一
O
四
頁
て
「
心
に
共
産
革
命
を

思
い
、
口
に
国
民
草
命
を
唱
え
な
が
ら
、
実
際
に
は
個
人
主
義
の
生
涯
を
送
る
.

こ
の
様
な
矛
盾
し
た
虚
偽
の
生
活
は
、
打
算
か
ら
生
じ
た
誤
謬
で
あ
る
・
」
(
一

五
O
頁
)
、
「
物
質
的
無
常
の
上
に
精
神
の
常
住
を
築
き
上
げ
、
小
我
の
内
に
宇

宙
我
の
力
を
現
出
す
る
こ
と
で
あ
る
.
も
う
少
し
具
体
的
に
言
う
と
、
個
体
の

生
死
の
観
念
を
脱
却
し
て
大
衆
の
生
死
を
重
ん
じ
る
こ
と
で
あ
る
・
も
し
こ
の

様
な
主
義
の
戦
闘
観
念
が
徹
底
せ
ず
強
闘
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
民
族
の
戦

闘
力
が
増
加
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
打
算
的
な
競
争
は
、
打
算
を
容
れ

ず
打
算
不
可
能
の
戦
闘
に
は
、
敵
し
得
な
い
の
で
あ
る
J

(
一
五
五
頁
〉
と
い

う
様
に
、
日
本
人
と
い
う
鏡
の
中
に
戴
は
、
民
族
と
し
て
の
発
展
の
条
件
を
喪

失
し
た
中
国
人
の
自
画
像
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
・

以
上
の
様
な
戴
季
陶
の
議
論
か
ら
、
彼
が
質
料
と
し
て
の
日
本
人
の
「
野

蛮
」
を
、
単
な
る
「
無
」
や
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
消
極
的
要
因
と
し
て
で
は
な

く
、
む
し
ろ
外
国
の
「
文
明
」
を
実
体
化
す
る
積
極
的
な
前
提
条
件
、
即
ち
形

相
を
現
実
態

(gmお
冊
目
回
}
・
完
成
態
守
口
同
叩
rwnvas
に
具
現
化
さ
せ
る
た
め
の

可
能
態
(
身
自
ヨ
ぽ
)
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
〈
B
可
そ
し
て
、
中

国
の
弱
体
・
不
振
は
ま
さ
に
こ
の
前
提
条
件
の
欠
如
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
点
で
戴
は
、
合
理
的
な
「
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
」
ど
非
合
理

的
な
コ
ア
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
る
も
の
」
と
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
崇
高
な
悲
劇
が
、
後
者
の
喪
失
に
よ
る
前
者
の

形
骸
化
に
よ
っ
て
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
」
な
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
凡
庸
な
悲
劇
へ
と

堕
落
し
た
と
い
う
、
初
期
ニ

l
チ
ェ
思
想
の
影
響
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

(
7
Y
「
日
本
社
会
の
内
に
は
確
か
に
中
国
の
礼
教
の
長
所
が
普
及
し
て
い
る

の
だ
が
、
中
国
に
は
礼
教
の
腐
敗
し
た
無
用
の
惰
力
の
み
が
残
っ
て
い
る
・
」

(
一
六
入
頁
)
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二
、
日
中
関
係

'
t
 

戴
季
陶
は
、
以
上
の
様
に
把
握
し
た
日
中
両
国
民
の
関
係
を
ど
の
様
に
考
え

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
.

こ
の
『
日
本
論
』
と
い
う
著
作
自
体
が
、
中
国
の
国
民
革
命
運
動
の
進
行
に

反
対
す
る
田
中
義
一
内
閣
の
中
国
政
策
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
.
故
に
、
「
彼
(
田
中
|
引
用
者
〉
の
化
石
化
し
た
脳
髄
の
中
で
は
、

終
始
中
国
革
命
の
成
功
を
顕
わ
ず
、
真
の
革
命
党
が
中
国
で
勢
力
を
占
め
る
こ

と
を
願
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
J

(
一
二
七
頁
)
、
「
そ
も
そ
も
日
本
の
軍
閥
が

中
国
の
革
命
運
動
に
反
対
す
る
理
由
は
、
ま
ず
第
一
に
革
命
に
対
す
る
恐
怖
、

す
な
わ
ち
中
国
の
草
命
が
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ
る
・
」

(
一
二
入
頁
)
と
、
日
本
の
軍
関
内
閣
と
中
国
の
革
命
勢
力
と
が
両
立
し
得
ぬ

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
.
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で
は
、
戴
に
と
っ
て
の
日
中
両
国
の
あ
る
べ
き
関
係
と
は
ど
の
様
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
日
本
が
中
国
革
命
を
支
援
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
は
言
う

ま
で
も
無
い
が
、
こ
の
書
自
体
が
言
わ
ば
既
に
日
本
に
失
望
し
た
戴
の
絶
縁
宣

言
で
あ
り
、
故
に
そ
の
記
述
の
限
り
で
は
、
具
体
的
な
日
中
関
係
の
青
写
真
を

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
し
か
し
、
僅
か
に
彼
の
理
想
と
し
た
日
中
関
係

を
伺
わ
せ
る
一
節
が
有
る
.
そ
れ
は
、
中
華
民
国
成
立
直
後
の
一
九
一
一
一
一
年
に

日
本
を
訪
れ
た
孫
文
に
対
し
て
、
こ
の
訪
日
期
間
中
に
首
相
を
辞
任
し
た
ば
か

り
の
桂
太
郎
が
語
っ
た
言
葉
で
、
こ
の
秘
密
会
談
の
通
訳
を
勤
め
て
い
た
戴
が

本
書
の
中
で
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
二
人
の
交
流
に
関
し

て
裁
は
、
「
一
人
は
帝
国
の
大
軍
閥
の
領
袖
、
一
人
は
民
国
開
園
の
革
命
領
袖

で
あ
り
、
ま
た
一
人
は
軍
国
主
義
の
権
化
、
一
人
は
三
民
主
義
の
主
唱
者
で
あ

り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
様
に
互
い
に
理
解
し
合
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ

れ
は
、
彼
等
二
人
の
相
互
理
解
と
相
互
信
頼
が
、
学
術
思
想
上
の
も
の
で
も
国

家
思
想
上
の
も
の
で
も
な
く
、
東
方
民
族
の
復
興
を
根
拠
と
す
る
世
界
政
策
上

の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
・
」
(
一

O
九
1
一一

O
頁
)
と
述
べ
、
孫
・
桂
の

世
界
政
策
が
一
致
し
て
い
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
・
ま
た
、
戴
が
孫
文
を

絶
対
的
に
崇
拝
し
て
お
り
、
そ
の
思
想
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
・
故
に
、
こ
の
桂
の
発
言
の
内
容
を
戴
自
身
の
思
想
と
も

一
致
す
る
も
の
と
考
え
て
、
概
ね
支
障
は
無
か
ろ
う
・

裁
に
よ
る
と
桂
は
、
「
清
政
府
の
時
代
に
東
方
の
危
険
は
無
論
極
限
に
達
し

て
い
た
の
だ
が
、
同
時
に
失
望
も
極
限
に
達
し
て
い
た
。
あ
の
様
に
腐
敗
し
た

朝
廷
と
政
府
の
、
ど
こ
に
ま
だ
存
立
・
発
展
の
希
望
が
有
っ
た
ろ
う
・
西
方
の

勢
力
、
殊
に
軍
国
主
義
大
陸
園
の
ロ
シ
ア
は
最
強
の
武
力
で
北
方
か
ら
圧
迫
し

て
き
て
お
り
、
海
上
の
覇
王
の
イ
ギ
リ
ス
は
最
大
の
経
済
力
で
南
方
か
ら
圧
迫

し
て
き
で
い
た
・
」
(
一
一

O
頁
)
、
「
今
後
の
日
本
の
唯
一
の
活
路
、
東
方
民
族

の
唯
一
の
活
路
は
、
極
力
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
の
連
携
を
遮
断
し
、
ま
た
極
力

ド
イ
ツ
と
連
携
し
て
、
日
独
同
盟
を
以
て
日
英
同
盟
に
替
え
、
対
英
作
戦
で
以

て
対
露
作
戦
に
替
え
、
是
非
と
も
イ
ギ
リ
ス
の
覇
権
を
打
倒
す
る
他
は
無
い
。

そ
う
し
て
こ
そ
東
方
は
安
泰
と
な
り
、
日
本
も
命
脈
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
・

こ
の
生
命
の
問
題
は
日
本
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
ダ
l
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
か
ら

太
平
洋
に
至
る
全
東
方
民
族
の
命
運
が
こ
の
計
画
の
成
否
に
よ
っ
て
決
す
る
の

で
あ
る
・
」
(
一
一

0
1
一
一
一
頁
)
、
「
今
後
は
、
我
々
両
人
の
相
互
信
頼
に

よ
っ
て
こ
の
目
的
を
達
し
、
中
国
・
臼
本
・
ト
ル
コ
・
ド
イ
ツ
・
オ
l
ス
ト
ロ

ア
の
同
盟
を
築
き
上
げ
て
、
イ
ン
ド
問
題
を
解
決
し
た
い
。
イ
ン
ド
問
題
か
解

決
さ
れ
れ
ば
、
全
世
界
の
有
色
人
種
は
皆
蘇
る
。
日
本
は
こ
の
成
果
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
今
後
の
移
民
・
貿
易
の
場
所
が
無
い
と
い
う
憂
慮
は
全
く

無
く
な
り
、
中
国
を
侵
略
す
る
と
い
う
拙
策
は
決
し
て
採
ら
な
く
な
る
・
大
陸

に
対
し
て
絶
対
的
な
保
障
を
得
て
、
全
力
で
ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ

発
展
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
民
族
の
生
存
・
発
展
の
正
し
い
道
で
あ
る
・
大

陸
の
発
展
は
中
国
の
責
任
で
あ
る
.
中
日
両
国
が
連
携
す
れ
ば
東
半
球
の
平
和

を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
中
国
・
白
本
・
ト
ル
コ
・
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が

連
携
す
れ
ば
世
界
の
平
和
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
偏
に
我
有
両
人

の
今
後
の
努
力
の
如
何
に
掛
か
っ
て
い
る
。
(
中
略
〉
現
在
の
世
界
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
に
対
抗
し
て
こ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私

と
先
生
(
孫
文
l
引
用
者
〉
と
ド
イ
ツ
皇
帝
の
三
人
の
み
で
あ
る
・
」
〈
一
一
一
一

頁
〉
と
述
べ
た
と
い
う
・
こ
れ
が
、
後
の
一
九
二
四
年
に
孫
文
が
神
戸
で
行
っ

た
所
謂
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演
(
や
は
り
戴
が
通
訳
を
勤
め
た
)
の
主
張
に

極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
.
両
者
は
共
に
、
イ
ギ

。。
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り
ス
を
中
心
と
す
る
西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
出
に
対
し
被
庄
迫
諸
民
族
が
連
合

し
て
対
抗
す
べ
き
こ
と
、
殊
に
日
本
と
中
固
と
が
そ
の
中
核
に
な
る
べ
き
こ
と

を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
・

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
大
連
合
の
範
囲
と
性
質
で
あ
る
・
桂
は

「
東
方
」
「
有
色
人
種
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
ト
ル
コ
や
ド
イ
ツ
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
も
含
め
た
全
世
界
の
反
イ
ギ
リ
ス
勢
力
の
大
同
団
結
を
説
い

て
い
る
・
故
に
、
こ
れ
は
人
種
主
義
的
な
発
想
と
い
う
よ
り
も
、
第
一
次
世
界

大
戦
前
の
国
際
情
勢
に
鑑
み
た
戦
略
的
な
観
点
か
ら
説
か
れ
た
方
策
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
.
ま
た
、
孫
文
の
い
わ
ゆ
る
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演
も
、
「
功
利

強
権
」
の
「
覇
道
」
文
化
を
持
つ
圧
迫
者
で
あ
る
西
方
列
強
に
対
し
て
、
「
仁
義

道
徳
」
の
「
王
道
」
文
化
を
持
つ
被
圧
迫
者
で
あ
る
東
方
諸
民
族
が
連
帯
し
て

抵
抗
す
べ
き
こ
と
を
説
き
な
が
ら
、
社
会
主
義
国
と
な
っ
た
ソ
連
を
も
後
者
の

範
鳴
に
含
め
て
い
た
.
こ
れ
は
当
時
、
国
民
革
命
を
唱
え
る
中
国
国
民
党
の
最

大
の
敵
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
在
華
権
益
を
イ
ギ
り
ス
と

分
け
合
っ
て
い
た
日
本
に
対
し
て
歴
史
的
・
文
化
的
伝
統
を
強
調
し
て
協
力
を

求
め
る
と
同
時
に
、
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
と
対
立
し
て
い
た
ソ
速
を
も
道
義
的
大

義
名
分
の
下
に
と
の
大
同
団
結
に
包
摂
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
戴
季
陶
は
、
本
書
の
別
の
部
分
で
、
「
全
世
界
は
今
や
極
め
て

大
き
な
戦
闘
を
準
備
し
て
お
り
、
こ
の
大
き
な
戦
翻
の
主
要
な
問
題
は
、
圧
迫

さ
れ
て
い
る
一
二
億
五

O
O
O万
人
の
民
族
が
立
ち
上
が
っ
て
自
ら
政
治
支
配

の
中
心
を
生
み
出
し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
四
億
五

O
O
O万
人

の
中
国
は
こ
の
中
心
問
題
の
中
心
で
あ
る
.
(
中
略
〉
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
勢
力

は
中
国
を
圧
迫
す
る
最
大
の
勢
力
で
あ
る
が
、
同
時
に
中
国
を
吸
引
す
る
最
大

の
勢
力
で
も
あ
る
・
(
中
略
〉
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
に
も
二
つ
の
大
き
な
圧

迫
者
が
有
っ
て
ま
さ
に
そ
の
吸
引
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
だ
が
、
言
う
ま
で
も

な
く
一
つ
は
モ
ス
ク
ワ
で
あ
り
、
一
つ
は
東
京
で
あ
る
。
」
(
一
四
三

1
一
四
四

頁
)
と
、
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
列
強
に
対
す
る
被
圧
迫
民
族
の
連

帯
を
唱
え
な
が
ら
も
、
日
本
と
ソ
連
と
を
共
に
む
し
ろ
圧
迫
者
た
る
列
強
の
一

員
と
し
て
そ
こ
か
ら
除
外
し
て
い
る
.
こ
れ
は
、
日
本
が
中
国
革
命
に
協
力
す

る
可
能
性
が
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
ソ
連
(
及
び
そ
の
指
導
下
の
中
国
共

産
党
〉
に
国
民
革
命
の
主
導
権
を
奪
わ
れ
る
懸
念
が
有
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
様
に
、
孫
・
桂
・
裁
の
説
く
「
東
方
」
諸
民
族
連
合
の
内
包
は
、
あ
く
ま
で

も
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
列
強
の
東
ア
ジ
ア
支
配
に
対
抗
す
る
た
め
の
大
同

盟
で
あ
り
、
故
に
そ
の
外
延
は
時
代
の
状
況
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
選
択
さ
れ

て
い
た
。
「
東
方
」
「
ア
ジ
ア
」
と
い
っ
た
語
は
、
こ
の
様
な
日
中
両
国
に
よ
る

反
英
連
合
の
歴
史
的
・
道
義
的
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
の
、
言
わ
ば
大
義
名

分
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
.
し
か
し
孫
・
戴
の
場

合
、
こ
の
様
な
発
想
は
同
時
に
伝
統
的
に
中
国
の
藩
属
国
で
あ
っ
た
周
辺
ア
ジ

ア
諸
国
が
尽
く
西
洋
列
強
の
植
民
地
と
な
り
、
つ
い
に
は
中
国
自
身
が
列
強
諸

国
の
角
逐
の
場
と
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
に
鑑
み
、
中
国
の
み
な
ら
ず
他
の
ア
ジ

ア
諸
国
を
も
列
強
の
支
配
か
ら
解
放
し
、
言
わ
ば
外
堀
と
し
て
の
周
辺
を
固
め

ね
ば
、
内
掘
と
し
て
の
「
辺
境
」
地
帯
や
、
ひ
い
て
は
本
丸
と
し
て
の
中
国
本

部
を
列
強
の
攻
勢
か
ら
守
っ
て
、
「
瓜
分
(
分
割
)
」
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ぬ
と

い
う
認
識
に
基
い
て
も
い
よ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
は
ア
ジ
ア
を
併
呑

し
た
帝
国
主
義
列
強
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
、
中
国
が
周
辺
諸
民
族
に
対
し
て

優
位
に
立
つ
伝
統
的
中
華
世
界
秩
序
の
再
構
築
の
主
張
と
い
う
性
格
を
帯
び
、

ア
ジ
ア
諸
国
は
中
国
の
「
藩
屍
」
と
し
て
、
西
洋
列
強
に
対
す
る
防
波
堤
と
い

う
位
置
付
け
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(
8
1

-19ー
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
戴
季
陶
の
理
想
と
し
た
日
中
関
係
を
次
の
二
点
に
要
約

で
き
よ
う
・
第
一
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
が
中
国
の
国
民
革
命
に
協
力
す

る
こ
と
で
あ
る
・
そ
し
て
第
二
は
、
日
本
が
中
国
と
共
に
西
洋
列
強
の
侵
出
に

抵
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
・
無
論
、
国
民
革
命
と
は
列
強
の
支
持
を
受
け
た
諸
軍

闘
を
打
倒
し
て
中
国
の
統
一
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
二
点
は

表
裏
一
体
を
成
す
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
故
に
、
戴
の
望
ん
だ
日
中
連
帯
と
は
、

日
本
が
国
民
革
命
を
妨
害
し
て
中
国
の
支
配
を
図
る
列
強
の
一
員
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
協
力
者
と
し
て
、
中
国
の
独
立
・

統
一
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
.
そ
し
て
、
そ
れ
は
孫
文
の
「
大
ア
ジ
ア
主

義
」
講
演
の
末
尾
の
一
節
、
「
あ
な
た
が
た
日
本
民
族
は
、
欧
米
の
覇
道
の
文
化

を
取
り
入
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
ア
ジ
ア
の
王
道
の
文
化
の
本
質
を
も

持
っ
て
い
ま
す
.
今
後
、
世
界
文
化
の
前
途
に
対
し
て
、
い
っ
た
い
西
方
覇
道

の
番
犬
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
東
方
王
道
の
防
壁
と
な
る
の
か
、
そ
れ
は
皆

さ
ん
日
本
国
民
の
慎
重
な
考
慮
・
選
択
に
掛
か
っ
て
い
る
の
で
す
J

9
の
様

に
、
西
洋
列
強
の
築
き
上
げ
た
近
代
的
世
界
秩
序
と
中
国
を
中
心
と
す
る
伝
統

的
中
華
世
界
秩
序
と
の
聞
で
、
さ
な
が
ら
編
掘
の
様
な
存
在
で
あ
っ
た
日
本
に

対
す
る
、
前
者
か
ら
の
離
脱
と
後
者
へ
の
回
帰
の
要
求
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
.
し
か
し
実
際
に
は
、
日
本
は
中
国
革
命
に
反
対
し
て
中
華
世
界

秩
序
の
解
体
を
目
論
む
諸
列
強
の
一
員
と
な
っ
た
た
め
、
戴
季
陶
は
日
本
に
絶

望
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

お
わ
り
に

帝
国
主
義
の
時
代
に
「
近
代
化
」
を
急
ぐ
日
中
両
国
は
、
列
強
に
よ
る
植
民

地
化
を
免
れ
る
た
め
に
、
自
ら
も
「
帝
国
」
と
な
る
道
を
選
ん
だ

(
m
y
そ
し

て
、
こ
れ
に
逸
早
く
成
功
し
た
日
本
は
遅
れ
を
取
っ
た
中
国
に
対
し
て
、
「
中

華
の
解
体
」
に
よ
る
そ
の
植
民
地
化
を
図
る
列
強
の
急
先
鋒
と
し
て
対
峠
す
る

こ
と
に
な
っ
た
.
即
ち
、
日
清
戦
争
に
始
ま
る
日
本
の
大
陸
侵
出
以
後
、
日
中

両
国
の
利
害
は
一
種
の
ゼ
ロ
H
サ
ム
H
ゲ
l
ム
と
な
り
、
日
本
の
「
成
功
」
は

中
園
の
模
倣
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
国
の
「
失
敗
」
の
元

凶
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
中
国
人
に
と
っ
て
日
本
(
人
)
が
、
そ

の
「
成
功
」
の
要
因
を
学
ぶ
と
同
時
に
自
ら
の
「
失
敗
」
の
原
因
を
探
る
と
い

う
こ
重
の
意
味
で
、
認
識
を
必
要
と
す
る
対
象
と
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
・
し
か
し
、
元
来
全
く
異
質
な
文
明
で
あ
っ
た
西
洋
列
強
と
異
り
、
歴
史
的

に
中
華
世
界
秩
序
の
一
員
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
日
本
と
の
こ
の
様
な
関
係
は
、

近
代
中
国
人
に
中
華
文
明
・
中
華
帝
国
の
栄
光
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
よ
り
一
一
層

強
く
意
識
さ
せ
、
そ
の
民
族
的
自
尊
心
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
・
つ

ま
り
、
日
本
(
人
)
は
中
華
に
対
す
る
「
叛
徒
」
、
あ
る
い
は
「
忘
恩
の
徒
」
と

認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
そ
し
て
、
こ
の
様
な
両
者
の
関
係
こ
そ
が
、
「
散
沙

(
バ
ラ
バ
ラ
の
砂
ど
と
言
わ
れ
る
中
国
人
が
民
族
意
識
に
覚
醒
し
、
同
一
民
族

と
し
て
の
共
同
幻
想
の
下
に
団
結
し
て
、
「
中
華
の
回
復
」
の
た
め
に
「
奮
闘
努

力
」
す
る
の
を
促
し
た
と
も
恩
わ
れ
る

(
U
Y
や
が
て
一
五
年
戦
争
中
に
、

「
抗
日
」
と
「
愛
国
」
、
「
親
日
」
と
「
売
国
」
が
同
義
語
と
な
っ
た
こ
と
は
、

中
国
人
の
民
族
意
識
が
多
分
に
日
本
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
・

戴
季
陶
の
日
本
観
は
、
こ
の
様
な
近
代
中
国
人
の
日
本
認
識
と
民
族
意
識
と

の
連
関
構
造
を
、
極
め
て
明
確
に
表
し
て
い
る
。
戴
は
、
日
本
人
の
民
族
性
に

そ
の
「
成
功
」
の
要
因
を
見
て
、
中
国
人
が
そ
れ
を
模
倣
す
べ
き
こ
と
を
唱
え

nu 。
L
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な
が
ら
も
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
「
成
功
」
の
表
現
と
し
て
の
日
本
の
中
国
に
対
す

る
外
交
姿
勢
こ
そ
が
、
中
国
の
「
失
敗
」
の
原
因
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認

識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
低
抗
す
べ
き
こ
と
を
強
く
訴
え
た
。
即
ち
、
中
国
人
が

ま
さ
に
日
本
人
の
様
な
可
能
態
と
し
て
の
「
無
私
の
奮
闘
努
力
」
に
よ
っ
て
こ

そ
、
日
本
を
初
め
と
す
る
列
強
諸
国
の
中
国
に
対
す
る
圧
迫
に
抵
抗
し
て
、
現

実
態
・
完
成
態
と
し
て
の
「
中
華
の
回
復
」
を
図
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で

あ
る
.

今
日
、
日
本
と
中
固
と
の
利
害
は
、
必
ず
し
も
ゼ
ロ
H

サ
ム
H
ゲ
l
ム
で
は

な
い
.
し
か
し
、
こ
の
様
な
近
代
中
国
人
の
日
本
認
識
と
民
族
意
識
と
の
連
関

構
造
が
、
決
し
て
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
現
代
中
国
人
の

「
行
き
た
い
国
」
と
「
嫌
い
な
園
」
と
の
両
方
に
日
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
現

象
等
に
、
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
・

注(
l〉
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
人
・
マ
レ

l
人
・
タ
イ
人
・
イ
ン
ド

人
・
イ
ラ
ン
人
・
ア
ラ
ブ
人
・
ト
ル
コ
人
等
と
、
中
国
人
と
を
比
較
し
た

論
考
を
知
ら
な
い
。

(2)
戴
季
陶
は
、
一
入
九

O
年
に
四
川
省
に
生
ま
れ
、
一
九
O
五
年
に
一
六

才
で
日
本
に
留
学
し
、
日
本
大
学
法
科
に
入
学
す
る
.
一
九

O
九
年
に
帰

国
し
た
後
は
、
上
海
を
中
心
に
報
道
人
と
し
て
活
動
す
る
・
一
九
一
一
年

に
革
命
団
体
で
あ
る
中
国
同
盟
会
に
加
入
し
、
辛
亥
革
命
以
後
は
孫
文
の

秘
書
と
し
て
十
数
年
に
わ
た
っ
て
忠
実
に
仕
え
る
.
一
九
二
五
年
の
孫
文

の
逝
去
後
は
、
『
国
民
革
命
と
中
国
国
民
党
』
『
孫
文
主
義
の
哲
学
的
基

礎
』
『
青
年
の
道
』
等
を
著
し
、
中
国
国
民
党
の
代
表
的
理
論
家
と
な
る
・

一
九
四
八
年
、
中
国
共
産
党
に
対
す
る
敗
北
が
決
定
的
に
な
っ
た
頃
に
急

死
す
る
が
、
自
殺
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
・
戴
の
日
本
語

力
は
、
当
時
の
数
多
い
留
日
学
生
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
お
り
、
孫
文
の

訪
日
の
度
毎
に
通
訳
を
勤
め
て
い
る
。
尚
、
本
論
稿
で
使
用
し
た
の
は
次

の
版
で
あ
り
、
引
用
箇
所
に
示
し
た
頁
数
も
そ
れ
に
よ
る
.
戴
季
陶
『
日

本
論
』
、
台
北
、
故
郷
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。
ま
た
、
次
の
邦
訳
が
有

り
、
本
論
稿
で
も
参
照
し
た
。
戴
季
陶
、
市
川
宏
訳
、
竹
内
好
解
説
『
日

本
論
』
、
東
京
、
社
会
思
想
社
、
一
九
七
二
年
。

〈

3
〉
日
本
人
に
対
す
る
評
価
の
高
低
が
問
題
な
の
で
は
な
い
.
戴
季
陶
は
日

本
人
の
文
化
と
民
族
性
に
概
ね
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中

国
人
の
日
本
論
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
.
し
か
し
、
他

の
論
者
の
多
く
が
清
潔
・
風
雅
・
勤
勉
・
礼
儀
・
秩
序
・
協
調
・
団
結
と

い
っ
た
表
面
的
現
象
に
着
目
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
戴
は
そ
の
背

後
に
潜
む
日
本
人
の
価
値
観
を
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
現
象
を
説
明

し
得
て
い
る
.
彼
の
日
本
理
解
が
如
何
に
深
甚
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

本
書
の
最
後
の
一
一
一
章
、
「
信
仰
の
真
実
性
」
「
美
を
好
む
国
民
」
「
尚
武
・
平

和
・
両
性
関
係
」
を
一
読
す
れ
ぽ
、
容
易
に
理
解
し
得
る
.

(
4
)
「
質
料
」
「
形
相
」
は
共
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
の
術
語
で
あ

る
。
個
物
は
、
無
規
定
的
な
素
材
と
し
て
の
「
質
料
」
と
、
そ
れ
を
規
定

し
て
そ
の
個
物
た
ら
し
め
る
型
と
し
て
の
「
形
相
」
と
か
ら
成
る
と
さ
れ

る
・
例
え
ぼ
、
一
体
の
銅
像
に
お
い
て
は
、
青
銅
が
質
料
で
あ
り
、
像
の

形
が
形
相
で
あ
る
。

(
5
)
日
本
人
の
「
尚
武
」
「
信
仰
」
は
、
中
国
人
に
「
暴
力
性
」
「
迷
信
」
と

-21一
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解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
.

(
6
)
「
現
実
態
」
「
完
成
態
」
「
可
能
態
」
も
、
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而

上
学
の
概
念
で
あ
る
.
質
料
が
「
可
能
態
」
に
当
た
り
、
そ
れ
が
形
相
を

実
現
し
て
個
物
と
な
っ
た
の
が
「
現
実
態
」
「
完
成
態
」
で
あ
る
・
注
4
の

例
で
は
、
青
銅
が
可
能
態
、
銅
像
が
現
実
態
・
完
成
態
に
当
た
る
.

(
7
)
ア
ポ
ロ
ン
が
全
て
を
形
態
化
・
形
相
化
す
る
光
明
の
神
で
あ
り
、
秩
序

・
個
別
性
を
象
徴
す
る
の
に
対
し
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
は
事
物
の
個
別
性
を

打
破
し
て
根
源
的
一
者
に
同
化
さ
せ
る
擾
乱
の
神
で
あ
り
、
混
沌
・
一
体

性
を
象
徴
す
る
と
さ
れ
る
・

(
8
)
現
代
中
国
の
コ
ニ
つ
の
世
界
」
の
理
論
も
、
こ
れ
と
共
通
の
発
想
と
し

て
解
釈
し
得
る
で
あ
ろ
う
・
即
ち
、
米
ソ
両
超
大
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

第
三
世
界
諸
国
を
自
陣
営
に
引
き
込
む
と
い
う
戦
略
で
あ
る
.

(
9
〉
広
東
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
・
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所

中
華
民
国
史
研
究
室
・
中
山
大
学
歴
史
系
孫
中
山
研
究
室
合
編
『
孫
中
山

全
集
』
第
一
一
巻
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
四

O
九
頁
.

(
叩
)
近
代
的
帝
国
へ
の
変
貌
を
図
る
両
国
の
衝
突
が
、
ま
ず
朝
鮮
を
巡
る
争

い
と
し
て
顕
在
化
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
・
ま
た
後
に
は
、

モ
ン
ゴ
ル
が
ロ
シ
ア
(
ソ
連
〉
を
も
含
め
て
そ
の
争
奪
の
対
象
と
な
っ
て

い
っ
た
。

(
日
)
五
四
運
動
が
専
ら
日
本
の
侵
略
へ
の
抵
抗
を
訴
え
、
西
洋
列
強
に
よ
る

半
植
民
地
化
を
殆
ど
不
聞
に
付
し
て
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ

る。

(
ふ
か
ま
ち
・
ひ
で
お

九
六
六
年
生
ま
れ
.
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
九

年
修
了
)

-22ー
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カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
と
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ

l
ル
民
族

|
|
「
他
所
者
(
た
し
ょ
し
ゃ
)
」
、
国
家
と
民
族
の
は
ざ
ま
に
生
き
る
人
々
|
|

は
じ
め
に

九
三
年
五
月
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
総
選
挙
実
施
の
後
、
七
月
一
日
に
は
カ
ン

ボ
ジ
ア
暫
定
国
民
政
府
が
成
立
、
九
月
一
一
一
目
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
制
憲
議
会
は
立

憲
君
主
制
と
永
世
中
立
を
骨
子
と
し
た
新
憲
法
を
採
択
し
た
。
同
二
四
日
に
は
、

新
憲
法
に
よ
り
シ
ハ
ヌ
l
ク

(ω
笠
宮
ロ
ロ
ロ
宵
)
股
下
が
国
主
に
即
位
し
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
が
正
式
に
発
足
し
た
・
こ
れ
に
よ
り
、
九
一
年
一

O
月
一
一
三
日
に
調
印

さ
れ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
紛
争
に
関
す
る
パ
リ
和
平
協
定
に
基
づ
い
て
、
「
国
連
カ

ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構

(
U
N
T
A
C〉
」
の
下
に
行
わ
れ
て
き
た
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
和
平
と
復
興
へ
の
努
力
は
、
暫
定
政
府
か
ら
移
行
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
王

国
政
府
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
間
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
問
題
は
、
シ
ハ
ヌ

l
ク
殿
下
や
ポ
ル
・
ポ
ト
{
司
口
一

今

村

宣

勝

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
)

国
M

白
骨
}
派
の
動
向
、
日
本
の
国
連
平
和
維
持
活
動

(
P
K
O
)
へ
の
参
加
問
題
、

国
連
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
文
民
警
察
官
の
日
本
人
犠
牲
者
等
を
め
ぐ
り
多
く
の

人
々
の
関
心
を
集
め
た
.

そ
の
一
方
、
そ
う
し
た
出
来
事
の
陰
で
、
こ
の
期
間
何
度
か
新
聞
紙
上
を
賑

わ
せ
た
、
あ
る
一
連
の
事
件
が
あ
っ
た
.

そ
れ
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
を
巡
る
問
題
で
あ
る
・

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
和
平
と
復
興
へ
の
努
力
の
一
方
で
起
き
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住

ベ
ト
ナ
ム
人
に
対
す
る
一
連
の
事
件
は
、
我
4
に
ベ
ト
ナ
ム
民
族
と
カ
ン
ボ
ジ

ア
民
族
の
関
わ
り
の
在
り
方
を
改
め
て
考
え
さ
せ
た
事
件
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か本

論
稿
で
は
、
そ
う
し
た
両
民
族
の
関
係
を
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム

民
族
と
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ

l
ル
民
族
に
焦
点
を
あ
て
、
彼
等
と
そ
れ
ぞ
れ
の

-23ー
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国
家
と
民
族
と
の
関
係
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
彼
等
へ
の
対
応
な
ど
を

通
し
て
、
そ
の
分
析
を
試
み
る
・

な
お
、
本
論
稿
中
の
「
ベ
ト
ナ
ム
民
族
」
・
「
ベ
ト
ナ
ム
人
」
と
い
う
語
句

は
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
概
念
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム
民
族
・
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る

キ
ン
(
呂
田
町
)
族
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
な
お
、
他
の
諸
民
族
を

も
含
め
た
「
国
民
」
と
し
て
の
広
義
の
意
味
で
は
《
ベ
ト
ナ
ム
民
族
》
あ
る
い

は
《
ベ
ト
ナ
ム
人
》
と
い
う
よ
う
に
《
》
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

一
、
「
他
所
者
(
た
し
ょ
し
ゃ
ど
と
は
何
か

「
他
所
者
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
・

山
内
昌
之
氏
は
、
著
書
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
(
中
央
公
論
社
、
一

九
九
一
年
〉
の
中
で
、
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
ソ
速
に
至
る
多
民
族
帝
国
と
し
て
の

歴
史
に
関
し
て
、
「
(
ロ
シ
ア
人
〉
植
民
者
や
『
他
所
者
』
が
潜
在
的
な
民
族
対

立
の
要
因
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
実
際
に
民
族
衝
突
が
お
き
た
時
に
真
先
に
犠

牲
者
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
「
他
所
者
」
と
し
て
の
存
在
に
注

目
し
て
い
る
.

カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
も
、
ク
メ
l
ル
民
族
が
主
要
民
族
を
な
す
カ

ン
ボ
ジ
ア
と
い
う
(
ベ
ト
ナ
ム
民
族
に
と
っ
て
は
「
異
郷
」
で
あ
る
〉
地
に
身

を
置
く
「
他
所
者
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
.
ま
た
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
家
と
い
う

政
治
単
位
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
ベ
ト
ナ
ム
圏
内
に
存
在
す
る
ク
メ

l
ル
民
族
も

同
じ
よ
う
に
「
他
所
者
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

但
し
、
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
の
居
住
す
る
メ
コ
ン
デ
ル
タ
を
中
心

と
し
た
地
域
は
、
政
治
単
位
と
し
て
は
ベ
ト
ナ
ム
国
家
で
あ
る
が
、
後
述
す
る

よ
う
に
彼
等
に
と
っ
て
は
決
し
て
「
異
郷
」
で
は
な
い
.

「
他
所
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
に
は
「
よ
そ
も
の
」
と
読
ま
れ
る
が
、

本
論
稿
で
特
に
「
た
し
ょ
し
ゃ
」
と
す
る
理
由
は
正
に
こ
の
点
に
あ
る
・
即
ち
、

ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
ベ

ト
ナ
ム
と
い
う
呉
国
に
生
活
す
る
と
い
う
意
味
で
は
「
た
し
ょ
し
ゃ
(
他
所

者
ど
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
住
民
で
あ
っ
た
と
い
う
意

味
で
は
「
よ
そ
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
.
そ
の
意
味
で
は
、
一
七
世
紀
以

降
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
押
し
寄
せ
て
来
た
ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
方
が
、
現
在
で
は
メ

コ
ン
デ
ル
タ
人
口
の
約
九
割
を
占
め
て
は
い
る
が
(
後
述
て
「
よ
そ
も
の
」
な

の
で
あ
る
・

き
て
、
そ
う
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク

メ
1
ル
民
族
は
、
前
者
は
「
ベ
ト
ナ
ム
民
族
」
に
し
て
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
民
」
、

後
者
は
「
ク
メ

l
ル
民
族
」
に
し
て
「
ベ
ト
ナ
ム
国
民
」
と
い
う
こ
つ
の
立
場

を
持
っ
て
い
る
.
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
立
場
に
い
る
民
族
は
た
く
さ
ん
あ
る
・

し
か
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民

族
に
つ
い
て
は
事
情
か
若
干
異
な
っ
て
く
る
.

カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
隣
国
に
ベ

ト
ナ
ム
民
族
が
主
要
民
族
を
占
め
る
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
国
家
が
存
在
し
、
問
様

に
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
に
つ
い
て
は
ク
メ
l
ル
民
族
の
国
家
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
が
あ
る
.
国
家
の
立
岨
明
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
自
国
内
に
相
手
方

の
民
族
が
、
あ
る
い
は
「
我
が
同
胞
」
が
隣
国
に
、
「
他
所
者
」
と
し
て
存
在
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
・

即
ち
、
も
し
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
を
巡
る
問
題
が
生
じ
た
時
、

そ
れ
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
園
内
の
内
政
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
と
し
て
の
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ベ
ト
ナ
ム
と
の
外
交
問
題
に
な
り
得
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
・
ま

た
、
逆
に
、
国
家
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
外
交
問
題
の
は
け
口

が
、
時
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
に
「
他
所
者
」
と
し
て
存
在
す
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
に
向
け
ら
れ
る
可
能

性
も
十
分
に
あ
り
得
る
の
で
あ
る
.
(
事
実
、
後
述
の
通
り
、
過
去
に
も
そ
う
で

あ
っ
た
し
、
今
回
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
を
巡
る
一
連
の
事
件
は

ベ
ト
ナ
ム
と
の
外
交
問
題
に
発
展
し
て
い
る
。
)

カンボジア在住ベトナム民族とベトナム在住クメール民族

二
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族

九
二
年
三
月
一
五
日
、
筆
者
は
ホ
l
チ
ミ
ン

2
0
n
E
玄
宮
町
)
市
よ
り
ベ
ト

ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
を
越
え
て
陸
路
プ
ノ
ン
ベ

γ
司
E
O
B
司

g
g
に

入
っ
た
・
奇
し
く
も
こ
の
日
は
明
石
康
U
N
T
A
C特
別
代
表
が
プ
ノ
ン
ベ
ン

入
り
し
、
こ
れ
に
よ
り
U
N
T
A
C
が
正
式
に
発
足
し
た
日
で
も
あ
っ
た
.
こ

の
滞
在
期
間
中
、
非
常
に
驚
か
さ
れ
た
出
来
事
に
遭
っ
た
・

筆
者
が
若
い
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
女
性
の
ガ
イ
ド
に
案
内
さ
れ
て
ア
ン
コ
ー
ル
・

ワ
ッ
ト
(
〉
a
w
R
〈
冊
目
)
を
見
学
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
.
英
語
で
の
会
話

の
中
で
」
(
私
は
)
・
:
=
と
言
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
思
わ
ず
ベ
ト
ナ
ム
語
が

出
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
彼
女
は
間
髪
を
入
れ
ず
半
ば
反
射
的
に

J

ιs.仲
間
百
〈

E
Z回
同
ロ
ョ
と
言
っ
た
の
で
あ
る
・
そ
の
言
葉
に
筆
者
は
た
だ
唖

然
と
さ
せ
ら
れ
た
.
し
か
し
、
さ
ら
に
驚
い
た
こ
と
に
は
、
同
じ
内
容
の
こ
と

を
今
度
は
ベ
ト
ナ
ム
語
で
言
い
放
っ
た
の
で
あ
る
・

ご
く
普
通
の
同
世
代
の
女
性
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
ベ
ト
ナ

ム
人
に
対
す
る
微
妙
な
感
情
を
直
接
的
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に

シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
.

こ
う
し
た
感
情
は
ご
く
個
人
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
れ
と
も
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
の
ベ
ト
ナ
ム
人
に
対
す
る
一
般
的
な
感
情
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
前
述
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
和
平
の
過
程
で
起
き
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト

ナ
ム
人
を
巡
る
一
連
の
事
件
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
・
手
元
に
あ

る
だ
け
で
も
次
の
よ
う
な
切
抜
き
記
事
が
あ
る
.

「
ベ
ト
ナ
ム
人
入
人
虐
殺
/
国
境
近
く
の
村
/
カ
ン
ボ
ヅ
ア
兵
士
乱
入
/

U

N
T
A
C
発
表
」
(
九
二
年
七
月
二
四
日
付
読
売
新
聞
)

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
北
西
部
の
漁
村
襲
わ
れ
三
十
三
人
死
亡
/
ポ
ト
派
の
犯
行

か
」
(
九
三
年
三
月
一
一
一
日
付
日
本
経
済
新
聞
)

「
ベ
ト
ナ
ム
人
七
人
射
殺
/
カ
ン
ボ
ジ
ア
/
ポ
ト
派
の
犯
行
か
」

(
九
三
年
三
月
二
六
日
付
読
売
新
聞
〉

「
ポ
ト
派
の
恐
怖
逃
避
行
再
び
/
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ベ
ト
ナ
ム
移
民
/
テ
ロ

で
水
上
村
消
滅
/
緊
張
高
ま
る
ベ
ト
ナ
ム
国
境
」
、

「
脱
出
者
七
千
人
に
/
襲
撃
事
件
発
生
の
二
州
」

(
以
上
二
記
事
共
に
九
三
年
四
月
一
日
付
読
売
新
聞
)
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現
在
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
圏
内
に
居
住
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
総
数
は
、
正
式
の
統

計
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
九
二
年
七
月
の
段
階

(1)
で
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
は
約
一

O
O万
人
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
プ
ノ
ン
ベ
ン

政
権
(
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
党
)
に
よ
っ
て

I
D
カ
ー
ド
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

し
、
ま
た
、
ク
メ
l
ル
人
民
民
族
解
放
戦
線

(
K
P
N
L
F
|
ソ
ン
・
サ
ン

(ω
ロロ

ω自
己
派
、
現
・
仏
教
自
由
民
主
党
『
B
L
D
P
)
は
約
六

O
万
人
と
し

て
い
る
が
、
独
立
系
の
観
測
筋
は
約
五

O
万
に
近
い
ベ
ト
ナ
ム
人
が
居
住
し
て
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い
る
と
見
積
も
っ
て
い
る
・

総
数
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
も
、
一

O
万
単
位
の
相
当
数
の
ベ
ト
ナ
ム
人

が
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
に
存
在
し
て
い
る
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
.

そ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
論
稿
で
は
特
に
言
及
し
な
い
が
、
基
本
的

な
背
景
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、

①
九
世
紀
か
ら
一
一
一
一
世
紀
中
葉
領
ま
で
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
中
央
部
を
広
く
支

配
し
た
ク
メ

1
ル
王
国
の
衰
退

②
一

O
世
紀
に
中
国
か
ら
の
民
族
独
立
を
果
た
し
た
ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
南
方

へ
の
領
土
拡
大
の
動
き
ハ
『
南
進
(
Z田
昌
ー
ロ
冊
目
)
』
)

③
一
七
世
紀
、
勢
力
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
ベ
ト
ナ
ム
民
族
は
、
衰
退
し
つ

つ
あ
る
タ
メ

l
ル
民
族
の
地
で
あ
っ
た
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
進
出

③
カ
ン
ボ
ジ
ア
圏
内
の
内
紛
を
巧
み
に
利
用
し
、
外
交
と
武
力
を
交
互
に
使

い
分
け
、
一
人
世
紀
半
ば
に
は
メ
コ
ン
デ
ル
タ
全
域
を
実
質
的
に
領
有

⑤
一
八
三
五
年
、
ベ
ト
ナ
ム
庇
朝
明
命
帝
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
占
領
と
極
端
な
ベ

ト
ナ
ム
化
政
策
、
一
八
四
一
年
に
は
一
時
併
合

⑥
仏
領
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
当
局
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
カ
ン
ボ

ジ
ア
へ
の
移
住
奨
励
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
行
政
機
関
や
労
働

現
場
で
の
ベ
ト
ナ
ム
人
の
採
用

⑦
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
に
お
け
る
ベ
ト
ミ
ン
〈
〈
笠
宮
古
F

・
ベ
ト
ナ
ム
独
立

同
盟
)
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
の
北
ベ
ト
ナ
ム
・
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦

線
に
よ
る
、
補
給
基
地
あ
る
い
は
「
聖
域
」
主
し
て
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
領
の

使
用

⑥
一
九
七
八
年
一
二
月
二
五
日
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
に
よ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
、

翌
年
一
月
、
親
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
共
和
国
の
樹
立
、
そ
の
後

の
ベ
ト
ナ
ム
軍
駐
留
と
ベ
ト
ナ
ム
人
の
移
民

と
い
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
.

特
に
、
⑥
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の
一
九
一
一
一
年
の
統
計
に

よ
る
と
、
プ
ノ
ン
ベ
ン
の
ベ
ト
ナ
ム
人
人
口
比
率
は
六
一
・
五
一
%
(
一
万
人

九
九
O
人
)
に
も
達
し
て
い
る

(
2
1

さ
て
、
今
回
の
一
速
の
事
件
に
関
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
の

多
く
は
、
前
述
の
新
聞
記
事
の
よ
う
に
、
親
類
縁
者
を
頼
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
ヘ
避

難
し
て
い
る
・
ま
た
特
に
頼
る
べ
き
縁
者
の
な
い
行
き
場
を
失
っ
た
者
で
も
同

様
に
し
て
ベ
ト
ナ
ム
閤
境
へ
と
向
か
っ
た
・
彼
等
に
と
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
は
今
で

も
「
帰
り
う
る
故
郷
」
な
の
で
あ
る
・

で
は
、
こ
う
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
に
対
し
て
、
国
家
と
し
て

の
ベ
ト
ナ
ム
は
如
何
な
る
対
策
を
講
じ
た
の
だ
ろ
う
か
.

九
二
年
七
月
二
一
日
の
ベ
ト
ナ
ム
人
入
人
殺
害
事
件
に
つ
い
て
、
七
月
二
五

目
、
ベ
ト
ナ
ム
外
務
省
は
声
明
を
出
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
最
高
国
民
評
議
会

(
S
N
C〉
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
、
そ
し
て

U
N
T
A
C
に
対
し
、
事
件
の
調

査
、
犯
人
の
処
罰
、
ベ
ト
ナ
ム
居
住
民
に
対
す
る
テ
ロ
・
殺
害
・
排
斥
・
追
放

等
の
防
止
策
を
講
じ
て
、
外
国
居
住
民
の
生
活
権
を
保
証
す
る
よ
う
要
求
す
る

と
同
時
に
、
国
際
社
会
に
対
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
に
対
す
る
今

回
の
よ
う
な
事
件
を
非
難
す
る
こ
と
で
同
様
な
事
件
を
再
発
さ
せ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
呼
び
掛
け
た
(
『
ニ
ャ
ン
ザ

γ
2
v
S
U
B
-
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
機
関

紙
〉
』
九
二
年
七
月
二
七
日
付
)
@

ま
た
、
パ
リ
和
平
協
定
締
結
以
後
最
大
の
ベ
ト
ナ
ム
人
殺
害
事
件
と
な
っ
た

九
三
年
三
月
一

O
日
の
事
件
に
つ
い
て
、
翌
日
、
ベ
ト
ナ
ム
外
務
省
は
ベ
ト
ナ
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ム
政
府
名
で
声
明
を
出
し
た
・
今
回
の
事
件
の
首
謀
者
と
見
ら
れ
る
ポ
ル
・
ポ

ト
派
の
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
強
く
非
難
す
る
と
同
時
に
、
国
連
、
暫
定
政
府
の

二
人
の
共
同
首
相
〈
ノ
ロ
ド
ム
・
ラ
ナ
ロ
ッ
ト

2
0『

Eos-NBEEF)、
フ

ン
・
セ
ン
(
出

E
ω
g
)〉
、
パ
リ
和
平
協
定
締
結
各
園
、

S
N
C
、
そ
し
て
特

に
U
N
T
A
C
に
対
し
て
、
九
二
年
七
月
と
同
様
な
要
求
を
行
っ
た
(
向
上
、

九
三
年
三
月
一
一
一
日
付
)
。
さ
ら
に
翌
日
に
は
レ
・
マ
イ
(
下
叩
豆
島
外
務
次
官

が
こ
の
事
件
に
関
し
記
者
会
見
を
行
っ
た
(
同
上
、
三
月
一
三
日
付
)
。
以
後
、

ベ
ト
ナ
ム
法
律
家
協
会
、
中
央
越
僑
委
員
会
、
ベ
ト
ナ
ム
旧
軍
人
会
、
ベ
ト
ナ

ム
女
性
連
合
会
さ
ら
に
は
在
仏
ベ
ト
ナ
ム
人
会
な
ど
が
次
荷
と
声
明
を
発
表
し
、

そ
れ
ら
は
ニ
ャ
ン
ザ
ン
紙
上
に
連
日
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
た
.
ま
た
、
ニ
ャ
ン

ザ
ン
は
、
こ
の
事
件
を
非
難
す
る
各
国
政
府
の
見
解
や
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
を

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
よ
う
に
報
道
し
続
け
た
・

こ
う
し
た
な
か
、
入
月
二
三
日
か
ら
三
日
間
、
暫
定
政
府
成
立
後
初
め
て
、

二
人
の
共
同
首
相
が
ベ
ト
ナ
ム
を
公
式
訪
問
し
た
。
両
国
首
相
聞
の
会
談
に
お

い
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
問
題
が
討
議
さ
れ
た
。
双
方
の
主
張
を
容

れ
た
形
で
合
意
に
至
っ
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
先
祖
代
々
居
住
し
て
き
た
人
々

と
、
近
年
不
法
に
入
国
し
て
き
た
人
身
と
を
分
け
て
考
え
、
後
者
に
つ
い
て
は

原
則
的
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
が
、
前
者
の
保
護
が

確
認
さ
れ
て
い
る

(
3
1

ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
ー
ル
民
族

メ
コ
ン
デ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
現
在
の
南
部
ベ
ト
ナ
ム
を
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族

が
そ
の
『
南
進
』
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
領
化
す
る
な
か
で
、
尚
も
そ
の
地
に
と

ど
ま
り
続
け
た
人
身
が
い
る
・
か
つ
て
、
そ
の
土
地
の
主
人
で
あ
っ
た
ク
メ
ー

ル
民
族
で
あ
る
・

現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ

ト
ナ
ム
民
族
を
巡
る
一
連
の
事
件
の
よ
う
な
政
治
的
・
民
族
的
な
問
題
は
特
に

聞
か
れ
な
い
.

そ
れ
は
、
「
ベ
ト
ナ
ム
在
住
タ
メ
l
ル
民
族
も
《
ベ
ト
ナ
ム
人
ど
と
い
う
論

理

(4)
を
持
つ
ベ
ト
ナ
ム
人
共
産
主
義
者
の
民
族
政
策
が
問
題
な
く
機
能
し

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
問
題
が
起
き
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
情
報

が
我
々
の
耳
に
は
届
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
定
か
で
は
な
い
。

現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
は
そ
の
憲
法
で
も
認
め
て
い
る
通
り

(
5て
多
民
族
国
家

で
あ
り
、
五
四
の
民
族

(
6〉
か
ら
な
る
・

最
近
(
一
九
八
九
年
四
月
)
の
人
口
調
査
で
は
(
表
1
)
の
よ
う
な
結
果
が

出
て
い
る
.

さ
ら
に
、
こ
れ
を
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
民
族
分
布
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
正

確
な
人
口
統
計
で
は
な
い
が
、
あ
る
数
字
に
よ
る
と
、
キ
ン
族
一
二
O
O
万
人
、

ク
メ
l
ル
族
入
O
万
人
、
華
人
三
O
万
人
、
チ
ャ
ム
(
の
Z
S
)
族
一
万
二
O
O

O
人
(
一
九
人
九
年
)
と
な
る

(
7
1
し
か
し
、
こ
の
資
料
に
は
メ
コ
ン
デ
ル

タ
全
体
の
人
口
数
が
で
て
い
な
い
の
で
、
各
民
族
の
全
体
に
占
め
る
割
合
が
不

明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
目
安
と
し
て
、
以
上
の
四
つ
の
数
字
の
合
計
(
一
一
三

一
万
二
O
O
O
人
〉
か
ら
算
出
し
て
み
る
と
、
キ
ン
族
九
一
・
五
二
%
、
ク

メ
l
ル
族
六
・
一
O
%
、
華
人
二
・
二
九
%
、
チ
ャ
ム
族
0
・
0
九
%
と
な
る
・

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
国
家

を
構
成
す
る
一
少
数
民
族
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
存
在
し
て
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《表民族別人口 (1989年 4月 1日n

全国総人口....・H ・.....・H ・'64.411，700人

キン族(Kinh)'"・H ・H ・H ・"56，101，600人(87.10%) 

タイ一族(Tay)...・H ・.....1， 145，200人( 1.78%) 

ターイ族(Thai)……...・H ・992，800人( 1.54%) 

華人(Hoa)…...・ H ・......・H ・.961， 700人( 1.49%) 

ムオン族(Muong)…....・H ・.874，200人( 1.36%) 

クメール族(Khome)...・H ・..872，400人( 1.35%) 

ヌン族(Nung)……...・H ・..… 696，300人( 1.08%) 

その他...・H ・..…...・H ・..… 2，699，500人

確定せず*・・・・・..........・・・・・・・・・68，000人

*;原文には“ Khongxac dinh， Not stated"とある。

(出所) Tong Cuc Thong Ke， So Lieu Thong Ke 

CHXHCN Viet Nam 1976-1989 

(NXB. Thong Ke， Ha Noi， 1990)， tr.9. 

い
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
全
人
口
に
占
め
る
そ
の
比
率
も
非
常
に
高
く
な

り
、
「
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
民
族
問
題
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
第
一
に
ク
メ
ー

ル
民
族
に
つ
い
て
で
あ
る
」

(
8
)
と
言
わ
れ
る
所
以
が
そ
こ
に
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
は
、
一
般
に
は
、
「
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム

(
同
町

5
2
関
門
ロ
ヨ
ご
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ク
メ

l
ル
語
で
、
下
ク

メ
l
ル
人
・
低
地
ク
メ

l
ル
人
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
ク
メ

l
ル
・
ル

l

(
同

S
5
2
F
D
E
)」
(
上
ク
メ
l
ル
人
・
山
地
民
族
)
、
「
ク
メ
l
ル
・
カ
ン
ダ
ル

(沢町

5
2
F
g
E
-
)」
(
中
ク
メ

l
ル
人
・
平
地
居
住
の
民
族
)
に
対
し
て
使
わ

《表2:メコンデルタ各省のクメール・クロム人口とその比率》

(時)

クメー)，クロムの比率

0.02% 

4.69% 

0.02% 

18.23% 

14.35% 

10.36% 

3.89% 

省の全人口

949，200 

1，337，000 

1，641，000 

1，484，00。
1，214，329 

1，658，000 

2，300，000 

1，052，000 

1，286，000 

クメール.クロム人口

199 

統計ナシ

77，000 

統計ナシ

193 

302，300 

330，000 

109，000 

50，000 

省

ロン7:1(Long An) 省 (*1) 

ドYタップ(DongThap)省 (*2) 

7:l1Y(An Giang)省
ティエY1Y(Ti en G i ang)省

ベYh(BenTre)省(叫)

クーロン(CuuLong)省

ハウザン(HauGiang) 省

キエンザン(KienGiang) 省

ミYハイ(MinhHai)省

(出所)メコンデルタ各省内のクメール・クロムの一律な人口統計が入手できないた

め、統計により調査時期は異なるが、入手できた資料から作成した。出典は

以下の通り。*1 ; 1979年10月 l日現在。 DiaChi Long An (NXB. Long 

An， NXB. KHXH.， 1989)， tr. 165ー166.，*2， *3; 1989年 4月 l日現在。

Tong Cuc Thong Ke 1990， Sach da dan， tr. 6.， *4; 1989年 4月 l日現

在。 DiaChi Ben Tre (NXB. KHXH.， 1991)， tr. 182.，その他は1984年の統

計。註(7)Dinh Van Lien 1991， Bai da dan， tr.95. 
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《表 3:クーロン省チャクー郡(現チャヴィン省内)各村の民族比率 (1983年)>> 

華人の比率

2.53% 

0.68% 

0.66% 

1.84% 

0.54% 

0.70% 

0.89% 

2.85% 

1.49% 

1.48% 

0.36% 

0.37% 

0.36% 

1.26% 

ヴィエトナム人の比率クメール.クロムの比率

41.81% 55.92% 

43.33% 65.48% 

43.39% 56.60% 

35.53% 62.81% 

65.65% 34.34% 

58.18% 40.90% 

32.57% 68.18% 

53.19% 43.97% 

45.80% 52.70% 

45.55% 53.33% 

28.28% 71. 71% 

28.00% 71.42% 

28.00% 71.23% 

43.36% 55.21% 

村の全人口

10.683 

10.838 

10.630 

12.100 

9.936 

10.998 

13.149 

14.092 

12.750 

8.997 

4.953 

7.004 

7.296 

133.426 

村

7打ク7;1(PhuocHung) 

タイ;I:n(ThanhSon) 

ガイスィJ:;I(NgayXuyen) 

タッブソ;I(TapSon) 

アンクアンヒzウ(AnQuang Huu) 

リュウギェyブ7イン(LuuNghiep Anh) 

ハムザン(HamGiang) 

ダイ7;1(Oai An) 

~;lhウ (Oon Chau) 

ドンスn(OonXuan) 

ロ;I!:Zッ1(LongHiep) 

タンヒェッ1(TanHiep) 

ゴックピエ;I(NgocBi en) 

合計

(出所)註(ηDinhVan Lien 1991， Bai da dan， tr. 92 

れ
る
語
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
も
と
も
と
メ
コ
ン
デ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
現

在
の
南
部
ベ
ト
ナ
ム
は
ク
メ

l
ル
民
族
が
領
有
し
て
い
た
も
の
で
、
「
カ
ン
プ

チ
ア
・
ク
ロ
ム
(
関
自
6
E
n
F何
回

開

3
5
)」
(
下
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
低
地
カ
ン
ボ
ジ

ア
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

カ
ン
プ
チ
ア
・
ク
ロ
ム
の
住
民
で
あ
っ
た
ク
メ

l
ル
・
ク
ロ
ム
は
歴
史
的
、

文
化
的
に
、
あ
る
い
は
宗
教
的
に
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
の
ク
メ

l
ル
民
族
と
深

い
関
係
に
あ
る
。

彼
等
は
、
ベ
ト
ナ
ム
国
民
と
し
て
現
代
ベ
ト
ナ
ム
語
を
使
用
す
る
が
、
自
ら

の
言
語
と
し
て
ク
メ

l
ル
語
を
話
し
、
ク
メ

l
ル
文
字
を
用
い
て
い
る
。

《表 4:ハウザン省 (2市・ 12郡)内の 1市・ 7郡に

おけるクメール・クロム人口とその比率(1984年n

その他

48.1 % 

32.75 % 

28.13 % 

21.63 % 
20.82 % 

12.56 % 

12.65 % 

18.84 % 

市・郡 クメー)~.クロム人口

ヴィYチゆ(Vinh Chau) 郡 * 53，407 
ミースィエン(MyXuyen)君日 * 50.000 
ミートヮー(MyTu)郡 * 46，000 
ロン7-(LongPhu)郡 41，496 

タイYチ(ThanhTr j) 君 *26.717 

トサィリ(KeSach)郡 * 17.992 
オ毛;1(0Mon)君 11，617

ソクチャン(SocTrang)市 * 14.743 

-29 

(*印は現ソクチャン省に属している)

(出所)註(7) Dinh Van Lien 1991， 

Bai da dan， tr. 93. 
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ま
た
、
社
会
生
活
の
面
に
お
い
て
も
ク
メ
l
ル
民
族
と
し
て
の
伝
統
を
維
持

し
、
主
に
母
方
の
親
族
関
係
に
あ
る
数
家
族
か
ら
な
る
d
z
c
g
J
か
生
活
の

基
本
単
位
で
あ
る
.
苫
向
d
g
は
タ
メ

1
ル
語
で
「
字
、
集
落
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
.
さ
ら
に
、
苫
向
d
冨
が
そ
の
ま
ま
発
展
し
た
り
、
い
く
つ
か
の
司
甲
山
c
y
h

が
統
合
さ
れ
た
d
o
q
が
「
村
」
と
し
て
の
社
会
組
織
の
基
礎
を
成
し
て
い

る
.
ω
O
の
と
は
ク
メ
l
ル
語
の
d
m
O
国
内
a

で
、
「
国
あ
る
い
は
郡
」
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
ω
O
の
は
ベ
ト
ナ
ム
語
音
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
な
お
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
国
内
で
は
行
政
単
位
と
し
て
国
内
出
刷
、
吋
(
州
)
|
ω
m
O
国
内
(
郡
〉
|

自由
C

Z

(
村〉

lMM出
口
冨
(
字
、
部
落
〉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

タ
メ
l
ル
民
族
と
し
て
の
伝
統
は
、
特
に
、
精
神
生
活
の
面
で
生
か
さ
れ
て

お
り
、
ク
メ

1
ル
民
族
の
民
間
信
仰
で
あ
る
『
ネ
ア
ク
・
タ

(
Z悶
〉
国
内
斗
〉
)
』

と
呼
ば
れ
る
土
地
神
を
初
め
と
す
る
精
霊
崇
拝
が
タ
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
の
聞
で

も
aZH
開
寸
寸
〉
司
甲
山
c
v
h
温
あ
る
い
は

RZH
刷
、
吋
寸
〉
ω
。
。
=
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
.

し
か
し
、
彼
等
の
精
神
生
活
の
中
心
は
上
座
部
仏
教
で
あ
り
、
ω
O
の
に
は
必

ず
上
座
部
仏
教
の
寺
院
が
あ
り
、
民
族
の
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
拠
点
と
し
て
、

ω
o
n
の
最
良
の
場
所
に
存
在
し
て
い
る
・
現
在
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
お
け
る
上

座
部
仏
教
の
寺
院
の
数
は
、
ク
ー
ロ
ン
{
p
z
v
g
胴
)
省
に
一
五
て
ハ
ウ
ザ

ン

2
2
の
宮
口
同
)
省
に
一
一
五
、
キ
エ
ン
ザ
ン
{
百
g
g
g
巴
省
に
七

O
、
ア

ン
ザ
ン
(
〉
ロ

Q
S加
)
省
に
六
入
、
ミ
ン
ハ
イ
{
Z
S
F
E巴
)
省
に
二
九
等
を
合
わ

せ
て
四
三

O
以
上
の
寺
院
が
あ
り
、
約
一
万
の
僧
侶
が
い
る
.
こ
れ
は
二

0
0

0
人
に
一
寺
院
・
二
僧
侶
の
割
合
に
な
る

(
9
1
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
に

と
っ
て
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
圏
内
の
ク
メ
l
ル
民
族
同
様
、
上
底
部
仏
教
に
関
す
る

精
神
生
活
は
司
出
口
玄
や
ω
O
の
に
お
け
る
社
会
生
活
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を

↑
白
め
て
い
る
・

こ
の
よ
う
に
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
が
九
割
近
く
を
占
め

る
状
況
の
中
で
、
ク
メ

l
ル
・
ク
ロ
ム
は
ク
メ

l
ル
民
族
と
し
て
の
伝
統
を
維

持
し
て
お
り
、
特
に
ク
ー
ロ
ン
省
、
ハ
ウ
ザ
ン
省
の
一
部
で
は
タ
メ

l
ル
・
ク

ロ
ム
の
占
め
る
比
率
は
高
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は
七
割
か
ら
八
割
に
達
す
る
地

域
も
あ
る
(
表
2
、
3
、
4
参
照
〉
。
こ
の
こ
と
は
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
と
い
う
地

域
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
政
治
空
間
の
中
に
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
世
界

と
は
全
く
異
な
る
、
グ
メ

1
ル
民
族
の
生
活
空
間
・
文
化
空
聞
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
証
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
・

な
お
、
九
二
年
一
月
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
行
政
区
の
改
変
を
行
っ
た
が
、
メ

コ
ン
デ
ル
タ
に
お
い
て
新
た
に
成
立
し
た
省
の
う
ち
、
ク
ー
ロ
ン
省
か
ら
分
割

さ
れ
た
新
チ
ャ
ヴ
ィ
ン

3
3
5吾
)
省
と
、
ハ
ウ
ザ
ン
省
か
ら
分
割
さ
れ
た
新

ソ
タ
チ
ャ
ン
{
ω
o
n
J
門
冨
口
開
)
省
は
、
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
が
大
半
を
占
め
る
地

域
で
あ
る
。
省
分
割
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ク
メ
l
ル
・

ク
ロ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
.
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四
、
鹿
史
は
繰
り
返
す
|
「
他
所
者
」
の
悲
劇

カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ダ
メ
l
ル
民
族
は
、
異

郷
や
呉
国
に
身
を
置
く
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
民
族
の
粋
を
断

ち
切
ら
ず
に
、
国
家
や
民
族
の
は
ざ
ま
に
生
き
て
い
る
.

そ
の
よ
う
な
特
殊
な
立
場
は
前
述
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
を
巡

る
一
連
の
事
件
の
よ
う
な
複
雑
な
民
族
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

特
に
、
今
回
の
事
件
は
我
荷
に
過
去
の
同
様
な
事
件
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
。

一
九
七

O
年
三
月
一
入
日
、
国
民
議
会
と
王
国
参
議
院
は
そ
の
合
同
会
議
で

シ
ハ
ヌ

l
ク
元
首
の
解
任
を
全
会
一
致
で
決
め
、
右
派
親
米
派
の
ロ
ン
・
ノ
ル
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(
F
S
Z
O
}
)
首
相
が
実
権
を
揮
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
し
た
。

政
変
後
の
ロ
ン
・
ノ
ル
政
権
の
支
持
勢
力
に
は
①
軍
隊
、
②
政
治
指
導
者
の

中
の
反
シ
ハ
ヌ
l
ク
分
子
、
③
青
年
・
イ
ン
テ
リ
層
が
あ
り
、
こ
の
他
に
@
南

ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
で
あ
る
ク
メ
ー
ル
・
ク
ロ
ム
が
あ
り
、
特
に
そ

の
中
か
ら
選
ば
れ
た
武
装
兵
力
は
重
要
な
勢
力
で
あ
っ
た
・
ア
メ
リ
カ
軍
は
こ

の
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
に
目
を
つ
け
、
彼
等
の
中
か
ら
若
者
た
ち
を
雇
い
入
れ
、

こ
れ
を
特
殊
部
隊
に
編
成
し
た
・
彼
等
は
中
部
ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
ャ
チ
ャ
ン

{
Z
E
J
P
S
個
}
や
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
チ
ャ
ウ
ド
ッ
ク
(
の
Z
E
U
o
n
)
で
ア
メ
リ
カ

軍
の
グ
リ
ー
ン
ベ
レ
ー
に
よ
っ
て
特
殊
訓
練
を
受
け
た
.
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の

援
助
の
も
と
に
南
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
な
ど
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
同
じ
ク

メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
の
ソ
ン
・
ゴ
ク
・
タ
ン

(
ω
S
Z白
on
吋
F
S
F
)
ら
を
指
導
者

と
す
る
反
共
・
反
王
政
の
「
タ
メ

l
ル
・
セ
レ
イ
{
沢
町

B
R
F
E
d
自
由
ク

メ
ー
ル
運
動
ど
と
も
関
連
を
持
っ
て
い
た
.

一
九
七

O
年
四
月
末
、
こ
の
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
特
殊
部
隊
の
精
鋭
四
個
大

隊
六

O
O
O人
近
く
が
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
空
輸
さ
れ
、
カ

γ
ボ

ジ
ア
政
府
軍
に
編
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
領
内
に
居
住

す
る
一
般
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
(
ク
メ
l
ル
・
カ
ン
ダ
ル
)
や
ロ
ン
・
ノ
ル
政
府
軍

兵
士
と
、
彼
等
の
聞
に
は
微
妙
な
感
情
の
行
き
違
い
が
あ
り
、
同
年
六
月
六
日

の
夜
に
は
友
軍
同
志
の
銃
撃
戦
が
展
開
さ
れ
、
死
者
一
一
一
名
、
負
傷
者
六
名
を
出

す
に
至
っ
た

(mv

同
じ
ク
メ

1
ル
民
族
で
あ
り
な
が
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
圏
内
の
ク
メ
l
ル
民
族

と
他
国
で
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
圏
内
の
ク
メ
l
ル
民
族
と
の
聞
で
起
き
た
こ
の
よ
う

な
事
件
は
、
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
の
両
国
に
分
割
統
治
さ
れ
た
タ
メ
ー

ル
民
族
の
悲
劇
」
(
日
〉
で
あ
り
、
「
他
所
者
」
と
し
て
の
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム

の
微
妙
な
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
事
件
で
あ
る
.

ロ
ン
・
ノ
ル
が
政
権
を
奪
取
す
る
直
前
、
北
ベ
ト
ナ
ム
・
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放

民
族
戦
線
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
圏
内
の
ベ
ト
ナ
ム
と
の
国
境
地
帯
を
「
聖
域
」
と
し

て
利
用
し
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
へ
の
抗
議
と
し
て
、
「
カ
ッ
プ

・
ユ
オ
ン
(
ロ
)
〈
ベ
ト
ナ
ム
打
倒
と
・
と
叫
び
な
が
ら
、

R

の
o
z
o
g叩

5
2

0
ロ
ロ
ヘ
な
ど
の
英
語
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
デ
モ
が
行
わ
れ
た
・

さ
ら
に
、
政
変
後
、
各
地
で
シ
ハ
ヌ

l
タ
を
慕
う
農
民
を
中
心
と
し
た
反
乱

が
起
き
た
が
、
ロ
ン
・
ノ
ル
政
権
は
こ
の
農
民
反
乱
を
北
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
勢

力
の
仕
業
と
し
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
挑
発
と
煽
動
と
宣
伝
し
た
.
こ
れ
は
ク
メ
ー

ル
民
族
の
反
ベ
ト
ナ
ム
感
情
を
焚
き
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、
一
一
一
月
末
か
ら
の
各

地
で
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
へ
の
迫
害
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
四

月
初
め
か
ら
虐
殺
事
件
へ
と
発
展
し
、
何
百
と
い
う
死
体
が
手
足
を
縛
ら
れ
た

ま
ま
、
メ
コ
ン
河
に
投
げ
込
ま
れ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
流
れ
下
っ
た
・

こ
の
事
件
に
関
し
、
同
様
に
手
元
に
あ
る
新
聞
の
切
抜
き
記
事
は
次
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る
.

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
/
連
日
大
量
虐
殺
か
/
タ
ケ
オ
で
百
人
/
記
者
に
保
護
求
め

る
住
民
/
メ
コ
ン
川
、
す
で
に
(
流
れ
来
る
死
体
〉
五
百
人
」

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
/
虐
殺
、
各
国
が
憂
慮
/

H
憎
む
べ
き
行
為
だ
“
米
/
タ
ス

通
信
も
警
告
/
仏
政
府
も
抗
議
/
ウ
・
タ
ン
ト
総
長
懸
念
表
明
」

バ
共
に
一
九
七

O
年
四
月
十
八
日
付
読
売
新
聞
)

「H
虐
殺
の
川
H

メ
コ
ン
を
ゆ
く
/
水
面
に
黒
く
点
4
と
/
上
流
の
小
島
か

ら
夜
ご
と
処
刑
?
の
銃
声
/
戦
闘
激
化
、
迫
害
に
拍
車
」

(
一
九
七

O
年
四
月
十
九
日
付
読
売
新
聞
〉

一
方
、
こ
の
事
件
に
関
連
し
て
、
一
九
七

O
年
五
月
三
日
付
読
売
新
聞
は

「
引
き
裂
か
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
③
/
憎
し
み
の
増
幅
/
"
虐
殺
あ
す
は
わ
が
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身
M

/
お
び
え
る
異
郷
の
ク
メ

l
ル
人
」
と
し
た
記
事
の
中
で
、
ク
メ

l
ル・

ク
ロ
ム
(
南
ベ
ト
ナ
ム
・
チ
ャ
ウ
ド
ッ
ク
在
住
)
の
次
の
よ
う
な
反
応
を
載
せ

て
い
る
.

「
:
:
:
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
虐
殺
で
ベ
ト
ナ
ム
人
が
わ
れ
わ
れ
に
報
復
す
る
の

で
は
な
い
か

l
そ
れ
が
、
こ
わ
い
の
で
す
.
:
:
:
こ
ん
ど
の
よ
う
な
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
い
っ
て
全
く
困
る
の
で
す
」

し
か
し
、
こ
の
虐
殺
事
件
に
対
し
て
、
ザ
イ
ゴ
ン
政
権
は
四
万
入

O
O
O
の

兵
士
を
救
援
の
た
め
に
派
遣
す
る
と
同
時
に
、
報
復
と
し
て
、
南
ベ
ト
ナ
ム
園

内
の
ク
メ

l
ル
・
ク
ロ
ム
を
虐
待
し
た

(
m
y

民
族
衝
突
が
「
他
所
者
」
を
真
先
に
犠
牲
に
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
.

一
九
七

O
年
五
月
二
七
日
、
ザ
イ
ゴ
ン
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
チ
ャ
ン
・
ヴ
ァ

ン
・
ラ
ム

{
d
g
〈

S
F同
旨
}
外
相
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
イ
エ
ム
・
サ
γ
ボ
ー

ル
ミ
叩
S
F
S
E
E『
}
外
相
と
の
あ
い
だ
で
会
談
が
行
わ
れ
、
一
九
六
三
年
以
来

断
絶
し
て
い
た
両
国
の
外
交
関
係
が
再
開
さ
れ
た
(
は
)
.
こ
の
会
談
で
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
側
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
人
の
生
命
・
財
産
の
保
証
を
明
ら
か

に
し
た
.
一
方
、
南
ベ
ト
ナ
ム
側
に
対
し
て
、
南
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
人

に
対
し
て
独
自
の
法
的
地
位
を
与
え
る
よ
う
要
求
し
た
が
、
両
国
共
同
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
で
は
明
記
さ
れ
ず
、
南
ベ
ト
ナ
ム
側
は
「
協
調
の
精
神
を
も
っ
て
検
討
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
」
に
と
ど
ま
っ
た
(
時
)
。

ロ
ン
・
ノ
ル
政
権
は
、
「
国
家
」
と
し
て
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
対
し
、
公
然

と
相
手
圏
内
に
存
在
す
る
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
の
保
護
を
要
請
し
て
い
る
・
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
「
コ

l
チ
シ
ナ
に
住
む
ク
メ
l
ル
・
ク
ロ
ム
を
、
す
べ
て
プ
ノ

ン
ベ
ン
の
保
護
下
に
置
く
」
(
珂
)
と
さ
え
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
・

お
わ
り
に

今
回
の
一
連
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
を
巡
る
事
件
や
一
九
七

O

年
春
の
諸
事
件
は
、
国
家
と
民
族
に
関
わ
る
問
題
が
如
何
に
複
雑
で
あ
る
か
を

如
実
に
示
し
て
い
る
.

カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
は
異
郷

や
異
国
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
民
族
の
鮮
を
断
ち
切
ら
ず
に
(
断
ち
切
れ
ず

に
)
そ
う
し
た
国
家
と
民
族
の
は
ざ
ま
に
生
き
て
い
る
.
そ
し
て
、
ひ
と
た
び

国
家
と
民
族
の
対
立
が
起
き
た
時
に
は
、
こ
う
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
在
住
ベ
ト
ナ

ム
民
族
や
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
民
族
が
そ
の
対
立
に
真
先
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
.

そ
れ
は
正
に
山
内
昌
之
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
他
所
者
」
が
「
民
族
衝
突

が
お
き
た
時
に
真
先
に
犠
牲
者
と
な
っ
て
い
る
」
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
.

「
国
家
」
の
領
域
と
「
民
族
」
の
分
布
が
異
な
る
現
代
世
界
に
お
い
て
、
多

く
の
人
々
が
「
他
所
者
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
・
そ
う
し
た
「
他
所
者
」
は

同
時
に
「
異
郷
に
身
を
置
き
つ
つ
信
仰
や
習
慣
の
粋
を
断
ち
切
れ
な
い
人
有
」

(
げ
)
で
あ
る
・
そ
し
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
固
有
の
紛
争
が
宗
教
・
人
種

.
風
俗
・
習
慣
と
い
っ
た
文
化
の
よ
り
プ
ロ
ミ
テ
ィ
プ
な
差
異
に
基
づ
く
摩
擦

や
対
立
と
し
て
激
化
す
る
趨
勢
に
あ
る
」
(
四
)
状
況
の
中
で
、
彼
等
は
、
本
論

稿
で
見
て
き
た
通
り
、
国
家
と
民
族
の
対
立
の
第
一
の
犠
牲
者
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
・

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
国
家
と
民
族
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
「
他
所
者
」

の
存
在
や
そ
の
歴
史
を
識
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
・
そ
れ
に
よ
り
、

「
国
家
」
と
い
う
擬
制
に
隠
さ
れ
た
「
見
え
な
い
国
境
」
や
「
ま
と
ま
り
が
隠

さ
れ
た
地
域
」
(
股
)
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
問
題
の
本
質
を
理
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解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
さ
ら
に
、
例
え
ば
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
お

け
る
、
華
僑
華
人
を
も
含
め
た
ベ
ト
ナ
ム
民
族
と
ク
メ

l
ル
民
族
そ
れ
ぞ
れ
の

相
互
交
流
(
初
〉
と
い
っ
た
側
面
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
.

最
後
に
、
非
常
に
気
に
な
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
論
稿
が
、
た

だ
単
に
ベ
ト
ナ
ム
民
族
と
ク
メ
l
ル
民
族
の
対
立
の
歴
史
を
強
調
し
た
だ
け
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.

民
族
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
解
決
す
る
た
め
に
事
実
を
把

握
・
分
析
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
に
基
づ
い
た
民
族
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
つ

い
て
の
研
究
は
、
結
果
的
に
は
人
類
を
普
遍
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
民
族

的
差
異
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
存
在
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

と
い
う
、
「
民
族
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
の
両
義
性
」
な
い
し
は
危
険
性
と
も

関
連
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
点
を
自
覚
し
た
上
で
の
研
究
が
必
要
と
い
う
指
摘

〈
幻
〉
は
重
要
で
あ
る
.

本
論
稿
も
、
こ
の
指
摘
を
常
に
考
え
な
が
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
と
タ
メ
l
ル

民
族
の
聞
に
そ
う
し
た
関
係
や
歴
史
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
認
識
し
て
お

き
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
意
識
と
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
・
そ
し
て
、

「
歴
史
は
繰
り
返
す
」
と
し
た
の
は
消
極
的
な
意
味
で
は
な
く
、
「
繰
り
返
さ
れ

て
し
ま
っ
た
」
歴
史
を
「
歴
史
の
教
訓
」
と
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
.

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
論
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
が
、

「
交
流
の
康
史
」
を
探
る
こ
と
は
非
常
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
・

そ
し
て
、
悲
劇
や
対
立
の
歴
史
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
問

題
の
本
質
は
、
や
は
り
、
そ
う
し
た
民
族
を
則
引
き
裂
い
て
し
ま
っ
た
擬
制
と
し

て
の
「
国
家
」
と
い
う
問
題
に
行
き
着
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
(
略
語
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
・

〈
Z
・H
H〈
E

Z
田
5
・
、
弔
・
国
・

。玄・

1

、H，
E
ロ
宮
司
吉
田

0
2山
富
田
y
z
u白・

l
z
E
M
E包
回

g-

国内出阿国・

1
5
8
z
o
n
u
p
出
0
3

(
1
〉
、
ミ
同
明
白
色
、
喜
岡
noaoSH.n
河
同

SEN
円司
.
ω
ロ
』
C
V
M『
】
∞
∞
N.

同VM
M

・-ml
】罰・

(
2〉
『
ア
エ
ラ
』
一
九
九
三
年
六
月
一
一
一
一
日
』
(
朝
日
新
聞
社
)
、
三
九
ベ

l

ジ
.

(
3〉
一
九
九
三
年
入
月
二
四
日
付
読
売
新
聞
.

(
4〉
古
田
元
夫
『
ベ
ト
ナ
ム
人
共
産
主
義
者
の
民
族
政
策
史
|
革
命
の
中
の

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
|
』
(
大
月
書
庖
、
一
九
九
一
年
)
、
五
四
一
ペ
ー
ジ
.

(
5〉
『
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
一
九
九
二
年
憲
法
』
は
第
一
章
第
五
条
で

次
の
よ
う
な
規
定
を
し
て
い
る
・

「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
国
土
に
共
に
生
活
す
る

各
民
族
の
統
一
国
家
で
あ
る
.
国
家
は
各
民
族
聞
の
平
等
、
団
結
、
互
助

政
策
を
実
現
し
、
民
族
差
別
、
分
断
行
為
の
す
べ
て
を
厳
禁
す
る
.
各
民

族
は
自
ら
の
言
語
、
文
字
を
使
用
し
、
民
族
の
本
質
を
維
持
し
、
醇
美
な

風
俗
、
習
慣
、
伝
統
、
文
化
を
発
揮
す
る
権
利
を
有
す
る
・
国
家
は
少
数

民
族
同
胞
の
物
質
、
精
神
生
活
が
す
べ
て
の
面
で
発
展
し
、
向
上
す
る
政

策
を
実
現
す
る
.
」

〈6
〉
匂
a
n
F
ト
hnFM3po
忠
明
守
宮
守
口
忍
叫
旬
。
』
VHMWMM門

M
L
S
E
L『匂
9
N
(
Z
U白・

、E
o
a
dロ
C
F
E
E
-
出回

Z
o
-
-
g由。)・可・由
N
1
8・
他
。
但
し
、
民
族
数

を
五
十
九
と
す
る
説
も
あ
る
(
吉
沢
南
『
ベ
ト
ナ
ム
現
代
史
の
中
の
諸
民

族
』
[
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
]
、
二

0
1
一
一
一
ペ
ー
ジ
〉
。

(
7〉
U
S
F
〈曲目

F
S
F
R
O同
n
U一
冊
ヨ
宮
口
一

ω
S
F
d『世

U
田口

ω
ロ
ロ
〈
ロ
ロ
個

Z
加口口一

5
0
5冊
。
。
口
同
国
曲
目
白

ωロ
ロ
伺
の
E
F
O
ロ凹

1
s
g
-自
阿
国
・

〈
Z
・・〈一冊目国内
Z
M
E・同回一
J

門司・国内
U冨
・
・
て
ぬ
司
匂
司

b
a誌
守
口
町

o
bロ司向
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切ぬ沼崎
h
町

O
R問
。
EHH
ト

S
H
h
(
Z
M内田・同内
E
M
E
-
-
】由也(})・可・吋叶・

(
8
)
Z
R
U
E
O国
個
-

R

〈
g

U
叩
ロ
田
口
の
ロ
〈
回

U
S
J
F
n
o
u
oロ
伺
切
回
口
同

ω
o
a
n
E
Fロロ曲
¥
5
g
M自
阿
国
・
〈
Z.‘
〈
戸
冊
目
同
国
阿
国
・

E
寸
MM-

E
の宮・

5
2
.
h
U与
守
SM
骨『ム
N
・

(
9
〉
〈
一
冊
目
開
国
阿
国
・

E
J門
司
・
図
。
窓
・
・
て
ぬ
沼
町
g
h
m
q
E
h
v
a
=
b
O
R同

h
w
a潟
両
句

o
S刊の
RHh
ト

S
H同

(
Z
M回・田内
Z
M内田・・戸坦坦{)}・可・
N
U
0
.

(
叩
〉
高
橋
保
『
カ
ン
ボ
ジ
ア
現
代
政
治
の
分
析
』
(
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題

研
究
所
、
昭
和
四
二
年
て
一
一
一
一

l
一
一
三
ペ
ー
ジ
・

(
日
)
向
上
・

(
ロ
)
「
ユ
オ
ン
(
ユ

l
ン
ど
と
い
う
の
は
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
以
来
カ
ン
ボ
ジ

ア
人
民
が
ベ
ト
ナ
ム
人
に
つ
け
た
呼
び
名
で
、
「
野
蛮
人
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
(
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
外
務
省
編
、
日
本
カ
ン
ボ
ジ
ア
友
好
協
会

監
訳
、
『
ベ
ト
ナ
ム
を
告
発
す
る

l
「
黒
書
」
全
訳
』
(
社
会
思
想
社
、

一
九
七
九
年
〉
、
二
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
悶
)
ヒ
ネ
ケ
ン
『
イ
ン
ド
シ
ナ
現
代
史
』
(
連
合
出
版
、
一
九
入
三
年
)
、
上

.
六
八
ペ
ー
ジ
.

(
日
比
)
一
九
六
三
年
入
月
二
七
日
、
シ
ハ
ヌ

l
ク
は
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
政
治
関

係
を
断
絶
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
南
ベ
ト
ナ
ム
在
住
ク
メ
l
ル
人

の
迫
害
が
あ
る
・

(
日
)
一
九
七

O
年
五
月
二
人
日
付
朝
日
新
聞
、
高
橋
、
前
掲
書
、
一
一
一

ペ
ー
ジ
。

〈
時
)
ノ
ロ
ド
ム
・
シ
ハ
ヌ

l
ク
著
、
友
田
錫
訳
、
『
北
京
か
ら
み
た
イ
ン
ド
シ

ナ
』
(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
二
年
)
、
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
.
も
っ
と
も
、

ロ
ン
・
ノ
ル
は
コ
ー
チ
シ
ナ
(
メ
コ
ン
デ
ル
タ
〉
帰
属
問
題
は
未
解
決
で

あ
る
と
し
て
そ
の
領
有
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
ロ
ン
・
ノ
ル
の
立

場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
.
な
お
、
ロ
ン
・
ノ
ル
時
代
の
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
橋
保
氏
が
「
カ
ン
ボ

ジ
ア
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
問
題
の
現
状
と
歴
史
的
背
景
|
|
イ
ン
ド
シ

ナ
に
お
け
る
民
族
的
相
魁
の
一
側
面
」
(
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
『
ア
ジ
ア

経
済
』
一
九
七
一
年
二
月
)
で
詳
し
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
.

(
げ
〉
山
内
昌
之
「
異
郷
に
身
を
置
き
つ
つ
信
仰
や
習
慣
の
紳
を
断
ち
切
れ
な

い
人
身
」
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
臨
時
増
刊

E
S
-
-
o
b
ソ
連
の
急
転
固
と
民

族
の
激
流
』
(
朝
地
新
聞
社
)
、
一

O
六
|
一
一

0
ペ
ー
ジ
.

(
川
崎
〉
中
嶋
嶺
雄
『
反
・
革
命
の
時
代
ソ
連
崩
壊
後
の
ア
ジ
ア
と
日
本
』

(
P

E
P
研
究
所
、
一
九
九
二
年
て
ニ

O
二
ペ
ー
ジ
.

(
ゆ
)
山
内
、
前
掲
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
ロ
ー
』
、
二
三
ペ
ー
ジ
。

(
加
)
富
田
n
u
z
o口
同
呂
田
ゲ
切
回
一

ι凹
ι
g
L『・
2
1
U
N
・
ま
た
、
ク
メ

l
ル
・
ク

ロ
ム
に
関
し
て
、
苫
同
田
口
寸
志

J
F口、吋
Z
U
『2
・

a
窓口円

ω
o
U
R
g冊目
4
帽

〈
曲
目
出
口
世
〈
尽
の
町
田
H
n
ロ
同

Z
伺
ロ
口
一
関
F
o
g叩
〈
世

Z
伺
EO目
。
F
同
自
由

。
ロ
ロ
伺
切
開
口
伺

ωoロ
加
の
Z
Z
F
D
ロ
F

J
可
寂
口
同
国
阿
国
・
〈
Z
・
・
〈
広
口

百
円
出
向

-
E
、H4
u
・出【

U
Z・
5
2・h

叫

a
n
F
吾
吾
誌
で
は
、
家
屋
の
様
式

が
、
も
と
も
と
高
床
式
だ
っ
た
の
が
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
華
僑
華
人
と
の
接

触
を
通
じ
て
土
問
式
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
か
言
・
ミ
∞
)
、
信
仰
形
態
に

つ
い
て
も
、
祖
先
崇
拝
と
共
に
観
音
崇
拝
を
行
っ
た
り
、
漢
字
の
連
句
を

並
べ
た
り
す
る
雪
・

sol-∞
戸
)
な
ど
ベ
ト
ナ
ム
民
族
や
華
僑
華
人
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
記
し
て
い
る
・

(
幻
)
古
田
、
前
掲
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
、
梶
田
孝
道
『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
社
会

変
動
』
(
有
信
堂
、
一
九
人
八
年
)
、
三
一
ペ
ー
ジ
。
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(
い
ま
む
ら
・
の
ぶ
か
っ

一
九
六
六
年
生
ま
れ
。
在
ベ
ト
ナ
ム
日
本
国
大
使

館
に
八
八

5
九
O
年
派
遣
員
と
し
て
勤
務
。
イ
ン

ド
シ
ナ
語
学
科
[
ベ
ト
ナ
ム
藷
巴
九
三
年
卒
業
〉



《
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
》

フ
一
フ

こ/

ス

地

域

研

究

と

ア

イ

デ

|

|

|

ナ

シ

ヨ

ナ
リ
ズ
ム
、

二巳

は
じ
め
に

ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
を
迎
え
、
国
際
状
況
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
中

で
も
東
欧
・
旧
ソ
連
地
域
を
中
心
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
息
を
吹
き

返
し
た
か
の
よ
う
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
台
頭
し
て
い
る
.
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス

を
中
心
と
し
た
西
欧
地
域
は
、
既
に
十
九
世
紀
に
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
体

験
し
た
と
さ
れ
る
。

本
稿
の
テ
l
マ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ロ
ズ
ム
分
析
を
通
じ
て
の
フ
ラ
ン
ス
地
域
研

究
(
〉
お
世
曾
昆
一
時
帥
)
の
有
効
性
を
採
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
は
そ
の

主
体
と
な
る

R
S
E円
を
明
確
な
も
の
と
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
の
解
釈
を

巡
っ
て
は
日
本
語
で
も
「
国
民
」
「
民
族
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
幾

多
の
議
論
が
あ
り
、
き
わ
め
て
難
解
な
課
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
論
理
の
展
開

/' 

イ

ア

イ

ア

ス

ニ
シ
テ
ィ
ー
ー
ー

坂

井

一

成

(
東
京
外
国
語
大
学
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
)

上、

d
E
oロ
ョ
の
定
義
は
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
・
こ
の
点
、
差
し
当
た
っ
て
本

稿
で
は
、
窓
口

R
-
S習
に
対
し
て
は
専
ら
「
国
民
」
を
当
て
る
こ
と
と
し
、
こ
の

立
場
に
立
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

(
叩
骨

Z
E
q
}
と
い
う
流
れ
の
中
で
検
討
し
て
行
こ
う
と
思
う
。
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憲
法
理
念
と
矛
盾
点

フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
国
民
国
家
(
ロ
旦
g
l
a
R
S
の
雛
形

を
作
り
上
げ
た
と
言
わ
れ
る
・
そ
し
て
こ
の
革
命
期
の
一
七
九
一
年
憲
法
、
一

七
九
三
年
憲
法
(
い
わ
ゆ
る
ジ
+
コ
パ
ン
憲
法
〉
の
伝
統
を
今
日
の
国
家
理
念

も
受
け
継
い
で
い
る
.
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
(
一
九
五
八
年
)
は
、
フ



ラ
ン
ス
共
和
国
を
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
。

特集・ナショナリズム

フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
非
宗
教
的
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国

で
あ
る
・
フ
ラ
ン
ス
は
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
の
差
別
な
く
、
す
べ
て

の
市
民
に
対
し
法
律
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
.
フ
ラ
ン
ス
は
す
べ
て
の

信
条
を
尊
重
す
る
.
(
第
一
章
第
二
条
〉

(
l〉

さ
て
、
こ
こ
に
は
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
矛
盾
が
い
く
つ
か
内
包
さ
れ
て
い

る
・
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
が
「
不
可
分
」
か
ど
う
か
と
考
え
て
み
る
・
す
る
と
、

ブ
ル
タ
l
ニ
晶
、
パ
ス
夕
、
カ
タ
ル

l
ニ
ャ
、
コ
ル
シ
ヵ
、
オ
ク
シ
タ
ン
、
ア

ル
ザ
ス
と
い
っ
た
諸
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
化
・
言
語
を
有
し
、
-
般

に
「
フ
ラ
ン
ス
」
と
我
身
が
理
解
す
る
言
語
・
文
化
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の

を
、
こ
れ
ら
の
諸
地
域
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
一
部
と
な
っ
て
も
保
持
し
続
け

て
き
て
い
る
.
し
か
し
国
民
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
部
分
を
成
し
て
い
る
以
上
、
こ

れ
ら
の
地
域
民
も
ま
た
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
(
ロ
固
ま
ロ
同
S
S田
町
乙
で
あ
る
・
と

こ
ろ
が
こ
れ
が
「
不
可
分
」
に
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
共

存
の
「
意
思
」
こ
そ
が
基
盤
で
あ
る
と
す
る
ル
ナ
ン
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
住
民
の
意
思
の
問
題
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
離
反
を
指
向
し
た
と
き

に
は
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
を
「
不
可
分
」
と
は
断
定
し
続
け
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
.
一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
で
台
頭
し
た
「
血
」
に
基
づ
く
汎
ゲ
ル
マ
ン
主

義
の
発
想
に
対
抗
し
、
共
存
の
「
意
思
」
に
根
を
置
い
て
「
国
民
」
官
民
吉
岡
〉

を
定
義
し
た
ル
ナ
ン
の
言
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
・

国
民
(
回
世
神
戸
ロ
ロ
)
と
は

一
つ
の
魂
で
あ
り
一
つ
の
精
神
的
原
理
で
あ

る
。
[
こ
れ
は
二
つ
の
要
素
か
ら
な
り
]
一
つ
は
、
豊
か
な
記
憶
の
遺
産
の

共
有
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
現
在
の
合
意
、
つ
ま
り
共
生
の
欲
求
、
共

同
に
相
続
し
た
遺
産
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
続
け
る
意
思
で
あ
る
.
:
:
:

園
民
の
存
在
と
は
:
:
:
毎
日
の
住
民
投
票
な
の
で
あ
る
・

(
2
)

ま
た
、
前
掲
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
憲
法
の
「
人
種
ま
た
は
宗
教
の
差
別
な

く
」
と
い
う
箇
所
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
矛
盾
す
る
現
実
を
抱
え
て
い
る
。

マ
グ
レ
パ
ン

(
g
a
z
F
Z
)

と
呼
ば
れ
る
マ
グ
レ
ブ
諸
国
(
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
モ
ロ
ッ
コ
〉
か
ら
の
移
民
労
働
者
の
急
増
が
今
回
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
実
際
に
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
の
は
、

多
く
の
場
合
、
「
非
宗
教
」
と
は
い
え
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
属
す
る
フ
ラ
ン

ス
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
マ
グ
レ
パ
ン
と
の
摩
擦
で
あ
る
.
既
に
フ
ラ
ン
ス

国
籍
を
取
得
し
て
い
る
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
、
事
実
上
「
人
種
」
と

「
宗
教
」
の
両
面
か
ら
差
別
を
受
け
て
い
る
・

フ
ラ
ン
ス
地
域
研
究
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
憲
法
の
理
念
と
現
実
と
の

議
離
に
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
.
後
述
す
る
が
、
こ
こ
に
実
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
」
と

い
う
社
会
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
観
点
か
ら
の
み
追
る
こ
と
の
限
界
も
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
巡
る
諸
理
論

国
民
官
民
一
ロ
ロ
)
、
国
民
国
家

(
E音
ロ
l
a
R
m
)
、
ま
た
国
民
形
成

(ロ旦

glv墨
色
吉
巴
に
関
し
て
の
議
論
は
、
そ
の
定
義
を
含
め
、
古
く
は
一
人

世
紀
後
半
ド
イ
ツ
の
へ
ル
ダ
ー
や
前
出
の
ル
ナ
ン
か
ら
、
ハ
ン
ス
・
コ

l
ン、
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カ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
チ
ュ
、
ア
l
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
l
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
等
、
今
日
に
至
る
ま
で
閥
達
に
な
さ
れ
、
様
々
な
考
え
方
が
一
示
さ
れ

て
き
た

(
3
)
が
、
必
ず
し
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
き
て
い
る
と
は
言

え
な
い
・
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

K
・
ド
イ
ツ
チ
ュ
の
理
論
は
、
国
民
統
合

と
分
裂
に
関
し
て
こ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〈
共
同
体
〉
の
問
題
と
し
て
、
民
族

/
国
民
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
種
と
考
え
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
検
証
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
'
も
の

で
あ
る

(
4
Y
ド
イ
ツ
チ
ュ
は
、
「
相
互
補
完
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

習
慣
・
制
度
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
諸
個
人
の
大
集
団
を
民
族

(
宮
口
官
官
〉
と
呼
」
び

(
5て
こ
の
民
族
(
宮
0
1叩
)
が
、
「
そ
れ
自
身
の
構
成

員
の
行
動
を
効
果
的
に
制
御
す
る
手
段
の
獲
得
を
迫
る
よ
う
に
な
っ
た
」

(
6
)

と
き
、
国
民
体
(
ロ

a
z
s
gち
に
な
る
と
す
る
.
そ
し
て
ご
つ
の
国
民
体

〈SHSHE-HS
が
集
団
的
シ
ン
ボ
ル
に
対
す
る
自
発
的
な
凝
集
・
愛
着
に
加

え
て
[
強
制
的
な
集
団
の
]
力
を
も
獲
得
し
た
と
き
、
国
民
(
ロ
R
Eロ
)
に

転
化
し
、
ま
た
他
か
ら
そ
う
見
徴
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」

(
7
)
と
定
義
し
て
い

る
.
こ
の
立
場
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
の
フ
ラ

ン
ス
「
民
族
」
(
目
胃

8
5
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
と
も
に
築
き
上
げ
た
フ
ラ

ン
ス
「
国
民
」

(
H
S
Eる
は
、
革
命
の
主
た
る
担
い
手
と
な
っ
た
パ
リ
を
中

心
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
て
い
た
ご
く
一
部
の
人
々

(
Hロ巴

-os--q〉
を

核
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
保
持
し
て
は
い
な
か
っ
た
多
く
の
周
辺
諸
民
族
を
も
取

り
込
ん
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
(
ロ
忠
一
ロ
ロ
骨

S
2
5
)
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
「
言
語
」
が

全
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
凝
集
力
と
し
て
は
必
ず
し
も
作
用
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い

て
は
、
ド
イ
ツ
チ
ュ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
言
語
・
形
質
・
記
憶
・
過
去
の
歴

史
に
基
づ
く
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
民
族
を
記
述
す
る
通
常
の
や
り
方
に
は

す
べ
て
例
外
が
あ
る
こ
と
は
、
今
や
明
ら
か
で
あ
る
・
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
な

の
は
、
何
か
一
つ
の
要
素
の
有
無
で
は
な
く
、
総
体
的
な
結
果
を
生
み
出
す
た

め
の
十
分
な
補
完
性
を
有
す
る
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
制
度
の
存
在
な

の
で
あ
る
」
〈
8
1
つ
ま
り
、
「
言
語
」
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
必
ず
し
も
不
可

欠
な
要
素
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要
な
の
は
自
分
た
ち
を
共
通
の
国
民
と
し
て

認
識
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
な
の
で
あ
る
.
例
え
ば
多
言
語
国
家

ス
イ
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
こ
の
園
は
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

イ
タ
リ
ア
語
、
レ
ト
・
ロ
マ
ン
ス
語
と
い
う
四
つ
の
言
語
共
同
体
か
ら
成
る
連

邦
国
家
で
あ
る
・
し
か
し
ス
イ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
発
揮
し
て
き
た
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
に
立
脚
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の

如
く
「
ス
イ
ス
語
」
を
国
家
語
と
し
て
作
り
出
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
一
八
一

五
年
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
来
の
「
中
立
主
義
」
、
直
接
民
主
主
義
に
基
づ
く
「
国
民

投
票
」
、
多
極
共
存
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
典
型
と
も
い
え
る
「
連
邦
主
義
」
、
こ

れ
ら
の
理
念
・
制
度
を
柱
に
し
て
「
ス
イ
ス
国
民
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
強
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
葉
の
壁
を
越
え
て
、
自
ら
を
「
同
じ
国

民
」
と
意
識
さ
せ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
・
制
度
を
確
か
め
合
う
相
互
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
コ
ミ

f
一ケ
l
シ
ョ
ン
の
媒
介
を
経
て
言
葉
の
違
う
人
々

が
ス
イ
ス
国
民
と
い
う
「
想
像
の
政
治
共
同
体
」
を
築
い
て
き
た
の
で
あ
る

(
9
1
 

き
て
、

E
・
ゲ
ル
ナ
l
は
ナ
シ
ョ
ナ
ロ
ズ
ム
に
関
し
て
今
日
最
も
説
得
力
あ

る
考
え
方
を
提
唱
し
て
い
る
英
国
の
人
類
学
者
で
あ
る
が
、
彼
に
拠
る
と
、

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
第
一
に
政
治
的
原
理
で
あ
り
、
政
治
的
単
位
と
ナ
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シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
」

(
m
y
さ

ら
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
エ
ス
エ
ッ
ク
な
境
界
が
政
治
的
境
界
を
横
断

し
た
り
せ
ず
、
特
に
、
所
与
の
国
家
・
:
:
・
の
中
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
は
、

権
力
者
を
そ
の
他
の
部
分
か
ら
分
離
し
た
り
し
な
い
と
す
る
政
治
的
正
統
性
の

理
論
で
あ
る
」

(
U
Y
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
体
た
る
国
民
(
ロ
邑

g)

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

二
人
の
人
が
同
じ
国
民
(
口
同
音
ロ
)
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
の
は
、

彼
ら
が
同
じ
文
化
を
共
有
し
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
・
こ
の
場
合
文
化

と
は
、
も
の
の
考
え
方
と
合
図
と
人
々
の
結
び
付
き
方
、
そ
れ
に
行
動
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
、
の
シ
ス
テ
ム
を
意
味
す
る
。

二
人
の
人
が
同
じ
国
民
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
の
は
、
彼
ら
が
互
い

に
同
じ
国
民
に
属
し
て
い
る
と
認
め
合
う
と
き
に
限
ら
れ
る
.
ハ
ロ
〉

ゲ
ル
ナ
l
の
こ
う
し
た
主
張
(
珂
)
に
従
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
園
民
は
フ
ラ
ン

ス
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
与
の
フ
ラ

ン
ス
と
い
う
国
家
の
中
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
が
存
在
し
な
い
と
い
う
政
治
的

正
統
性
を
得
て
、
そ
の
構
成
員
は
互
い
に
同
じ
フ
ラ
ン
ス
文
化
を
共
有
し
、
そ

れ
を
互
い
に
認
め
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
・

E
-
ル
ナ
ン
、

K
・
ド
イ
ツ
チ
ュ
、
そ
し
て
E
・
ゲ
ル
ナ
l
の
考
え
方
に
つ

い
て
概
観
し
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
国
民
(
自
己
ロ
る
を
築
く
と
い
う
意
思
、
共

通
の
国
民
に
属
す
る
の
だ
と
い
う
認
識
こ
そ
が
国
民
を
「
作
り
上
げ
」
、
そ
し

て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
の
国
民
の
形
成
と
そ
の
「
正
当
化
」
へ
の
政
治
的
運

動
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
・
「
印
刷
資

本
主
義
」
が
新
聞
や
小
説
を
通
じ
て
未
知
の
人
々
が
共
通
の
感
情
や
共
通
の
認

識
に
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
或
る
地
域
に
お
い
て
単
一
の
中
心
を
持
つ

「
巡
礼
圏

(
H行
政
圏
ど
が
形
成
さ
れ
そ
の
中
心
を
皆
が
目
指
す
「
巡
礼

(
H

P
ク
ル
ー
ト
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ
に
共
通
の
関
心
が
生
ま

れ
て
未
知
の
人
々
を
結
び
付
け
る
、
と
「
想
像
力
」
を
鍵
に
国
民
国
家
形
成
を

分
析
し
た

B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
同
じ
立
場
に

立
っ
て
い
る
.

そ
し
て
国
民
(
E
H
E
る
を
「
作
り
出
す
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
人
工
性
」

と
い
う
意
味
で
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
が
潜
在
的
に
は
そ
う
で
は
な

い
点
に
つ
い
て
余
り
に
多
く
の
信
仰
を
求
め
る
」

(
U
)
の
だ
と
ホ
プ
ズ
ボ
l

ム
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
像
を
見
極
め
る
に
は
十
分
に

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
.
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
本

質
を
覆
い
隠
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る
・
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フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開

さ
て
、
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
激
し
く
表
面
化
し
た
の
は
、

と
り
わ
け
「
祖
国
危
機
」
(
ぜ
箆
号

g
ι
g胃『
J

と
い
う
状
況
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
人
七

O
年
普
仏
戦
争
の
敗
北
に
よ
る
ア
ル
ザ
ス
ー

ロ
レ

l
ヌ
喪
失
と
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
対
独
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
な
ど
が
該
当
す
る
.

一
八
七

O
年
の
普
仏
戦
争
は
、
ド
イ
ツ
統
一
を
目
論
む
ピ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ

ツ
(
プ
ロ
イ
セ
ン
〉
と
、
逆
に
統
一
ド
イ
ツ
へ
の
脅
威
を
抱
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
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世
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
軍
備
に
勝
る
ド
イ
ツ
に
圧
倒
的

優
位
に
進
み
、
開
戦
二
ヶ
月
そ
こ
そ
こ
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
降
伏
し
捕
虜
と

な
り
、
第
二
帝
政
は
崩
壊
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
ド
イ
ツ
寧
は
進
箪
を
止
め
ず
、

パ
リ
包
囲
に
向
か
っ
た
・
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
早
々
と
首
都
バ
り
を
放
棄
し
て

拠
点
を
ボ
ル
ド
ー
に
移
し
、
行
政
長
官
テ
ィ
エ

l
ル
の
指
揮
下
、
一
八
七
一
年

一
一
月
二
六
日
に
ド
イ
ツ
と
平
和
条
約
を
結
び
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レ
l
ヌ
の
一
部
を

ド
イ
ツ
に
割
譲
し
た
他
、
多
額
の
賠
償
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

条
約
で
は
ド
イ
ツ
軍
の
一
時
パ
リ
入
城
を
認
め
て
い
た
・
と
こ
ろ
が
こ
の
屈
辱

的
和
平
を
パ
リ
の
民
衆
は
許
容
せ
ず
、
自
発
的
に
義
勇
兵
組
織
「
国
民
衛
兵
」

を
作
り
、
テ
ィ
エ
l
ル
政
権
に
反
発
し
て
徹
底
抗
戦
を
訴
え
た
。
「
事
態
の
悪

化
を
恐
れ
た
テ
ィ
エ

l
ル
政
府
は
、
国
民
議
会
を
ボ
ル
ド
ー
か
ら
パ
リ
の
グ
ェ

ル
サ
イ
ユ
に
移
し
、
パ

F
に
介
入
し
て
国
民
衛
兵
の
拠
点
を
奪
い
取
ろ
う
と
試

み
た
.
し
か
し
:
:
:
民
衆
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
政
府
軍
に
実
力
で
抵
抗
し
、

三
月
一
八
日
に
は
事
実
上
、
パ
リ
市
の
全
権
を
手
に
い
れ
た
」
(
日
Y

一
入
七

一
年
三
月
二
六
日
、
市
庁
舎
前
の
民
衆
で
埋
め
つ
く
さ
れ
た
広
場
に
お
い
て

「
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
評
議
会
」
の
成
立
が
正
式
に
宣
言
さ
れ
た
・
だ
が
こ
の

パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
は
短
命
で
、
慌
た
だ
し
く
成
立
し
た
が
、
た
っ
た
七
二
日

間
の
生
涯
を
「
血
の
一
週
間
」
と
呼
ば
れ
る
猛
烈
な
市
街
戦
の
後
崩
嬢
さ
せ
て

し
ま
っ
た
・
し
か
し
、
短
命
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
我
荷
が
こ
こ
で
看
過
し
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
・
つ
ま
り
政
府
と
し
て
は
戦
況
は
圧
倒
的

に
不
利
で
あ
り
、
屈
辱
的
と
は
い
え
早
期
の
講
和
条
約
を
戦
勝
国
と
結
ぼ
う
と

し
て
い
た
の
だ
が
、
パ
リ
の
民
衆
が
、
「
祖
国
危
機
」
に
直
面
し
て
、
パ
リ
の
、

そ
し
て
祖
国
の
栄
光
・
自
治
を
守
ら
ん
が
た
め
に
結
集
し
、
自
ら
茨
の
道
を
選

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
対
独
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
も
、
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
に
国
土
の
北
半
分
を
占
領
さ
れ
、
ま
た
し
て
も
ア
ル
ザ
ス
H

ロ
レ
l
ヌ
を

失
う
こ
と
に
な
っ
た
「
祖
国
危
機
」
に
激
し
く
反
応
し
た
も
の
で
あ
る
・

一
九
四
O
年
春
、
ド
イ
ツ
軍
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
揮
下
に
電
撃
的
に
フ
ラ
ン
ス

に
侵
入
し
て
き
た
.
わ
ず
か
一
ヶ
月
で
北
フ
ラ
ン
ス
を
制
圧
、
六
月
十
四
日
に

は
パ
リ
陥
落
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
降
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
.
政
府
は
非
占
領

地
域
で
あ
る
中
部
フ
ラ
ン
ス
の
温
泉
地
グ
ィ
シ
ー
に
、
ベ
タ
ン
元
帥
の
下
、
国

民
議
会
を
招
集
。
憲
法
が
改
め
ら
れ
、
七

O
年
続
い
た
第
三
共
和
制
が
こ
こ
に

幕
を
閉
じ
た
・

突
然
の
ド
イ
ツ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
占
領
、
そ
し
て
戦
勝
国
の
力
に
よ
る
フ
ラ

ン
ス
政
府
の
事
実
上
の
崩
壊
は
、
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
「
敗
北
」
を
意
味
し

た
.
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
決
し
て
屈
す
る
こ
と
な
く
、
祖
国
の
解
放
を
目
指

し
て
戦
お
う
と
す
る
、
愛
国
心
に
満
ち
溢
れ
た
人
た
ち
が
多
数
い
た
こ
と
も
ま

た
事
実
で
あ
る
・
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
、
我
々
は
何
と
言
っ
て
も
第

一
に
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
l
ル
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
・

彼
は
当
時
、
ポ
l
ル
・
レ
イ
ノ
l
内
閣
の
特
使
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
.
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
パ
リ
制
圧
の
報
を
耳
に
す
る
や
、
六

月
二
ハ
日
ボ
ル
ド
ー
に
帰
国
し
た
・
そ
こ
で
ド
・
ゴ

l
ル
は
、
そ
の
日
に
辞
職

し
た
レ
イ
ノ
l
の
後
を
受
け
た
ベ
タ
ン
政
権
が
、
も
は
や
戦
争
を
続
け
る
意
思

の
な
い
こ
と
を
悟
る
と
、
「
敗
北
」
を
認
め
ず
直
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
い
、
圏

外
か
ら
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
道
を
選
ん
だ
.
そ
し
て
ド
・
ゴ
l
ル
の
「
降
伏
に

対
す
る
拒
否
」
は
、
六
月
一
八
日
イ
ギ
リ
ス

B
B
C
放
送
を
通
じ
て
全
フ
ラ
ン

ス
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
、
あ
の
歴
史
的
呼
び
か
け
に
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
。

以
下
が
そ
の
全
文
で
あ
る
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
推
進

-39ー
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し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

多
年
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
の
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
た
将
官
た
ち

が
政
府
を
つ
く
り
あ
げ
た
・

こ
の
政
府
は
、
わ
が
軍
隊
の
敗
北
を
口
実
に
し
て
、
戦
闘
を
や
め
る
た

め
に
、
敵
と
話
し
あ
い
を
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
・

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
敵
の
機
械
化
部
隊
、
地
上
軍
お
よ
び
空
軍
に

よ
っ
て
押
し
流
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
い
ま
も
押
し
流
さ
れ
つ
つ
あ
る
・

わ
れ
わ
れ
を
敗
退
さ
せ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
軍
の
兵
数
で
は
な
く
、
そ
れ

よ
り
も
む
し
ろ
か
れ
ら
の
戦
車
で
あ
り
、
飛
行
機
で
あ
り
、
戦
術
で
あ
る
・

将
軍
た
ち
を
狼
狽
さ
せ
、
か
れ
ら
を
今
日
の
状
態
に
追
い
や
っ
た
の
は
、

ド
イ
ツ
軍
の
戦
車
で
あ
り
、
飛
行
様
で
あ
り
、
戦
術
で
あ
る
・

し
か
し
万
事
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

希
望
は
消
え
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
?
敗
北
は
決
定
的
な
の
か
?
否

で
あ
る
!

私
の
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た
だ
き
た
い
.
私
は
熟
慮
の
う
え
諸
君
に

告
げ
る
・
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
な
に
も
の
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
、
と
。

わ
れ
わ
れ
を
負
か
し
た
の
と
同
じ
手
段
が
他
日
わ
れ
わ
れ
に
勝
利
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
フ
ラ
ン
ス
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
か
ら
だ
1
フ
ラ
ン

ス
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
の
だ
!
そ
の
背
後
に
は
広
大
な
帝
国
が
あ

る
.
ヲ
ラ
ン
ス
は
、
海
上
権
を
握
っ
て
た
た
か
い
つ
づ
け
て
い
る
英
帝
国

と
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
・
フ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
と
も
に
、
ア

メ
リ
カ
の
巨
大
な
産
業
を
無
制
限
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

こ
の
戦
争
は
、
わ
が
国
の
不
幸
な
領
土
だ
け
で
た
た
か
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
.
こ
の
戦
争
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
戦
闘
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
い

た
の
で
は
な
い
.
こ
の
戦
争
は
世
界
戦
争
で
あ
る
・
あ
ら
ゆ
る
誤
謬
、
あ

ら
ゆ
る
遅
延
、
あ
ら
ゆ
る
苦
闘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
に
は
、
い
つ
か

敵
を
や
っ
つ
け
る
た
め
の
す
べ
て
の
手
段
が
あ
る
.
今
日
機
械
力
の
た
め

に
撃
破
さ
れ
た
と
は
い
え
、
未
来
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
一
層
す
ぐ
れ

た
機
械
力
に
よ
っ
て
う
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
の
運
命
は
そ
の
こ

と
に
か
か
っ
て
い
る
.

い
ま
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
私
、
ド
・
ゴ

l
ル
将
軍
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
土
に

い
る
フ
ラ
ン
ス
の
将
校
と
兵
士
た
ち
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
将
校
と
兵

士
た
ち
、
イ
ギ
リ
ス
領
土
に
い
る
軍
事
産
業
の
技
師
や
熟
練
労
働
者
た
ち
、

こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
技
師
や
労
働
者
た
ち
に
た
い
し
、
私
と
連
絡
を

と
っ
て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

な
に
ご
と
が
お
こ
ろ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
炎
は
消
え

去
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
は
消
え
去
ら
な
い
で
あ
ろ
う
!
(
日
〉

-40ー

こ
の
放
送
を
流
し
た
時
点
で
は
、
ド
・
ゴ

l
ル
は
孤
独
で
あ
り
、
何
ら
戦
力

と
い
う
戦
力
を
持
っ
て
い
な
い
.
彼
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
は
、
異
国
の
地
で
、
全

く
の
無
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
・
し
か
し
そ
ん
な
孤
独
な
一
将
軍
を
支
え
、
困
難

を
克
服
で
き
た
の
は
、
上
記
の
「
呼
び
か
け
」
に
診
み
で
て
い
る
よ
う
な
、
言

わ
ば
「
祖
国
解
放
」
へ
の
強
烈
な
信
念
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
う
。
そ
し
て

「
自
由
フ
ラ
ン
ス
」

Q
S
5叩
E
V
『
叩
〉
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
も
そ
こ
か
ら
始

ま
る
の
で
あ
る
・

7
月
末
ま
で
に
、
お
よ
そ
七
千
人
の
有
志
が
ド
・
ゴ

l
ル
の
も
と
に
集
ま
っ



フランス地域研究とアイデンティティ

た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
「
自
由
フ
ラ
ン
ス
」
の
基
盤
と
な
っ
た
人
々
は
、
な

に
も
軍
人
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
家
柄

や
階
級
の
い
か
ん
を
関
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
や
傾
向
の
人
々
の
寄
り
集
ま
り

で
あ
っ
た
」
(
げ
〉
。
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
。
ド
・
ゴ
ー

ル
自
身
の
「
カ
リ
ス
マ
性
」
が
こ
の
時
点
で
、
つ
ま
り
「
祖
国
危
機
」
と
い
う

非
常
事
態
下
で
発
揮
さ
れ
、
民
衆
の
愛
国
主
義
を
こ
の
上
な
く
高
揚
さ
せ
、
強

烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
パ
ワ
ー
を
生
み
出
し
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
H
J
ズ
ム
が
顕
在
化
し
た
歴
史
的
事
例
を
二
つ
、

「
愛
国
主
義
の
高
揚
」
と
い
う
次
元
か
ら
概
観
し
て
み
た
。
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ

と
い
う
強
大
な
敵
が
存
在
し
、
「
祖
国
」
が
危
機
に
瀕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は

「
祖
国
」
(
冨
豆
巾
)
と
は
。
も
ち
ろ
ん
閤
民
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
全
て
が
、
何
時
如
何
な
る
時
で
も
自
分
の
「
祖

国
」
と
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
」
を
想
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
細
か
い
レ

ヴ
ェ
ル
の
、
よ
り
身
近
な
「
地
域
」
に
よ
り
一
一
層
の
愛
着
を
感
じ
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ぜ
同
丹
江
ぺ
と
は
、
「
祖
国
」
と
解
釈
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
故
「
国
家
」
(
帥
g
Z
)
に
相
当
す
る
枠
組
み
と
見
倣
さ
れ
易

い
。
だ
が
「
故
郷
」
「
出
生
地
」
の
意
も
あ
り
、
必
ず
し
も
「
国
家
」
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
人
聞
の
帰
属
意
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
看
過
し
た
結
果
と
し
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
視
角
を
持
つ
と
き
に
し
ば
し
ば
陥
る
の
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
基
盤
と
な
る
「
国
民
」
(
ロ
旦
ロ
ロ
〉
の
固
定
的
捉
ら
え
方
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
議
に
対
し
、
「
い
ず
れ
の
国
に
つ
い
て
も
、
あ
た
か

も
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』
な
政
治
文
化
が
全
国
民
的
な
規
模
で
共
有
さ
れ
て
い
る
か

の
如
く
扱
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
し
、
こ
れ
を
「
古
典
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
理
解
」
だ
と
批
判
す
る
論
調
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る

(
M
)
。

n
g
 

'
t
 

n
H
u
 e

 
p
 

ダ
ヴ
・
ロ

l
ネ

ン

は

『

自

決

と

は

均

何

か

』

に

お

い

て

、

人

間

集

団

の

政

刊

n
 

治
的
共
同
体
と
し
て
の
国
民
へ
至
る

Ue
 

道

筋

を

、

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

に

固

執

刊

せ

ず

、

個

人

に

立

脚

し

た

政

治

的

払

。

「

自

決

」

の

思

想

と

行

動

と

し

て

捉

側

肱

ぇ

、

こ

れ

を

体

系

化

し

た

公

表

》

〉

。

向

時

こ
こ
で
は
分
類
の

5
に

掲

げ

ら

れ

て

伽

鰭

い

る

「

エ

ス

ノ

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

」

ト

削

d
れ

(
叩
各
国
ロ
ロ
回
巴
O
口
同
=
目
ヨ
)
に
焦
点
を

s

j
町
付

当
て
て
議
論
を
進
め
て
み
た
い
。

f
に

師
表

冷
戦
の
進
行
の
中
、
一
九
六

O
年

u

Q

J

 

代
中
頃
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

M
釦

戦
後
復
興
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地

J

l
v

e

 

で

は

国

家

と

し

て

の

独

立

が

何

よ

り

恥

剥

盛
ん
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ナ
シ
ョ
ナ

m
l

川

計

リ
ズ
ム
が
趨
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

n

E

P

六
0
年

代

中

頃

を

過

ぎ

た

辺

り

か

ら

典

出

こ
の
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
。
ロ
ー

ネ
ン
に
よ
れ
ば
こ
の
「
新
た
な
る
段
階
が
始
ま
っ
た
の
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世

界
の
多
く
の
地
域
で
は
、
独
立
の
地
固
め
が
終
わ
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
西

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ヱ
ス
ノ
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

分 類 タイプ 主要な期間 地理的区域

l ナショナリズム 国民の自決 1930年代~1880年代 ヨーロッパ

2 マルクス主義 階級の自決 19世紀中頃 ヨーロッパ他

3 ウィノレソンの自決 少数民族の自決 1916年~20年代 東ヨーロッパ

4 非植民地化 人種の自決 (1945年)~60年代 アジア、アフリカ

5 エスノナシ g ナリズ エスニック集団 アジア、アフリカ、

ムまたはサブ‘ナショ の自決 1960年代中頃~ ヨーロッパ、北ア

ナリズム メリカ、極東

自決の政治的表現の五つの例
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
は
、
経
済
成
長
の
地
固
め
お
よ
び
直
接
的
な
『
共
産
主
義

者
の
脅
威
』
が
減
少
し
た
と
認
知
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
」

(
m
Y
何
時

如
何
な
る
と
き
で
も
「
国
家
」
を
住
民
に
と
っ
て
の
唯
一
絶
対
の
利
益
配
分
者

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
無
理
が
生
じ
て
き
た
と
、
彼
ら
の
多
く
が
認
識
し
た

こ
の
と
き
、
し
ば
し
ば
「
分
解
」
へ
の
要
因
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
台
頭
し
て
き
た
の
で
あ
る
・
つ
ま
り
人
身
が
、
必
ず

し
も
自
分
た
ち
の
要
求
に
添
え
な
く
な
っ
た
「
国
家
」
の
代
わ
り
に
、
自
分
た

ち
を
結
集
す
る
の
に
役
立
つ
と
し
て
目
を
向
け
た
の
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

(
叩
吾
包

n
gる
で
あ
り
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
基
づ
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
前
面

に
押
し
出
し
た
「
自
決
」
が
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
.
再
び

ロ
l
ネ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、
再
生
し
た
の
で
は
な

く
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
的
役
割
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
糾
合
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
政
治
の
中
心
へ
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
き
で
い
る
の
で
る
る
」

〈
初
)
。
ま
た
、
自
決
に
当
た
っ
て
そ
の
基
盤
は
あ
く
ま
で
「
個
人
」
だ
と
す
る

ロ
l
ネ
ン
は
、
自
決
の
結
果
と
し
て
エ
ス
ニ
ヲ
ク
集
団
は
形
成
さ
れ
る
も
の
の
、

エ
ス
ニ
シ
テ
4
そ
の
も
の
が
自
決
の
「
目
標
」
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
個
人

と
し
て
の
人
聞
の
自
決
の
追
求
の
「
武
器
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
幻
)
。

今
日
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
こ
う
し
た
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
展
開

し
て
い
る
。
本
稿
の
対
象
地
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
コ
ル
シ
ヵ
、
ブ
ル

タ
l

ニ
ュ
、
パ
ス
夕
、
オ
ク
シ
タ
ン
、
ア
ル
ザ
ス
な
ど
で
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
自

決
の
武
器
と
し
て
活
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

(nv
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
全

盛
の
時
期
に
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
国
民
〈
ロ
旦
ロ
ロ
)
に
自
決
の
武
器
を

求
め
る
こ
と
が
一
番
有
利
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
冷
戦
も
終
わ
っ
た
今

目
、
ェ
ス
ユ
シ
テ
ィ
論
か
ら
国
民
国
家
の
相
対
化
が
一
髄
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

国
民
の
絶
対
性
は
崩
れ
て
き
た
。
エ
ド
カ
l
ル
・
モ
ラ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
し
て
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
の
内
部
で
は
、
国
民

よ
り
も
う
一
つ
下
の
段
階
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
多
角
栽
培

(
H多
重
文

化
〉
を
、
国
民
の
な
か
で
、
と
き
に
は
国
家
に
逆
ら
っ
て
で
も
保
護
し
よ
う
と

す
る
強
い
欲
求
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
(
認
可
国
民
へ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
ず
し
も
唯
一
絶
対
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
以
上
、

こ
れ
に
基
づ
く
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
で
は
、
こ
う
し
た
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
、
エ
ト
ニ

1
(冊
目

F
E
m
)
(
刷
出
)
の
レ
グ
ェ
ル
の
動
き
を
十
分
に
捉
え
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ろ
う
・

一
つ
ア
ル
ザ
ス
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
・
ド
イ
ツ
と
国
境
を
接
し
、

一
八
七

O
年
以
来
二
度
も
ド
イ
ツ
領
と
な
っ
た
歴
史
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
の
方

言
形
態
で
あ
る
ア
ル
ザ
ス
語
を
独
自
の
母
語
と
し
て
持
つ
地
域
で
あ
る
.
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
ア
ル
ザ
ス
人
は
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
自
治
主
義
運
動

が
ナ
チ
ス
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
過
去
を
生
ん
だ
と
し
て
、
専
ら

フ
ラ
ン
ス
へ
の
愛
国
心
を
示
す
と
い
う
「
自
決
」
を
行
っ
て
き
た
・
し
か
し
、

時
は
流
れ
、
ナ
チ
ス
時
代
を
知
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
自
ら
の
ア
ル
ザ
ス
文
化

を
否
定
ま
で
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
繋
が
り
を
示
そ
う
と
す
る
世
代
が
次
第
に
減

り
、
代
わ
っ
て
若
い
世
代
が
過
去
に
縛
ら
れ
ず
に
「
今
」
の
自
分
た
ち
に
従
っ

て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
は
ア
ル
ザ
ス
語
や
そ
の
周
辺
の
ア
ル
ザ
ス

文
化
を
通
じ
て
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
を
強
く
感
じ
、
こ
れ
ら
に
大
き
な
「
プ
ラ

ス
の
」
評
価
・
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
必
ず
し
も
こ
う
し
た
エ
ス

ニ
ッ
ク
な
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
を
支
え
る
文
化
的
同
質
性
に
対
し
て
、
十
分
な

理
解
・
配
慮
が
フ
ラ
ン
ス
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
な
い
と
、
人
々
は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
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の
「
自
決
」
を
次
第
に
放
棄
し
、
む
し
ろ
ア
ル
ザ
ス
と
い
う
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に

よ
り
強
い
「
自
決
」
の
意
思
を
抱
く
よ
う
に
な
る
・
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て

は
、
ア
ル
ザ
ス
人
は
「
ア
ル
ザ
ス
人
」
で
あ
る
こ
と
に
最
大
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
・

と
こ
ろ
が
、
ア
ル
ザ
ス
は
そ
の
地
理
上
の
性
格
か
ら
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
に

国
境
を
越
え
て
働
き
に
行
く
ケ
l
ス
が
非
常
に
多
い
。
こ
う
し
た
場
合
な
ど
、

「
国
籍
」
(
ロ

Eos-uち
を
確
認
す
る
必
要
の
あ
る
際
に
は
、
「
ア
ル
ザ
ス
人
」

と
の
意
識
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
は
.
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
」
と
自
己
同
定
す
る
.

つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
感
じ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
ア
ル
ザ
ス
人
と
し
て
よ
り
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
く
こ
と
も

あ
る
の
だ
・
こ
の
場
合
、
前
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
で
捉
え
ら
れ
る
次
元
に
属
す
.
後
者
の
「
ア
ル
ザ
ス
人
」
と
し
て
の
ア

イ
デ
シ
テ
ィ
テ
ィ
と
そ
れ
に
立
脚
し
た
文
化
的
自
立
運
動
は
、
少
な
く
と
も
、

「
国
家
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
猛
反
発
し
て
こ
こ
か
ら
の

分
離
・
独
立
を
掲
げ
た
り
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
(
狭
義
の
〉
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
で
は
な
い
.
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
レ
グ
Z

ル
、
あ
る
い
は
エ
ス

ノ
リ
l
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(
g
y
ロ
ヨ
叩
間
宮
ロ
丘
町
呂
〉
(
お
)
と
呼
ぶ
べ
き
レ
グ
Z

ル

で
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
.
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
ル
ザ
ス
と
い
う
「
国

民
」
(
国
主
g
じ
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
〈
鉛
)
が
、
言
語
や
習

俗
の
共
通
性
に
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
を
見
出
だ
す
独
自
の
エ
ス
ニ
ッ
タ
な
共
同

体
に
自
己
同
定
す
る
ア
ル
ザ
ス
人
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
「
フ
ラ

ン
ス
」
「
ア
ル
ザ
ス
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
層
化
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
欠
落
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

を
し
て
も
、
ア
ル
ザ
ス
の
人
タ
を
真
に
理
解
で
き
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
.

こ
れ
は
、
ア
ル
ザ
ス
地
域
研
究
者
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
地
域
研
究
者
に
避
け

難
く
要
請
さ
れ
る
課
題
で
あ
る
・

お
わ
り
に

冷
戦
の
下
に
東
西
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
押
し
進
め
て
い
た
時
代
、
こ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
さ
え
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
・
同

様
に
「
冷
戦
後
」
と
い
う
時
代
の
到
来
も
、
何
ら
か
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
.
フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
言
え
ば
、

E
C統
合

の
推
進
に
よ
っ
て
、
新
た
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
人
荷
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
一
つ
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
と
り
わ
け
ラ
イ
ン
川

を
挟
ん
で
ド
イ
ツ
と
接
す
る
先
の
ア
ル
ザ
ス
の
例
で
あ
れ
ば
、
ア
ル
ザ
ス
、
フ

ラ
ン
ス
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
三
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
使
い
分
け
る
こ

と
に
な
る
の
だ
.
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フ
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
地
域
に
生
き
る

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
出
の
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
.
多
様
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
層
的
に
存
在
す
る
国
際
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
の
中

で
絶
え
ず
変
転
す
る
・
そ
れ
は
、
人
が
「
自
決
]
を
す
る
際
に
、
置
か
れ
た
状

況
に
お
い
て
、
ど
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
人
心
結
集
に
有
効
な
手
段
と
し
て

選
択
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
・
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)
「
フ
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共
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国
憲
法
(
一
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五
入
年
)
」
、
宮
沢
俊
義
編
『
世
界
憲
法

集
』
第
四
版
、
岩
波
書
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一
九
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れ
ら
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|
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一
ケ
1
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ョ
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|
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、
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〉
、
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問
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像
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|
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シ
ョ
ナ
F
ズ
ム
の
起
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と
流
行
|
|
』
リ
ブ
ロ

ポ

l
ト
、
一
九
八
七
年
。

(
叩
)
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a
g叩F
何
『
ロ
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デ
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口
ヨ
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(日
)
h
Fた・

(

ロ

)

』

SE--
唱・吋・

(
路
〉
英
国
の
歴
史
家
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
プ
ズ
ボ
l
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

定
義
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
ゲ
ル
ナ
ー
を
援
用
す
る
・
し
か
し
、

「
国
民
(
旨
吾
る
と
そ
の
付
随
現
象
は
政
治
・
技
術
・
行
政
・
経
済
な

ど
の
様
々
な
角
度
か
ら
の
分
析
が
必
要
」
で
あ
り
、
故
に
こ
れ
ら
は
本
質

的
に
は
「
上
か
ら
の
」
構
築
物
で
は
あ
る
が
、
一
般
民
衆
の
利
害
・
感
情

か
ら
成
る
「
下
か
ら
の
」
分
析
も
不
可
欠
な
「
二
重
の
現
象
」
で
あ
る
と

規
定
し
て
、
ゲ
ル
ナ
ー
に
は
こ
の
「
下
か
ら
の
」
分
析
が
不
十
分
と
し
て

批
判
を
加
え
て
い
る
(
出
D
E
E唱
F

同ユ
n
h・
ミ
a
e
g
g丸

、〈
aHhO速
に
な
き
旬
宮
内
側
ミ
hw。・。同
B
Vユ
ι凹叩

C
ロ守
R
a
q
M
M諸
国
少
】
恒
国
0・

司司・由
l

H
戸
)
.

〈

U〉
』

SE--
官

--N・

(
臼
〉
河
野
健
二
『
フ
ラ
ン
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
社
、

入
ー
一
一
九
頁
.

(
路
)
淡
徳
三
郎
『
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
』
新
人
物
往
来
社
、

ー
二
一
一
頁
.

-44ー

一
九
七
七
年
、

一
九
七

O
年
、
二
一



(
げ
〉
河
野
、
前
掲
書
、
二
二
五
頁
.

(
児
〉
綾
部
恒
雄
『
現
代
世
界
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
弘
文
堂
、

二
回

O
頁
.

(
四

)
m
g
g
-
U
2・
司
君
。
ま
旬
刊
」
司
O
『

h
E
h
l
b
a雪
道
H.

き
H
S
F
d「
巴
叩

c
z
s
E
q
同日話回目・

ga-司
・
合
・
邦
訳
、
浦
野
起
央
・
信
夫
隆
司
訳
『
自

決
と
は
何
か
ナ
シ
ョ
ナ
ロ
ズ
ム
か
ら
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
へ
』
万
水
書
房
、

一
九
八
八
年
、
六
回
|
六
七
頁
、
強
調
は
原
著
者
。

(
m
出
)
忌
位
・
・
司
・
企
・
邦
訳
、
前
掲
書
、
六
七
頁
、
強
調
は
原
著
者
。

(幻

)
3
R
-
唱
・
怠
・
邦
訳
、
前
掲
書
、
七
七
頁
。

(n)
但
し
、
こ
れ
ら
の
内
ア
ル
ザ
ス
の
地
域
主
義
は
、
戦
前
・
戦
中
の
対
独

協
力
へ
の
猛
省
か
ら
、
比
較
的
穏
健
で
、
今
日
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
振
り
か

ざ
し
て
政
治
的
自
治
を
要
求
す
る
状
況
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
.

(
お
〉
窓
口
ユ
ロ
・
阿
古
田
『
・
』

uS崎町
、

h
f
F
3官・

E
Eロ
ロ
『

2
5
2
n
o
g司l

一
九
九
三
年
、

フランス地域研究とアイデンティティ

5Hg-
。色町
g
R
P
呂田
0

・
唱
・
コ
印
・

(
鈍
〉
「
エ
ト

z
l
」
(
巾
吾
包
冊
〉
に
つ
い
て
は
差
し
当
た
り
次
を
参
照
、

回
B
S
F
河口}匝ロ色・ト向旬司件、な"な
F
N
m
m
向田町吉岡
r
】日同市岡田市田

C
E，、叩『回一昨曲目『叩帥

ι叩明『向田ロ
n
叩・-∞回一山・

(
お
〉
何
回

5
8・
玄
E
Oロ
』
・
・
ぜ
叩
『
凹
胃
n
t諸
国
ロ
ロ
阿
吾
口
一
円
。
S
2
2
一口

同ロ

ι
g
E同国岡市内山

ωDag-叩個
J

吉
岡
田

5
2・
玄
・
』
・

(a-yh問
料
暑
さ
.
円

。
s
h
N
E
S
S。
司
S
円。

3
更
。
立
与
の
ロ
『
口
市
巴

C
E
S『曲目

q
p
a
p

-∞叶叶・

(
m
m

〉
例
え
ば
、
】
ME--官官
-
F』伺宮
P
E
R世

相

h
a
s
n
m
s
-
ω
o
a
e串

円一

E
X
5
5
ι
土
田
回
開
個
師
?
〉

-
g
n
p
H
∞∞
N
・
官
官
・
巴
N
1
N品
目
・
を
参
照
.

(
さ
か
い

フ
ラ
ン
ス
語
学
科
九
二
年
卒
業
)
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《
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
》

現
代
ヨ

ツ

の
ナ
、ン

。
ノ、

ロ

場

合
ー
ー

イ

ツ

の

は
じ
め
に

「
一
九
人
九
年
は
恩
寵
の
年
だ
っ
た
・
共
産
主
義
は
死
に
、
楽
観
論
が
勝
ち
、

資
本
主
義
が
ご
う
慢
さ
を
見
せ
た
・
し
か
し
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
波
乱
が
生
ま

れ
た
。
す
で
に
民
族
が
地
平
線
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
民
族
は
長
過
ぎ
た

屈
辱
の
復
讐
に
向
か
う
。
東
側
で
も
、
西
側
で
も
、
国
際
舞
台
、
そ
れ
ぞ
れ
の

圏
内
で
も
、
厳
し
く
復
讐
を
避
け
る
だ
ろ
う
。
対
外
的
に
は
不
安
定
、
園
内
で

は
、
移
民
を
口
実
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欲
動
、
そ
れ
が
西
暦
二

O
O

O
年
の
舞
台
装
置
で
あ
る
・
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
主
義
の
半
世
紀
の
の
ち
、
民

族
の
再
発
見
を
迫
ら
れ
る
・
僅
か
五
年
前
、
だ
れ
が
そ
れ
を
予
言
し
た
か
。
だ

れ
が
そ
れ
を
想
像
し
た
か
.
歴
史
は
、
永
遠
に
あ
ざ
む
き
続
け
る
・
そ
し
て
リ

ス
ク
と
危
険
は
わ
れ
わ
れ
が
負
う
の
で
あ
る
。

(
1
)
」

ヨ

ナ
リ
ズ

ム

四

谷

知

昭

(
国
際
交
流
基
金
)

ツ

東
欧
革
命
に
始
ま
り
、
ド
イ
ツ
統
て
冷
戦
構
造
の
崩
壊
、
そ
し
て
ソ
速
の

解
体
へ
と
至
る
一
連
の
欧
州
で
の
地
殻
変
動
の
後
に
姿
を
現
し
た
の
は
旧
ソ
連

・
東
欧
諸
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
活
性
化
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ン
・
マ

ン
ク
の
予
言
通
り
、
「
民
族
へ
の
回
帰
」
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
我
々
の
眼

前
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
趨
勢
は
圏
内
に
お
い
て
は
ネ
イ
シ
ョ
ン

の
統
合
を
果
し
、

E
C
と
い
う
枠
組
の
下
に
超
国
家
的
な
統
合
を
推
し
進
め
て

き
た
西
欧
諸
国
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
右
翼
の
台
頭
を
見
る
限
り
、
無
縁
の
も

の
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
本
論
で
は
、
い
ま
や
全
世
界
に
伝
播
し
、
縦

横
無
尽
に
閥
歩
し
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
祥
の
地
で
あ
る
西
欧
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
状
を
、
ド
イ
ツ
を
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
考
察
し
て
み

た
い
.
ド
イ
ツ
は
歴
史
的
に
不
安
定
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

振
り
回
さ
れ
、
欧
州
に
変
動
を
惹
き
起
こ
し
て
き
た
園
で
あ
り
、
今
後
の
欧
州
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が
ど
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
を
選
ぶ
か
は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
行
方

に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ン
グ
の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も
な
い
.
こ
こ
で
は

ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
変
化
の
過
程
を
、
「
反
西

欧
」
か
ら
「
西
欧
」
へ
、
そ
し
て
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
か
ら
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
の
転

換
と
い
う
こ
つ
の
軸
に
沿
っ
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
.

2 

永
遠
の
プ
ロ
テ
ス
ト

現代ヨーロッパのナショナリズム

ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
第
二
次
世
界
大
戦
を
境
に
し
て
そ
の
性
質
を

大
き
く
変
え
た
。
そ
の
変
化
と
は
、
敢
え
て
単
純
化
す
れ
ば
「
反
西
欧
(
フ
ラ

ン
ス
ど
か
ら
「
西
欧
(
独
仏
協
調
を
軸
と
し
た

E
C
)
」
へ
の
、
そ
し
て
「
ネ

イ
シ
g

ン
に
な
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
ネ
イ
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ

う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
の
転
換
と
表
現
で
き
る
・

古
典
的
な
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
、
「
反
西
欧
(
フ
ラ
ン

ス
)
」
と
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
の
二

点
に
集
約
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
西
欧
の
後
進
国
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
が
、

英
仏
の
よ
う
に
自
己
発
生
的
な
も
の
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
先
進
国
、
特
に
フ
ラ

ン
ス
と
の
文
化
的
接
触
を
通
し
て
覚
醒
し
た
た
め
で
あ
る
。
一
人
世
紀
後
半
よ

り
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
運
動
と
共
に
ド
イ
ツ
は
漸

く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
駆
者
ヘ
ル
ダ
ー
を
は

じ
め
と
し
て
、
彼
の
後
を
継
い
だ
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ノ
グ
ァ
l
リ
ス
、
シ
ュ
レ
l

ゲ
ル
と
い
っ
た
思
想
家
達
は
、
依
然
と
し
て
宗
教
的
・
教
会
的
世
界
主
義
と
い

う
ロ
マ
ン
的
普
遍
主
義
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て
い
た

(
2
1
ド
イ
ツ
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
奮
い
立
た
せ
る
た
め
に
努
力
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
で
さ
え
も
、
先

人
達
と
比
べ
れ
ば
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
現
実
的
・
現
世
的
で
あ
る
が
、
や

は
り
精
神
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
は
脱
却
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
一

九
世
紀
初
頭
に
い
た
っ
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
文
化
領
域
で
の
表
現
手
段
に

止
ま
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
人
は
国
民
国
家
に
は
目
を
向
け
ず
、
民
族
精
神

(〈
o-
宮
偶
冊
一
回
円
)
や
そ
の
文
学
に
よ
る
表
現
、
母
国
語
や
自
国
の
歴
史
に
対
す
る

愛
着
に
囚
わ
れ
て
い
た
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
分
類
に
従
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
は
長
期

に
わ
た
っ
て
、
己
を
共
通
の
政
治
的
な
歴
史
及
び
制
度
の
統
一
力
に
基
づ
く

「
国
家
国
民
」
と
し
て
で
は
な
く
、
共
通
に
体
験
さ
れ
た
文
化
財
産
に
基
づ
く

文
化
国
民
と
見
な
し
続
け
た
の
で
あ
る

(
3
V
こ
の
よ
う
に
知
識
人
達
に
担

わ
れ
た
初
期
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
融
合
が
見
ら
れ
る
が
、
あ
る
出
来
事
を
契
機
と
し
て
前
者

が
徐
々
に
そ
の
力
を
増
し
て
い
く
.
そ
し
て
、
も
は
や
ヘ
ル
ダ
ー
が
唱
え
た
よ

う
に
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
平
等
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
く
な
り
、
シ
ラ
l
の
言

う
「
ド
イ
ツ
人
の
偉
大
さ

(
U
E
H
R言
。
『
包
帽
ご
が
意
識
さ
れ
始
め
る
。
こ
う

し
た
近
代
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
は
、
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て

は
皮
肉
な
話
だ
が
、
ま
さ
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
ま
だ
幼
年
期
に
る
っ
た
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
「
永
遠
の
プ
ロ
テ
ス
ト
」
と
呼
ん
だ
強
い
反
フ
ラ
ン
ス

.
反
西
欧
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
と
言
え
よ

う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
が
そ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
あ
る

い
は
西
欧
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
渇
仰
の
念
は
、
嫌
悪
の
情
へ
と
一
変
し
、
西

の
「
文
明
{
N
玄
宏
丘
一

g)」
に
対
す
る
反
省
と
疑
念
、
そ
し
て
、
劣
等
感
に
裏
付

け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
固
有
の
「
文
化
宍
三
宮
『
)
」
の
優
越
感
が
ド
イ
ツ
国
民
の
胸
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特集・ナショナリズム

に
沸
き
起
こ
っ
た
.
ト
l
マ
ス
・
マ
ン
は
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
書
き
上
げ
た

『
非
政
治
的
人
間
の
考
察
』
の
中
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
西
欧
の
物
質
文
明

に
対
す
る
ド
イ
ツ
文
化
の
闘
争
と
位
置
付
け
て
い
る
。
マ
ン
は
そ
の
後
、
『
非

政
治
的
人
聞
の
考
察
』
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
沙
タ
な
考
え
方
を
反
省

し
、
否
定
し
て
い
る
が
、
マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
古
典
的
人
文
主
義
者
と
し
て
ナ

チ
ス
を
批
判
し
た
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
も
、
「
ド
イ
ツ
精
神
が
フ
ラ
ン
ス
人
や
イ
ギ

リ
ス
人
と
同
じ
程
度
に
、
明
快
な
構
造
を
も
っ
社
会
、
快
適
に
洗
練
さ
れ
た
生

活
様
式
を
基
盤
に
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
」
と
し
て
ド
イ
ツ
文
化
の
複
雑

さ
と
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
る

(
4
Y
マ
ン
も
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
も
ド
イ
ツ
文

化
の
優
越
性
を
赤
裸
身
に
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
文
化

特
殊
論
の
背
後
に
は
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
優
越
感
が
潜
ん
で
お
り
、
戦

後
西
独
の
知
識
人
達
に
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
西
欧
(
フ
ラ
ン
ス
)
に
対
す
る

ド
イ
ツ
精
神
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
免
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
政
治
家
や
知

識
人
を
媒
介
者
と
し
て
育
ま
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
対
抗
心
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
(

5

)

@

更
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
統
合
の
際
に
も
外
敵
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
政
治
的
に
利
用
さ
れ
、
益
荷
強
く
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ド
イ
ツ
人
の
心
に
焼
き

付
け
た
・
特
に
ピ
ス
マ
ル
ク
は
国
民
世
論
を
操
作
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高

揚
さ
せ
る
の
に
長
け
て
い
た
.
例
え
ば
、
一
入
六
七
年
三
月
、
ネ
l
デ
ル
ラ
ン

ト
か
ら
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
を
買
収
し
よ
う
と
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
も
く
ろ

み
を
、
ド
イ
ツ
の
国
民
世
論
を
使
っ
て
頓
挫
さ
せ
、
こ
れ
に
恨
み
を
抱
い
た
フ

ラ
ン
ス
と
の
戦
争
に
際
し
て
も
、
エ
ム
ス
電
報
事
件
に
よ
っ
て
全
ド
イ
ツ
の
国

民
感
情
を
高
め
、
国
家
統
一
の
た
め
の
一
体
感
を
創
出
し
て
臨
む
と
い
う
演
出

を
行
っ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
元
来
、
社
会
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
機
能
が
あ
る
が

(
6
Y
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
に
よ
っ
て
芽
生
え
た
国
民
意
識
の
萌
芽
を
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
敵
対
者

の
存
在
を
利
用
し
て
、
上
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
・

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
反
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
の
国
家
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
常
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
付

与
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
自
然
発
生
的
な
も

の
で
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
た
め
、
あ
る
も
の
に
対
し

て
敵
対
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
対
象
に
も
敵
対
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
再
生
産
す
る
・
こ
の
た
め
、
独
仏
聞
の
対
立
は
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
、
そ
の
「
反
西
欧
(
フ
ラ

γ
ス
)
」
的
性
格
を
益
4
強
め
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
「
反
西
欧
」
と
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
、
引
い
て
は
全
世
界
に
伝
婚
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
雛
型
と
な
っ
た
要
素
が
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
で
あ
る
・
既
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
人
は
自
ら
を
非
政
治
的
で
文
化
的

な
概
念
と
し
て
の
「
民
族
(
〈
口
安
ご
と
し
て
し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ

ろ
で
西
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
波
に
襲
わ
れ
た
・
こ
の
結
果
、
「
ド
イ
ツ

の
言
葉
が
響
く
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
全
ド
イ
ツ
(
ア
ル
ン
ト
)
」
と
い
う
意
識
を
抱

く
に
至
り
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
文
化
的
な
概
念
と
し
て
の
民
族

2
0
5
を
政
治
的
な
単
位
で
あ
る
国

民

2
丘一

g)
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動
は
、
既
存
秩
序
の
変
革
を
求
め
る

た
め
、
国
家
聞
の
紛
争
の
火
種
と
な
り
や
す
い
.
ま
し
て
雑
多
な
民
族
が
入
り

乱
れ
て
分
布
し
て
い
る
中
・
東
欧
地
域
で
は
、
完
全
な
る
民
族
と
ネ
イ
シ
ョ
ン

の
一
致
の
追
求
は
紛
争
の
発
生
を
不
可
避
に
し
、
特
に
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
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ズ
ム
を
不
安
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
前
半
に

か
け
て
の
欧
州
の
大
変
動
を
呼
び
起
こ
す
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
ド
イ
ツ
を
し
て
欧
州
の
震
源
地
た
ら
し
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

も
、
近
代
ド
イ
ツ
史
の
ど
の
切
れ
目
よ
り
も
鋭
く
、
か
つ
包
括
的
な
転
換
点
で

あ
る
一
九
四
五
年
を
境
に
、
ヤ
ル
タ
体
制
下
で
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
て
行

く
こ
と
に
な
る
・

3 

戦
後
の
転
換

現代ヨーロッパのナショナリズム

歴
史
上
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
さ
れ
て
き
た
ド

イ
ツ
で
あ
る
が
、
戦
後
の
東
西
対
立
の
な
か
で
、
そ
の
大
半
の
国
土
を
継
承
し

た
西
側
地
域
は
西
欧
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
・
旧
ド
イ
ツ
の
正
負
の
遺
産
を
受
け
継
い
だ
西
独
は
、
か
つ
て
の
敵
フ
ラ
ン

ス
と
の
協
調
に
取
り
組
み
、
こ
の
独
仏
枢
軸
を
中
心
に
し
て
欧
州
統
合
の
推
進

を
目
指
す
こ
と
こ
そ
が
ド
イ
ツ
が
西
欧
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
唯
一
の
道
と
考
え

た
。
こ
れ
に
よ
り
戦
後
の
西
独
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
も
は
や
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
運
命
共
同
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
り
、

E
C
が
そ
の
協
調
関
係

の
場
を
提
供
す
る
枠
組
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
独
仏
の
親
密
度
は
、
対
独
抵
抗

運
動
の
経
験
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
不
信
と
ア
ン
チ
・
ヨ

l
ロ
ピ
ア
ニ
ズ
ム

を
抱
き
続
け
た
エ
ド
ガ
l
ル
・
モ
ラ
ン
を
し
て
「
新
し
い
ヨ

l
ロ
V

パ
の
最
初

の
核
は
、
仏
独
両
国
の
結
合
の
な
か
に
構
成
さ
れ
る
。

(
7〉
」
と
言
わ
し
め
る

ほ
ど
と
な
っ
た
。
何
故
、
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ

れ
ま
で
の
「
反
西
欧
」
か
ら
「
西
欧
」
そ
の
も
の
、
即
ち
独
仏
を
中
心
と
し
た

欧
州
共
同
体
志
向
へ
と
、
そ
の
性
格
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
.
第

一
に
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
嫌
悪
感
で

あ
る
・
「
世
界
政
治
に
お
い
て
、
世
界
秩
序
の
組
織
原
理
と
し
て
試
練
に
立
っ

て
い
る
の
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
一
一
一

O
O年
前
に
は
宗
教
が
同
様
の
試

練
に
あ
っ
た
・
こ
の
第
二
の
三
十
年
戦
争
の
終
局
に
当
た
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
は
、
宗
教
が
三
十
年
戦
争
の
と
き
に
遭
遇
し
た
運
命
と
同
じ
く
、
消
滅
は
し

ま
い
が
、
そ
の
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位
を
明
確
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
(
8〉」

と
い
う
S
・
ノ
イ
マ
ン
の
言
葉
通
り
、
戦
後
の
西
欧
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は

ネ
ガ
テ
ィ
グ
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
・
特
に
、
西
独
は
そ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
特
徴
と
し
て
、
「
共
通
の
ト
ラ
ウ
マ
に
よ

る
集
団
的
差
恥
心

(
9
)
」
と
そ
れ
に
因
る
超
国
家
的
ヨ

l

ロ
ピ
ア
ニ
ズ
ム
が

よ
く
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

E
C
の
積
極
的
か
つ
忠
実
な
使
徒
と
な
っ
た
・
ま

た
、
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
止
揚
す
る
こ
と
で
自
ら
の
罪
悪
感
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
国

民
感
情
に
加
え
て
、
冷
戦
下
の
国
際
環
境
も
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
を
弱
め
、
欧
州

の
統
合
を
促
進
す
る
一
因
と
な
っ
た
・
フ
ラ
ン
ス
は
欧
州
統
合
を
、
米
国
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
に
た
い
す
る
欧
州
の
自
立
の
た
め
の
手
段
、
或
い
は
ド
イ
ツ
問
題
を

解
決
す
る
「
魔
法
の
方
程
式
」
(
叩
〉
と
し
て
見
て
お
り
、
片
や
ド
イ
ツ
に
と
っ

て
E
C
は
西
欧
の
一
員
と
し
て
の
信
頼
を
得
る
恰
好
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
独
仏
は
部
分
的
に
は
同
床
異
夢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
ド

・ゴ

l
ル
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
l
の
下
で
両
国
の
協
調
が
概
し
て
順
調
に
進
展
し
た

の
は
、
東
側
か
ら
の
脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
根
本
認
識
を
共
有
し
て
い
た
た

め
で
あ
り
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
と
シ
?
、
、
ッ
ト
が
蜜
月
時
代
を
築
い
た

の
も
、
対
ソ
戦
略
に
関
す
る
米
固
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
く
認
識
し
た
た
め
で
あ

る
.
フ
ラ
ン
ス
の
脅
威
に
対
し
て
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
刺
激
さ
れ
た
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よ
う
に
、
ソ
連
率
い
る
東
側
陣
営
の
圧
力
や
米
国
と
の
関
係
が
西
欧
全
体
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
識
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
.

ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
化
は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ

a
ナ
リ

ズ
ム
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
安
定
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
機
能
を
も
っ
.
そ
も
そ
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強

度
は
、
下
か
ら
上
へ
、
地
域
的
特
殊
性
か
ら
普
遍
へ
と
行
く
に
従
い
、
そ
の
空

間
領
域
と
の
結
び
付
き
も
弱
ま
る
た
め
、
忠
誠
心
も
薄
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
理

論
的
に
は
可
視
的
な
範
囲
の
生
活
領
域
の
方
が
、
コ
ミ
ヲ
ト
メ
ン
ト
と
忠
誠
心

に
対
す
る
満
足
度
が
強
い
の
で
あ
る
・
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
よ
う
な
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
入
荷
は
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
思
考

L
、
行
動
す
る
よ
う
な
り
、
イ
メ
l
d
y
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
と
も
容

易
に
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
.
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
の
適
切
な
表
現
を
借
り
れ
ぼ
、
「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
心
に
描
か
れ
た

想
像
の
共
同
体
〈
U
)」
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
か
つ
て
は
そ
れ
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
が
、
今
中
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
「
想
像
の
共
同
体
」
と
し

て
の
実
体
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
・

E
C
の
父
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
が
文

化
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
も
し
我
4
が
欧
州
共
同
体
を
も
う
一
度
創
る

こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
今
度
は
文
化
の
問
題
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
J

と
い
う
有
名
な
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の

E
C
も
そ
ネ
の

遺
言
を
受
け
継
ぎ
、
様
タ
な
教
育
政
策
や
情
報
政
策
に
よ
っ
て
、

E
C域
内
の

市
民
に
対
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
続
け
て
い
る
・
例
え
ぽ
、

E
C域
内
で
実

施
さ
れ
て
い
る
世
論
調
査
『
ユ

l
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
(
辺
〉
』
に
よ
る
と
、
最
近

E
C
に
つ
い
て
何
ら
か
の
情
報
を
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
し
た
人
は

E
C全
体

で
七
三
%
に
上
り
、
そ
の
情
報
を
入
手
し
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
テ
レ
ピ
(
九

o
u
m
)
、
新
聞
(
六
三
%
)
、
ラ
ジ
オ
(
四
二
%
)
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
テ
レ
ピ
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
の
効
果
が
窺
え
る
・

こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
関
連
し
な
が
ら
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
流
れ
に
サ
ブ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
あ
る
.
一
九
七

0
年
代
か
ら
パ
ス
夕
、
カ
タ
ル

l
z
ャ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
、
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
な
ど
で
地
域
主
義
が
活
発
化
し
、
国
民
国
家
に
異
議
申
し

立
て
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
.
こ
れ
ら
の
運
動
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う
と

す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
駆
ら
れ
て
分
離
独
立
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、

地
域
の
経
済
的
存
立
へ
の
要
求
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
認
の
要
求
と
い
っ
た
、

経
済
的
・
文
化
的
次
元
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
多
分
に
政
治
的
な
色
彩
の
薄

い
も
の
で
あ
っ
た
.
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
諸
個
人
に
国
民
国
家
へ
の
強
烈
な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
要
求
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
戦
前
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
時
代
に
は
国
民
国
家
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
他
の
レ
ベ
ル
の
も
の

を
踏
み
に
じ
り
、
圧
倒
し
て
い
た
。
地
域
主
義
の
台
頭
は
、
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ

れ
て
い
た
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
心
の
相
対
化
と
と

も
に
、
自
己
主
張
を
始
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
・

上
述
の
よ
う
に
西
欧
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
多
様
化
し
た
結
果
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
「
国
民
国
家
モ
デ
ル
」
か
ら
、
市
民
が

E
C
、

国
家
、
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
を
自
律
的
に
生
き
る
と
い
う
、
梶
田
氏
が
言
う

と
こ
ろ
の
「
三
空
間
併
存
モ
デ
ル
(
臼
と
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
無

論
、
こ
の
こ
と
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
同
程
度
の
強
度
を

も
っ
て
併
存
し
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
は
帰
属

意
識
が
国
民
国
家
に
の
み
集
中
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
わ
け
で
も
な
い
。

我
々
の
帰
属
意
識
は
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
、
-
一
言
語
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た

-50-
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世
界
と
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
極
論

す
れ
ば
自
己
を
差
異
化
す
る
境
界
と
コ

l
ド
の
数
だ
け
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
.
ま
た
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
多
様
化
し
た
か
ら
と

言
っ
て
、
ハ

l
ス
ら
欧
州
統
合
の
初
期
の
理
論
家
や
賛
同
者
が
予
見
し
た
よ
う

に

(U)
、
忠
誠
心
が
国
家
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
に
移
行
し
た
わ
け
で

も
な
い
・
そ
も
そ
も
帰
属
意
識
は
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ

1
ム
的
に
変
化
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
る
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
と
、
同
時
に
他

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
類
い
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
・
た
だ
、
欧
州
統
合
に
と
っ
て
も
、
地
域
の
自
律
獲
得
に
し
て
も
、
既
存
の

国
民
国
家
と
い
う
枠
組
が
変
革
に
対
す
る
大
き
な
抵
抗
力
と
し
て
立
ち
は
だ
か

る
た
め
、
ヨ

l
ロ
ピ
ア
ニ
ズ
ム
や
地
域
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
導
入
し

て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
・
こ
の
た
め
、
カ
タ
ル

1
ニャ

や
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
地
域
主
義
と
欧
州
連
邦
主
義
が
結
び
付

き
易
い
こ
と
も
与
か
つ
て
、
あ
た
か
も
パ
ワ
ー
だ
け
で
な
く
、
帰
属
意
識
の
レ

ベ
ル
で
も
国
民
国
家
対
E
C
及
び
地
域
の
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ
l
ム
的
な
綱
引
き

が
行
わ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
見
え
る
の
で
あ
る
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の

追
求
や
自
国
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
国
民
国
家
の
存
在
(
例
え
ば

ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
)
が
、
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
心
、
即
ち
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
過
度
に
強
調
し
て
き
た
・
し
か
し
、
戦
後
の
西
欧
に
あ
っ
て
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
省
と
い
う
精
神
的
な
変
化
、
地
域
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
、
東
西
陣
営
聞
の
対
立
と
い
う
国
家
を
越
え
た
レ
ベ
ル
で
の

友
敵
関
係
の
構
図
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
輔
が
緩
ん

で
き
た
の
で
あ
る
・

戦
前
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
「
西
欧
〈
フ
ラ

γ
ス
ど
の
存
在
に

よ
っ
て
刺
激
を
受
け
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
国
家
統
合
と
領
域
拡
大
を
駆
り
立
て
て
き
た
・
し
か
し
、

冷
戦
構
造
の
秩
序
の
下
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
敵
と
し
て
の
フ
ラ

ン
ス
が
消
え
、
敵
の
イ
メ
ー
ジ
が
東
側
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
大
き
な
存
在
に

変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
.
ま
た
、
こ
れ
と
平
行
し
て
、
西
独
、
東
独
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ

p

ズ
ム
形
成
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
戦
後
の
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
限

定
さ
れ
た
領
域
内
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
固
定
さ
れ
、
変
革
よ
り
も
現
状
維

持
を
求
め
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
と
そ
の

性
格
が
成
熟
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
・
無
論
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
研
究
の
硯
学
E
・コ

l
y
が
予
見
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
西
欧
で
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
脱
政
治
化
(
日
ど
が
明
確
な
形
で
進
行
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
.
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
変
化
に
頑

な
に
抵
抗
す
る
.
そ
し
て
、
今
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
て
い
る
変
化

が
、
欧
州
統
合
と
外
国
人
の
増
加
に
よ
る
多
民
族
国
家
化
な
の
で
あ
る
・

ra 

4 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
将
来
|
統
合
と
分
化
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で

近
年
、
西
欧
諸
国
で
は
右
翼
政
党
の
台
頭
が
著
し
い
・
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦

線
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
マ
ン
連
合
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
自
由
党
、
最
近
で
は
北

イ
タ
リ
ア
の
地
域
主
義
政
党
で
あ
る
レ
ガ
・
ノ
ル
ド
等
が
外
国
人
排
斥
を
声
高

に
唱
え
躍
進
を
続
け
て
い
る
.
ド
イ
ツ
で
は
、
大
戦
中
武
装
親
衛
隊
員
で
あ
っ

た
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ェ

l
ン
フ

l
パ
l
率
い
る
共
和
党
が
、
入
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九
年
の
西
ベ
ル
リ
ン
市
議
選
や
欧
州
議
会
選
挙
で
議
席
を
獲
得
す
る
な
ど
入

0

年
代
末
か
ら
そ
の
党
勢
を
拡
大
し
て
き
た
・
最
近
に
お
い
て
も
、
九
二
年
四
月

に
行
わ
れ
た
パ

l
デ
ン
・
グ
a

ル
テ
ン
ベ
ル
タ
州
議
会
選
挙
で
、
共
和
党
は
一

0
・
九
%
の
得
票
率
を
獲
得
し
、
シ
ュ
レ
ス
グ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で

は
、
ド
イ
ツ
国
民
連
合

(
D
V
U
)
が
六
・
三
%
の
票
を
得
て
、
議
席
を
獲
得

し
た
・
こ
れ
ら
極
右
政
党
の
掲
げ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
ま
さ
に
変
化
に
抵
抗
す
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
ネ
イ
シ

a
γ
の
統
一
性
を
破
壊
し
、
そ
の
存
在
を

危
う
く
す
る
と
目
さ
れ
て
い
る
圏
内
居
住
の
外
国
人
と
E
C
に
攻
撃
の
矢
を
向

け
て
い
る
.
特
に
外
国
人
問
題
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
接
点
が
多
く
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
契
機
或
い
は
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用

さ
れ
や
す
い
.
例
え
ば
、
入
九
年
の
欧
州
議
会
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
た
投
票
者

の
争
点
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
調
査
に
よ
る
と
(
凶
)
、
「
E
C統
合
」
、

「
威
内
市
場
」
、
「
農
産
物
補
助
金
」
等
の

E
C
に
関
す
る
争
点
の
プ
ラ
イ
オ
リ

テ
ィ
は
低
く
、
「
失
業
」
、
「
年
金
問
題
」
、
「
外
国
人
問
題
」
等
の
社
会
問
題
が
高

い
.
共
和
党
支
持
者
で
は
、
こ
の
う
ち
の
「
外
国
人
問
題
」
が
最
も
重
要
な
争

点
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
右
勢
力
が
失
業
・
年
金
等
社
会
問
題
の
原
因

を
外
国
人
問
題
に
還
元
し
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
に
訴
え
た
一
つ
の
成
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
・
極
右
政
党
台
頭
の
背
景

に
は
、
社
会
問
題
に
対
す
る
不
満
や
既
存
の
大
政
党
へ
の
抗
議
票
が
大
き
く
影

響
し
て
お
り
(
げ
て

C
D
U
/
C
S
U
、
s
p
D
と
い
っ
た
既
成
包
括
政
党
の

問
題
解
決
能
力
如
何
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
極
右
政
党
を
支
持
し
て
こ
な

か
っ
た
人
身
が
、
関
心
の
高
い
失
業
・
年
金
問
題
等
と
外
国
人
問
題
を
短
絡
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
右
勢
力
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
姿
勢
が
更
な
る
支
持

を
獲
得
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

更
に
、
こ
れ
ま
で
脅
威
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
ソ
速
の
崩
壊
に
よ
り
、
西
欧

諸
国
を
ま
と
め
て
い
た
敵
の
イ
メ
ー
ジ
が
消
滅
し
た
現
在
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
存

在
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
圏
内
の
外
国
人
に
対
す
る
反
感
が
新
た
に
強
ま
り

つ
つ
あ
る
・
そ
の
表
面
化
し
た
現
象
形
態
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
ネ
オ
・
ナ
チ

に
よ
る
外
国
人
の
襲
撃
が
頻
発
し
て
い
る
.
一
九
九
一
年
九
月
、
ザ
ク
セ
ン
州

ホ
イ
ヤ
l
ス
グ
エ
ル
ダ
で
極
右
の
過
激
派
が
難
民
寮
を
襲
撃
し
、
九
二
年
入
月
、

メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州
ロ
ス
ト
ッ
ク
で
も
難
民
寮
襲
撃
、

外
国
人
排
斥
の
暴
動
事
件
が
発
生
し
た
・
更
に
、
九
二
年
一
一
月
に
は
、

リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
南
方
の
町
メ
ル
ン
で
外
国
人
ア
パ
ー
ト
が
放
火
さ
れ
、
ト
ル
コ

人
三
人
が
焼
死
す
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
.
こ
う
し
た
ネ
オ
・
ナ
チ
の
直
接

行
動
は
、
少
な
く
と
も
刑
事
犯
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

一
般
市
民
か
ら
突
出
し
て
い
る
が
、
「
私
は
外
国
人
に
異
論
は
な
い
が
、
ボ
ー

ト
が
満
配
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

雰
囲
気
は
一
般
市
民
の
聞
に
広
範
に
存
在
す
る
・
こ
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ

う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ロ
ズ
ム
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
反
ナ
チ
ズ
ム
教
育
と
過
去
の

教
訓
よ
り
生
じ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
に
対
し
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
正
当
化
し
、
無
害
化
し
て
み
せ
る
釈
明
、
こ
の
罪
悪

感
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
反
動
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
な
不
安
感
を
紛
ら
わ
す

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
こ
れ
ら
三
つ
の
色
彩
の
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
そ
の
影
響
力
を

強
め
つ
つ
あ
る
。

一方、

E
C
に
よ
る
欧
州
統
合
の
進
行
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
一

因
と
な
っ
て
お
り
、
共
和
党
な
ど
の
極
右
勢
力
は
反
E
C
の
篠
印
を
掲
げ
、
統

合
の
進
展
に
伴
う
変
化
へ
の
不
安
感
に
訴
え
か
け
て
い
る
・
一
九
入
九
年
三
月

の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
域
内
市
場
に
つ
い
て
希
望
と
恐
怖
を
抱
い
て
い
る
ド

-52ー，
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イ
ツ
人
は
、
平
均
で
そ
れ
ぞ
れ
四
七
%
と
四
入
%
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
共
和
党

支
持
者
に
な
る
と
希
望
を
も
っ
人
が
二
三
%
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
安
を
感

じ
る
人
が
七
三
%
に
跳
ね
上
が
る
こ
と
か
ら
も
(
児
て
こ
の
こ
と
が
窺
え
よ

う
・
ま
た
、
こ
の
強
い
不
安
感
と
は
裏
腹
に
、
共
和
党
の
支
持
者
は

E
C
に
つ

い
て
の
関
心
が
他
党
支
持
者
よ
り
も
極
端
に
低
い
こ
と
が
、
極
右
政
党
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
性
格
を
示
し
て
い
る
・
こ
れ
ま
で
市
民
に
と
っ
て
遠
い
存
在
で

あ
っ
た

E
C
が
、
域
内
市
場
の
実
現
を
目
指
し
、
徐
々
に
国
民
生
活
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
こ
れ
ら
極
右
政
党
支
持
者
は
、
情
報
不
足
か
ら

E
C
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
身
近
な
変
化
を
全
体
の
動
き
の
中
に
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
周
り
で
生
じ
た
、
も
し
く
は
生
じ
る
で
あ
ろ
う

と
言
わ
れ
て
い
る
好
ま
し
く
な
い
変
化
だ
け
を
問
題
と
し
て

E
C
と
結
び
付
け

る
の
で
あ
る
・
こ
の
認
識
方
法
は
外
国
人
問
題
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
プ
ロ
セ

ス
で
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
葉
を
待
た
な
い
.

従
っ
て
、
こ
の
こ
と
は

E
C
の
統
合
が
急
激
に
深
化
す
れ
ば
、
そ
の
分
抵
抗

が
強
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
・
例
え
ば
一
九
九
二
年
六
月
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
行

わ
れ
た
国
民
投
票
に
お
い
て
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
が
拒
否
さ
れ
た

こ
と
の
背
景
に
は
、
社
会
変
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
喪
失
に

対
す
る
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
.
し
か
し
な
が
ら
、
!
実
際
に
は
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
前
述
の
通
り
、
「
国
家
対
E
C」
と
い
う
単
純

な
図
式
で
は
現
在
の
西
欧
諸
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
.
「
ヨ

l
ロ
V

パ
に
賛
成
、

E
C

に
反
対
」
と
い
う
共
和
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
、
「
ど
の
政
党
が
一
番
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
共
和
党
の
支
持
者
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
の

ド
イ
ツ
人
が
自
分
の
支
持
す
る
政
党
を
最
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
と
し
て
い
る
事
実

は
(
m
m
〉
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ず
な
も
の
と

し
て
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
す
こ
し
づ
っ
根
付
い
て
き
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
・
ネ
オ
・
ナ
チ
が
西
欧
諸
国
の
人
々
に
は
敵
意
を
抱
か
な
い
が
、
肌
の
色

の
違
う
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
東
欧
諸
国
の
国
民
を
攻
撃
の
対
象
と
し
て
い
る
こ

と
は
、
そ
こ
に
一
つ
の
境
界
を
設
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
意
識
さ
れ
て
い

る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
.

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
利
益
や
パ
ワ
l
の
配
分
に
関
す
る
ル
l
ル
に
つ
い
て
の

公
平
感
を
維
持
し
、
そ
の
ル
l
ル
を
持
つ
社
会
を
正
統
化
す
る
機
能
を
も
っ
.

こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、

E
C
の
地
域
政
策
を
め
ぐ
る
創
刊
様
、
予
算
の
負
担
割
合

に
対
す
る
不
満
、
上
述
し
た
統
合
の
深
化
へ
の
不
安
等
か
ら
、
未
だ
ヨ
ー
ロ
ピ

ア
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
E
C
と
い
う
政
治
機
構
を
完
全
に
正
統
化
す
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
.
『
ユ

l
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
』
に
よ
る
と
、

E
C
に
そ
の
権

限
を
委
ね
る
べ
き
政
策
領
域
は
、
そ
の
程
度
の
強
い
も
の
か
ら
、
発
展
途
上
国

の
援
助
、
科
学
技
術
研
究
、
外
交
、
環
境
保
護
、
通
貨
、
付
加
価
値
税
率
、
安

全
保
障
と
な
っ
て
お
り
、
逆
に
国
民
国
家
が
決
定
権
を
保
持
す
べ
き
も
の
と
し

て
、
教
育
、
社
会
保
障
、
労
働
問
題
、
私
的
情
報
の
保
護
、
テ
レ
ピ
放
映
・
新

聞
報
道
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
加
)
。
即
ち
、
経
済
や
外
交
、
安
全
保
障
に
つ
い

て
は
、

E
C
が
そ
れ
を
担
う
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
が
少
な
い
が
、
依
然
E
C
が

共
同
体
感
に
裏
付
け
ら
れ
た
正
統
性
を
備
え
て
い
な
い
た
め
、
多
く
の
人
が
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
個
人
の
生
活
に
拘
わ
る
こ
と
は
国
民
国
家
が
保
持
す
べ
き

と
考
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
.
こ
こ
に
は
、
コ
ル
テ
が
指
摘
す
る
よ
う
に

(
幻
)
、
シ
ス
テ
ム
の
正
統
化
機
能
を
一
応
は
保
ち
続
け
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
心
と
し
て
、
欧
州
統
合
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
り

つ
つ
共
存
し
て
い
く
道
こ
そ
が
当
面
の
安
定
を
も
た
ら
す
秩
序
た
る
可
能
性
が
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示
さ
れ
て
い
る
。

E
C
の
掲
げ
る
「
サ
ブ
シ
デ
ィ
ア
リ
テ
ィ
(
補
完
的
分
業
の

原
則
ど
も
こ
う
し
た
現
実
に
立
脚
し
た
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

「
ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
欧
州
統
合
の
深

化
の
ス
ピ
ー
ド
や
社
会
問
題
を
背
景
に
し
た
外
国
人
問
題
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
、

所
唱
で
突
発
的
に
噴
出
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
本
質
的
に
変
化
に
対

す
る
反
応
で
あ
る
限
り
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
変
化
に
適
確
に
対
応
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
暴
走
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
し
ば
ら
く
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
心
と
し
て
「
頑
固
」
に
生
き
続
け
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
時
代
遅
れ
」
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
制
約
さ
れ

た
秩
序
た
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
時
と
共
に
そ
の

性
質
を
変
え
な
が
ら
存
続
す
る
の
で
あ
る
。

特集・ナショナリズム

註

山
本
一
郎
訳
、
新
評
論

(
l
)
ア
ラ
ン
・
マ
ン
ク
『
民
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』

一
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)
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リ
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マ
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『
世
界
市
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主
義
と
国
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国
家
』

矢
田
俊
隆
訳
、
岩
波
書
庖
一
九
六
人
年
、
五
頁
。

(
4〉
開

-m-
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
『
危
機
に
立
つ
ド
イ
ツ
精
神
』
南
大
路
振
一
訳
、

み
す
ず
書
房
一
九
八
七
年
。

(
5〉
ア
イ
ザ
l
・パ

l
リ
ン
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

過
去
に
お
け
る
無
視
と

現
在
の
強
さ
」
河
合
秀
和
訳
、
『
思
想
と
思
想
家
』
[
パ

l
リ
ン
選
集
I
]

福
田
歓
一
・
河
合
秀
和
編
、
岩
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書
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一
九
八
三
年
、
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二
九
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。

〈
6
)
開・』・

ZDZσ
担当

5
・~〈
aH凡

0
2
S
H
h出
ミ
aH33RH』
な
さ
む
.3円
司
ミ
旬
。
匂

の同
S
Fユ乱伺巾

C
D↑〈叩『帥一
Q

M

M

『冊目帥一.】∞∞
0
.

(
7
)
エ
ド
ガ
l
ル
・
モ
ラ
ン
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
考
え
る
』
林
勝
一
訳
、
法
政

大
学
出
版
局
一
九
八
八
年
、
一
一
一
一
四
頁
。

(
8
)
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・
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『
大
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国
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と
独
裁
』
岩
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吉
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他
訳
、

み
す
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、
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頁
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や
訳
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リ
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九
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(
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3
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Z
0・
8
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3
・5
1
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寸・

(
回
)
宮
島
脅
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梶
田
孝
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「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
的
・
文
化
的
変
動
へ
の
接

近
」
『
統
合
と
分
化
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
、
有
信
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一
九
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年
、

入
頁
。
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H
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F
司
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《
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
》

ロ

シ

地

学

政

ア

のナ

リ

ズ

ム

を

乗

り

越

え

る

原

理

|

|

ー
ー
ー
ナ
シ

ヨ

一
、
地
政
学
の
復
権

ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ラ
ル
l
シ
の
三
国
は
、
独
立
国
家
共
同
体

(
C

I
S
〉
創
設
に
関
す
る
協
定
(
一
九
九
一
年
一
一
一
月
八
日
〉
の
前
文
冒
頭
で
、

「
ソ
連
邦
は
、
国
際
法
の
主
体
と
し
て
も
地
政
学
的
実
体
と
し
て
も
、
自
ら
の

存
在
を
停
止
し
た
」
と
う
た
っ
て
い
る
.

こ
の
一
節
の
中
で
さ
り
げ
な
く
使
わ
れ
て
い
る
「
地
政
学
的
」
と
い
う
表
現

に
、
私
は
興
味
を
お
ぼ
え
る
。
ソ
連
時
代
に
は
、
少
な
く
と
も
私
が
知
る
限
り
、

為
政
者
が
地
政
学
と
い
う
概
念
を
肯
定
的
に
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
.
ソ
連
の
崩
穣
が
「
地
政
学
的
」
と
い
う
表
現
と
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と

に
は
、
単
な
る
レ
ト
リ
ヲ
ク
以
上
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
今
日
の
ロ
シ
ア
で
は
、
政
治
学
者
は
も
と
よ
り
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統

河

地

英

武

(
京
都
産
業
大
学
)

原

領
や
コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
と
い
っ
た
公
的
立
場
の
人
た
ち
が
、
対
外
政
策
に
言
及

す
る
に
あ
た
っ
て
、
ご
く
自
然
に
、
「
地
政
学
」
あ
る
い
は
「
地
政
学
的
な
」
と

い
う
形
容
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
・

周
知
の
よ
う
に
地
政
学
と
は
、
今
世
紀
初
頭
に
提
唱
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い

学
問
分
野
で
、
政
治
学
を
地
理
学
に
適
用
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
地
理
政
治
学

の
こ
と
だ
・
こ
の
学
聞
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
他
国
侵
略

を
正
当
化
す
る
た
め
の
御
用
学
問
と
さ
れ
た
た
め
に
、
戦
後
長
ら
く
言
及
さ
れ

る
の
が
は
ば
か
ら
れ
て
き
た
・

一
九
七

0
年
代
末
か
ら
入

0
年
代
前
半
に
再
び
米
ソ
冷
戦
の
気
還
が
高
ま
る

と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
対
ソ
封
じ
込
め
の
処
方
第
と
し
て
地
政
学
的
な
戦
略
理
論

が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ
が
国
せ
も
複
数
の
入
門
書
が
著
わ
さ
れ
た
。

と
は
い
え
地
政
学
は
し
ば
し
ば
「
悪
の
論
理
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
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ロシアの地政学

て
政
治
学
の
正
統
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
異
端
の
、
い
わ
ば

密
教
的
な
政
治
理
論
だ
と
さ
れ
て
き
た
・

ソ
連
で
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
へ
の
怨
恨
も
込
め
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
地
政

学
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
・
ソ
適
時
代
に
出
さ
れ
た
政
治
事
典
の
類
も
、

「
世
界
制
覇
」
を
目
指
す
「
反
動
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
理
論
」
、
「
帝
国
主
義
的
拡
張

政
策
」
の
理
論
だ
と
手
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
・

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
全
盛
期
に
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
自
身
も
あ
る
演
説
の
中
で
、

「
今
日
の
相
互
依
存
の
時
代
に
は
、
別
の
時
代
に
生
ま
れ
た
地
政
学
的
命
題
は

現
実
政
治
に
お
い
て
顧
み
と
は
な
ら
ぬ
.
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
量
子
論
に
対
す
る

古
典
力
学
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
述
べ
て
、
地
政
学
的
な
考
え
方
と
の
決
別
を

唱
え
て
い
た
〈
八
九
年
七
月
六
日
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
で
の
演
説
)
.

そ
の
地
政
学
が
、
ロ
シ
ア
に
な
っ
て
い
わ
ば
市
民
権
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
か
.
今
日
の
ロ
シ
ア
が
帝
政
期
の
行
動
パ

タ
ー
ン
に
回
帰
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
鼓
舞
さ
れ
た
排
外
的
な
大
国
主
義
に

転
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
。

私
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
.
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の

政
治
家
や
学
者
が
「
地
政
学
」
と
い
う
表
現
に
込
め
て
い
る
意
味
内
容
に
は
、

む
し
ろ
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ロ
ズ
ム
と
は
逆
の
、
国
家
や
民
族
と
い
う
枠
を
越

え
る
た
め
の
政
治
原
理
へ
の
意
志
す
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
文
明
圏
へ
の
眼
差
し

ロ
シ
ア
の
現
外
相
コ
ズ
ィ
レ
フ
氏
は
、
あ
る
イ
ン
タ
ピ
ュ

1
の
中
で
、
ゴ
ル

パ
チ
ョ
フ
時
代
の
新
思
考
外
交
と
自
分
の
外
交
を
比
較
し
て
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
が
提
唱
し
て
い
た
全
人
類
的
価
値
の
優
先
に
反

対
で
は
な
い
.
む
し
ろ
熱
狂
的
に
そ
の
導
入
の
た
め
に
闘
っ
て
き
た
・
私
が
反

対
す
る
の
は
、
新
思
考
外
交
に
み
ら
れ
る
そ
の
抽
象
的
な
モ
ラ
ル
観
だ
・
全
人

類
的
価
値
と
は
何
か
.
そ
れ
は
具
体
的
な
人
聞
の
価
値
で
あ
り
権
利
の
こ
と
だ
・

そ
れ
は
諸
国
民
の
権
利
で
あ
り
各
々
の
民
族
的
自
覚
の
権
利
だ
・
全
人
類
的
価

値
と
民
族
的
価
値
と
の
間
に
対
立
は
な
い
・
」
(
『
新
時
代
』
九
二
年
第
三
号
〉

コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
は
、
決
し
て
人
類
普
遍
の
政
治
原
理
に
異
を
唱
え
て
い
る

の
で
は
な
い
.
だ
が
そ
れ
が
、
抽
象
的
な
観
念
論
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
自
分

に
は
何
の
意
味
も
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
.
彼
と
し
て
は
、
旧
ソ
連
の
版
図

か
ら
独
立
を
遂
げ
た
諸
共
和
国
や
諸
民
族
の
圧
倒
的
な
存
在
感
に
引
き
比
べ
て
、

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
言
う
「
全
人
類
」
が
、
い
か
に
も
空
疎
に
息
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
・今

日
の
ロ
シ
ア
外
交
は
第
一
の
優
先
事
項
を
、
旧
ソ
連
か
ら
独
立
を
果
た
し

た
諸
共
和
国
と
の
関
係
に
お
い
て
い
る
・
自
分
の
仕
事
時
間
の
七

O
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
が
、
こ
れ
ら
諸
国
と
の
外
交
に
費
や
さ
れ
て
い
る
と
、
コ
ズ
ィ
レ
フ
は

指
摘
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
「
近
隣
の
諸
外
国
」
|
|
ロ
シ
ア
で
は
、
旧
ソ

速
を
構
成
し
て
い
た
諸
共
和
国
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
ー
ー
と
の
交
渉
は
、
い
ま

だ
付
き
合
い
の
ル

l
ル
が
で
き
て
い
な
い
だ
け
に
、
欧
米
等
の
「
遠
く
の
諸
外

国
」
と
の
関
係
よ
り
も
難
し
い
と
い
う
(
『
論
拠
と
事
実
』
九
三
年
第
一
一
一
一
一
号
)
。

ロ
シ
ア
は
こ
れ
ら
「
近
隣
の
諸
外
国
」
ー
ー
よ
り
具
体
的
に
は

C
I
S構
成

国
ー
ー
と
の
関
係
に
、
ど
の
よ
う
な
展
望
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
.

コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
は
、
『
フ
ォ

l
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
l
ズ
』
九
二
年
春
季
号
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へ
の
寄
稿
論
文
の
中
で
、
「
C
I
S
は
ソ
連
解
体
後
の
残
務
整
理
を
す
る
機
関

で
は
な
く
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
発
展
と
い
う
歴
史
的
使
命
を
担
っ
て
い
る
の

だ
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
.
こ
の
中
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う

表
現
に
留
意
し
た
い
.
こ
の
論
文
の
別
の
箇
所
に
も
、
ロ
シ
ア
の
改
革
は
、

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
大
国
(
但
し
ノ
ー
マ
ル
な
!
)
と
し
て
の
ロ
シ
ア
が
、
欧
州
、

ア
ジ
ア
、
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
な
ど
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
繁
栄
す
る
た
め
の
唯
一
の

道
を
も
た
ら
す
も
の
だ
・
」
「
東
西
の
架
け
橋
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
地
政
学
的
条

件
と
歴
史
的
役
割
が
、
ロ
シ
ア
の
積
極
的
な
『
東
方
政
策
』
を
方
向
付
け
て
い

る
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
.

コ
ズ
ィ
レ
フ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
の
地
政
学
的
位
置
づ
け
は
、
か
つ

て
シ
ェ
ワ
ル
ナ
ゼ
外
相
が
行
っ
た
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
の
演
説
(
一
九
九
O
年

九
月
四
日
)
を
思
い
出
さ
せ
る
.
そ
の
中
で
シ
ェ
ワ
ル
ナ
ゼ
は
、
「
冷
戦
時
代
に

は
、
欧
州
と
ア
ヅ
ア
は
ソ
速
に
よ
っ
て
疎
隔
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
、
両
大
陸

は
、
ソ
連
を
介
し
て
単
一
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
安
全
保
障
聞
を
形
成
す
べ
き
と
き
を

迎
え
て
い
る
」
と
力
説
し
た
・

ロ
シ
ア
の
未
来
を
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
発
展
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
考
え
よ
う

と
す
る
立
場
は
、
シ
ェ
ワ
ル
ナ
ぜ
か
ら
コ
ズ
ィ
レ
フ
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か

の
よ
う
だ
・
こ
の
立
場
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
ロ
シ
ア
が
洋
の
東
西
を
架
橋

す
る
、
い
わ
ば
聞
か
れ
た
交
通
の
場
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
先
に
は
、
欧
州
と
ア
ジ
ア
に
ま
た
が
る
「
ユ
ー
ラ
シ
ア

文
明
圏
」
の
形
成
さ
え
望
見
さ
れ
る
・

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
聞
か
れ
た
ロ
シ
ア
」
へ
の
展
望
に
対
し
て
は
、

ロ
シ
ア
の
人
々

l
!と
り
わ
け
保
守
派
に
属
す
る
人
々
|
|
の
間
に
根
強
い
懐

疑
が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
.
コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
も
先
の
論
文
で
、
「
C
I
S
の

創
設
は
ロ
シ
ア
の
地
を
他
国
に
明
け
渡
す
こ
と
だ
と
か
、
ロ
シ
ア
が
欧
州
の
窓

を
閉
じ
、
ア
ジ
ア
に
撤
退
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
っ
た
意
見
が
あ
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
は
「
遠
い
帝
政
時
代
の
過

去
か
ら
響
い
て
く
る
こ
だ
ま
に
過
ぎ
な
い
.
そ
れ
ら
は
こ

O
世
紀
末
の
現
実

|
|
世
界
へ
の
開
放
と
文
明
世
界
の
民
主
的
価
値
観
ー
ー
を
何
も
知
ら
な
い
こ

と
か
ら
生
じ
る
の
だ
.
c
I
S
の
創
設
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
は
自
ら
を
世
界
の
他

の
諸
国
に
開
放
し
た
の
で
あ
っ
て
、
退
却
し
た
の
で
は
な
い
」
と
言
明
す
る
の

で
あ
る
.

c
I
S
創
設
に
関
す
る
協
定
(
九
一
年
一
一
一
月
入
日
)
の
第
五
条
に
は
、
「
締

約
国
は
、
共
同
体
の
枠
内
で
国
境
の
開
放
、
市
民
の
移
動
と
情
報
の
交
換
の
自

由
を
保
証
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
国
境
の
開
放
」
と
い
う
措

置
は
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
.
「
国
境
の
開
放
」
と

は
、
「
開
か
れ
た
ロ
シ
ア
」
を
保
証
す
る
措
置
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
・

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
ロ
シ
ア
人
民
代
議
員
大
会
で
の
演
説
(
九
二
年
四

月
二
一
日
〉
で
、
。

C
I
S諸
国
民
の
運
命
は
、
彼
ら
が
「
高
い
垣
根
で
隔
て
ら

れ
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
閏
境
が
象
徴
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
か
、
そ

の
い
ず
れ
か
次
第
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
象
徴
的
な
国
境
と
は
、
「
国
境

の
開
放
」
の
別
表
現
に
他
な
ら
な
い
.

だ
が
、
国
境
を
開
放
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
事
態
を
意

味
す
る
の
か
を
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
る
と
き
、
そ
れ
が
今
の
ロ
シ
ア
に
と
っ

て
思
わ
ぬ
難
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

-58ー



「
国
境
の
な
い
園
」

ロシアの地政学

ロ
シ
ア
の
週
刊
誌
『
新
時
代
』
九
二
年
第
四
六
号
に
、
「
国
境
の
な
い
園
ロ
シ

ア
?
」
と
題
す
る
非
常
に
興
味
深
い
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
・
約
一
年
前
に

書
か
れ
た
論
文
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
今
の

ロ
シ
ア
が
直
面
し
て
い
る
問
題
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
.

以
下
に
、
そ
の
論
旨
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

論
文
の
筆
者
(
ト
レ
ニ
ン
と
マ
カ
レ
ン
コ
の
連
名
に
な
っ
て
い
る
。
肩
書
は

不
明
)
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
ロ
シ
ア
と
旧
ソ
速
を
構
成
し
て
い
た
他
の
諸
共
和

国
と
の
聞
に
は
、
国
境
と
よ
べ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
・
法
的
に

い
え
ば
、
ソ
連
時
代
の
圏
内
的
な
行
政
区
分
を
示
す
境
界
線
が
存
在
す
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
・

ソ
連
解
体
後
の
ロ
シ
ア
は
、
旧
ソ
連
構
成
諸
共
和
国
が
国
境
に
よ
っ
て
互
い

に
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
望
ま
ず
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
国
境
問
題
に
触

れ
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
.
そ
の
よ
う
な
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
ロ
シ
ア

で
は
、
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
き
た
諸
民
族
の
生
活
習
慣
が
不
可
分
な
こ
と
、
ま

た
E
C
で
は
欧
州
統
合
と
い
う
先
進
的
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
要
す
る
に
ロ
シ
ア
と
し
て
は
、

c
I
S
共
通
の

国
境
、
す
な
わ
ち
旧
ソ
連
の
国
境
を
あ
く
ま
で
堅
持
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
c
I
S創
設
に
際
し
て
「
国
境
の
開
放
」
が
う
た
わ
れ

た
の
も
、
ロ
シ
ア
の
意
図
に
沿
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
.

だ
が
、
こ
れ
ら
諸
共
和
国
と
の
聞
の
国
境
問
題
を
唆
味
に
し
て
お
く
こ
と
は
、

今
日
の
ロ
シ
ア
に
様
荷
な
ジ
レ
ン
マ
を
も
た
ら
し
て
い
る
・

第
一
に
、
ロ
シ
ア
は
こ
れ
ら
諸
共
和
国
の
ほ
ぼ
す
べ
て
と
の
聞
に
、
領
土
帰

属
を
め
ぐ
る
係
争
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
・
ク
リ
ミ
ア
を
め
ぐ
る
ウ
タ
ラ
イ
ナ

共
和
国
と
の
紛
糾
は
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
.
領
土
の
帰
属
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
は
、
「
地
政
学
的
領
域
を
一
手
に
包
摂
し
て
き
た
従
来
の
帝
国
主
義
的
構

造
と
き
っ
ぱ
り
決
別
す
る
」
上
で
も
必
要
な
こ
と
だ
と
筆
者
は
指
摘
す
る
.

第
二
に
、
ロ
シ
ア
軍
が
ソ
連
時
代
の
惰
性
と
し
て
ロ
シ
ア
以
外
の
地
域
に
配

備
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
・
一
体
そ
れ
が
ロ
シ
ア
の
国
益
に
ど
う
関
係
す

る
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
.
ま
た
、
ロ
シ
ア
軍
は
な
ん
ら
法
的
な
根
拠
も
な
く

他
共
和
国
に
駐
留
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
し
そ
れ
ら
の
地
域
で
紛
争
が
生
じ

た
場
合
、
ロ
シ
ア
軍
は
無
限
定
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
紛
争
に
引
き
込
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
旧
ソ
連
の
全
土
に
ロ
シ
ア
軍
を
温
存
し
て
お
く
こ
と

は
、
ロ
シ
ア
の
大
国
主
義
的
な
支
配
欲
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
他
共
和
国

の
疑
念
を
招
き
か
ね
な
い
.

第
三
に
、
ロ
シ
ア
人
の
国
籍
が
不
明
確
な
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
・
現
在
ロ

シ
ア
の
人
々
に
は
ロ
シ
ア
国
籍
が
な
く
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
上
で
は
い
ま
だ
に
ソ

連
国
民
の
ま
ま
だ
・
そ
の
こ
と
は
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
で
暮
ら
す
ロ
シ
ア
人

に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
.
一
体
ロ
シ
ア
は
、
彼
ら

を
ロ
シ
ア
国
民
と
し
て
保
護
し
て
く
れ
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
は
彼

ら
に
ロ
シ
ア
国
籍
を
与
え
、
果
し
て
本
国
へ
の
帰
国
を
認
め
て
く
れ
る
の
か
ど

う
か
、
国
外
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
人
の
不
安
は
大
き
い
.

第
四
に
、
関
税
政
策
が
実
施
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
.
な
ん
の
管
理
も
行
わ

れ
ず
物
資
が
国
家
聞
を
流
通
し
て
い
る
た
め
に
、
ロ
シ
ア
は
す
で
に
数
十
億
ド

ル
の
損
害
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
・

最
後
に
、
国
防
政
策
に
お
い
て
ロ
シ
ア
は
、
自
国
の
国
境
と
旧
ソ
連
の
国
境

と
い
う
「
二
重
の
国
境
」
を
防
衛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
.
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そ
こ
に
は
「
前
線
」
と
「
後
方
」
の
区
別
が
な
い
.
こ
の
よ
う
な
防
衛
政
策
を

遂
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。
他
共
和
国
か
ら
ロ
シ
ア
軍
を
引
き
揚
げ
、

ロ
シ
ア
の
防
衛
線
を
明
確
に
し
て
、
具
体
的
な
防
衝
撃
雲
策
定
す
る
こ
と
が

緊
要
だ
.

以
上
が
論
文
の
主
旨
で
あ
る
・
ロ
シ
ア
が
望
む
「
国
境
の
開
放
」
が
、
理
念

と
し
て
は
い
ざ
し
ら
ず
、
現
実
問
題
と
し
て
ど
れ
だ
け
深
刻
な
事
態
を
も
た
ら

し
て
い
る
か
納
得
で
き
よ
う
・

ロ
シ
ア
の
為
政
者
も
、
そ
の
こ
と
に
決
し
て
無
自
覚
で
は
な
い
.
だ
が
、
ど

の
程
度
こ
の
問
題
を
真
剣
に
受
け
と
め
て
い
る
か
は
疑
問
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
し例

え
ば
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
側
近
の
一
入
、
シ
ュ
メ
イ
コ
第
一
副
首
相

は
、
あ
る
新
聞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
保
守
派
の
立
場
を
批
判
し
て
、
「
ソ
速

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
っ
た
議
論
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
」
と
述
べ
た
あ
と
、
次
の

よ
う
に
続
け
て
い
る
.
「
ロ
シ
ア
の
国
境
守
備
隊
は
、
存
在
し
な
い
国
家
の
国

境
を
守
っ
て
い
る
の
だ
.
ロ
シ
ア
に
は
、
自
分
の
国
境
が
な
い
.
自
分
の
関
税

も
、
国
章
も
、
パ
ス
ポ
ー
ト
も
な
い
・
最
高
会
議
は
い
つ
ま
で
も
政
治
ゲ
l
ム

を
続
け
て
い
る
が
、
現
実
に
即
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
・
」
(
『
文
学
新
聞
』
九

三
年
四
月
一
一
一
日
付
)

シ
ュ
メ
イ
コ
の
発
言
は
、
い
つ
ま
で
も
ソ
連
の
幻
影
に
し
が
み
つ
き
、
大
国

主
義
的
な
体
質
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
い
る
保
守
勢
力
の
愚
を
指
摘
し
た
も
の

だ
・
も
は
や
ソ
速
は
存
在
し
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ロ
シ
ア
に
は
守
る
べ
き
国

境
す
ら
存
在
し
な
い
の
が
現
実
だ
、
と
い
う
シ
ュ
メ
イ
コ
の
指
摘
は
的
を
射
て

い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
現
実
に
「
即
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
.

シ
ュ
メ
イ
コ
の
言
葉
に
は
、
ど
こ
か
し
ら
他
人
言
を
語
っ
て
い
る
よ
う
な
、

妙
に
乾
い
た
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
.
「
国
境
も
、
関
税
も
、
国
章
も
、
パ

ス
ポ
ー
ト
も
な
い
現
実
」
が
出
現
し
た
の
は
シ
ュ
メ
イ
コ
の
責
任
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
の
現
実
を
一
年
以
上
も
放
置
し
て
き
た
こ
と
は
政
府
当
局
者
の
責
任

だ
ろ
う
。
自
ら
事
態
の
改
善
に
向
け
て
手
を
打
つ
の
で
な
く
、
逆
に
「
現
実
に

即
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
落
ち
着
き
諭
す
よ
う
な
資
格
は
、
副
首
相
の

シ
ュ
メ
イ
コ
に
は
な
い
は
ず
だ
・
思
う
に
シ
ュ
メ
イ
コ
自
身
が
、
保
守
派
と
の

政
争
に
関
心
を
奪
わ
れ
る
中
で
、
ロ
シ
ア
が
立
ち
至
っ
て
い
る
事
態
の
深
刻
さ

を
見
失
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
(
こ
れ
は
、
エ
り
ツ
イ
ン
政
権
全

体
に
言
え
る
こ
と
だ
が
.
)

「
国
境
の
な
い
国
」
ロ
シ
ア
が
は
ら
む
矛
盾
は
、
一
九
九
三
年
七
月
に
現
実

の
問
題
と
し
て
露
呈
し
た
.
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
の
国
境
地
帯

で
生
じ
た
武
力
紛
争
に
、
ロ
シ
ア
寧
が
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
・
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回
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
紛
争

一
九
九
三
年
七
月
一
一
一
一
日
未
明
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
を
越
え
て
イ
ス
ラ

ム
系
ゲ
リ
ラ
部
隊
(
約
二

O
O名
〉
が
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
領
内
に
侵
入
し
、
国
境

を
守
備
し
て
い
た
ロ
シ
ア
兵
と
の
簡
で
銃
撃
戦
と
な
っ
た
・
こ
の
戦
闘
で
ロ
シ

ア
側
は
二
五
名
が
死
亡
し
、
一
七
名
の
負
傷
者
と
一
人
の
行
方
不
明
者
を
出
し

た
.タ

ジ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
国
境
地
帯
に
お
け
る
小
競
り
合
い
は
、

過
去
に
も
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
の
事
態
は
偶
発
的
な
も
の
で

は
な
く
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
反
政
府
勢
力
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ゲ
リ
ヲ
部
隊
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が
結
び
付
い
て
行
わ
れ
た
組
織
的
な
攻
撃
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
攻

撃
は
、
他
国
の
問
題
に
介
入
す
る
ロ
シ
ア
に
対
し
警
告
を
与
え
た
も
の
だ
と
解

釈
さ
れ
た
.

こ
れ
に
対
し
て
ロ
シ
ア
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
.

七
月
一
五
日
付
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
紙
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
グ
ラ
チ
ョ
フ

国
防
相
は
、
ロ
シ
ア
の
第
二

O
一
自
動
車
化
歩
兵
師
団
部
隊
を
派
遣
し
て
タ
ジ

キ
ス
タ
ン
駐
留
の
ロ
シ
ア
閤
境
守
備
隊
の
編
成
を
強
化
す
る
決
定
を
下
し
た
・

ま
た
、
そ
の
後
コ
ベ

l
ツ
国
防
次
官
が
ロ
シ
ア
最
高
会
議
で
演
説
を
行
い
、
ロ

シ
ア
軍
が
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
か
ら
撤
退
す
れ
ば
「
破
滅
的
結
果
」
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う
と
表
明
し
て
、
次
の
よ
う
な
要
請
を
行
っ
た
.
す
な
わ
ち
、
現
在
ロ
シ
ア

に
は
軍
隊
を
当
紛
争
地
帯
に
投
入
す
る
た
め
の
法
律
が
な
い
た
め
、
派
遣
さ
れ

る
第
二

O
一
師
団
に
権
限
を
与
え
、
国
境
警
備
の
全
面
的
支
援
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
と
求
め
た
の
で
あ
る
.
議
会
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

翌
二
ハ
日
付
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
で
は
、
こ
の
間
の
経
緯
が
さ
ら
に
詳
し
く

報
じ
ら
れ
て
い
る
・
ま
ず
ロ
シ
ア
軍
が
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
に
駐
留
す
る
目
的
は
、

同
国
と
ロ
シ
ア
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
て
い
る
安
全
保
障
条
約
を
履
行
す
る
た
め
で

あ
り
、
自
ら
を
十
分
に
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
市
民
の
み

な
ら
ず
、
そ
こ
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
系
市
民
や
他
の
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
民
を
守

る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
が
議
会
で
論
じ
ら
れ
た
・
ま
た
、
従
来
タ
ジ
キ
ス
タ
ン

国
境
の
防
衛
を
管
轄
し
て
き
た
の
は
ロ
シ
ア
安
全
保
障
省
(
旧
K
G
B〉
な
の

に
対
し
て
、
今
回
、
ロ
シ
ア
国
防
省
に
全
面
的
な
権
限
が
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に

関
し
て
は
、
グ
ラ
チ
ョ
フ
国
防
相
が
「
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
駐
留
の
ロ
シ
ア
軍
部
隊

に
は
重
武
装
に
よ
る
補
強
が
不
可
欠
だ
か
ら
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に

ロ
シ
ア
国
防
省
は
、
議
会
に
対
し
て
、
他
の

C
I
S
加
盟
諸
国
の
軍
事
参
加
を

促
す
ア
ピ
ー
ル
を
出
す
よ
う
提
案
し
、
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。

ロ
シ
ア
側
の
対
応
は
、
主
と
し
て
国
防
省
の
り
l
ド
が
目
立
つ
が
、
特
に
グ

ラ
チ
ョ
フ
国
防
相
が
支
援
部
隊
の
派
遣
を
決
定
し
た
の
ち
、
次
官
が
議
会
の
事

後
承
認
を
取
り
付
け
る
形
を
と
っ
た
こ
と
は
、
軍
部
の
独
走
と
ま
で
は
言
わ
な

い
に
せ
よ
、
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
・
だ
が
こ
の
点
に
つ
い
て
グ
ラ

チ
ョ
フ
は
、
議
会
側
が
国
防
省
の
提
案
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
、
「
私
は
事

前
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
決
し
て
彼
個
人
の
判
断
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
.
彼
は
直
接
の
表
明
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
コ
ス
チ
コ
フ
大
統
領
報
道
官
が

エ
リ
ツ
ィ
ン
に
代
わ
っ
て
大
統
領
声
明
を
読
み
上
げ
た
・
そ
の
声
明
に
よ
れ
ば
、

大
統
領
は
国
防
省
と
グ
ラ
チ
ョ
フ
大
臣
の
決
然
た
る
行
動
を
支
持
し
て
い
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
・
さ
ら
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
反
政
府
ゲ
リ
ラ
の
破
嬢
行
為

と
、
そ
れ
を
制
御
で
き
な
い
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
の
無
能
力
が
ロ
シ
ア
連
邦

の
国
家
的
安
全
保
障
に
脅
威
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
「
ロ
シ
ア
と
そ

の
同
盟
諸
国
の
国
家
的
、
地
政
学
的
利
益
を
守
る
べ
き
自
ら
の
決
意
と
準
備
」

を
伝
え
た
の
で
あ
る
(
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
九
三
年
七
月
一
六
日
付
)
・

支
援
部
隊
の
派
遣
決
定
と
と
も
に
、
グ
ラ
チ
ョ
フ
国
防
相
と
パ
ラ
シ
ニ
コ
フ

安
全
保
障
相
が
相
次
い
で
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
を
訪
問
す
る
な
ど
、
ロ
シ
ア
の
軍
事

介
入
は
に
わ
か
に
本
格
化
し
た
・
外
国
の
報
道
機
関
や
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
政
府

は
、
ロ
シ
ア
寧
が
い
ま
や
国
境
地
帯
を
越
え
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
領
内
に
ま
で

攻
撃
を
加
え
て
い
る
と
報
じ
た
。

『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
紙
の
記
者
は
何
度
か
ロ
シ
ア
当
局
者
に
会
っ
て
、
こ
の

報
道
の
真
偽
を
質
し
た
が
、
全
く
の
虚
報
だ
と
い
う
回
答
が
繰
り
返
さ
れ
た
.

au 
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だ
が
、
ロ
シ
ア
政
府
が
今
の
と
こ
ろ
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
攻
撃
を
否
定
す
る

公
式
の
声
明
を
出
し
て
い
な
い
以
上
、
ロ
シ
ア
軍
の
行
動
が
合
法
的
な
も
の
で

な
い
こ
と
を
ロ
シ
ア
自
ら
が
認
め
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
、
と
同
紙
は

断
じ
て
い
る
(
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
九
三
年
七
月
一
一
一
一
日
付
)
・

地
図
を
み
る
と
よ
く
わ
か
る
が
、
実
は
ロ
シ
ア
と
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
は
国
境
を

接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
.
両
者
の
聞
に
は
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
と
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
と
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
が
、
重
な
る
よ
う
に
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
.
従
っ
て
ロ
シ
ア
か
ら
み
れ
ば
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
は
か
な
り
遠
隔
の
闘
で
あ

る
・
そ
の
よ
う
な
園
の
国
境
を
、
な
ぜ
ロ
シ
ア
が
自
ら
の
犠
牲
に
お
い
て
守
ら

ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ロ
シ
ア
圏
内
で
も

提
起
さ
れ
た
。
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
故
サ
ハ
ロ
フ
博
士
夫
人
ら
を
中
心
と
し
て
ロ

シ
ア
軍
の
介
入
を
非
難
す
る
声
明
が
出
さ
れ
も
し
た
・

コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
は
、
八
月
四
日
付
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
に
「
ロ
シ
ア
は
タ

ジ
キ
ス
タ
ン
で
何
を
求
め
て
い
る
か
」
と
題
さ
れ
た
論
文
を
寄
せ
て
い
る
が
、

彼
は
そ
の
中
で
、
な
ぜ
ロ
シ
ア
の
青
年
た
ち
が
異
国
の
た
め
に
血
を
流
さ
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
の
二
の
舞
に
な
り
は
し
な
い

か
と
、
一
度
な
ら
ず
自
問
し
た
と
告
白
し
て
い
る
.

コ
ズ
ィ
レ
フ
は
、
=
一
つ
の
根
拠
か
ら
ロ
シ
ア
の
介
入
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い

る
・
第
一
に
、
両
国
に
は
長
年
第
わ
れ
て
き
た
粋
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
タ
ジ

キ
ス
タ
ン
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
ロ
シ
ア
入
社
会
を
擁
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
り
、
第
二
に
、
中
央
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
が
浸
透
す
る
こ
と
を

阻
止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
第
一
一
一
に
、
過
激
派
に
よ
る
国
際
テ
ロ
リ

ズ
ム
や
核
ミ
サ
イ
ル
の
拡
散
を
防
止
す
べ
く
、
西
ア
ジ
ア
と
南
ア
ジ
ア
の
安
全

保
障
を
固
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
但
し
ロ
シ
ア
が
単
独
で
介

入
す
る
事
態
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
ず
は
C
I
S
諸
国
の
協
力
を
求
め
る

こ
と
、
そ
し
て
西
側
諸
国
や
穏
健
イ
ス
ラ
ム
勢
力
と
協
同
す
る
こ
と
、
ま
た
国

速
や
全
欧
安
保
協
力
会
議

(
C
S
C
E
)
の
活
発
な
活
動
を
促
す
こ
と
が
肝
要

だ
と
指
摘
し
て
い
る
.

同
外
相
は
、
ロ
シ
ア
議
会
に
お
け
る
過
熱
し
た
愛
国
心
の
発
揚
に
も
危
倶
を

表
明
し
て
い
る
・
「
ロ
シ
ア
系
住
民
を
救
え
と
い
う
雄
弁
の
裏
に
は
、
挑
発
的

で
実
体
の
な
い
脅
威
感
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
:
:
:
復
讐
心
に
基
づ
く
政
治
は
限

り
な
い
流
血
を
も
た
ら
す
だ
け
だ
.
ロ
シ
ア
は
ア
フ
ガ
エ
ス
タ
ン
戦
争
時
の
よ

う
に
、
政
治
意
志
の
欠
如
を
兵
士
た
ち
の
血
で
購
う
つ
も
り
は
な
い
」
と
コ

ズ
ィ
レ
フ
は
言
明
す
る
。
し
か
し
事
態
が
軍
部
の
主
導
で
推
移
し
て
い
く
中
で
、

果
し
て
外
相
の
発
言
が
ど
の
程
度
の
力
を
持
ち
得
る
の
か
は
疑
問
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
.

改
革
派
を
支
持
す
る
ロ
シ
ア
の
週
刊
紙
『
論
拠
と
事
実
』
九
三
年
第
二
九
号

は
、
次
の
よ
う
に
予
言
し
て
い
る
.

「
お
そ
ら
く
数
年
後
の
歴
史
家
は
、
最
近
の
事
件
を
振
り
返
り
、
九
三
年
七

月
=
二
日
を
ロ
シ
ア
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
の
転
換
点
だ
と
評
価
す
る
だ
ろ
う
・

こ
の
日
は
、
-
一
買
う
ま
で
も
な
く
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
境
界

の
パ
ミ
ル
地
域
で
二
五
名
の
ロ
シ
ア
入
国
境
守
備
兵
が
死
亡
し
た
日
だ
・
」

同
紙
は
、
ロ
シ
ア
が
こ
の
事
件
を
機
に
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
か
ら
撤
退
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
こ
に
留
ま
り
続
け
る
の
か
、
も
は
や
決
定
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は

で
き
な
い
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
と
指
摘
し
、
ロ
シ
ア
が
と
る
べ
き
選
択
肢
を
提

言
し
て
い
る
・
そ
の
内
容
は
、
コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
と
同
じ
く
国
際
的
な
協
同
政

策
を
説
く
も
の
だ
。

ロ
シ
ア
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
を
選
ぶ
の
か
は
、
ロ
シ
ア
の
国
益
を

-62ー
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ど
う
定
義
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
国
益
を
不
明
確
に
し
て
、
政

治
的
決
断
は
下
せ
な
い
.
だ
が
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
な

国
益
の
観
念
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
.
従
っ
て
、
今
回
の
事
件
に
際
し
て

も
、
エ
リ
ツ
4

ン
大
統
領
は
何
ら
か
の
意
志
決
定
を
行
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む

し
ろ
グ
ラ
チ
ョ
フ
国
防
相
に
一
任
し
、
軍
部
の
行
動
を
追
認
し
た
に
過
ぎ
な
い

と
も
い
え
る
・
ま
た
、
こ
の
事
件
の
責
任
を
関
わ
れ
て
パ
ラ
ン
ニ
コ
フ
安
全
保

障
相
が
突
如
解
任
さ
れ
た
が
、
真
の
解
任
理
由
は
、
同
相
が
エ
ロ
ツ
イ
ン
大
統

領
と
反
大
統
領
派
と
の
権
力
闘
争
の
中
で
、
日
和
見
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た

た
め
だ
と
も
い
わ
れ
る
.
本
当
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
命
運
を
左
右

す
る
問
題
が
、
権
力
闘
争
の
中
で
媛
小
化
さ
れ
、
権
力
闘
争
の
論
理
に
従
っ
て

決
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
・
あ
る
ロ
シ
ア
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
い
ま
や
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
国
境
線
は
、
ロ
シ

ア
圏
内
の
「
様
タ
な
政
治
勢
力
と
国
益
が
交
錯
す
る
一
種
の
実
験
場
」
と
化
し

て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
(
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
九
三
年
七
月
三

O
日
付
可

エ
リ
ツ
ィ

γ
大
統
領
は
、
近
隣
諸
国
の
協
力
を
要
請
し
、
人
月
入
日
に
モ
ス

ク
ワ
で

C
I
S
加
盟
諸
国
首
脳
会
談
を
開
催
し
た
・
そ
の
会
談
で
エ
リ
ツ
ィ
ン

は
、
「
タ
ジ
キ
ス
タ
γ
国
境
は
実
質
的
に
ロ
シ
ア
の
国
境
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

こ
の
地
域
が
ロ
シ
ア
の
「
勢
力
圏
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い

る
(
『
朝
日
新
聞
』
九
三
年
八
月
九
日
付
可
一
体
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
国
境
が
ロ
シ

ア
の
国
境
で
も
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
勢
力
圏
と
い
う
表
現
に
は
ど
ん

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
.
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
ロ
シ
ア
の
大
国
主
義
を

想
起
さ
せ
る
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
明
確
な
定
義
が
な
い
ま
ま
用
い
て
い
る
。

置
か
れ
た
状
況
の
中
で
、
確
固
と
し
た
意
思
決
定
を
欠
い
た
ま
ま
、
情
緒
に
流

さ
れ
て
、
無
限
定
に
国
力
を
発
動
す
る
患
を
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
犯
そ
う
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
.
仮
に
そ
う
い
っ
た
事
態
に
立
ち
至
っ
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
国
力

の
発
動
を
指
し
て
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
現
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
に
対
し
て
は
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
市
民

の
視
点
か
ら
、
よ
り
根
本
的
な
懐
疑
が
表
明
さ
れ
て
い
る
.
九
三
年
人
月
一
四

日
付
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
帝
国
の
人
質
」
と
題
す
る
論
文
が

そ
れ
で
あ
る
・

同
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
帝
国
の
崩
壊
は
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
植
民

者
の
引
き
揚
げ
を
伴
う
も
の
だ
。
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
に
住
ん
で
い
る
ロ
シ

ア
人
の
多
く
も
条
件
さ
え
整
え
ば
帰
国
し
た
い
と
考
え
て
い
る
.
と
こ
ろ
が
ロ

シ
ア
圏
内
の
改
革
派
と
呼
ば
れ
る
指
導
者
た
ち
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
彼
ら
異

国
に
住
む
ロ
シ
ア
人
を
、
帝
国
支
配
の
人
質
と
し
て
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
で

あ
る
・
そ
し
て
、
い
ざ
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
国
境
紛
争
に
介

入
す
る
段
に
な
っ
て
、
国
際
世
論
へ
の
正
当
化
の
た
め
に
、
ロ
シ
ア
人
同
胞
の

生
命
を
守
る
た
め
と
称
し
て
軍
隊
を
投
入
し
て
い
る
の
だ
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統

領
は
「
ロ
シ
ア
の
地
政
学
的
利
益
」
と
い
う
が
、
彼
ら
ロ
シ
ア
系
住
民
の
生
命

を
脅
か
し
、
こ
の
先
彼
ら
に
と
っ
て
未
来
の
な
い
地
域
に
ど
ん
な
利
益
が
あ
る

と
い
う
の
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
.
現
在
の
ロ
シ
ア
が
、

ソ
連
を
崩
壊
さ
せ
た
代
償
を
い
ま
だ
清
算
し
て
い
な
い
こ
と
を
正
面
か
ら
突
い

た
発
言
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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五
、
結
語

ロ
シ
ア
が
今
後
、
世
界
に
向
け
て
開
か
れ
た
国
家
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
鼓
舞
さ
れ
た
排
外
的
な
大
国
主
義
に
陥
る
の
か
、
今
の
と
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こ
ろ
は
ど
ち
ら
と
も
言
い
が
た
い
.
し
か
し
、
コ
ズ
ィ
レ
フ
外
相
を
は
じ
め
と

す
る
ロ
シ
ア
の
外
交
当
局
者
や
、
改
革
を
支
持
す
る
人
々
が
、
孤
立
し
た
ロ
シ

ア
に
未
来
が
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
.

彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
好
ん
で
ロ
シ
ア
の
「
地
政
学
的
」
条
件
に
論
及
す
る
が
、

そ
の
内
突
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
語
感
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
予
想
す
る
よ
う
な
、

国
家
意
志
を
む
き
出
し
に
し
た
覇
権
獲
得
の
野
心
を
込
め
た
も
の
と
は
程
遠
い

こ
と
が
わ
か
る
・
彼
ら
が
「
地
政
学
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
が
置
か

れ
て
い
る
外
部
環
境
|
|
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う
地
域
圏
あ
る
い
は
文
明
圏
ー
ー

の
地
理
的
、
政
治
的
な
諸
要
素
が
、
自
ず
と
ロ
シ
ア
の
存
在
と
可
能
性
を
規
定

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
・

一
般
に
地
政
学
と
い
え
ば
、
国
家
と
い
う
主
体
が
、
客
体
で
あ
る
外
部
世
界

に
い
か
に
国
力
を
鉱
大
し
て
い
く
か
が
問
題
と
さ
れ
る
・
他
方
、
地
政
学
を
今

述
べ
た
よ
う
に
ロ
シ
ア
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
主
客
は
入
れ
替
わ
り
、
む
し
ろ
国

家
を
包
含
す
る
地
域
圏
が
、
主
体
的
に
国
家
に
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が

あ
る
・
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
す
で
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
「
欧
州
共
通
の

家
」
を
唱
え
た
と
き
に
み
ら
れ
た
も
の
だ
・

今
の
ロ
シ
ア
は
、
「
欧
州
」
で
は
な
く
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
と
い
う
地
域
圏
に
、

諸
国
を
統
合
す
る
シ
ス
テ
ム
を
創
造
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
た

め
の
措
置
と
し
て
ロ
シ
ア
が
と
っ
て
い
る
「
国
境
の
開
放
」
が
、
逆
に
ロ
シ
ア

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
無
限
定
に
流
出
さ
せ
る
危
う
さ
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は

本
文
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
・
い
わ
ば
ロ
シ
ア
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
暖
味
な
国
境
線
を
め
ぐ
っ
て
相
克
し
て
い
る
の
で

あ
る
.

地
域
統
合
、
さ
ら
に
地
域
文
明
圏
の
形
成
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
二

O
世
紀
の
政
治
原
理
に
代
わ
る
新
し
い
政
治
原
理
を
生
み
出
し
得
る
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
そ
し
て
こ
と
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
従
事

す
る
「
地
域
研
究
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
原
理
の
発
見
を
目
指
す
べ
き
学
問
な

の
か
も
知
れ
な
い
と
愚
考
す
る
・

(
か
わ
ら
じ
・
ひ
で
た
け

一
九
五
九
年
生
ま
れ
.
ロ
シ
ア
語
学
科
入
三
年
卒

業
、
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
八
六
年
修
了
.
慶

慮
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
九

年
単
位
取
得
退
学
.
同
年
よ
り
京
都
産
業
大
学
講

師〉
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激
動
す
る
世
界
の
現
場
か
ら

ー
ー
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
目
か
ら
見
た
『
冷
戦
後
』
|
|

名
越

一
九
八
入
年
入
月
に
モ
ス
ク
ワ
に
赴
任
し
て
九
三
年
六
月
に
帰
国
し
ま

し
た
.
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
ソ
速
に
赴
任
し
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
ロ
シ
ア

か
ら
帰
国
と
い
う
「
二
つ
の
園
」
に
住
む
貴
重
な
体
験
を
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
や
は
り
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
ソ
連
と
い
う
超
中

央
集
権
国
家
が
崩
壊
し
て
い
く
過
程
で
、
と
く
に
九
一
年
八
月
の
ク
ー

デ
タ
ー
失
敗
で
共
産
党
が
崩
壊
し
、
一
二
月
入
日
の
「
ミ
ン
ス
ク
協

定
」
で
、
ソ
連
が
解
体
し
て
い
く
わ
け
な
ん
で
す
が
、
赴
任
し
た
当
初

は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
時
代
の
い
わ
ば
ピ
l
ク
で
、
ソ
連
が
崩
壊
す
る
と

は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
階
段
を
こ
ろ
げ
落
ち
る
よ
う
に

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
破
綻
し
て
い
く
・
そ
の
契
機
は
九
O
年
二
月
の
共

産
党
の
一
党
独
裁
放
棄
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
・
東
欧
の
変
革
が
入

九
年
に
終
わ
っ
て
、
そ
れ
が
ブ
l
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
ソ
連
を
直
撃
し
た
・

浜

本

越

努

健

郎
/
伊

一
/
名

藤

良
そ
れ
で
九
O
年
三
月
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
や
む
な
く
一
党
独
裁
を
放
棄

し
て
、
大
統
領
制
を
導
入
す
る
・
し
か
し
そ
の
後
、
民
族
運
動
、
民
主

化
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
次
第
に
延
命
の
た
め
に

右
傾
化
し
て
い
く
わ
け
で
、
そ
の
ピ

l
ク
が
九
一
年
一
月
の
「
リ
ト
ア

ニ
ア
弾
圧
事
件
」
だ
っ
た
。
そ
の
時
僕
は
現
場
に
い
ま
し
た
・
夜
中
の

一
時
ご
ろ
、
突
然
テ
レ
ビ
塔
の
近
く
で
空
砲
が
作
裂
し
た
の
で
、
す
ぐ

に
飛
ん
で
い
っ
た
の
で
す
が
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
が
こ
う
こ
う
と
照
る
中

で
、
戦
車
が
そ
の
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
に
向
け
て
空
砲
を
放
っ
て
お
り
、
途

中
か
ら
兵
士
が
実
弾
を
撃
ち
出
し
た
ん
で
す
。
二
、
三
人
が
ば
た
ば
た

と
倒
れ
て
い
く
の
を
見
た
ん
で
す
け
ど
、
僕
は
そ
の
場
で
「
ベ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
は
終
わ
っ
た
」
と
実
感
し
ま
し
た
・
そ
こ
で
非
常
に
印
象
深

か
っ
た
の
は
、
実
際
に
戦
車
か
ら
顔
を
出
し
て
、
銃
を
構
え
て
い
る
兵

-65ー



会

士
の
中
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
兵
士
が
多
か
っ
た
こ
と
で
す
.
つ
ま
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
圏
、
リ
ト
ア
ニ
ア
に
実
際
に
駆
り
出
さ
れ
た
兵
士
は

ア
ジ
ア
系
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
.
そ
こ
に
一
種
の
エ
ス
ニ
ッ

タ
の
衝
突
を
感
じ
た
わ
け
で
す
・
ソ
連
と
い
う
国
は
一
五

O
の
民
族
か

ら
な
る
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
そ
の
多
民
族
を
ま
と
め
る
こ
と
自
体
が

一
種
の
壮
大
な
歴
史
的
実
験
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の

兵
士
が
リ
ト
ア
ニ
ア
人
を
撃
つ
の
を
見
て
、
そ
の
実
験
の
破
綻
を
痛
感

し
ま
し
た
.

九
一
年
八
月
一
九
日
に
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
現

場
に
行
っ
て
み
た
ら
、
い
く
つ
か
日
本
の
報
道
と
違
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
ん
で
す
ね
.
例
え
ば
、
あ
の
事
件
で
三
人
の
若
者
が
死
亡
し
、
「
民
主

化
の
殉
教
者
」
と
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
実
際
は
若

者
の
方
が
火
炎
瓶
な
ど
を
も
っ
て
戦
車
に
向
か
っ
た
か
ら
戦
車
部
隊
が

発
砲
し
た
よ
う
で
、
デ
モ
隊
の
挑
発
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ロ
シ
ア
共

和
国
最
高
会
議
ピ
ル
に
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
た
て
こ
も
っ
た
と
き
に
、
多
い

と
き
は
一

O
万
人
く
ら
い
の
市
民
が
集
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
中
に
は
か

な
り
酒
に
酔
っ
て
い
る
者
や
、
マ
フ
ィ
ア
、
売
春
婦
な
ど
も
か
な
り
い

た
ん
で
す
よ
.
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
日
本
で
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な

「
聖
な
る
戦
い
」
と
い
う
雰
囲
気
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し

た
事
実
は
新
聞
用
に
は
書
け
な
い
.
民
主
化
は
善
、
独
裁
は
悪
と
い
う

不
文
律
が
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
に
は
あ
り
、
自
分
自
身
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
自
主
規
制
し
て
い
た
こ
と
は
深
く
反
省
し
て
い
ま
す
。

談座

|
|
|
今
、
非
常
に
面
白
い
話
で
、
「
ニ
ュ
ー
ス
の
裏
側
」
の
話
が
出
て

伊
藤

き
ま
し
た
。
現
場
に
い
る
と
、
ニ
且
・
l
ス
と
い
う
の
は
突
然
英
雄
が
出

現
し
た
り
、
政
治
が
激
変
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
日
常
の
延
長
線

上
で
、
非
常
に
静
か
な
と
こ
ろ
で
起
こ
る
も
の
な
ん
で
す
が
、
そ
う

い
っ
た
意
味
で
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
嬢
」
は
非
常
に
象
徴
的
な
出
来

事
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
:
:
:
.

僕
は
入
五
年
六
月
に
西
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
赴
任
し
ま
し
て
、
東

西
両
ド
イ
ツ
と
東
欧
の
国
す
べ
て
を
二
人
の
特
派
員
で
ウ
ォ
ッ
チ
す
る

と
い
う
体
制
で
、
=
一
年
間
そ
こ
に
い
ま
し
た
.
そ
の
後
入
入
年
九
月
に

ス
イ
ス
の
チ
ュ

l
リ
ヒ
に
転
勤
し
、
一
年
間
勤
務
し
、
入
九
年
の
一

O

月
、
つ
ま
り
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
す
る
一
か
月
前
に
古
巣
の
東
京
の

外
信
部
に
戻
っ
て
き
た
わ
け
で
す
.
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
と
き

に
は
東
京
に
い
た
の
で
、
現
場
は
知
ら
な
い
ん
で
す
が
、
大
ニ
ュ
ー
ス

だ
と
い
う
こ
と
で
、
三
日
後
に
ド
イ
ツ
に
入
り
、
約
二
か
月
ド
イ
ツ
・

東
欧
を
飛
び
回
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
・
僕
自
身
は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩

綾
な
ど
起
こ
る
わ
け
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
と
い
う
の
は
、
僕
が
い
た
頃
の
東
欧
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
じ

わ
じ
わ
と
影
響
し
て
い
た
と
は
い
え
、
民
衆
蜂
起
と
い
う
形
で
崩
嬢
す

る
と
は
思
え
な
か
っ
た
ん
で
す
.
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
と
い
う
の
は
そ

れ
以
上
に
予
期
で
き
な
い
も
の
で
し
た
.
今
に
し
て
思
え
ば
て
こ
か

月
前
か
ら
決
ま
っ
た
隠
日
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
民
主
化
デ
モ
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
し
、
そ
れ
は
非
常
に
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
す

が
:
:
:
.

僕
が
東
京
に
戻
っ
て
一

0
か
月
後
に
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
時
点
で
も
、
一
つ
の
国
家
が
そ
う
簡
単
に
崩
れ
る
わ
け
が

一回一
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な
い
と
い
う
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
「
い
つ
も
い
?
も

現
実
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
も
ど
か
し
き
を
苦
い
反
省
と

し
て
記
憶
し
て
い
ま
す
.
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
後
、
日
曜
日
ご
と
に
東

ド
イ
ツ
の
人
身
が
ト
ラ
パ
ン
ト
(
東
ド
イ
ツ
の
国
産
車
〉
を
駆
っ
て
西

ド
イ
ツ
に
や
っ
て
く
る
ん
で
す
が
、
初
め
の
う
ち
こ
そ
西
ド
イ
ツ
側
は

大
歓
迎
し
ま
し
た
が
、
ト
ラ
パ
ン
ト
は
排
気
ガ
ス
が
ひ
ど
い
も
の
で
す

か
ら
、
二
回
目
、
三
回
目
と
も
な
る
と
西
ド
イ
ツ
の
人
身
は
東
ド
イ
ツ

の
入
手
を
歓
迎
し
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
.
同
じ
ド
イ
ツ
民
族
で

あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
悲
願
と
さ
れ
て
い
た
民
族
の
統
一
を
達
成
し

な
が
ら
、
う
ま
く
い
か
な
い
。
同
じ
民
族
で
る
っ
て
も
体
制
が
違
う
と

こ
ろ
で
四

O
年
も
過
ご
し
て
い
れ
ば
、
そ
う
い
う
心
の
行
き
違
い
が
起

き
る
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
僕
自
身
は
正
直
言
っ
て
、

ド
イ
ツ
統
一
が
達
成
さ
れ
た
ら
お
互
い
が
も
っ
と
協
力
し
て
統
一
国
家

を
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
建
設
し
て
い
く
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
ベ

ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
統
一
ド
イ
ツ
の
歩

み
に
つ
い
て
も
誤
算
だ
ら
け
だ
っ
た
と
:
:
:
。
こ
れ
が
僕
の
苦
い
反
省

点
で
す
ね
.
東
欧
の
歩
み
に
し
て
も
、
ユ
ー
ゴ
紛
争
の
泥
沼
化
に
し
て

も
、
僕
だ
け
で
な
く
他
社
の
ベ
テ
ラ
ン
の
東
欧
ウ
ォ
ッ
チ
ャ

l
で
さ
え

予
測
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
を
聞
く
と
、
ち
ょ
っ
と
安
心
す
る
部

分
が
あ
る
ん
で
す
が
・
:
:
・
.

|
|
|
「
現
実
に
先
を
越
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
天
安
門

事
件
も
同
様
で
す
ね
.
「
あ
そ
こ
ま
で
や
る
と
は
恩
わ
な
か
っ
た
」
と

い
っ
て
も
、
歴
史
の
跡
付
け
を
し
な
が
ら
見
て
い
く
と
、
あ
の
中
国
で

浜
本

は
そ
う
突
飛
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
ん
で
す

が
、
浜
本
さ
ん
ど
う
で
す
か
.

私
は
入
五
年
二
月
か
ら
一
年
半
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
駐
在
し
、
入
七
年
の

夏
、
こ
か
月
聞
東
京
に
い
て
、
九
月
か
ら
人
入
年
一

O
月
ま
で
一
年
聞

は
上
海
、
そ
れ
か
ら
北
京
に
行
き
ま
し
た
・
僕
が
ジ
キ
カ
ル
タ
に
い
る

と
き
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ル
コ
ス
政
権
が
崩
壊
し
た
ん
で
す
。

マ
ル
コ
ス
が
マ
ラ
カ
ニ
ア
ン
宮
肢
を
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
飛
び
立
っ
た

と
き
、
僕
は
ち
ょ
う
ど
宮
殿
の
外
に
い
た
ん
で
す
.
し
か
し
、
マ
ル
コ

ス
が
出
て
い
っ
た
な
ん
て
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
・
へ
リ
が
舞
い
上

が
る
音
は
聞
き
ま
し
た
が
:
:
:
.
マ
ラ
カ
-
一
ア
ン
宮
殿
の
ま
わ
り
に
は

最
後
の
警
護
兵
が
残
っ
て
い
て
、
群
衆
に
取
り
囲
ま
れ
た
.
す
る
と
兵

士
が
群
衆
に
向
か
っ
て

M
m自
動
小
銃
で
威
嚇
射
撃
を
始
め
た
・
空
に

向
か
っ
て
肇
っ
た
ん
で
す
が
、
兵
士
の
中
に
明
ら
か
に
上
気
し
て
い
て

水
平
に
撃
っ
た
者
が
い
た
.
そ
れ
で
群
衆
が
撃
た
れ
て
血
の
海
が
で
き

ま
し
た
・
マ
ラ
カ
ニ
ア
ン
宮
殿
か
ら
マ
ル
コ
ス
が
飛
ぴ
去
っ
て
政
権
が

崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
.
し
か
し
、
一
歩
路
地
裏
に
入
る
と
、

い
つ
も
の
と
お
り
子
供
達
が
無
邪
気
に
遊
ん
で
い
る
ん
で
す
.
政
権
が

崩
れ
た
り
変
わ
っ
て
い
く
瞬
間
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ

ろ
う
な
と
、
そ
の
と
き
感
じ
ま
し
た
.

天
安
門
で
学
生
が
ワ
イ
ワ
イ
や
り
出
し
た
と
き
は
、
身
体
を
綾
し
て

東
京
の
病
院
に
い
た
ん
で
す
が
、
テ
レ
ピ
の
画
面
を
見
て
い
て
、
こ
れ

は
ま
た
騒
動
が
起
き
る
な
と
い
う
こ
と
を
直
感
し
ま
し
た
.
そ
れ
で
す

ぐ
北
京
へ
飛
ん
で
帰
っ
た
ん
で
す
が
:
:
:
。
五
月
の
あ
る
デ
モ
で
、
学

生
だ
け
で
な
く
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
ま
で
が
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て

-61-
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汚
職
反
対
な
ど
と
言

っ
て
い
る
姿
を
見
て
、
こ
れ
は
党
の
権
力
闘
争
に

発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
ね
。
党
内
の
民

主
的
な
パ
イ
プ
が
機
能
せ
ず
、
話
し
合
い

で
問
題
解
決
と
い
う
こ
と
が

で
き
に
く
く
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
天
安
門
事
件
は
結
果
と
し
て
、

共
産
党
政
権
を
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
共
産
党
は
今
も
き
ち
ん
と

存
在
し
て
お
り
、
そ
の
辺
が
や
は
り
中
国
共
産
党
の
力
で
あ
り
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
例
と
は
明
ら
か
に
泣
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
中
国
共

産
党
は
今
も
生
き
残

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
中
困
共
産
党
が
歴
史
的
に

も
っ
て
き
た
一
つ
の
理
念
と
い
う
か
、
魂
と
い
う
か
、
精
神
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
も
の
は
、
武
力
強
圧
で
明
ら
か
に
終
わ
っ
た
と
僕
は
思
い
ま

す
ね
。
武
器
も
何
も
持
た
な
い
一
般
庶
民
に
人
民
解
放
軍
が
初
め
て
銑

を
向
け
た
と
い
う
事
実
で
、
中
国
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
特
色
あ
る
社
会

主
義
」
も
含
め
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
破
綻
し
た
と
思
い
ま
し
た
ね。

で
は
、
こ
れ
が
な
ぜ
生
?
き
残
っ
て
い
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
実
際
の
現
場
で
の
取
材
と
い
う
こ
と
で
い
う

と
・
:・
。
八
九
年
六
月
三
日
の
午
後
に
中
国
人
の
運
転
す
る
車
で
北
京

の
旧
妹
盤
を
漉
し
て
作
っ
た
第
二
環
状
道
路
を
北
上
し
た
ん
で
す
。
群

衆
は
軍
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
か
な
り
セ

ン
シ
テ
ィ
ブ
に
な

っ
て
い
ま

し
た
。
「
軍
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
き
く
と
、

「商
だ
、
酋
だ
」
と
一
吉
一回

う
の
で
、
僕
は
ず
っ
と
西
の
方
へ
行
っ
た
ん
で
す
。
結
果
と
し
て
、
軍

が
段
初
に
発
砲
し
始
め
た
軍
事
陣
物
館
の
前
ま
で
来
ま
し
た
。
軍
が
水

平
撃
ち
し
だ
し
て
か
ら
は
こ
の
運
転
手
と

二
人
で
必
死
で
逃
げ
た
ん
で

す
が
、
若
者
た
ち
は
逃
げ
な
が
ら

「
フ
ァ
シ
ス
ト
!
」
と
叫
ん
で
い
ま

し
た
。

軍
が
通
り
過
ぎ
た
後
で
、
ア
ー

ク
ラ
イ
ト
の
中
に
ま
た
集
ま

っ

談座

て
き
て
、
み
な
悔
し
く
て
泣
い
て
い
ま
し
た
ね
。
僕
は
天
安
門
広
場
の

中
に
は
入

っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
あ
あ
い
う
姿
を
見
て
、
こ
れ
で
中

国
共
産
党
の
掲
げ
た
理
念
と
い
う
も
の
は
完
全
に
紋
綻
し
た
な
と
実
感

し
ま
し
た
。

伊
藤

左から伊藤氏，浜本氏.名越氏

cu 

名
越
君
に
し
て
も
、
浜
本
君
に
し
て
も
、
局
地
的
な
現
場
を
間
近
に
見

る
こ
と
が
で
き
て
、
僕
か
ら
す
る
と
羨
ま
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
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浜
本

僕
は
「
東
欧
ド
ミ
ノ
革
命
」
の
聞
に
も
現
場
を
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
・
例
え
ば
ル
ー
マ
ニ
ア
革
命
の
と
き
に
も
結
局
う
ち
の
社
(
時

事
通
信
〉
の
特
派
員
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ル
ー
マ
ニ
ア
の
国
境
ま
で
し
か

行
け
な
く
て
、
直
接
ル
ー
マ
ニ
ア
革
命
を
目
撃
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、

仮
に
入
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
多
分
全
体
像
は
見
え
な
か
っ
た
と
思
う

ん
で
す
.
我
ん
吋
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
現
場
に
立
ち
会
え
る
と
い
う
特
権

が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
の
色
々
な
事
件
の
中
で
は
、
全
体
像
が
見
え
な

い
で
現
場
に
立
ち
会
う
と
い
う
ケ
l
ス
が
よ
く
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
ね
。

僕
が
進
軍
の
後
で
天
安
門
に
戻
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
一
歩
別
の
路
地

に
入
っ
た
ら
、
皆
何
も
わ
か
ら
ず
ボ
ケ
l
ッ
と
し
て
う
ろ
う
ろ
し
て
い

る
ん
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
、
一
歩
路
地
裏
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
平
和
な
光

景
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
け
ど
現
実
は
動
い
て
い
る
。
だ
か
ら

全
部
が
全
部
、
す
べ
て
の
人
が
「
さ
あ
大
変
だ
」
と
い
っ
て
動
い
て
い

く
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

九
一
年
一
月
の
リ
ト
ア
ニ
ア
の
虐
殺
の
あ
と
、
国
葬
が
あ
っ
た
ん
で
す
.

あ
の
園
は
人
口
約
四

O
O万
人
だ
け
れ
ど
も
、
地
方
か
ら
た
く
さ
ん
人

が
集
ま
っ
て
、
一

O
O万
人
く
ら
い
の
人
が
沿
道
に
並
び
壮
観
だ
っ
た
。

あ
の
と
き
は
園
を
挙
げ
て
独
立
を
希
求
す
る
と
い
う
リ
ト
ア
ニ
ア
人
の

意
志
と
悲
恰
感
が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
面

白
い
と
思
う
の
は
、
マ
ル
コ
ス
政
権
崩
壊
の
と
き
に
、
ス
ラ
ム
で
遊
ん

で
い
る
子
供
が
い
た
り
、
天
安
門
事
件
で
も
大
多
数
の
国
民
は
む
し
ろ

無
関
心
だ
っ
た
と
い
う
「
ア
ジ
ア
的
風
景
」
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
ア

ジ
ア
と
欧
州
で
は
国
際
政
治
の
時
間
の
観
念
が
違
う
と
思
う
。
そ
れ
か

名
越

浜
本

ら
、
僕
は
今
回
の
日
本
の
政
権
交
代
、
五
五
年
体
制
の
解
体
の
背
景
に

は
ソ
連
の
崩
壊
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
.
と
い
う
の
は
、
世
界
の
主
要

国
で
戦
後
政
権
交
代
を
し
て
い
な
い
の
は
日
本
と
ソ
連
ぐ
ら
い
し
か
な

か
っ
た
・
そ
の
ソ
連
が
崩
壊
し
た
こ
と
が
日
本
の
政
界
に
も
心
理
的
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
.
あ
と
、
戦
後

政
権
交
代
し
て
い
な
い
固
と
し
て
、
中
国
と
北
朝
鮮
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

そ
う
い
う
「
ア
ジ
ア
的
要
素
」
が
あ
る
と
、
な
か
な
か
政
権
交
代
で
き

な
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る
.

い
や
、
僕
は
一
連
の
動
き
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」
が

最
終
的
に
人
喝
の
理
想
と
す
る
社
会
を
作
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
う

ん
で
す
.
根
底
に
あ
る
の
は
、
社
会
主
義
の
理
想
が
歴
史
的
に
完
全
に

破
産
し
て
自
の
前
に
分
か
り
ゃ
す
い
形
で
現
れ
た
こ
と
で
す
.
そ
れ
が

ソ
連
崩
壊
に
つ
な
が
っ
た
最
大
の
影
響
で
あ
る
し
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
底
流
に
流
れ
て
い
て
よ
く
見
え
な
い
部
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
絶
対

に
無
視
し
得
な
い
一
本
の
大
き
な
流
れ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
は
な

ぜ
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
・
北
朝
鮮
の
共
産
党
や
労
働
党
が
倒
れ
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
べ
き
な
ん
で
す
が
、
例
え
ば
、

中
国
の
庶
民
は
だ
れ
も
中
国
共
産
党
が
二
一
世
紀
の
中
国
を
リ
ー
ド
し

て
い
け
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

た
だ
、
政
権
交
代
の
姿
は
ロ
シ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
う
部
分
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
産
党
政
権
が
相
次
い
で
崩
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
全
欧
安
保
協
力
会
議
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、

欧
米
の
国
が
「
人
権
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
訴
え
て
い
た
と
い
う
こ
と

一回一
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が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
国
民
の
聞
に
も
普
遍
的
な
人
権
や
自
由
と
い

う
も
の
が
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
、

民
衆
が
焼
起
し
た
と
思
う
ん
で
す
.
東
欧
の
場
合
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の

破
綻
と
い
う
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
権
や
自
由
を
大
切
に
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
恩
い
ま
す
ね
.
ロ
シ
ア
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
影
響
が
あ
る
部
分
と
、
中
央
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
影
響
が
及
ば
な
い
部
分
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
.

と
こ
ろ
で
、
冷
戦
後
、
新
聞
の
外
電
商
が
面
白
く
な
く
な
っ
た
と
思
い

ま
す
.
東
西
の
座
標
軸
が
な
く
な
っ
て
ユ

l
ゴ
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
が

日
替
わ
り
で
外
電
面
の
ト
ッ
プ
に
な
り
、
読
ん
で
い
て
も
よ
く
分
か
ら

な
い
.
一
般
の
人
も
ま
す
ま
す
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

冷
戦
後
の
新
し
い
座
標
軸
と
し
て
、
宗
教
や
民
族
が
前
面
に
出
て
く
る

の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
.
冷
戦
後
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
統
合
に
動

き
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ユ

l
ゴ
が
分
裂
し
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
も

二
つ
に
分
か
れ
る
な
ど
、
分
裂
に
動
く
と
い
う
傾
向
も
あ
る
・

東
欧
は
分
裂
す
る
一
方
で
、

E
C
へ
の
接
近
を
究
極
的
な
目
標
と
し
て

い
る
・
旧
東
欧
圏
で
も
分
裂
の
動
き
と
同
時
に
広
い
意
味
で
欧
州
に
統

合
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
.
例
え
ば
、

パ
ル
ト
三
国
や
ロ
シ
ア
に
し
て
も
、
将
来
的
に
は
欧
州
と
の
経
済
的
関

係
を
強
め
た
い
わ
け
で
し
ょ
う
・

談座

名
越

伊
藤

ー

l
l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス
ニ

J
・
グ
ル
ー
プ

の
権
利
を
主
張
す
る
動
き
と
、
大
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
一
つ
の
統
一
体

を
保
ち
た
い
と
い
う
こ
つ
の
動
き
が
矛
盾
し
て
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ

名
越

の
辺
の
流
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
地
域
を
見
て
お
ら
れ
て
い
か
が
で

す
か
?

ソ
速
は
一
五
O
の
民
族
か
ら
な
る
多
民
族
国
家
で
、
そ
の
う
ち
ロ
シ
ア

人
が
五
O
%
だ
っ
た
。
残
り
は
他
の
民
族
で
す
.
こ
れ
ま
で
続
い
て
き

た
五
O
%
に
よ
る
支
配
は
、
各
民
族
の
独
立
運
動
の
激
し
さ
の
中
で
崩

壊
し
て
い
っ
た
が
、
現
在
の
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
ロ
シ
ア
人
の
比
率
は
入

五
%
に
達
し
て
い
る
ん
で
す
.
だ
か
ら
、
結
局
ロ
シ
ア
で
は
ソ
連
の
よ

う
な
劇
的
な
崩
壊
と
い
う
の
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
.
し
か
し
、

他
の
旧
ソ
連
諸
国
は
い
ず
れ
も
経
済
危
機
・
政
治
混
乱
・
民
族
問
題
と

い
う
三
重
苦
で
、
逆
に
ロ
シ
ア
へ
の
求
心
力
が
働
き
始
め
た
。
独
立
は

し
て
み
て
も
結
局
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
わ
け
で
、
今
後
は
旧
ソ
連
諸

国
聞
の
接
近
の
動
き
が
出
て
く
る
と
思
う
.

僕
は
九
O
年
四
月
に
李
鵬
首
相
の
モ
ス
ク
ワ
訪
問
の
取
材
の
帰
り
に
ア

ル
マ
ア
タ
(
現
・
ア
ル
マ
ト
イ
)
か
ら
ウ
ル
ム
チ
に
抜
け
た
こ
と
が

あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に
ア
ル
マ
ア
タ
で
カ
ザ
フ
人
、
ウ
イ
グ
ル

人
の
社
会
を
見
ま
し
た
。
旧
ソ
連
の
カ
ザ
フ
共
和
国
に
い
る
ウ
イ
グ
ル

人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
言
葉
で
新
聞
を
出
し
、
劇
場
を
も
っ
て
い
る
姿

を
見
て
、
彼
ら
の
民
族
性
が
あ
る
程
度
温
存
さ
れ
て
い
る
の
は
ソ
連
側

の
ほ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
。
中
国
側
の
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
は
中
固
化
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
自
分
の
国
を
も
っ
た
こ
と
が
な
い
人

達
の
悲
哀
を
な
ん
と
な
く
感
じ
ま
し
た
ね
。
や
っ
ぱ
り
ソ
速
が
崩
壊
し

た
後
で
自
分
た
ち
の
国
を
作
ろ
う
と
す
る
動
き
に
走
る
の
は
理
解
で
き

ま
す
.
今
、
中
国
で
一
番
独
立
志
向
が
高
い
の
が
チ
ベ
ッ
ト
で
す
よ
ね
。

チ
ベ
ッ
ト
は
か
つ
て
は
独
立
王
国
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
だ
し
.
実
際
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激動する世界の現場から

E 
に
「
天
安
門
事
件
」
が
起
こ
っ
た
年
に
旅
行
者
を
装
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
に

入
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
対
す
る
信
仰
心
が

非
常
に
強
い
.
そ
の
後
、
ダ
ラ
イ
・
ヲ
マ
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞

し
て
、
亡
命
チ
ベ
ッ
ト
政
権
の
声
が
だ
い
ぶ
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
伝
わ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
行
っ
て
み
る
と
や
は
り
中
国
文
化
圏
で
は

な
い
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
.
将
来
的
に
独
立
と
い
う
形
で
は

な
い
に
せ
よ
、
独
自
性
み
た
い
な
も
の
を
認
め
る
方
向
に
い
か
ざ
る
を

得
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
.
モ
ン
ゴ
ル
の
場
合
も
民
族
の
独

自
性
を
機
会
が
あ
れ
ば
主
張
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
.

今
、
浜
本
君
が
話
し
た
中
央
ア
ジ
ア
と
ま
っ
た
く
対
照
的
な
の
が
ヨ

l

ロ
ヲ
パ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
普
か
ら
ネ
l
シ
ョ
ン
・

ス
テ
ー
ト
が
続
い
て
お
り
、
民
族
国
家
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
意
識
を
も
っ
て
き
た
わ
け
で
す
.
そ
れ
が
欧
州
統
合
の
動
き
に
い
っ

た
と
い
う
の
は
、
近
い
と
こ
ろ
で
言
う
と
、
一
九
七

0
年
代
に
「
ユ
ー

ロ
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
米
ソ
の
聞
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
埋
没
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
あ
る
程
度

規
模
の
経
済
で
統
合
の
方
向
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
入

0
年
代
に
な
っ
て
、
経
済
的
に
ア
メ
リ

カ
と
日
本
に
対
す
る
立
ち
遅
れ
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
、
七

0

年
代
以
上
に
統
合
し
な
い
と
先
行
き
が
暗
い
と
い
う
こ
と
で
、
欧
州
統

合
の
歩
み
を
始
め
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
八
五
年
六
月
の
ミ
ラ

ノ
の

E
C首
脳
会
議
で

E
C
の
市
場
統
合
の
方
向
が
聞
ま
っ
た
ん
で
す

ね
.
僕
自
身
は
こ
の
八
年
間
の

E
C統
合
の
歩
み
を
興
味
深
く
観
察
し

名
越

て
い
る
ん
で
す
が
、
世
界
の
動
き
が
統
合
の
方
向
に
向
か
う
と
言
っ
て

も
、
現
時
点
で
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
貨
危
機
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
欧
州
統
合
は
一
直
線
に
完
成
す
る
と
は
思
え
な
い
ん
で
す
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
推
進
派
で
あ
る
ミ
ッ
テ
ラ
ン
仏
大
統
領
と
コ

l
ル
独

首
相
の
政
治
的
思
惑
が
先
行
し
過
ぎ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
.
そ
れ

に
ド
イ
ツ
統
一
と
い
う
予
期
せ
ぬ
こ
と
が
重
な
っ
た
.
た
だ
、
我
々
マ

ス
コ
ミ
は
欧
州
統
合
と
い
う
世
紀
的
実
験
の
新
し
さ
に
つ
い
つ
い
目
を

事
わ
れ
て
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
直
後
は
難
し
い
側
面
を
軽
視
し
て

い
た
き
ら
い
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
.

旧
ソ
速
に
つ
い
て
言
う
と
、
民
族
独
立
運
動
は
そ
の
役
割
を
終
え
つ
つ

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ソ
連
解
体
以
来
六
か
国
で
政

権
交
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
バ
ル
ト
一
一
一
国
は
三
国
と
も
政
権
交

代
し
ま
し
た
。
バ
ル
ト
独
立
を
指
導
し
た
人
民
戦
線
が
選
挙
で
敗
れ
て

野
党
に
な
り
、
穏
健
改
革
を
唱
え
る
旧
共
産
党
系
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

が
政
権
を
撮
っ
た
。
リ
ト
ア
ニ
ア
で
は
九
二
年
、
そ
の
成
長
率
が
五

cum-も
落
ち
て
い
る
。
帰
国
前
リ
ト
ア
ニ
ア
に
行
っ
て
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ギ

ス
と
い
う
リ
ト
ア
ニ
ア
独
立
の
父
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
ん
で
す
が
、

「
独
立
運
動
を
し
て
い
て
ど
の
時
期
が
一
番
つ
ら
か
っ
た
か
」
と
い
う

質
問
を
し
た
ら
、
「
九

O
年
末
に
湾
岸
戦
争
が
起
き
、
西
側
の
関
心
が

低
下
し
た
時
」
と
答
え
ま
し
た
・
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
危
機
は
彼
自

く
、
「
今
」
だ
そ
う
で
す
。
リ
ト
ア
ニ
ア
人
は
目
標
を
失
い
、
拒
然
自
失

と
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
人
は
い
つ
も
敵
を
見
出
だ
す
よ
う
な
人
な
ん

で
す
ね
。
彼
は
革
命
の
リ
ー
ダ
ー
で
は
あ
っ
て
も
、
建
設
の
指
導
者
で

は
な
い
ん
で
す
.
ロ
シ
ア
で
も
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
今
だ
健
在
で
す
が
、
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実
際
に
政
権
を
鐘
っ
て
い
る
の
は
実
権
派
グ
ル
ー
プ
で
す
.
背
の
サ
ハ

ロ
フ
博
士
ら
を
源
流
と
す
る
理
想
的
民
主
主
義
者
は
皆
追
放
さ
れ
て
い

る
ん
で
す
.
ド
イ
ツ
統
一
が
誤
算
だ
ら
け
だ
っ
た
の
と
同
様
、
新
し
い

革
命
を
終
え
た
後
で
建
設
の
時
代
に
入
る
と
、
過
去
の
神
話
が
崩
れ
て

い
く
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
.

二
人
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
歴
史
の
皮
肉
を
感
じ
ま
す
.
例
え
ば
、
最

初
に
ソ
連
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
に
、
理
想
的
社
会
が
実
現
す
る
と

思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
.
し
か
し
実
際
は
そ
う
に
は
な
ら
な
か
っ

た
・
ド
イ
ツ
の
場
合
も
、
統
一
し
て
素
晴
ら
し
い
ド
イ
ツ
が
で
き
る
か

と
言
え
ば
、
逆
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
か
発
生
し
て
く
る
。
リ
ト
ア
ニ
ア

も
独
立
し
た
当
初
の
雰
囲
気
は
失
わ
れ
て
い
る
・
良
か
れ
と
思
っ
て

や
っ
た
こ
と
が
現
実
に
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
の
連
続
な
ん

で
す
ね
。
例
え
ぼ
「
自
民
党
で
な
け
れ
ば
良
い
」
と
い
っ
て
別
の
政
権

に
し
た
ら
、
余
計
怒
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
ね
。
だ
か
ら
中
国
共
産

党
も
あ
っ
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
:
:
:
(
笑
Y

僕
は
チ
ェ
コ
の
「
ビ
ロ
ー
ド
革
命
」
の
と
き
に
現
地
に
い
た
ん
で
す
が
、

そ
の
と
き
に
通
訳
を
し
て
く
れ
た
カ
レ
ル
大
学
の
女
子
学
生
が
、
共
産

党
一
党
支
配
崩
嬢
後
の
国
造
り
に
関
し
て
非
常
に
楽
観
的
な
こ
と
を

言
っ
て
い
た
ん
で
、
僕
も
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
.
日
本
と
の

比
較
で
言
う
と
、
日
本
が
第
二
次
大
戦
に
負
け
て
以
後
目
覚
ま
し
い
経

済
復
興
を
遂
げ
ま
し
た
よ
ね
。
だ
か
ら
東
欧
の
国
々
も
、
大
変
だ
ろ
う

け
れ
ど
も
、
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
と
楽
観
的
に
思
っ
て
い
た
ん
で
す
.

し
か
し
、
実
際
は
国
造
り
に
四
苦
八
苦
し
て
ま
す
よ
ね
。
や
は
り
そ
れ

を
見
て
い
る
と
、
日
本
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
ね
。
朝
鮮
戦
争

談座

浜
本E 

名
越

と
い
う
経
済
が
テ
イ
ク
・
オ
フ
す
る
好
条
件
に
恵
ま
れ
た
こ
と
と
、
吉

田
茂
の
あ
と
に
池
田
勇
人
や
佐
藤
栄
作
の
よ
う
な
国
造
り
を
す
る
良
い

指
導
者
に
恵
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
.
東
欧
の
指

導
者
に
は
国
造
り
を
し
て
い
く
カ
が
な
い
の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま

す。今
の
国
際
政
治
を
二
百
で
い
う
な
ら
ば
「
宴
の
後
の
脱
力
感
」
と
い
う

か
、
新
し
い
座
標
軸
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
陵
脱
と
し
た
時
代
で
あ
る
、

と
い
う
気
が
し
ま
す
.
僕
自
身
、
入
社
以
来
常
に
東
西
対
立
を
基
礎
に

国
際
関
係
を
み
て
き
た
の
で
、
戸
惑
う
こ
と
が
多
い
.

浜
本

|
|
|
冷
戦
と
い
う
「
長
い
平
和
」
の
時
代
に
は
東
西
が
お
互
い
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
で
「
敵
」
を
想
定
し
て
い
た
.
そ
の
「
敵
」
が
不
在

に
な
っ
て
み
る
と
、
今
度
は
圏
内
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
な
ど
、
卑
近
な
も

の
を
「
敵
」
に
す
る
・
人
間
と
い
う
も
の
は
常
に
「
敵
」
を
求
め
て
生

き
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
緊
張
感
が
な
く

な
っ
た
今
、
新
し
い
秩
序
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
考
え
ま

す
か
?

こ
れ
ま
で
、
冷
戦
の
中
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
強
烈
な
「
た
が
」
で

押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
民
族
主
義
や
宗
教
の
対
立
が
、
「
た
が
」
が
は

ず
れ
て
吹
き
出
て
き
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
今
は
二

O
世
紀
末
で
す
が
、

二
一
世
紀
に
向
け
て
き
っ
と
何
ら
か
の
新
し
い
秩
序
が
生
ま
れ
て
く
る

ん
だ
ろ
う
な
、
と
い
う
こ
と
は
感
覚
的
に
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
新
し
い

座
標
軸
に
な
り
得
る
も
の
と
し
て
、
極
め
て
単
純
で
す
が
、
自
由
、
平

等
、
人
権
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
普
遍
的
に
適
応
で
き
る
理
念
や
概
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激動する世界の現場から

名
越

念
と
い
う
も
の
が
生
き
残
る
ん
じ
宇
な
い
で
し
ょ
う
か
.

い
や
、
僕
は
こ
れ
か
ら
は
、
自
由
や
人
権
よ
り
む
し
ろ
宗
教
や
民
族
と

い
う
要
素
の
方
が
大
き
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
旧
ソ
速
を
見
て
ま
す
と
ブ
ロ
v
ク
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
ん
で
す

ね
.
例
え
ば
ス
ラ
プ
三
国
が
ま
た
経
済
同
盟
条
約
を
結
ぶ
な
ど
、
同
じ

キ
リ
ス
ト
教
圏
と
し
て
の
連
携
を
強
め
て
い
る
・
そ
れ
に
対
し
て
、
中

央
ア
ジ
ア
五
か
国
は
イ
ス
ラ
ム
諸
国
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
パ
キ
ス
タ
ン
、

イ
ラ
ン
と
の
連
携
を
強
め
て
い
る
・
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
も
イ
ス
ラ
ム

国
家
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
家
と
の
連
携
を
強
め
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
園
の
ア
ル
メ
ニ
ア
は
む
し
ろ
ロ
シ
ア
連
邦
に
入
り

た
い
と
言
い
出
し
た
.
民
度
の
高
い
園
は
と
も
か
く
、
そ
れ
ほ
ど
高
く

な
い
固
で
は
、
民
族
・
宗
教
と
い
う
要
素
が
非
常
に
重
要
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
.

ソ
連
解
体
の
と
き
に
一
番
懸
念
さ
れ
た
の
は
、
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

化
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
.
そ
れ
は
一
応
回
避
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
ロ

シ
ア
の
新
聞
に
は
旧
ソ
連
全
体
で
一
入

O
か
所
の
ク
ラ
ッ
シ
ュ
・
ポ
イ

ン
ト
が
あ
る
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
.
だ
か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き
つ

づ
き
民
族
問
題
や
宗
教
・
地
域
紛
争
が
絡
む
問
題
が
焦
点
で
あ
り
、

c

I
Sと
い
う
の
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
現
象
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
例

え
ば
、

E
C
の
ス
タ
ッ
フ
が
一
万
五

O
O
O人
で
あ
る
の
に
対
し
、

ン
ス
タ
に
あ
る

C
I
S事
務
局
に
は
二

O
人
の
ス
タ
ッ
フ
し
か
い
な
い

ん
で
す
.
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
実
際
に
結
束
が
保
た
れ
る
わ
け
が
な
い
.

「
紛
争
の
レ
バ
ノ
ン
化
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
が
、
今
旧
ソ
速

の
各
地
で
起
き
て
い
る
紛
争
は
「
レ
バ
ノ
ン
化
」
の
感
が
あ
っ
て
、

伊
藤

名
越

我
々
マ
ス
コ
ミ
は
局
地
的
な
紛
争
に
不
感
症
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
「
ち
ょ
っ
と
怖
い
な
」
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

冷
戦
時
代
は
「
ル

l
ル
・
オ
プ
・
ゲ

l
ム
」
が
存
在
し
て
い
た
・
つ
ま

り
米
ソ
は
対
立
し
て
も
実
際
に
戦
わ
な
い
と
い
う
ル

i
ル
が
あ
っ
た
・

米
ソ
が
核
軍
拡
競
争
を
や
っ
て
い
る
と
き
で
も
ど
う
せ
撃
つ
は
ず
は
な

い
と
い
う
安
心
感
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
.
し
か
し
、
冷
戦
後
は
例
え
ば

北
朝
鮮
の
核
問
題
も
、
あ
の
指
導
部
は
い
つ
核
を
使
わ
な
い
と
も
限
ら

な
い
、
と
い
う
不
安
感
が
あ
り
ま
す
.
冷
戦
崩
壊
後
、
そ
う
い
う
偶
発

的
な
紛
争
・
衝
突
の
危
機
が
む
し
ろ
強
ま
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
.

サ
ッ
チ
ャ
ー
が
言
っ
て
た
ん
で
す
が
、
「
氷
は
割
れ
る
時
が
一
番
危
険

で
あ
る
」
と
。
冷
戦
解
体
の
今
、
紛
争
解
決
機
闘
が
な
い
し
、
国
連
も

完
全
な
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
ル

l
ル
の
な
い
危
な
い
時

代
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
.

全
部
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
言
う
と
、
経
済

力
の
発
展
が
一
つ
の
軸
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
ん
で
す
.
そ
の

中
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
克
で
き
る
一
つ
の
要
素
に
は
な
り
得
る
と

思
う
ん
で
す
.

ユ
ー
ゴ
や
中
央
ア
ジ
ア
の
紛
争
が
未
来
永
劫
続
〈
と
は
思
え
な
い
し
、

二
一
世
紀
の
初
頭
く
ら
い
ま
で
に
は
あ
る
方
向
へ
行
く
と
き
の
手
掛
か

り
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
.
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
話

じ
ゃ
な
い
け
ど
、
歴
史
・
民
族
・
宗
教
っ
て
い
う
の
は
未
来
永
劫
解
決

で
き
な
い
要
素
で
す
よ
ね
.
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
解
決
を
見
出
だ

さ
な
け
れ
ば
、
未
来
永
劫
ク
ラ
ッ
シ
ュ
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
・
だ

か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
英
知
の
一
つ
と
な
り
う
る
も
の
は
、
経
済
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会

力
の
発
展
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
.

文
化
や
民
族
と
い
う
の
は
日
本
人
が
一
番
苦
手
と
す
る
分
野
で
す
よ
ね
.

日
本
の
今
ま
で
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
政
治
的
に
は
後
進
性
が
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
経
済
的
に
は
「
国
民
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
点
で
成

功
を
収
め
た
国
だ
と
思
う
ん
で
す
.
そ
れ
で
日
本
に
対
し
て
あ
る
程
度

羨
望
を
も
っ
て
い
る
途
上
国
が
多
い
わ
け
だ
か
ら
、
経
済
的
成
長
を
う

ま
く
ザ
ポ
1
ト
し
な
が
ら
、
環
境
守
人
口
問
題
な
ど
一
一
一
世
紀
に
向
け

て
我
々
人
類
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
人

は
正
々
堂
々
と
助
言
で
き
る
立
場
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
.
不
得
手
な

文
化
や
民
族
の
問
題
に
関
し
て
は
、
日
本
は
一
歩
退
い
て
後
方
で
支
援

す
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
.
例
え
ぽ
カ
ン
ボ
ゾ
ア
に
つ
い
て
言

う
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
復
興
を
一
生
懸
命
汗
を
流
し
て
助
け
て
あ
げ
る
・

そ
れ
が
日
本
の
あ
る
べ
き
方
向
で
あ
る
気
が
し
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
世
界

が
狭
ま
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
人
も
不
得
手
な
民
族
問
題
な
ど
に
つ
い

て
も
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
:
・
i
。

社
会
主
義
自
体
が
壮
大
な
歴
史
的
実
験
だ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
ポ

ス
ト
社
会
主
義
に
ど
う
い
う
体
制
が
生
ま
れ
る
の
か
も
ま
た
実
験
な
ん

で
す
ね
.
連
邦
解
体
後
、
ロ
シ
ア
で
は
原
始
的
な
資
本
主
義
が
始
ま
り
、

モ
ス
ク
ワ
は
激
変
し
て
い
る
・
街
が
カ
ラ
フ
ル
に
な
っ
た
・
例
え
ば
昔
、

社
会
主
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
っ
た
場
所
に
、
西
側
の
広
告
の
看
板
が

出
た
り
、
通
り
が
パ
ザ
l
ル
に
な
っ
て
、
市
民
が
物
を
持
ち
寄
っ
て
朝

か
ら
晩
ま
で
立
っ
て
い
る
・
子
供
が
寧
を
磨
い
て
父
親
の
二
倍
の
給
料

を
稼
ぐ
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
孫
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
買
う
た
め
洗
車
の
ア

ル
バ
イ
ト
を
す
る
時
代
で
す
.
そ
れ
か
ら
、
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
の
よ
う
な
堅

い
新
聞
が
キ
オ
ス
ク
か
ら
消
え
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
セ
ッ
ク
ス
を
売
り

z 
談座

名
越

物
と
す
る
「
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
パ
ー
」
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
.
ま
さ
に

秩
序
の
な
い
、
無
統
制
な
状
態
に
な
っ
て
き
た
.
長
年
の
社
会
主
義
か

ら
解
き
放
た
れ
て
、
そ
う
い
う
無
秩
序
な
状
態
が
生
ま
れ
る
と
思
う
ん

で
す
ね
.
国
際
政
治
自
体
も
今
の
モ
ス
ク
ワ
の
状
況
が
示
す
よ
う
に
、

座
標
軸
の
な
い
、
統
制
の
と
れ
な
い
ま
ま
各
国
家
・
民
族
が
欲
望
に

沿
っ
て
動
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
:

(
一
九
九
三
年
入
月
一
七
日
、
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
談
話
室
に
て
.
文
責
、
編
集

部
)(

は
ま
も
と
・
り
ょ
う
い
ち
一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
中
国
語
学
科
七
六
年
卒

業
、
讃
賀
新
聞
社
入
社
・
青
森
支
局
、
本
社
地
方
部
、

外
報
部
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
支
局
、
上
海
支
局
、
北
京
支

局
等
の
勤
務
を
経
て
、
九
三
年
か
ら
香
港
支
局
長
。

著
書
『
ア
ジ
ア
内
幕
ノ
l
ト
』
門
同
文
館
、
八
八

年
]
)

一
九
五
三
年
生
ま
れ
.
ロ
シ
ヤ
語
学
科
七
六
年
卒
業
、

時
事
通
信
社
入
社
。
本
社
外
信
部
、
バ
ン
コ
ク
支
局
、

モ
ス
ク
ワ
支
局
等
の
勤
務
を
経
て
、
現
在
外
信
部
勤

務
。
著
書
『
メ
コ
ン
の
ほ
と
り
に
て
』
[
中
央
公
論

社
、
八
七
年
]
〉

一
九
五
三
年
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
語
学
科
七
七
年
卒
業
、

時
事
通
信
社
入
社
.
本
社
外
信
部
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
支

局
、
チ
ュ

l
リ
ヒ
支
局
等
の
勤
務
を
経
て
、
現
在
外

信
部
勤
務
〉
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《
ゼ
ミ
活
動
ノ
l
ト
・
九
三
年
夏
合
宿
よ
り
・

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
》

ア

ラ

ブ

シ

ヨ

ナ
リ
ズ

ナ

ー
ー
ー
近
代
の
異
端
|
|

西
欧
に
生
ま
れ
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
観
念
が
ア
ラ
ブ
に
伝
え
ら
れ
た

の
は
一
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
近
代
国
際
体
系

(
1〉
の
中

に
ア
ラ
ブ
を
含
む
イ
ス
ラ
l
ム
圏
が
包
摂
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
の
出
来
事
で

あ
っ
た
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
念
を
知
る
前
に
ム
ス
リ
ム
(
イ
ス
ラ
l
ム
教

徒
)
な
ど
中
東
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
た

の
か
を
知
る
こ
と
は
、
後
に
成
立
し
た
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
殊
性

を
見
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
.
一
般
に
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
は
そ
れ
を
持
つ
人
々
の
世
界
観
の
結
果
で

あ
る
.
中
東
の
人
身
、
特
に
ア
ラ
ブ
は
伝
統
的
に
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ム
ハ
ン
マ
ド
が
メ
デ
ィ
ナ
に
ウ
ン
マ
(
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
の
共
同
体
〉
を
作

り
上
げ
て
以
来
、
ム
ス
リ
ム
は
伝
統
的
に
世
界
を
「
イ
ス
ラ
l
ム
の
家
」

(
2
)

と
「
戦
争
の
家
」

(
3〉
と
に
二
分
し
、
両
者
は
不
断
の
緊
張
状
態
に
あ
る
も
の

と
し
て
と
ら
え
て
き
た
・
異
教
徒
の
支
配
下
に
あ
る
「
戦
争
の
家
」
は
ム
ス
リ ム

荒

木

征

司

(
ア
ラ
ビ
ア
語
学
科
四
年
〉

ム
側
の
不
断
の
聖
戦
(
ジ
ハ

l
ド
〉
に
よ
っ
て
最
終
的
に
「
イ
ス
ラ

l
ム
の

家
」
に
包
摂
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
・
注
意
し
て
欲
し
い
の

は
ム
ス
リ
ム
が
世
界
を
分
類
す
る
の
に

w
民
族
M

で
は
な
く
、
H

宗
教
M

を
基
準

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
考
え
方
に
お
い

て
は
宗
教
共
同
体
(
ミ

v
ラ
)
が
そ
の
政
治
的
基
本
単
位
で
あ
り
、
国
際
関
係

も
宗
教
共
同
体
同
士
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
.
こ
の
点
で
民
族
的
色
彩

を
持
つ
国
民
国
家
を
そ
の
基
本
単
位
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
近
代
国
際
体

系
と
は
大
き
く
異
な
る
国
際
体
系
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
も
と
も
と
預

言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
イ
ス
ラ
l
ム
社
会
に
お
い
て
政
治
的
指
導
者
か
つ
宗
教
的

指
導
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
単

一
の
宗
教
的
・
政
治
的
指
導
者
が
全
ム
ス
リ
ム
を
指
導
す
る
と
い
う
ウ
ン
マ
の

統
一
の
理
想
の
た
め
に
ム
ス
リ
ム
違
は
イ
ス
ラ
l
ム
闘
の
中
で
特
定
の
部
族
や

教
団
等
へ
の
帰
属
意
識
は
抱
い
て
も
、
い
か
な
る
民
族
に
属
す
る
か
と
い
う
こ

と
は
特
に
問
題
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
・
長
い
イ
ス
ラ
l
ム
史
の
中
で
ウ
ン
マ
は
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「ナショナリズム」

常
に
地
方
的
王
朝
の
出
現
に
よ
っ
て
分
裂
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

ウ
ン
マ
は
一
つ
で
あ
る
・
あ
る
い
は
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
は
常
に

ム
ス
リ
ム
の
心
の
中
に
存
在
し
続
け
、
そ
の
た
め
に
つ
い
に
M

国
家
u

と
H

国

家
u

の
聞
の
体
系
的
な
国
際
関
係
は
樹
立
さ
れ
ず
、
従
っ
て
国
家
の
側
が
民
族

意
識
を
啓
発
す
る
こ
と
も
一
般
に
な
か
っ
た
・
政
治
的
基
本
単
位
が
宗
教
共
同

体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
例
が
あ
る
・
そ
れ
は
最
後
の
イ
ス
ラ
l
ム
帝
国

と
な
っ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
行
政
制
度
で
あ
る
ミ
ッ
レ
ト
制

(
4〉
で
あ
る
・

こ
の
制
度
は
帝
国
臣
民
を
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
行
政
区
分
し
、
支
配
す
る
も
の

で
あ
っ
た
・
例
え
ば
ア
ル
メ
ニ
ア
人
に
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
を
信

仰
す
る
も
の
と
ロ
l
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信
仰
す
る
も
の
と
が
あ
っ
た
が
、
両

者
は
別
々
の
ミ
ッ
レ
ト
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
・
一
方
、
ム
ス
リ
ム
は
そ
の

民
族
に
関
係
な
く
一
つ
の
ミ
ッ
レ
ト
を
構
成
し
て
い
た
.
こ
の
よ
う
な
行
政
区

分
は
中
東
の
人
荷
、
特
に
支
配
者
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
の
意
識
の
中
で
、
民
族
に

よ
っ
て
人
々
を
区
分
す
る
考
え
方
が
い
か
に
希
薄
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
.

話
を
ア
ラ
ブ
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
民
族
意
識
を
希
薄
に
さ
せ
た
も
う

一
つ
の
、
し
か
も
根
本
的
な
原
因
は
非
ア
ラ
ブ
の
ア
ラ
ブ
化
と
い
う
問
題
で
あ

る
・
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
宣
教
を
始
め
た
時
代
、
M

ア
ラ
ブ
u

と
は
現
在
の
ア

ラ
ビ
ア
半
島
に
住
ん
で
い
た
遊
牧
民
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
部
族
同
士
の
抗

争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
彼
ら
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
宗
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
つ
の
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
共
同
体
に
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
彼
ら
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
を
出
て
北
へ
西
へ
東
へ

征
服
活
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
・
初
め
彼
ら
は
被
征
服
民
と
交
わ
ら
ず
、

改
宗
さ
え
も
強
要
し
な
か
っ
た
が
、
何
世
紀
に
も
わ
た
る
支
配
の
う
ち
に
次
第

に
現
地
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
。
ま
た
イ
ス
ラ
l
ム
に
改
宗
し
た
被
征
服
民
も

ゼミ活動ノート・九三年夏合宿より・

積
極
的
に
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ア
ラ
ブ
の
生
活
習
慣
、
文
化
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
.
そ
れ
は
初
期
の
頃
ア
ラ
ブ
が
自
ら
の
文
化
を
固
く
守
っ
て
貴
族
階

級
を
形
成
し
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
が
神
の
言
葉
と
さ
れ
た
こ
と
、

イ
ス
ラ
l
ム
の
唯
一
の
共
同
体
た
る
ウ
ン
マ
へ
の
帰
属
意
識
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ

化
が
イ
ス
ラ
l
ム
化
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
大
多
数
の
人
身
の
意
識
の
中
で
は
ア
ラ
ブ
で
あ
る
こ
と
と
、

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
非
ア
ラ
ブ
の

ア
ラ
ブ
化
の
た
め
に
実
に
多
様
な
要
素
が
M

ア
ラ
ブ
“
の
観
念
の
中
に
加
わ
っ

た
・
現
在
、
自
ら
を
M

ア
ラ
ブ
u

と
呼
ぶ
人
々
の
聞
に
人
類
学
的
な
人
種
上
の

統
一
は
な
い
.
明
ら
か
に
黒
人
系
の
特
徴
を
も
っ

H

ア
ラ
ブ
M

も
い
れ
ば
、
肌

が
白
く
青
い
目
を
持
つ

M

ア
ラ
ブ
u

も
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
日
で
は
イ
ス

ラ
l
ム
教
徒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
"
ア
ラ
ブ
u

の
前
提
と
は
な
り
得
な

い
.
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
初
期
の
H

ア
ラ
ブ
反
乱
“
を
指
導
し
た
の
は
主

に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
H

ア
ラ
ブ
M

で
あ
っ
た
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
司
祭
の
家
に
生

ま
れ
な
が
ら
自
ら
を
H

ア
ラ
ブ
M

と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で

"
ア
ラ
ブ
u

と
い
う
民
族
を
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
.
現
代
で

は
ア
ラ
ブ
の
定
義
に
つ
い
て
諸
論
あ
る
が
、
最
も
包
括
的
な
も
の
で
は
「
ア
ラ

ビ
ア
語
を
母
語
と
し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
宣
教
に
始
ま
る
ア
ラ
ブ
の
歴
史
と
文
明

の
所
産
の
中
に
育
ま
れ
、
そ
れ
へ
の
帰
属
意
識
を
持
ち
続
け
て
い
る
者
」
と
い

う
何
と
も
あ
い
ま
い
な
表
現
し
か
出
来
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
・

こ
の
民
族
意
識
の
希
薄
さ
と
H

ア
ラ
ブ
M

の
定
義
の
難
し
さ
が
中
東
に
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
伝
わ
っ
て
以
来
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
逮
の
頭
を
悩
ま
せ
続
け

て
き
た
し
、
そ
れ
は
今
日
に
至
っ
て
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
.
ア
ラ
ブ
の

統
一
さ
れ
た
一
つ
の
国
家
を
目
指
す
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
指
導
者
逮
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アラブ・ナシ aナリズム

に
と
っ
て
は
、
域
内
の
非
ム
ス
リ
ム

M

ア
ラ
ブ
M

の
事
を
考
え
れ
ば
、
ア
ラ
ブ

と
い
う
概
念
は
当
然
非
宗
教
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
し
か
し
中
東
で
大

多
数
を
占
め
る
イ
ス
ラ
1
ム
教
徒
H

ア
ラ
ブ
u

民
衆
は
こ
の
よ
う
な
非
宗
教
化

さ
れ
た
ア
ラ
ブ
の
概
念
に
反
対
し
、
統
一
さ
れ
た
イ
ス
ラ
l
ム
国
家
の
再
興
を

夢
見
て
い
る
・
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
中

東
に
作
ら
れ
た
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
な
ど
と
い
っ
た
、
西
洋
起
源
の

近
代
国
際
法
に
基
づ
い
た
H

国
民
国
家
M

は
ネ
イ
シ
ョ
ン

H
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

(
国
民
形
成
〉
の
観
点
か
ら
す
る
と
い
ま
だ
に
園
内
に
十
分
な
基
盤
を
持
っ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
.
何
故
な
ら
例
え
ば
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
人
は
、

ム
ス

P
ム
、
ア
ラ
ブ
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
と
い
う
複
数
の
流
動
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
同
時
に
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
い

ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
国
家
を
要
求
し
得
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
.
こ
う
し
た
ア
ラ
ブ
諸
国
家
に
お
け
る
様
々
な
矛
盾
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
基
盤
と
す
る
国
民
国
家
の
形
成
と
い
う
も
の
が

T
-
E
・
ロ
ー
レ
ン
ス

〈

5
〉
遥
が
考
え
た
よ
う
な
全
人
類
的
に
普
遍
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い

う
こ
と
を
我
4

に
教
え
て
く
れ
る
.

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
た
だ
単
に
民
族
性
の
発
露
と
し
て
だ
け
と
ら
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
.
そ
れ
自
体
も
と
も
と
世
界
帝
国
に
よ
る
一
元
的
支
配
に
対
抗

す
る
た
め
の
一
つ
の
思
想
で
あ
り
、
国
民
国
家
と
い
う
M

殻
u

と
は
鶏
と
卵
の

関
係
に
あ
る
・
国
家
が
M

国
民
u

と
い
う
あ
る
種
の
疑
似
的
民
族

(
6
)
を
生

み、
M

民
族
u

と
意
識
付
け
ら
れ
た
人
々
が
H

国
家
H

を
要
求
す
る
.
結
局
、
民

族
と
い
う
も
の
は
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
生
得
の
も
の
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
く
、
た
だ
歴
史
の
過
程
で
生
ま
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
.
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
ん
な
こ
と
を
私
に
考
え
さ
せ
て
〈

れ
る
.

註
(
1〉
一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
以
後
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を

経
て
成
立
、
発
展
し
た
国
民
国
家
同
士
の
関
係
を
基
本
と
す
る
国
際
体

系。

(
2〉
ム
ス
リ
ム
の
支
配
下
に
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
法
(
シ
ャ
リ
l
ア
〉
の
行
わ

れ
て
い
る
地
域
・

(
3〉
呉
教
徒
の
支
配
下
に
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
。

イ
ス
ラ
l
ム
の
家
と
戦
争
の
家
に
住
ん
で
い
る
全
ム
ス
リ
ム
は
一
つ
の

イ
ス
ラ
l
ム
共
同
体
(
ウ
ン
マ
〉
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
・

(
4〉
ミ
ッ
レ
ト
と
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ミ

v
ラ
に
相
当
す
る
ト
ル
コ
語
で
、
「
宗

教
共
同
体
」
の
意
.

(
5〉
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
中
佐
、
後
に
大
佐
.
通
称
H

ア
ラ
ピ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
ヘ

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
反
乱
を
指
導
し
た
・

(
6〉
こ
こ
で
言
う
民
族
と
は
人
類
学
的
な
意
味
で
の
も
の
で
あ
り
、
共
通
の

言
語
・
生
活
習
慣
を
持
ち
、
運
命
を
共
に
す
る
意
識
を
共
有
す
る
人
々

の
集
聞
の
意
。
本
来
多
民
族
国
家
で
あ
る
現
代
の
国
民
国
家
の
中
に
は

必
ず
支
配
民
族
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
存
在
し
、
彼
ら
は
自
ら
の
言
語
と

習
慣
を
他
民
族
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
領
域
内
の

人
々
を
あ
た
か
も
一
つ
の
民
族
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
。
そ

の
結
果
人
々
が
運
命
を
共
に
す
る
意
識
を
持
っ
た
時
、

H

国
民
u

が
形

成
さ
れ
る
。
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《
ゼ
ミ
活
動
ノ
l
卜
・
九
三
年
夏
合
宿
よ
り
・

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
》

台
湾
に
お
け
る
ナ

ナ
リ
ズ

シ

ヨ

ー

l
台
湾
住
民
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
主
張
|
|

ム

東
西
冷
戦
が
終
結
し
、
核
戦
争
の
危
機
は
回
避
さ
れ
た
・
だ
が
、
世
界
各
地

で
文
化
、
宗
教
、
生
活
慣
習
と
い
っ
た
人
間
生
活
の
基
本
的
な
部
分
の
相
違
が

原
因
と
な
り
、
民
族
紛
争
や
対
立
が
起
こ
っ
て
い
る
・
こ
れ
は
世
界
的
な
変
化

で
あ
り
、
台
湾
海
峡
の
「
中
華
民
国
」
台
湾
も
こ
の
流
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
ろ
う
・

以
下
に
、
台
湾
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
担
ズ
ム
に
つ
い
て
、
台
湾
の
政
治
主
体

と
な
り
つ
つ
あ
る
台
湾
住
民
と
、
国
共
内
戦
に
敗
れ
な
が
ら
も
中
国
を
代
表
す

る
政
権
と
主
張
し
て
台
湾
を
支
配
し
て
き
た
国
民
党
政
府
が
、
台
湾
の
政
府
と

し
て
変
容
し
て
き
た
と
い
う
点
か
ら
簡
単
に
述
べ
た
い
と
思
う
・

台
湾
社
会
と
住
民
の
変
化

台
湾
経
済
は
戦
後
、
台
湾
の
良
質
で
低
廉
な
労
働
力
で
外
資
の
導
入
を
誘
い
、

更
に
米
国
の
援
助
と
市
場
の
提
供
と
、
七

0
年
代
の
大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
投
資

薫

田

綾

香

〈
中
国
語
学
科
四
年
〉

と
重
化
学
工
業
投
資
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
な
り
、
工
業
製
品
の
輸

出
に
支
え
ら
れ
急
速
に
成
長
し
て
い
っ
た
・
こ
れ
が
「
奇
跡
」
と
言
わ
れ
る
台

湾
の
驚
異
的
な
経
済
発
展
で
あ
り
、
台
湾
社
会
を
様
々
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
・
そ
の
変
化
と
は
台
湾
社
会
が
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
と
急
速
に

変
化
し
、
都
市
化
も
進
ん
だ
こ
と
.
ま
た
教
育
の
普
及
度
が
上
が
り
、
「
国
語
巴

(
1〉
の
普
及
率
も
上
っ
て
台
湾
住
民
の
共
通
語
が
で
き
、
階
層
構
造
も
変
化

し
、
農
地
改
革
に
よ
り
地
主
が
消
滅
し
、
大
量
の
労
働
者
と
経
済
発
展
を
支
え

た
多
く
の
中
小
企
業
家
が
中
産
階
級
の
層
を
厚
く
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
・

そ
の
台
湾
の
住
民
は
ほ
と
ん
ど
が
漢
族
系
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
.

彼
ら
の
祖
先
は
対
岸
の
中
国
か
ら
の
移
住
民
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
様
・
4

な
理
由

か
ら
「
台
湾
住
民
」
ま
た
は
「
台
湾
人
」
と
し
て
の
連
帯
感
、
共
属
意
識
は
育

ち
に
く
く
、
ま
た
、
「
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
起
こ
り
、
高
揚
す
る
機
会
が

あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
・
だ
が
、
戦
後
右
の
よ
う
な
社
会
変
化
で
、
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台湾におけるナシ g ナリズム

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
芽
生
え
る
土
壌
が
で
き
た
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
台
湾
社
会

の
変
容
に
よ
り
社
会
が
均
質
化
し
、
階
層
問
、
外
省
人
、
本
省
人

(
2
)
の
問
、

福
倍
人
と
客
家
人

(
3
)
の
聞
の
格
差
や
対
立
感
が
少
な
く
な
り
、
こ
れ
ま
で

の
「
中
国
意
識
」

(
4〉
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
台
湾
人
」
と
し
て
の
連
帯
感
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
共
有
・
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
入
七
年
に
大
陸
と
の
往
来
が
可
能
に
な
り
、
大
陸
へ
の
親
族
訪
問
な

ど
を
通
じ
て
、
彼
等
の
中
国
に
対
す
る
見
方
が
次
第
に
変
わ
っ
て
き
た
・
台
湾

住
民
は
大
陸
中
国
と
彼
等
の
台
湾
は
、
数
十
年
別
々
の
「
国
家
」
と
し
て
存
在

し
て
き
た
た
め
、
た
と
え
漢
民
族
同
志
と
は
い
え
統
一
す
る
に
は
違
和
感
が
あ

る
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
台
湾
の
急
速
な
経
済
発
展
に
よ
る

生
活
習
慣
・
文
化
の
違
い
や
、
も
と
も
と
中
国
色
の
薄
か
っ
た
中
国
の
一
辺
境

地
域
と
し
て
の
台
湾
と
中
国
の
違
い
、
共
産
党
政
権
に
対
す
る
不
安
な
ど
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
.

そ
の
上
、
活
発
な
経
済
・
貿
易
関
係
に
よ
り
築
い
た
「
台
湾
」
と
し
て
の
独

特
の
国
際
社
会
に
お
け
る
経
済
的
地
位
と
、
「
中
華
民
国
」
と
し
て
は
ほ
と
ん

ど
無
力
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
国
際
社
会
に
お
け
る
政
治
的
地
位
に
は
ギ
ャ
ッ
プ

が
あ
る
・
こ
れ
に
対
し
、
台
湾
の
経
済
発
展
を
担
っ
て
き
た
中
産
階
級
は
、
経

済
的
地
位
に
見
合
っ
た
政
治
的
地
位
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

「
中
華
民
国
」
よ
り
、
実
力
の
あ
る
「
台
湾
」
の
地
位
を
利
用
し
た
方
が
良
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
加
速
す
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
動
き
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
の
は
大
量
に
出
現
し
た
中
産
階

級
で
あ
る
・
彼
ら
は
貿
易
や
海
外
留
学
な
ど
を
通
じ
て
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
持
ち
、
資
本
、
技
術
、
情
報
の
蓄
積
と
あ
い
ま
っ
て
、
国
民
党
の
指
導
体
制

か
ら
の
自
立
を
相
対
的
に
高
め
、
「
台
湾
人
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
「
台

湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.

中
華
民
国
の
台
湾
化

一
九
四
九
年
国
共
内
戦
に
敗
れ
た
国
民
党
は
台
北
に
逃
走
し
た
が
、
朝
鮮
戦

争
の
勃
発
に
よ
り
米
国
に
と
っ
て
の
台
湾
の
重
要
性
が
生
ま
れ
た
た
め
、
中
国

を
代
表
す
る
唯
一
の
政
権
と
し
て
、
国
際
的
に
も
支
持
を
受
け
、
台
湾
を
統
治

す
る
こ
と
と
な
る
・
そ
し
て
共
産
党
に
よ
る
中
国
支
配
は
「
反
乱
」
で
あ
り
、

そ
の
鎮
圧
の
た
め
と
称
し
、
長
年
に
わ
た
り
戒
厳
令
を
施
行
し
、
台
湾
に
お
い

て
独
裁
的
政
治
を
お
こ
な
っ
て
き
た
.

し
か
し
、
そ
の
後
、
国
民
党
が
共
産
党
に
か
わ
っ
て
、
中
国
本
土
を
統
治
す

る
こ
と
は
な
く
、
実
際
に
は
共
産
党
政
府
が
中
国
大
陸
を
統
治
し
、
国
民
党
は

台
湾
と
い
う
中
国
の
一
地
域
に
過
ぎ
な
い
場
所
を
統
治
し
て
い
る
の
が
四
十
数

年
た
っ
た
現
在
の
状
況
で
あ
る
。
そ
の
現
実
と
、
「
国
民
党
は
中
国
を
代
表
す

る
唯
一
の
政
権
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
基
に
台
湾
を
統
治
し
て
い
る
統
治
体

制
に
は
矛
盾
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
・

そ
し
て
米
国
が
一
九
七
一
年
に
共
産
党
政
府
を
承
認
し
、
国
民
党
は
米
国
を

は
じ
め
、
国
際
的
な
支
持
を
失
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
現
実
」
に
国
民
党
政

府
は
対
応
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
・

国
民
党
政
府
は
現
実
に
即
し
、
「
台
湾
」
の
政
府
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
政

治
的
自
由
化
を
行
い
、
党
、
政
府
の
要
職
に
本
省
人
の
登
用
を
砿
大
す
る
な
ど

し
て
、
よ
り
一
一
層
の
国
民
の
支
持
を
集
め
よ
う
と
し
た
.
政
治
的
自
由
化
と
し

て
は
戒
厳
令
を
解
除
し
、
新
党
結
成
禁
止
、
新
規
新
開
発
行
禁
止
も
同
時
に
解

除
し
、
「
万
年
国
会
」

(
5
)

と
呼
ば
れ
て
い
た
国
会
を
改
革
し
た
こ
と
な
ど
が
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「ナショナリズム」

挙
げ
ら
れ
る
・
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
政
治
参
加
の
機
会
が
拡
が
る
こ
と
と
な
っ

た
・
ま
た
、
長
年
国
民
党
に
弾
圧
さ
れ
な
が
ら
も
政
治
活
動
を
行
っ
て
き
た

人
々
が
「
民
主
進
歩
党
」
を
結
成
し
、
選
挙
に
よ
り
国
会
で
議
席
を
得
て
、
国

民
党
に
対
す
る
野
党
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
・
国
民
党
政

府
に
よ
る
本
省
人
エ
リ
ー
ト
の
登
用
は
、
「
大
陸
の
党
、
外
省
人
に
よ
る
国
家

運
営
」
と
い
う
批
判
を
か
わ
し
、
台
湾
住
民
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
本
省
人
の

支
持
を
と
り
つ
け
よ
う
と
す
る
の
が
狙
い
な
の
で
あ
る
.

つ
ま
り
、
国
民
党
政
府
の
現
実
へ
の
対
応
と
い
う
の
は
、
「
中
国
」
の
国
家
で

あ
っ
た
中
華
民
国
が
、
四
十
数
年
た
っ
て
「
台
湾
」
の
国
家
へ
と
変
化
し
よ
う

と
す
る
結
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
・
こ
れ
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な

台
湾
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
機
会
が
で
き
た
の
で
あ
る
・

ゼミ活動ノート・九三年夏合宿より・

台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

こ
う
し
て
現
在
台
湾
住
民
の
聞
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
共
産
党
や
国
民
党
の

「
台
湾
は
中
闘
の
一
部
で
あ
り
、
統
一
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
対

し
「
も
は
や
台
湾
は
中
国
の
一
部
で
は
な
い
」
と
主
張
し
、
「
中
国
国
家
」
で
は

な
く
台
湾
の
た
め
の
政
治
を
望
ん
で
中
国
と
の
統
一
を
好
ま
し
く
恩
わ
な
い
と

い
う
傾
向
が
う
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
だ
が
、
中
国
の
政
治
の
不
安
定
性
や
、

共
産
党
政
府
に
よ
る
武
力
行
使
の
可
能
性
か
ら
、
そ
の
動
き
は
す
ぐ
さ
ま
「
台

湾
独
立
」
に
向
か
う
わ
け
で
は
な
く
、
結
果
的
に
は
、
台
湾
の
独
自
性
を
主
張

し
つ
つ
中
国
と
は
統
一
せ
ず
、
ま
た
、
独
立
も
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
そ
の

主
流
を
し
め
て
い
る
・

以
上
、
台
湾
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
結
論
と

し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
中
華
思
想
の
中
で
一
辺
境
と
し
て
位
置
し
て
き
た
「
台
湾
」
が
そ
の

特
色
を
保
持
し
つ
つ
、
中
華
民
国
と
い
う
「
国
家
」
の
枠
を
は
め
ら
れ
、
国
際

社
会
の
中
で
四
十
数
年
存
在
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
「
台
湾
」
と
い
う
ま
と
ま

り
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
・

註
(
l
)
国
語
一
戦
後
、
中
国
の
共
通
語
で
あ
る
普
通
話
が
学
校
教
育
の
場
で
教

え
ら
れ
教
育
の
普
及
率
に
伴
い
台
湾
の
共
通
語
、
台
湾
「
国
語
」
と

な
っ
た
.

(
2
)
外
省
人
、
本
省
人
日
日
本
の
敗
戦
に
伴
い
中
国
本
土
か
ら
国
民
党
と
と

も
に
移
住
し
て
き
た
人
々
を
外
省
人
、
そ
れ
以
前
か
ら
台
湾
に
居
住
し

て
い
た
人
身
を
本
省
人
と
呼
ぶ
・
少
数
の
外
省
人
が
台
湾
の
政
治
を

行
っ
て
き
た
た
め
、
両
者
聞
に
は
対
立
が
あ
っ
た
・

(
3
)
福
倍
人
と
客
家
人
一
中
国
の
出
身
地
に
よ
る
漢
人
の
区
別
で
、
言
語
、

生
活
習
慣
の
違
い
に
よ
り
、
台
湾
内
で
対
立
し
て
い
た
。

〈

4
)
中
国
意
識
一
中
国
を
優
越
す
る
も
の
と
考
え
、
台
湾
は
中
国
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
と
台
湾
を
中
国
よ
り
下
位
に
み
る
考
え
方
.

(
5〉
万
年
国
会
日
四
七
年
か
ら
四
人
年
に
園
共
内
戦
の
混
乱
の
中
で
選
出
さ

れ
た
議
員
か
ら
な
る
国
会
で
、
共
産
党
の
「
反
乱
」
を
理
由
に
長
い
間

改
選
さ
れ
ず
に
き
て
い
た
・

(
く
ん
だ
・
あ
や
か
現
在
、
中
国
政
府
奨
学
金
留
学
生
と
し
て
度
門
大
学
留

学
中
)
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対
国
連
政
策
に
み
る
中
国
外
交
政
策
の
推
移

|
|
「
主
要
敵
論
」

か
ら
「
国
際
新
秩
序
」

問
題
意
識

平
和
、
安
定
、
公
正
、
合
理
的
な
国
際
新
秩
序
の
樹
立
は
、
:
:
:
時
代
の
発

展
が
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
.
中
国
政
府
は
、
未
来
の
国
際
秩
序
が
国

連
憲
章
の
趣
旨
と
原
則
に
符
合
し
、
国
際
社
会
か
ら
普
遍
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
:
:
:
原
則
に
も
符
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
・

(
九
一
年
、
国
連
総
会
に
お
け
る
銭
其
疎
外
相
の
一
般
演
説
〉

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
嬢
し
た
現
在
、
中
国
は
、
結
果
的
に
安
全
保
障
理
事
会

常
任
理
事
国
中
唯
一
の
社
会
主
義
国
と
な
っ
た
。
安
保
理
の
議
決
を
左
右
し
得

る
「
大
国
」
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
園
で
あ
り
、
同
時
に
依
然
と
し
て
発
展

へ
の
歩
み
、

一
九
五
0
5
一
九
九
一
ー
ー

安

藤

朋

子

(
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
〉

途
上
国
で
も
あ
る
中
国
は
、
国
際
社
会
の
中
で
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
・
現
在
中
国
は
、
天
安
門
事
件
以
降
の
西
側
諸
国
の

「
内
政
干
渉
」
に
反
発
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
協
調
路
線
を
採
っ
て
い
る
・

し
か
し
、
九
O
年
の
国
連
総
会
に
お
い
て
初
め
て
世
界
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
国

際
新
秩
序
」
構
想
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
主
義
的
傾
向
に
対
す
る
根

強
い
不
信
感
と
、
世
界
的
な
「
カ
ウ
ン
タ
ー
・
レ
グ
ォ
リ
ュ

l
シ
ョ
ン
」
の
潮

流
の
中
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
独
自
の
社
会
主
義
路
線
を
歩
も
う
と
す
る
中

国
の
強
固
な
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
.

本
稿
で
は
、
国
連
代
表
権
を
得
る
以
前
か
ら
現
在
に
到
る
ま
で
の
対
国
連
政

策
を
、
国
速
に
お
け
る
中
国
の
諸
行
動
(
主
と
し
て
投
票
・
演
説
)
と
、
国
速

に
関
す
る
中
国
政
府
の
発
言
・
見
解
の
分
析
を
通
じ
て
検
証
し
、
中
国
の
外
交

政
策
の
変
還
を
重
層
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
・

。。



卒論ダイジェスト

第
二
平

代
表
権
獲
得
ま
で
の
中
国
の
対
国
連
意
識
i
対
立
か
ら
協

調
へ

i

朝
鮮
戦
争

戦
後
間
も
な
く
の
国
連
の
繁
明
期
を
除
き
、
長
ら
く
国
連
か
ら
締
め
出
さ

れ
た
形
と
な
っ
て
い
た
中
国
は
、
一
貫
し
て
自
ら
の
代
表
権
の
正
当
性
と
、

園
連
か
ら
の
台
湾
・
国
民
党
政
府
代
表
の
排
除
を
主
張
し
て
き
た
.
し
か
し
、

朝
鮮
戦
争
時
の
中
国
軍
の
介
入
行
為
に
対
し
、
国
連
の
場
に
お
い
て
非
難
決

議
が
採
択
さ
れ
、
事
実
上
「
侵
略
国
」
の
絡
印
が
押
さ
れ
た
こ
と
は
、
中
国

代
表
権
問
題
を
討
議
す
る
国
連
加
盟
国
の
対
中
国
意
識
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
中
国
に
国
連
へ
の
幻
滅
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
.
中
国
は
次
第
に
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
操
縦
」
さ
れ
、
ま
た
米

ソ
の
対
立
の
激
化
に
翻
弄
さ
れ
て
本
来
の
目
的
|
|
平
和
維
持
機
構
と
し
て

の
機
能
ー
ー
を
発
揮
し
え
な
く
な
っ
た
国
連
の
在
り
方
に
対
し
、
失
望
と
反

発
を
強
め
て
い
く
・

2

「
中
間
地
帯
論
」
と
「
第
二
国
連
」

国
連
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
組
織
へ
の
参
加
を
許
さ
れ
な
い
中
国
は
、
同

様
に
米
ソ
主
導
の
国
際
秩
序
に
反
発
し
、
そ
の
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
ま
い
と

す
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
で
、
国
際
的
孤
立

状
態
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
・
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
の
中
で
再
登
場
し

た
の
が
所
謂
「
中
間
地
帯
論
」
で
あ
る
・
資
本
主
義
対
社
会
主
義
と
い
う
東

西
対
立
的
H

イ
デ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
観
点
で
な
く
、
大
固
た
る
ア
メ
リ
カ
帝
国

主
義
と
、
米
ソ
聞
の
広
範
な
「
中
岡
地
帯
」
の
聞
の
矛
盾
関
係
を
国
際
関
係

の
主
軸
と
す
る
南
北
問
題
的
な
発
想
で
あ
る
こ
の
論
は
、
戦
後
の
「
向
ソ
一

辺
倒
」
政
策
の
下
で
、
長
ら
く
影
を
ひ
そ
め
て
い
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
こ
の

論
が
復
活
し
た
背
景
に
は
、
五
六
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
期
に
激
化
し
た

ソ
連
と
の
対
立
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い

た
中
国
の
孤
立
感
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
.
こ
の
よ
う
な
折
に
起
こ
っ
た
の

が
、
所
調
「
第
二
国
連
」
設
立
の
動
き
で
あ
る
・
中
国
は
「
国
連
へ
の
妄
信

は
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
:
:
:
我
4
は
国
連
が
な
く
て
も
立
派
に

生
き
て
い
け
る
」
と
述
べ
、
当
時
の
国
連
の
在
り
方
に
対
し
て
、
強
い
不
信

感
を
露
に
し
た
。
更
に
周
思
来
首
相
は
「
別
個
に
革
命
的
国
連
を
作
っ
て
も

よ
い
」
と
述
べ
、
第
二
国
連
創
設
の
意
思
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
あ
る
。

結
果
的
に
は
こ
れ
ら
の
構
想
が
実
現
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
・
も
っ
と

も
、
中
国
が
真
に
要
求
し
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
国
連
の
改
革
で
あ
り
、

中
国
の
当
時
の
国
力
か
ら
見
た
現
実
性
を
も
考
え
合
わ
せ
て
も
、
こ
の
構
想

は
国
連
改
革
を
迫
る
中
国
の
戦
略
と
い
う
見
方
が
妥
当
と
恩
わ
れ
る
・
し
か

し
、
中
国
が
A
・
A
諸
国
の
勢
力
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
イ
ユ
シ
ア
チ
ブ
を

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
ソ
両
国
に
対
抗
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
こ
と

は
推
測
で
き
よ
う
。
「
第
二
国
連
」
構
想
の
挫
折
後
中
国
は
再
び
、
外
か
ら
の

国
連
改
革
要
求
を
続
け
て
ゆ
く
・

a
国
連
代
表
権
の
獲
得

中
国
は
、
国
速
に
対
抗
す
る
組
織
を
設
立
す
る
代
わ
り
に
、
国
連
へ
の
参

加
を
果
た
し
、
国
連
内
で
の
A
・
A
諸
国
の
勢
力
を
強
め
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
握
る
こ
と
で
米
ソ
両
国
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
当
初
、
国
連

総
会
で
の
重
要
事
項
指
定
に
よ
っ
て
批
准
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
苛
立
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対国連政策にみる中圏外交政策の推移

ち
か
ら
、
国
連
へ
の
改
革
要
求
事
項
と
し
て
、
国
連
へ
の
全
独
立
国
の
参
加

と
帝
国
主
義
飽
備
の
追
放
、
中
国
と
北
朝
鮮
に
対
す
る
非
難
決
議
の
撤
回
等
、

厳
し
い
要
求
を
出
し
て
い
た
中
層
だ
が
、
そ
の
後
、
国
連
で
の

A
・
A
諸
国

の
増
加
に
伴
っ
て
、
中
国
の
国
連
参
加
支
持
園
が
増
加
し
、
国
連
へ
の
参
加

実
現
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
に
伴
い
、
国
連
に
対
す
る
態
度
を
軟
化
さ

せ
て
い
っ
た
・
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
代
表
権
獲
得
、
並
び
に
台
湾
代

表
団
の
追
放
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
七
一
年
の
第
二
六
回
総
会
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。

4

国
連
で
の
中
国
の
役
割
|
|
分
担
金
の
推
移
か
ら
見
て
|
|

代
表
権
獲
得
後
、
中
国
は
国
連
の
各
組
織
に
お
い
て
も
活
動
を
開
始
し
た
・

U
N
E
S
C
O
(国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
)
、

I
L
O
〈
国
際
労
働
機
関
〉

等
、
北
京
に
事
務
所
を
開
設
す
る
機
関
の
数
も
増
加
し
、
中
国
は
概
ね
積
極

的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
.

と
こ
ろ
で
、
国
連
の
こ
れ
ら
組
織
の
活
動
に
不
可
欠
な
資
金
は
、
各
荷
の

支
払
能
力
(
国
民
所
得
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
)
に
応
じ
て
加
盟
国
が

負
担
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
.
国
連
代
表
権
を
得
て
聞
も
な
い
中
国
は
、
七

二
年
に
中
国
を
訪
問
し
た
ワ
ル
ト
ハ
イ
ム
事
務
総
長
(
当
時
〉
に
対
し
、
自

ら
こ
の
分
担
金
の
増
額
を
申
し
出
て
お
り
、
七
三
年
か
ら
実
際
に
分
担
金
を

引
き
上
げ
(
分
担
率
に
し
て
四
・
O
%
↓
五
・
五
%
)
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る

(
l
y
第
三
諸
国
と
団
結
し
て
米
ソ
両
大
国
に
対
抗
で
き
る
場
で

あ
る
国
連
を
強
化
し
、
同
時
に
分
担
率
を
高
率
に
キ
1
プ
す
る
こ
と
で
、
国

連
に
お
け
る
自
ら
の
発
言
力
、
影
響
力
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
中
国

の
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ
う
.

第
二
章

国
連
に
お
け
る
中
国
の
諸
行
動
の
分
析

本
論
文
で
は
、
一
九
七
二
年
か
ら
八
五
年
迄
の
総
会
・
安
保
理
で
の
中
国
の

投
票
行
動
、
並
び
に
総
会
に
お
け
る
一
般
演
説
中
の
特
定
語
裳
の
言
及
頻
度
の

分
析
を
行
い
、
中
国
の
外
交
政
策
、
並
び
に
意
識
の
変
化
の
観
察
を
試
み
た
・

ま
た
、
実
際
の
国
際
紛
争
に
対
す
る
中
国
の
対
応
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
比
較

的
最
近
|
|
『
独
立
自
主
』
外
交
路
線
を
打
ち
出
し
て
以
降
|
|
勃
発
し
、
極

め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
紛
争
に
発
展
し
た
湾
岸
戦
争
(
一
九
九
O
年
)
を
取
り
上

げ
、
中
国
の
国
速
に
お
け
る
一
連
の
外
交
行
動
の
分
析
を
通
し
て
、
現
実
の
国

際
社
会
の
中
で
中
圏
外
交
が
直
面
す
る
問
題
点
と
矛
盾
点
に
つ
い
て
検
証
を
行

な
っ
た
・

尚
、
本
稿
で
は
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
全
体
を
通
し
て
筆

者
の
注
目
し
た
事
項
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
.

-
総
会
・
安
保
理
に
お
け
る
投
票
行
動
の
分
析

(
2
)

ソ
連
や
資
本
主
義
先
進
諸
国
群
と
比
べ
、
第
三
諸
国
と
の
一
致
度
が
高
い

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
(
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
て

必
ず
し
も
一
O
O
%
一
枚
岩
的
な
一
致
は
見
せ
て
い
な
い
.
例
え
ば
超
大
国

の
覇
権
主
義
と
の
闘
争
を
表
明
し
て
い
た
七
三
年
の
安
保
理
に
お
い
て
も
、

中
国
は
ギ
エ
ア
・
ス
l
ダ
ン
等
の
第
三
諸
国
の
み
の
共
同
提
案
の
採
決
に
際

し
、
欠
席
す
る
と
い
う
態
度
も
示
し
て
い
る
。
国
連
へ
の
参
加
を
機
に
、
そ

れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
複
雑
、
且
つ
大
規
模
な
多
国
間
関
係
の
中
に

身
を
役
じ
た
中
国
は
、
嘗
て
唱
え
て
い
た
『
主
要
敵
』
論
の
よ
う
な
単
純
な

軍
事
的
発
想
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
国
際
関
係
に
対
応
し
き
れ
な
い
こ

と
を
徐
々
に
学
習
し
て
ゆ
く
。
世
界
に
存
在
す
る
次
元
の
異
な
る
争
点
に
対
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し
、
そ
の
全
て
に
関
し
て
特
定
固
と
は
対
立
し
、
特
定
固
と
は
一
致
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
事
を
体
験
し
た
こ
と
は
、
中
国
の
外
交
政

策
・
外
交
意
識
の
変
遷
の
上
で
、
極
め
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
推

測
出
来
よ
う
.
全
体
的
に
、
集
団
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
関
わ
ず
、
ど
の
グ

ル
ー
プ
と
も
一
致
度
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
も

「
四
人
組
」
打
倒
後
の
中
国
が
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
傾
向
を
強
め
、
そ
れ
ま

で
の
固
定
的
な
「
敵
」
を
設
定
す
る
姿
勢
か
ら
、
よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
且
つ

多
元
的
な
外
交
認
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
窺
わ
れ
る
。

之
総
会
に
お
け
る
中
国
代
表
団
の
一
般
演
説
の
分
析

中
国
代
表
団
が
国
連
総
会
に
お
い
て
行
っ
た
演
説
の
う
ち
、
七
一
年
、
七

四
年
、
入
三
年
、
九
一
年
の
も
の
を
サ
ン
プ
ル
に
採
り
、
中
国
の
外
交
政
策

を
検
証
す
る
上
で
象
徴
的
な
特
定
の
単
語
の
言
及
頻
度
の
推
移
を
調
べ
た

〈

3
Y

ま
ず
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
国
際
社
会

を
分
類
す
る
単
語
(
例
と
し
て
「
第
三
世
界
」
な
ど
)
の
言
及
頻
度
の
減
少

と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
係
な
く
、
そ
の
発
展
水
準
に
よ
っ
て
世
界
を
カ
テ

ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
単
語
(
同
じ
く
「
南
北
」
、
「
発
展
途
上
国
」
な
ど
〉
の
そ
れ

の
着
実
な
伸
び
で
あ
る
・

L
で
述
べ
た
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
傾
向
を
強
め
る

中
国
外
交
政
策
方
針
の
転
換
を
窺
わ
せ
る
変
化
と
言
え
よ
う
・
こ
の
こ
と
は
、

同
じ
く
極
め
て
高
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
帯
び
た
行
為
を
示
す
単
語
(
「
団

結
」
、
「
闘
争
」
、
「
革
命
」
な
ど
〉
の
そ
れ
が
、
特
に
八
三
年
か
ら
九
一
年
に

か
け
て
急
減
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

特
に
「
闘
争
」
と
「
平
和
」
の
言
及
頻
度
の
変
化
は
象
徴
的
で
あ
る
・
七

一
年
の
演
説
の
中
で
、
最
も
言
及
頻
度
の
高
い
単
語
で
あ
っ
た
「
闘
争
」
は
、

3. 
九
一
年
に
は
演
説
の
中
か
ら
姿
を
消
し
た
・
こ
れ
に
対
し
、
七
四
年
ま
で
は

ゼ
ロ
で
あ
っ
た
「
平
和
」
の
言
及
頻
度
は
、
八
三
年
に
は
全
文
中
最
も
高
い

も
の
と
な
っ
た
・
こ
こ
に
も
、
世
界
秩
序
の
闘
争
に
よ
る
変
革
か
ら
、
自
国

の
安
定
し
た
発
展
の
為
の
世
界
秩
序
の
安
定
へ
と
い
う
、
中
国
外
交
の
目
標

の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

湾
岸
戦
争
時
の
中
国
の
対
応

湾
岸
戦
争
時
の
中
国
の
国
連
に
お
け
る
言
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
詳
し
く
ふ
れ
な
い
が
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
中
国
は
い
か
な
る
積
極

的
な
役
割
を
も
演
じ
る
事
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
.
中
国
は
当
初
、
イ
ラ

ク
の
行
動
に
対
し
て
遺
憾
の
意
を
示
し
つ
つ
も
、
武
力
介
入
を
目
指
す
ア
メ

リ
カ
に
は
名
指
し
同
然
の
批
判
を
続
け
、
武
力
介
入
に
傾
い
て
い
た
閏
際
世

論
の
流
れ
に
一
石
を
投
じ
て
い
た
。
所
調
『
国
際
新
秩
序
』
が
打
ち
出
さ
れ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
下
に
お
い
て
で
あ
る
・
国
情
に
基
づ

く
政
治
経
済
制
度
の
選
択
権
、
内
政
不
干
渉
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
等

の
平
和
共
存
五
原
則
を
柱
と
す
る
こ
の
中
国
の
新
た
な
国
際
秩
序
観
に
は
、

明
ら
か
に
、
他
国
の
紛
争
に
武
力
介
入
し
、
自
国
中
心
の
閏
際
秩
序
を
も
く

ろ
む
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
天
安
門
事
件
以
降
、
政
治
・
経
済
面
に
わ
た
る
制

裁
措
置
を
加
え
、
自
ら
を
孤
立
状
態
に
追
い
込
ん
だ
欧
米
諸
国
(
日
本
も
含

め
て
)
へ
の
強
い
反
発
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
中
国
は
武
力
行
使
を
黙
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

武
力
行
使
実
行
の
線
で
一
致
し
た
他
の
安
保
理
常
任
理
事
固
に
対
し
、
自
ら

の
「
伝
家
の
宝
万
」
と
も
言
う
べ
き
拒
否
権
を
も
っ
て
抵
抗
す
る
こ
と
は
つ

い
に
な
く
、
「
棄
権
」
と
い
う
極
め
て
消
極
的
な
態
度
を
示
す
に
留
ま
っ
た
.

中
国
が
他
の
大
国
と
同
等
の
地
位
と
力

(U拒
否
権
)
を
持
ち
う
る
唯
一
の
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場
で
あ
る
安
保
理
に
お
い
て
、
結
局
そ
れ
を
黙
認
す
る
形
と
な
っ
た
の
は
な

ぜ
な
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
対
中
制
裁
解
除
と
い
う
「
報

酬
」
の
存
在
、
そ
し
て
、
当
時
世
界
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
武
力
行
使
容
認

の
動
き
に
逆
行
す
る
こ
と
に
よ
る
、
特
に
欧
米
諸
国
と
の
関
係
悪
化
へ
の
懸

念
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
イ
ラ
ク
へ
の
武
力
行
使
を
決
定
し
た
議
決

の
際
、
中
国
が
示
し
た
「
棄
権
」
と
い
う
意
思
表
示
は
経
済
発
展
と
い
う
至

上
命
題
の
為
に
国
際
関
係
の
安
定
を
保
ち
た
い
本
音
と
、
「
ア
メ
リ
カ
の
軍

事
行
動
に
同
調
し
た
」
と
い
う
印
象
を
極
力
薄
め
た
い
建
前
と
の
ジ
レ
ン
マ

が
生
み
出
し
た
妥
協
点
と
恩
わ
れ
る
.

第
三
章

対
国
連
政
策
に
み
る
中
国
外
交
政
策
の
推
移

対国連政策にみる中国外交政策の推移

時
期
別
に
み
る
対
国
連
政
策
の
推
移
と
外
交
政
策
の
連
関

関
連
に
対
す
る
中
国
の
政
策
・
雷
同
行
の
変
化
を
追
っ
て
、
対
国
連
政
策
か

ら
み
た
中
国
外
交
政
策
の
推
移
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
尚
、
こ
の
時
代
区
分

は
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
試
案
で
る
る
・

O
対
国
連
屈
折
・
反
発
期
(
五

O
i六
五
年
)

中
国
は
建
国
以
来
、
国
連
へ
の
参
加
を
強
く
希
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、

朝
鮮
戦
争
へ
の
参
戦
に
よ
り
「
侵
略
者
」
の
熔
印
を
押
さ
れ
た
中
国
は
、
国

連
・
を
米
ソ
両
大
国
の
帝
国
主
義
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
断
じ
、
寧
ろ
国

連
へ
の
反
発
を
強
め
て
い
く
・
し
か
し
こ
れ
は
、
国
連
そ
の
も
の
へ
の
反
発

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
米
ソ
の
対
立
に
翻
弄
さ
れ
る
国
連
の
在
り
方
で

あ
っ
た
.
一
時
、
第
二
国
連
創
設
の
構
想
ま
で
表
明
さ
れ
る
な
ど
、
中
国
の

対
国
連
関
係
は
最
悪
の
と
こ
ろ
ま
で
到
る
が
、
こ
れ
も
、
当
時
中
国
が
「
主

要
敵
」
と
見
倣
し
て
い
た
米
ソ
両
帝
国
主
義
に
対
す
る
第
三
諸
国
と
の
共
同

戦
線
を
張
り
得
る
場
と
し
て
、
中
国
が
国
連
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
こ
と

の
裏
返
し
と
い
え
よ
う
。
中
国
は
代
表
権
獲
得
後
、
一
貫
し
て
外
交
政
策
の

軸
と
し
て
国
連
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
点
は
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た

心
理
と
し
て
、
国
連
参
加
前
か
ら
既
に
培
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
恩

わ
れ
る
。

O
「
闘
争
の
ゐ
の
国
連
」
期
(
六
五

i
七
八
年
)

こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
ソ
連
と
の
対
立
が
激
化
じ
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関

係
改
善
が
進
む
、
中
国
外
交
に
お
け
る
転
換
期
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
.
確
か
に
「
主
要
敵
」
の
中
の
「
優
先
順
位
」
に
変
動
は
み
ら
れ
る

が
、
国
際
関
係
を
超
大
国
の
覇
権
争
奪
・
独
占
に
対
す
る
第
三
諸
国
と
そ
の

人
民
の
闘
争
と
し
て
捉
え
る
外
交
感
覚
そ
の
も
の
は
、
こ
の
時
期
大
き
な
変

化
は
見
ら
れ
な
い
。
漸
く
悲
願
の
国
連
加
盟
を
果
た
し
た
中
国
の
闇
速
に
お

け
る
行
動
目
標
が
「
主
要
敵
」
に
対
す
る
闘
争
と
現
在
の
世
界
秩
序
の
革
命

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
七
一
年
、
七
四
年
の
両
演
説
か
ら
も
明
ら
か
に
読
み
取

れ
る
。
こ
の
時
期
の
中
国
の
外
交
思
想
の
中
核
に
あ
っ
た
も
の
は
、
依
然
と

し
て
準
戦
時
的
な
発
想
た
る
「
主
要
敵
論
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。
し
か
し
中
国
は
、
国
連
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た

こ
と
の
な
か
っ
た
国
際
シ
ス
テ
ム
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
敵
|
味
方

を
単
純
に
割
り
切
り
、
敵
を
諸
悪
の
根
源
と
見
倣
す
こ
と
で
矛
盾
の
解
決
を

図
っ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
外
交
観
に
代
わ
り
、
敵
で
あ
っ
て
も
利
害
が
一
致

す
る
、
あ
る
い
は
友
好
国
で
あ
っ
て
も
利
害
が
対
立
す
る
複
雑
な
国
際
関
係

の
場
面
に
身
を
置
い
た
経
験
は
、
中
国
の
外
交
意
識
の
上
に
、
ま
さ
に
草
命

的
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
変
化
が
国
連
に
お
け
る
行
動
の
変
化
と
な
っ
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て
現
れ
る
時
期
は
、
改
革
・
開
放
路
線
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
七
八
年
の
中

国
共
産
党
一
一
期
三
中
全
会
の
時
期
と
一
致
す
る
.

O
「
平
和
の
た
め
の
国
連
」
期
(
七
八

i
八
九
年
)

国
連
総
会
の
演
説
の
中
に
お
け
る
「
平
和
」
の
言
及
頻
度
が
急
激
に
増
加

し
始
め
た
の
は
、
七
八
年
の
一
般
演
説
か
ら
で
あ
る
・
中
国
は
こ
の
頃
か
ら
、

革
命
と
闘
争
を
目
指
す
外
交
観
を
、
世
界
の
安
定
と
平
和
を
求
め
る
そ
れ
に

転
換
し
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
・
中
国
の
外
交
政
策
が
公
式
に
変
化
を

遂
げ
た
の
は
、
八
二
年
の
第
一
二
回
党
大
会
に
於
け
る
胡
耀
邦
の
「
政
治
報

告
」
以
降
と
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
る
.
筆
者
が
転
換
点
と
考
え
る
こ
の
時

期
(
七
人
年
〉
に
は
、
未
だ
対
外
政
策
に
お
い
て
そ
の
具
体
的
な
成
果
は
現

れ
て
い
な
い
。
中
国
は
相
変
わ
ら
ず
反
ソ
統
一
戦
線
の
強
化
に
励
ん
で
い
た
.

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
か
ら
「
平
和
」
に
関
す
る
言
及
頻
度
が
婚
す

の
は
何
故
か
・
そ
れ
は
、
改
革
・
開
放
政
策
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
な
も
の

が
、
世
界
秩
序
の
破
綾
と
同
義
で
あ
る
闘
争
や
革
命
で
は
な
く
、
平
和
な
国

際
環
境
の
整
備
で
あ
る
こ
と
に
、
中
国
が
気
付
き
始
め
た
徴
候
と
考
え
ら
れ

る
・
「
平
和
」
に
関
す
る
言
及
頻
度
の
増
加
は
、
自
国
の
政
治
理
念
を
国
際
的

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
で
あ
る
国
連
総
会
に
お
い
て
、
中
国
が
自
ら
の
外
交
理

念
の
変
化
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
.
「
平
和
」
と
対
象
的
に
、

「
闘
争
」
「
一
革
命
」
と
い
っ
た
言
葉
が
演
説
か
ら
消
え
て
い
っ
た
こ
と
も
、
中

閏
の
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
を
裏
付
け
て
い
る
・

O
「
静
か
な
草
命
」
期
(
八
九
年
1
)

中
国
は
こ
う
し
て
、
「
覇
権
主
義
反
対
と
世
界
平
和
の
擁
護
、
第
三
世
界

と
の
団
結
協
力
の
強
化
、
平
和
共
存
五
原
則
の
基
礎
の
上
の
米
ソ
を
含
む
各

国
と
の
関
係
改
善
」
を
う
た
っ
た
「
独
立
自
主
」
外
交
路
線
を
設
定
し
て
以

後
、
こ
の
原
則
を
外
交
政
策
決
定
の
基
盤
と
し
て
き
た
・
そ
の
概
念
を
更
に

拡
大
し
、
今
後
新
た
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
国
際
秩
序
と
し
て
打
ち
出
し
た
の

が
、
所
謂
「
国
際
新
秩
序
」
で
あ
る
。
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る

西
側
諸
国
と
の
関
係
改
善
、
そ
し
て
ソ
連
の
民
主
化
か
ら
解
体
に
至
る
一
連

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
西
側
諸
国
に
と
っ
て
の
中
国
の
戦
略
的
重
要
性
は
低

下
す
る
・
も
は
や
ソ
連
と
の
対
抗
上
、
中
国
を
「
甘
や
か
す
」
必
要
の
な
く

な
っ
た
商
側
各
国
は
、
中
国
に
対
し
、
要
求
の
水
準
を
高
め
て
ゆ
く
。
天
安

門
事
件
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
に
起
こ
っ
た
・
西
側
諸
国
は
一
斉
に
、

中
国
に
対
す
る
経
済
交
流
・
援
助
を
人
権
問
題
と
関
連
付
け
て
制
限
し
、
国

速
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
圧
力
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
.
中
国
政

府
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
西
側
諸
国
の
政
策
は
「
西
側
敵
対
勢
力
に
よ

る
和
平
演
変

(U平
和
的
手
段
に
よ
る
中
国
の
転
覆
)
」
の
試
み
で
あ
り
、
内

政
干
渉
に
ほ
か
な
ら
ず
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
.
と

は
い
え
、
表
立
っ
て
全
面
的
に
反
発
す
る
こ
と
は
、
経
済
の
発
展
と
国
力
増

強
の
た
め
の
環
境
整
備
H

西
側
諸
国
と
の
円
満
な
関
係
を
前
提
と
し
た
経
済

交
流
の
増
進
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
・
「
国
際
新
秩
序
」
の
中
で
、
国
家
聞
の

共
存
や
互
恵
協
力
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
西
側
の
価
値
観
の
押
し
つ
け

に
よ
る
内
政
干
渉
に
反
発
し
つ
つ
も
、
関
係
断
絶
と
い
う
事
態
は
何
と
し
て

も
避
け
た
い
中
国
の
立
場
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
.
し
か
し
中
国
は
、

「
和
平
演
変
」
と
い
う
形
で
の
中
国
へ
の
「
侵
略
」
に
つ
い
て
強
い
嘗
戒
感

を
抱
い
て
い
る
・
そ
し
て
同
時
に
、
ソ
連
崩
壊
、
湾
岸
戦
争
を
経
て
突
出
す

る
形
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
、
そ
の
「
新
世
界
秩
序
」
構

想
を
警
戒
し
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
構
想
と
し
て
白
ら
の
「
国
際
新
秩
序
」
構

想
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
.
こ
の
中
で
は
、
自
国
の
価
値
観
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対国連政策にみる中国外交政策の推移

-
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
押
し
つ
け
に
代
表
さ
れ
る
大
国
の
内
政
干
渉
と
覇
権
追

求
が
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
か
ら
も
、
同
じ
よ
う
に
「
国
連
憲

章
に
合
致
す
る
概
念
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
か
つ

て
の
よ
う
に
革
命
・
闘
争
と
い
う
「
動
」
の
形
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
国

の
国
情
に
基
づ
い
た
制
度
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
発
展
モ
デ
ル
を
あ
く
ま
で
堅

持
す
る
と
い
う
「
静
」
の
形
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
国
際
社
会
に
お
け
る
位
置

づ
け
を
行
い
、
且
つ
新
た
な
国
際
秩
序
の
構
築
を
目
指
す
中
国
の
意
図
を
窺

う
こ
と
が
出
来
よ
う
・

Z

『
国
際
新
秩
序
』
の
問
題
点
i
真
の
『
独
立
自
主
』
外
交
は
可
能
か

i

こ
れ
ま
で
、
国
連
誕
生
か
ら
現
在
ま
で
の
国
連
と
中
国
と
の
関
わ
り
の
過

程
の
中
か
ら
、
建
国
以
来
現
在
の
『
国
際
新
秩
序
』
構
想
誕
生
に
至
る
ま
で

の
中
国
外
交
政
策
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
外
交
政
策
、
殊
に
状
況
が
流
動
的
な
現
代
の
そ
れ
を
論
評
す
る

こ
と
へ
の
批
判
を
あ
え
て
甘
受
し
た
う
え
、
現
在
中
国
が
外
交
政
策
の
柱
と

し
て
い
る
『
国
際
新
秩
序
』
構
想
の
限
界
・
問
題
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
検
証
の
な
か
か
ら
指
摘
し
、
併
せ
て
中
国
外
交
の
今
後
の
展
望
を
行
っ
て
、

本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
構
想
の
後
ろ
楯
と
も
な
っ
て
い
る
国
連
憲
章
の
解
釈
が
、

決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
殊
に
人
権
問
題
に
関

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
所
謂
先
進
諸
国
の
そ
れ
と
の
聞
に
決
定
的
な
差
異

が
あ
る
・
欧
米
諸
国
の
考
え
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
解
釈
を
普
通
的

且
つ
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
の
是
非
は
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
が
、
こ
の

差
異
を
縮
小
し
、
双
方
の
妥
協
点
を
模
索
す
る
努
力
|
|
具
体
的
に
は
政
治

犯
の
釈
放
、
刑
務
所
で
の
待
遇
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
ー
ー
が
な
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
、
こ
の
構
想
が
広
く
国
際
的
な
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
.

第
二
に
、
構
想
の
中
で
は
(
名
指
し
こ
そ
避
け
た
も
の
の
〉
大
国
へ
の
批

判
を
行
い
、
国
連
安
保
理
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
大
国
へ
の
拒
否
権
も
有
す
る

立
場
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現
代
化
推
進
と
い
う
命
題
を
抱
え
、
他
の
常

任
理
事
国
と
の
協
調
関
係
維
持
を
不
可
欠
と
す
る
立
場
か
ら
、
事
実
上
賛
成
、

も
し
く
は
消
極
的
な
棄
権
と
い
う
選
択
肢
し
か
取
れ
な
い
と
い
う
現
在
の
中

国
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
如
何
に
構
想
を
主

張
し
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
説
得
力
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
今
後
、
他
の
安
保
理
常
任
理
事
国
の
結
束
が
ま
す
ま
す
強
固
と
な

り
中
国
が
孤
立
化
す
る
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
と
き
、
中
国
が
内
政
不
干
渉

の
立
場
を
一
層
強
固
に
打
ち
出
し
、
現
在
概
ね
協
調
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
常

任
理
事
国
の
結
束
を
乱
す
、
品
一
酉
わ
ぼ
「
開
き
直
り
」
政
策
を
取
る
可
能
性
も

指
摘
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
国
の
現
代
化
が
進
行
し
な
い
聞

は
、
そ
の
可
能
性
は
緩
め
て
小
さ
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

安
保
理
に
お
け
る
第
三
諸
国
の
代
表
を
自
認
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
大

国
と
の
協
調
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
・
自
ら
の
大
国
と
し
て
の
立
場
を
自
覚
し

な
が
ら
、
反
面
、
発
展
途
上
国
と
し
て
の
立
場
を
協
調
す
る
。
中
国
の
外
交

政
策
の
抱
え
る
問
題
点
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
「
安
保
理
の
拒
否
権
を
持
つ

大
国
に
し
て
発
展
途
上
国
」
と
い
う
、
世
界
に
も
類
を
見
な
い
中
国
と
い
う

国
の
性
格
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
か
つ
て
世
界
の
革

命
を
至
上
の
目
標
と
し
て
い
た
時
代
と
は
異
な
り
、
現
在
の
中
国
は
、
決
し

て
急
激
な
世
界
秩
序
の
変
化
は
欲
し
て
い
な
い
.
中
国
が
先
進
諸
国
並
み
の

現
代
化
と
安
定
化
(
経
済
面
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
)
を
果

-87ー
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た
し
て
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
、
「
大
国
に
し
て
先
進
国
」
と
な
る
時
ま
で
、
中

圏
外
交
政
策
は
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
苧
み
つ
つ
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
.

〈

1
)
ク
ル
ト
・
ワ
ル
ト
ハ
イ
ム
『
激
動
の
中
の
国
連
外
交
』
、
講
談
社
イ
ン

タ
l
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
一
九
八
六
年
、
入
二

1
入
三
頁
.

(
2
〉
こ
の
分
析
に
用
い
た
デ
ー
タ
は
、
浦
野
起
央
『
国
際
社
会
の
変
容
と
国

連
投
票
行
動
一
九
四
六

1
一
九
八
五
円
国
際
地
域
資
料
セ
ン
タ
ー
、

九
八
九
年
に
よ
る
・

(
3〉
こ
の
分
析
方
法
を
取
る
に
当
た
り
、
高
木
誠
一
郎
「
中
国
の
対
外
認
識

の
展
開
(
一
九
七
二

1
一
九
八
二
)
」
(
阿
部
達
味
編
『
中
国
外
交
政
策

決
定
の
構
造
』
第
二
章
に
収
録
〉
を
参
考
と
し
た
。

(
あ
ん
ど
う
・
と
も
こ

一
九
六
九
年
生
ま
れ
。
中
国
語
学
科
九
三
年
卒
業
)
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《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

ネ
ノ、

ノレ

ッ
ト
関
係
の
考
察

-
チ
ベ

序
論南

ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
を
遡
っ
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
が
始

ま
っ
て
以
来
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
・
シ

l
ク
王
国
、
ラ
ダ
ッ
タ
王
国
、
シ
ッ
キ
ム
王

園
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
数
々
の
園
が
独
立
を
失
っ
て
い
る
・
大
国
の
中
国
と
イ

ン
ド
に
挟
ま
れ
て
い
る
閏
ネ
パ

l
ル
に
と
っ
て
、
独
立
を
守
り
続
け
る
こ
と
が

ど
れ
だ
け
困
難
で
あ
っ
た
か
を
考
え
れ
ば
、
国
際
関
係
の
持
つ
意
味
を
あ
る
程

度
理
解
で
き
る
・
そ
こ
で
、
ネ
パ

l
ル
の
過
去
の
歴
史
の
中
で
国
際
関
係
は
ど

う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
探
る
目
的
で
、
私
は
卒
業
論
文
の
テ

1
7
を

「
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
考
察
」
と
決
め
、
論
文
を
作
成
し
た
・

プ
ル
ナ
・
ラ
タ
ナ
・
サ
キ
ャ

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
)

第

章

古
代
お
よ
び
中
世
の
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係

-89一

ネ
パ

l
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
と
の
関
係
は
、
ネ
パ

l
ル
の
古
代
リ
ッ
チ
ャ
ピ
時
代

に
ま
で
遡
る
・
国
王
ア
ン
シ
ュ
ブ
7

ル
マ
ー
が
、
娘
の
ブ
リ
ク
テ
ィ
・
デ
プ
ィ

を
チ
ベ
ッ
ト
の
統
一
者
で
あ
る
大
王
の
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ
に
嫁
が
せ
た
と

い
う
伝
承
が
あ
る

(
l
y
p
v
チ
ャ
ピ
時
代
、
ネ
パ
ー
ル
の
政
治
体
制
は
二
頭

政
治
体
制
で
あ
っ
た
・
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
デ
l
ブ
ァ
王
子
は
自
分
の
父
王
、
ウ
ダ

ヤ
・
デ
1
プ
ァ
王
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
時
点
で
、
叔
父
の
ド
ォ
ル
パ
・
デ
l

プ
ァ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
来
の
後
継
者
で
あ
る
ナ

レ
ン
ド
ラ
・
デ
l
プ
ァ
が
当
時
軍
事
的
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
チ
ベ
ッ

ト
王
の
も
と
へ
亡
命
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た

(
2
Y
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン
ポ

王
の
迎
え
た
ネ
パ

l
ル
王
女
は
、
亡
命
し
て
き
た
王
子
の
娘
、
あ
る
い
は
妹
で



卒論ダイジェスト

あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
.
チ
ベ
ッ
ト
に
亡
命
し
た
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
デ
l

ブ
ァ
が
、
西
暦
六
四

O
年
に
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
軍
事
援
助
を
受
け
、
自
分
の
叔
父

の
息
子
、
ピ
マ
ル
ジ
ュ
ナ
・
デ
l
ブ
ァ
と
実
力
者
の
ブ
ィ
シ
ュ
ヌ
・
グ
プ
タ
を

倒
し
て
復
権
し
た
.

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
チ
ベ
ッ
ト
は
国
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
重
要

な
ヒ
マ
ラ
ヤ
貿
易
ル
l
ト
を
開
通
さ
せ
て
い
る
・
カ
ト
マ
ン
ズ
は
夏
に
ヒ
マ
ラ

ヤ
を
越
え
た
物
資
を
貯
蔵
し
、
そ
れ
を
冬
に
イ
ン
ド
に
送
り
、
逆
に
、
冬
に
タ

ラ
イ
を
越
え
た
物
資
を
夏
に
チ
ベ
ッ
ト
へ
送
る
た
め
の
中
継
地
と
な
っ
た

(
3
Y
こ
の
貿
易
の
魅
力
こ
そ
が
、
一
八
世
紀
に
は
二
二
か
ら
二
四
も
の
小
さ

な
土
侯
国
で
満
ち
て
い
た
ネ
パ

l
ル
国
の
、
ゴ
ル
カ
王
に
よ
る
統
一
と
い
う
軍

事
的
大
事
業
を
促
し
た
の
で
あ
る
と
、
ネ
パ

l
ル
史
の
専
門
家
の

g-n-

m冊
偶
ヨ
-
氏
は
主
張
し
て
い
る

(
4
1

チ
ベ
ッ
ト
は
、
七
世
紀
の
始
め
に
成
立
し
た
チ
ベ
ッ
ト
王
朝
が
入
四

O
年
に

崩
壊
し
、
分
裂
国
家
時
代
に
入
る
〈
5
1
一
六
四
二
年
に
は
再
び
チ
ベ
ッ
ト
に

中
央
政
治
権
力
が
生
ま
れ
、
こ
の
ま
ま
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
六
四
五
年
ご
ろ
、
チ
ベ
ッ
ト
圏
内
の
不
安
定

な
隙
聞
を
狙
っ
て
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ネ
ワ
l
ル
王
の
】

u
g
g司
冨
色
宮
も
チ
ベ
ッ

ト
の
国
境
地
域
に
侵
略
を
図
り
、
勝
利
を
手
に
し
て
い
る
.
そ
の
結
果
、
二
国

聞
に
協
定
が
結
ぼ
れ
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ネ
ワ

l
ル
王
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
様
々
な

特
権
を
手
に
し
た

(
6
1
こ
の
利
益
と
中
継
地
と
し
て
の
税
金
は
ネ
ワ

l
ル

王
朝
の
主
な
財
源
で
あ
っ
た
・

第
二
章

近
代
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ヴ
ト
関
係

ネ
パ

l
ル
が
近
代
史
に
入
る
時
期
と
平
行
し
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
国
々
に
新
た

な
国
際
関
係
が
生
じ
て
い
く
・
そ
れ
ま
で
、
チ
ベ
ッ
ト
と
接
し
て
き
た
カ
ト
マ

ン
ズ
の
ネ
ワ

l
ル
王
に
、
ゴ
ル
カ
新
政
権
が
取
っ
て
代
わ
る
。
南
の
イ
ン
ド
に

お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
一
七
六

O
年
に
は
商
業
会
社
か
ら

一
段
と
強
力
な
政
治
勢
力
に
変
質
す
る

(
7
Y

カ
ト
マ
ン
ズ
の
ネ
ワ
l
ル
王
は
、
ゴ
ル
カ
寧
と
戦
う
資
金
を
作
る
た
め
、
チ

ベ
ッ
ト
へ
の
貨
幣
鋳
造
の
銀
に
銅
を
混
ぜ
、
品
質
を
落
と
し
て
チ
ベ
ヲ
ト
に
渡

し
て
い
た
.
こ
の
貨
幣
を
商
人
等
が
受
け
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
商

業
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

(
8
Y
こ
の
た
め
、
二
国
聞
に
交
渉
が
始
ま

る
.
こ
の
時
点
で
ゴ
ル
カ
政
権
は
、
か
つ
て
の
ネ
ワ

l
ル
王
時
代
か
ら
の
チ

ベ
ッ
ト
に
お
け
る
治
外
法
権
、
貨
幣
鋳
造
権
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
た

い
と
主
張
し
た
・
こ
れ
に
対
し
て
チ
ベ
ッ
ト
側
は
、
か
つ
て
の
ネ
ワ

l
ル
王
時

代
に
鋳
造
さ
れ
た
質
の
悪
い
貨
幣
を
引
き
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
ゴ
ル
カ
新

政
権
に
要
求
し
た
・
ネ
パ

l
ル
統
一
事
業
で
国
庫
が
底
を
つ
い
て
い
た
ゴ
ル
カ

側
は
そ
れ
が
出
来
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

結
局
、
両
者
の
主
張
が
折
り
合
わ
ず
、
解
決
策
と
し
て
ゴ
ル
カ
側
は
戦
争
に
突

入
し
た
.
こ
の
戦
争
は
一
七
八
八
年
か
ら
一
七
九
二
年
ま
で
長
引
き
、
や
が
て

チ
ベ
ッ
ト
側
に
清
軍
が
加
勢
す
る
こ
と
に
な
る
・
清
軍
は
カ
ト
マ
ン
ズ
の
近
く

ま
で
攻
め
て
き
て
ネ
パ

l
ル
を
大
敗
さ
せ
た
。
こ
の
戦
争
の
お
か
げ
で
、
チ

ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
が
頂
点
に
達
す
る
一
方
で
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も

ネ
パ

l
ル
に
も
メ
リ
v
ト
は
な
か
っ
た
・
戦
勝
国
の
清
国
は
ネ
パ

l
ル
に
五
年

に
一
度
、
北
京
へ
使
節
聞
を
派
遣
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
・
こ
の
年
か
ら
清

-90ー
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帝
へ
使
節
団
を
送
り
始
め
、
一
九

O
六
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
・
一
七
六
八
年
に

ゴ
ル
カ
軍
が
カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地
に
攻
め
入
っ
た
際
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ネ
ワ
l
ル

王
の
要
請
が
あ
っ
て
、
英
印
政
府
は
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
遠
征
隊
を
派
遣
し
た

(
9
1
清
軍
と
戦
っ
た
時
も
、
ネ
パ
ー
ル
は
英
印
政
府
を
敵
と
見
な
し
な
が
ら

も
、
軍
事
援
助
を
求
め
た
が
、
し
か
し
英
印
政
府
は
ネ
パ

l
ル
に
何
も
与
え
な

か
っ
た
.
ゆ
え
に
、
ネ
パ

l
ル
は
英
印
政
府
を
敵
と
見
な
し
続
け
、
二
国
聞
に

緊
張
感
が
高
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
.
清
国
は
ネ
パ

l
ル
を
破
り
、
朝
貢
固
に

仕
立
て
た
も
の
の
、
ネ
パ

l
ル
の
内
政
、
外
交
に
は
干
渉
し
な
か
っ
た
。
こ
れ

が
原
因
で
、
ネ
パ

l
ル
は
再
び
領
土
拡
張
活
動
に
出
て
、
西
へ
進
出
中
に
パ
ン

ジ
ャ
ブ
の
シ

l
ク
族
の
軍
隊
と
接
し
、
そ
こ
で
シ

l
ク
軍
と
対
時
し
た
(
叩
)
.

一
八
一
四
年
の
段
階
で
、
ネ
パ

l
ル
と
英
印
政
府
の
国
境
地
域
に
お
け
る
領
有

権
の
問
題
が
戦
争
に
発
展
し
、
結
局
、
ネ
パ

l
ル
は
英
印
政
府
に
負
け
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
た
め
、
ネ
パ

l
ル
は
清
国
の
朝
貢
園
の
資
格
で
、
数
回

に
わ
た
っ
て
、
清
帝
に
軍
事
、
経
済
両
面
に
渡
る
援
助
を
要
請
し
た
が
、
清
帝

は
蛮
族
相
手
の
争
は
不
聞
に
附
す
べ
き
と
い
っ
た
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
見
せ

た
〈
U
)
。
清
固
か
ら
何
の
支
援
も
貰
え
ず
、
ネ
パ

l
ル
は
自
力
で
戦
い
、
結
局

イ
ギ
リ
ス
に
敗
れ
て
し
ま
っ
た
.
ネ
パ

l
ル
は
自
国
の
独
立
を
守
る
た
め
、
イ

ギ
リ
ス
の
前
で
は
清
国
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
フ
ル
に
利
用
し
て
見
せ
た
.
英

印
政
府
は
ネ
パ

l
ル
を
破
っ
て
も
、
清
帝
を
常
に
恐
れ
て
イ
ン
ド
に
併
合
し
な

か
っ
た
・
戦
争
の
結
果
、
二
国
聞
に
平
和
条
約
が
結
ば
れ
、
ネ
パ

l
ル
は
イ
ギ

リ
ス
の
駐
在
官
を
お
く
こ
と
と
、
領
土
の
一
部
を
英
印
政
府
に
譲
る
だ
け
で
済

ん
だ
.
ネ
パ

1
ル
は
負
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
清
国
へ
の
期
待
を
捨
て
ず
、
カ
ト

マ
ン
ズ
の
イ
ギ
リ
ス
駐
在
官
を
追
い
出
し
、
割
譲
し
た
土
地
を
撤
回
す
る
計
画

を
実
現
す
る
た
め
、
一
人
三
七
年
と
一
八
四
二
年
の
朝
貢
使
節
団
を
通
じ
、
清

固
に
二
回
に
わ
た
っ
て
支
援
を
要
請
し
た
〈
U
Y
ネ
パ

l
ル
の
敵
で
あ
る
イ

ギ
リ
ス
も
、
清
国
の
敵
で
あ
る
イ
ギ
ロ
ス
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
清
国
側
に

は
通
じ
な
か
っ
た
.
ネ
パ

l
ル
は
清
国
か
ら
何
の
支
援
も
貰
え
ず
、
イ
ギ
リ
ス

と
再
び
戦
争
に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
・
そ
の
う
え
、
清
固
ま
で
イ

ギ
リ
ス
と
の
ア
ヘ

γ
戦
争
に
負
け
て
し
ま
っ
た
.

統
一
者
で
あ
る
ゴ
ル
カ
王
プ
リ
チ
ピ
の
死
後
、
王
の
後
継
者
が
幼
年
の
内
に

な
く
な
る
こ
と
が
相
次
い
で
起
き
た
。
こ
の
結
果
、
宮
廷
内
で
摂
政
政
治
が
続

い
た
り
、
家
臣
等
の
聞
に
派
閥
が
生
じ
た
り
し
て
、
政
権
の
安
定
に
欠
け
て
い

た
.
ま
た
、
ネ
パ

l
ル
の
権
力
を
握
っ
て
き
た
ネ
パ

l
ル
宮
廷
の
家
臣
等
は
、

親
清
朝
の
立
場
を
取
り
続
け
、
靖
国
か
ら
の
何
等
か
の
支
援
を
得
て
、
国
の
た

め
に
こ
れ
と
い
っ
た
功
績
を
積
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
・
こ
れ
が
原
因
で
、

一
入
四
六
年
に
ゴ
ル
カ
宮
廷
内
に
、
大
規
模
な
権
力
闘
争
に
よ
る
大
虐
殺
事
件

が
起
き
る
〈
臼
)
.
こ
の
闘
争
で
、
反
対
派
の
家
臣
等
を
一
人
残
さ
ず
殺
し
た

ジ
ヤ
ン
グ
・
パ
ハ
ド
ォ

l
ル
・
ラ
ナ
将
軍
が
ネ
パ

1
ル
の
実
力
者
と
な
り
、
ラ

ナ
家
専
制
政
治
を
通
じ
て
園
を
治
め
始
め
る
の
で
あ
る
・
こ
の
人
物
の
時
代
か

ら
、
圏
内
、
圏
外
政
治
政
策
の
あ
り
か
た
も
一
変
す
る
。
外
交
の
面
で
は
、
こ

れ
ま
で
親
清
朝
で
あ
り
続
け
た
ネ
パ

1
ル
政
権
が
、
一
変
し
て
親
英
に
変
わ
っ

て
い
く
の
で
あ
っ
た
.
こ
の
原
因
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
拡

大
の
大
勢
が
も
は
や
動
か
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
と
、
清
闘
が
表
え
始

め
た
こ
と
で
あ
る
・
清
国
に
起
き
た
太
平
天
国
の
乱
の
情
報
を
耳
に
し
た
ジ
ヤ

ン
グ
・
パ
ハ
ド
ォ

l
ル
・
ヲ
ナ
将
軍
は
、
再
び
チ
ベ
ッ
ト
に
遠
征
隊
を
送
っ
た
。

こ
の
行
動
は
、
か
つ
て
清
軍
が
ネ
パ

l
ル
に
ま
で
進
出
し
て
き
て
ゴ
ル
カ
人
の

自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
ゴ
ル
カ
側
の
密
か
な
復
幡
宮
の
行
動

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
、
清
固
に
長
い
間
援
助
を
求
め
た
に
も
拘
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ら
ず
、
そ
れ
が
す
げ
な
く
拒
否
さ
れ
た
こ
と
か
ら
靖
国
の
実
力
の
程
度
を
き
と

り
、
他
方
英
印
政
府
を
敵
と
し
て
南
方
に
進
出
す
る
こ
と
が
実
行
不
可
能
な
る

こ
と
を
読
み
取
り
、
む
し
ろ
英
印
政
府
と
の
友
好
関
係
を
積
極
的
に
進
め
、
他

方
チ
ベ
ッ
ト
に
ゴ
ル
カ
草
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
転
向
さ
せ
、
そ
こ
に
重
大
な
利
益

を
獲
得
し
よ
う
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る

(
U
Y
一
八
五
五
年
の
二
回
目
の
ネ

パ
l
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
と
の
戦
争
で
は
、
清
箪
が
チ
ベ
ッ
ト
を
支
援
に
は
来
ら
れ

な
か
っ
た
・
ネ
パ

l
ル
側
が
勝
利
し
、
一
八
五
六
年
に
二
国
聞
に
平
和
条
約
が

結
ぼ
れ
た

(
U
Y
条
約
の
主
な
条
項
と
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
は
毎
年
一
万
ル
ピ
l

の
年
金
を
ネ
パ

l
ル
に
支
払
う
、
ネ
パ

l
ル
は
チ
ベ
ッ
ト
が
第
三
国
の
攻
撃
を

受
け
た
場
合
、
能
力
が
あ
る
限
り
の
援
助
保
護
を
チ
ベ

y

ト
に
与
え
る
こ
と
を

約
束
し
、
且
つ
ネ
パ

l
ル
政
府
は
ラ
サ
保
護
の
た
め
に
高
等
官
吏
を
そ
こ
に
駐

在
せ
し
め
る
、
又
通
商
関
係
の
条
項
と
し
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
ネ
パ

l
ル
政
府

の
商
人
又
は
そ
の
他
の
ネ
パ

l
ル
人
民
に
関
税
、
通
行
税
お
よ
び
い
か
な
る
他

の
税
金
も
謀
せ
ず
、
又
ネ
パ

l
ル
政
府
は
ラ
サ
に
庖
舗
を
開
い
て
自
由
に
商
品

を
販
売
し
う
る
と
い
う
約
束
を
勝
ち
取
っ
た

(mv
ま
も
な
く
、
イ
ン
ド
で
セ

ポ
イ
の
乱
が
起
き
た
.
そ
こ
で
、
英
印
政
府
を
助
け
る
た
め
に
、
ジ
キ
ン
グ
・

パ
ハ
ド
ォ

l
ル
・
ラ
ナ
将
軍
自
ら
、
一
万
人
の
軍
を
率
い
て
イ
ン
ド
平
原
に

下
っ
て
乱
の
平
定
に
当
た
り
(
げ
て
具
体
的
に
軍
事
協
力
を
提
供
し
た
.
英
印

政
府
は
、
こ
れ
が
原
因
で
ネ
パ

l
ル
を
同
盟
国
扱
い
し
、
ゴ
ル
カ
兵
を
自
国
の

軍
に
雇
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ネ
パ

l
ル
の
よ
う
な
小
園
の
外
交
政
策
の
特
徴
が
、
こ
こ
に
良
く
現
れ
て
い

る
。
ネ
パ

l
ル
は
常
に
理
想
の
外
交
と
し
て
、
中
固
と
イ
ン
ド
と
の
バ
ラ
ン
ス

外
交
政
策
に
重
点
を
置
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
は
理
想
と
は
掛
け
離
れ

て
い
る
・
ネ
パ

l
ル
の
近
代
史
に
お
け
る
外
交
政
策
の
性
質
は
、
現
在
ま
で
尾

を
引
い
て
い
る
。
時
に
は
中
国
寄
り
に
な
り
、
時
に
は
イ
ン
ド
寄
り
に
な
る
.

偏
っ
た
外
交
政
策
を
通
じ
て
国
を
運
営
し
て
き
た
・
表
向
き
の
バ
ラ
ン
ス
外
交

と
し
て
、
実
力
者
の
ジ
ヤ
ン
グ
・
パ
ハ
ド
ォ
l
ル
は
自
ら
親
イ
ギ
リ
ス
派
と
し

て
政
権
を
揮
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
清
国
へ
の
朝
貢
は
止
め
な
か
っ
た
.
と
こ
ろ

で
、
こ
れ
以
来
、
朝
貢
は
従
来
の
政
治
的
な
意
味
を
失
い
、
た
だ
の
貿
易
の
た

め
の
朝
貢
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
.
朝
貢
を
通
じ
て
ネ
パ

l
ル
の
権
力
者
は
、
ネ

パ
l
ル
で
栽
培
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
を
大
量
に
中
国
へ
運
ば
せ
、
高
額
の
儲
け
を
手

に
し
て
い
る
。
こ
の
使
節
団
は
一
九
二
年
の
清
朝
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
一
九

O
六
年
の
段
階
で
事
実
上
停
止
さ
れ
る
・
そ
の
原
因
は
、
中
固
に
ネ
パ

l
ル
の

ア
ヘ
ン
が
売
り
に
く
く
な
っ
た
こ
と
と
、
ネ
パ

l
ル
が
清
国
か
ら
の
支
緩
が
一

度
も
得
ら
れ
ず
、
英
印
政
府
と
の
戦
争
で
膨
大
な
領
土
を
失
う
羽
目
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
・
国
の
独
立
ま
で
危
険
に
さ
ら
し
て
清
国
の
朝
貢
国
に
な
る
必
要

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
清
帝
と
の
関
係
を
打
ち
消
し
た
の
で
あ
っ
た
・
こ
の

行
動
の
裏
に
イ
ギ
リ
ス
の
働
き
も
見
ら
れ
る
.
こ
れ
に
よ
り
、
一
九

O
四
年
か

ら
一
九
O
九
年
の
聞
に
清
固
か
ら
盛
ん
に
な
さ
れ
た
提
案
で
あ
る
(
問
可
清

国
の
五
カ
国
連
邦
合
V

吉
田
+
寸
F
S
+
z
a
巴
+
凶
F
E
S
+
ω
-
w
E
g
)
か
ら
免
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

英
印
政
府
が
チ
ベ
ッ
ト
と
接
し
た
の
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
頃
で
あ
る
。
二

O
世
紀
が
近
付
く
に
つ
れ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
を
巡
る
舞
台
に
も
う
一
つ
の
帝
国
、

ロ
シ
ア
が
現
れ
た
・
英
印
領
と
チ
ベ
ッ
ト
が
接
す
る
国
境
線
は
距
離
が
長
い
.

そ
こ
に
ロ
シ
ア
が
現
れ
た
ら
、
大
国
同
志
の
対
立
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

た
イ
ギ
り
ス
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
清
国
の
支
配
下
の
緩
衝
固
と
し
て
お
く
の
が
よ

い
と
判
断
し
た
。
一
九

O
二
1
一
一
一
年
頃
、
チ
ベ
ッ
ト
と
ロ
シ
ア
の
聞
に
秘
密
協

定
が
締
結
さ
れ
た
と
い
う
情
報
を
手
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
苛
立
ち
、
ヤ
ン
グ
・
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ハ
ズ
バ
ン
ド
大
佐
の
も
と
に
遠
征
隊
を
派
遣
す
る
.
そ
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の

抵
抗
も
な
く
勝
利
を
収
め
た
。
戦
争
の
結
果
ラ
サ
条
約
が
結
ぼ
れ
た
。
そ
れ
は
、

チ
ベ
ッ
ト
に
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
権
を
設
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
ラ
サ
条
約
に
は
清
国
の
宗
主
権
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
清
国

側
の
調
印
も
な
か
っ
た
.
ゆ
え
に
、
一
九
O
六
年
四
月
に
清
園
の
宗
主
権
と
イ

ギ
リ
ス
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
特
権
と
を
取
引
条
件
と
し
て
、
北
京
条
約
が
結

ぼ
れ
た

(
m
y
こ
の
よ
う
に
、
事
実
上
の
清
国
の
宗
主
権
が
確
立
さ
れ
る
に

至
っ
た
・
イ
ギ
リ
ス
は
さ
ら
に
、
一
九
O
七
年
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ロ
シ
ア
と

も
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
国
の
宗
主
権
を
認
め
る
内
容
の
協
定
を
結
ん
だ
。

そ
し
て
、
二
固
と
も
チ
ベ
ッ
ト
に
干
渉
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
あ
っ
た
。
一
九

O
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
サ
侵
略
を
受
け
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
三
世
は
北
方

の
モ
ン
ゴ
ル
の
首
都
ウ
ル
ガ
(
庫
倫
〉
に
一
年
間
亡
命
し
た
。
こ
の
際
、
ラ
ザ

に
続
い
た
政
治
空
白
の
状
況
を
清
国
が
利
用
し
、
チ
ベ
ッ
ト
侵
略
を
始
め
た
・

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
再
び
敵
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
に
約
二
年
間
亡
命
せ

ざ
る
得
な
か
っ
た
.
イ
ン
ド
に
滞
在
し
な
が
ら
一
九
一
一
年
一

O
月
の
辛
亥
革

命
を
迎
え
、
チ
ベ

v
ト
か
ら
清
軍
を
追
い
出
し
、
独
立
を
手
に
し
た
・

一
九
一
一
年
の
清
朝
の
崩
壊
後
、
チ
ベ
ッ
ト
は
事
実
上
独
立
を
宣
言
し
、
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
は
イ
ギ
リ
ス
側
に
働
き
か
け
、
中
国
に
自
ら
の
独
立
を
認
め
さ
せ

る
た
め
に
、
一
九
一
四
年
に

ω
E
E
(イ
ン
ド
北
部
)
会
議
を
聞
か
せ
た

〈
初
)
。
そ
の
結
果
、
チ
ベ
ッ
ト
を
内
・
外
二
つ
に
分
け
、
外
チ
ベ
ッ
ト
(
西

側
)
に
つ
い
て
中
国
は
そ
の
自
治
権
を
認
め
、
内
政
に
干
渉
せ
ず
、
そ
の
西
側

で
中
国
は
宗
主
権
者
と
し
て
い
か
な
る
制
限
も
加
え
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た

が
、
中
閣
は
こ
の
条
約
に
調
印
し
な
か
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
は
気
に
せ
ず
、
一
方

的
に
独
立
を
貫
い
た
.
一
四
世
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
る
と
、
第
二
次
世
界
大

戦
と
日
中
戦
争
に
も
チ
ベ
ッ
ト
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
そ
の
独
立
を
外
部
の
世

界
に
対
し
て
証
明
す
る
た
め
、
積
極
的
な
行
動
に
は
出
な
か
っ
た
・
イ
ギ
リ
ス

と
の
関
係
だ
け
で
満
足
し
た
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
.

第
三
章

現
代
ネ
パ

I
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係

ネ
パ

l
ル
の
現
代
史
は
、
一
入
四
六
年
か
ら
一

O
四
年
間
続
い
た
ラ
ナ
家
専

制
政
治
体
制
が
、
一
九
五

O
年
の
主
政
復
古
に
よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
た
時

に
始
ま
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
国
を
運
営
す
る
基
盤
を
作
っ

て
出
て
行
っ
た
。
ネ
パ

l
ル
に
お
い
て
ラ
ナ
政
府
は
、
近
代
的
国
家
が
必
要
と

す
る
機
携
を
何
一
つ
残
し
て
は
い
な
か
っ
た
・

こ
の
時
期
を
境
に
、
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
を
巡
る
国
際
政
治
が
劇
的
な
変

化
を
見
せ
る
・
イ
ン
ド
の
英
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
、
中
華
人
民
共
和
国
の

誕
生
と
、
そ
れ
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
侵
略
で
あ
っ
た
。
中
共
軍
は
一
九
五

O
年
一

O
月
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
進
撃
を
開
始
し
た
.
当
時
、
中
国
の
進
撃
を
イ
ン
ド
政

府
は
非
難
し
、
そ
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
も
同
調
し
た
.
チ
ベ
ヲ
ト
は
国
速
に
提
訴

し
た
が
、
イ
ン
ド
代
表
が
イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
の
三
者
に
よ
る
平
和
解

決
の
見
通
し
を
述
べ
た
の
で
、
総
会
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

中
国
共
産
党
の
チ
ベ

v
ト
進
撃
を
非
難
す
る
ば
か
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
も
イ
ン
ド

も
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
具
体
的
な
援
助
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
・
窮
し

た
チ
ベ
ッ
ト
は
、
北
京
に
代
表
団
を
送
っ
て
侵
略
を
止
め
て
も
ら
お
う
と
望
ん

だ
。
逆
に
、
代
表
団
は
中
国
か
ら
一
九
五
一
年
五
月
一
一
一
一
一
日
、
一
七
条
の
合
意

事
項
を
盛
り
込
ん
だ
「
平
和
解
放
蔵
弁
法
的
協
議
」
に
臨
む
こ
と
に
な
り
、
こ

の
協
定
草
案
を
受
諾
し
、
そ
の
文
書
に
署
名
さ
せ
ら
れ
た

(
2
1
こ
の
時
点
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で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
将
来
の
在
り
方
が
大
体
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
協
定
の

第
一
条
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
中
共
の
「
大
家
庭
」
の
一
員
と
さ
れ
、
第
一
四
条

で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
外
交
上
の
権
限
は
全
て
中
国
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
.
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
を
改
革
す
る
名
目
で
軍
を
補
強
し
、
チ
ベ
ッ
ト
侵
略
を

強
め
る
・
こ
れ
に
抵
抗
す
る
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
が
騒
動
を
起
こ
す
.
こ
の
様
な

緊
迫
し
た
状
況
で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
一
九
五
九
年
三
月
一
七
日
に
イ
ン
ド
へ

亡
命
す
る

(
n
y
イ
ン
ド
は
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
中
国
共
産
党
の
侵
略
を
見
て
、
ネ

パ
l
ル
を
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け
ば
、
い
ず
れ
そ
の
波
が
ネ
パ

l
ル
に
も
押
し

寄
せ
、
そ
の
う
ち
イ
ン
ド
ま
で
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
・
イ
ン
ド
が
ネ

パ
l
ル
に
期
待
し
た
の
は
、
政
治
的
安
定
で
あ
っ
た

(
n
y
イ
ン
ド
は
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
政
策
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
中
国
の
協

力
が
必
要
で
あ
っ
た
.
こ
の
た
め
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
関
し
て
、
一
九
五
四
年
四

月
二
九
日
に
中
印
間
に
条
約
が
成
立
し
た
・
こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
は
チ

ベ
ッ
ト
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
特
権
を
放
棄
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
主

権
を
承
認
し
た

(
M
V

突
然
イ
ン
ド
が
中
国
と
平
和
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
で
、
ネ
パ

l
ル
も
黙
っ
て

い
ら
れ
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
・
ネ
パ

l
ル
も
昔
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い

て
治
外
法
権
、
そ
の
他
の
特
権
を
行
使
し
て
き
た
国
で
あ
る
・
ネ
パ

l
ル
も
、

イ
ン
ド
に
従
っ
て
特
権
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し

て
中
国
と
交
渉
す
る
課
題
が
残
っ
て
い
た
・
一
九
一
一
年
か
ら
二
国
聞
の
関
係

が
途
絶
え
、
交
渉
の
機
会
が
訪
れ
て
い
な
か
っ
た
・
そ
こ
で
、
ネ
パ

l
ル
は
中

国
に
関
し
て
、
全
面
的
に
協
力
し
て
き
た
イ
ン
ド
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
っ
た
・

イ
ン
ド
は
チ
ベ
ッ
ト
を
手
放
し
、
ネ
パ

l
ル
だ
け
で
も
緩
衝
固
と
し
て
残
し
た

か
っ
た
.
一
九
五
四
年
九
月
一
一
一
一
一
日
に
人
民
代
表
大
会
で
周
恩
来
首
相
が
、
ネ

パ
ー
ル
と
外
交
を
開
き
た
い
と
発
言
し
た
・
ネ
パ

l
ル
の
首
相
・
外
相
共
に
、

こ
の
発
言
に
対
し
て
歓
迎
の
意
を
表
し
た
が
、
ネ
ル
ー
は
ネ
パ

l
ル
に
対
し
対

中
国
国
交
正
常
化
を
急
が
な
い
よ
う
に
忠
告
し
た
(
お
)
。
チ
ベ
ッ
ト
に
は
多

く
の
ネ
パ
ー
ル
人
の
商
人
が
庖
を
出
し
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
チ
ベ

v

ト
侵
略
を
進
め
た
い
中
国
に
と
っ
て
も
、
い
ち
早
く
ネ
パ

l
ル
と
国
交
を
正
常

化
し
て
決
着
を
図
り
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
ろ
う
・
ネ
パ

l
ル
が
中
国
と

外
交
関
係
を
持
つ
と
い
う
課
題
に
関
し
て
、
ネ
ル
ー
は
判
断
を
下
し
に
く
か
っ

た
・
一
方
で
は
、
ネ
パ

l
ル
を
自
国
の
影
響
下
に
置
い
て
お
き
た
い
思
惑
も

あ
っ
た
し
、
他
方
で
は
、
不
干
渉
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
ま
で

も
ネ
パ

l
ル
を
縛
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
.
ネ
パ

l
ル
は
イ
ン
ド
と
の

聞
に
特
別
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
弁
え
た
上
で
、
中
国
と
国
交
正
常
化
を
図
っ

て
も
よ
い
と
、
漸
く
条
件
付
き
で
一
九
五
四
年
一

O
月
の
訪
中
の
時
点
で
、
青

信
号
を
発
し
た
の
で
あ
っ
た
・
マ
ヘ
ン
ド
ラ
王
(
現
在
ピ
レ
ン
ド
ラ
主
の
父

親
〉
の
親
政
の
下
、
一
九
五
五
年
七
月
の
時
点
で
、
人
月
の
国
交
開
設
の
共
同

声
明
が
発
表
さ
れ
た

(
m
y
ネ
パ

l
ル
は
中
国
と
国
交
を
樹
立
す
る
と
、
懸
案

解
決
の
た
め
一
九
五
六
年
九
月
二

O
日
に
、
イ
ン
ド
が
し
た
よ
う
に
チ
ベ
ヲ
ト

に
お
け
る
特
権
を
放
棄
し
た
.
そ
の
時
点
で
、
「
友
好
関
係
の
維
持
お
よ
び
貿

易
交
通
に
関
す
る
取
り
決
め
」
と
、
二
つ
の
交
換
公
文
、
「
外
交
代
表
交
換
に
関

す
る
書
簡
」
と
「
中
国
チ
ベ
ッ
ト
地
方
と
ネ
パ

l
ル
の
聞
の
貿
易
と
交
通
に
関

す
る
書
簡
」
に
調
印
し
た

(
U
V
ネ
パ

l
ル
が
中
国
と
の
国
交
樹
立
を
急
い
だ

の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
解
決
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
.
イ
ン
ド
の
必
要
以
上
の

内
政
干
渉
と
経
済
協
力
、
そ
し
て
軍
事
施
設
の
近
代
化
の
た
め
に
イ
ン
ド
か
ら

送
ら
れ
た
専
門
家
等
の
態
度
が
高
圧
的
渇
き
た
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
・
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ネパール・チベット関係の考察

チ
ベ
ッ
ト
は
ネ
パ

l
ル
、
中
国
か
ら
輸
入
し
た
仏
教
の
下
で
園
を
治
め
、
や

が
て
仏
教
を
圏
全
体
に
伝
導
さ
せ
、
九
世
紀
ま
で
に
仏
教
を
国
教
に
定
め
、
根

強
い
仏
教
文
化
を
築
き
上
げ
た
。
こ
の
伝
統
が
現
在
ま
で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
独

自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る
。
仏
教
が
チ
ベ
ヲ
ト
の
国
教

に
な
り
、
一
方
で
仏
教
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
が
、
他
方
、
仏
教
に
よ
っ
て
国
が
平
和
に
な
り
、
従
来
の
チ
ベ
ッ
ト

の
勢
い
が
衰
え
て
い
っ
た
。
平
和
に
な
り
過
ぎ
た
の
か
、
七
世
紀
に
成
立
し
た

チ
ベ
ヲ
ト
王
朝
は
、
九
世
紀
の
半
ば
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
・
仏
教
に
よ
っ
て

平
和
に
な
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
は
、
自
国
を
守
る
だ
け
の
軍
隊
を
持
た
な
か
っ
た
.

国
の
働
き
盛
り
の
若
者
の
大
半
が
、
僧
に
な
っ
て
仏
教
に
励
ん
だ
.
そ
れ
ゆ
え

に
、
=
二
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
略
に
始
ま
り
、
ネ
パ

l
ル
、
シ
l
夕
、
イ
ギ

リ
ス
、
中
国
か
ら
の
侵
略
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
・
平
和
と
い
う
も
の
は
内

側
の
意
思
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
状
況
か
ら

も
読
み
取
れ
る
・

ネ
パ

l
ル
は
親
英
政
策
を
貫
き
、
国
の
独
立
を
守
る
だ
け
で
、
国
の
現
代
化

を
図
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
.
慌
た
だ
し
く
移
り
変
る
世
界
の
中
で
、
国
造

り
の
た
め
に
一
九
五

O
年
か
ら
一
九
五
五
年
ま
で
、
イ
ン
ド
か
ら
の
協
力
を
受

け
た
.
と
こ
ろ
が
、
こ
の
協
力
が
干
渉
の
色
を
濃
く
帯
び
て
い
く
の
で
あ
る
.

似
た
よ
う
な
現
象
が
中
国
に
も
現
れ
た
.
ロ
シ
ア
、
日
本
か
ら
学
ん
だ
科
学
技

術
を
手
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
軍
事
的
強
固
に
な
り
、
逆
に
人
口
の
少
な

い
チ
ベ
ッ
ト
を
侵
略
す
る
に
至
っ
た
・
イ
ン
ド
は
ネ
パ

l
ル
を
侵
略
し
な
か
っ

た
も
の
の
、
ネ
パ

l
ル
内
政
に
か
な
り
干
渉
し
た
の
で
あ
っ
た
・
だ
か
ら
一
九

五
五
年
以
降
、
ネ
パ

l
ル
は
中
国
と
の
接
近
を
急
ぐ
の
で
あ
っ
た
・
一
九
七
四

年
に
イ
ン
ド
も
か
つ
て
の
不
干
渉
主
義
を
忘
れ
、
シ
ッ
キ
ム
王
国
を
イ
ン
ド
に

併
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
園
、
イ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
の
動
き
を
見
て

い
く
と
、
小
国
で
あ
る
ネ
パ

1
ル
、
平
和
主
義
の
チ
ベ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
独
立

を
守
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
.
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史
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』
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九
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書
、
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立
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武
蔵
編
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前
掲
書
、
一

O
六
頁
.
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お
)
向
上
書
、
一
二
六

1
二
七
頁
。

(
泊
〉
向
上
書
、
一
七
五
頁
.

(
お
)
向
上
書
、
一
七
六
頁
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(
お
)
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書
、
一
七
七
頁
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(
幻
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書
、
一
入
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頁
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中
国
対
外
経
済
開
放
政
策
の
問
題
点

|

|

外

国

資

本

の

導

入

を

め

ぐ

っ

て

|

|

は
じ
め
に

一
九
七
人
年
に
聞
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
一
期
三
中
全
会
に
お
い
て
、
対

外
経
済
開
放
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
こ
の
一

O
年
余
り
の
聞
に
、

中
国
の
内
政
に
は
い
く
つ
か
の
波
が
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
、
開
放
政
策
に

も
若
干
の
樗
き
沈
み
が
あ
っ
た
・
特
に
一
九
入
九
年
の
い
わ
ゆ
る
天
安
門
事
件

は
、
開
放
政
策
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
た
。

こ
の
低
迷
状
態
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
、
最
高
実
力
者
で
改
革
派
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
郵
小
平
で
あ
っ
た
・
郡
小
平
は
九
二
年
の
一
月
中
旬
か
ら
二
月
の

下
旬
に
か
け
て
、
武
昌
、
深
刷
、
珠
海
、
上
海
な
ど
を
視
察
し
た
が
、
そ
の
と

き
の
談
話
を
ま
と
め
た
ご
九
九
二
年
・
二
号
文
件
」
に
よ
る
と
、
「
改
革
・
開

放
」
政
策
の
成
果
を
認
め
、
そ
の
う
え
で
『
改
革
・
開
放
」
は
も
っ
と
大
胆
に

高

橋

亜

紀

子

〈
東
京
銀
行
)

や
ら
な
け
れ
ば
駄
目
だ
、
と
ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
る
・
こ
れ
を
契
機
に
、
中
国

の
「
改
革
・
開
放
」
ム
l
ド
は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
「
改
革
・
開
放
」
路
線
は

保
守
派
と
の
論
争
に
一
応
の
勝
利
を
収
め
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
・

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
そ
の
郵
小
平
を
し
て
「
私
の
大
き
な
誤
り
は
四
つ
の

経
済
特
区
を
や
っ
た
と
き
に
、
上
海
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
だ
」

(
1
)
と
い
わ

し
め
た
上
海
市
に
九
O
年
九
月
か
ら
一
年
半
の
聞
に
わ
た
っ
て
留
学
生
と
し
て

滞
在
し
て
い
た
が
、
上
海
で
も
、
大
き
な
ホ
テ
ル
か
ら
小
さ
な
郷
鎮
企
業
に
至

る
ま
で
、
外
国
資
本
が
入
り
込
ん
で
お
り
、
テ
レ
ピ
や
新
聞
、
雑
誌
の
広
告
や
、

街
な
か
の
看
板
の
あ
ち
こ
ち
に
「
中
外
合
資
」
だ
の
「
中
外
合
作
」
だ
の
と
い

う
文
字
が
踊
っ
て
い
た
。
ま
た
、
現
在
大
々
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
黄
浦
江
の

東
側
、
浦
東
地
区
を
開
発
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
「
浦
東
開
発
」
は
、
上
海
市
、

ひ
い
て
は
中
国
の
命
還
を
決
定
す
る
大
事
業
と
い
う
こ
と
で
、
注
目
を
浴
び
て
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い
る
。
こ
の
開
発
に
は
外
国
資
本
の
投
資
が
不
可
欠
と
言
わ
れ
、
書
庖
に
行
け

ば
、
外
国
企
業
向
け
投
資
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
類
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
た
.

周
知
の
通
り
中
国
は
大
量
の
外
国
資
本
を
導
入
し
て
お
り
、
導
入
額
(
実
行

ベ
l
ス
)
も
、
入
八
年
か
ら
は
年
間
一

O
O億
ド
ル
を
越
え
る

(
2
)
よ
う
に

な
っ
て
い
る
・
し
か
し
、
莫
大
な
外
資
導
入
も
、
圏
内
経
済
の
活
性
化
に
必
ず

し
も
結
び
付
い
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
・
外
国
資
本
の
受
け
入
れ
に
あ

た
っ
て
、
何
か
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
本
稿
は
、
こ
う

し
た
問
題
意
識
に
た
っ
て
、
対
外
開
放
ま
で
の
過
程
、
開
放
後
の
措
置
、
及
び

そ
の
後
の
問
題
点
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
.

第
一
章

対
外
経
済
関
係
の
変
遷

中
国
の
対
外
経
済
関
係
を
決
定
す
る
要
因
は
、
「
そ
の
対
外
政
策
、
そ
の
圏

内
政
治
の
発
展
、
お
よ
び
経
済
的
必
要
性
す
な
わ
ち
比
較
優
位
の
要
求
」
の
=
一

つ
で
あ
り
、
そ
の
要
因
の
復
維
な
相
互
作
用
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る

(
3〉

と
い
わ
れ
て
い
る
.
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
い
て
は
、
対
外
経
済
関
係
と
外
交

関
係
は
一
定
の
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
・
上
野
秀
夫
は
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
「
中
国
が
革
命
優
先
の
急
進
路
線
を
と
る
と
き
は
、
対
外
経
済
関
係
も

沈
滞
し
、
経
済
優
先
の
現
実
的
路
線
を
と
る
と
き
に
は
対
外
交
流
も
大
き
く
ふ

く
ら
む
。
そ
こ
に
は
対
外
政
策
に
従
属
す
る
側
面
と
圏
内
経
済
の
発
展
の
論
理

に
規
制
さ
れ
る
側
面
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
・
し
か
し
過
去
の
政
策
決

定
を
厳
密
に
観
察
し
て
み
る
と
、
最
も
重
要
な
要
因
は
や
は
り
『
経
済
的
必
要

性
』
に
大
き
な
比
重
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
き
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
」

(
4〉
と
説
明
を
加
え
て
い
る
・

「
改
革
・
開
放
」
に
至
る
ま
で
の
中
国
の
対
外
経
済
関
係
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
一
九
五

0
年
代
に
ソ
速
や
東
欧
に
依
存
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と

を
除
け
ば
、
貿
易
や
援
助
な
ど
の
対
外
要
素
が
中
国
に
お
い
て
果
た
し
得
る
機

能
は
常
に
限
定
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
.
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た

の
が
、
外
国
と
の
経
済
関
係
を
最
低
限
に
と
ど
め
よ
う
と
い
う
動
き
、
す
な
わ

ち
「
自
力
更
生
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
・
共
和
国
成
立
後
の
ソ
速
か

ら
の
援
助
に
大
き
く
頼
っ
た
経
済
回
復
、
ム
ハ

0
年
代
に
お
け
る
ソ
連
と
の
対
立
、

援
助
の
打
ち
切
り
、
た
ち
ま
ち
表
面
化
し
た
経
済
閤
難
、
と
い
う
一
連
の
流
れ

の
中
で
、
中
国
が
得
た
教
訓
は
、
外
国
へ
の
経
済
的
依
存
は
、
中
国
の
利
益
に

寄
与
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
・

し
か
し
、
「
自
力
更
生
」
を
強
調
し
、
「
独
立
的
」
な
立
場
を
取
り
続
け
れ
ば
、

中
国
の
発
展
の
遅
滞
と
い
う
結
果
を
招
く
の
は
必
歪
で
あ
る
・
実
際
、
中
国
で

こ
と
さ
ら
「
自
力
更
生
」
を
強
調
し
た
「
文
化
大
革
命
」
が
遂
行
さ
れ
て
い
た

頃
、
圏
外
で
は
、
多
く
の
発
展
途
上
国
が
、
急
激
な
成
長
達
成
に
不
可
欠
な
資

本
や
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
科
学
技
術
を
外
国
か
ら
積
極

的
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
の
速
度
を
格
段
に
速
め
て
い
た
の
で
あ

る
.
そ
の
急
進
的
な
時
期
が
過
ぎ
て
、
ふ
と
辺
り
を
見
渡
し
た
と
き
、
は
た
し

て
中
国
は
自
国
の
成
長
が
他
の
発
展
途
上
国
に
比
べ
、
か
な
り
遅
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
認
識
し
た
.
そ
し
て
、
そ
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
に
は
、
従
来
の

「
独
立
的
」
な
態
度
を
和
ら
げ
、
国
際
経
済
と
の
関
わ
り
を
増
大
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
・

路
線
は
現
実
的
な
も
の
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
。
中
国
は
、
工
業
の
発
展
を

進
め
る
た
め
に
、
外
国
の
科
学
技
術
や
プ
ラ
ン
ト
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
は
じ
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め
た
・
そ
れ
が
も
っ
と
も
良
い
方
法
だ
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
.
ま
も
な

く
中
国
は
、
自
圏
内
で
は
必
要
な
だ
け
の
資
金
を
十
分
に
調
達
す
る
こ
と
は
今

の
ま
ま
で
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
が
、
こ
れ
以
上
遅
れ
を
取
る

こ
と
に
中
国
は
恐
怖
を
感
じ
て
お
り

(
5
)
、
受
け
入
れ
を
や
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
・
こ
う
し
て
、
ど
こ
か
他
に
、
資
金
の
調
達
先
を
探
さ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
経
済
的
必
要
性
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
.
そ
し
て
、
い
っ
た
ん

成
長
が
始
ま
り
だ
す
と
、
も
っ
と
積
極
的
に
国
際
経
済
と
関
わ
ろ
う
と
い
う
圧

力
が
生
ま
れ
て
く
る
・
成
長
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
そ
の
圧
力
は
強
く
な
っ
て

い
く
.
そ
の
圧
力
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
に
対
す
る
経
済
的
必
要
性

は
徐
h
に
膨
脹
し
、
対
外
経
済
政
策
の
な
か
に
突
破
口
を
求
め
は
じ
め
た
の
で

あ
る
・
や
が
て
一
九
七
八
年
一
二
月
、
中
国
共
産
党
第
二
期
中
央
委
員
会
第

三
回
全
体
大
会
〈
一
-
一
中
全
会
〉
と
い
う
タ
l
z
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
訪
れ
た
。
こ

れ
か
ら
の
方
針
と
し
て
「
改
革
・
開
放
」
路
線
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

突
破
口
は
つ
い
に
開
い
た
の
で
あ
る
。
中
国
は
、
経
済
的
必
要
性
を
満
足
さ
せ

る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
否
定
し
て
い
た
市
場
経
済
を
手
段
と
し
て
取
り
入
れ
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
・
そ
れ
が
す
な
わ
ち
対
外
開
放
で
あ
る
.
中
国
に

と
っ
て
外
資
の
導
入
は
、
も
は
や
回
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
り
、
中
国
が

「
四
つ
の
現
代
化
」
に
象
徴
さ
れ
る
新
た
な
道
を
順
調
に
進
む
た
め
に
不
可
欠

な
も
の
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
流
れ
を
振
り
返
っ
て
み
る
に
、
対
外
開
放
は
、
言
う
な
れ
ば
、
発
展
途

上
に
あ
る
中
国
が
、
現
代
化
を
め
ざ
し
、
さ
ら
な
る
発
展
を
企
図
す
る
に
あ

た
っ
て
、
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
円
だ
っ
た
と
位
置
付
け
ら

れ
よ
う
・

第
二
章

対
外
経
済
開
放
政
策
の
展
開
と
成
果

中
国
が
本
格
的
に
外
国
資
本
の
導
入
を
始
め
た
の
は
一
九
七
入
年
一
一
一
月
の

こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
市
中
銀
行
か
ら
の
借
款
を
受
け
入
れ
て
い
る

(
6
1
そ
の

後
、
中
国
は
一
九
八

O
年
四
月
に

I
M
F
の
代
表
権
を
取
り
戻
し
た
の
を
皮
切

り
に
、
世
界
銀
行
、
国
際
開
発
協
会
、
国
際
金
融
公
社
に
お
け
る
代
表
権
を

次
4

に
回
復
し
た
。
入
六
年
の
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
加
盟
を
も
っ
て
中
聞
は
す
べ

て
の
国
際
機
関
に
復
帰
し
、
着
々
と
資
金
受
け
入
れ
の
態
勢
を
整
え
て
い
っ
た
・

一
九
八

0
年
代
の
初
め
ま
で
は
利
率
が
低
く
、
条
件
が
良
い
こ
と
か
ら
外
国

政
府
や
銀
行
の
借
款
を
優
先
し
て
い
た
.
三
資
企
業
(
合
弁
、
合
作
、
独
資
)

に
代
表
さ
れ
る
直
接
投
資
に
つ
い
て
は
、
経
験
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

批
判
的
な
空
気
が
あ
っ
た
.
し
か
し
、
借
款
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
同

時
に
対
外
債
務
が
か
さ
む
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も
借
款
で
は
中
国
が
最
も
必

要
と
し
て
い
た
外
国
の
先
進
的
な
技
術
や
経
営
管
理
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
.
そ
こ
で
一
九
八
二
年
の
新
憲
法
が
直
接
投
資
の
受
け
入
れ
を

認
め
る
と
、
借
款
の
導
入
は
抑
制
さ
れ
、
代
わ
っ
て
直
接
投
資
が
奨
励
さ
れ
た
.

特
に
、
三
資
企
業
は
、
外
貨
不
足
に
悩
む
中
国
に
と
っ
て
、
投
資
に
あ
た
り
外

貨
を
使
わ
な
く
て
す
み
、
短
期
間
の
う
ち
に
利
潤
を
外
貨
送
金
す
る
必
要
が
な

く
、
そ
の
う
え
、
資
金
、
技
術
、
経
営
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
輸
出
ル

l
ト
な
ど

を
も
た
ら
し
、
製
品
を
海
外
に
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
貨
を
獲
得
で
き
る
、

と
い
う
有
利
な
手
段
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
積
極
的
に

外
国
企
業
を
合
弁
の
形
で
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
中
国
は
、
外
国
企
業
誘
致
の

た
め
の
場
所
を
用
意
し
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
経
済
特
区
を
始
め
と
す
る
経
済

開
放
地
惜
端
で
あ
る
.
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地
域
開
放
の
動
き
は
一
九
七
九
年
の
七
月
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
と
き
、
中

国
共
産
党
中
央
と
国
務
院
は
広
東
省
、
福
建
省
に
対
外
自
主
権
を
付
与
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
.
初
め
に
広
束
、
福
建
の
二
省
を
開
放
し
た
の
は
、
①
香
港
、

マ
カ
オ
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
、
②
両
省
出
身
の
華
僑
が
多
い
こ
と
、

③
比
較
的
資
源
が
多
い
こ
と
、
④
交
通
の
便
が
良
い
こ
と
、
な
ど
の
有
利
な
条

件
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
・
同
年
八
月
に
は
、
広
東
省
深
馴
と
珠
海
に
後
に

「
経
済
特
別
区
」
と
な
る
「
輸
出
特
区
」
の
設
置
を
決
定
し
た
.
一
九
人

O
年

人
月
、
こ
の
二
地
区
に
広
東
省
泊
頭
、
福
建
省
度
門
を
加
え
た
四
地
区
に
、
経

済
特
区

3
2
w
Q〉
F
開。
0
2
0冨目。

Nozgを
建
設
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
.

経
済
特
区
は
、
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の
園
荷
に
設
置
さ
れ
て
い
た

輸
出
加
工
区
を
雛
形
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
工
業
を
主
と
し
、
工
業
と
貿
易
を

結
合
(
工
貿
結
合
)
さ
せ
、
さ
ら
に
農
牧
業
、
観
光
業
を
も
っ
外
向
型
の
総
合

地
域
と
さ
れ
た
・
さ
ら
に
、
経
済
特
区
は
、
将
来
の
香
港
、
マ
カ
オ
、
台
湾
の

統
一
を
に
ら
ん
で
、
資
本
主
義
的
な
要
素
の
取
り
込
み
場
と
な
り
、
将
来
の
緩

衝
地
帯
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。

一
九
八
四
年
以
降
、
地
域
開
放
の
範
囲
は
福
建
・
広
東
の
二
省
に
と
ど
ま
ら

ず
、
沿
岸
地
域
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
に
至
っ
た
.
一
九
人
四
年
四
月
、
大
連
、

上
海
な
ど
一
四
の
沿
岸
港
湾
都
市
が
経
済
特
区
並
み
に
開
放
さ
れ
た
。
続
い
て

五
月
に
は
、
海
南
島
に
海
南
行
政
区
が
設
置
さ
れ
、
対
外
開
放
さ
れ
た
.
こ
れ

で
沿
岸
地
域
の
す
べ
て
の
省
・
市
に
対
外
開
放
の
拠
点
が
で
き
た
こ
と
に
な
る

(
当
時
海
南
島
は
広
東
省
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
一
九
人
人
年
四
月
に
海
南
省

に
昇
格
、
同
時
に
経
済
特
区
と
な
っ
た
)
@
沿
岸
開
放
地
区
は
さ
ら
に
拡
大
し
、

最
終
的
に
は
五
つ
の
特
区
、
一
四
の
沿
海
開
放
都
市
お
よ
び
二
人
三
の
開
放
県
、

す
な
わ
ち
九
省
二
直
鶴
市
を
縦
に
連
ね
る
沿
海
地
帯
約
三
二
万
平
方
キ
ロ
メ

l

ト
ル
、
人
口
二
億
人
弱
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(
7
1
そ
し
て

一
九
九
O
年
四
月
に
は
上
海
滞
東
新
区
が
対
外
開
放
さ
れ
、
経
済
特
区
に
準
じ

る
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

対
外
開
放
地
域
は
沿
海
部
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
.
国
境
で
の
貿
易
が
盛
ん

に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
内
陸
部
に
も
沿
海
開
放
都
市
並
み
の
経
済

開
放
都
市
が
設
置
さ
れ
た
.
沿
海
開
放
都
市
に
遅
れ
る
こ
と
八
年
、
一
九
九
一

年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
・
こ
れ
に
は
揚
子
江
沿
岸
の
都
市
、
国
境
の
都
市
な
ど

が
加
え
ら
れ
た
.

こ
れ
ら
開
放
都
市
(
地
域
〉
の
共
通
の
役
割
と
し
て
、
以
下
の
点
が
あ
げ
ら

れ
る
・
①
先
進
工
業
国
の
先
進
技
術
を
導
入
し
、
そ
れ
を
奥
地
に
伝
揺
す
る
、

②
先
進
資
本
主
義
企
業
の
経
営
管
理
を
習
得
す
る
、
③
資
本
主
義
国
の
民
間
資

本
を
合
弁
の
形
で
受
け
入
れ
る
、
④
合
弁
企
業
は
外
貨
獲
得
を
主
と
す
る
、
⑤

中
国
国
内
の
経
済
改
革
の
実
験
場
の
意
味
を
持
た
せ
る
、
な
ど
で
あ
る
・

こ
の
よ
う
な
投
資
環
境
整
備
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
を
う
け
、
借
款
受
入
れ

に
代
わ
っ
て
直
接
投
資
が
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
外
資
お
よ
び
外

資
系
の
企
業
は
中
国
経
済
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
全
社
会
固
定
資
産
投
資
に
お
け
る
外
資
に
よ
る
投
資
の
シ
ェ
ア
は
、

入
一
年
か
ら
ず
っ
と
三

1
四
%
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
が
、
入
入
年
か
ら
仲

び
は
じ
め
、
一
九
入
九
年
に
は
六
・
六
%
と
ピ
l
ク
を
記
録
し
た
・
工
業
総
生

産
額
に
お
い
て
は
、
外
資
系
企
業
が
大
部
分
を
占
め
る
と
見
ら
れ
る
「
そ
の
他

経
済
類
型
生
産
額
」
の
シ
ェ
ア
が
年
々
増
え
、
人

O
年
に
は
全
体
の

0
・
四

八
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
八
五
年
に
は
一
・
一
一
一
%
、
九
O
年
に
は
四
・

三
八
%
と
い
う
伸
び
を
示
し
て
い
る

(
8
1
ま
た
、
外
資
系
企
業
の
輸
出
が
輸

出
総
額
に
占
め
る
比
率
も
年
身
高
ま
っ
て
お
り
、
一
九
九

O
年
に
は

=
7
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六
%
に
達
し
て
い
る

(
9
〉
。
も
っ
と
も
、
外
資
系
企
業
が
輸
入
に
よ
っ
て
部
品

や
原
材
料
を
調
達
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
全
体
と
し
て
貿
易
収
支
改
善
に
対

す
る
貢
献
度
は
ま
だ
小
さ
い
.
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
外
資
系
企
業
な
ど
の
直

接
投
資
は
、
中
国
経
済
に
お
い
て
、
資
金
や
技
術
や
輸
出
ル
l
ト
な
ど
の
面
で
、

あ
る
一
定
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
.
す

な
わ
ち
、
外
国
資
本
の
直
接
導
入
に
対
す
る
狙
い
は
、
一
応
は
達
成
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
.

し
か
し
、
借
款
以
外
の
投
資
の
六

0
・
二
%
が
香
港
に
よ
る
も
の

(m)
と
い

う
事
実
が
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
他
の
西
側
諸
国
と
の
経
済
交
流
は
進
ん
で
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
喜
ぶ
べ
き
結
果
と
は
雷
同

い
難
い
.

第
三
章

対
外
開
放
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点

中国対外経済開放政策の問題点

周
囲
の
期
待
に
反
し
、
対
外
開
放
政
策
は
す
ぐ
に
は
技
術
導
入
、
外
貨
獲
得

と
い
う
成
果
に
は
結
び
付
か
な
か
っ
た
・
実
際
に
投
資
を
受
け
入
れ
、
設
立
さ

れ
た
合
弁
企
業
の
業
種
は
、
中
国
側
が
望
ん
で
い
た
製
造
業
の
割
合
が
少
な
く
、

外
国
人
の
利
用
を
当
て
込
ん
だ
サ
ー
ビ
ス
業
や
運
輸
(
主
に
タ
ク
シ
ー
)
業
が

多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
非
製
造
業
は
、
一
件
あ
た
り
の
投
資
額
が
比
較
的
少
な
い

上
に
、
技
術
の
移
転
も
期
待
で
き
ず
、
輸
出
に
よ
っ
て
外
貨
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
大
い
に
中
国
側
を
落
胆
さ
せ
た
.
そ
の
ほ
か
に
も
、
せ
っ

か
く
得
ら
れ
た
外
貨
が
再
び
流
出
し
た
り
、
導
入
さ
れ
た
先
進
技
術
が
な
か
な

か
中
国
の
も
の
に
な
ら
ず
、
ま
た
経
済
特
区
か
ら
後
背
地
へ
も
な
か
な
か
伝
播

し
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
露
呈
し
た
。

そ
も
そ
も
、
諸
外
国
の
企
業
に
と
っ
て
、
世
界
一
の
人
口
を
抱
え
る
中
国
は
、

安
価
で
大
量
に
労
働
力
を
調
達
で
き
る
場
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
製
品
を
販
売
す
る
た
め
の
潜
在
的
な
大
市
場
で
あ
る
と
い
う
点
で
魅
力
的
な

存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
が
外
国
企
業
に
求
め
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
製
品
を
海

外
に
輸
出
し
、
外
貨
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
中
国
は
自
国
か

ら
外
貨
が
流
出
す
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
い
、
輸
出
利
益
の
一
定
の
部
分
を
再
投

資
さ
せ
た
り
、
外
貨
送
金
に
課
税
し
た
り
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
ま
た
、
外

国
企
業
の
経
営
者
や
従
業
員
が
中
国
へ
の
駐
在
を
望
ん
で
い
る
の
を
知
る
と
、

許
可
を
与
え
る
代
わ
り
に
、
何
か
と
制
限
を
設
け
て
、
外
国
企
業
や
駐
在
員
自

身
か
ら
外
貨
を
吸
い
上
げ
よ
う
と
し
た
.
こ
の
よ
う
に
コ
ス
ト
が
大
き
い
た
め
、

外
国
側
も
駐
在
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
・
中
国
へ
の
投
資
コ
ス

ト
は
、
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
に
は
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
・

中
国
側
が
必
要
と
し
て
い
た
先
進
技
術
と
は
、
製
品
を
輸
出
し
、
外
貨
獲
得

に
結
び
付
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
.
輸
出
製
品
を
生
産
す
る
た
め
に
は
、

先
進
的
な
設
備
や
機
械
、
良
質
な
原
材
料
や
部
品
が
必
要
で
あ
る
・
し
か
し
、

せ
っ
か
く
外
国
企
業
が
最
新
技
術
や
機
器
を
持
ち
こ
ん
で
も
、
そ
れ
を
使
い
こ

な
し
た
り
補
修
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
が
中
国
に
は
乏
し
く
、
外
国

側
の
負
担
は
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
・
し
か
も
、
資
源
は
開
放
地
域
の
多

い
沿
岸
部
に
は
比
較
的
少
な
い
う
え
に
、
資
源
が
豊
富
な
内
陸
と
沿
岸
と
を
結

ぶ
交
通
が
未
発
達
で
あ
る
こ
と
、
供
給
ル
l
ト
に
制
限
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

中
国
圏
内
で
、
短
期
間
の
う
ち
に
、
原
材
料
を
低
価
格
で
必
要
な
だ
け
調
達
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
・
ま
た
、
中
国
で
生
産
さ
れ
る
中
間
財
や
部
品
の
品
質

は
、
外
資
企
業
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
水
準
に
満
た
な
い
こ
と
が
多
い
.
そ
の
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結
果
、
外
資
企
業
向
原
材
料
や
中
間
財
や
部
品
の
調
達
を
輸
入
に
頼
ら
ね
ば

な
ら
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
外
貨
が
流
出
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
先
進
技
術
産
業
よ
り
は
単
純
作
業
中
心
の
労
働
集
約
裂
の
産

業
に
多
く
の
労
働
力
が
注
ぎ
込
ま
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
・
さ
ら
に
は
、

国
際
分
業
化
の
波
に
の
っ
て
、
労
働
集
約
型
の
産
業
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
先
進
技
術
を
吸
収
し
て
自
立
す
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
難

し
く
な
っ
た
・

他
方
で
、
沿
海
地
域
か
ら
始
ま
っ
た
対
外
開
放
は
、
深
刻
な
地
域
格
差
を
生

ん
だ
.
内
陸
部
は
、
そ
の
地
理
的
条
件
な
ど
か
ら
対
外
開
放
の
恩
恵
を
受
け
る

こ
と
は
難
し
く
、
経
済
的
発
展
は
遅
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
特
に
一
九
人
入
年
一

月
の
「
沿
海
地
区
経
済
発
展
戦
略
」
に
よ
っ
て
、
沿
海
地
区
の
経
済
発
展
が
優

先
さ
れ
て
か
ら
は
、
沿
海
地
区
と
内
陸
部
の
地
域
格
差
は
大
き
く
な
る
一
方
で

あ
っ
た
・

沿
海
地
区
全
体
の
面
積
は
中
国
全
体
の
面
積
の
一
三
・
五
%
に
過
ぎ
な
い

(
U
)
が
、
人
口
は
全
国
の
四
一
%
、

G
N
P
は
五
三
・
入
%
、
工
業
生
産
額

は
全
国
の
六
二
・
七
%
、
輸
出
額
は
入
O
%
以
上
、
外
資
導
入
額
に
至
つ
て
は

人
六
・
六
%
を
占
め
て
い
る
(
ロ
可
沿
海
地
区
が
、
工
業
生
産
を
伸
ば
し
、
外

国
資
本
を
導
入
し
て
海
外
市
場
志
向
の
経
済
活
動
を
行
い
、
輸
出
額
を
伸
ば
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
著
し
く
発
展
し
て
い
る
の
に
対
し
、
内
陸
部
は
停
滞
し
た
状

態
に
あ
る
・
内
陸
部
の
主
要
な
産
業
は
、
資
源
の
開
発
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
え

も
内
陸
部
経
済
の
活
性
化
に
は
あ
ま
り
役
立
っ
て
い
な
い
.

こ
の
経
済
絡
差
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
問
題
の
中
で
、
最
も
顕
著
な

の
が
「
盲
流
」
、
す
な
わ
ち
、
内
陸
部
の
農
村
の
余
剰
労
働
力
が
、
大
挙
し
て
沿

海
地
区
の
都
市
に
押
し
寄
せ
る
現
象
で
あ
る
・
流
入
者
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
増

加
は
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
境
界
に
フ
ェ
ン
ス
を
張
っ
て
外

地
の
中
国
人
を
締
め
出
し
て
い
る
深
馴
特
区
で
は
、
特
区
内
の
合
弁
企
業
の
中

国
側
経
営
者
が
内
地
の
本
社
の
従
業
員
を
一

3
二
年
の
輪
番
制
で
次
々
に
経
済

特
区
に
呼
び
寄
せ
る
手
に
出
た
.
彼
ら
は
、
交
替
の
時
期
に
は
、
ご
っ
そ
り
と

外
国
製
や
特
区
製
の
電
化
製
品
な
ど
を
買
い
込
ん
で
特
区
を
後
に
す
る
の
で
、

そ
の
た
び
に
外
貨
が
流
出
す
る
.
し
か
も
、
彼
ら
が
合
弁
企
業
で
働
く
期
聞
は

極
め
て
短
い
た
め
、
技
術
を
習
得
し
な
い
ま
ま
交
替
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、

内
地
に
合
弁
企
業
の
先
進
技
術
が
伝
わ
り
に
く
く
な
る

(m-

こ
の
よ
う
な
問
題
を
生
む
に
至
っ
た
沿
海
地
区
と
内
陸
部
の
格
差
の
問
題
に

つ
い
て
、
郵
小
平
は
、
「
二
号
文
件
」
の
な
か
で
、
中
国
全
体
が
豊
か
に
な
る
構

想
と
い
う
の
は
、
先
に
発
展
し
た
地
域
が
後
か
ら
発
展
す
る
地
域
を
引
っ
張
っ

て
、
最
後
に
共
に
豊
か
に
な
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
今
は

沿
海
地
区
の
活
力
を
削
減
し
て
は
な
ら
ず
、
悪
平
等
の
象
徴
で
あ
る
「
大
鍋

飯
」
を
奨
励
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
世
紀
末
に
な
れ
ば
、
沿
海
地
区
は
引
き
続

き
発
達
し
、
多
く
の
利
潤
、
税
金
と
技
術
移
転
な
ど
の
方
式
を
通
じ
て
内
陸
部

を
経
済
的
に
引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う

す
れ
ば
、
沿
海
地
区
と
内
陸
の
格
差
の
問
題
は
解
決
で
き
る
、
と
い
う
考
え
を

示
し
て
い
る
.
す
な
わ
ち
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
均
分
主
義
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、

沿
海
地
区
と
内
陸
部
の
格
差
の
問
題
は
、
全
体
が
豊
か
に
な
る
た
め
の
一
つ
の

過
程
と
し
て
、
放
任
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
・

-102一

終
章対

外
経
済
開
放
政
策
は
、
長
い
間
の
経
済
的
停
滞
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら



中国対外経済開放政策の問題点

な
い
と
い
う
強
い
経
済
的
必
要
性
に
よ
っ
て
、
押
し
切
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
始

ま
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
が
ま
ず
対
外
開
放
政
策
の
ひ
と
つ
の
問
題
点

で
あ
る
。
急
速
な
経
済
発
展
を
す
す
め
る
う
え
で
不
可
避
な
も
の
だ
っ
た
と
は

い
え
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
方
法
を
明
確
な
青
写
真
も
な
い
ま
ま
に
取
り
入
れ

れ
ば
、
後
身
の
大
き
な
矛
盾
と
な
っ
て
は
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

-u あ
く
ま
で
社
会
主
義
的
な
姿
勢
を
堅
持
す
る
と
い
う
政
治
路
線
と
の
矛
盾
は
、

資
本
主
義
経
済
の
本
質
と
い
わ
れ
て
い
た
市
場
経
済
を
一
つ
の
経
済
的
な
「
手

段
」
と
見
な
す
こ
と
で
小
ぎ
れ
い
に
処
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
矛
盾

が
深
ま
り
、
「
改
革
・
開
放
」
の
姓
は
社
会
主
義
か
資
本
主
義
か
と
い
う
論
争

も
発
生
し
た
・
そ
れ
に
つ
い
て
、
部
小
平
は
「
二
号
文
件
」
の
中
で
、
「
判
断
の

基
準
は
、
主
と
し
て
社
会
主
義
の
生
産
力
の
発
展
に
有
利
か
ど
う
か
、
社
会
主

義
国
家
の
総
合
国
力
の
増
強
に
有
利
か
否
か
、
人
民
の
生
活
向
上
に
有
利
か
否

か
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
、
政
治
路
線
は
社
会
主
義
で

あ
り
、
そ
の
社
会
主
義
に
役
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
社
会
主
義
の
政

策
な
の
だ
と
い
う
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
・
そ
も
そ
も
、
彼
自
身
が
「
改
革
・

開
放
」
を
唱
え
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
反
対
を
主
張
す
る
と
い
う
矛
盾

を
抱
え
て
い
る
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
が
、
保
守
派
と
の
対
立
の
中
で
、
自
己

の
路
線
を
押
し
通
す
た
め
に
、
さ
ら
な
る
矛
盾
を
重
ね
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
・

政
治
と
の
矛
盾
が
対
外
開
放
の
限
界
を
自
ず
か
ら
決
定
し
、
直
接
投
資
導
入

の
減
速
を
招
く
・
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
矛
盾
が
現
在
に

至
る
ま
で
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
、
中

国
の
改
革
が
短
期
的
な
措
置
の
積
み
上
げ

(
U
)
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

原
因
が
あ
る
.
す
な
わ
ち
、
あ
る
措
置
に
対
し
て
矛
盾
が
起
こ
る
と
、
と
り
あ

え
ず
ま
た
他
の
措
置
を
取
る
が
、
そ
れ
は
当
鹿
し
の
ぎ
で
し
か
な
く
、
や
が
て

ま
た
新
し
い
矛
盾
が
発
生
し
て
く
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
な
の
で

あ
る
.
「
実
事
求
是
(
事
実
に
基
づ
い
て
、
真
理
を
追
求
す
る
と
と
い
う
の
は

中
国
の
一
貫
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
が
、
目
の
前
の
矛
盾
に
対
し
て
、
根
本
的
な

解
決
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
何
も
の
を
も
学
び
と
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
こ
か
ら
新
し
い
段
階
へ
進
む
こ
と
も
で
き
な
い
.
そ
こ
に
待
っ
て
い
る
の
は

停
滞
の
み
で
あ
る
。

市
場
主
義
経
済
を
取
り
入
れ
た
対
外
経
済
開
放
が
、
中
国
経
済
を
発
展
さ
せ

た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
も
は
や
外
国
資
本
な
し
で
は
中

国
経
済
は
成
り
立
た
な
い
状
況
な
の
で
あ
る
・
中
国
が
引
き
続
き
経
済
発
展
を

続
け
て
い
く
に
は
、
対
外
経
済
開
放
を
継
続
し
て
い
く
以
外
に
な
く
、
対
外
開

放
の
必
要
性
は
、
大
き
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
小
さ
く
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
.

ゆ
え
に
今
後
は
、
目
先
の
政
治
路
線
と
経
済
路
線
と
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
に

終
始
せ
ず
、
市
場
主
義
経
済
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
基
盤
を
整
え
た
上
で
、
経

済
主
導
型
の
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
た
対
外
経
済
開
放
政
策
を
打
ち
出
さ
な
い

こ
と
に
は
、
対
外
経
済
欄
放
の
真
の
成
功
は
望
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
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(
1〉
矢
吹
晋
『
[
図
説
]
中
国
の
経
済
』
、
蒼
蒼
社
、
一
九
九
二
年
、
一
一
一
六

頁
.
以
下
数
回
に
わ
た
っ
て
「
二
号
文
件
」
の
日
本
語
訳
を
引
用
し
て
い

る
が
、
す
べ
て
同
書
一
一
一
一

1
二
二
二
頁
に
よ
っ
た
.

(
2〉
中
嶋
嶺
雄
『
中
国
の
悲
劇
』
、
講
談
社
、
一
九
人
八
年
、
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六
頁
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)
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(
4
)
上
野
秀
夫
『
中
国
と
世
界
経
済
|
対
外
開
放
体
制
の
発
展
戦
略
』
、
中
央

経
済
社
、
一
九
九
O
年
、
二
頁
.

(
5
)

一
九
七

0
年
代
末
に
中
国
で
は
「
ア
ヘ
ン
戦
争
」
を
例
に
「
落
後
就
要

挨
打
(
時
代
に
遅
れ
た
ら
苛
め
ら
れ
る
と
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
全
国

的
に
広
が
っ
て
い
た
.
(
九
州
大
学
中
国
経
済
研
究
会
編
『
中
国
の
経
済

制
度
と
統
計
、
会
計
制
度
』
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
二
人
頁

欄
外
〉
.

(
6
)
九
州
大
学
中
国
経
済
研
究
会
、
前
掲
書
、
三

O
頁。

(
7
)
『
中
国
通
信
』
一
九
八
九
年
八
月
一
ニ

O
目。

(
8〉
今
井
理
之
「
中
国
の
対
外
経
済
政
策
の
展
開
と
成
果
」
『
ア
ジ
ア
経
済
』

一
九
九
二
年
一
月
号
)
、
一
一
一
一
一
頁
(
初
出
『
中
国
統
計
年
鑑
』
各
年
版
)
・

(
9
)
『
中
国
統
計
年
鑑
一
九
九
一
』
、
三
九
六
頁
.

(m)
今
井
、
前
掲
論
文
、
二
四
頁
。

(
日
)
胡
欣
、
郁
秦
、
李
夫
珍
編
著
『
中
国
経
済
地
理
』
、
立
信
会
計
図
書
用
品

社
、
一
九
八
九
年
、
一
八
三
頁
.

〈
ロ
〉
『
中
国
統
計
年
鑑
一
九
九
一
』
三
六
、
八
一
頁
.

(
凶
)
小
島
麗
逸
『
中
国
の
経
済
改
革
』
、
動
草
書
房
、
一
九
八
八
年
、
二
八
一

頁
.

(U)
阿
部
達
味
(
責
任
編
集
〉
『
岩
波
講
座
現
代
中
圏
第
六
巻

る
国
際
環
境
』
岩
波
書
脂
、
一
九
九
O
年
、
二
九
頁
.

中
国
を
め
ぐ

(
た
か
は
し
・
あ
き
こ

中
国
語
学
科
九
三
年
卒
業
)

-104-



《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

-マ

レ

ア

に
お
け
る
言
語
と
種
族

シ

マ
レ
ー
シ
ア
は
典
型
的
な
「
多
民
族
国
家
」
で
あ
る
.
一
九
八
七
年
の
人
口

統
計

(
1
)
に
よ
る
と
、
マ
レ

l
人
五
七
・
三
%
、
華
人
三
二
・
一
%
、
ィ
γ

ド
系
人
一
0
・
0
%
、
そ
の
他
0
・
六
%
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
レ

l
人
の
母
語
の
マ
レ

l
語
、
華
人
の
言
語
で
あ
る
中
国
語
、
イ

ン
ド
系
人
の
イ
ン
ド
系
の
諸
言
語
な
ど
多
様
な
言
語
が
存
在
す
る
多
言
語
社
会

で
も
あ
る
・
マ
レ
l
語
は
唯
一
の
国
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
・
政
府
の
マ

レ
l
語
使
用
拡
大
政
策
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ
は
近
代
的
な
言
語
へ
と
変
化
し
つ

つ
あ
る
。
中
国
語
は
華
人
の
言
語
で
、
中
国
標
準
語
の
華
語
と
、
福
建
・
広
東

語
な
ど
の
中
国
方
言
が
あ
る
。
中
国
語
教
育
は
華
語
の
み
の
た
め
、
華
語
は
方

言
に
比
べ
て
公
式
の
言
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
華
人
は
父
方
の
先
祖

の
出
身
地
の
方
言
ご
と
に
、
サ
プ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
、
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
系
諸
語
は
、
イ
ン
ド
系
人
の
父
祖
の
出
身
地
の
タ
ミ

l
ル
語
・
マ
ラ

野

津

康

二

(
日
本
経
済
新
聞
社
)

ヤ
l
ラ
ム
語
な
ど
で
あ
る
・
言
語
ご
と
に
サ
ブ
M
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
が
存

在
す
る
。
タ
ミ

l
ル
人
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
タ
ミ

l
ル
語
が
代
表
的
な
言

語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.
英
語
は
特
定
の
種
族
集
団
と
結
び
つ
い
て
い
な
い

(
2
)
が
、
植
民
地
時
代
に
は
公
用
語
の
役
割
を
果
た
し
、
現
在
で
も
一
定
の

影
響
力
を
持
つ
・
学
校
教
育
で
は
、
マ
レ
l
語
と
と
も
に
必
修
語
と
さ
れ
る
。

本
論
文
は
、
多
様
な
種
族

(
3
)
が
共
存
す
る
マ
レ
ー
シ
ア
社
会
を
言
語
の

違
い
を
通
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
種
族
独
自
の
宗
教
、
生
活

習
慣
、
言
語
な
ど
の
文
化
要
素
の
中
か
ら
言
語
を
種
族
問
題
を
見
る
「
道
具
」

と
し
て
選
ん
だ
。
言
語
活
動
が
毎
日
必
ず
行
う
大
切
な
文
化
活
動
で
あ
る
と
同

時
に
、
種
族
の
帰
属
意
識
を
持
た
せ
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
・

マ
レ
ー
シ
ア
に
は
言
語
に
帰
属
意
識
の
基
礎
を
置
い
た
種
族
集
団
が
多
く
、
言

語
問
題
は
し
ば
し
ば
政
治
問
題
と
な
っ
て
き
た
・
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一
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

卒論ダイジzスト

言
語
と
種
族
の
関
係
を
示
す
デ
ー
タ
を
集
め
る
た
め
、
筆
者
は
一
九
九
二
年

八
月
四
日
か
ら
入
月
二
O
日
ま
で
マ
レ
ー
シ
ア
半
島
部
に
位
置
す
る
首
都
タ
ア

ラ
ル
ン
プ
l
ル
及
び
そ
の
近
郊
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
人
の
言
語
生
活
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
単
独
で
行
っ
た
.
調
査
対
象
は
現
地
に
居
住
す
る
マ
レ

l
人

・
華
人
・
イ
ン
ド
系
人
に
限
定
、
マ
ラ
ヤ
大
学
の
学
生
一
O
O
人
(
七
六
%
)
、

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
l
ル
近
郊
の
あ
る
日
系
企
業
の
従
業
員
二
五
人
(
一
九
%
)
及

び
筆
者
の
友
人
六
人
(
五
%
)
の
合
計
一
一
一
一
一
人
の
被
調
査
者
を
得
た
・
種
族

別
で
は
、
マ
レ

l
人
四
九
人
(
三
七
%
〉
、
華
人
四
三
人
(
三
三
%
)
、
イ
ン
ド

系
人
三
九
人
(
三
O
%
〉
で
あ
る
。
質
問
内
容
は

ω本
人
の
言
語
能
力
に
関
す

る
も
の
、

ω言
語
の
使
用
に
関
す
る
も
の
、
問
受
け
て
き
た
教
育
に
関
す
る
も

の、

ω個
人
的
な
背
景
に
関
す
る
も
の
の
大
き
く
分
け
て
四
種
類
で
あ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
言
語
環
境
の
三
つ
の
特
徴

が
明
ら
か
に
な
っ
た
.

特
徴
の
第
一
一
は
、
そ
の
多
言
語
性
で
あ
る
・
非
常
に
多
く
の
人
が
多
言
語
常

用
者
で
あ
り
、
こ
の
社
会
が
多
言
語
併
用
社
会
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
例

え
ば
全
回
答
者
の
会
話
可
能
な
言
語
の
種
類
は
一
九
言
語
に
も
上
り
、
一
人
当

た
り
の
平
均
も
三
・
九
言
語
に
も
達
す
る
.
一
方
、
二
百
語
で
し
か
会
話
が
出

来
な
い
と
い
う
人
は
全
体
の
わ
ず
か
一
%
に
す
ぎ
な
い
.

特
徴
の
第
二
は
、
こ
の
多
言
語
社
会
で
の
複
雑
な
言
語
の
使
い
分
け
だ
。
会

話
が
行
わ
れ
る
場
面
・
場
所
や
話
し
相
手
に
よ
り
言
語
を
選
択
し
使
い
分
け
る
.

場
面
に
よ
る
使
い
分
け
で
は
、
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
で
は
マ
レ

l
語
と
英
語
が

よ
く
使
わ
れ
、
く
だ
け
た
場
面
に
は
マ
レ
l
語
が
使
わ
れ
る
・
話
し
相
手
に
よ

る
使
い
分
け
で
は
、
相
手
の
種
族
・
社
会
的
地
位
・
年
齢
等
が
問
題
に
な
る
。

例
え
ば
、
相
手
が
マ
レ

l
人
の
時
に
は
マ
レ

l
語
だ
け
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
華
人
や
イ
ン
ド
系
人
に
対
し
て
は
複
数
の
言
語
が
使
用
さ
れ
る
.
ま

た
、
相
手
の
社
会
的
地
位
が
高
い
場
合
に
は
英
語
が
使
わ
れ
、
社
会
的
地
位
の

低
い
人
に
は
マ
レ

l
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
.

第
三
の
特
徴
は
、
種
族
ご
と
に
言
語
使
用
の
状
況
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
で

あ
る
.
ま
た
同
種
族
問
で
会
話
が
行
わ
れ
る
時
と
異
種
簾
聞
で
は
傾
向
が
違
う
.

マ
レ
l
人
は
、
マ
レ
l
語
と
英
語
を
よ
く
使
う
が
、
マ
レ
l
人
同
士
の
時
は
マ

レ
1
語
が
圧
倒
的
に
多
く
、
他
種
族
聞
で
は
英
語
も
用
い
ら
れ
る
・
華
人
で
は
、

華
人
同
士
で
話
す
と
き
に
は
中
国
語
〈
華
語
や
方
言
)
や
英
語
が
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
他
種
族
の
者
と
の
場
合
は
マ
レ
l
語
や
英
語
が
使
わ
れ
る
.
イ
ン

ド
系
人
は
、
自
種
族
の
者
と
は
タ
ミ
l
ル
語
な
ど
の
イ
ン
ド
系
諸
語
や
英
語
を
、

他
種
族
の
者
と
は
マ
レ
l
語
と
英
語
を
使
う
こ
と
が
多
い
.

-106ー

全
一
言
語
の
役
割

マ
レ
l
語
、
英
語
、
華
語
、
中
国
語
方
言
、
タ
ミ
l
ル
語
の
五
言
語
は
、
種

族
内
だ
け
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
種
族
内
お
よ
び
異
種
族
聞
の
両
方

で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
に
分
類
で
き
る
・
華
語
・
中
国
語
方
言
・
夕

、l
ル
語
は
、
華
人
内
ま
た
は
イ
ン
ド
系
人
内
の
み
で
重
要
な
役
割
を
持
つ
。

こ
れ
に
対
し
て
マ
レ
l
語
と
英
語
は
、
異
種
族
問
と
種
族
内
の
両
方
で
重
要
な

役
割
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ど
の
種
族
も
自
種
族
問
で
は
自
分
の
種
族
の
言

2. 



マレーシアにおける言語と種族

語
(
と
英
語
)
を
使
い
、
異
種
族
聞
で
は
マ
レ

l
語
や
英
語
を
使
う
・
図
ー
は

場
面
ご
と
の
使
い
分
け
を
種
族
語
と
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
・
商
白
い
こ
と

に
異
種
族
聞
の
会
話
で
は
種
族
を
関
わ
ず
内
容
が
同
じ
に
な
り
、
中
国
語
・
夕

、
l
ル
語
を
「
種
族
語
」
と
す
る
と
、
華
人
と
イ
ン
ド
系
人
の
種
族
内
の
会
話

も
全
く
同
一
に
な
る
・

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
マ
レ
ー
シ
ア
社
会
で
は
マ
レ

l
語
と
英
語
が
最
も
重

要
な
言
語
と
い
っ
て
良
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
は
、
マ
レ
l
語
と
英
語
は
ど
ち
ら

が
通
用
範
囲
が
広
く
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
.
ま
ず
英
語
は
、
異
種
族
問
、
種
族

内
を
関
わ
ず
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
気
取
っ
た
場
面
で
し
か
使
わ
れ

ず
、
く
だ
け
た
場
面
で
は
使
わ
れ
な
い
.
種
族
別
に
見
る
と
、
広
い
範
囲
で
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
社
会
的
地
位
や
場
面
ま
で
考
え
る
と
、

そ
れ
ほ
ど
広
く
使
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
.

一
方
マ
レ

l
語
は
、
全
種
族
の
異
種
族
閉
会
話
と
マ
レ

l
人
の
種
族
内
で
は
、

気
取
っ
た
場
面
、
く
だ
け
た
場
面
に
関
わ
ら
ず
広
く
使
わ
れ
て
い
る
・
マ
レ
l

語
に
は
、
華
人
・
イ
ン
ド
系
人
の
種
族
内
を
除
け
ば
全
場
面
・
社
会
的
階
層
で

広
く
使
わ
れ
る
と
い
う
長
所
と
、
華
人
・
イ
ン
ド
系
人
内
で
の
使
用
が
ほ
と
ん

ど
な
い
と
い
う
短
所
が
あ
り
、
英
語
に
は
、
異
種
族
問
・
同
種
族
問
を
問
わ
ず

よ
く
使
わ
れ
る
と
い
う
長
所
と
、
そ
の
使
用
が
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
で
の
使
用

に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
短
所
が
あ
る
。

英
語
は
上
流
階
級
で
し
か
使
わ
れ
ず
、
マ
レ

1
語
は
英
語
の
持
つ
「
上
流
階

級
の
言
葉
」
と
種
族
語
の
持
つ
「
民
衆
の
言
葉
」
の
両
方
の
機
能
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
マ
レ

1
語
の
役
割
は
、
英
語
よ
り
も
よ
り
重
要
で
あ
る

と
言
え
る
・

場面ごとの自種族問・他種族閉会話の言語図1.

華人・インド系人マレ一人

公式の場面

(上涜階級)t 

非公式の場面+

(一般大衆〉

-祖師

〈注意:圏中の円の重なっている節分は、議人とインド系人の組み合わせも含むo ) 
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二
、
言
語
と
種
族
を
め
ぐ
る
諸
問
題

卒論ダイジェスト

様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
中
立
性

マ
レ
ー
シ
ア
の
多
言
語
社
会
に
は
、
ど
の
集
団
に
も
抵
抗
無
く
使
え
る
と
い

う
中
立
性
を
持
っ
た
言
語
が
幾
っ
か
存
在
し
て
い
る
、
ま
た
は
出
来
つ
つ
あ
る
。

中
立
的
な
言
語
と
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
マ
レ
l
語
、
英
語
、
華
語
が

考
え
ら
れ
る
.

ω
マ
レ

l
語

マ
レ

l
語
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
国
語
と
し
て
全
種
族
の
共
通
語
と
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
の
種
族
暴
動
以
来
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
マ

レ
l
語
を
徹
底
的
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
・
こ
の
結
果
と
し
て
、
現
在

で
は
マ
レ

l
語
が
非
常
に
広
い
範
囲
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
華
人

・
イ
ン
ド
系
人
の
種
族
内
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
マ
レ
ー

シ
ア
人
全
体
の
英
語
能
力
が
落
ち
て
お
り
他
に
意
志
疎
通
の
出
来
る
言
語
が
な

い
た
め
、
他
種
族
と
会
話
を
す
る
と
き
に
、
以
前
な
ら
英
語
を
使
っ
て
い
た
状

況
で
も
仕
方
な
く
マ
レ

l
語
も
使
う
こ
と
も
多
い
.

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
語
環
境
に
長
く
い
て
、
マ
レ

l
語
の
使
用
に
慣
れ

て
し
ま
う
者
が
出
て
き
た
.
若
い
華
人
の
聞
で
は
家
庭
内
で
の
マ
レ

l
語
の
使

用
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
「
華
人
は
マ
レ

l
語
を
使
い

た
が
ら
な
い
」
と
い
う
常
識
を
覆
す
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
レ

l
語
使
用

に
対
す
る
抵
抗
感
は
ま
だ
あ
る
が
、
最
近
「
抵
抗
感
の
な
い
」
人
達
が
優
勢
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
レ

l
語
使
用
の
増
加
が
抵
抗
感
を
無
く

し
て
い
き
、
更
に
マ
レ

l
語
の
使
用
を
促
進
す
る
と
い
う
相
乗
効
果
が
一
部
に

は
見
ら
れ
て
き
た
・
マ
レ

l
語
は
、
全
種
族
が
抵
抗
無
く
使
え
る
中
立
的
な
性

格
を
帯
び
て
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
.

ω
英

語

英
語
は
ど
の
種
族
に
も
属
さ
な
い
非
常
に
中
立
的
な
言
語
だ
。
異
種
族
問
で

会
話
を
す
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
の
一
方
の
言
語
を
使
っ
て
会
話
す
れ
ば
、
自
分

の
言
語
を
使
え
な
い
方
は
不
公
平
感
を
持
つ
こ
と
が
多
い
.
し
か
し
ど
ち
ら
の

種
族
に
も
属
さ
な
い
言
語
を
用
い
れ
ば
、
お
互
い
に
相
手
に
合
わ
せ
て
い
る
の

だ
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
必
要
が
な
く
、
不
公
平
感
が
無
く
て
す
む
.
こ
の
意

味
で
、
特
定
の
種
族
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
英
語
は
、
ど
の
種
族
か
ら
も
等
距

離
で
差
別
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
言
語
な
の
で
あ
る
.
か
つ
て
の
宗
主
国
の
言
語

で
あ
り
上
流
階
級
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
種
族
的
に

は
マ
レ
ー
シ
ア
で
使
わ
れ
て
い
る
言
語
で
こ
れ
ほ
ど
中
立
的
な
言
語
は
な
い
と

も
言
え
よ
う
.
し
か
し
、
共
通
語
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
使
用
範
囲
が
広
い
と

は
言
え
な
い
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ω
華

語

華
語
の
中
立
性
は
マ
レ
l
語
・
英
語
の
も
の
と
は
異
な
る
・
華
語
は
使
用
が

華
人
内
に
限
ら
れ
て
お
り
、
華
人
社
会
だ
け
に
中
立
だ
。
華
人
内
の
サ
ブ
H

エ

ス
ニ

V

ク
グ
ル
ー
プ
(
方
言
集
団
〉
は
独
自
性
が
強
く
、
言
語
使
用
に
も
そ
れ

ぞ
れ
集
団
ご
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
・
し
か
し
、
近
年
の
就
学
率
の
上
昇

(
4
)
な
ど
に
よ
り
華
語
が
急
速
に
普
及
し
て
き
た
。
華
語
は
、
従
来
母
語
で

は
な
く
学
校
で
習
う
言
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
家
庭
で
使
用
す
る

者
も
増
え
て
き
た
・
家
庭
内
で
は
ま
だ
方
言
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
家
庭
外
の

場
面
(
例
え
ば
華
人
の
友
人
と
の
会
話
)
で
の
華
語
の
使
用
は
若
い
層
を
中
心

に
か
な
り
多
い
.
こ
れ
は
、
英
語
が
ど
の
種
族
に
も
属
さ
な
い
と
い
う
意
味
で

中
立
な
の
と
同
じ
よ
う
に
、
華
語
が
ど
の
方
言
集
団
に
も
属
き
ず
華
人
の
聞
で
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中
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
.

マレーシアにおける言語と種族

各
種
族
の
単
一
性
と
復
合
性

言
語
か
ら
見
た
各
種
族
の
特
徴
を
述
べ
て
み
る
.

ω
マ
レ

1
人

マ
レ

l
人
は
、
他
の
種
族
に
比
べ
て
言
語
的
に
非
常
に
均
質
的
で
あ
る
。
マ

レ
l
人
同
士
の
会
話
で
は
ど
の
場
面
で
も
殆
ど
マ
レ

l
語
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
マ
レ

l
語
の
均
質
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
.
マ
レ

l
語
に
も
様
々
な
方

言

(
5〉
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
差
異
は
中
国
語
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
、
通
常

は
方
言
聞
の
意
志
疎
通
が
可
能
で
あ
る
。

マ
レ
l
社
会
に
も
、
サ
ブ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
が
僅
か
な
が
ら
存
在
し

て
い
る
が
、
マ
レ

l
人
全
体
イ
ス
ラ
ム
教
を
中
心
に
し
た
共
通
の
生
活
習
慣
や

価
値
観
の
た
め
サ
プ

H
Z
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
独
自
性
は
顕
在
化
し
え
ず
‘

そ
の
意
義
は
減
少
し
完
全
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
・
文
化
的
・
宗
教
的
均
一
性
と

マ
レ

l
語
の
言
語
的
均
一
性
と
が
結
び
つ
き
、
マ
レ

l
人
の
種
族
的
一
体
感
を

形
成
し
て
い
る
。
マ
レ
l
入
社
会
は
非
常
に
均
一
的
で
、
種
族
的
に
一
体
化
し

た
単
一
的
な
集
団
で
あ
る
と
言
え
る
。

ω
華

人

華
人
内
に
は
、
方
言
を
中
心
に
し
た
強
固
な
サ
ブ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ

が
存
在
す
る
.
各
方
言
集
団
は
、
言
語
(
方
号
一
一
回
)
の
ほ
か
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
風
俗
習
慣
を
保
持
し
て
お
り
、
同
方
言
集
団
の
会
話
で
は
そ
の
方
言
が
使
わ

れ
、
家
庭
で
も
方
一
一
一
言
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
華
語
が
家
庭
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
華
人
内
で
の
中
立
の
言
語
、
華
語
の
急
速
な
普
及
の
影
響
に
よ
る
も

2. 

啄35B2鎗集団
!>玄い I~恵庭〈成員の帰
属意軍事〉型車量いこと巻、
細い線は弱いことを表す

華人社会の最近の社会変動

@ =争

図2.

⑧ 

の
で
あ
る
・
華
語
を
媒
介
に
し
た

奥
方
言
集
団
関
の
交
流
が
増
加
し
、

方
言
集
団
を
あ
ま
り
意
識
し
な
く

な
っ
て
き
た
・
方
言
集
団
の
枠
組

み
は
徐
4
に
弱
ま
る
と
い
う
社
会

的
な
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る

(
6〉。

ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は

「
マ
レ

l
人
優
先
政
策
」
を
と
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
華
人

の
聞
に
は
経
済
的
・
社
会
的
に
著

し
い
被
差
別
感
を
持
っ
て
い
る
者

も
お
り
「
華
人
全
体
で
ま
と
ま
っ

て
マ
レ

1
人
に
対
抗
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
対
抗
意
識
が

生
ま
れ
て
い
る
た
め
、
方
言
集
団

へ
の
帰
属
意
識
が
薄
れ
、
む
し
ろ

種
族
全
体
に
対
し
て
よ
り
強
い
帰

属
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
図
2
は
、
そ
れ
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
.

ω
イ
ン
ド
系
人

イ
ン
ド
系
人
の
言
語
は
非
常
に

雑
多
で
あ
る
。
華
人
の
言
語
聞
が
全
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卒論ダイジェスト

て
同
系
統
で
あ
る
の
と
異
な
り
、
イ
ン
ド
系
諸
語
に
は
、
ド
ラ
ゲ

ィ
ダ
系
と

ア
i
リ
ア
系
と
い
う
全
く
系
統
の
異
な
る
言
語
が
存
在
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
南

部
の
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
の
人
達
と
北
部
の
ア
l
リ
ア
系
の
人
達
は
互
い
に
自
己
の

文
化
や
言
語
に
誇
り
を
持
っ
て
お
り
、
互
い
に
相
手
の
文
化
や
言
語
を
受
け
入

れ
な
い
こ
と
も
多
い
。
イ
ン
ド
系
諸
語
の
中
で
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
夕

、
l
ル
諮
で
あ
る
。

他
の
イ
ン
ド
系
諸
語
は
、
同
じ
サ
ブ
リ
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ

ル
ー
プ
同
士
で
し
か
使
わ
れ
な
い
。
タ
ミ

l
ル
認
聞
は
、
イ
ン
ド
系
人
の
中
の
夕

、
l
ル
人
と
い
う
特
定
の
サ
ブ
U

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
に
結
び
つ
い
て
い
る

言
語
で
あ
り
、
牽
語
の
場
合
と
奥
な
り
種
族
全
体
で
中
立
性
を
持
ち
得
な
い
。

そ
の
た
め
、
む
し
ろ
英
語
の
方
が
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

多
様
性
の
中
で
イ
ン
ド
系
人
の
磁
族
的
結
束
は
非
常
に
ゆ
る
い

(
7
)
。
「
イ

ン
ド
系
人
」
と
区
分
さ
れ
て
い
る
人
の
中
で
イ
ン
ド
系
人
と
し
て
の
帰
属
意
識

を
持
た
な
い
人
が
い
る
と
い
う
ほ
ど
だ
。
ま
た
サ
ブ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
。
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
「
タ
ミ
|
ル
」
に
帰
属
怠
識
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
磁
族
に
帰
属

意
識
を
一
切
持
た
な
い
者
を
内
包
し
、
文
化
的
均
一
一
性
が
な
い
イ
ン
ド
系
人
の

社
会
は
、
当
然
の
如
く
単
一
的
な
社
会
だ
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、
マ
レ

l

人
に
対
す
る
マ
レ

l
語
や
華
人
に
対
す
る
華
語
の
よ
う
な
全
体
を
ま
と
め
る
求

心
力
に
な
る
共
通
話
が
な
い
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

制
種
族
の
単
一
一
性
と
複
合
性

三
種
族
の
特
徴
を
図
で
一ポ
す
と
図
3
の
よ
う
に
な
る
・
こ
れ
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、
マ
レ

l
人
は
、
マ
レ

1
2一m
を
基
礎
に
し
た
極
め
て
単
一

的
で
安
定
し
た

社
会
を
形
成
し
て
い
る
。
小
規
模
な
サ
ブ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
を
飽
え
て

い
る
が
、
そ
れ
は
マ
レ

l
訴
の
影
響
下
に
あ
り
む
し
ろ
そ
の
枠
組
み
は
消
滅
し

つ
つ
あ
る
・
筆
入
社
会
は
、
図
2
で
も
見
た
よ
う
に
方
一
百
集
団
の
勢
力
が
衰
え

言語から見たマレ一人 ・華人 ・インド系入社会の構成図3

タ
ミ
|
ル
人

↑
 

=インド系人==華 人==マレ一人=

自ミ官|匙圏マレー跨

O 
(点線i主、集団の結束の弱いことを表す。〉

回目各方言量輯
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つ
つ
あ
り
、
華
語
を
中
心
に
し
た
単
一
的
な
社
会
へ
と
移
行
中
で
あ
る
・
一
方

イ
ン
ド
系
人
は
、
こ
の
複
雑
な
図
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
系
人
と
い

う
枠
組
み
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
者
も
い
る
し
、
均
一
的
な
言
語
も
存
在
せ
ず
、

ま
た
各
ザ
ブ
H

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
種
族
全
体
の
枠
組
み
が
全
く

不
安
定
で
複
合
的
で
あ
る
と
言
え
る
.
つ
ま
り
、
マ
レ
l
人
、
華
人
、
イ
ン
ド

系
人
の
三
種
族
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
性
質
を
も
っ
た
集
団
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
.

マレーシアにおける言語と種族

マ
レ
ー
シ
ア
語
と
国
民
融
和

マ
レ
ー
シ
ア
は
、
植
民
地
時
代
に
は
互
い
に
ほ
と
ん
ど
交
流
を
持
つ
こ
と
な

く
生
活
し
て
い
た
多
様
な
種
族
が
存
在
し
て
い
る
・
独
立
時
に
当
然
の
こ
と
な

が
ら
国
民
同
士
の
交
流
・
相
互
理
解
が
必
要
に
な
っ
た
.
し
か
し
、
人
々
が
相

互
理
解
の
た
め
に
使
う
共
通
語
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
.
そ
こ
で
、
共
通
語

と
し
て
マ
レ
l
語
が
国
語
に
選
ば
れ
た
・

現
在
マ
レ

l
語
は
か
な
り
普
及
し
、
質
も
向
上
し
て
き
て
い
る
.
マ
レ

l
語

重
視
の
政
策
に
不
満
の
声
も
確
か
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
種
族
聞
の
交
流
が

拡
大
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
共
通
の
言
語
を
使
っ
て
勉
強
し
、
そ
の
言

語
を
使
っ
て
一
緒
に
遊
ぶ
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
族
聞
の
相

互
不
信
が
取
り
除
か
れ
、
相
互
理
解
が
進
む
だ
ろ
う
。
マ
レ

l
語
の
使
用
の
増

加
の
背
景
に
は
、
国
民
の
英
語
力
の
低
下
と
い
う
「
犠
牲
」
を
払
っ
て
い
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
人
が
共
通

の
価
値
観
を
生
む
こ
と
が
出
来
る
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
よ
り
良
い

選
択
で
あ
る
と
言
え
る
。
マ
レ
l
語
普
及
の
影
響
で
、
七

0
年
代
以
降
種
族
聞

の
関
係
は
緊
張
よ
り
は
む
し
ろ
融
和
の
方
向
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

3. 

し
か
し
、
ま
た
そ
の
一
方
で
種
族
固
有
の
言
語
や
価
値
観
も
依
然
と
し
て
強

く
保
持
さ
れ
て
い
る
.
国
民
全
て
を
共
通
の
価
値
観
の
下
に
お
き
、
異
な
っ
た

価
値
観
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
・
マ
レ
ー
シ
ア
国
民

全
体
に
マ
レ

l
人
、
華
人
、
イ
ン
ド
系
人
と
い
う
種
族
意
識
を
持
つ
こ
と
無
く
、

「
マ
レ
ー
シ
ア
人
」
と
し
て
の
国
民
意
識
の
み
を
強
要
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
・
ま
た
反
対
に
、
国
民
が
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
」
と
い
う

こ
と
を
意
識
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
に
マ
レ

l
人
、
華
人
、
イ
ン
ド
系
人
と
い
う
種

族
に
だ
け
帰
属
意
識
を
持
つ
と
し
た
ら
、
種
族
の
枠
組
み
が
強
固
に
な
っ
て
種

族
聞
の
相
互
理
解
は
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

各
種
族
は
独
自
の
文
化
や
価
値
観
を
保
持
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
マ

レ
ー
シ
ア
人
と
し
て
の
共
通
の
価
値
観
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ

レ
1
語
は
単
に
「
マ
レ

l
人
の
言
語
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
マ
レ
ー
シ
ア

語
」
と
し
て
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
全
体
の
言
語
(
国
民
語
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
.

こ
れ
に
よ
り
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
意
識
」
が
生
ま
れ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
・

共
通
の
文
化
を
持
ち
な
が
ら
、
各
種
族
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
化
や
価
値
観

を
維
持
し
、
ま
た
相
手
の
異
な
る
文
化
や
価
値
感
を
も
受
容
す
る
こ
と
が
大
切

だ
・
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
で
あ
り
、
華
人
で
あ
る
」
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
で
あ
り
、
イ

ン
ド
系
人
で
あ
る
」
「
マ
レ
ー
シ
ア
人
で
あ
り
、
マ
レ

l
人
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
に
、
自
分
の
帰
属
意
識
を
二
つ
の
規
模
の
異
な
る
集
団

l
国
家
と
種
族
ー
に

お
く
こ
と
(
ダ
ブ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
〉
が
最
善
の
方
法
だ
と
言
え
る
.

す
で
に
、
一
部
で
は
こ
の
よ
う
な
意
識
が
芽
生
え
て
始
め
て
い
る
・
そ
れ
は
、

「
多
文
化
主
義
」
に
基
づ
い
た
「
多
文
化
社
会
」
で
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
は
、

多
文
化
国
家
を
目
指
す
べ
き
な
の
だ
.
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(
l
)
h
w
R
F
H
h
p
H
F
s
s
h
u略
言
語
F
a
S
「
】
、
宮
、
窓
口
和

q
h
b
s
H宮
帆
町
句

ミ
RHhau包
h
c
-
r
h
b
u
E
a
包
hw可也

F
E
Sロ
】
吉
田
口
同

E
S
F
A凹
F
E
P

関
ロ
邑
田

F
E
g司
巨
ア
】
∞
∞
吋
・

(
2
)
欧
亜
混
血
(
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
)
や
少
数
の
華
人
・
イ
ン
ド
系
人
が
英
語

を
母
語
と
し
て
い
る
.

(
3
)
従
来
マ
レ
ー
シ
ア
に
住
む
マ
レ

l
系
・
中
国
系
・
イ
ン
ド
系
等
の
多
様

な
人
間
集
団
を
指
す
と
き
に
、
「
人
種
」
「
民
族
」
な
ど
の
用
語
が
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
個
4

の
集
団
関
の
文
化
的
相

違
に
注
目
し
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
そ
し
て
そ

の
訳
語
と
し
て
の
「
種
族
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
.

本
論
文
で
も
、
こ
の
傾
向
に
従
い
「
種
族
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ

と
に
す
る
。

(
4
)
華
人
の
多
く
は
筆
語
の
国
民
型
小
学
校
に
行
き
、
中
学
校
か
ら
マ
レ

l

語
学
校
に
通
う
・

(
5
)
詳
し
く
は
、
〉
凹
ヨ
曲
F

Z

丘一

O
S同
F

R

J

門
吉
国
内
包
匝
F

虫
色
叩
n伸
一

-z

口一回円『

F
E一
o
p
u
m
4巾一
O
回出
H
H
A

叩
ロ
門
田
ロ

ι
河
口
町
一
回
忌
巾
同
叩

ι田町

ω匂叩叩
n
F

E
S
S
E
-
q
J
E
E
S岳
民
在

O
B
R
ト

S
寝
品
同
:
ミ
h
r
s
q
設

-
h
a
h
a
u
E
p
u
g
Eロ
回
田
町
田
回
世

ι
S
M
M
E
Z
E
-
-
P包
囲

FZ自日
MEP

S
∞
N
・
を
参
照
。

(
6
)
戴
園
輝
『
華
僑
「
落
葉
帰
根
」
か
ら
「
落
地
生
根
」
へ
の
苦
闘
と
矛

盾
』
研
文
出
版
一
九
八

O
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
イ
ン
ド
系
人
の
帰
属
意
識
に
つ
い
て
は
、
重
松
伸
司
「
イ
ン
ド
移
民
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
日
系
移
民
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
|
」
、
同
「
マ

ラ
ヤ
に
お
け
る
タ
ミ
ル
移
民
と
『
社
会
改
革
運
動
』
|
南
イ
ン
ド
『
タ
ミ

ル
自
尊
運
動
』
と
の
比
較
に
よ
る

l
」
(
と
も
に
、
重
松
伸
司
編
『
現
代
ア

ジ
ア
移
民
ー
そ
の
共
生
原
理
を
も
と
め
て
|
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一

九
八
六
年
〉
の
両
論
文
に
詳
し
い
。

-112ー

(
の
ざ
わ
・
こ
う
じ

イ
シ
ド
ネ
ジ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
語
学
科

九
二
年
卒
〉
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論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

台
湾
経
済
を
担
う
諸
集
団

は
じ
め
に

台
湾
H
中
華
民
国
は
巨
大
な
中
華
人
民
共
和
国
の
影
に
隠
れ
て
、
え
て
し
て

忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
一
九
九
二
年
六
月
末
現
在
の
外
貨
準
備

高
は
約
八
六
六
億
ド
ル
で
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
、
一
九
九
一
年
の
国
民
一
人
当

た
り
G
N
P
は
入
、
七
八
八
ド
ル

(
1
)
と
い
う
経
済
力
を
持
っ
て
い
る
。
経

済
成
長
を
こ
れ
程
の
水
準
に
ま
で
達
成
さ
せ
た
こ
と
を
評
価
し
、
そ
の
主
体
と

な
っ
た
台
湾
の
企
業
の
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
後
に
見
る
よ
う
に
、
企
業
グ
ル
ー
プ
を
も
考
察
の
対
象
と
し
た
た
め
、
題

自
に
「
諸
集
団
」
と
し
た
こ
と
を
付
言
す
る
。

藤

|
 

|
 

I
，J
 

聡

子

(
復
旦
大
学
)

一
、
公
営
企
業

。。

台
湾
の
公
営
企
業
の
歴
史
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
敗
戦
す
る
ま
で
台
湾
を

統
治
し
て
い
た
日
本
の
総
督
府
・
企
業
・
個
人
名
義
の
各
種
資
産
を
、
戦
後
台

湾
に
進
駐
し
た
国
民
党
が
接
収
し
継
承
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。

「
公
営
企
業
」
と
は
、
端
的
に
は
、
政
府
拠
出
の
資
本
が
全
資
本
の
五

O
%

以
上
を
占
め
る
企
業
を
指
す
の
で
あ
る
、
が
、
具
体
的
に
は
、
政
府
当
局
も
し
く

は
中
国
国
民
党
あ
る
い
は
台
湾
省
当
局
ま
た
は
退
役
軍
人
輔
導
委
員
会
が
経
営

し
て
い
る
企
業
、
そ
し
て
こ
れ
ら
四
種
の
組
織
の
う
ち
二
者
以
上
に
よ
る
共
同

出
資
事
業
体
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
の
中
華

民
国
時
代
の
行
政
区
分
が
建
前
上
現
在
に
至
る
ま
で
法
律
的
・
行
政
的
に
維
持

さ
れ
て
い
る
、
国
民
党
一
党
支
配
が
続
い
て
お
り
国
民
党
H
与
党
H
政
府
と
い



卒論ダイジェスト

う
「
公
式
」
が
成
り
立
つ
、
中
華
人
民
共
和
国
と
の
緊
張
関
係
に
よ
り
軍
の
力

が
強
い
、
と
い
っ
た
事
情
の
反
映
で
あ
る
。

「
民
聞
に
委
ね
ら
れ
な
い
事
業
あ
る
い
は
独
占
性
を
帯
び
た
事
業
は
国
家
が

経
営
す
べ
き
で
あ
る
」

(
2
)
と
し
て
民
生
主
義
に
関
係
す
る
孫
文
の
実
業
計

画
に
基
づ
い
て
、
庶
民
の
生
計
と
社
会
福
祉
に
影
響
の
あ
る
事
業
・
財
政
収
入

の
目
的
に
伴
う
事
業
・
巨
額
の
資
金
を
要
し
資
金
回
収
年
が
長
く
報
酬
率
の
低

い
事
業
は
す
べ
て
国
一
家
資
本
で
直
接
経
営
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
金
融
・
交
通
・
運
輸
・
通
信
・
金
属
・
鉄
鋼
・
石
油
化
学
・
建
築
・

マ
ス
コ
ミ
等
の
業
種
を
公
営
企
業
が
独
占
し
た
た
め
「
基
幹
産
業
目
公
営
企

業
」
状
態
と
な
り
、
産
業
の
川
上
部
門
を
官
が
撞
り
、
官
が
産
業
全
体
を
容
易

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
体
制
に
繋
が
っ
た
.
の
み
な
ら
ず
、
一
九
七

0
年
代

以
降
民
間
企
業
が
成
長
し
大
型
化
す
る
ま
で
は
「
大
企
業
U
公
営
企
業
」
状
態

が
続
い
た
の
で
あ
る
・
一
九
八
七
年
、
台
湾
の
ト
ッ
プ
一

O
O社
の
う
ち
、
公

営
企
業
は
二
一
社
含
ま
れ
て
い
る

(
3可
前
述
の
退
役
軍
人
輔
導
委
員
会
は

行
政
院
院
長
の
下
に
あ
り
、
軍
隊
の
新
陳
代
謝
を
図
る
た
め
大
陸
籍
の
退
役
軍

人
と
そ
の
家
族
に
職
業
・
学
業
・
医
療
な
ど
の
世
話
を
す
る
た
め
に
一
九
五
九

年
に
設
け
ら
れ
た
組
織
で
あ
る
が
、
建
設
業
と
総
合
病
院
の
二
大
事
業
の
他
、

二
O
余
の
産
業
の
事
業
体
を
抱
え
て
お
り
、
民
営
で
は
最
大
の
企
業
グ
ル
ー
プ

を
上
回
る
規
模
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.

製
造
業
を
営
む
公
営
企
業
を
例
に
と
る
と
、
公
営
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
、

公
営
の
貿
易
機
構
を
介
し
て
原
材
料
を
調
達
し
、
公
営
流
通
機
構
を
通
し
て
製

品
を
販
売
す
る
、
と
い
う
具
合
に
、
公
営
企
業
群
は
「
公
営
」
同
士
で
自
己
完

結
し
た
、
言
う
な
れ
ば
、
聞
に
民
営
企
業
を
入
れ
ず
と
も
存
立
可
能
な
体
系
を

備
え
て
い
る
・

し
か
し
、
公
営
企
業
の
官
僚
主
義
的
経
営
は
非
能
率
・
浪
費
・
私
情
利
得
の

弊
害
の
温
床
と
な
り
、
民
主
的
監
視
機
能
を
欠
い
た
一
党
独
裁
下
で
放
漫
経
営

と
経
営
不
振
に
繋
が
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
五
四
年
、
工
業
生
産
額
に
お
い

て
民
営
企
業
に
凌
駕
さ
れ
、
経
済
成
長
の
牽
引
役
を
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で

あ
る
.一

九
入
六
年
現
在
の
統
計
で
公
営
企
業
と
民
営
企
業
と
を
比
べ
る
と
、
営
業

額
全
体
に
占
め
る
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
五
二
・
入
%
/
四
七
・
二
%
、
税
込
利
益

全
体
に
占
め
る
割
合
は
七
六
・
四
%
/
一
三
了
六
%
、
売
上
げ
に
対
す
る
利
益

率
は
一
九
・
一
%
/
六
・
六
%
と
な
っ
て
い
る

(
4て
赤
字
企
業
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
公
営
企
業
全
体
で
は
こ
れ
程
利
益
面
で
民
営
企
業
に
著
し
く

差
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
酒
・
タ
パ
コ
等
の
専
売
利
益
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
圏
内
市
場
の
独
占
と
国
家
財
政
の
支
援
に
よ
っ
て
経
営

が
成
り
立
っ
て
い
る
公
営
企
業
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
.
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二
、
民
営
企
業

一
九
人
入
年
に
一
万
人
を
超
え
る
従
業
員
を
抱
え
る
民
営
の
企
業
は
三
社
、

五
0
0
0
3
一
万
人
の
会
社
は
九
社
し
か
な
い

(
5
)
。
日
本
企
業
の
従
業
員

数
を
参
考
ま
で
に
上
げ
る
と
、
松
下
電
器
産
業
四
万
七
六
三
四
人
、
ト
ヨ
・
タ
自

動
車
七
万
一
七
二

O
人
、
新
日
本
製
鉄
五
万
三
二
九
O
入
、
と
い
う
ふ
う
で
あ

る
か
ら

(
6て
台
湾
の
民
営
企
業
の
規
模
の
小
さ
さ
が
歴
然
と
し
て
く
る
で

あ
ろ
う
.

払
込
資
本
金
額
が
一

O
O億
元
以
上
の
会
社
は
一
社
の
み
、
五

O
億
元
以
上

は
七
社
、
一

O
O
O万
一
元
以
下
の
会
社
は
民
営
企
業
総
数
の
九
0
・
三
六
%
で



台湾経済を担う諸集団

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
府
経
済
部
が
一
九
人
二
年
に
改
正
し
た
「
中
小
企
業
輔

導
準
則
」
に
よ
っ
て
中
小
企
業
の
指
定
を
受
け
る
資
本
金
四

O
O
O万
元
以
下

の
会
社
と
な
る
と
、
九
九
%
に
ま
で
上
る

(
7
1
こ
う
し
た
数
字
も
当
局
へ
届

け
出
を
せ
ず
に
操
業
し
て
い
る
零
細
企
業
ま
で
は
含
ん
で
い
な
い
.

こ
の
よ
う
に
小
規
模
の
会
社
が
ひ
し
め
き
合
う
な
か
に
存
在
す
る
民
営
大
企

業
は
、
=
一
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

一
つ
は
農
地
改
革
を
契
機
に
一
九
五
三
年
政
府
か
ら
「
水
泥
(
セ
メ
ン
ト
ど

「
紙
業
」
「
工
磁
」
「
農
林
」
の
四
大
公
営
企
業
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
食
品
・

セ
メ
ン
ト
・
製
紙
・
農
産
加
工
な
ど
の
業
種
に
進
出
し
た
土
着
地
主
系
資
本
、

二
つ
目
は
紡
績
関
係
に
集
中
し
て
い
る
大
陸
系
資
本
、
三
つ
目
は
一
九
六

0
年

代
末
頃
か
ら
化
学
工
業
・
電
器
電
子
・
保
険
信
託
な
ど
の
分
野
で
資
本
蓄
積
を

進
め
た
新
興
資
本
で
あ
る
。

台
湾
の
民
営
企
業
の
特
徴
と
し
て
、
経
営
が
家
族
主
義
的
で
あ
る
こ
と
と
、

大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
聞
に
あ
ま
り
系
列
関
係
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
・

大
企
業
と
の
系
列
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
多
の
中
小
零
細
企
業

が
存
立
し
え
る
と
い
う
の
は
不
思
議
で
あ
る
・
し
か
し
、
企
業
規
模
別
に
従
業

員
一
人
当
た
り
の
純
固
定
資
産
額
と
一
人
当
た
り
の
付
加
価
値
額
を
み
た
あ
る

調
査
で
は

(
8
)
、
業
種
ご
と
に
数
値
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
概
し
て
企
業
の

規
模
の
違
い
で
資
本
装
備
率
や
付
加
価
値
に
格
差
は
現
れ
て
い
な
い
、
と
い
う

結
果
が
出
て
い
る
。
大
企
業
と
中
小
企
業
の
市
場
鏡
争
力
が
ほ
ぼ
互
角
だ
と
い

う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
大
企
業
が
中
小
企
業
よ
り
余
計
に
得
て
い
る
は
ず

の
利
潤
を
、
パ
ブ
ル
現
象
に
顕
著
に
現
れ
た
よ
う
に
商
人
資
本
的
蓄
積
に
回
し
、

研
究
開
発
投
資
に
力
を
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
・

O
中
小
企
業

中
小
企
業
の
設
立
は
比
較
的
少
な
い
資
金
で
足
り
る
た
め
容
易
で
あ
る
が
、

反
面
、
入
手
確
保
や
資
金
繰
り
に
困
難
が
あ
り
、
販
路
も
不
安
定
で
、
失
敗
率

が
高
く
、
一
九
人
四
年
に
倒
産
し
た
工
場
の
九
四
%
は
中
小
工
場
で
あ
っ
た

(
9
1
景
気
が
好
転
す
れ
ば
雨
後
の
省
の
よ
う
に
設
立
さ
れ
、
景
気
が
悪
化
す

る
と
軒
並
み
倒
産
す
る
傾
向
が
あ
る
.

会
社
内
の
組
織
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
会
計
・
財
務
制
度
に
不
備
な
点
が
多
く
、

脱
税
が
多
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

同
業
者
が
多
い
た
め
、
競
争
が
激
し
く
利
益
が
薄
く
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、

こ
の
圏
内
の
過
当
競
争
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
湾
の
中
小
企
業
は

国
際
競
争
力
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
。
「
中
小
企
業
線
美
金
、
大
企
業
嫌
元
幣

(
中
小
企
業
は
ド
ル
を
稼
ぎ
、
大
企
業
は
台
湾
元
を
稼
ぐ
と
と
い
う
言
葉
通

り
、
台
湾
の
輸
出
品
の
六
三
%
が
中
小
企
業
の
製
品
で
(
叩
)
、
中
小
企
業
の
方

が
大
企
業
よ
り
輸
出
で
外
貨
を
稼
ぎ
経
済
成
長
に
貢
献
し
た
程
度
が
大
き
か
っ

た
労
働
コ
ス
ト
は
低
賃
金
を
家
族
経
営
に
よ
り
押
さ
え
、
多
品
種
少
量
生
産
方

式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
工
場
の
規
模
の
小
さ
き
を
か
え
っ
て
生
か
し
、
外

国
企
業
と
の

O
E
M
(注
文
先
ブ
ラ
ン
ド
製
品
〉
製
造
提
携
で
国
際
市
場
に
お

け
る
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
外
資
か
ら
最
先
端
の
ハ
イ
テ
ク
を
入
手
す
る
に
は
難
が
あ
り
、
長

期
的
に
は
や
は
り
独
自
に
研
究
開
発
活
動
へ
資
金
を
回
す
必
要
が
あ
る
。

中
小
企
業
の
経
営
者
は
同
業
者
に
対
し
ラ
イ
ゲ
ア
ル
意
識
が
強
い
。
そ
れ
が

中
小
企
業
同
士
で
団
結
し
資
金
や
経
営
面
の
事
柄
に
つ
い
て
協
力
し
合
う
動
き

を
臨
ん
で
お
り
、
中
小
企
業
全
体
の
発
展
の
た
め
に
そ
う
し
た
意
識
を
克
服
す

-115ー
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O
集
園
企
業

一
九
六

0
年
代
に
入
る
と
、
輸
出
市
場
進
出
に
成
功
し
た
中
小
企
業
が
成
長

し
大
型
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
「
集
園
企
業
」
と
呼
ば
れ
る
企
業
グ
ル
ー
プ

が
形
成
さ
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
・

お
よ
そ
以
下
の
要
件
を
満
た
せ
ば
「
集
園
企
業
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

*
経
営
・
人
事
・
投
資
な
ど
の
面
で
他
社
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
中
心
会
社
が

あ
る
。

*
あ
る
会
社
と
他
社
の
資
金
総
額
の
半
数
以
上
を
同
一
株
主
が
出
資
し
て
い
る
。

*
あ
る
会
社
と
他
社
の
取
締
役
・
役
員
・
代
表
株
主
の
半
数
以
上
が
同
一
人
物

あ
る
い
は
配
偶
者
ま
た
は
三
親
等
以
内
の
親
族
で
占
め
ら
れ
て
い
る
・

*
グ
ル
ー
プ
と
し
て
相
互
に
意
識
し
て
い
る
.

*
資
本
金
総
額
が
各
局
四
億
台
湾
元
以
上
で
あ
る
。

こ
う
し
た
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
「
集
園
企
業
」
は
約
百
グ

ル
ー
プ
あ
り
、
一
グ
ル
ー
プ
当
た
り
の
平
均
傘
下
企
業
数
は
六
・
四

1
七
・
七

で
あ
る
(
日
)
。

台
湾
の
情
報
機
関
で
あ
る
中
華
徴
信
所
は
主
要
一

O
O企
業
グ
ル
ー
プ
の
資

料
に
基
づ
い
て
、
台
湾
の
「
集
圏
企
業
」
の
構
成
形
態
を
次
の
よ
う
に
三
パ

タ
ー
ン
に
分
類
し
た
(
ロ
可

川

兄

弟

型

個
人

a
及
び

b
等
投
資
者
の
共
同
ま
た
は
各
荷
投
資
し
た
A
、
B
、
C
等
系

列
企
業
が
、
畠
と
b
と
の
関
係
を
通
じ
て
一
体
に
結
合
し
た
タ
イ
プ
.
A
、
B
、

C
の
聞
は
兄
弟
会
社
ま
た
は
姉
妹
会
社
と
呼
ば
れ
る
。
通
常
家
族
が
中
心
と

な
っ
て
構
成
さ
れ
た
企
業
グ
ル
ー
プ
に
多
い
。
ま
た
、
一
般
に
五
社
ま
た
は
そ

れ
以
下
の
企
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
企
業
に
多
い
.

(2) 

親
子
型

畠
と
b
が
企
業
A
を
設
立
し
、

A
を
通
じ
て
企
業
B
、
C
等
の
設
立
に
投
資

す
る
も
の
。
こ
れ
に
よ
っ
て

A
、
B
、
C
を
つ
な
ぎ
A
と
B
、
A
と
C
と
の
聞

に
明
白
な
親
会
社
と
子
会
社
の
関
係
が
存
在
し
、
親
子
会
社
と
な
る
.
a
と

b

は
A
を
掌
握
す
る
だ
け
で

B
と
C
を
手
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
・

A
企
業

の
経
営
目
的
が
投
資
を
主
と
す
る
も
の
、
ま
た
は
一
次
・
二
次
産
業
で
あ
り
、

三
次
加
工
産
業
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意
味
で
投
資
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ

の
投
資
し
た
会
社
と
の
親
子
関
係
は
極
め
て
明
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
タ
イ

プ
は
多
く
、
原
料
確
保
・
製
品
加
工
な
ど
を
ね
ら
っ
て
、
次
ム
ベ
と
親
会
社
が
同

一
経
営
種
目
に
属
す
る
子
会
社
を
設
立
し
、
末
端
ま
で
手
を
伸
ば
す
わ
け
で
あ

る。
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(3) 

婚
鋼
型

晶、

b
、
C
等
中
心
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
交
互
に

A
、
B
、
C
等
企
業
に
投
資

し
て
構
成
す
る
タ
イ
プ
で
、
晶
、

b
、

c
と
も
A
、
B
、
C
に
投
資
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
乱
と
b
が
A
、

a
と

c
が
B
、
b
と

c
が
C
に
投
資
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
従
来
無
関
係
で
あ
っ
た
の
が
投
資
を
通
じ
て
結
合
す
る
こ
と
に
な
り
、

婚
姻
が
生
じ
た
と
同
様
に
な
る
.
特
に
、
傘
下
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
第

三
者
の
投
資
を
受
け
る
時
、
そ
の
投
資
関
係
の
多
く
は
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
・

各
企
業
の
投
資
者
は
ほ
ぼ
同
一
な
の
で
、
そ
の
経
営
目
標
も
一
致
し
て
お
り
、



投
資
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
相
互
企
業
問
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
合
っ
て

い
る
。
グ
ル
ー
プ
内
部
の
つ
な
が
り
も
固
く
、
こ
の
つ
な
が
り
が
「
集
圏
企

業
」
の
組
織
化
を
図
っ
て
い
る
。

台湾経済を担う諸集団

図

C 

図
2 

図
3 

「
集
圏
企
業
」
が
比
較
的
大
き
な
会
社
の
グ
ル
ー
プ
だ
と
は
言
え
、
経
営
不

振
・
財
務
危
機
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
投
資
者
(
経
営
者
)
聞
の
不
和
な
ど
に

よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
が
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
一
方
で
新

た
に
拾
頭
し
て
く
る
「
集
国
企
業
」
も
あ
り
、
産
業
界
の
新
旧
交
代
が
こ
の
よ

う
な
形
で
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

近
年
「
集
闘
企
業
」
に
以
下
三
点
の
傾
向
が
あ
る
。

①
経
営
多
角
化
・
規
模
拡
大

か
つ
て
は
労
働
集
約
型
産
業
に
従
事
す
る
会
社
が
半
数
を
超
え
て
い
た
が
、

七
0
年
代
後
半
に
示
さ
れ
た
政
府
の
資
本
集
約
型
産
業
・
技
術
集
約
型
工
業
導

入
方
針
に
誘
導
さ
れ
て
、
情
報
・
ハ
イ
テ
ク
産
業
や
流
通
・
投
資
信
託
・
広
告

等
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
業
種
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
中
型
以
上
の
「
集
圏
企

業
」
な
ら
ば
情
報
・
ハ
イ
テ
ク
産
業
の
傘
下
企
業
を
最
低
一
社
は
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
産
業
構
造
の
変
化
で
、
ハ
イ
テ
ク
産
業
か
ら
事
業
を
起
こ
し

「
集
圏
企
業
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
例
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
将
来

的
に
は
旧
来
の
「
集
圏
企
業
」
に
お
い
て
も
ハ
イ
テ
ク
企
業
が
グ
ル
ー
プ
の
発

祥
企
業
に
代
わ
っ
て
グ
ル
ー
プ
内
の
中
核
企
業
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に

な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

人

0
年
代
中
頃
に
台
湾
紡
績
グ
ル
ー
プ
の
統
一
企
業
公
司
(
食
品
総
合
メ
ー

カ
ー
〉
が
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
と
提
携
し
て
統
一
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
開

業
し
た
が
、
三
年
足
ら
ず
で
全
島
で
五
十
庖
以
上
の
チ
ェ
ー
ン
腐
を
展
開
し
、

今
で
は
台
中
以
北
の
台
湾
西
部
だ
け
で
二
五

0
1三
O
O脂
に
庖
舗
を
拡
大
し

て
い
る

(
U
1
年
中
無
休
・
二
四
時
間
常
業
は
台
湾
の
小
売
流
通
業
界
に
革

命
的
シ
ョ
ッ
ク
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
成
功
の
背
景
に
は
政
府
の
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商
業
現
代
化
政
策
と
国
民
所
得
の
増
加
が
あ
る
。

一
九
八
七
年
七
月
に
外
国
為
替
管
理
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
後
、
台
湾
経
済

に
も
バ
ブ
ル
現
象
が
現
れ
、
証
券
ブ
l
ム
が
訪
れ
た
.
こ
の
年
一
年
間
だ
け
で

計
二
三
入
社
の
投
資
会
社
が
創
設
さ
れ
た
が
、
う
ち
約
七
割
が
「
集
幽
企
業
」

と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る

(
U
1
「
集
圏
企
業
」
系
投
資
会
社
が
設
立
さ
れ

た
目
的
は
、
主
に
自
グ
ル
ー
プ
の
イ
メ
ー
ジ
防
衛
・
関
連
株
操
作
に
あ
る
.

②
海
外
進
出
・
多
国
籍
化

環
境
保
護
運
動
や
労
働
運
動
の
高
揚
、
台
湾
元
の
切
上
げ
等
の
産
業
界
を
め

ぐ
る
情
勢
の
変
化
に
対
し
、
海
外
で
の
事
業
に
活
路
を
見
出
す
企
業
は
多
い
。

海
外
投
資
緩
和
(
一
九
入
九
年
)
に
先
立
つ
一
九
入
入
年
現
在
で
台
湾
企
業
の

海
外
事
業
所
は
合
計
己
O
社
程
だ
と
い
う
公
式
資
料
が
あ
る
が
、
実
態
は
こ

の
三
倍
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(mv

③
ト
ッ
プ
の
世
代
交
代

第
二
次
大
戦
後
に
事
業
を
起
こ
し
発
展
さ
せ
た
グ
ル
ー
プ
創
始
者
が
高
齢
化

し
た
た
め
、
人

0
年
代
に
入
る
と
多
く
の
「
集
圏
企
業
」
で
、
首
脳
ポ
ス
ト
の

次
代
へ
の
引
継
ぎ
の
見
通
し
が
表
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
創
業
者
の
大
多

数
が
「
企
業
の
所
有
者

1
経
営
者
」
と
い
う
意
識
を
根
強
く
持
っ
て
い
る
た
め
、

直
系
子
孫
や
兄
弟
の
子
、
姻
族
へ
の
ポ
ス
ト
譲
渡
が
依
然
主
流
で
あ
る
。
し
か

し
グ
ル
ー
プ
の
拡
大
・
多
角
化
・
多
国
籍
化
に
伴
っ
て
、
非
親
族
社
員
を
グ

ル
ー
プ
企
業
の
ト
ッ
プ
に
抜
擢
し
、
企
業
の
所
有
(
持
ち
株
)
と
企
業
経
営
と

を
分
離
す
る
動
き
も
出
て
い
る
。
脱
家
族
主
義
・
欧
米
型
近
代
的
経
営
の
兆
し

と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
動
向
で
あ
る
.

三
、
政
府
の
政
策

O
経
済
の
自
由
化

米
国
か
ら
の
台
湾
市
場
対
外
開
放
の
圧
力
等
も
あ
り
、
政
府
も
世
界
市
場
を

視
野
に
入
れ
た
台
湾
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
に
乗
り
出
し
た
が
、
そ
の
際
、

経
営
不
振
や
赤
字
経
営
に
陥
っ
て
い
る
公
営
企
業
の
処
置
を
講
ず
る
こ
と
が
不

可
避
と
な
っ
た
。
か
ね
て
よ
り
国
民
の
聞
で
経
営
赤
字
補
填
の
た
め
の
国
庫
の

無
駄
遣
い
や
市
場
の
独
占
そ
の
他
従
業
員
の
モ
ラ
ル
の
低
さ
な
ど
が
問
題
視
さ

れ
て
い
た
が
、
社
会
や
政
治
の
自
由
化
が
進
ん
だ
こ
と
と
連
動
し
て
、
こ
れ
以

上
放
置
し
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
O
年
の
株
式
暴
露
で
公
営
企
業
の
民
営
化
・
株
式
売
却
は
一
時
中
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
一
九
九
一
年
一
一
一
月
、
省
営
商
業
銀
行
三
行
の
株
式
上

場
を
皮
切
り
に
、
中
園
石
油
化
学
開
後
株
、
台
湾
電
力
株
、
中
園
鍋
織
株
が
放

出
さ
れ
た
。

一
九
人
九
年
七
月
銀
行
法
が
改
正
さ
れ
、
民
間
の
銀
行
設
立
を
事
実
上
限
ん

で
い
た
厳
し
い
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
。
資
金
力
の
点
で
台
湾
の
「
集
圏
企
業
」

が
韓
国
の
財
閥
に
及
ば
な
い
理
由
は
民
聞
が
金
融
資
本
を
確
立
し
て
い
な
い
こ

と
に
あ
る
.
巨
額
の
資
金
を
長
期
的
に
必
要
と
す
る
大
型
投
資
の
能
力
を
民
間

企
業
が
構
造
的
に
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
産
業
高
度
化
の
阻
害
要
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
九
九
一
年
に
申
請
に
対
し

市
中
銀
行
新
設
の
最
初
の
認
可
が
お
り
た
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
こ
の
銀
行
法

改
正
は
台
湾
経
済
界
の
様
相
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
苧
ん
で
い
る
。
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O
対
中
小
企
業
政
策

一
九
人
一
年
一
月
、
政
府
経
済
部
工
業
局
内
に
あ
っ
た
中
小
企
業
服
務
中
心

を
拡
充
・
強
化
す
る
形
で
、
中
小
企
業
慮
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
・
産
業
界
に

お
け
る
中
小
企
業
の
果
た
す
役
割
が
見
直
さ
れ
、
政
策
上
、
よ
り
積
極
的
に
対

応
し
て
い
く
方
向
に
政
府
の
姿
勢
が
転
換
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
・
こ
の
中

小
企
業
慮
は
、
経
営
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
導
を
し
た
り
、
金
融
機
関
と
提

携
し
て
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
機
器
購
入
や
新
製
品
開
発
な
ど
の
た
め
に
低
利
で

融
資
を
行
っ
て
い
る
・

一
九
八
三
年
か
ら
「
中
心
衛
星
工
場
制
度
」
が
発
足
し
た
。
日
本
の
下
請
制

度
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
お
り
、
総
合
メ
ー
カ
ー
の
存
立
基
盤
は
高
度
な
部
品
製

造
技
術
を
持
つ
中
小
下
請
け
メ
ー
カ
ー
に
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
.

広
範
な
中
小
企
業
H
衛
星
を
大
企
業
を
中
心
に
組
織
し
て
、
大
企
業
か
ら
中
小

企
業
へ
の
技
術
供
与
や
経
営
合
理
化
指
導
等
の
流
れ
を
つ
く
る
ね
ら
い
が
あ
る
・

こ
の
中
心
衛
星
工
場
に
認
定
さ
れ
る
と
低
利
融
資
が
供
与
さ
れ
る
な
ど
の
特
典

が
用
意
さ
れ
て
い
る
・
し
か
し
、
下
請
け
工
場
は
親
会
社
よ
り
立
場
が
弱
い
の

が
通
例
で
あ
り
、
元
来
独
立
心
の
強
い
台
湾
の
中
小
企
業
経
営
者
を
ど
れ
だ
け

取
り
込
め
る
か
疑
問
が
残
る
・

一
九
九
一
年
に
開
始
し
た
「
国
家
建
設
六
ヶ
年
計
厨
」
に
お
い
て
「
中
小
企

業
の
財
務
構
造
を
健
全
に
し
、
経
営
体
質
を
改
善
し
て
、
経
済
情
勢
の
変
化
に

対
応
す
る
能
力
を
増
強
す
る
(
凶
)
」
目
標
を
掲
げ
た
。
こ
れ
は
六
年
間
に
限
ら

ず
長
期
的
な
取
り
組
み
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
・
前
述
の
措
置
は
そ
の
端
緒
で

あ
る
と
解
し
、
と
り
あ
え
ず
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
無
策
に
近
か
っ
た
従
来
の

姿
勢
を
改
め
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。

O
産
業
の
高
度
化

「
情
報
処
理
工
業
部
門
発
展
計
画
」
(
一
九
八

0
1入
九
年
〉
、
「
産
業
高
度
化

促
進
条
例
」
(
一
九
九
O
年
)
等
が
定
め
ら
れ
、
融
資
や
租
税
控
除
そ
の
他
の
面

で
優
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
・
省
エ
ネ
化
・

低
公
害
化
そ
し
て
電
子
工
業
を
始
め
と
す
る
ハ
イ
テ
ク
産
業
を
助
成
す
る
こ
と

が
図
ら
れ
て
い
る
。

「
元
高
」
や
人
手
不
足
で
労
働
集
約
型
産
業
は
国
際
協
争
力
の
低
下
を
き
た

し
て
お
り
、
資
本
集
約
型
・
高
付
加
価
値
型
産
業
へ
台
湾
の
産
業
構
造
の
比
重

を
移
す
必
要
が
高
ま
っ
て
い
る
・
し
か
し
、
ハ
イ
テ
ク
産
業
は
投
資
金
額
が
巨

額
な
割
に
技
術
周
期
が
短
く
、
か
つ
製
品
価
格
の
騰
落
が
大
き
い
.
そ
こ
で
政

府
が
主
導
す
る
形
で
半
導
体
産
業
の
育
成
が
進
め
ら
れ
て
い
る
・

む
す
び
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台
湾
の
経
済
は
今
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
変
化
は
経
済
の
み
に

現
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
.

一
九
八
六
年
に
初
め
て
台
湾
に
誕
生
し
た
野
党
H
民
主
進
歩
党
は
、
党
綱
領

に
、
「
公
営
事
業
の
民
営
開
放
」
、
「
公
営
事
業
に
お
け
る
生
産
民
主
制
の
確
立
」

を
明
記
し
、
そ
の
行
動
綱
領
に
「
国
家
銀
行
を
除
い
て
、
官
は
金
融
機
関
の
持

ち
株
を
放
出
し
、
金
融
機
関
の
株
式
発
行
を
認
め
、
資
本
の
不
法
利
用
を
防
止

す
る
」
、
「
市
場
の
独
占
を
禁
止
し
、
官
商
の
結
託
を
排
除
し
、
公
正
取
引
法
を

施
行
し
、
市
場
の
生
産
・
販
売
の
自
由
を
確
保
す
る
」
、
「
民
営
で
あ
る
が
、
独

占
ま
た
は
寡
占
性
質
の
公
共
事
業
は
、
そ
の
生
産
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
価
格

は
民
意
機
関
の
審
査
・
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
タ
バ
コ
・
酒
の



卒論ダイジ zスト

専
売
制
度
を
廃
止
す
る
」
と
記
し
て
い
る
(
げ
)
。

国
民
党
官
僚
資
本
に
よ
る
基
幹
産
業
独
占
体
制
は
、
国
民
党
政
権
の
経
済
基

盤
で
あ
る
と
同
時
に
、
民
生
主
義
と
い
う
国
民
党
の
党
是
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
.
し
か
し
、
国
民
党
自
身
も
一
九
人
八

年
七
月
に
修
正
し
た
政
綱
に
「
独
占
及
び
聾
断
の
お
そ
れ
の
な
い
公
共
事
業
に

つ
い
て
は
、
株
式
上
場
の
方
式
で
民
営
に
開
放
し
て
自
由
競
争
を
促
進
し
、
経

営
実
績
を
向
上
さ
せ
る
べ
く
努
力
す
る
(
問
)
」
と
し
て
お
り
、
時
代
の
流
れ
へ

譲
歩
を
始
め
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

経
済
の
発
展
が
政
治
の
民
主
化
を
促
し
、
民
主
化
の
進
展
も
経
済
に
変
革
を

生
じ
さ
せ
る
流
れ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
・
こ
れ
に
は
他
の
発
展
途
上
の

国
々
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註
(
1
〉
『
朝
日
年
鑑
デ
l
タ
ブ
ッ
ク

年
)
、
三
四
一
頁
.

(
2
)
『
台
湾
の
経
済
事
情
』
(
交
流
協
会
、
一
九
九
一
年
)
、
六

O
頁
.

(
3
)
『
台
湾
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
と
実
態
』
(
交
流
協
会
、
一
九
人
九

年
〉
、
六
頁
。

〈4
〉
劉
進
慶
・
隅
谷
三
喜
男
・
照
彦
編
著
『
台
湾
|
典
型
N
I
B
S
の
光
と

影
l
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
て
一
一
一
一
四
頁
。

(
5
)
前
錫
『
台
湾
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
と
実
態
』
、
九
頁
。

(
6
)
『
季
刊
日
経
会
社
情
報
担

l
m
夏
号
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、

九
九
二
年
〉
、
五
六
人
頁
・
六
四
五
頁
・
三
六
四
頁
。

一
九
九
一
ニ
』
(
朝
日
新
聞
社
、

一九九一一一

(
7
)
前
掲
『
台
湾
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
と
実
態
』
、
九
頁
。

(
8
)
前
掲
『
台
湾
|
典
型
N
I
E
S
の
光
と
影
|
』
、
一
一
一
四

1
一
一
一
五
頁
.

〈9
)
経
済
部
中
小
企
業
慮
編
印
『
中
華
民
園
台
湾
地
直
中
小
企
業
経
済

活
動
報
告
』
(
一
九
八
七
年
〉
、
三
九
頁
。

(
叩
)
同
右
、
一
四
六
頁
。

(
U
)
前
掲
『
台
湾
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
と
実
態
』
、
四
三
頁
。

(
ロ
)
同
右
、
一

os--一
頁
.

(
臼
〉
前
掲
『
台
湾
の
企
業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
と
実
態
』
、
一
人
頁
。

(M)
同
右
、
一
九
頁
.

(
日
〉
同
右
、
二
一
頁
.

(
時
)
台
湾
研
究
所
編
『
台
湾
総
覧
』
〈
一
九
九
一
年
て
六
九
O
頁。

(
げ
)
同
右
(
一
九
九
二
年
)
、
二
四

0
1
二
四
四
頁
.

(
凶
〉
同
右
、
二
三
二
頁
。
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に
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《
修
論
レ
ビ
ュ
ー
》国

民
革
命
期
に

|
|
国
民
政
府
の

「
革
命
外
交
」

お
け
る
対
外
政
策

を
中
心
に
|
|

は
じ
め
に

一
九
二

0
年
代
初
頭
か
ら
、
中
国
の
主
権
回
復
を
目
指
す
民
族
主
義
運
動
が

盛
り
上
が
り
、
こ
の
運
動
の
主
役
は
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表
と
す
る

国
民
党
で
あ
っ
た
・
国
民
党
は
、
「
反
帝
、
反
軍
閥
」
の
旗
を
あ
げ
て
国
民
革
命

を
推
進
し
、
対
外
関
係
に
お
い
て
は
不
平
等
条
約
の
撤
廃
を
原
則
と
す
る
外
交

政
策
を
実
行
し
て
き
た
・
こ
の
よ
う
な
対
外
政
策
は
、
後
に
「
革
命
外
交
」
と

名
付
け
ら
れ
た
・

北
伐
統
一
後
の
国
民
政
府
の
条
約
撤
廃
外
交
と
違
っ
て
、
国
民
革
命
期
に
お

け
る
「
革
命
外
交
」
は
、
国
民
党
が
全
国
の
政
治
権
力
を
掌
握
す
る
前
に
一
地

方
政
権
と
し
て
実
行
さ
れ
た
対
外
政
策
で
あ
っ
た
。
中
央
政
権
奪
取
と
不
平
等

条
約
撤
廃
は
、
国
民
革
命
の
二
大
目
様
で
あ
っ
た
た
め
、
国
民
党
は
、
統
一
政

権
の
再
建
と
国
際
的
地
位
の
回
復
と
い
う
こ
重
の
使
命
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

林

蔚

成

国
民
党
は
、
そ
の
目
標
を
実
現
す
る
過
程
に
お
い
て
、
対
外
関
係
を
ど
う
位
置

付
け
た
の
か
.
国
民
党
に
と
っ
て
、
政
権
準
取
と
条
約
撤
廃
と
い
う
二
つ
の
目

標
の
聞
に
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
.
ま
た
国
民
革
命
の
推
進
に
あ
た
っ
た
国

民
党
に
よ
る
対
外
政
策
は
、
ど
ん
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

従
来
の
研
究
は
、
「
革
命
外
交
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
背
景
、
国
民
革
命
に

お
け
る
大
衆
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
中
国
共
産
党
及
び
ソ
連
の
影
響
な
ど
の
要

因
を
重
視
す
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
極
東
の
国
際
関
係
全
体
の
枠
組
み
(
ワ
シ

ン
ト
ン
協
調
体
制
)
に
重
点
を
置
い
て
「
草
命
外
交
」
を
分
析
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
が
、
国
民
革
命
に
お
け
る
内
外
政
策
の
相
互
関
係
か
ら
問
題
を
論
じ
る

も
の
は
や
や
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
.
本
稿
で
は
、
孫

文
の
広
東
政
権
時
代
か
ら
武
漢
国
民
政
府
時
代
ま
で
の
対
外
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、

不
平
等
条
約
撤
廃
と
政
権
奪
取
と
い
う
国
民
革
命
の
二
大
目
標
の
相
互
関
係
を

捉
え
、
国
民
革
命
期
の
対
外
政
策
を
考
え
て
い
き
た
い
.
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国
民
党
の
外
交
思
想

修論レビュー

孫
文
の
民
族
主
義
理
論

国
民
革
命
を
推
進
す
る
国
民
党
は
、
孫
文
の
三
民
主
義
を
理
論
的
基
礎
と
し

て
、
対
外
政
策
に
お
い
て
も
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
を
引
き
継
い
で
、
反
帝

民
族
主
義
を
指
導
方
針
と
す
る
不
平
等
条
約
撤
廃
の
外
交
政
策
を
遂
行
し
て
き

た
・
国
民
党
の
外
交
思
想
は
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
に
起
源
が
あ
る
・

中
国
革
命
の
指
導
者
で
あ
っ
た
孫
文
は
、
彼
の
長
い
政
治
生
活
の
中
で
、
列

強
と
の
関
係
に
お
い
て
何
度
も
挫
折
を
経
験
し
た
・
そ
の
経
験
か
ら
、
最
終
的

に
彼
の
反
帝
民
族
主
義
理
論
が
形
成
さ
れ
た
・
辛
亥
革
命
前
の
孫
文
の
民
族
主

義
は
、
興
中
会
の
綱
領
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
駆
除
縫
虜
、
依
復
中
華
」
と
い

う
満
清
王
朝
の
異
民
族
統
治
か
ら
の
漢
民
族
の
解
放
を
求
め
る
も
の
で
、
漢
民

族
自
立
振
興
の
民
族
主
義
で
あ
っ
た

(
1
1
五
四
運
動
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

孫
文
の
民
族
主
義
理
論
に
は
変
化
が
見
ら
れ
、
五
四
運
動
は
孫
文
の
民
族
主
義

転
換
の
重
要
な
一
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
2
V
孫
文
に
は
、
五
回
運
動

と
の
関
わ
り
を
示
す
明
確
な
証
拠
は
な
い
が
、
確
か
に
五
回
運
動
後
、
列
強
に

対
す
る
孫
文
の
認
識
は
次
第
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
.
中
国
の
混
乱
は
、
列
強

の
内
政
干
渉
が
原
因
で
あ
り
、
こ
の
障
害
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
国
際
聞
の

勢
力
均
衡
政
治
が
可
能
な
選
択
肢
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
、
列
強
が
孫
文
に
熱
意
を
示
さ
ず
、
彼
に
好
意
を
見
せ
た
唯
一

の
大
国
は
ソ
ビ
エ
ト
だ
け
で
あ
っ
た
・
孫
文
は
、
ロ
シ
ア
革
命
後
の
新
生
の
ソ

ビ
エ
ト
に
目
を
付
け
た
・
ソ
連
と
の
提
携
は
孫
文
の
勢
力
均
衡
政
治
の
策
略
と

も
言
え
、
注
目
す
べ
き
は
、
彼
の
思
想
の
反
帝
国
主
義
へ
の
転
換
で
あ
る
・
孫

文
の
酋
洋
列
強
に
対
す
る
態
度
の
根
本
的
変
化
は
、
ソ
連
と
の
接
近
が
き
っ
か

け
で
あ
っ
た
.
一
九
二
三
年
以
降
、
孫
文
の
列
強
に
対
す
る
態
度
は
、
外
国
と

の
不
平
等
条
約
の
廃
止
、
中
国
の
平
等
な
国
際
的
地
位
要
求
へ
と
変
わ
っ
た
.

転
換
後
の
孫
文
の
民
旋
主
義
は
、
-
圏
内
の
各
民
族
の
融
和
に
よ
る
新
し
い
中

華
民
族
の
形
成
、

2
中
国
の
国
際
的
地
位
の
平
等
、

3
政
治
、
軍
事
、
経
済
に

よ
る
強
権
的
民
族
抑
圧
へ
の
反
対
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(
3
1

国
民
党
の
外
交
思
想

孫
文
の
三
民
主
義
理
論
に
基
づ
い
た
国
民
党
の
外
交
恩
想
は
、
中
国
の
民
族

独
立
と
解
放
を
唱
え
、
帝
国
主
義
列
強
に
よ
っ
て
押
付
け
ら
れ
た
一
切
の
不
平

等
条
約
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
上
で
、
国
民
革
命
を
促
進
す
る
新
た
な

内
容
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
.

一
九
二
四
年
一
月
、
国
民
党
の
第
一
回
全
国
大
会
が
聞
か
れ
、
大
会
で
採
択

さ
れ
た
宣
言
文
は
国
民
党
の
対
外
政
策
を
示
し
た
・
宣
言
文
に
よ
れ
ば
、
辛
亥

革
命
以
降
、
帝
国
主
義
の
武
力
掠
奪
は
経
済
圧
迫
に
か
わ
り
、
今
日
ま
で
の
中

国
革
命
挫
折
の
根
本
的
原
因
は
、
軍
闘
の
暴
虐
と
そ
れ
を
援
助
し
て
い
る
帝
国

主
義
列
強
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
中
国
の
真
の
独
立
を
実
現
す
る
た
め
に
、
中

国
に
押
し
つ
け
た
租
界
、
治
外
法
権
、
外
国
人
に
よ
る
関
税
管
理
植
な
ど
一
切

の
不
平
等
条
約
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
強
く
訴
え

(
4
V
こ
の
第
一
回
大
会
宣

言
文
は
、
後
の
国
民
革
命
に
お
い
て
、
国
民
党
の
指
導
綱
領
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
・
一
九
二
五
年
三
月
、
孫
文
が
北
京
で
亡
く
な
り
、
五
月
下
旬
、
広
州

で
聞
か
れ
た
国
民
党
の
三
中
全
会
は
、
孫
文
の
遺
志
を
継
い
で
、
軍
関
打
倒
と

不
平
等
条
約
廃
止
を
国
民
草
命
の
第
一
の
任
務
と
す
る
意
志
を
再
確
認
し
た
・

三
中
全
会
の
決
議
は
、
労
農
大
衆
動
員
、
世
界
の
「
平
等
を
も
っ
て
我
々
を
取

り
扱
う
民
族
」
と
連
合
し
て
共
同
奮
闘
す
る
と
い
う
国
民
革
命
の
対
外
政
策
を

2 
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打
ち
出
し
た
.
孫
文
と
同
じ
よ
う
に
、
国
民
党
の

p
lダ
ー
た
ち
は
、
情
熱
的

な
民
族
主
義
者
で
あ
り
、
列
強
の
圧
迫
か
ら
中
国
を
解
放
す
る
歴
史
的
任
務
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
・
一
九
二
六
年
一
月
の
国
民
党
第

二
回
全
国
大
会
は
、
さ
ら
に
既
定
の
外
交
政
策
を
発
展
さ
せ
た
・
大
会
で
採
択

さ
れ
た
宣
言
文
は
、
「
少
数
の
帝
国
主
義
者
が
多
数
の
植
民
地
人
民
を
圧
迫
し

て
お
り
、
帝
国
主
義
打
倒
を
目
指
す
民
族
主
義
は
、
国
際
的
革
命
主
義
の
内
容

と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
抑
圧
さ
れ
た
民
族
の
連
帯
に
よ
り
、
民
族
革
命
の
成
功

へ
遁
進
す
る
」
と
い
う
決
意
を
表
明
し
た

(
5
V

こ
の
よ
う
に
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
転
換
か
ら
国
民
党
の
民
族
主
義
理

論
の
形
成
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
園
民
党
の
対
外
政
策
の
思
想
的
基
礎
が
ほ

ぼ
定
着
し
て
い
っ
た
・
国
民
党
の
外
交
思
想
と
は
、
外
圧
に
置
か
れ
た
民
族
の

抵
抗
志
向
を
反
帝
国
主
義
に
理
論
化
し
た
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
に
、
抑
圧
さ

れ
た
民
族
に
よ
る
国
際
的
連
帯
と
大
衆
動
員
と
い
う
二
つ
の
新
内
容
を
付
け
加

え
た
も
の
で
あ
る
・
こ
の
二
つ
の
内
容
は
、
国
民
革
命
期
に
お
け
る
国
民
政
府

の
外
交
政
策
に
大
く
影
響
し
た
。

国民革命期における対外政策

広
州
時
代
の
孫
文
の
外
交

海
関
関
余
問
題

一
九
二
三
年
二
月
、
孫
文
は
広
東
に
戻
り
、
北
京
政
府
に
対
抗
す
る
政
権

(
大
元
帥
府
、
ま
た
は
三
回
目
の
護
法
軍
政
府
と
も
呼
ぶ
〉
を
設
立
し
た
・
孫

文
の
政
権
に
と
っ
て
、
最
大
の
問
題
は
や
は
り
財
政
難
で
あ
っ
た
・
孫
文
は
、

財
政
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
、
海
関
関
税
に
目
を
つ
け
、
外
国
人
の
管
理
下

の
広
東
海
闘
に
関
余
の
返
還
を
要
求
し
た
・
い
わ
ゆ
る
関
余
問
題
が
発
生
し
た
。

関
余
と
は
、
外
国
人
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
中
国
の
海
関
関
税
収
入
か
ら
、

外
国
へ
の
賠
償
金
及
び
外
債
を
支
払
っ
た
後
の
余
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
外
国

の
銀
行
に
保
管
さ
れ
た
う
え
で
、
北
京
の
中
央
政
府
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ

る。
一
九
二
三
年
九
月
、
広
東
政
府
外
交
部
長
伍
靭
植
が
庚
州
に
あ
る
イ
ギ
り
ス

総
領
事
館
を
通
じ
て
、
北
京
の
外
交
使
節
団
に
ニ
通
の
覚
え
書
き
を
送
り
、
広

東
海
関
の
関
余
を
広
東
政
府
へ
返
還
す
る
よ
う
及
び
そ
の
理
由
を
通
告
し
た
・

外
交
団
は
、
も
し
広
東
政
府
の
要
求
を
認
め
た
ら
、
他
の
地
方
政
権
が
そ
れ
に

倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
関
税
制
度
の
統
一
を
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
〈
6
て

こ
の
要
求
を
黙
殺
し
た
・
拒
否
さ
れ
た
国
民
政
府
側
に
は
、
広
東
の
関
税
を
犠

牲
に
し
て
広
州
を
自
由
港
に
す
る
案
や
海
関
接
収
な
ど
の
強
硬
な
言
論
が
あ
っ

た
か
ら

(
7
Y
列
強
は
武
力
威
嚇
手
段
で
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
・
一
二

月
上
旬
か
ら
、
列
強
各
国
の
軍
艦
が
次
々
と
広
州
の
海
上
に
集
結
し
、
双
方
対

立
の
情
勢
は
一
気
に
緊
迫
し
た
・
し
か
し
、
孫
文
は
海
関
接
収
と
い
う
強
硬
手

段
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
・
彼
は
対
抗
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
、
柔
軟
な
妥
協
策

も
探
っ
て
い
た
.
年
明
け
の
一
九
二
四
年
一
月
上
旬
、
ア
メ
リ
カ
公
使
シ
ャ

1

7

ン
(
』
・
。
・

ω
n
Y
E
g
g
}
が
外
遊
の
名
目
で
広
東
へ
南
下
し
て
孫
文
と
会
見

し
、
関
余
問
題
の
解
決
に
関
し
て
協
議
し
た
・
両
者
が
問
題
解
決
の
妥
協
案
に

合
意
し
た
た
め
、
対
立
し
た
緊
張
の
局
面
は
当
面
避
け
ら
れ
た
.

な
ぜ
、
孫
文
が
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
妥
協
策
で
問
題
を
解
決
し

た
の
か
。
孫
文
に
し
て
、
も
と
も
と
政
権
維
持
の
た
め
に
財
政
難
を
解
決
し
よ

う
と
し
、
関
余
問
題
を
起
こ
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
列
強
と
武
力
衝
突

す
れ
ば
、
自
ら
の
政
権
が
脅
か
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
む
し
ろ
武
力
衝
突
を
避

け
、
妥
協
の
方
法
で
問
題
を
解
決
し
た
ほ
う
が
も
っ
と
有
利
で
あ
る
.
孫
文
に
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と
っ
て
、
政
権
基
盤
が
ま
だ
弱
い
の
で
、
強
硬
外
交
よ
り
も
政
権
の
安
全
が
一

番
の
問
題
で
あ
り
、
強
硬
外
交
の
限
度
は
、
自
ら
の
政
権
存
続
を
脅
か
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
ま
で
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
れ
が
、
孫
文
が
妥
協
し
た

原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
.

商
国
軍
事
件

一
九
二
四
年
に
入
っ
て
、
国
民
政
府
は
依
然
と
し
て
財
政
難
の
重
圧
に
苦
し

ん
で
い
た
.
こ
の
た
め
、
政
府
は
財
政
収
入
改
善
策
と
し
て
、
支
配
地
域
内
の

増
税
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
政
府
の
増
税
措
置
は
商
人
の
利
益
を
損
な
っ
た

の
で
、
強
い
反
感
を
買
い
、
商
人
の
政
府
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
っ
て
き
た
・

自
ら
の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
商
人
は
、
武
装
し
て
政
府
と
対
抗
す
る
ま
で
に

な
っ
た
・
五
月
三

O
目
、
広
東
全
省
商
団
軍
聯
防
が
成
立
し
、
政
府
と
の
対
立

に
一
一
層
拍
車
を
か
け
た
・

人
月
入
目
、
商
団
軍
が
ド
イ
ツ
商
人
に
注
文
し
た
武
器
を
載
せ
た
船
は
、
広

州
に
到
着
し
た
が
、
密
輸
と
疑
わ
れ
る
武
器
が
政
府
に
押
収
さ
れ
た
・
商
国
軍

は
、
政
府
に
抗
議
し
て
、
広
州
市
で
の
全
面
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入
し
た
。
二
七

日
、
政
府
側
は
、
商
団
側
に
武
力
鎮
圧
を
警
告
し
、
強
硬
な
態
度
を
示
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
警
告
は
イ
ギ
リ
ス
の
介
入
を
招
い
た
・
二
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

国
民
政
府
の
武
力
鎮
圧
措
置
の
警
告
に
強
く
反
発
し
、
軍
艦
九
隻
を
広
州
に
送

り
込
ん
だ
.
商
団
問
題
は
、
国
際
的
危
機
に
ま
で
広
が
っ
た
の
で
あ
る
.
九
月

一
目
、
孫
文
は
、
商
団
問
題
に
関
す
る
対
外
宣
言
と
英
首
相
宛
て
の
抗
議
電
報

を
発
表
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
革
命
を
転
覆
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
強

く
非
難
し
た

(
8て
だ
が
、
孫
文
は
、
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
イ
ギ

リ
ス
に
直
接
対
抗
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
・
商
図
軍
事
件
に
お
い
て
、
孫
文

2 

は
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た

(
9
Y
も
し
商
固
と
妥
協
し
て
武
器
を
返
還
す
れ
ば
、

反
政
府
の
気
運
を
助
長
し
、
政
府
の
支
配
が
動
揺
し
か
ね
な
い
、
も
し
イ
ギ
り

ス
の
干
渉
に
実
力
で
対
抗
す
れ
ば
、
十
分
な
力
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
抵
抗

は
数
十
分
で
粉
砕
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
孫
文
も
覚
悟
し
て
い
た
〈

m
v
ち
ょ
う

ど
そ
の
時
、
二
回
目
の
奉
宣
戦
争
が
勃
発
し
た
.
孫
文
は
、
反
直
三
角
間
盟
の

約
束
に
よ
り
留
関
へ
の
出
兵
を
決
め
た
・
商
団
軍
事
件
に
悩
ま
さ
れ
た
孫
文
は
、

北
上
の
一
戦
に
運
命
を
賭
け
、
広
州
根
拠
地
を
放
乗
し
よ
う
と
考
え
て
い
た

〈
U
Y
九
月
上
旬
か
ら
一

O
月
中
旬
に
か
け
て
、
孫
文
は
再
三
宙
開
介
石
に
広
州

を
放
棄
し
、
北
上
し
て
戦
闘
に
参
加
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
(
ロ
)
、
蒋
介
石

は
、
革
命
根
拠
地
を
死
守
す
る
必
要
性
を
訴
え
、
か
え
っ
て
孫
文
に
軍
隊
を
広

州
に
戻
す
よ
う
に
要
求
し
た

(mv
一
O
月
一

O
目
、
商
団
軍
と
辛
亥
革
命
記

念
デ
モ
行
進
中
の
群
衆
と
の
衝
突
が
発
生
し
た
た
め
、
蒋
介
石
ら
軍
人
の
主
張

に
従
っ
た
孫
文
は
、
つ
い
に
武
力
鎮
圧
に
踏
み
切
っ
て
商
団
軍
事
件
を
収
拾
し

た

-124一

高
岡
軍
事
件
は
、
内
政
問
題
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
孫
文
政
権
と
列
強
の
代

理
人
と
の
衝
突
で
あ
っ
た
。
孫
文
政
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
商
回
、
地
方
軍
閥
の

三
重
の
圧
迫
を
受
け
、
勢
力
温
存
に
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
政
権
基
盤
が
危
う
く

な
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
孫
文
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
干
渉
に
対
し
て
口
頭
の
抗
議
に

と
ど
ま
り
、
危
機
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
孫
文
に
と
っ
て
、
目
前
の
重

大
問
題
は
反
帝
国
主
義
で
は
な
く
、
自
ら
の
政
権
を
守
る
こ
と
で
あ
る
・
武
力

鎮
圧
と
い
う
結
果
は
、
自
己
防
衛
の
止
む
え
な
い
手
段
で
あ
り
、
孫
文
本
意
の

反
帝
闘
争
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
・

こ
の
二
つ
の
事
件
を
通
じ
て
、
孫
文
が
不
平
等
条
約
廃
止
の
基
本
原
則
を
堅

持
し
な
が
ら
も
、
直
面
し
て
い
る
主
要
な
問
題
と
周
囲
情
勢
の
判
断
に
よ
っ
て
、



列
強
と
の
対
応
を
円
滑
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
伺
わ
せ
る
・
反
帝
の
原
則
は
決

し
て
放
棄
し
な
い
、
し
か
し
、
常
に
自
己
防
衡
を
第
一
の
要
務
と
し
て
、
列
強

と
の
衝
突
を
避
け
る
.
こ
れ
は
、
広
東
政
権
時
期
の
孫
文
外
交
の
特
徴
と
も
い

え
よ
う
.

大
衆
動
員
と
「
革
命
外
交
」

国民革命期における対外政策

対
英
経
済
ポ
イ
コ
ヴ
ト

一
九
二
五
年
五
月
三

O
目
、
上
海
市
の
中
心
部
で
群
衆
の
デ
モ
隊
が
イ
ギ
リ

ス
租
界
当
局
の
警
察
か
ら
発
砲
を
受
け
、
死
者
四
名
、
重
傷
者
数
十
名
の
流
血

惨
事
が
起
き
た

(
M可
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
五
・
=
一

O
事
件
で
あ
っ
た
。
と
の

事
件
は
、
国
民
革
命
を
推
進
し
て
い
る
国
民
党
に
絶
好
の
チ
+
ン
ス
を
与
え
た
。

国
民
革
命
は
、
大
衆
の
参
加
が
不
可
欠
で
、
反
帝
闘
争
は
、
大
衆
動
員
の
最
も

有
効
な
手
段
で
あ
る
と
国
民
党
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
・
事
件
の
直
後
、

国
民
党
及
び
国
民
政
府
は
抗
議
声
明
を
発
表
し
、
反
帝
闘
争
を
呼
び
掛
け
た
.

さ
ら
に
、
六
月
二
三
目
、
国
民
党
の
本
拠
地
の
広
東
に
お
い
て
、
群
衆
と
イ
ギ

リ
ス
と
の
衝
突
に
よ
り
「
沙
基
惨
案
」
と
い
う
流
血
事
件
が
発
生
し
た
・
こ
の

日
、
広
州
各
界
主
催
の
上
海
学
生
労
働
者
支
援
大
会
が
開
か
れ
、
大
会
後
、
デ

モ
隊
が
沙
面
租
界
に
接
近
し
た
途
端
、
租
界
内
で
臨
戦
体
制
を
と
っ
て
い
た
英

仏
軍
が
突
如
発
砲
し
、
デ
モ
隊
に
参
加
し
て
い
た
群
衆
に
百
数
十
名
の
死
傷
者

が
出
た
(
日
)
.
事
件
発
生
当
日
、
国
民
党
中
央
委
員
会
と
国
民
政
府
は
直
ち
に

声
明
を
発
表
し
、
英
仏
の
暴
行
を
非
難
し
て
事
件
の
責
任
を
追
求
し
た
。
そ
れ

と
同
時
に
、
国
民
政
府
は
、
事
件
解
決
の
外
交
交
渉
を
し
な
が
ら
、
大
規
模
な

対
英
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。

沙
基
惨
案
発
生
後
、
国
民
政
府
の
商
民
部
は
、
英
仏
に
対
す
る
経
済
ボ
イ

コ
ッ
ト
を
決
定
し
、
英
仏
商
品
の
輸
入
禁
止
な
ど
一

0
項
目
の
命
令
を
出
し
た

(
珂
〉
。
共
産
党
系
組
合
を
中
心
と
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
は
、
二
、

0
0
0

人
の
労
働
者
武
装
糾
察
隊
(
ピ
ケ
l
ト
)
を
組
織
し
て
、
広
東
と
香
港
と
の
交

通
を
封
鎖
し
た
。
七
月
一
目
、
国
民
政
府
の
第
三
号
訓
令
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
実

行
措
置
の
決
議
案
を
採
択
し
た
。
国
民
政
府
は
、
自
ら
労
働
者
の
ス
ト
を
組
織

し
、
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
行
い
、
大
衆
動
員
の
手
段
で
反
帝
外
交
を
展
開

し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
民
政
府
の
指
導
の
も
と
で
、
二
ハ
ヵ
月
に

も
わ
た
っ
た
大
規
模
な
対
英
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
始
ま
っ
た
.
七
月
か
ら
、
香

港
の
中
国
人
労
働
者
が
広
東
に
も
ど
り
、
香
港
と
広
東
聞
の
貿
易
も
中
止
さ
れ

た
。
対
英
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
香
港
の
経
済
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
・
一
九
二

五
年
の
第
三
・
四
半
期
、
香
港
の
対
外
貿
易
額
は
第
二
・
四
半
期
と
比
べ
る
と
、

て
入
六

O
万
ポ
ン
ド
も
減
り
、
こ
の
年
の
九
ヵ
月
間
の
損
失
貿
易
額
は
前
年

の
同
期
と
比
べ
る
と
、
二
、
五

O
O万
ポ
ン
ド
に
も
の
ぼ
っ
た
(
げ
〉
.

国
民
政
府
は
、
大
衆
動
員
の
手
段
で
大
規
模
な
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
行
い
、

イ
ギ
リ
ス
に
大
き
な
圧
力
を
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
帝
外
交
を
推
し
進
め

た
。
大
衆
運
動
と
結
び
つ
い
た
国
民
政
府
は
有
利
な
局
面
を
迎
え
、
外
交
交
渉

に
お
い
て
有
力
な
切
札
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

-125-

2

外
交
交
渉
の
経
過

ω
一
九
二
五
年
六
月

1
一
九
二
六
年
五
月

沙
基
惨
案
発
生
後
の
一
ヵ
月
の
聞
に
、
国
民
政
府
は
、
英
仏
な
ど
関
係
諸
国

と
の
聞
で
、
事
件
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
お
互
い
に
抗
議
文
書
を
交
わ
し
て
い
た

が
、
双
方
が
各
自
の
立
場
を
固
持
し
て
い
た
為
、
問
題
解
決
の
糸
口
を
つ
か
め



修論レビュー

な
か
っ
た
。
国
民
政
府
は
、
公
然
と
ス
ト
ラ
イ
キ
を
支
援
し
、
外
交
交
渉
の
場

に
お
い
て
も
、
沙
基
惨
案
の
公
正
な
解
決
と
い
う
問
題
の
協
議
に
し
か
応
じ
な

か
っ
た
。
国
民
政
府
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
民
聞
の
行
動
で
あ
り
、
政
府
が
関
与

し
て
い
な
い
と
主
張
し
、
表
向
き
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
と
無
関
係
の
態
度
を
示
し

な
が
ら
、
実
際
に
は
、
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
効
果
を
見
守
っ
て
、
外
交
交
渉
の

主
導
権
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

九
月
二
人
目
、
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
苦
し
め
ら
れ
た
香
港
の
商
人
が
広
州
に

代
表
を
送
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
解
決
の
可
能
性
を
探
っ
て
き
た
・
ス
ト
委
員
会
は
、

事
情
説
明
と
ス
ト
ラ
イ
キ
収
拾
の
条
件
と
な
る
計
三

0
項
目
の
要
求
を
香
港
の

商
人
代
表
に
提
示
し
た
が
(
凶
)
、
予
想
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
条
件
は
も
ち
ろ

ん
イ
ギ
リ
ス
の
香
港
当
局
に
断
ら
れ
た
・
一
一
月
二

O
日
、
香
港
商
業
団
体
の

要
請
に
よ
り
、
広
東
総
商
会
等
四
団
体
が
香
港
に
入
り
、
香
港
の
商
人
と
意
見

交
換
を
行
な
っ
た
・
し
か
し
、
沙
基
惨
案
政
治
的
解
決
を
め
ぐ
っ
て
、
双
方
の

意
見
が
物
別
れ
と
な
っ
た
た
め
、
協
議
は
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
。

ω
一
九
二
六
年
六
月
1
同
年
一

O
月

一
年
間
も
続
い
て
き
た
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
香
港
の
経
済
に
打
撃
を
与
え

た
が
、
広
東
・
香
港
両
地
域
の
経
済
交
流
が
断
た
れ
た
た
め
、
広
東
の
経
済
も

大
き
な
影
響
を
受
け
、
農
民
と
商
人
の
不
満
も
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
き
た
。

国
民
政
府
は
、
何
ら
か
の
形
で
事
態
を
収
拾
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
湖
南
省

で
の
戦
闘
が
あ
っ
た
た
め
、
国
民
党
中
央
が
北
伐
戦
争
を
行
な
う
こ
と
を
決
定

し
た
。
そ
の
準
備
を
急
ぎ
、
十
数
万
人
の
ス
ト
労
働
者
は
政
府
の
重
い
負
担
と

な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
経
済
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
収
拾
が
急
務
と
な
っ
た
。
六
月
五

日
、
国
民
政
府
外
交
部
長
陳
友
仁
は
、
香
港
総
督
に
談
判
再
開
を
・
申
し
込
ん
だ
。

七
月
一
五
目
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
が
広
東
に
入
り
、
一
五
日
か
ら
一
一
一
一
一
日
に
か
け

て
、
双
方
は
計
五
回
の
会
談
を
行
っ
た
。
五
回
の
会
談
に
わ
た
っ
て
、
双
方
に

事
態
収
拾
の
意
志
は
あ
る
も
の
の
、
沙
基
惨
案
解
決
に
つ
い
て
の
各
自
の
立
場

を
崩
さ
な
か
っ
た
た
め
、
協
議
は
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
.

一
日
も
早
く
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
収
束
を
迫
ら
れ
た
国
民
政
府
は
、
一

O
月一

O

日
一
方
的
に
ス
ト
ラ
イ
キ
中
止
を
決
め
、
代
わ
り
の
措
置
と
し
て
、
こ
の
白
か

ら
政
府
が
輸
入
品
に
対
し
て
こ
・
五
%
(
高
官
修
品
五
%
)
付
加
税
を
課
す
と
決

定
し
た
・
一
六
ヵ
月
間
も
続
い
て
き
た
対
英
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
つ
い
に
終
止
符

が
打
た
れ
た
.

五
・
三
O
事
件
と
沙
基
惨
案
は
、
国
民
政
府
に
大
衆
動
員
の
チ
ャ
ン
ス
を
与

え
た
。
国
民
政
府
は
、
大
衆
参
加
の
反
帝
運
動
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

民
革
命
の
推
進
を
図
っ
た
。
国
民
革
命
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
衆
参
加

が
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
断
固
た
る
反
帝
姿
勢
は
民
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
国

民
政
府
自
ら
の
威
信
の
確
立
と
大
衆
動
員
に
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
そ
し

て
、
大
衆
参
加
に
よ
り
政
府
の
カ
が
補
強
さ
れ
、
大
衆
運
動
の
パ
ワ
ー
を
利
用

し
て
対
外
交
渉
に
強
硬
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
、
園
内
政
治
に
お
い
て

も
大
衆
を
味
方
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
軍
閥
闘
争
に
優
位
に
立
つ
よ
う
に

な
る
。反

帝
外
交
と
圏
内
政
治
情
勢
の
変
化
と
の
関
係
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
・
対

英
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
前
段
階
に
は
〈
実
質
の
外
交
交
渉
に
入
る
前
に
〉
、
大
衆
を

呼
び
起
こ
し
、
反
帝
運
動
に
よ
り
国
民
革
命
を
推
進
す
る
こ
と
を
主
要
な
任
務

と
し
て
、
国
民
政
府
が
そ
れ
に
力
を
注
い
だ
.
そ
の
一
年
後
、
北
伐
の
準
備
段

階
に
入
り
、
革
命
の
重
心
は
政
権
奪
取
へ
移
っ
た
た
め
、
国
民
政
府
が
反
軍
閥

の
軍
事
行
動
に
全
力
を
あ
げ
、
反
帝
運
動
は
副
次
的
位
置
に
転
じ
て
、
早
く
も

対
英
ボ
イ
コ
y

ト
を
収
束
し
た
わ
け
で
あ
る
.
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四

北
伐
に
お
け
る
「
革
命
外
交
」

国民革命期における対外政策

広
州
か
ら
武
漢
へ

一
九
二
六
年
七
月
、
国
民
革
命
軍
は
南
方
の
湖
南
、
江
西
諸
省
に
進
撃
し
、

北
伐
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
.
戦
争
開
始
後
、
戦
局
は
国
民
軍
の
有
利
な
方
向
へ

展
開
し
て
い
っ
た
.
九
月
、
戦
闘
が
錫
子
江
流
域
の
湖
北
省
ま
で
進
展
し
、
一

O
月一

O
目
、
国
民
軍
は
揚
子
江
流
域
中
部
の
要
衝
武
漢
を
制
し
た
・
国
民
軍

の
軍
事
行
動
が
揚
子
江
流
域
に
追
っ
て
く
る
の
に
伴
い
、
国
民
政
府
と
列
強
各

園
、
特
に
こ
の
地
域
に
特
定
の
権
益
を
も
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
緊
張
関
係
が
さ

ら
に
高
ま
っ
て
き
た
・
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
揚
子
江
の
運
航
を
め

ぐ
っ
て
、
双
方
の
小
競
り
合
い
も
と
き
ど
き
発
生
し
て
い
た

(
m
y

北
伐
戦
争
の
進
展
に
伴
い
、
国
民
政
府
の
勢
力
が
一
気
に
増
強
さ
れ
た
。
輸

入
付
加
税
強
行
徴
収
な
ど
の
衝
撃
的
な
結
果
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
関
係
各
国

の
対
中
政
策
を
動
揺
さ
せ
、
英
、
米
、
日
諸
国
が
各
自
の
対
応
策
を
探
り
は
じ

め
た
・
国
民
政
府
が
武
漢
に
移
転
し
た
後
、
各
国
に
よ
る
武
漢
政
権
と
の
非
公

式
な
接
触
が
活
発
化
し
て
き
た
・

北
伐
初
期
段
階
で
は
、
国
民
政
府
の
外
交
政
策
は
、
以
下
の
よ
う
な
三
点
に

ま
と
め
ら
れ
る
.
一
つ
に
、
ニ
・
五
%
の
輸
入
付
加
税
問
題
が
強
硬
突
破
さ
れ

た
・
付
加
税
は
、
す
で
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
承
認
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
実
施

は
時
間
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
強
硬
措
置
を
と
っ
て
も
列
強
が
受
け
入
れ
ざ
る
を

え
な
い
.
二
つ
に
、
列
強
と
の
接
触
が
頻
繁
と
な
る
・
列
強
に
よ
る
北
伐
の
干

渉
を
防
ぐ
た
め
に
、
各
国
と
の
正
常
な
関
係
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
・

三
つ
に
、
分
断
作
戦
で
あ
る
・
列
強
が
共
同
の
利
益
も
あ
れ
ば
、
各
自
の
勢
力

範
囲
及
び
特
殊
利
益
も
あ
り
、
列
強
の
連
合
戦
線
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
引
き

続
き
単
独
対
英
政
策
を
行
う
の
で
あ
る
.

漢
口
英
租
界
回
収
事
件

国
民
軍
の
武
漢
入
城
後
、
英
租
界
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
頻
繁
に
発

生
し
、
租
界
問
題
は
中
英
対
立
の
焦
点
と
な
っ
た
.
さ
ら
に
、
一
一
月
二
三
目
、

天
津
英
租
界
内
で
逮
捕
さ
れ
た
国
民
党
員
が
租
界
当
局
に
よ
り
張
作
祭
政
府
に

引
き
渡
さ
れ
た
事
件
は
、
国
民
政
府
を
刺
激
し
た
・
二
一
月
一
一
一
一
日
に
聞
か
れ

た
武
漢
国
民
党
中
央
連
合
会
識
は
、
租
界
は
す
で
に
反
革
命
の
大
本
営
と
な
っ

て
お
り
、
今
後
、
租
界
回
収
は
草
命
運
動
の
現
実
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
決
定
し
た
(
加
可
国
民
政
府
の
租
界
問
題
を
解
決
す
る
意

向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
.
革
命
の
ム

l
ド
に
乗
じ
て
、
反
英
運
動
が
一
段
と
高

ま
っ
て
き
た
中
で
、
租
界
問
題
を
め
ぐ
る
情
勢
は
一
触
即
発
の
状
態
と
な
っ
た
.

年
明
け
の
一
九
二
七
年
一
月
一
一
一
日
午
後
、
北
伐
勝
利
の
祝
賀
大
会
が
行
な
わ

れ
た
。
中
央
軍
事
政
治
学
校
宣
伝
隊
が
税
関
と
隣
接
す
る
広
場
で
講
演
会
を

行
っ
て
い
る
際
、
イ
ギ
リ
ス
水
兵
と
群
衆
と
の
衝
突
が
発
生
し
、
そ
の
中
で
群

衆
五
人
、
水
兵
四
、
五
人
が
負
傷
し
た
〈
幻
)
.
群
衆
と
水
兵
と
の
対
時
は
夜
ま

で
続
き
、
陳
友
仁
が
イ
ギ
リ
ス
領
事
を
外
交
部
に
呼
び
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
水
兵

の
撤
退
を
求
め
た
.
陳
友
仁
は
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
水
兵
が
二
四
時
間
以
内
に
撤

退
し
な
け
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
安
全
を
保
証
で
き
な
い
と
イ
ギ
リ
ス
領
事
に

強
く
警
告
し
た
.
四
日
朝
、
イ
ギ
リ
ス
水
兵
は
租
界
か
ら
撤
退
し
た
.
イ
ギ
リ

ス
水
兵
の
撤
退
後
、
数
多
く
の
群
衆
が
英
租
界
に
乱
入
し
、
租
界
内
の
秩
序
は

混
乱
状
態
に
陥
っ
た
・
こ
の
夜
、
国
民
軍
の
三
個
連
隊
と
糾
察
隊
員
三

O
O人

が
租
界
に
進
駐
し
た
.
翌
日
、
国
民
政
府
は
漢
口
英
租
界
臨
時
管
理
委
員
会
を

2 
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設
立
し
、
租
界
管
理
の
権
限
を
行
使
し
は
じ
め
た
。
二
日
後
、
九
江
の
英
租
界

も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
で
国
民
政
府
に
回
収
さ
れ
た
。

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
租
界
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
一
一
目
、

公
使
館
参
事
官
オ
マ

P
I
S
-
豆
島
叩
河
)
を
武
漢
に
派
遣
し
て
、
国
民
政
府
と
の

外
交
交
渉
に
臨
ん
だ
.
翌
日
、
陳
友
仁
・
オ
マ
リ
l
会
談
が
行
な
わ
れ
た
.
オ

マ
リ
l
は
租
界
返
還
、
原
状
回
復
を
求
め
た
が
、
際
友
仁
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。

陳
友
仁
は
、
協
議
を
租
界
回
収
の
現
状
に
基
づ
い
て
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
つ
ま
り
、
中
国
側
の
租
界
回
収
、
管
理
と
い
う
既
成
事
実
を
認
め
た

上
で
、
交
渉
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
固
持
し
て
い
た
の
で
あ
る

(nv
協
議
は
平
行
線
の
ま
ま
進
展
し
な
か
っ
た
。
一
月
下
旬
、
双
方
が
租
界

の
管
理
権
移
行
に
つ
い
て
い
っ
た
ん
合
意
し
た
が
、
漢
口
、
九
江
英
租
界
回
収

事
件
が
他
の
地
域
の
英
租
界
へ
波
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
国

へ
軍
隊
派
遣
の
決
定
を
下
し
た
た
め
、
国
民
政
府
は
調
印
を
見
送
っ
た
.
陳
・

オ
マ
リ
l
交
渉
の
進
行
と
同
時
に
、
国
民
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
電
報

を
送
り
、
側
面
か
ら
英
政
府
に
圧
力
を
か
け
た
(
泊
可
労
働
党
の
撤
兵
の
動
議

は
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
外
相
チ
ヱ
ン
パ
レ
ン
の
二
月
一

O
日
議
会
で
の
演
説

は
、
派
遣
中
の
一
部
軍
隊
が
上
陸
方
向
を
変
え
る
と
い
う
妥
協
案
を
示
し
た
。

陳
友
仁
は
、
引
き
続
き
派
兵
に
抗
議
し
た
が
、
双
方
が
漢
口
英
租
界
問
題
を
上

海
派
兵
問
題
、
条
約
改
正
問
題
と
切
り
離
す
こ
と
で
合
意
す
れ
ば
、
問
題
の
解

決
は
可
能
で
あ
る
と
の
新
た
な
見
解
を
提
出
し
た
。
オ
マ
リ
l
も
本
国
か
ら
新

し
い
訓
令
を
う
け
た
た
め

(
Mて
協
議
は
最
終
段
階
を
迎
え
た
・
二
月
一
九

日
、
陳
友
仁
と
オ
マ
リ
l
は
、
漢
口
英
租
界
を
中
国
へ
返
還
す
る
協
議
書
に
調

印
し
た
.

漢
口
英
租
界
回
収
事
件
は
、
北
伐
の
軍
事
的
勝
利
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
っ

た
。
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
、
国
民
政
府
の
政
権
基
盤
が
強
ま
り
、
外
交
問
題

に
対
応
す
る
余
裕
が
で
き
て
、
主
動
的
に
外
交
攻
勢
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
.

輸
入
付
加
税
を
強
行
突
破
し
た
経
験
も
あ
っ
て
、
目
標
を
イ
ギ
リ
ス
に
集
中
さ

せ
、
租
界
回
収
を
敢
行
し
た
・
一
方
、
国
民
革
命
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
勢
い

で
、
反
帝
の
風
潮
が
高
ま
り
、
国
民
政
府
が
群
衆
の
意
志
に
従
っ
て
、
租
界
回

収
の
強
硬
措
置
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

漢
口
英
租
界
回
収
事
件
は
一
応
決
着
が
つ
い
た
が
、
事
件
の
影
響
は
計
り
き

れ
な
い
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
・
勝
利
に
励
ま
さ
れ
た
大
衆
運
動
に
よ
る

過
激
な
行
動
に
一
一
層
拍
車
が
か
け
ら
れ
、
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い

状
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
.
そ
の
後
、
一
連
の
過
激
な
行
動
は
一
般
の
外

国
人
に
ま
で
被
害
を
与
え
た
た
め
、
つ
い
に
列
強
の
武
力
干
渉
を
招
い
た
・
国

民
革
命
は
、
列
強
と
の
直
接
衝
突
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
.

-128ー

む
す
び

国
民
革
命
を
推
進
す
る
国
民
党
は
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
を
継
承
し
、
不

平
等
条
約
の
撤
廃
を
主
旨
と
す
る
「
革
命
外
交
」
思
想
を
確
立
し
た
・
国
民
革

命
期
に
お
い
て
、
国
民
党
は
一
貫
し
て
こ
の
基
本
原
則
を
堅
持
し
て
対
外
政
策

を
実
行
し
て
き
た
.

し
か
し
、
「
革
命
外
交
」
の
実
行
に
お
い
て
は
、
内
政
状
況
に
よ
り
左
右
さ
れ

た
現
象
が
よ
く
見
ら
れ
る
・
統
一
政
権
の
再
建
と
国
際
的
地
位
の
回
復
と
い
う

二
重
の
使
命
を
負
わ
れ
た
国
民
党
に
と
っ
て
、
不
平
等
条
約
撤
廃
は
国
民
革
命

の
唯
一
の
目
標
で
は
な
く
、
中
央
政
権
の
奪
取
が
最
優
先
の
目
標
で
あ
る
か
ら

だ
.
国
民
革
命
を
順
調
に
推
進
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
目
標
の
聞
の
相
互



国民革命期における対外政策

関
係
と
そ
の
優
先
順
位
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
・
当
時
、
国
民
党
政

権
の
立
場
と
実
力
、
列
強
諸
国
の
権
益
と
中
国
現
状
と
の
深
い
関
係
か
ら
み
れ

ば
、
不
平
等
条
約
撤
廃
の
実
現
は
い
く
つ
か
の
要
因
に
制
約
さ
れ
て
い
た
.
ま

ず
、
国
民
政
府
は
一
地
方
政
権
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
支
配
地
域
が
南
方
の
幾
つ
か

の
省
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
全
国
的
な
外
交
問
題
を
処
理
す
る
能
力
と
法
律

的
地
位
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
.
ま
た
、
列
強
諸
国
が
強
い
軍
事
力
を
も
っ
て
、

中
国
に
お
け
る
莫
大
な
権
益
を
守
ろ
う
と
し
、
国
民
革
命
に
対
し
て
強
く
警
戒

し
て
お
り
、
国
民
政
府
は
列
強
に
よ
る
国
民
革
命
に
対
す
る
武
力
干
渉
を
防
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
国
民
政
府
は
国
民
革
命
を

完
遂
す
る
た
め
に
、
中
央
政
権
奪
取
と
い
う
最
優
先
の
目
標
を
実
現
す
る
こ
と

を
確
保
し
、
自
ら
の
基
盤
安
定
と
政
権
奪
取
計
画
が
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

列
強
と
の
武
力
衝
突
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
こ
と
に
努
め
た
・
一
方
で
は
、

中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
弁
者
と
し
て
、
民
族
解
放
と
い
う
歴
史
的
任
務
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
不
平
等
条
約
撤
廃
の
基
本
原
則
を
決
し
て
放

棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
.
ま
た
、
大
衆
運
動
を
基
盤
と
す
る
革
命
の

指
導
政
党
の
求
心
力
を
維
持
す
る
こ
と
と
大
衆
運
動
の
パ
ワ
ー
を
利
用
し
て
革

命
を
す
す
め
る
た
め
に
、
最
低
限
の
反
帝
姿
勢
を
鮮
明
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
・
「
草
命
外
交
」
の
実
行
に
あ
た
っ
て
、
国
民
草
命
の
目
標

の
優
先
順
位
に
よ
っ
て
、
そ
の
上
限
と
下
限
が
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
・
つ
ま

り
、
国
民
革
命
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
鮮
明
な
反
帝
姿
勢
と
大
衆
動
員
に

よ
る
反
帝
運
動
を
起
こ
す
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
極
端
に
列
強

の
根
本
利
益
に
損
害
を
与
え
、
武
力
干
渉
を
招
い
て
国
民
政
府
自
体
の
存
在
を

脅
か
す
こ
と
や
、
政
権
奪
取
の
目
標
を
妨
害
す
る
事
態
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
「
革
命
外
交
」
は
、
国
民
革
命
の
二
大
目
標
の
一
つ
と
し
て

も
、
常
に
も
う
一
つ
の
目
標
|
政
権
奪
取
に
制
約
さ
れ
る
と
い
・
ぅ
事
実
を
見
過

ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
反
帝
」
と
言
わ
れ
る
「
革
命
外
交
」
は
、
園
内
政
治
の

変
動
に
よ
り
違
う
様
相
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
・

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
は
武
漢
英
租
界
回
収
事
件
に
よ
っ

て
崩
さ
れ
た
.
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
き
た
大
衆
運
動
に
対
し
て
、
国
民
政
府

が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
り
、
大
衆
運
動
に
よ
る
過
激
な
行
動
が
ま
す
ま

す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
最
終
的
に
列
強
と
の
武
力
対
時
と
い
う
深
刻
な
局
面
を

招
い
た
。
全
国
政
権
を
掌
握
す
る
前
に
、
大
衆
動
員
な
ど
の
実
力
手
段
に
よ
り

国
際
関
係
の
現
状
を
打
破
す
る
「
革
命
外
交
」
と
列
強
に
よ
る
武
力
干
渉
の
回

避
と
の
聞
に
矛
盾
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
衆
運
動
を
基
盤
と
す
る
国
民
革
命
の

構
造
は
、
こ
の
矛
盾
を
克
服
す
る
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
・
こ
れ
は
、
「
革

命
外
交
」
の
限
界
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
・
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註(
l〉
孫
文
コ
ニ
民
主
義
与
中
国
民
族
之
前
途
」
『
国
父
全
書
』
、
四
七
九

1
四

入

O
頁
.
台
北
、
国
防
研
究
院
、
一
九
七

O
年
.

(
2
)
藤
井
昇
三
『
孫
文
の
研
究
|
と
く
に
民
族
主
義
理
論
の
発
展
を
中
心

に
』
、
動
草
書
房
、
一
九
六
六
年
、
二
九
頁
.
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の

転
換
に
つ
い
て
、
藤
井
昇
三
氏
は
五
・
四
運
動
と
一
九
一
九
年
の
南
北
平

和
会
議
を
契
機
と
し
て
、
孫
文
の
帝
国
主
義
と
人
民
大
衆
に
対
す
る
認
識

が
変
化
し
た
と
す
る
の
に
対
し
、
山
田
辰
雄
氏
は
、
民
衆
に
対
す
る
認
識

の
変
化
の
契
機
は
五
・
四
運
動
で
あ
り
、
帝
国
主
義
に
対
す
る
認
識
の
変

化
は
一
九
二
二
年
六
月
の
陳
畑
明
反
乱
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
(
山
田
辰
雄
『
中
国
国
民
党
左
派
の
研
究
』
、
慶
応
通
信
、
一
九
人



修論レビュー

O
年
、
一

O
一
頁
J

(
3
)
孫
文
「
演
講
本
三
民
主
義
」
『
国
父
全
書
』
・

(
4
)
中
国
国
民
党
党
史
編
纂
委
員
会
『
革
命
文
献
』
〈
第
六
九
輯
〉

中
央
文
物
供
応
社
、
一
九
七
六
年
、
八
四

1
九
四
頁
.

(
5
)
「
中
国
国
民
党
第
二
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
」
『
革
命
文
献
』
〈
第
六
九

緯
〉
、
一
五
二

5
一
六
入
頁
。

(
6
〉
一
九
二
三
年
九
月
二
人
日
吉
沢
よ
り
伊
集
院
宛
て
電
報
外
務
省
編

『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
一
二
年
第
二
冊
、
五
六
四
頁
.

(
7
)

一
一
月
二
七
日
天
羽
総
領
事
よ
り
伊
集
院
外
務
大
臣
宛
て
電
報
『
日
本

外
交
文
書
』
、
六

O
一
頁
.

(
8
〉
孫
文
「
為
広
州
商
団
事
件
対
外
宣
言
」
及
び
「
総
理
為
駐
号
英
総
領
事

哀
的
美
敦
書
向
英
国
首
相
麦
唐
納
抗
議
電
」
『
国
父
全
書
』
、
七
六
回

1
八

七
人
頁
・

(
9〉
横
山
宏
章
「
広
東
政
権
の
財
政
逼
迫
と
孫
文
政
治
」
『
社
会
経
済
史
学
』

〈
四
二
|
五
〉
、
一
九
七
七
年
三
月
・

〈
m〉
孫
文
「
復
蒋
中
正
告
在
専
有
三
死
因
急
宝
北
伐
謀
出
路
函
」
毛
恩
誠

『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
、
香
港
、
飽
門
書
局
、
一
九
六
五

年
、
三

O
一
頁
.

(
U
)
向
上

(
m
M
〉
孫
文
「
復
蒋
中
正
嘱
将
所
有
槍
弾
及
学
生
速
運
部
関
為
北
伐
之
孤
注

電
」
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
、
一
一
二
三

1
一
一
一
一
四
頁
.

(
四
)
毛
思
誠
・
・
前
掲
書
、
三
一
四
頁
。

(
U
〉
中
国
系
新
聞
『
申
報
』
五
月
三
一
日
の
報
道
に
よ
る
と
、
死
者
が
四
名
、

外
字
新
問
、
〈
O
乳、
H

門川、広

E
b
s
s、ミ
e
g句
(
『
字
林
西
報
』
〉
六
月
一
日
の

会
4
4
レし、

ぷ
E
」
4

報
道
に
よ
る
と
、
死
者
九
名
・
上
海
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
五
舟

運
動
資
料
』
〈
l
v、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
人
一
年
、
七

O
一
1
七
O

五
頁
.

(
日
〉
『
革
命
文
献
』
第
一
入
輯
、
七
五
頁
.

(
凶
)
銭
義
埠
『
沙
基
痛
史
』
(
出
版
社
、
年
月
不
詳
)
、
一
六
六
頁
.

(
げ
)
〉
言
。
-ι

』・

jpu『
ロ

Z
0・・
2
さ
司
、
。
」
司
旨
な
3
a
H民
S
a
h
h
h
h
a民
、
匂

hhwNmp(ω
目〉
Y
O
H向
。
『

ι
C
E
4
M
M『
冊
目
刷
帥
切
】
由

N
∞-
M
Y
N
2・

(
四
)
広
東
哲
学
社
会
科
学
研
究
所
歴
史
研
究
室
編
『
省
港
大
罷
工
資
料
』
、
広

東
人
民
出
版
社
、
一
九
入

O
年
、
五
六
一

1
五
六
回
頁
.

(
m
m
)

劉
継
増
他
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
、
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、

一
三
九
頁
.

(
却
)
「
武
漢
臨
時
中
央
党
政
聯
席
会
議
第
四
次
会
議
記
録
」
一
九
二
六
年
一
二

月
二
二
目
、
劉
継
増
・
・
前
掲
書
、
一
五
二
頁
。

(
幻
)
『
革
命
文
献
』
第
一
四
穂
、
五
六
七
頁
.

(
辺
)
洪
鈎
培
『
国
民
政
府
外
交
史
略
』
、
華
通
書
局
、
一
九
三

O
年
、
九
二

頁。

(
お
)
蒋
永
敬
『
勉
羅
廷
奥
武
漢
政
権
』
、
台
北
、
中
国
学
術
奨
助
委
員
会
、
一

九
六
三
年
、
一

O
四
頁
.

高
承
元
『
広
州
武
漢
革
命
外
交
文
献
』
、
神
州
国
光
社
、

四
三

1
四
五
頁
.

(
M
A
)
ω

一H
P
E
8・
官
官
・

ω
g
t
g吋

(
り
ん
・
い
せ
い
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一
九
三
=
一
年
、

一
九
五
六
年
中
国
・
上
海
市
生
ま
れ
.
大
学
院
地
域
研
究

研
究
科
九
三
年
修
了
〉



《
地
域
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
の
一

O
》

私
に
と
ザフ

て
の
地
域
研
究
と
は
な
に
か

は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
九
二
年
度
地
域
文
化
研
究
科
授
業
科
目
「
ア
ジ
ア
研
究
総

論
」
に
お
い
て
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
「
私
に
と
っ
て
の
地
域
研
究
と
は
な
に

か
」
を
も
と
に
、
書
き
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
る
.

「
ア
ジ
ア
研
究
総
論
」
(
担
当
教
官
い
中
嶋
嶺
雄
先
生
、
田
中
忠
治
先
生
、
中

村
平
次
先
生
〉
の
授
業
で
は
、
専
攻
(
ア
ジ
ア
第
て
第
二
、
第
三
)
の
枠
を

は
ず
し
て
、
コ
一
人
の
担
当
教
官
が
、
各
自
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
立
場
か
ら
、
ア

ジ
ア
地
域
研
究
に
関
す
る
様
喝
な
問
題
お
よ
び
課
題
を
提
起
さ
れ
た
・
今
回
、

地
域
研
究
は
、
総
合
的
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ

g呂
田
肖

5
3
a
S
阻害『

gnvに
も
と

づ
く
学
問
分
野
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
端
が
、
専
攻
の
枠
を
こ
え
た

当
時
の
授
業
構
成
の
姿
勢
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

内

倉

敏

江

(
東
京
外
国
語
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
)

地
核
研
究
を
み
ず
か
ら
の
視
座
で
考
え
る
「
私
に
と
っ
て
の
地
域
研
究
と
は

何
か
」
と
い
う
課
題
に
た
い
し
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
授
業
演
習
を
通
し
て
、

筆
者
が
自
覚
し
た
こ
と
を
整
理
し
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
研
究
テ
l

マ
「
タ

イ
上
座
部
仏
教
壁
画
研
究
」
に
お
け
る
問
題
関
心
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
つ
ぎ
に
、
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
に
関
し
て
、
今
日
に
至
る
タ
イ
壁
画
研
究
の

状
況
を
概
観
し
、
こ
こ
か
ら
提
起
さ
れ
る
諸
課
題
を
示
し
た
い
.
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「
地
域
」
像
を
求
め
る
問
い
か
け

演
習
で
講
読
し
た
一
九
七
五
年
編
『
政
治
学
と
地
域
研
究
』
の
な
か
で
、
ル

シ
ア
ン
・
パ
イ
可
ペ
何
回
∞
叶
印
]
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
(
専
門
的
学
問
領
域
〉
と
地

域
研
究
の
直
面
す
る
問
題
を
、
通
時
的
に
と
り
あ
げ
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
関
し



地域研究へのアプローチその10

て
、
政
治
学
宮

E
n田
-
R
5
5
0
の
領
域
に
は
留
ま
ら
ず
、
政
治
学
を
含
む
社
会

科
学
の
専
門
分
化
さ
れ
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
地
域
研
究
の
関
係
の
問
題
に
拡
大

し
て
論
じ
て
い
る
.
こ
の
こ
と
は
、
地
域
研
究
が
、
当
初
の
没
理
論
傾
向
を
批

判
的
に
精
査
す
る
際
、
社
会
科
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
密
接
に
か
か
わ
っ
た
状

況
を
示
し
て
い
よ
う
.
一
九
七

0
年
代
は
じ
め
に
お
い
て
、
社
会
科
学
の
「
客

観
性
」
各
守
n広三

q
お
よ
び
「
価
値
中
立
性
」
d

邑
5
1
5
5
E喜
へ
投
げ
か
け

ら
れ
た
疑
問
は
、
地
域
研
究
に
関
し
て
も
、
同
様
に
問
題
提
起
さ
れ
た
当
時
の

状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

研
究
者
が
対
象
地
域
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
「
事
実
」
を
認
識
す
る
こ

と
は
、
常
に
認
識
者
の
主
観
を
免
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
、
十
分
、
自
覚
的
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
事
実
」
認
識
と
関
連
し
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
‘

ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ

[ω
の

zd『〉
H
N
1

『N
-
∞
∞
白
]
は
、
「
す
べ
て
の
観
察
は
理
論
を

負
荷
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
カ

1
ル
・
ポ
パ

l
沢
民

-
E官
官
『
の
文
章
を
引
用

し
、
既
存
の
理
論
の
あ
る
も
の
は
、
特
定
の
地
域
、
特
定
の
経
験
に
も
と
づ
い

て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
・
論
文
の
タ
イ
ト
ル
「
批
判
的
学
問
領
域
と
し
て
の

地
域
研
究
」
〉
混
同

g
E
5
曲目同

n号
吉
岡
-
U
ぽ
口
笠
宮
市
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
既
存
の
専
門
研
究
分
野
へ
批
判
的
に
問
題
提
起
す
る
役
割
を
、
地
域
研

究
に
み
い
だ
し
て
い
る
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
自
身
、
「
地
域
」
を
「
集
合
的
経
験
の
学

問
領
域
横
断
的
な
単
位
」

n
g個
師
i

島田
n笠
宮
田

q
E包
H
a
g宏
旦
語

Z
胃
号
ロ
n
巾
{
回
申
∞
口
一
】
印
]
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
地
域
研
究
と
い
う
研
究
領
域
が
成
立
す
る
経
緯
に
お

い
て
、
「
地
域
」
を
所
与
と
し
て
で
は
な
く
、
「
パ
ワ
l
」
宮
442
と
し
て
受
け

と
め
る
対
象
認
識
の
変
化
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
地
域
研
究
に
お
け
る
研
究
者

の
「
地
域
」
認
識
の
あ
り
方
を
、
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
.

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
地
域
研
究
の
方
法
論
と
い
っ
た
場
合
、
ど
の
く
ら
い
の

射
程
で
論
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
自
覚
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
・
研
究
方
法
が
、
研
究
者
み
ず
か
ら
の
「
地
域
」
認
識
を
も
含
め
た
、
よ

り
幅
の
広
い
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
私
に
と
っ
て
の
地
域
研
究
と
は
な
に
か
」

の
謀
題
性
は
、
各
自
の
「
地
域
」
認
識
、
価
値
観
を
問
う
非
常
に
む
ず
か
し
い

問
題
へ
導
く
と
思
う
.

2 

「
タ
イ
上
座
部
仏
教
壁
画
研
究
」
に
お
け
る
問
題
意
識

私
に
と
っ
て
地
域
研
究
を
、
自
ら
の
研
究
テ
ー
マ
「
タ
イ
上
座
部
仏
教
壁

画
」
と
の
関
連
で
考
え
る
視
座
を
与
え
た
最
初
の
動
機
は
、
本
学
入
学
後
、
間

も
な
く
訪
れ
る
機
会
を
も
っ
た
タ
イ
国
立
プ
ッ
タ
イ
サ
ワ
ン
礼
拝
堂

苫
尚
昆
庄
一
口
開
加
盟

gH吾
a
g謡
曲
ロ
内
に
捕
か
れ
た
壁
画
に
、
実
際
に
、
接
し
た
と

き
の
体
験
か
ら
は
じ
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
・
日
本
で
な
じ
み
の
あ
る
法
隆
寺
金

堂
壁
画
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
壁
画
、
ま
た
、
金
碧
障
壁
画
、
水
墨
画
な
ど
の
造

形
表
現
と
は
、
異
な
っ
た
タ
イ
上
座
部
仏
教
壁
画
を
ま
え
に
し
て
、
今
日
の
タ

イ
の
人
々
に
と
っ
て
、
迫
真
性
を
も
ち
、
信
仰
礼
拝
の
存
在
と
し
て
、
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
も
っ
た
絵
画
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
問
い
か

け
か
ら
は
じ
ま
っ
た
・
そ
れ
は
、
自
ら
の
「
視
習
慣
」
か
ら
は
、
異
質
な
、
奇

異
に
感
じ
ら
れ
る
「
他
者
」
で
あ
る
タ
イ
上
座
部
仏
教
壁
画
に
対
面
し
た
際
、

「
他
者
」
と
し
て
自
覚
し
う
る
ほ
ど
、
異
質
で
異
様
な
造
形
表
現
で
あ
っ
た
と
、

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
.
こ
の
タ
イ
壁
画
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
の
問
題
を
、
タ
イ
社
会
に
お
け
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

l
の
問
題
に
拡

大
し
、
「
実
際
」
の
「
場
」
に
お
い
て
、
「
形
づ
く
ら
れ
て
あ
る
」
と
い
う
非
常
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私にとっての地域研究とはなにか

に
抽
象
的
な
問
題
へ
と
導
く
に
至
っ
た
。
こ
の
問
題
関
心
を
、
よ
り
具
体
的
な

問
題
か
ら
接
近
す
る
方
法
を
模
索
す
る
な
か
で
、
今
日
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
考
慮

し
た
い
と
思
う
・

今
回
、
壁
画
が
「
芸
術
」
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
同
宮
叩

mEは
、
そ
れ
自

体
西
欧
の
概
念
で
あ
り
、
同
一
口
一
冊
胆
『
同
を
タ
イ
語
豆

n-zsと
し
て
翻
訳
す
る
の

は
、
一
九
世
紀
中
頃
か
ら
で
あ
る
.
壁
闘
を
研
究
対
象
と
す
る
と
き
、
タ
イ
の

人
身
に
と
っ
て
は
自
明
な
こ
と
、
ま
た
、
「
私
」
の
眼
差
し
か
ら
ば
、
自
明
と
お

も
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
、
背
後
に
あ
る
「
前
提
」
を
、
問
題
視
し
て
検
討
し
て

い
く
こ
と
は
重
要
な
視
座
で
あ
る
と
思
う
・
さ
ら
に
、
過
去
の
タ
イ
の
人
々
に

と
っ
て
自
明
な
こ
と
も
、
今
日
の
人
々
に
は
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
了
解
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
、
十
分
、
注
意

を
払
い
た
い
と
思
う
・

壁
画
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
「
視
習
慣
」
に
、
着
目

す
る
場
合
に
も
、
第
一
に
、
「
視
」
と
い
う
個
人
の
「
身
体
感
覚
」
が
起
点
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。
第
二
に
、
「
習
慣
」
に
関
連
し
て
、
人
の

「
環
境
」
へ
の
対
応
し
て
ゆ
く
過
程
で
獲
得
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
環

境
」
の
も
つ
意
味
は
、
自
然
環
境
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
歴
史
的
社
会
的
環

境
に
拡
大
さ
れ
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
壁
画
は
、
描
く
人

の
表
現
活
動
の
所
産
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
描
く
人
の
個
性
に
依

存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
・
し
か
し
、
一
方
で
、
個
性
お
よ
び
創
作
力
が
帰

着
す
る
個
人
か
ら
し
て
、
す
で
に
、
歴
史
的
社
会
的
環
境
か
ら
遊
離
し
、
孤
立

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
.
ま
た
、
他
方
で
、
見
る
人
は
、
単
な
る
受
動
的
立

場
で
は
な
く
、
主
観
的
に
解
釈
し
て
い
る
・
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
壁
画
研

究
の
主
題
モ
チ
ー
フ
、
構
図
様
式
の
問
題
も
、
描
く
担
い
手
で
あ
る
制
作
す
る

側
と
、
見
る
側
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
考
察

に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
問
題
は
、
社
会
的
、
経
済
的
、
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
手
が
か
り
を
地
域
研
究
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
・

3 

タ
イ
壁
画
研
究
の
動
き

本
格
的
に
タ
イ
壁
画
研
究
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
コ
ル
ラ
ッ
ド
・
フ
エ
ロ
ヅ

チ
の

O
E号
司
君
。
口
一
(
帰
化
後
の
タ
イ
名
シ
ン
・
ピ

l
ラ
シ
盟
宮

里
E
E
)
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
一
時
、
本
国
イ
タ
リ
ア
へ
強
制
送
還
さ

れ
た
が
、
一
九
四
三
年
に
現
在
の
タ
イ
国
立
芸
術
大
学
が
創
設
さ
れ
る
に
際
し

て
、
初
代
絵
画
彫
刻
学
部
長
に
就
任
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
・

ピ
1
ラ
シ
[
思
白
河
〉
ω百戸田
g
p
g
g
σ
]
は
、
当
時
の
タ
イ
歴
史
学
に
お

い
て
、
歴
史
学
の
問
題
関
心
と
呼
応
し
た
か
た
ち
で
、
副
次
的
に
扱
わ
れ
て
て

い
た
壁
画
を
、
壁
画
研
究
を
主
限
に
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
か
ら
試
み
た
。
彫

刻
家
で
あ
る
自
ら
の
立
場
か
ら
、
常
に
、
タ
イ
壁
画
制
作
に
携
わ
る
「
芸
術

家
」
匝
『
H
S
F
回
目
若
宮
と
し
て
の
視
線
、
な
ら
び
に
直
観
力
の
重
要
性
を
指
摘
し

つ
づ
け
、
壁
画
構
図
法
お
よ
び
色
彩
分
析
を
中
心
に
、
様
式
に
お
け
る
表
現
問

題
の
特
質
を
提
示
し
た
・
さ
ら
に
、
分
析
成
果
を
、
壁
画
修
復
学
に
連
動
さ
せ
、

タ
イ
壁
画
の
修
復
保
存
の
向
上
に
寄
与
し
た
こ
と
は
、
今
日
の
壁
画
研
究
の
一

つ
の
意
義
を
考
え
る
際
に
も
、
提
起
さ
れ
る
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
う
.

一
九
六

0
年
代
に
お
い
て
は
、
ピ
l
ラ
シ
[
回
国
男
〉
ω包

-gu]
の
指
導
の

も
と
に
学
ん
だ
第
一
一
期
生
お
よ
び
絵
画
学
教
官
フ
ア
・
ハ
リ
ピ
タ
ク

[
国
〉
呂
田
V
Z
司
国
〉
同

g
g
]に
よ
る
、
壁
画
模
写
が
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
一
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九
七
人
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
壁
画
模
写
の
一
部
を
公
開
す
る
「
タ
イ
伝
統
絵
画

特
別
展
」

ω胃
n
E
開

ME喜
一
ロ
ロ
ロ
旦
一

E
S
-
d邑

E
宮
古
個
師

{EZ開

〉
河
寸
ω

U何回
u

寸
-
E吋
∞
]
が
、
パ
ン
コ
ッ
ク

za5ロ
色
。
丘
町
ミ
で
お
こ
な
わ
れ

た。
一
九
七

0
年
代
の
状
況
は
、
プ
ノ
ン
ベ
ン
国
立
博
物
館
長
を
歴
任
し
た
、
パ

リ
第
三
大
学
教
授
ジ
ャ
ン
・
ボ
ワ
ス
リ
エ
宙

oaω
制
下
回

m
-∞
寸
白
]
が
、
ク
メ
ー

ル
、
ラ
オ
ス
、
チ
ャ
ン
パ
の
図
像
学
一

ng口
密
告
喜
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た

立
場
か
ら
、
タ
イ
壁
画
分
析
を
提
示
し
た
。
タ
イ
壁
画
の
み
を
射
程
に
お
く
の

で
は
な
く
、
分
析
叙
述
に
は
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
図
像
資
料
分
析
の
実
績
に
も
と

づ
き
、
常
に
比
較
研
究
の
視
点
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
・
す

で
に
、
比
較
方
法
の
重
要
性
は
、
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
ロ
品
各
市
立
早
々

[
フ
ラ
イ
呂
田
己
の
比
較
芸
術
学
に
よ
り
提
示
さ
れ
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴

史
学
に
お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
図
像
学
に
比
較
研
究
を
併
用
す
る

傾
向
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ジ
ヤ
ツ
タ
エ
ル
グ
ア
ロ
〉
円
U
C
l
E
何回
N
O
O
C
〉
F
。.田

昌∞
N
]

に
お
け
る
ク
メ
l
ル
壁
画
研
究
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
、
ク
メ
ー

ル
壁
画
の
特
徴
を
タ
イ
壁
画
と
の
比
較
分
析
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
・

ま
た
、
色
彩
学
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
切

E
E
E酬の

中
心
的
存
在
で
、
一
九
五

0
年
代
エ

l
ル
大
学
美
術
学
部
長
を
つ
と
め
た
ジ
ョ

セ
フ
・
ア
ル
パ

l
ス
[
〉
「
回
目
以
ご
∞
コ
]
が
、
色
知
覚
に
お
け
る
特
性
の
問
題

を
提
起
し
、
色
彩
が
絶
え
ず
錯
覚
を
与
え
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
性
を
強
調

し
た
.
錯
視
作
用
の
問
題
を
、
線
と
色
彩
と
の
相
互
依
存
の
関
係
か
ら
で
は
な

く
、
線
構
成
の
独
自
の
作
用
と
色
彩
独
自
の
作
用
を
わ
け
て
分
析
す
る
方
法
を

と
る
。
ア
ル
パ

l
ス
を
中
心
と
し
た
エ

l
ル
大
学
の
色
彩
理
論
分
析
な
ら
び
に

フ
ェ

l
パ
l

・パ

l
レ
ン
宙
局
何
回
A

】
由
吋
白
]
の
分
析
方
法
を
応
用
し
た
研
究

成
果
が
タ
イ
芸
術
大
学
よ
り
提
示
さ
れ
、
ソ
ン
・
シ
マ
ト
ラ
ン

[ω-g〉、『
ma

〉
Z
O
】
笥
∞
]
は
、
タ
イ
壁
画
の
空
間
構
成
に
お
け
る
視
覚
統
御
問
題

i
g巳

g
E呈
gι
同
署
呂
田
与
を
通
じ
て
、
タ
イ
北
部
と
中
部
の
壁
画
を
比
較
し
、
そ

の
相
違
点
を
指
摘
し
た
.
こ
こ
で
述
べ
た
色
彩
分
析
方
法
は
、
色
彩
の
象
徴
性

と
い
っ
た
意
味
解
釈
を
問
題
と
す
る
方
法
で
は
な
い
.

さ
ら
に
、
壁
画
を
建
築
物
の
構
成
要
素
と
す
る
観
点
に
立
っ
と
き
、
壁
画
研

究
に
お
い
て
建
築
物
と
の
関
係
性
の
問
題
は
非
常
に
重
要
な
分
野
で
あ
り
、
一

九
七

0
年
代
後
半
以
降
、
建
築
学
の
専
門
研
究
者
古
田
〉
河
田
宮
ω
C宮内
C
F

z
a
-
F
E
G
C阿
国

C
F
h
Z巴
]
か
ら
の
壁
画
研
究
分
析
が
提
示
さ
れ
て
い
る
.

一
九
八

0
年
代
前
半
に
は
、
社
会
科
学
と
の
か
か
わ
り
を
通
じ
た
研
究
ア
プ

ロ
ー
チ
が
模
索
さ
れ
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
・
タ
イ
芸
術
大
学
創
立
四

O
周

年
記
念
の
大
学
紀
要
の
冒
頭
論
文
で
、
タ
ン
マ
ニ
ッ
ト
・
ワ
ラ
ポ

I
ン
[
〈
'

〉
河
〉

Huomz-gh]
は
、
タ
イ
に
お
け
る
社
会
科
学
の
研
究
の
重
要
性
を
論

じ
、
ま
た
同
号
に
は
、
「
タ
イ
壁
画
の
な
か
の
カ
レ
ン
」
と
題
す
る
ウ
ィ
ナ
イ
・

シ
リ
サ
リ
ワ
ン
{
臼
包
ω〉
何
回
当
〉
Z
昌
宏
]
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
シ

リ
サ
リ
ワ
ン
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
、
従
来
の
様
式
研
究
、
色
彩
研
究
と

あ
き
ら
か
に
異
な
り
、
壁
画
の
細
部
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
た
カ
レ
ン
人
を

注
視
す
る
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
・
こ
の
視
点
は
、
六

0
年
代
以
降
、
ピ

エ
l
ル
・
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
句
ぽ
司
叩
司
S
ロ
n
回
帥
円
色
[
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
戸
田
町
田
]

に
代
表
さ
れ
る
、
社
会
学
の
方
法
論
「
微
視
的
社
会
現
象
の
測
定
」
口

8
?
お

を
、
絵
画
分
野
へ
試
み
た
芸
術
社
会
学
の
問
題
視
点
と
志
向
性
に
お
い
て
近
い

の
か
、
シ
リ
ザ
リ
ワ
ン
の
論
文
口

g
晶
]
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
が
、
ア
プ

ロ
ー
チ
方
法
に
関
し
て
一
つ
の
問
題
提
起
を
し
て
い
る
.

一
九
人

0
年
代
後
半
以
降
の
状
況
は
、
対
象
と
な
る
壁
画
の
地
域
性
が
、
よ

-134ー



り
重
要
視
さ
れ
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
.
タ
イ
北
部
ラ
ン
ナ
ー

F
S
S地
方
の

壁
画
分
析
[
包
玄
〉
寸
河
〉
Z
の

-
8
2、
タ
イ
東
北
部
イ
l
サ

1
ン
開
l
回

R
ロ
地
方

の
壁
画
分
析
[
ω
〉
玄
O
ω
O
河
Z
-
S
O
]
成
果
か
ら
提
起
さ
れ
る
問
題
は
、
地
域
的

差
異
性
の
み
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
く
、
研
究
者
の
眼
差
し
の
あ
り
方
と
も

呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
.
ま
た
、
一
九
人
八
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
タ
イ
西
部
の

社
会
と
文
化
」
[
宅
再
河
〉
〉
Z
-
∞
∞
∞
]
(
第
一
部
会
地
理
学
と
歴
史
学
、
第
二

部
会
考
古
学
と
エ
ト
ノ
ス
、
第
三
部
会
言
語
・
文
学
・
芸
術
、
第
四
部
会

現
在
の
西
部
地
域
の
研
究
)
に
お
い
て
、
多
く
の
専
門
領
域
か
ら
の
討
論
が

お
こ
な
わ
れ
た
際
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
壁
画
様
式
研
究
か
ら
の
地
域
性
の
問

題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

4 

今
日
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て

私にとっての地域研究とはなにか

概
略
的
で
あ
る
が
、
今
日
に
い
た
る
タ
イ
壁
画
研
究
の
動
き
を
見
る
際
、
一

九
七

0
年
代
後
半
以
降
の
多
角
的
な
研
究
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
行
研
究
の
業
績
を
ふ
ま
え
て
、
み
ず
か
ら
の
研
究
考
察
の
位
置
づ
け
に
関
し

て
考
え
る
と
き
、
壁
画
解
釈
研
究
に
立
脚
地
を
求
め
た
く
思
う
.
暗
黙
の
う
ち

に
「
わ
か
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
」
の
背
後
の
問
題
に
注
意
を
は
ら
う
こ
と
と

関
連
し
て
、
タ
イ
で
多
く
描
か
れ
る
『
一
一
一
界
経
』
主
題
の
壁
画
へ
も
様
々
な
問

題
が
提
起
さ
れ
る
。
特
に
、
今
日
、
『
三
界
経
』
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
壁
画

に
お
い
て
、
ヨ
一
一
界
経
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
世
界
観
の
問
題
に
つ
い
て
言
え

ば
、
壁
画
が
す
べ
て
の
世
界
(
「
三
界
」
〉
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
.
ま

た
、
「
視
覚
」
に
依
存
す
る
壁
画
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
視
覚
化
で
き
る
も

の
と
、
で
き
な
い
も
の
の
差
異
を
壁
画
で
は
、
ど
の
よ
う
に
整
合
性
を
も
た
せ
、

解
消
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ
て
く
る
と
思
う
。

タ
イ
仏
教
学
の
立
揖
明
か
ら
は
、
そ
の
世
俗
的
性
格
か
ら
『
一
-
一
界
経
』
研
究
に

関
す
る
も
の
は
極
く
少
な
く
、
限
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
壁
画
主
題

に
は
多
く
用
い
ら
れ
る
状
況
を
め
ぐ
る
問
題
も
提
示
さ
れ
る
.
さ
ら
に
、
壁
画

様
式
お
け
る
地
域
的
差
異
の
問
題
に
関
し
て
も
、
「
地
域
の
重
層
性
」
[
山
影

5
8
H
N
Z
]
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
か
課
題
提
起
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
自
覚
し
た
い
と
思
う
・
ま
た
、
壁
画
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
ひ
と
び
と
の
関

係
か
ら
考
察
す
る
際
に
、
「
支
配
」
の
問
題
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
を
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
帰
着
さ
せ
る
一
義
的
な
解
釈
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

性
を
趨
え
る
突
破
口
を
模
索
す
る
立
場
か
ら
、
壁
画
研
究
考
察
を
お
こ
な
い
た

い
と
思
う
。
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《
地
域
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
の
一

O
》

地
域
研
究
に
お
け
る
台
湾
問
題
の

冷
戦
の
終
結
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
に
よ
り
米
ソ
の
対
時
も
終
わ
り
を
告

げ
た
が
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
楽
観
的
に
ば
か
り
と
ら
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
問
題
が

一
層
は
っ
き
り
と
浮
上
し
て
き
た
と
い
う
べ
き
状
況
で
あ
る
・

ア
メ
リ
カ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
海
軍
基
地
か
ら
撤
退
し
、
ア
ジ
ア
に
真
空
地
帯

が
残
さ
れ
た
形
と
な
り
、
地
域
の
バ
ラ
ン
ス
は
と
り
に
く
く
な
り
つ
つ
あ
る
・

こ
う
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
今
後
の
地
域
紛
争
が
ど
こ
ま
で
紛
糾
す
る
の
か
は

測
り
に
く
い
.
ア
ジ
ア
に
は
南
沙
諸
島
の
主
権
問
題
、
日
露
関
の
北
方
領
土
問

題
、
日
本
・
台
湾
・
中
国
聞
の
尖
閣
諸
島
の
所
属
問
題
な
ど
い
・
く
つ
か
戦
争
の

火
種
に
な
り
う
る
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
日
本
の

P
K
O法
案
の
採
択
と
中
国
の
領
海
法
の
布
告
に
よ
り
、

ア
ジ
ア
諸
国
に
は
不
安
と
疑
問
が
生
じ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
真
空
地
帯
を
埋
め

「情、

理

へ
の
一
試
論

法

陸

伯

環

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
〉

る
の
は
日
本
か
中
国
か
、
そ
の
行
方
が
今
後
の
ア
ジ
ア
を
左
右
す
る
要
因
と
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
.

こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
う
一
つ
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
問

題
は
、
台
湾
問
題
で
あ
ろ
う
。
台
湾
は
九
州
と
ほ
ぼ
同
じ
面
積
で
、
人
口
は
約

二
O
O
O万
人
。
外
貨
準
備
高
は
世
界
第
一
位
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア

ジ
ア
の
中
間
と
い
う
重
要
な
位
置
に
あ
り
、
前
述
の
中
国
の
領
海
法
の
布
告
に

関
し
て
も
、
南
沙
や
尖
閣
諸
島
の
問
題
で
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

台
湾
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
二
つ
の
研
究
枠
組
み
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
台
湾
の
政
治
体
制
の
変
容
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
台
湾
独
立
を
含
め
た

中
台
関
係
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
「
情
(
歴
史
)
」
、
「
理
(
政
治
)
」
、
「
法
(
国

際
関
係
)
」
の
三
つ
の
考
え
方
を
立
脚
点
と
し
て
、
台
湾
問
題
の
経
緯
を
論
じ
、

台
湾
に
つ
い
て
の
地
域
研
究
の
一
試
論
と
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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台
湾
人
と
台
湾
文
化
の
四

O
O年
の
推
移
|
|
「
情
」
と
し
て

の
一
試
論

あ
る
歴
史
学
者
は
、
「
台
湾
の
四

O
O年
の
歴
史
的
な
推
移
を
二
一
一
首
で
い
う

と
、
住
民
の
自
決
(
民
族
自
決
原
則
)
及
び
自
治
追
求
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
.
滑
代
の
台
湾
史
に
は
コ
二
年
一
小
反
、
五
年
一
大
乱
」
と
い
う
事
実
が
あ

り
、
日
本
統
治
時
代
の
初
期
に
も
島
内
で
は
何
回
も
抗
日
戦
争
が
起
き
て
い
る
・

戦
後
、
日
本
の
降
伏
に
よ
り
台
湾
は
民
国
時
代
を
迎
え
た
が
、
中
国
の
腐
敗
政

治
の
統
治
に
抵
抗
す
る
た
め
「
一
了
二
八
事
件
」
が
発
生
し
、
悲
惨
な
虐
殺
に

よ
り
知
識
人
と
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
殺
し
尽
く
さ
れ
た
。
日
本
時
代
の
民
族

主
義
に
よ
る
抗
日
運
動
を
除
い
て
こ
れ
ら
の
事
件
を
分
析
し
て
み
る
と
、
歴
史

文
化
の
差
異
が
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
・今

日
か
ら
見
れ
ば
同
じ
儒
教
文
化
圏
、
漢
字
圏
、
漢
民
族
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
歴
史
の
分
断
と
植
民
地
文
化
に
よ
っ
て
大
陸
文
化
と
は
異
な
っ
た

「
島
国
文
化
」
が
定
着
し
、
一
つ
の
台
湾
文
化
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
・
一
種

の
「
先
入
観
」
に
よ
り
、
そ
の
差
異
を
無
視
し
て
中
台
関
係
を
論
じ
れ
ば
、
必

ず
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
同
じ
移
民
文
化
と
い

う
例
か
ら
述
べ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
を
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
と
見
倣
す
よ
う
な

間
違
い
で
あ
る
。

以
下
、
台
湾
文
化
の
変
容
を
歴
史
的
な
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
み
た
い
。
四

0
0年
の
歴
史
を
原
始
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
時
代
、
鄭
成
功
時
代
、
中
国
清
朝
時

代
、
日
本
植
民
地
時
代
、
中
華
民
国
時
代
の
六
段
階
に
分
け
て
み
る
こ
と
に
す

る
-H

原
始
時
代

歴
史
家
の
研
究
で
は
、
一
五
五
七
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
発

見
さ
れ
る
ま
で
台
湾
は
、
原
住
民
が
居
住
す
る
他
に
は
少
数
の
海
賊
(
倭
窓
、

明
朝
時
代
の
流
民
)
が
こ
こ
を
根
拠
地
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
五

世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
め
に
か
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
商
主
義
の
植
民
地
政

策
の
高
揚
に
伴
い
、
西
欧
諸
国
の
軍
隊
が
ア
ジ
ア
各
地
に
押
し
寄
せ
て
き
た
の

も
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
る
・
台
湾
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
発
見
さ
れ
、
最
初
は

「
麗
し
の
島
司
2
8
2
S
」
と
呼
ば
れ
た
。
原
住
民
で
あ
る
マ
ラ
イ
・
ポ
リ
ネ

シ
ア
系
の
高
砂
族
も
司
2
5
2
8
と
称
さ
れ
た
。
台
湾
は
こ
の
時
点
か
ら
世
界

史
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

口
オ
ラ
ン
ダ
時
代
の
三
人
年

西
欧
列
強
の
勢
力
争
い
の
結
果
、
一
六
二
四
年
に
オ
ラ
ン
ダ
が
台
湾
を
占
領

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
商
主
義
の
植
民
地
政
策
で
中
国
の
福
建
省
に
あ
る
ア
モ

イ
か
ら
大
量
の
漢
人
奴
隷
を
輸
入
し
て
き
た
。
歴
史
的
に
見
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が

植
民
地
支
配
を
開
始
し
た
時
点
が
台
湾
社
会
の
出
発
点
で
あ
り
、
漢
人
奴
隷
開

拓
者
に
原
住
民
が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
な
矛
盾
も
生
ま
れ
て
き
た
。
彼

ら
は
当
初
か
ら
中
国
と
は
異
な
る
経
済
制
度
、
政
治
制
度
で
搾
取
と
支
配
を
進

め
た
。
漢
人
奴
隷
開
拓
者
(
約
一

O
万
人
)
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
西
部
開
拓
の

よ
う
に
新
し
い
天
地
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
・

日
鄭
成
功
時
代
の
一
一
一
一
一
年

満
民
族
の
侵
略
で
中
国
の
漢
民
族
政
権
が
滅
ぼ
さ
れ
、
残
存
勢
力
の
一
部
で

あ
る
鄭
成
功
も
や
む
な
く
オ
ラ
ン
ダ
人
を
駆
逐
し
、
台
湾
に
移
転
し
て
き
た
。

台
湾
で
初
め
て
の
漢
人
政
権
で
あ
る
鄭
氏
政
権
は
、
台
湾
を
中
園
の
一
部
で
あ
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地域研究における台湾問題の「情、理、法」への一試論

る
と
は
見
倣
さ
ず
、
た
だ
大
陸
と
の
戦
争
の
た
め
に
力
を
貯
え
る
一
時
的
な
根

拠
地
と
し
た
・
鄭
成
功
は
台
湾
占
領
後
、
全
て
の
力
を
中
国
本
土
に
対
す
る
軍

事
作
戦
に
傾
注
し
て
い
た
・
こ
れ
は
国
民
政
府
の
初
期
の
台
湾
統
治
政
策
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
.

胸
中
国
清
朝
時
代
の
二
三
五
年

一
六
八
三
年
、
清
国
は
反
清
勢
力
の
郷
民
政
権
を
滅
ぼ
す
た
め
に
台
湾
を
征

服
し
た
が
、
清
国
政
府
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
台
湾
の
放
棄
を
考
え
て
い
た
。

①
従
来
中
国
の
一
部
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
荒
服
の
土
地
で
あ
る
。

(
『
台
湾
府
誌
』
)

②
荒
服
の
島
で
、
海
か
ら
中
国
に
隔
て
ら
れ
、
金
を
費
や
し
て
も
無
益

で
あ
り
、
植
民
に
も
値
し
な
い
・
(
『
稗
海
紀
遊
』
〉

③
逃
亡
者
と
海
賊
の
集
ま
る
島
で
あ
る
。
(
『
台
湾
外
紀
』
〉

当
時
の
海
軍
官
吏
・
施
良
は
台
湾
を
中
国
に
編
入
す
る
主
張
に
極
力
固
執
し
、

台
湾
は
中
国
の
版
図
に
編
入
さ
れ
た
・
こ
の
二
三
五
年
間
、
台
湾
は
清
朝
中
国

の
い
わ
ゆ
る
辺
境
・
圏
内
植
民
地
政
策
で
統
治
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
一
七
七

三
年
か
ら
一
入
七
五
年
ま
で
は
台
湾
移
民
禁
令
が
布
告
さ
れ
て
お
り
、
一
八
八

七
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
解
禁
(
招
墾
章
程
二

O
条
)
さ
れ
た
・
こ
の
と
き
正

式
に
台
湾
を
一
つ
の
省
と
す
る
考
え
が
打
ち
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
八
年
後
に
清
は
日
清
戦
争
に
敗
れ
、
下
関
条
約
で
台
湾
を
日
本
に
割
譲
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
.

回
日
本
時
代
の
五

O
年

一
八
九
五
年
の
下
関
条
約
で
台
湾
と
移
湖
諸
島
は
日
本
に
割
穣
さ
れ
た
。
民

族
主
義
に
よ
る
一
連
の
抗
日
運
動
が
展
開
さ
れ
、
一
八
九
五
年
に
は
台
湾
民
主

国
が
独
立
を
宣
言
し
た
・
こ
れ
は
、
今
日
の
台
湾
独
立
の
政
治
主
張
の
根
拠
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
中
台
関
係
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。帝

国
主
義
列
強
聞
の
植
民
地
獲
得
の
争
奪
戦
で
、
台
湾
は
日
本
の
手
に
落
ち
、

五
一
年
間
の
帝
国
主
義
の
統
治
を
受
け
た
・
こ
の
日
本
に
よ
る
統
治
は
表
面
的

に
は
近
代
的
な
発
展
を
も
た
ら
し
た
。
今
日
の
台
湾
の
経
済
発
展
の
奇
跡
を
研

究
す
る
に
は
、
日
本
時
代
の
功
績
を
抜
き
に
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
台
湾

は
日
本
の
統
治
下
に
お
け
る
植
民
地
政
策
の
良
い
意
味
で
の

H

遺
産
“
(
教
育

・
技
術
水
準
の
高
度
化
、
農
業
面
で
の
海
甑
・
治
水
の
整
備
な
ど
)
を
土
台
に

し
、
今
日
の
近
代
化
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
(
中
嶋
嶺
雄
『
香
港
』
一
三
一
一
二

ペ
ー
ジ
〉
.
五

0
年
間
の
皇
民
化
政
策
は
思
想
的
、
文
化
的
に
非
常
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
.
台
湾
文
化
に
一
つ
の
新
し
い
文
化
が
注
入
さ
れ
た
の
で
あ

る
.例

中
華
民
国
時
代
の
四
十
余
年

国
民
政
府
の
統
治
期
に
お
い
て
、
今
日
ま
で
台
湾
は
奇
跡
の
発
展
を
遂
げ
、

外
貨
準
備
高
は
世
界
一
と
な
っ
た
。
こ
の
四

O
年
来
、
政
治
は
経
済
の
成
果
の

後
に
つ
い
て
き
た
と
い
え
よ
う
.
一
九
人
七
年
、
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
大
陸

へ
の
皇
帰
り
も
解
禁
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
中
固
と
台
湾
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。

し
か
し
、
一
八
九
五
年
か
ら
今
日
ま
で
一
世
紀
近
い
分
断
は
、
双
方
に
か
な
り

大
き
な
違
和
感
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
人
の
指
摘
に
よ

れ
ば
、
政
治
・
経
済
の
分
野
に
お
い
て
二

O
年
か
ら
三

O
年
の
差
が
あ
る
と
い

注フ
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近
い
将
来
に
お
い
て
も
現
状
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
台
湾
独
立
の

呼
び
掛
け
に
外
省
人
の
グ
ル
ー
プ
も
支
持
を
表
明
す
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
・

ニ
0
0
0万
人
の
自
決
は
中
台
関
係
の
将
来
を
決
定
す
る
決
め
手
と
な
る
も
の



と
考
え
ら
れ
る
・

地域研究へのアプローチその10

台
湾
政
治
の
変
容
|
|
「
理
」
と
し
て
の
一
試
論

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
H
，
E
5
8
回
・
の
o
E
教
授
は
、
そ
の
著
作

hwa芯

S
A

P
S
G
S
S偽
叫

dags-h弘、Rhmで
、
台
湾
の
奇
跡
的
な
発
展
に
お
け
る
国

家
と
国
権
の
役
割
を
強
調
し
た
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
台
湾
政
治
研
究
者
で
あ
る

E
g
Z
〉・
4
『
古
島
町
は
、
戦

後
の
台
湾
政
治
は
長
期
に
わ
た
る
権
威
主
義
に
よ
る
戒
厳
体
制
と
い
う
「
ハ
ー

ド
権
威
主
義
体
制
」
に
よ
っ
て
停
滞
し
、
国
際
政
治
の
変
動
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
「
ソ
フ
ト
権
威
主
義
体
制
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
・
こ
の
開
門
富
山
口
〉
・

4
『
E
n
E巾
の
説
に
基
づ
き
、
台
湾
の
現
代
政
治
を
次
の
一
一
一
段
階
に
分
け
て
分
析

を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
.

付
戒
厳
体
制
の
ハ

l
ド
権
威
主
義

一
九
四
九
年
、
中
華
民
国
政
府
が
台
湾
に
移
転
し
て
き
た
後
、
国
家
と
し
て

の
戦
争
状
態
は
継
続
さ
れ
、
四
月
一
入
日
「
動
員
蹴
乱
時
期
臨
時
条
款
」
が
制

定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
翌
日
台
湾
省
に
戒
厳
令
が
施
行
さ
れ
た
.
党
・

政
・
軍
三
つ
の
権
力
は
す
べ
て
総
統
に
掌
握
さ
れ
、
そ
の
諮
問
機
関
と
し
て
国

民
党
中
央
常
務
委
員
会
(
最
高
政
策
決
定
機
関
)
、
国
家
安
全
会
議
、
そ
れ
に
行

政
院
院
会
の
三
つ
の
機
関
が
置
か
れ
た
.
す
べ
て
の
政
策
は
こ
の
三
つ
の
機
関

を
通
り
、
最
後
は
総
統
が
一
人
で
決
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

政
府
の
政
策
に
よ
り
経
済
成
長
や
社
会
分
配
は
順
調
に
進
む
が
、
国
民
の
政
治

へ
の
参
加
は
ま
だ
制
限
さ
れ
た
ま
ま
と
い
う
政
治
社
会
で
あ
る
。

発
展
途
上
国
の
発
展
政
策
を
次
の
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
れ
ば
、
台
湾

の
国
民
党
政
府
の
ケ
l
ス
は
④
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
民
主
主
義
型

②
権
威
主
義
・
技
術
官
僚
型

③
権
威
主
義
・
技
術
官
僚
型
|
|
平
等
主
義

④
権
威
主
義
・
技
術
官
僚
型
|
|
動
員
型

⑤
新
伝
統
主
義

口
戒
厳
令
を
解
除
し
た
ソ
フ
ト
権
威
主
義

一
九
入
七
年
、
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
の
と
同
時
に
「
動
員
戯
乱
時
期
国
家

安
全
法
」
が
施
行
さ
れ
た
・
中
台
関
係
も
進
展
し
、
毘
帰
り
の
解
禁
、
新
聞
発

行
禁
止
の
解
除
、
政
党
結
成
の
解
禁
も
こ
の
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ
れ
た
.

八
九
年
、
総
統
府
国
家
統
一
委
員
会
で
三
段
階
の
国
家
統
一
一
安
領
草
案
が
採
択

さ
れ
、
初
め
て
の
対
大
陵
政
策
が
で
き
た
.
九
一
年
、
国
民
大
会
で
「
動
員
識

乱
時
期
臨
時
条
款
」
の
廃
止
決
議
が
行
な
わ
れ
、
法
的
に
も
国
共
内
戦
は
終
結

し
た
・
つ
ま
り
、
七

0
年
代
の
国
際
危
機
の
刺
激
に
よ
り
台
湾
の
選
挙
制
度
の

改
正
の
契
機
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
・
野
党
の
成
立
を
踏
ま
え
、
政
党
政

治
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
.
経
済
成
長
の
上
で
社
会
の
権
力
構
造
が
再
分

配
さ
れ
、
民
主
主
義
の
潮
流
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
待
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
.臼

民
主
体
制
を
迎
え
る
李
登
輝
体
制

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
中
国
研
究
者
、
ル
シ
ア
ン
・
パ
イ
は
「
中

国
人
に
と
っ
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
よ
り
権
威
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
人
入
年
の
蒋
経
国
の
死
去
の
際
、
中
国
で
毛

沢
東
が
死
去
し
た
時
と
同
様
の
権
威
の
崩
壊
に
台
湾
も
直
面
し
た
.
し
か
し
そ

の
結
果
は
違
っ
て
お
り
、
入
八
年
に
は
李
登
輝
が
後
継
の
総
統
に
就
任
し
た
・
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李
登
輝
は
国
民
党
の
主
席
代
行
に
推
挙
さ
れ
て
か
ら
一
連
の
民
主
改
革
を
実
行

し
た
。
台
湾
の
政
治
文
化
は
中
国
の
そ
れ
と
は
同
一
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
・

若
林
正
丈
は
、
「
九
一
年
の
国
民
大
会
代
表
選
挙
と
九
二
年
の
立
法
院
委
員
選

挙
に
よ
り
、
台
湾
に
は
新
し
い
政
治
構
造
と
時
代
が
到
来
し
た
」
と
述
べ
て
い

る。

地域研究における台湾問題の「情、理、法」への一試論

、H，
Z
5
8
∞・の
o
E
は
、
台
湾
の
政
治
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
、
国
民
党
の
権

威
体
制
に
よ
る
統
治
と
台
湾
社
会
と
の
聞
の
相
互
関
係
が
重
要
な
二
つ
の
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
五

0
年
代
に
権
威
主
義
体
制
に
よ
る
統
治
で

安
定
し
た
社
会
と
海
外
か
ら
の
投
資
に
適
し
た
環
境
が
整
備
さ
れ
た
上
、
経
済

発
展
の
基
礎
が
築
き
あ
げ
ら
れ
た
・
六

0
年
代
も
権
威
主
義
体
制
の
継
続
で
対

外
貿
易
を
発
展
さ
せ
、
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
の
変
身
が
実
現
し
た
。
七

0
年

代
に
は
台
湾
本
土
化
の
政
策
を
踏
ま
え
て
、
選
挙
制
度
の
改
正
で
政
治
参
加
が

拡
大
さ
れ
た
。
人

0
年
代
に
は
政
治
は
い
っ
そ
う
民
主
化
に
向
け
て
発
展
し
、

経
済
も
持
続
的
な
発
展
を
保
っ
た
.

国
際
社
会
に
お
け
る
台
湾
の
帰
属
問
題
|
|
「
法
」
と
し
て
の

一
試
論

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
、
台
湾
の
帰
属
問
題
は
国
際
社
会
に
お
い
て
厄
介

な
問
題
と
し
て
ず
っ
と
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
。
天
安
門
事
件
以
来
中
国
が
武

力
で
台
湾
を
統
一
す
る
可
能
性
も
全
面
的
に
否
定
は
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
国
民
政
府
と
共
産
党
の
主
張
が
平
行
線
を
た
ど
り
続
け
る
な
か
で
、
台
湾

で
は
「
台
湾
人
の
自
決
で
台
湾
問
題
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を

も
っ
台
湾
人
が
増
え
て
き
て
い
る
。
台
湾
問
題
の
本
質
は
何
な
の
か
を
考
え
る

た
め
、
こ
こ
で
国
際
的
な
条
約
や
宣
言
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

付
台
湾
が
初
め
て
中
国
の
版
図
に
入
っ
た
一
六
八
一
年

こ
の
年
、
中
国
の
清
朝
政
府
は
漢
人
政
権
の
残
余
勢
力
を
滅
ぼ
す
た
め
に
福

建
省
の
銅
山
か
ら
約
二

O
O隻
の
艦
船
で
移
湖
を
攻
略
し
、
台
湾
の
鄭
氏
政
権

は
戦
わ
ず
し
て
こ
れ
に
無
条
件
降
伏
し
た
.
こ
の
時
点
か
ら
台
湾
は
中
国
の
一

部
に
な
っ
た
.
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
台
湾
攻
略
の
動
機
と
そ
の
後
の
台
湾

に
対
す
る
消
極
的
な
政
策
、
「
辺
境
植
民
地
政
策
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
日
の
台

湾
独
立
の
主
張
の
歴
史
的
背
景
は
こ
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
・

口
一
人
九
五
年
、
下
関
(
馬
関
)
条
約

そ
の
第
二
条
で
、
「
A

台
湾
島
と
そ
の
所
属
の
島
幌
、

B

彰
湖
諸
島
(
東

経
一
一
九
か
ら
一
一
一

O
度
、
北
緯
二
三
か
ら
二
四
度
ま
で
の
島
々
と
が
日
本

に
割
譲
さ
れ
た
・

臼
一
九
四
三
年
、
カ
イ
ロ
会
議
と
そ
の
宣
言

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
疎
開
介
石
の
一
一
一
首
脳
は
満
州
、
台
湾
、
移
湖

諸
島
の
中
国
返
還
の
公
約
を
声
明
し
た
。
「
同
盟
国
は
、
自
国
の
た
め
に
は
利

得
も
求
め
ず
、
ま
た
領
土
拡
張
の
念
も
有
し
な
い
。
同
盟
国
の
目
的
は
、
一
九

一
四
年
の
第
一
次
世
界
戦
争
の
開
始
以
後
に
日
本
国
が
奪
取
し
又
は
占
領
し
た

太
平
洋
に
お
け
る
す
べ
て
の
島
を
日
本
国
か
ら
は
く
奪
す
る
こ
と
、
並
び
に
満

洲
、
台
湾
及
び
彰
湖
島
の
よ
う
な
日
本
国
が
清
国
人
か
ら
盗
取
し
た
す
べ
て
の

地
域
を
中
華
民
国
に
返
還
す
る
こ
と
に
あ
る
。
日
本
国
は
、
ま
た
、
暴
力
及
び

強
慾
に
よ
り
日
本
国
が
略
取
し
た
他
の
す
べ
て
の
地
域
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
。

(
中
略
〉
以
上
の
目
的
で
、
三
同
盟
国
は
同
盟
諸
国
中
の
日
本
国
と
交
戦
中
の

諸
国
と
協
調
し
、
日
本
国
の
無
条
件
降
伏
を
も
た
ら
す
の
に
必
要
な
重
大
で
長
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期
間
の
行
動
を
続
行
す
る
」

側
一
九
四
五
年
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
と
宣
言

「
カ
イ
ロ
宣
言
の
条
項
は
、
履
行
せ
ら
る
べ
く
、
又
日
本
国
の
主
権
は
、
本

州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
並
に
五
同
等
の
決
定
す
る
諸
小
島
に
局
限
せ
ら
る
べ

し
〈
第
八
項
ど

回

一

九

五

O
年
、
ト
ル

1
7
ン
大
統
領
声
明

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
対
台
湾
政
策
は
大
き
く
変

化
し
た
。
ト
ル
l
マ
ン
大
統
領
が
発
表
し
た
戸
明
は
、
「
台
湾
地
位
未
定
論
」
の

濫
筋
と
な
っ
た
。
ト
ル

1
7
ン
大
統
領
は
台
湾
の
帰
属
に
つ
い
て
、
「
台
湾
の

将
来
の
地
位
決
定
は
、
太
平
洋
に
お
け
る
安
全
の
回
復
、
対
日
平
和
条
約
の
調

印
ま
た
は
国
連
の
考
慮
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
・

内
一
九
五
一
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

「
第
二
条

ω
日
本
国
は
、
台
湾
及
び
務
湖
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、

権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
」
と
さ
れ
、
台
湾
の
帰
属
に
つ
い
て
は
明
記
し

て
い
な
か
っ
た
.

的
一
九
五
二
年
、
日
中
(
中
華
民
国
〉
平
和
条
約

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
内
容
と
同
じ
で
、
受
益
人
は
指
定
し
て
い

な
し竹

V-ιv 

一
九
三
九
年
、
毛
沢
東
の
台
湾
独
立
賛
成
論

ア
メ
リ
カ
の
記
者

E胸
囲
円

ωロ
ロ
唱
は
延
安
に
毛
沢
東
を
訪
ね
、
戦
後
の
中
国

の
政
策
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
・
毛
沢
東
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
中
国
の
当
面
の
任
務
は
失
っ
た
領
土
を
す
べ
て
奪
還
す
る
こ
と
で
、
単
に
長

城
以
南
の
主
権
を
防
衛
す
る
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
.
そ
れ
は
満
州
を
取
り
戻
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
.
し
か
し
、
以
前
中
国
の
植
民
地
で

あ
っ
た
朝
鮮
を
含
み
ま
せ
ん
.
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
中
国
の
失
陥
領
土
の
独
立

を
再
確
立
し
た
と
き
、
も
し
朝
鮮
人
が
日
本
帝
国
主
義
の
鉄
鎖
か
ら
逃
れ
た
い

と
望
む
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
独
立
闘
争
を
熱
烈
に
支
援
す
る
で
し
ょ
う
.

台
湾
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
」
(
松
岡
洋
子
訳
『
増
補
決
定
版
中
国
の
赤
い

星
』
筑
摩
書
房
、
七
五
年
、
六
七
ペ
ー
ジ
)

領
土
主
権
の
変
更
は
、
国
際
法
に
よ
り
条
約
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な

る
が
、
戦
後
の
全
て
の
平
和
条
約
は
台
湾
の
帰
属
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
.

カ
イ
ロ
宣
言
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
法
的
効
力
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
疑
問
が
残

る
。
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
は
「
カ
イ
ロ
宣
言
は
、
単
に
一
般
目

標
を
表
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
国
民
政
府
の
支
配
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ

る
」
と
表
明
し
て
い
る
.

台
湾
問
題
は
、
単
に
歴
史
的
要
因
や
園
際
法
だ
け
で
は
解
決
が
で
き
な
い
と

い
う
の
は
議
論
の
余
地
の
な
い
点
で
あ
る
・
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
要
因
を
考
慮

し
た
う
え
で
、
民
族
自
決
原
則
(
唱
江
口

nezo同
移
民
ム
2
2
5一口同
H
F
O
E
)
に
よ
り
統

一
す
る
か
ま
た
は
一
つ
の
国
家
と
し
て
独
立
す
る
ほ
う
が
客
観
的
で
は
な
か
ろ

う
か
.
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結
論

台
湾
問
題
は
歴
史
、
政
治
、
国
際
関
係
の
立
場
か
ら
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
台
湾
の
二

O
O
O万
住
民
の
自
決
が
将
来
の
問
題
解
決
に
き
わ
め
て
重
要

な
要
素
に
な
り
つ
つ
あ
る
・
ま
た
、
台
湾
の
国
民
政
府
も
積
極
的
な
「
弾
力
外

交
」
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
す
で
に

A
P
E
C
に
入
り
、
現
在
G
A
T
T
に
加

盟
の
申
請
中
で
あ
る
。
将
来
は
国
連
へ
の
加
盟
も
一
つ
の
目
標
で
あ
る
・
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彰
明
敏
は
「
台
湾
問
題
は
中
国
内
政
の
一
問
題
で
は
な
く
、
国
際
問
題
と
し

て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
・
国
際
社
会
で
は
、
歴
史
要
因

で
は
な
く
、
民
族
平
等
お
よ
び
自
決
が
重
視
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
は
国
連
憲
章

第
五
五
条
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
.

一
八
九
五
年
以
降
、
清
国
政
府
が
台
湾
を
日
本
に
割
譲
し
て
以
降
今
日
に
至

る
ま
で
台
湾
の
帰
属
に
つ
い
て
中
国
の
一
部
で
あ
る
と
明
記
し
た
条
約
は
な
い
.

一
九
四
九
年
の

N
A
T
O憲
章
で
は
「
い
ず
れ
の
領
土
の
変
更
も
、
そ
れ
に
係

わ
る
人
民
の
自
由
な
表
現
の
願
望
に
違
反
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
条
文
が
あ
り
、

国
連
憲
章
第
一

O
三
条
は
「
国
際
連
合
加
盟
国
の
こ
の
憲
章
に
基
く
義
務
と
他

の
い
ず
れ
か
の
国
際
協
定
に
基
く
義
務
と
が
鑑
触
す
る
と
き
は
、
こ
の
憲
章
に

基
く
義
務
が
優
先
す
る
」
と
し
て
い
る
・
ま
た
同
第
一
条
の
第
二
項
は
、
国
際

連
合
の
目
的
に
つ
い
て
「
人
民
の
同
権
及
び
自
決
の
原
則
の
尊
重
に
基
礎
を
お

く
諸
国
聞
の
友
好
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
並
び
に
世
界
平
和
を
強
化
す
る
た

め
に
他
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
・
こ
れ
ら
の
宣
言
と

原
則
は
、
台
湾
問
題
の
解
決
の
方
法
と
な
り
参
考
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
・

台
湾
の
開
拓
史
は
、
島
民
が
自
決
と
自
治
を
追
求
す
る
歴
史
で
あ
る
と
い
え

る
.
特
に
現
代
国
家
は
単
に
種
族
、
文
化
、
言
語
、
宗
教
と
い
っ
た
要
素
だ
け

で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
.
む
し
ろ
共
同
の
運
命
、
共
同
の
利
益
と
い
っ
た

信
念
が
基
礎
と
な
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
う
が
客
観
的
で
あ
ろ

う
・
現
在
、
台
湾
で
は
こ
の
運
命
共
同
体
の
観
念
が
生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
こ

れ
は
李
登
輝
総
統
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
.
そ
れ
は
ま
た
、
台
湾
へ
歴

史
の
潮
流
が
到
来
し
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
・
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懐
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一
九
八
七

一
九
人
九
年
)

(
り
く
・
は
く
く
ん

一
九
六
五
年
台
湾
・
宜
蘭
県
生
ま
れ
、
中
国
文
化
大

学
卒
業
、
研
究
生
を
経
て
九
二
年
か
ら
大
学
院
博
士

前
期
課
程
に
在
学
中
〉
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『
歴
史
と
未
来
』

の
二

O
年

歴
史
の
変
わ
り
目
と
い
う
の
は
、
変
わ
る
前
に
は
さ
ぞ
大
混
乱
に
な
る
だ
ろ

う
と
危
倶
し
て
い
る
ほ
ど
の
波
乱
も
な
く
移
行
し
て
、
い
ざ
変
わ
っ
て
み
る
と

何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
新
た
な
展
開
に
入
る
も
の
の
よ
う
で
す
.
自
民
党
の

単
独
政
権
に
代
わ
っ
て
誕
生
し
た
連
立
政
権
を
見
て
い
て
ふ
と
、
そ
ん
な
感
想

を
抱
き
ま
し
た
・

『
歴
史
と
未
来
』
の
創
刊
号
に
収
録
さ
れ
た
私
の
卒
論
の
テ
1
7

「
中
国
と

国
連
|
中
国
代
表
権
問
題
と
そ
の
周
辺
」
の
場
合
も
ま
さ
に
同
様
の
感
想
を
も

た
さ
れ
る
歴
史
の
転
換
に
遭
遇
し
た
の
で
す
.
一
九
七
一
年
一

O
月
二
五
日
、

そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
よ
っ
て
ニ

O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
棚
上
げ

に
さ
れ
続
け
た
中
国
代
表
権
問
題
が
急
転
直
下
、
台
湾
政
府
か
ら
中
国
政
府
に

変
更
す
る
と
い
う
国
連
総
会
の
決
議
が
な
さ
れ
、
解
決
を
見
た
の
で
し
た
・

堀

憲

昭

(
輔
講
談
社
)

「
渋
柿
は
熟
れ
る
と
、
自
然
に
落
ち
る
」
と
い
う
言
葉
が
こ
の
と
き
ほ
ど
説

得
力
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
代
表
権
問
題
と

い
う
渋
柿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
失
敗
に
よ
る
威
信
低
下
と
中
国

の
国
際
社
会
で
の
影
響
力
の
増
大
と
い
う
時
の
流
れ
の
な
か
で
熱
し
き
っ
て
、

自
然
に
収
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
に
収
ま
っ
て
落
ち
た
、
と
い
う
の
が
ニ
ュ
ー
ス
を

聞
い
た
瞬
間
の
感
慨
で
し
た
・

同
時
に
、
こ
れ
ま
で
世
界
中
の
英
知
が
死
力
を
尽
く
し
て
棚
上
げ
か
否
か
を

争
っ
て
き
た
長
い
年
月
と
、
そ
の
聞
に
浪
費
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
い
っ

た
い
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
空
し
さ
に
似
た
気
持
ち
が
私
の
心
か
ら
し
ば
ら

く
消
え
ま
せ
ん
で
し
た
・
こ
れ
と
同
様
の
歴
史
的
と
い
え
る
転
換
の
、
ド
ラ
マ
は
、

最
近
と
く
に
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
ド
ラ
マ
は
、
予
想
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
よ
り
、
は
る
か
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
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ク
で
、
大
抵
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
歴
史
学
者
は
読
み
の
浅
さ
を
露
呈
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ほ
ど
早
く
社
会
主
義
の
崩
壊

が
来
よ
う
と
誰
が
予
想
し
た
で
し
ょ
う
か
。
あ
れ
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
ベ
ル
リ
ン

の
壁
が
壊
さ
れ
る
と
は
、
そ
の
一
年
前
で
さ
え
断
定
す
る
歴
史
家
は
い
な
か
っ

た
は
ず
で
す
.
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
ア
メ
リ
カ
が
、
あ

れ
ほ
ど
惨
め
な
敗
退
を
す
る
と
は
。

た
ま
た
ま
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
そ
ば
で

N
H
K
の
特
集
番
組
で
八
月

一
五
日
の
終
戦
記
念
に
あ
た
っ
て
、
戦
争
終
結
の
局
面
に
旧
日
本
箪
の
幹
部
が

い
か
に
国
際
情
勢
に
無
知
だ
っ
た
か
と
い
う
事
実
を
回
顧
し
て
い
ま
す
.
満
州

事
変
と
い
う
軍
の
虚
構
か
ら
始
ま
っ
た
厳
か
な
戦
争
を
、
沖
縄
で
一
二
万
と
い

う
罪
の
な
い
人
々
の
命
が
奪
わ
れ
、
広
島
、
長
崎
で
さ
ら
に
三
五
万
人
に
も
お

よ
ぶ
人
命
が
奪
わ
れ
る
ま
で
終
結
で
き
な
か
っ
た
の
は
日
本
軍
人
の
虚
妄
以
外

の
な
に
も
の
の
せ
い
で
も
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
テ
レ

ピ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
「
全
国
戦
没
者
慰
霊
祭
」
の
模
様
を
報
じ
、
連
立
政
権
の

細
川
首
相
が
戦
争
の
犠
牲
を
ア
ジ
ア
の
国
々
に
も
お
よ
ぼ
し
て
い
る
責
任
を
日

本
が
負
う
べ
き
こ
と
を
明
言
し
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
.
こ
れ
も
、
ベ
ル
リ
ン

の
壁
に
匹
敵
す
る
日
本
政
府
の
大
転
換
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
画
面
で
は
天

皇
、
皇
后
が
聞
き
入
っ
て
い
る
様
子
が
映
し
だ
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ふ
と

「
い
つ
か
天
皇
制
を
廃
止
す
る
、
と
い
う
時
代
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
直
感
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
意
外
と
近
い
将
来
、
し
か
も
簡

単
に
実
現
す
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

「
復
元
力
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
・
大
海
に
浮
か
ぶ
船
が
バ
ラ
ン
ス
を

壊
し
て
も
転
覆
寸
前
の
位
置
で
も
と
の
位
置
に
も
ど
ろ
う
と
す
る
力
が
働
い
て
、

船
は
平
衡
な
位
置
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
力
を
い
う
の
で
す
が
、
歴
史

の
な
か
に
も
復
元
力
と
呼
べ
そ
う
な
力
が
働
い
て
、
大
き
な
破
綻
の
直
前
に
平

衡
感
覚
を
と
り
も
ど
す
、
そ
ん
な
瞬
間
が
予
想
を
越
え
た
歴
史
の
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
大
転
換
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
・
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
は
よ
く
「
復

元
力
」
を
も
っ
て
危
機
的
状
況
を
き
り
ぬ
け
て
き
た
と
い
わ
れ
ま
す
.
こ
の
場

合
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
圏
内
状
況
の
説
明
に
つ
か
わ
れ
る
気
が
し
ま
す
.
し
か

し
、
私
は
こ
の
言
葉
は
、
現
代
で
は
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
状
況
の
場
合

に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

船
の
転
覆
の
場
合
に
は
、
力
学
的
な
分
析
を
加
え
る
と
原
因
は
明
確
に
な
り

ま
す
.
歴
史
の
場
合
こ
れ
ほ
ど
単
純
に
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
歴
史
を
破
綻

に
追
い
込
む
力
も
あ
る
は
ず
で
す
が
、
渦
中
に
い
る
同
時
代
の
人
聞
の
叡
知
は

そ
れ
を
冷
静
に
解
明
で
き
な
か
っ
た
時
代
の
ほ
う
が
長
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
最
近
の
「
復
元
力
」
的
歴
史
の
大
転
換
を
み
て
い
る
と
、
人
類

の
見
え
ざ
る
叡
知
と
い
う
力
が
、
復
元
力
を
つ
け
る
原
動
力
に
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
い
か
、
転
覆
あ
る
い
は
破
綻
す
る
力
が
何
で
あ
る
か
を
見
通
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
感
想
を
も
た
さ
れ
る
現
象
が

増
え
て
き
た
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
.

し
か
し
、
い
ま
現
在
で
も
世
界
の
ど
こ
か
で
は
、
破
綻
を
き
た
し
て
し
ま
っ

た
不
幸
な
状
況
を
自
ら
の
力
で
解
決
で
き
な
い
で
泥
沼
状
況
に
は
ま
り
こ
ん
だ

民
族
が
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
人
類
は
本
当
の
意
味
の
「
復
元
力
」
を
地
球

規
模
で
持
つ
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
い
え
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
、
文
明
の
不
均
衡
に
よ
る
も
の
と
私
は
考
え
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
単
純

な
問
題
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
、
あ
る
い
は
専
門
の
方
か
ら
の
お
叱
り
を
う
け
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ど
な
た
か
深
い
考
察
を
お
持
ち
の
方
は
、
教
え
て
い
た
だ
け
な

い
で
し
ょ
う
か
.
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『
歴
史
と
未
来
』
が
二

O
号
を
迎
え
る
そ
う
で
す
が
、
創
刊
に
も
か
か
わ
っ

た
者
と
し
て
、
感
慨
を
お
ぼ
え
ま
す
。
中
嶋
先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

初
め
、
こ
の
『
歴
史
と
未
来
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
私
た
ち
に
は
荷
が
重
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
.
し
か
し
、
ニ

O
号
を
重
ね
、
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

の
機
能
を
も
つ
ま
で
に
継
続
さ
れ
、
勘
定
え
ら
れ
て
き
た
の
を
み
て
い
る
と
、
初

め
の
こ
ろ
抱
い
た
気
恥
ず
か
し
い
思
い
は
薄
れ
、
「
な
か
な
か
い
い
じ
宇
な
い

か
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
・
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
、
い
や
、
こ
こ

に
集
約
さ
れ
た
「
歴
史
を
見
る
限
」
の
確
か
さ
を
、
実
際
の
仕
事
や
研
究
活
動
に

生
か
し
て
活
隠
し
て
い
る
中
嶋
ゼ
ミ
の
卒
業
生
の
存
在
を
知
る
た
び
に
、
そ
の

思
い
は
強
く
な
っ
て
い
ま
す
.

あ
る
人
は
、
政
治
の
現
場
で
、
あ
る
人
は
、
国
際
政
治
や
外
交
の
動
き
を
日

本
や
世
界
に
伝
え
る
報
道
の
現
場
で
、
ま
た
あ
る
人
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
で
、

そ
し
て
、
研
究
職
と
し
て
学
問
の
現
場
で
、
皆
さ
ん
確
か
な
働
き
を
重
ね
て
い

る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
の
熱
い
流
れ
に
自
分
自
身
の
身
を
お

き
な
が
ら
、
『
歴
史
と
未
来
』
で
私
た
ち
が
培
っ
て
き
た
時
代
を
捕
ら
え
る
感

覚
は
、
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
現
場
は
最
良
の
鍛
練

の
場
で
す
。
そ
の
グ
ォ
リ
ュ

1
ム
の
大
き
さ
は
、
学
生
時
代
の
教
室
の
比
で
は

な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
、
ひ
と
り
で
も
多
く
『
歴
史
と
未
来
』
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
こ
の
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
で
は
な
い

か

と

考

え

ま

す

.

(

一

九

九

三

年

夏

記

)

(
ほ
り
・
の
り
あ
き

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
中
国
語
学
科
六
七
年
卒
業
、

紛
講
談
社
入
社
、
現
在
、
同
社
広
報
室
次
長
〉
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え
に
し

人
と
人
と
の
縁
を
紡
い
で

「
僕
の
ゼ
ミ
で
勉
強
し
ま
せ
ん
か
J

今
患
っ
て
も
、
本
当
に
恐
れ
多
い
お
誘
い
で
あ
っ
た
・
先
生
に
初
め
て
お
目

に
か
か
っ
た
の
は
、
約
二

O
年
前
、
八
王
子
の
国
際
学
生
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し

た
時
で
あ
っ
た
・
そ
の
前
の
夏
に
、
日
米
学
生
会
議
に
参
加
し
た
こ
と
と
併
せ

て
、
そ
の
当
時
の
私
の
意
気
込
み
を
買
っ
て
下
さ
っ
て
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
。

私
が
大
学
へ
入
学
し
た
頃
は
、
大
学
紛
争
の
残
り
火
が
か
す
か
に
く
す
ぶ
っ

て
い
る
よ
う
な
状
況
で
、
授
業
は
つ
つ
が
な
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
ど
こ
に
も

イ
ン
パ
ク
ト
を
感
じ
な
い
、
平
穏
と
い
え
ば
平
穏
な
日
々
の
連
続
で
あ
っ
た
。

「
意
気
込
み
」
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
「
何
か
を
つ
か
み
た
い
」
と
い
う

意
欲
だ
け
は
あ
る
も
の
の
、
方
向
を
見
定
め
ら
れ
な
い
ま
ま
大
海
に
浮
遊
し
て

い
る
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
・

す
が
り
つ
い
た
木
片
は
、
実
は
、
豪
華
客
船
の
救
命
ボ
l
ト
で
あ
っ
た
。
授

業
は
い
つ
も
重
厚
で
、
鋭
い
洞
察
力
と
広
い
視
野
を
養
う
べ
く
、
常
に
ピ
リ
リ

と
し
た
緊
張
感
に
包
ま
れ
て
い
た
・
皆
、
先
生
に
締
め
上
げ
ら
れ
て
汲
々
と
す

四

宮

瑞

枝

(
埼
玉
県
立
坂
戸
高
校
〉

る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
が
、
私
の
頭
の
中
の
世
界
地
図
の
色
合
い
が
、
刻
々
と

変
わ
る
よ
う
な
刺
激
を
感
じ
た
.
し
か
し
、
正
直
言
っ
て
、
私
に
は
大
分
荷
の

重
い
課
題
ば
か
り
で
あ
っ
た
・
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
う
の
だ
が
、
頭
の
中

で
消
化
し
き
れ
ず
、
ど
う
あ
が
い
て
も
先
生
の
学
問
の
本
質
に
近
づ
け
な
い
情

け
な
き
が
あ
っ
た
。
先
生
は
、
時
折
、
中
南
米
が
関
わ
る
事
柄
が
出
て
く
る
と
、

必
ず
私
に
水
を
向
け
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
引
き

出
し
の
中
身
が
少
な
い
こ
と
に
一
層
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
、
消
え
入
り
た
い
気
持
ち

に
駆
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
.
メ
キ
シ
コ
留
学
後
は
、
前
に
も
増
し
て
、
求

め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
得
て
来
た
も
の
と
の
差
が
聞
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、

後
ろ
め
た
き
を
感
じ
て
い
た
が
、
先
生
が
そ
ん
な
私
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
は
、
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
・
お
か
げ
さ
ま
で
、
な
ん
と
か

中
嶋
ゼ
ミ
の
一
員
と
し
て
卒
論
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

卒
論
と
言
え
ば
、
い
つ
も
二
つ
の
こ
と
を
思
い
出
す
.
一
つ
は
提
出
目
前
の

一
一
一
月
末
、
私
が
命
を
落
と
し
か
け
る
手
術
を
受
け
た
際
、
先
生
が
わ
ざ
わ
ざ
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病
院
へ
お
見
舞
い
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
あ
る
.
励
ま
し
の
お
言
葉
は
も

と
よ
り
、
気
に
掛
か
る
卒
論
提
出
の
期
限
の
延
長
を
直
に
伝
え
て
い
た
だ
い
た

こ
と
で
、
ど
れ
だ
け
安
心
で
き
た
こ
と
か
・
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
.
も
う
一
つ

は
、
私
に
卒
論
を
返
却
さ
れ
た
と
き
の
先
生
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
・

「
内
容
的
な
こ
と
は
僕
に
は
専
門
外
な
の
で
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
文
章
は

と
て
も
上
手
で
す
ね
.
」

詮
索
し
す
ぎ
る
と
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
も
か
く
、
ひ
と
つ
で
も

誉
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
!

さ
ま
ざ
ま
な
緊
張
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
ゼ
ミ
の
部
屋
へ
通
う
こ
と
は
、
や

は
り
楽
し
く
充
実
し
た
気
分
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
教
授
、
類
い
希
な
る
研
究
者

と
い
う
お
顔
の
他
に
、
折
有
に
垣
間
見
る
先
生
の
純
朴
で
温
か
い
お
人
柄
が
、

私
に
は
と
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
は
縁
と
い
う
も
の
を
と

て
も
大
切
に
さ
れ
る
方
で
あ
る
が
、
特
に
印
象
深
い
の
は
、
私
が
、
お
子
さ
ん

た
ち
が
通
わ
れ
て
い
た
常
盤
台
小
学
校
の
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
た
時

の
子
煩
悩
な
父
親
と
し
て
の
嬉
し
そ
う
な
お
顔
で
あ
る
.
突
は
、
何
倍
も
嬉
し

か
っ
た
の
は
む
し
ろ
私
の
方
で
、
先
生
の
ご
自
宅
の
あ
る
常
盤
台
周
辺
は
、
私

に
と
っ
て
幼
稚
園
時
代
か
ら
の
思
い
出
が
一
杯
詰
ま
っ
て
い
る
な
つ
か
し
い
所

で
あ
っ
た
。
折
に
ふ
れ
て
、
何
度
か
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た
だ
く
度
に
、
温
か
い

思
い
に
満
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

私
が
先
生
と
の
ご
縁
を
大
切
に
感
じ
る
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
私
の
父
親
が

安
曇
野
、
母
親
が
諏
訪
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
に
、
幼
い
頃
か
ら
信
濃
の
風
物

に
親
し
ん
で
お
り
、
先
生
が
ど
自
分
の
故
郷
に
寄
せ
ら
れ
る
深
い
思
い
に
、
両

親
の
思
い
が
重
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
母
の
詩
に
、
「
目
を
閉
じ
る
と
山
が
見

え
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
故
郷
を
思
う
母
の
せ
つ
な
さ
が
身
に
染
み
て
、

ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
一
節
な
の
で
あ
る
が
、
三
度
に
わ
た
っ
て
海
外
で

生
活
す
る
聞
に
、
日
本
を
思
う
私
の
気
持
ち
は
、
い
つ
し
か
信
州
の
山
身
と
重

な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
特
に
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
平
坦
な
オ
ラ
ン
ダ
の

地
に
住
ん
だ
四
年
間
は
、
ま
さ
に
、
山
に
飢
え
た
日
々
で
あ
っ
た
.

し
か
し
、
山
に
は
飢
え
て
も
、
人
に
は
満
た
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
日
々
で

あ
っ
た
。
誰
一
人
知
る
人
無
く
、

O
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
琴
、
語

え
に
L

学
、
料
理
な
ど
持
て
る
技
に
力
を
借
り
て
、
人
と
人
と
の
縁
を
心
を
込
め
て

紡
い
で
い
く
う
ち
に
、
い
つ
し
か
す
ぼ
ら
し
い
人
身
に
固
ま
れ
て
い
た
・
コ
ロ

ン
ビ
ア
時
代
か
ら
の
友
人
も
加
わ
っ
て
、
実
に
カ
ラ
フ
ル
な
糸
の
錘
り
合
わ
せ

で
あ
っ
た
が
、
単
な
る
友
情
を
越
え
、
理
想
や
理
念
を
も
っ
て
生
き
る
大
切
さ

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
重
み
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
確
固
た
る
理
念
と
信
念

え
に
し

を
持
ち
な
が
ら
、
人
と
人
と
の
縁
を
大
切
に
す
る
生
き
方
は
、
先
生
以
上
の

お
手
本
は
無
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
.

先
生
の
『
リ
グ
オ
フ
の
オ
ペ
ラ
鹿
』
を
拝
読
し
て
大
き
な
感
銘
を
受
け
、
今

さ
ら
の
よ
う
に
先
生
の
偉
大
さ
を
感
じ
た
が
、
冷
徹
な
分
析
限
を
お
持
ち
な
が

ら
、
先
生
が
見
つ
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
は
、
紛
れ
も
無
く
人
閉
そ
の
も
の

な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
心
に
深
く
深
く
響
く
・
こ
れ
か
ら
も
、
中
嶋
ゼ

ミ
の
卒
業
生
と
し
て
の
誇
り
を
持
ち
、
人
と
の
出
会
い
を
大
切
に
、
己
の
持
て

る
も
の
を
人
と
分
か
ち
合
っ
て
心
豊
か
に
生
き
て
い
こ
う
と
思
う
。
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、
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『
歴
史
と
未
来
』

と

私

大
学
を
卒
業
し
て
、
も
う
一
二
年
に
な
る
が
、
こ
の
問
、
私
ほ
ど
『
歴
史
と

未
来
』
を
H

私
物
化
H

し
て
き
た
O
B
は
い
な
い
と
思
う
・
こ
の
雑
誌
を
、
わ

が
「
消
息
年
報
」
の
よ
う
に
心
得
て
、
新
聞
記
者
生
活
の
軌
跡
を
臆
面
も
な
く
、

仕
事
の
節
目
ご
と
に
ま
と
め
、
発
表
し
て
き
た
の
だ
か
ら
.

ま
ず
、
第
三
号
の
「
美
濃
部
都
政
へ
の
挽
歌
」
は
東
京
都
庁
記
者
ク
ラ
ブ
三

年
を
総
括
し
た
も
の
。
第
入
・
九
合
併
号
で
は
記
者
一

O
年
を
区
切
り
に
「
自

分
史
の
試
み
」
を
や
っ
て
み
た
。
第
一

O
号
で
は
「
職
業
と
学
問
の
接
点
」
を

探
り
、
第
一
七
号
で
特
派
員
生
活
を
振
り
返
る
「
日
米
摩
擦
の
諸
相
」
を
つ

づ
っ
た
・
ま
た
第
六
号
で
は
学
生
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
創
刊
号
出
版
の
頃
の

こ
と
、
大
学
紛
争
と
中
嶋
先
生
と
の
関
係
を
後
輩
諸
氏
へ
の
伝
言
の
つ
も
り
で

紹
介
し
た
(
「
『
歴
史
と
未
来
』
の
歴
史
と
未
来
」
)
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
、
自
分
が
や
っ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
考

勝

又

美

智

雄

(
日
本
経
済
新
聞
社
〉

え
直
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ゼ
ミ
誌
を
自
己
確
認
作
業
の
場
に
使
わ
せ
て
も

ら
っ
た
、
と
い
っ
て
い
い
.

創
刊
号
か
ら
一
九
号
ま
で
、
全
一
人
冊
の
登
場
回
数
は
六
因
。
当
然
、
最
多

出
場
を
誇
れ
る
の
で
は
、
と
思
っ
て
、
念
の
た
め
に
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
調
べ

て
み
た
・
ー
ー
す
る
と
、
私
よ
り
上
が
い
た
・
井
尻
秀
憲
君
〈
筑
波
大
助
教

授
)
の
七
回
で
あ
る
・
一

O
号
の
歴
代
編
集
長
奮
闘
記
の
短
文
も
一
本
と
計
算

し
て
の
も
の
だ
が
、
同
じ
一

O
号
の
大
変
な
力
作
論
文
「
全
体
主
義
の
再
検

討
」
や
一
四
号
の
博
士
論
文
(
英
文
〉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
文
章
は
毎

回
、
学
問
的
・
客
観
的
評
価
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
高
い
水
準
を
示
し
て
お
り
、

駄
文
中
心
の
私
は
、
素
直
に
脱
帽
す
る
し
か
な
い
.
私
が
「
私
的
文
章
」
に
終

始
し
て
い
る
の
に
対
し
、
井
尻
君
の
場
合
は
本
誌
を
日
頃
の
研
究
の
成
果
を
発

表
す
る
場
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
公
器
と
見
な
し
、
そ
の
文
章
も
ゼ
ミ
誌
の
枠
を
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創刊第20号記念エッセイ

超
え
て
自
立
で
き
る
よ
う
「
私
事
」
を
排
す
る
学
問
的
禁
欲
姿
勢
が
う
か
が
え

る。
私
の
「
私
的
」
志
向
と
、
井
尻
君
の
「
公
的
」
志
向
と
|
|
。
考
え
て
み
れ

ば
、
実
は
こ
の
「
公
私
混
同
」
こ
そ
が
、
わ
れ
ら
が
ゼ
ミ
誌
の
基
本
的
性
格
で

あ
り
、
そ
の
最
大
の
特
徴
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
全
一
人
冊
の
執
筆
者
を
数
え
て
み
る
と
、
延
べ
二

二
五
人
(
毎
号
の
巻
頭
首
を
書
い
て
い
る
中
嶋
先
生
、
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

除
く
)
に
な
る
・
そ
の
う
ち
複
数
回
登
場
し
て
い
る
O
B
を
リ
ス
ト
ア
v
プ
し

で
み
よ
う
.
氏
名
の
次
の
か
っ
こ
の
中
は
九
三
年
春
現
在
の
名
簿
か
ら
職
業
を

示
す
。
略
語
で
、

J
は
私
同
様
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、

A
は
井
尻
君
の
よ
う
な
学

者
・
研
究
者
ハ
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
)
、

F
は
銀
行
・
証
券
業
(
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
〉
、

G
は
官
公
庁
、
外
郭
団
体
勤
務
(
ガ
パ
メ
ン
ト
〉
、
ー
は
産
業
界
(
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
l
〉
を
指
す
・

五
回
H
四
人

長
谷
川
哲
也

(
J
)
、
遅
野
井
茂
雄

(
A
)
、
渡
辺
啓
貴

(
A
)
、
小
針
進

(
G
)

四
国
H

入
人

堀
憲
昭

(
J
)
、
川
副
泰
治

(
F〉
、
名
越
健
郎

(
J
)
、
渋
谷
司

(
A
)
、
河
原

地
英
武

(
A
)
、
松
本
修

(
G
)
、
森
哲
郎

(
J
)
、
中
本
義
彦

(
A
)

三
回
H

一
四
人

島
田
孝
夫

(
A
)
、
牧
子
・
ハ
マ
グ
チ

(
A
〉
、
伊
藤
努

(
J
〉
、
四
宮
瑞
枝

(
A
)
、
高
松
み
ど
り

(
A
〉
、
伴
武
澄

(
J
)
、
花
津
聖
子

(
A
)
、
木
村
卓
司

(
A
)
、
大
崎
雄
二

(
A
〉
、
松
本
達
也

(
A
Y
帯
谷
知
可

(
A
)
、
村
上
勇
介

(
G
)
、
古
郡
重
忠

(
A
)
、
伊
豆
見
元

(
A
)

二
回
日
二
三
人

大
島
正

(
F
)
、
古
川
蕪
〈
I
)
、
松
倉
恒
彰

(
F
)
、
堀
俊
雄

(
F
)
、
大
楽
文

彦

(
I
Y
渡
辺
厚

(
G
)
、
高
橋
妙
子

(
G
)
、
五
島
文
雄

(
A
)
、
貫
名
保
子

(
主
婦
)
、
大
山
玲
子
(
主
婦
)
、
中
林
庸
子

(
F
)
、
西
山
昌
利

(
F
)
、
安
部

正
道

(
A
)
、
曽
根
康
雄

(
A
〉
、
金
沢
浩
明

(
A
)
、
中
島
知
恵
子

(
A
)
、
岩

崎
久
美
子

(
A
〉
、
名
木
山
清

(
A
)
、
菊
池
土
同
純

(
I
)
、
沼
野
由
行

(
F
)
、

甲
斐
栄
一

(
G〉
、
延
増
崇
子

(
A
)
、
坂
井
一
成

(
A
)

複
数
回
出
場
者
は
五
一
人
。
う
ち
学
者
・
研
究
者
(
大
学
院
生
も
含
む
)
が

二
三
人
と
ほ
ぼ
半
数
近
く
に
上
り
、
続
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
入
人
、
銀
行
・

証
券
業
七
人
、
政
府
関
係
五
人
ー
ー
な
ど
と
な
っ
て
い
る
・
そ
の
顔
触
れ
に
共

通
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
仕
事
の
上
で
何
か
を
調
査
し
、
文
章
に
ま
と
め
る

こ
と
を
職
業
に
し
て
い
る
こ
と
、
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
一
回
だ
け
の
登
場
者
は
一
七
五
人
。
一
回
も
登
場
し
な
か
っ
た
ゼ

ミ
卒
業
生
は
九
三
人
と
な
っ
て
い
る
・
(
た
だ
し
以
上
の
数
字
は
深
夜
、
酔
眼

も
う
ろ
う
と
し
て
数
え
た
も
の
で
、
正
確
は
期
し
が
た
い
.
誰
か
暇
と
意
欲
の

あ
る
人
は
数
え
直
し
て
み
て
く
だ
さ
い
〉

複
数
回
出
場
組
の
文
章
を
通
読
し
て
い
る
と
、
面
白
い
こ
と
に
気
付
く
・
ま

ず
長
谷
川
、
期
両
御
大
を
は
じ
め
と
す
る
J
型
は
概
し
て
「
私
的
」
志
向
が
強

く
、
最
大
勢
力
の

A
型
は
も
ち
ろ
ん
、

G
型、

F
型
に
は
「
公
的
」
志
向
が
強

い
こ
と
だ
.
国
際
関
係
論
ゼ
ミ
誌
と
い
う
性
格
上
、
「
公
的
」
文
章
が
主
流
を
占

め
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
が
、
私
の
好
み
、
期
待
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
少
し
、
筆

者
の
顔
、
表
情
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
「
私
的
」
文
章
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は

な
い
か
。

旅
行
、
留
学
、
駐
在
な
ど
の
体
験
は
誰
で
も
書
き
や
す
い
も
の
だ
が
、
そ
れ

を
単
な
る
ス
ケ
γ
チ
、
印
象
記
に
終
わ
ら
せ
ず
、
体
験
の
意
味
を
聞
い
直
し
、
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考
え
直
す
形
で
理
論
化
し
て
ほ
し
い
.
日
常
的
な
私
的
体
験
を
思
想
化
す
る
こ

と
を
哲
学
者
、
森
有
正
は
「
経
験
」
と
命
名
し
た
が
、
そ
う
し
た
「
私
的
体

験
」
を
普
遍
性
の
あ
る
「
公
的
経
験
」
へ
と
質
的
に
転
換
さ
せ
る
試
み
が
も
っ

と
あ
っ
て
い
い
.
願
わ
く
ば
、
と
り
わ
け
F
、
G
、
I
型
の
卒
業
生
の
「
公
私

混
同
」
文
が
今
後
、
着
実
に
増
え
ん
こ
と
を
.
そ
れ
が
、
本
誌
の
一
番
熱
心
な

読
者
で
あ
る
若
い
学
生
諸
君
、

A
型
O
B諸
氏
へ
の
知
的
刺
激
と
な
っ
て
、
本

誌
の
知
的
水
準
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
か
ら
だ
.

『歴史と未来』と私

(
か
つ
ま
た
・
み
ち
お

一
九
四
七
年
生
ま
れ
。
英
米
語
学
科
七
二
年
卒
業
、

日
本
経
済
新
聞
社
入
社
.
九
O
年
よ
り
国
際
二
部
次

長、

M
3
h
叫
』
円
』
〈
民
一
対
同
町
、
司
同
町
同
町
内
ト
て
副
編
集
長
)
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号
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念
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中
嶋
ゼ
ミ
の
思
い
出

|
|
中
国
と
の
出
会
い
|
|

私
が
中
嶋
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
一
九
人
一
年
秋
の
こ
と
で
し
た
・

当
時
、
早
稲
田
大
学
英
語
英
文
学
専
攻
科
の
学
生
だ
っ
た
私
は
、
現
在
の
就
職

難
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
状
況
の
中
で
、
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
決
め
あ
ぐ
ね

て
い
ま
し
た
.
そ
ん
な
時
、
雑
誌
『
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
』
に
勤
め
る
友
人
を
介
し

て
、
「
大
学
教
授
が
英
語
の
で
き
る
秘
書
を
探
し
て
い
る
が
ど
う
か
」
と
い
う

話
が
持
ち
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
.
企
業
に
就
職
し
た
く
て
も
四
大
卒
の
女
子
大

生
は
採
用
し
て
く
れ
な
い
時
代
で
し
た
し
、
自
分
も
、
利
益
だ
け
を
追
求
し
て

い
る
よ
う
な
企
業
に
入
る
の
は
な
ん
と
な
く
気
が
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
・
大
学

に
残
り
た
い
気
持
ち
も
多
少
あ
り
ま
し
た
が
、
英
文
学
を
極
め
る
と
い
う
ほ
ど

英
文
学
が
好
き
と
言
う
わ
け
で
も
な
く
、
進
路
に
つ
い
て
迷
っ
て
い
ま
し
た
・

先
生
の
ご
専
門
が
中
国
ら
し
い
、
と
い
う
情
報
だ
け
で
お
会
い
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
・
大
学
の
研
究
室
に
伺
う
前
に
先
生
に
電
話
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

鈴
木
(
浅
川
)
あ
や
子

(
財
団
法
人
日
本
総
合
研
究
所
)

「
私
の
著
作
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
て
あ
わ
て
て
早
稲
田

の
生
協
に
駆
け
込
み
、
棚
に
一
冊
だ
け
あ
っ
た
『
中
国
像
の
検
証
』
を
買
っ
て

読
ん
だ
と
こ
ろ
全
く
歯
が
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

面
接
当
日
、
方
向
音
痴
の
私
は
外
大
に
行
く
の
に
正
門
前
で
左
折
し
て
し
ま

い
、
大
学
を
ぐ
る
り
と
一
周
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
汗
を
ふ
き
ふ
き
研
究
室
を

訪
ね
る
と
、
本
や
資
料
が
山
積
み
に
な
っ
た
「
倉
庫
」
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の

で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
先
生
は
眼
鏡
の
奥
の
限
を
細
め
て
に
っ
こ
り
笑
い
、

「
ま
だ
候
補
の
方
が
い
ま
す
の
で
、
後
か
ら
連
絡
し
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
り
ま

し
た
・
も
う
一

O
年
以
上
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
日
の
先
生
の
優
し
い
笑
顔

は
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
.

こ
う
し
て
中
嶋
研
究
室
に
ど
厄
介
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
中

国
や
地
繊
研
究
と
い
う
自
分
に
と
っ
て
は
初
め
て
触
れ
る
世
界
に
私
は
大
変
興
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味
を
持
ち
ま
し
た
.
教
務
補
佐
の
仕
事
自
身
は
早
稲
田
の
専
攻
科
の
時
に
も
、

授
業
の
合
聞
に
や
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
ほ
ど
の
戸
感
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
・

む
し
ろ
驚
い
た
の
は
先
生
の
あ
ま
り
の
忙
し
き
で
す
.
の
ん
び
り
と
し
た
学
生

あ
が
り
の
私
に
は
、
超
人
的
に
仕
事
を
こ
な
さ
れ
る
先
生
が
不
思
議
で
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
・
一
体
い
つ
息
抜
き
を
さ
れ
る
の
か
と
.

研
究
室
に
は
、
先
生
を
訪
ね
て
ゼ
ミ
生
や
O
B
の
方
が
よ
く
出
入
り
し
て
い

ま
し
た
。
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
私
は
、
そ
う
い
う
「
お
客
さ
ん
」

を
引
き
止
め
て
は
色
々
な
話
を
聞
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
・
外
語
の

学
生
は
ま
じ
め
で
勉
強
熱
心
な
人
が
多
く
、
運
動
部
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
す
る

た
め
に
大
学
へ
行
っ
て
い
た
私
と
は
大
違
い
で
す
。

研
究
室
に
は
学
生
ば
か
り
で
な
く
、
実
に
様
荷
な
方
々
が
取
材
や
面
談
を
目

的
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
・
私
が
覚
え
て
い
る
限
り
で
も
、
旧
東
独
の
大
学

教
授
、
大
雪
の
降
る
日
に
い
ら
し
た
イ
ン
ド
大
使
館
の
参
事
官
、
旧
モ
ン
ゴ
ル

人
民
共
和
国
の
大
学
教
授
、
米
紙
の
美
人
特
派
員
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
客
員

研
究
員
等
々
。
結
局
、
先
生
は
お
会
い
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
旧
ソ
連

の
『
ノ
l
ボ
エ
・
ブ
レ

l
ミ
ャ
』
紙
の
記
者
も
研
究
室
に
来
ま
し
た
・
落
ち
着

か
な
い
態
度
と
靴
の
全
く
無
い
英
語
、

O
O七
に
で
て
く
る
ス
パ
イ
の
よ
う
な

容
姿
端
麗
さ
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
.
彼
の
前
任
者
が
ス
パ
イ
事
件
で

米
国
に
亡
命
し
た
レ
フ
チ
ェ
ン
コ
と
知
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
.
共
産
聞
か

ら
来
た
人
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
先
生
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
カ
ダ
l
ル
御
夫
妻
を
鎌
倉
に
ご
案
内
し
た
の
も
楽
し
い
思
い
出

で
す
.
カ
ダ
l
ル
氏
の
フ
ラ
ン
ス
詑
の
英
語
が
よ
く
聞
き
取
れ
な
い
う
え
に
、

私
の
下
手
な
英
語
が
な
か
な
か
通
じ
ず
に
珍
道
中
と
な
り
ま
し
た
が
、
底
抜
け

に
明
る
い
御
夫
婦
に
は
救
わ
れ
る
思
い
で
し
た
.
縁
切
寺
を
回
〈

omn阿

、円一阿国
a
M
M
V
切
と
説
明
し
て
、
御
夫
婦
が
再
婚
者
同
士
だ
と
知
っ
た
時
に
は
本
当

に
焦
り
ま
し
た
・
ま
た
先
生
の
ア
レ
ン
ジ
で
、
御
夫
婦
と
の
対
談
を
翻
訳
す
る

お
手
伝
い
を
し
て
、
自
分
の
名
前
が
雑
誌
『
文
芸
春
秋
』
に
載
っ
た
と
き
に
は

と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
こ
う
い
う
環
境
に
い
る
の
だ
か
ら
少
し
で
も
中
国
語
が
解
っ
た
ら

楽
し
い
だ
ろ
う
な
、
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
、
夜
、
中
国
語
の
学
校
に
通
い

始
め
ま
し
た
。
専
門
学
校
は
会
話
中
心
で
中
国
紙
が
読
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
と

て
も
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
仕
事
に
は
多
少
役
に
立
ち
ま
し
た
.

教
務
補
佐
の
仕
事
は
大
好
き
な
本
に
固
ま
れ
、
知
的
刺
激
に
満
ち
た
も
の
で

し
た
が
、
身
分
的
に
は
ア
ル
バ
イ
ト
に
過
ぎ
ず
、
保
険
も
自
前
で
健
康
診
断
も

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
・
正
規
の
職
業
に
つ
い
て
欲
し
い
、
と
い
う
両
親
の

強
い
希
望
に
よ
り
、
当
時
大
量
に
人
材
を
採
用
し
て
い
た
証
券
会
社
に
就
職
し

ま
し
た
.
証
券
会
社
が
ど
ん
な
所
な
の
か
、
株
式
の
な
ん
た
る
か
も
知
ら
な
い

ま
ま
に
。
面
接
で
「
中
国
語
が
で
き
ま
す
、
中
国
に
関
す
る
仕
事
を
是
非
や
り

た
い
」
と
大
見
得
を
切
っ
た
私
は
そ
の
後
そ
の
付
け
を
た
っ
ぷ
り
払
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
創
部
聞
も
な
い
中
国
業
務
部
に
配
属
さ
れ
た
私
は
そ
こ
で
六
年

強
、
次
身
と
や
っ
て
来
る
中
国
か
ら
の
お
客
さ
ん
や
研
修
生
の
世
話
に
明
け
暮

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
・

業
務
だ
け
で
は
な
く
、
調
査
・
研
究
も
や
っ
て
み
た
い
と
ず
っ
と
息
い
続
け

て
い
ま
し
た
が
、
会
社
の
人
事
は
自
分
の
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
.
か

つ
て
の
上
司
の
強
力
な
引
き
で
、
九
一
年
五
月
に
や
っ
と
証
券
の
研
究
機
関
で

あ
る
大
和
総
研
に
異
動
で
き
ま
し
た
。
中
国
業
務
部
に
い
た
時
に
は
、
中
国
語

の
達
人
ば
か
り
で
、
私
の
貧
弱
な
中
国
語
な
ど
誰
も
当
て
に
し
な
か
っ
た
の
で

よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
総
研
で
は
で
き
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
中
国
に
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関
す
る
こ
と
は
全
て
私
の
と
こ
ろ
に
来
ま
し
た
。
支
后
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
、

中
国
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
な
ど
、
中
国
ブ
l
ム
も
あ
っ
て
中
国
語
の
資

料
と
格
闘
す
る
日
が
続
い
て
い
ま
す
.

中
嶋
先
生
の
研
究
室
で
お
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
中
国
は
お

そ
ら
く
全
く
関
係
の
な
い
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
.
中
国
に
つ
い
て
の

仕
事
を
そ
の
後
一

O
年
以
上
も
続
け
る
と
は
、
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
・

研
究
室
を
離
れ
た
と
は
い
え
、
先
生
か
ら
は
折
り
に
触
れ
て
励
ま
し
の
お
言
葉

を
戴
き
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
.
研
究
室
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
学
生
や
O
B

の
方
々
と
は
今
で
も
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
財
産
を

こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
.

(
す
ず
き
〔
あ
さ
か
わ
〕
・
あ
や
こ

入
二

1
入
五
年
教
務
補
佐
・
入
五
年
大

和
証
券
暢
入
社
、
大
和
総
研
出
向
を
経

て
、
九
四
年
か
ら
財
団
法
人
日
本
総
合

研
究
所
勤
務
)
・
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《
書
評
》

井
尻
秀
憲
著

『
台
湾
経
験
と
冷
戦
後
の
ア
ジ
ア
』

一
九
九
三
年
〉

い
か
な
る
学
問
分
野
に
せ
よ
、
台
湾
を
研
究
対
象
に
す
る
だ
け
で
、
そ
の
人

の
政
治
的
立
場
や
思
想
・
信
条
は
「
自
明
」
と
み
な
さ
れ
る
不
幸
な
時
代
が

あ
っ
た
・
「
進
歩
的
」
で
「
正
統
派
」
の
中
国
研
究
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
台
湾

に
対
し
て
こ
と
ご
と
く
「
視
而
不
見
」
の
態
度
を
守
株
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
悪
し
き
「
伝
統
」
は
今
だ
に
日
本
の
中
国
学
者
の
中
に
根
強
く
残
っ
て

い
る
.
そ
の
結
果
、
日
本
の
台
湾
研
究
は
長
い
停
滞
の
中
に
置
か
れ
て
き
た
。

近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
台
湾
に
関
す
る
書
籍
や
論
文
が
出
て
く
る
よ
う
に

は
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
て

N
I
E
S
の
雄
と
し
て
世
界
一
の
外
貨
保
有
高
を
誇

る
ま
で
に
な
っ
た
経
済
の
分
野
に
か
た
よ
り
が
ち
で
、
政
治
や
社
会
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
の
が
実
状
だ
.
書
庖
や
図
書
館
で

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
今
だ
に
古
典
的
な
反
共
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
か
ら

抜
け
き
れ
ず
に
与
党
・
中
国
国
民
党
を
無
原
則
に
賛
美
し
た
り
、
逆
に
「
悲
劇

の
ヒ
ー
ロ
ー
」
た
る
野
党
・
民
主
進
歩
党
に
対
し
て
極
度
に
同
情
的
な
台
湾
独

(
動
草
書
一
房
、大

崎

雄

二

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
)

立
支
持
者
の
本
し
か
な
い
の
は
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
.
そ
う
し
た

「
旗
械
鮮
明
」
な
台
湾
論
は
、
旧
来
の
公
式
を
奉
じ
て
台
湾
を
無
視
し
続
け
て

き
た
学
術
界
の
知
的
怠
惰
の
対
局
に
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
台
湾
研

究
の
進
展
に
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九
二
九
年
に
矢
内
原
忠
雄
が
著
し
た

『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
(
岩
波
書
庖
、
八
人
年
に
同
書
庖
よ
り
復
刻
)
以
来
、

日
本
の
台
湾
研
究
は
中
断
あ
る
い
は
判
断
停
止
の
状
態
で
あ
っ
た
と
極
言
し
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
.

「
近
い
と
こ
ろ
ほ
ど
歪
ん
で
見
え
る
」
と
い
う
皮
肉
な
形
容
調
を
冠
せ
ら
れ

る
よ
う
に
、
従
来
の
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
研
究
は
、
既
成
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
政
治
の
枠
内
に
自
ら
を
閉
じ
込
め
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
.
中

国
の
「
文
化
大
革
命
」
を
例
に
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
.
簡
単
な
話
が
、
「
冷
戦

後
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
を
迎
え
た
今
、
図
書
館
の
書
棚
に
あ
る
朝
鮮
半
島
や
中

国
等
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
籍
の
多
く
が
単
な
る
「
再
生
用
紙
」
の
価
値
し
か
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も
た
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
.
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
未
成
熟
の
背
景

に
は
、
機
械
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
モ
デ
ル
の
適
用
に
よ
る
ア
ジ
ア
停
滞
論
か
ら
蔑

視
感
情
の
裏
返
し
と
し
て
の
過
度
の
迎
合
ま
で
様
荷
な
要
因
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
発
明
」
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
所
与
の
概
盃

を
用
い
る
こ
と
の
是
非
は
と
も
か
く
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
既
成
の
学

問
、
方
法
論
を
止
錫
さ
せ
た
総
体
と
し
て
の
地
域
研
究
で
あ
り
ア
ジ
ア
論
で
あ

る
は
ず
だ
.
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
碩
学
が
、
こ
の
分
野
で
既
成
の
諸
科
学

の
枠
組
み
を
超
え
た
知
的
冒
険
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
台
湾
経
験
」
と
い
う
概
念
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
試
み
の
一
つ
で
あ
り
、

新
し
い
台
湾
論
、
ア
ジ
ア
論
へ
の
一
歩
で
あ
ろ
う
・

「
台
湾
経
験
」
と
い
う
語
は
元
来
、
台
湾
(
中
華
民
国
)
の
李
登
輝
総
読
が

就
任
以
来
使
用
し
て
い
る
一
種
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
・
そ
れ
は
、
政

治
的
民
主
化
、
段
階
的
経
済
成
長
、
教
育
の
普
及
、
中
産
階
級
の
成
長
に
よ
る

社
会
の
安
定
等
を
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
.

し
か
し
、
本
書
で
使
用
さ
れ
る
「
台
湾
経
験
」
と
い
う
概
念
は
こ
の
表
現
を

借
り
な
が
ら
も
、
「
と
り
あ
え
ず
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
文
明
史
的
、
社

会
科
学
的
な
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
世
界
史
上
の

「
例
外
的
事
例
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
.
そ
し
て
著
者
は
逆
説
的
に
、
「
台
湾
経

験
」
が
「
例
外
的
事
例
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
特
筆
す
べ
き
ユ
ニ
ー
ク
で
重
要
な

意
義
を
も
つ
も
の
な
の
だ
と
説
く
.
そ
う
し
た
例
と
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ

l
パ
l
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
や
エ

ミ

l
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
の
自
殺
論
等
が
当
時
の
「
例
外
的
事
例
」
に
着
目
し
、

そ
れ
が
の
ち
の
普
遍
的
理
論
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
「
例
外
的
事
例
」
の
検

討
は
、
社
会
科
学
の
方
法
論
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

筆
者
は
「
台
湾
経
験
」
を
、
ま
ず
第
一
に
蒋
介
石
、
蒋
経
国
父
子
の
権
威
主

義
的
政
治
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
と
平
和
的
移
行
を
実
現
さ
せ
た
「
政
治

的
奇
跡
」
の
一
面
と
し
て
と
ら
え
、
第
二
に
、
中
国
大
陵
か
ら
旧
共
産
圏
ま
で

を
も
含
む
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
経
済
的
ネ
ヲ
ト
ワ

l
ク
の
形
成
を
進
め
た
国
際

的
経
済
活
動
の
側
面
か
ら
検
証
し
て
い
る
・
ま
た
そ
う
し
た
「
台
湾
経
験
」
こ

そ
、
戦
車
が
押
し
つ
ぶ
し
た
「
天
安
門
事
件
」
と
は
対
照
的
に
、
「
共
産
党
の
一

党
独
裁
に
固
執
す
る
中
国
へ
の
ソ
フ
ト
な
挑
戦
と
し
て
、
中
華
世
界
の
変
容
を

促
す
世
界
史
的
意
義
を
有
し
て
い
る
」
と
も
意
義
付
け
て
い
る
.

序
章
で
そ
う
し
た
「
台
湾
経
験
」
の
世
界
史
的
意
義
に
言
及
し
た
う
え
で
、

筆
者
は
一
九
入
六
年
か
ら
九
二
年
ま
で
の
七
年
間
に
わ
た
る
台
湾
の
政
治
的
な

変
革
を
詳
細
に
追
跡
・
検
証
す
る
・
そ
れ
は
、
蒋
経
国
・
前
総
統
の
晩
年
か
ら

始
ま
っ
た
権
威
主
義
体
制
の
溶
解
と
民
主
主
義
体
制
へ
の
平
和
的
移
行
の
過
程

で
あ
り
、
「
陣
痛
」
を
と
も
な
う
台
湾
政
治
の
変
容
過
程
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に

現
代
台
湾
の
等
身
大
の
姿
で
も
あ
る
。

第
一
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
権
威
主
義
体
制
の
溶
解
と
『
平
和
的
民
主

化
』
の
萌
芽
」
で
ス
タ
ー
ト
し
た
政
治
改
革
が
、
八
九
年
末
の
立
法
院
委
員
選

挙
、
県
・
市
長
選
挙
で
の
国
民
党
の
敗
北
、
民
進
党
の
履
進
に
よ
り
(
第
二
章

「
改
革
を
迫
ら
れ
る
李
登
輝
政
権
」
、
第
三
章
「
『
台
湾
共
和
国
』
の
理
今
ヤ
と
現

実
」
)
、
九
O
年
春
の
総
統
選
を
め
ぐ
る
国
民
党
の
内
紛
と
野
党
・
学
生
の
民
主

化
要
求
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
く
る
〈
第
四
章
「
李
登
輝
総
統
選
出
の
政
治
過

程
」
〉
.
そ
う
し
た
挑
戦
を
受
け
た
李
登
輝
政
権
の
動
き
(
第
五
章
「
『
国
是
会

議
』
を
め
ぐ
る
政
治
環
境
」
、
第
六
章
「
保
草
の
せ
め
ぎ
合
い
に
揺
れ
る
李
登
輝

体
制
」
)
、
そ
し
て
政
権
基
盤
を
固
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
飽
に
な
っ
た
李
登
輝

の
対
大
陸
政
策
と
「
台
湾
独
立
」
の
主
張
で
敗
退
し
た
民
進
党
(
第
七
章
「
李
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登
輝
政
権
の
対
中
政
策
と
そ
の
園
内
環
境
」
、
第
入
章
「
民
主
化
と
憲
政
改
革

の
進
展
」
)
、
九
二
年
末
に
行
な
わ
れ
た
立
法
院
委
員
選
挙
で
は
逆
に
国
民
党
が

敗
退
し
、
「
一
中
一
台
」
論
で
民
進
党
が
躍
進
す
る
(
第
九
章
「
『
平
和
的
民
主

化
』
の
達
成
と
両
極
化
す
る
政
局
」
)
等
の
一
連
の
流
れ
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
.

本
書
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
の
平
和
的
民
主
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
好
余

曲
折
が
仔
細
に
理
解
で
き
よ
う
.
ま
た
そ
の
中
で
、
相
互
の
利
害
の
衝
突
と
妥

協
に
よ
る
「
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
」
が
結
果
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
と
調
和
を
生
み
出

す
「
ル

l
ル
・
オ
ブ
・
ゲ

l
ム
」
の
制
度
化
、
そ
む
て
李
受
輝
の
「
技
芸

(ア
l
ト
)
と
し
て
の
政
治
」
ま
で
も
が
う
ま
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
.

そ
う
し
た
台
湾
の
実
像
を
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
と
い
う
フ
レ
ー
ム
の
中
で
提
示

し
て
み
せ
た
の
が
終
章
「
冷
戦
後
の
ア
ジ
ア
と
台
湾
」
で
あ
る
.
著
者
は
、
脱

冷
戦
と
脱
社
会
主
義
が
主
流
と
な
っ
た
世
界
の
流
れ
の
中
で
台
湾
の
平
和
的
民

主
化
と
現
実
外
交
の
軌
跡
を
跡
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
高

く
評
価
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
「
現
代
の
カ
ル
タ
ゴ
」
・
台
湾
を
「
冷
戦

後
」
の
ア
ジ
ア
の
中
で
考
え
る
こ
の
章
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
一
意
だ
。

ジ
ョ
ン
・
ル
イ
ス
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
の
言
う
「
長
い
平
和
」
の
時
代
H
冷
戦
が

終
結
し
、
世
界
は
今
、
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
崩
壊
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
あ

る
意
味
で
は
「
計
算
可
能
性
」
・
予
測
可
能
性
が
逆
に
高
か
っ
た
「
安
定
体

系
」
の
崩
嬢
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
言
う
「
文
明
の
衝
突
」
、
あ

る
い
は
ま
た
「
文
明
の
野
蛮
」
の
時
代
へ
の
突
入
を
も
予
告
し
つ
つ
あ
る
.
そ

う
し
た
中
で
既
成
の
「
国
際
秩
序
観
」
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
「
台
湾
経
験
」

の
実
践
を
本
書
で
は
一
つ
の
世
界
史
の
教
訓
と
し
て
位
置
付
け
る
。

事
実
、
一
九
七
一
年
に
中
国
代
表
権
問
題
で
国
連
を
脱
退
し
、
「
常
識
」
的
に

は
国
際
社
会
に
参
画
を
許
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
は
ず
の
中
華
民
国
・
台
湾
が
、

現
実
的
に
は
世
界
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
外
貨
準
備
高
を
も
ち
、
ア
ジ
ア
の
地
域

経
済
圏
へ
の
参
入
し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
は
今
や
そ
の
存
在
は

不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
・
著
者
は
「
台
湾
は
ま
さ
に
、
そ
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
存
在
の
ゆ
え
に
、
『
半
公
・
半
私
の
実
践
規
範
』
に
も
と
づ
き
、

実
態
的
側
面
か
ら
国
際
組
織
、
国
際
レ
ジ
ー
ム
へ
の
貢
献
度
を
高
め
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
冷
戦
後
の
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
相
互
依
存
関
係
の
推

進
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
・

そ
の
一
側
面
と
し
て
、
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
「
中

国
の
実
験
」
が
「
台
湾
経
験
」
と
の
対
比
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
も
た
い

へ
ん
興
味
深
い
。
著
者
は
そ
れ
を
中
台
双
方
が
「
台
湾
海
峡
を
隔
て
た
競
争
関

係
に
あ
り
な
が
ら
、
冷
戦
後
の
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
相

互
に
交
流
と
接
触
を
増
大
さ
せ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
中
台
双
方
の
相
互

作
用
が
さ
ら
に
反
転
し
て
両
国
の
圏
内
情
勢
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い

う
M

中
台
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
u
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
す
ぐ
れ
て
「
文

明
史
的
な
接
触
」
で
あ
る
と
意
義
付
け
て
い
る
。

本
書
は
あ
く
ま
で
も
台
湾
に
焦
点
を
当
て
続
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
台
湾
海
峡

(
ア
ッ
プ
)
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
〈
セ
ミ
ロ
ン
グ
)
、
世
界
(
ロ
ン
グ
)
と
い
う

一
組
の
映
像
と
し
て
読
者
に
示
し
、
現
代
台
湾
を
「
台
湾
経
験
」
と
い
う
総
体

と
し
て
客
観
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
台
湾
研
究
の
成
熟
を
示

す
里
程
碑
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
一
書
で
あ
ろ
う
・

-159ー

(
お
お
さ
き
・
ゅ
う
じ

一
九
五
八
年
生
ま
れ
.
中
国
語
学
科
入
三
年
卒
業
。

日
本
放
送
協
会
勤
務
等
を
経
て
、
九
二
年
博
士
前
期

課
程
入
学
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『
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
政
策
|
|
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
政
治
学
』

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
の
命
運
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
ア
メ

リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
政
策
で
あ
る
が
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
後
の
安
全
保
障
政

策
は
従
来
の
軍
事
・
外
交
の
枠
を
超
え
て
、
経
済
・
内
政
面
で
の
多
様
な
利
害

関
係
を
も
含
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
.
し
か
し
同
時
に
、
唯
一
の

軍
事
的
・
政
治
的
超
大
固
と
し
て
残
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
政
策
に

お
い
て
、
軍
事
・
外
交
的
側
面
が
重
要
性
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
つ
ま
ず
き
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
.
本
書
は
、
こ
う
し
た

冷
戦
後
の
世
界
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
、
従
来
の
軍
事
・
外
交
を
軸
と
し
た

国
家
安
全
保
障
政
策
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
政
策
は
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
こ
の
政
策
決
定
に
関
わ
る
「
ア
ク
タ
ー
」

に
焦
点
を
あ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な
研
究
を
丁
寧
に
紹
介
し
な
が
ら
そ
の
答

(
原
書
房
、

一
九
九
三
年
)

大

都

留

智

恵

子

(
大
阪
教
育
大
学
)

え
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ク
タ
ー
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

大
統
領
、

N
S
C
〈
国
家
安
全
保
障
会
議
〉
、
国
務
長
官
、
国
務
省
、
国
防
長

官
、
国
防
総
省
、

J
C
S
〈
統
合
参
謀
本
部
〉
、
お
よ
び
議
会
の
入
者
で
、
各
々

が
国
家
安
全
保
障
政
策
の
決
定
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
分
析
を
支
え
る
実
証
研
究
と
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
、

サ
イ
ゴ
ン
最
終
撤
退
、
お
よ
び
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
の
三
つ
の
事
例
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
・
共
著
者
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
と
す
る
分
野
が
う
ま
く
組
み
合
わ

さ
れ
て
本
書
が
構
成
さ
れ
て
い
る
・

ま
ず
、
本
書
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
ア
ク
タ
ー
に
焦
点
を
あ
て
た
方
法
論
の

妥
当
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
共
著
者
の
政
策
決
定
過
程
に
対
す
る

基
本
的
姿
勢
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
決
定
過
程
と

は
「
主
要
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
有
機
的
な
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
」
(
一
五
頁
〉
で
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あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
有
効
に
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
各
段
階
を
ク
ロ

ス
カ
ッ
ト
す
る
ア
ク
タ
ー
に
注
目
す
べ
き
だ
と
の
主
張
で
あ
る
・
こ
の
「
有
機

的
相
互
作
用
」
が
非
常
に
明
確
に
分
析
さ
れ
て
い
る
の
が
大
統
領
と
N
S
C
の

関
係
を
取
り
扱
っ
た
章
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
本
書
の
中
心
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
含
ん
で
い
る
ア
ク
タ
ー
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
・

ま
ず
、
大
統
領
の
章
で
は
、
国
家
安
全
保
障
政
策
の
決
定
に
見
ら
れ
る
大
統

領
の
行
動
様
式
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
・
先
行
研
究
と
し
て
は
、

大
統
領
の
性
格
の
モ
デ
ル
化
(
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
パ

l
パ
l
)
や
組
織
運
営
の
モ

デ
ル
化
(
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
l

・
ジ
ョ
ー
ジ
〉
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
本
書
で
は

大
統
領
の
政
策
決
定
へ
の
関
与
の
度
合
い
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
、
積
極
・
消
極

関
与
と
フ
ォ
ー
マ
ル
・
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
の
二
つ
の
軸
と
し
、
戦
後
の
大
統
領

を
四
つ
の
モ
デ
ル
に
分
類
し
て
い
る
。
安
全
保
障
問
題
を
よ
く
理
解
し
、
指
導

力
の
強
い
大
統
領
(
ト
ル
l
マ
ン
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ

l
、
ニ
ク
ソ
ン
、
ヵ
ー

タ
l
末
期
、
ブ
ッ
シ
ュ
)
は
、
現
実
の
情
報
処
理
の
効
率
や
パ
ワ

1
・
セ
ン

タ
ー
の
形
成
と
い
う
利
点
か
ら
フ
ォ
ー
マ
ル
・
積
極
関
与
裂
を
採
用
す
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
.
し
か
し
、
モ
デ
ル
そ
の
も
の
に
絶
対
的
な

優
劣
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
は
採
用
さ
れ
た
モ
デ
ル
が
状
況
に
い
か
に

適
合
し
て
運
用
さ
れ
る
か
に
あ
る
と
の
指
摘
・
も
さ
れ
て
い
る
.

以
下
、

N
S
C、
国
務
省
、
国
防
総
省
と
分
析
が
続
く
の
だ
が
、
そ
の
各
4

の
ア
ク
タ
ー
は
そ
れ
自
身
が
政
策
決
定
過
程
で
重
要
な
要
素
を
形
成
し
て
は
い

る
も
の
の
、
大
統
領
と
切
り
離
し
た
独
立
因
子
と
し
て
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
、

各
ア
ク
タ
ー
を
分
析
し
な
が
ら
も
大
統
領
へ
と
求
心
力
が
働
い
て
い
る
・
そ
れ

が
ま
さ
に
「
有
機
的
相
互
作
用
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
著
者
の
意
図
を

十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
統
領
を
取
り
巻
く
独
特
な
構
図

を
頭
に
描
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
.

大
統
領
と
の
相
互
関
係
が
特
に
顕
著
な
の
が

N
S
C
の
安
全
保
障
政
策
決
定

過
程
に
お
け
る
役
割
で
あ
る
・
こ
れ
は
、

N
S
C重
視
型
と
N
S
C軽
視
型
の

二
つ
の
モ
デ
ル
に
分
類
さ
れ
、
前
者
は
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ

l
、
ニ
ク
ソ
ン
、

フ
ォ
ー
ド
、
カ
l
タ
l
、
プ
ッ
シ
ュ
、
後
者
は
ト
ル

1
7
ン
、
ケ
ネ
デ
ィ

l
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
レ
ー
ガ
ン
が
相
当
す
る
・
た
だ
し
、

N
S
C軽
視
型
が
す
な
わ

ち
N
S
C
補
佐
官
の
軽
視
に
は
結
び
つ
か
ず
、
逆
に
個
人
的
に
権
限
を
増
大
す

る
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
.
(
一
二
三

l
四
頁
〉
後
述
さ
れ
る

キ
ュ
ー
バ
と
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
の
事
例
の
双
方
が
、
ま
さ
に
こ
の

N
S
C軽

視
型
の
政
権
に
お
い
て
、
「
諮
問
機
関
と
し
て
の
本
来
の
任
務
」
を
逸
脱
し
た

N
S
C
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
は
、

N
S
C
の
役
割
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
.

国
務
省
と
国
防
総
省
の
章
は
と
も
に
両
機
関
の
歴
史
的
背
景
と
そ
の
基
本
的

機
能
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
・
外
か
ら
見
れ
ば
N
S
C
と
権

限
の
分
掌
を
争
う
一
つ
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
内
部
に
は
巨
大
な
官
僚

機
構
と
し
て
の
省
と
そ
の
ト
ッ
プ
に
つ
く
長
官
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
.
特

に
軍
と
い
う
独
自
の
機
関
(
し
か
も
そ
の
中
で
三
軍
が
各
身
の
立
場
を
持
つ
)

を
内
包
し
て
い
る
国
防
総
省
で
は
、
そ
の
関
係
が
さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い
る
点

に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
.
そ
の
中
で
、
長
官
の
個
人
的
資
質
お
よ
び
大
統
領

と
の
関
係
が
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
長
官
像
を
形
成
す
る
わ
け
で
あ
る
.

最
後
に
、
行
政
府
の
外
側
に
位
置
す
る
が
、
近
年
安
全
保
障
政
策
へ
の
関
与

が
強
ま
っ
て
い
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
議
会
が
分
析
さ
れ
て
い
る
・
従
来
か
ら
議

会
の
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
国
防
予
算
に
加
え
、
新
た
な
役
割
と
し
て
軍
備
管

理
・
軍
縮
と
戦
争
権
限
の
二
つ
の
分
野
を
取
り
上
げ
、
議
会
が
「
単
な
る
批
判
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書評

者
か
ら
抑
制
者
、
協
力
者
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(
二
人
二
頁
)
し
か
し
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
事
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
議
会

と
は
本
来
「
熟
慮
す
る
(
乱
冊
目
σ
宮
田
神
宮
市
)
」
機
関
で
あ
る
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
.
多
人
数
か
ら
な
る
議
会
が
機
密
に
関
わ
る
安
全
保
障
問
題

に
関
与
し
て
い
く
た
め
に
は
、
指
導
層
、
管
轄
委
員
会
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定

の
個
人
の
役
割
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
指
摘
、
ま
た
議
会
ス
タ
ッ
フ
が
議
員
よ

り
も
実
権
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
実
態
に
着
目
し
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
は

重
要
で
あ
る
.

イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
の
事
例
と
も
関
連
す
る
が
、
ア
ク
タ
ー
の
中
に
C
I
A

(
中
央
情
報
局
)
お
よ
び
C
I
A
長
官
が
入
っ
て
い
な
い
点
が
気
に
か
か
る
・

c
I
A
は
本
来
は
情
報
収
集
・
分
析
機
関
で
は
あ
る
が
、
冷
戦
期
の
対
共
産
主

義
政
策
に
お
い
て
、
特
に
半
ば
軍
事
的
な
秘
密
工
作
に
お
い
て
は
、
政
策
の
決

定
・
施
行
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
無
視
で
き
な

い
ア
ク
タ
ー
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
.

本
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
政
策
の
決
定
過
程
に
お
い
て
、
主
要

な
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
権
限
を
持
ち
、
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て

実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
か
を
有
機
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に

重
宝
す
る
研
究
書
で
あ
る
・

(
お
お
つ
る
・
ち
え
こ

一
九
五
八
年
生
ま
れ
。
英
米
語
学
科
入
一
年
卒
業
、

八
七
年

A

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
国

際
関
係
論
専
門
課
程
・
博
士
課
程
退
学
、
同
年
か

ら
大
阪
教
育
大
学
講
師
)
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Alliance 

A 
x LDP (Main Stream) 

Big Business 

× 
xMOF 

xMITI 

Welfare 

Komei Party 

× 

× × 

JSP Communist Party 

D 
Autonomy 

x MOFA 

x JDA (Air Navy) 

x LDP (right) 

xDSP 

B 

Warfare 

x LDP (right) 

× 
JDA (Army) 

C 

Table 24. From Yonosuke Nagai， Gendai to Senryaku (Strategy in the Contemporary 

World) (Tokyo :Bungeishunju， 1985)， p. 61. 

A: Political Realists (Trading State) 

B: Military Realists (Normal State) 

C: Gaullists (Independent Nuclear Power?) 

D: Progressive Intellectuals (Unarmed Neutrality) 
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Table 23. “This spring. President Gorbachev is scheduled to become the first Soviet 

leader to visit Japan. Do you or do you not think this visit will help alleviate 

tensions in Asia?" (Hastings. 1991) 

Will have a great impact 

Will have some impact 

Will not have any impact at all 

No answer 

a
q
n
u
-
-

・1
p
a
n
4
9
v

Sources : Asahi Shimbun.. Y 0明 iuriShimbun.. Mainichi Shimbun.. Hastings and Hastings. 

lndex to lnternational Public Opinion. 1981-1982ff (NewYork: Greenwood. 1983ff.); 

Naikaku Souri Daijin Kanbo Kohoshitsu. ed. Yoro唱 ChosaNenkan. 19501/ (Tokyo: 

Sourifu); J. A. A. Stockwin. HJapanese Public Opinion and Policies on Security and 

Defence." in Ronald Dore and Radha Sinha. eds.. Japan and World Depression:・Thenand 

Now (London: Macmillan. 1987). 
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Table 21. 

thoughts on the handling of the issues of the Northern Territory， and the 

deepening of relations between Japan and the Soviet Union through such things 

as economic cooperation." (Hastings， 1991) 

• The issue of the return of the Northern Territories should 

be settled first. Then the issue of deepening the friendship between 

the two countries through such things as economic cooperation can 

be dealt with. 26 

・Afterthe friendship between the two countries is deepened 

through such things as economic cooperation， then the issue of 

the return of the Northern Territory can be dealt with. 26 

• The return of the Northern Territory and such issues as 

economic cooperation， which will deepen the friendship between 

the two countries， should be dealt with together and an overall 

settlement reached. 

• None of the above/other 

39 

• No answer 

4 

5 

Table 22. “In what area do you think Japan and the Soviet Union should concentrate 

their cooperative efforts in the futureγ， (Hastings， 1990) 

Disarmament; alleviation of tensions 

Increased trade 

Technological advances 

Protection of the fishing industry 

Increased food production 

Medicine 

Joint development of natural resources in Siberia 

25 
14 

4 
弓

t

'

t

'
l
n
4
q
d
'
I
 

Tourism; cultural exchange 6 

Other/no response 12 
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Table 18. “00 you support revision of the Constitution?" 

1986 (Yomiuri) 

1991 (Yomiuri) 

1993 (Y omiuri) 

Yes 

23 

33 

50 

No 

57 

51 

33 

“For those who answered 'yes，' choose any number of reasons from the list below." (1993， 

Yomiuri) 

1. The Constitution was forced ]apan by the U.S. 

2. It should c1early state ]apan's right to defend itself to the 

23 

full extent of its ability. 6 

3. People tend to demands for rights under the provision of the 

Constitution. 21 

4. It should be revised to avoid possible confusion regarding 

interpretation of the constitution 

5. Under the current Constitution. ]apan cannot deal 

adequately with the new international situation. 

31 

56 

Table 19 “What should be done about the four islands of Habomai. Shikotan. Kunashiri. 

and Etorofu， in other words the Northern Territories?" (Hastings， 1990) 

Seek the return of all four islands (to ]apan) 53 

Seek the return of the two islands of Habomai and Shikotan 

promised by the Soviet Union in the ]apan-Russia joint 

statement 20 

Oevelop the islands jointly as a cooperative， non-military 

possession 17 

00 not seek the return of the four islands 2 

Other/no response 8 

Table 20. “00 you think that the Soviet Union is becoming a more trustworthy nation 

than it has been in the past?" (Hastings， 1990) 

Yes， more trustworthy 

No 

Other/no answer 

ρ
n
u
-
-
n
J
 

E
U
q
J
'
i
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Table 14. “The U.S.一]apaneseSecurity Treaty has been basically defense-oriented for 

thirty years. What do you think should the Treaty be from now onγ， (1991， 

Yomiuri) 

Defense-oriented 26 

Not only defense but also economy and culture-oriented 40 

Should be abolished 10 

No interest 15 

Table 15. “Do you think that the role of U.S. troops in ]apan will be more important in 

the future?" (1992， Asahi) 

More important 

Less important 

Same 

n
o
n
u
o
o
 

'
A

の
4
a
H
2

Table 16. “Do you agree that the Self Defense Forces should 

participate in U.N. peace -keeping operations?" 

Yes No 

1980 (Kyodo) 25 56 

1981 (Yomiuri) 23 61 

1984 (Yomiuri) 23 64 

1990 (Asahi) 19 67 

1991 (Yomiuri) 23 40 

1992 (Asahi) 33 58 

Table 17. “Do you think that the SDF's participation in U.N. peace-keeping operations 

is constitutional?" 

Yes No 

1990 (NHK) 9 54 

1992 (Y omiuri) 34 56 

1993 (Y omiuri) 45 43 
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Table 10. “00 you think that the Soviet Union is a threat?" 

Yes 

1981 (Hastings) 64 

1982 (Hastings) 51 

1984 (Hastings) 78 

1986 (Hastings) 55 

1987 (Hastings) 75 

1990 (Hastings) 62 

1992 (Asahi) 53 

Table 11. "Now ]apan is paying around a quarter of the costs of 

keeping U.S. forces in japan. 00 you think that ]apan should 

pay more for them?" 

1991 (Asahi) 

Yes 

16 

No 

71 

Table 12. “Ooes japan need U.S. military bases in the territory?" 

Yes No 

1950 (Mainichi) 37 40 

1952 (Asahi) 48 20 

1968 (Asahi) 28 56 

1969 (Asahi) 41 45 

1972 (Mainichi) 33 62 

Table 13. “Of those replying that the U.S.-japanese Security Treaty is 'useful': Why do 

you think so?" (1988. Asahi) 

It is useful for japan's defense. 

It is useful for japan's economic prosperity. 

It is useful for stabilization of U.S.-]apanese relations. 

It is useful for stabilization of the Far East. 

nυ 

o
o
n
v
n
4
0
U
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Table 8. “Do you think that the U.S.-japanese Security Treaty of 1960 is still useful?" 

Yes No 

1963 (Kohoshitsu) 37 16 

1967 (Kyodo) 54 17 

1968 (Yomiuri) 55 17 

1968 (Asahi) 33 29 

1971 (Asahi) 34 20 

1974 (Asahi) 34 18 

1978 (Asahi) 49 13 

1981 (Asahi) 55 13 

1981 (Yomiuri) 60 11 

1984 (Y omiuri) 74 13 

1985 (Asahi) 48 18 

1991 (Asahi) 48 23 

1992 (Asahi) 50 23 

Table 9. “Are you worried that japan might be attacked by a foreign country?" 

Yes No 

1968 (Asahi) 32 52 

1969 (Asahi) 36 50 

1977 (Asahi) 33 54 

1978 (Asahi) 30 54 

1981 (Asahi) 42 46 

1987 (Asahi) 33 56 

Of those replying "yes" to the above:“What country are you thinking 

。f?"

USSR USA China 

1968 15 6 5 

1969 16 3 7 

1981 33 2 。
1987 20 3 。
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Table 5. "30/37 years ago， atom bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. What 

do you think of the fact that they were dropped?" 

about it 

1975 1982 

(Asahi) (Asahi) 

6 4 

24 14 

59 77 

6 3 

5 2 

Should like to forget 

about it 

Impossible to forget 

Something that must not 

be forgotten 

Something in the past with 

which 1 have no connection 

Other/no reply 

Table 6. “Should ]apan have nuclear weapons?" 

1968 (Asahi) 

1978 (Asahi) 

1981 (Asahi) 

Yes 

21 

15 

16 

h

6

3

1

 

h
r
R
u
n
t

マ
e

Table 7. “00 you support the ‘three non -nuclear principles' (Japan shall not manufactu-

re， hold or introduce nuclear weapons)?" 

Yes No 

1968 (Y omiuri) 72 10 

1975 (Asahi) 77 10 

1981 (Asahi) 76 14 

1982 (NHK) 64 24 

1988 (Asahi) 78 14 
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Table 1 “Should the Artic1e 9 of the Constitution be revised?" 

Yes No 

1952 (Asahi) 31 % 32 % 

1953 (Asahi) 31 42 

1970 (Asahi) 27 55 

1981 (Asahi) 24 61 

1986 (Y omiuri) 24 59 

Table 2 “What do you think about the government policy of keeping defense spending 

under 1 percent of GNP?" 

too little appropriate excesslve 

1981 (Y omiuri) 12 42 15 

1982 (Y omiuri) 8 40 26 

1983 (Y omiuri) 9 42 25 

1984 (Y omiuri) 10 46 20 

1985 (NHK) 4 43 12 

Table 3 “The defense spending of ]apan has been slightly over 1 percent of GNP since 

1987. What do you think about this?" 

1987 (Mainichi) 

1988 (Asahi) 

too little appropriate 

20 

5 32 

excesslve 

67 

54 

Table 4. “What should be done with the Self Defense Forces?" 

Strengthen Keep the same Reduce 

1968 (Asahi) 19 55 4 

1977 (Asahi) 23 54 10 

1978 (Asahi) 19 57 11 
1980 (Asahi) 25 58 7 

1981 (Asahi) 22 61 7 

1985 (NHK) 14 66 12 

1987 Oiii) 8 70 16 

1992 (Asahi) 7 50 39 
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Thus， it seems that the Northern Territories issue does not seriously damage 

Rosecrance's explanation of ]apanese. grand strategy. More than 60 percent of the ]apanese 

do not attach priority to the acquisition of the territory over economic cooperation. MOF 

and Big Business's insistence on the principle of inseparability of politics and economics 

resulted from economic motivations rather than territorial concerns. 

Secondly， the case of Gorbachev's' visit to ]apan buttresses Risse-Kappen's 

hypotheses. First， public opinion mattered for ]apan's policy toward the SovietUnion. The 

pressure of public opinion gave one of the LDP leaders， Abe， the incentive to seize the 

initiative of the pロlicyfrom the rigid MOF A. Also， public opinion played an important role 

in leading the LDP leaders to declare the abandonment of the policyof the inseparability 

of. politics and economics and :demand for the simultaneous return of the four islands. 

Second， because of domestic structures， public opinion had only an indirect effect. 

Although the mainstream of the LDP and MITI attempted to be in line with public 

opinion， the coalition of MOFA， MOF， and Big Business made the influcnce of public 

opinion rather Iimited. Despite the pressure of ]apanese public opinion to take a more 

flexible stance toward the Soviet Union， Prime Minister Kaifu only repeated his 

predecessors' arguments after all. 

(June 20， 1993) 
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made on the issue of the Northern Territories for economic reasons. In this situation， 

MOFA found enough chances to play the most decisive role in formulating ]apan's policy 

toward the.summit for a weak prime minister. 

Conclusion 

In this paper， 1 have attempted to test two hypotheses: (j) ]apan is art example of the 

trading state; and (jj) domestic structures exist as intervening variables between public 

opinion and foreign policy decisions. Firstly， public opinion strongly supports ]apan's 

trading-state strategy. Most ]apanese think that ]apan should maintain the inconsistency in 

its status as an economic major power with light. armaments. Their support for the 

U.S.-]apanese Security Treaty has not changed， although the public does not think that 

the role of U.S. troops in ]apan will be more important in .the future. The Persian Gulf 

Crisis led the ]apanese to face a serious strategic dilemma， but the increase in their 

support for SDF's participation in U.N. peace keeping operations is not incompatible with 

their preference for the trading-state strategy. 

Even on the issue of the Northern Territories， the ]apanese people do not define the 

national interest exclusively in territorial terms: the public's support for the trading“state 

strategy is not so contradictory with their attitude toward the Northern Territories. 

Although half of the people regards all four of the islands as ]apan's legitimate territories， 

only one quarter think that the issue of their return should be settled first before 

deepening economic cooperation between two countries. More than half of the people 

believe that ]apan should promote disarmament， trade， and joint development with Russia. 

]apan's domestic political institutions also support the trading-state strategy (although 

this does not necessarily mean that ]apan can actually continue to be a trading state in 

the future). While ]DA and MOF A generally want ]apan to be a fully-fledged major 

power， strong institutions， such as the mainstream of the LDP， MITI， MOF， and Big 

Business， generally favor the trading-state strategy. The main reason for ]apan's rigid 

policy toward the Northern Territories is that two strong political institutions which 

buUress the trading-state strategy， MOF and Big Business， are not so supportive of 

economic cooperation with Russia. MOF thinks that financial aid to Russia is too costly 

because of its serious economic situation. Big Business does not see much economic 

opportunity in Russia because of the abundance of energy markets and numerous 

disincentives to invest in Russia. 
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policy of inseparability of politics and economics， and MITI， which had planned to provide 

large-scale economic aid even without the settlement of the territorial issue， produce a 

more f1exible policy outcome which would not have contradicted their grand strategy of 

the trading-state? Firstly， MOF was reluctant to give the Soviet Union financia1 aid. In 

March 1991， Finance Minister Hashimoto stated:“We should take the IMF report on the 

Soviet economy of 1990 seriously. The situation of the Soviet economy is too bleak to give 

any financial aid" (Asahi Shimbun， March 21， 1991). During the summit， a top official of 

MOF public1y stated that japan should keep the principle of the inseparability of politics 

and economics (Nihon Keizai Shimbun， April 18， 1991). From the viewpoint of MOF， 

financial aid was too costly for japan. 

Secondly， Big Business did not see much economic opportunity in the Soviet Union. 

With its diversification of raw material sources， industrial restructuring， and the abundance 

of supplies in world energy markets， japan was no longer as interested in Soviet natural 

resources as it had been during. the 1910s. Moreover， the leaders of Big Business saw 

numerous disincentives to investing in the Soviet economy， such as the lack of ruble 

convertibility， poor infrastructure， and the slow pace of economic Iiberalization. Although 

the LDP succeeded in persuading Big Business to accept their softened decision(If the 

Soviet Union would publicly promise to return the Shikotan and Habomai islands， recognize 

japan's "Iatent" sovereignty over Kunashiri and Etorofu， japan would provide the Soviet 

Union with large-scale economic assistance) in March 1991 (Nihon Keizai Shimbun， March 

20， 1991)， the Chairman of Keidanren (Federation of Economic Organizations)， Gaishi 

Hiraiwa， stated that japan should keep the principle of inseparability of economics回 d

politics just after the summit (Nihon Keizai Shimbun， April 20， 1991). 

Finally， Kaifu was a too weak (as prime minister) to take the initiative at the .summit. 

As Hasegawa states， because “the LDP， which had suffered an unprecedented defeat in 

the Upper House election in the aftermath of the Recruit scandal， scored a landslide 

victory in the Lower House election in February [1991]…it was impossible for the LDP 

to oust Kaifu from the position of .premier" (Hasegawa， 1991: 5). Gorbachev had to meet 

with Kaifu， who represented the weake 
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An important change in Japan's policy toward the Soviet Union occurred when one of 

the LDP leaders， Shintaro Abe， seized the initiative of the policy-making from the MOF A 

officials. Because of external pressure that came from the profound changes in the Soviet 

Union and Eastern Europe， the internal pressures of public opinion， and his own ambition 

to be prime minister， Abe visited Moscow in January 1990 and made an eight-point 

proposal for the improvement of relations. Abe's proposal was followed in July by MOFA's 

ten point proposal to expand the realm of cooperation， which replaced “entrance-theory" 

with a policy of“expanded equilibrium" (kakudai kinko)， the position that both countries 

should solve the territorial disputes together with the expansion of the realin of 

cooperation. 

Despite Abe's illness， the momentum for improvement of relations with the Soviet 

Union did not stop. MITI began a feasibility study on ]apan's potential aid to the Soviet 

Union by interviewing representatives of trading companies (Asahi Shimbun， Oct. 13， 

1990). Takeo Nishioka， the LDP's head of General Affairs， as weUas Ichiro Ozawa， the 

General Secretary， called for the abandonment of the ]apanese government's rigid policy of 

"inseparability of politics and economics" (seikei fukabun). At the end of November， the 

Japanese government decided to extend emergency medical aid to the Soviet Union that 

exceeded ￥100 million， virtually breaking the principle of inseparability of pロIiticsand 

economlcs. 

By March 1991， the LDP decided to鈎 ftenJapan's demand that all of the islands. be 

returned at once. lf the Soviet Union would publicly acknowledge the validity of the 1956 

Soviet-Japanese communique in which Moscow promisedto return the Shikotan and 

Habomai islands， recognize ]apan's "latent" sovereignty over Kunashiri and Etorofu， and 

initiate a step-by-step process for the eventual return of the islands， ]apan would provide 

the Soviet Union with large-scale economic assistance. Given MOFA's resistance to such a 

deal， LDP leaders asked MITI officials to develop a multi-billion dollar aid package 

(Mochizuki， 1991 : 4). 

Nevertheless， as Tsuyoshi Hasegawa observed，“expanded equilibrium" remained only 

“equilibrium" (Hasegawa， 1991 : 4). The Japanese government steadfastly took the position 

that as long as the territorial question was not solved， this“equilibrium" would not be 

broken. At the summit， ]apan focused exclusively on the territorial issue and could not 

come up with an acceptable solution. Prime Minister Kaifu only stated the long Iist of 

]apan's justification for the territories which was created by MOFA and did not show any 

flexibility. 

Why couldn't the coalition of the LDP， which called for the abandonment of the rigid 
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end of the autumn 1990 session. On the other hand， when the response came not from 

MOF A but from MOF and MITI for financial contributions， Japan's response was much 

quicker (Inoguchi， 1991 : 258-259). 

It is true that MITI insisted that Japan should promote military industries when the 

United States suggested it to conc1ude the Mutual Security Act (MSA) in 1952， and that 

MITI was convinced that Japan should have the indigenous design and development of a 

new fighter plane， FSX， in the 1980s (Ohtake， 1984: 13-69; Noble， 1992). Japan may 

develop considerable defense-based industries if MITI and JDA formulate a strong alliance 

for defense production. Also， if the U.S. decides to give Japan real trade counterattack and 

to withdraw its forces gradually from the recalcitrant competitor's territory， political 

institutions， such as the JDA， MITI， MOF A， and the right wing of the LDP， will have 

every reason to expand Japan's independent defense capabilities. However， it is also true 

that MITI supported the MSA and the indigenous development of the FSX， because it 

considered MSA the most important means to recover Japan's economic strength after the 

Korean War， and because it considered aerospace an important and as yet unconquered 

last frontier for Japanese industry. Their primary concerns have been in the economic 

realm. Thus， political institutions in Japan generally prefer the trading-state strategy， 

although their preferences can lead Japan to be a “normal" state (an unintended outcome) 

in the future (economic power can be used for political purposes and security-related 

policies) 

The Northern Territories 

Then， what are the configurations and preferences of politica1 institutions on the 

Northern Territories question? Until July 1990， debate in Tokyo about the Northern 

Territories issue basically divided between two views:“entrance-theory" (iriguchi-ron) and 

the “exiトtheory"(deguchi-ron). According to the “entrance-theory，" substantial progress in 

resolving the territorial question was a precondition for better economic relations and 

serious negotiations on a peace treaty. MOF A officials responsible for Soviet policy and the 

right wing of the LDP were the main advocates of this hardline position. By contrast， 

proponents of the “exit-.theory" .argued that a resolution of the territorial question would 

come only as a result of improved bilateral relations on other fronts. Progressive 

intellectuals and Japanese Socialist Party (JSP) members who had a favorable disposition 

towards the Soviet Union adhered to this position. Although the mainstream of the LDP 

was more f1exible th叩 theadvocates of the “entrance-theory，" they genera1ly shared 

MOFA's reservations about Gorbachev's terestroik.咽.
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before deepening the friendship between two countries through such things as economic 

cooperation. 65 percent of the people thought that economic cooperation should be dealt 

with together or before the settlement of the Northern Territories issue (Table 21). 

MQreover， the percentage of people who thought that the two countries should concentrate 

their cooperative efforts on disarmament was 25 percent; increased trade， 14 percent; 

joint development of the natural resources in Siberia， 17 percent (Table 22). After all， 70 

percent of those surveyed expected Gorbachev's visit to help alleviate tensions in Asia 

(Table 23). 

Thus， public polls in April 1990， one year before Gorbachev's visit to ]apan， show that 

more than 65 percent of the people did not support their government's position: ]apan 

wi11 not offer economic cooperation until progress is made on the issue of the Northern 

Territories. More than half of the people believed that ]apan should promote disarmament， 

trade， and joint development with the Soviet Union. They did not define ]apan's interest 

exclusively in territorial terms. 

D. Configurations and Preferences of Political Institutions 

The Trading-State Strategy 

]apan's domestic structures basically support the trading-state strategy. As Yonosuke 

Nagai shows (Table 24)， strong political institutions， such as (the mainstream of) the LDP， 

the Ministry of International Trade and Industry (MITI)， the Ministry of Finance (MOF)， 

and Big Business generally favor the trading-state strategy. Although the ]apanese 

Defense Agency (JDA) and MinistrY of Foreign Affairs (MOF A) generally want ]apan to 

be a full-fledged major power in the world， they “usually cannot compete internally with 

the Ministry of International Trade and Industry or the Ministry of Finance" (Risse-Kapp-

en， 1991: 487-488). 

Firstly， ]DA is relatively weak because “important ministries such as MOF， MITI and 

MOFA have placed their officials inside the ]DA， thus 'colonizing' the process of defense 

policy making at its inner core" (Katzenstein and Okawara， 1993: 95). Secondly， although 

MOF A is the agent which is supposed to represent the country， it usually cannot exert 

much influence over important strategic choices facing the ]apanese government. For 

example， during the Persian Gulf Crisis， it was MOF rather than MOF A which played a 

decisive role. When a United Nations Peace Cooperation bill was drafted largely by MOF A 

in August and September 1990， the government backed down from passing the bill at the 
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was divided. In November 1990， while 45 percent of the people agreed to send $4 billion， 

39 percent opposed to it (Asahi). In February 1991， while 39 percent agreed to send $9 

billion， 44 percent were opposed (Asahi). This division may mean that the Japanese people 

were frustrated by the fact they could not find an appropriate way to react to the crisis. 

In fact， in 1993， 56. percent of the people who agreed to revise the Constitution said that 

the reason was .Under that current Constitution， Japan cannot deal with the new 

situation" (Table 18). 

More and morepeople began to support the SDF's participation in U.N. peace-keeping 

operations. From 1990 to 1992， the percentage of the people favoring expanded SDF 

activity increased from 19 percent to 33 percent (Table 16). Also， from 1990 to 1993， the 

number of people who consider the participation constitutional increased from 9 percent to 

45 percent (Table 17). Although the public opinion is still divided on this issue， the 

Japanese people may be starting to think that Japan's national interest， which had been 

exclusively defined by the reference to relations with the United State， should be 

redefined. Perhaps the division of the public opinion means that the people are still not so 

sure whether the SDF's participation in U.N. peace-keeping operation can be included in 

the trading-state strategy. 

The Northern Territories 

Then， what is Japanese pub!ic's attitude toward the Northern Territories? Is it 

coherent with their preference for the trading-state strategy? At first glance， the public's 

attitude toward tlie Soviet Union seems somewhat contradictory with their strong support 

for Japan's light armaments. Despite the advent of Gorbachev's“peace offensive，" 20 

percent of the people were worried that Japan might be attacked by the Soviet Union 

(Table 9). 62 percent of the people thought that the Soviet Union was a threat in 1990 

(Table 10). As Risse-Kappen shows， this ratio is exceptionally high among the four liberal 

democracies (the United States， France， West Germany， Japan) (Risse-Kappen， 1991 : 495). 

Also， 53 percent of the people believed that the Japanese government should seek the 

return of the four northern islands (Habomai， Shikotan， Kunashiri， and Etorofu) to Japan 

(Table 19). 

However， it should be noted that the Japanese people's attitude toward the 

negotiations on the territories with the Soviets was fairly f1exible at the same time. First 

of all， in April 1990， 56 percent of the people thought that the Soviet Union was becoming 

a more trustworthy nation than it had been in the past (Table 20). Only 26 percent of the 

people thought the issue of the return of the Northern Territories should be settled first 
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should pay more of the costs of keeping U.S. troops in Japan (Table 11). Responding to 

the people's frustrations， Koji Kakizawa， parliamentary vice-minister of foreign affairs， said 

in an interview that "If the U.S. pays less than 50-50， we Japanese will become the 

shareholder" (quoted in Johnson， 1992: 5). This statement reminds us of the historical fact 

that not a small number of Japanese felt humiliated by the fact that their country had 

foreign military bases in their own territory (Table 12; Aron， 1957: 249). 

Interestingly， according to a poll in 1988， while 8 percent of the Japanese people 

thought that the Treaty contributed to Japan's military defenses， 20 percent of the people 

thought that the Treaty was useful for the stability of U.S.-Japanese relations (Table 13). 

Also， in 1991. while 26 percent of the people said that the Treaty should continue to focus 

mainly on military aspects of the two countries' relations， 40 percent of the people said 

that it should focus not only on military but also economic and cultural aspects (Table 14). 

A 1992 poll shows that 29 percent of the Japanese surveyed thought that the role of U.S. 

troops in ]apan would decrease， while 48 percent thought it would remain the same (Table 

15). Even though ]apan's defense spending is around 1 percent of GNP， it has the third 

largest defense expenditures in the world. Taking the people's attitude toward ]apan's 

military spending into account， we can say that more and more people are wondering 

whether Japan can pursue the trading-state strategy without U.S. troops in its territory. 

The Persian Gulf Crisis 

The Gulf Crisis led the Japanese to face a serious strategic dilemma. On the one 

hand， ]apan's trading-state strategy has some idealistic basis. The Constitution states that 

“the ]apanese people forever renounce the use of force as a means of settling 

international disputes" (Artic1e 9). It may be true that .such a strategy， if adhered by all 

nations， could put an end to war" (Rosecrance， 1986: 139). It was natural for the ]apanese 

to believe that Japan should concentrate on non-military means to secure national goa1s 

during the crisis. However， on the other hand， it was also c1ear for the Japanese that “acts 

of aggression Iike the Iraqi invasion ought to be resisted" (Walzer， 1992: xvi). Masataka 

Kosaka， who had advocated a trading-state strategy as early as 1951. contended that ]apan 

should contribute to the U.N. Peace Keeping Forces to be responsible for global peace 

(Kosaka， 1992). 

1990 public polls show that 67 percent of the Japanese people thought that the SDF 

should not participate in U.N. peace-keeping operations， and that only 9 percent of the 

people thought that the SDF's participation is constitutional (Table 16， Table 17). Even 

when the Japanese government decided to send cash to the United States， public opinion 
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full-fledged miIitary power. Around 60 percent of the people think that Article 9 

(renunciation of the right of belligerency) should not be revised (Table 1). From 1981. to 

1985， only 4 to 12 percent of the people thought that defense spending should be more 

than 1 percent (Table 2). Moreover， even after defense spending was raised to 1.04 

percent in 1987， 67 percent of the people thought it was. excessive (Table 3). Public polls 

on the Self Defense Forces (SDF) have been consistent with those on defense spending. 

From 1968 to 1985， around 60 percent of ]apanese thought that the SDF should keep the 

same capabiIities. Interestingly， the number of people who think the SDF should be 

strengthened has dramatically decreased since 1987 (Table 4). 

Also， in contrast to the predictions of neorealist theory that ]apan will (and should) 

have nuclear weapons (Waltz， UCLA talk， November 30， 1989; Waltz， 1981)， public polls 

show the ]apanese people's strong rejection of nuclear weapons. Most ]apanese think that 

the experiences of the atomic bombing in Hiroshima and Nagasaki should not be forgotten 

(Table 5). Around 70 percent of the public surveyed believe that ]apan should not have 

nuclear weapons (Table 6). In addition to that， almost the same number support the 

government's "three non-nuclear principles" [Japan shall not manufacture， possess or 

introduce nuclear weapons] (Table 7). 

The U.S.-Japanese Seeurity Treaty 

The Security Treaty， along with Article 9 of the Constitution， has buUressed Japan's 

trading-state strategy institutionally. When the Cold War brought the Soviet threat to 

Japan， it had already renounced the right of belligerency. Shrewdly seeing that the Cold 

War made ]apan extremely valuable， Prime Minister Yoshida concluded a defense treaty 

which proscribed America's obligation to defend ]apan in exchange for permission to 

station U.S. troops in ]apan in 1952. These institutions have made it possible for ]apan to 

pursue the trading-state strategy. 

Public polls show that the number of people who favor the Security Treaty has been 

larger than the number opposed. Around 50 percent of the ]apanese people thought that 

the Treaty was useful in 1992. This rate is very close to those of 1967， 1978， and 1985 

(Table 8). Perhaps， this is partly because the public's threat perception regarding the 

Soviet Union has been constant since. the late 1960s， even after the end of the Cold War 

(Table 9， Table 10). 

However， on the other hand， public polls on the Security Treaty also show that the 

predictions of the late development theory that ]apan will be so called “normal" state 

certainly have some basis. 71 percent of the people disagree with the idea that ]apan 
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Western hemisphere. She depends upon open trading and commercial routes to produce 

entry for her goods" (Rosecrance， 1986:対).

However， there exists an important issue in Japanese foreign policy which seems to 

contradict Rosecrance's trading-state strategy: the Northern Territories issue. Since the 

end of World War n， the Japanese government has rejected negotiations on a peace treaty 

with the former Soviet Union and Russia， defining its national interest only in terms of 

territory. When President Gorbachev visited Japan in April 1991， Prime Minister Kaifu 

raised the territorial issue from the very beginning of the summit. Just like his 

predecessors， Kaifu repeated Japan's fundamental position: Without solving the Northern 

Territories problem， Japan cannot concIude a peace treaty or give a comprehensive 

economic aid package to the Soviet Union. Because of Japan's preoccupation with the 

territorial issue， this was the last summit between Japan and Russia. Since then， Russian 

President Boris Yeltsin has called off visits to Japan twice (in September 1992 and May 

1993). 

If Japan is pursuing a trading-state strategy， why does it stick to the territorial issue? 

Does Rosecrance's explanation lose its usefulness because of Japan's preoccupation with 

the territories? The purpose of this paper is to answer these questions by focusing on 

domestic public opinion and its impact. In doing so， 1 will attempt to test the hypothesis 

which Thomas Risse-Kappen formulated in his pioneering work on public opinion: 

domestic structures exist as intervening variables between public opinion and foreign policy 

decisions (Risse-Kappen， 1991). First， 1 will show that public opinion and domestic 

structures generally favor the trading-state strategy. Second， 1 will show that public 

attitude toward the Northern Territories issue is not as contradictory with the public's 

preference for the trading-state strategy as it may appear. Third， 1 will argue that Japan's 

rigid policy toward the Northern Territories is not consistent with the public opinion mainly 

because the Ministry of Finance (MOF) and Big Business， which prefer the trading-state 

strategy， have economic reasons to oppose a more flexible approach. 

I . Examinations of Public Opinion 

Military Spending 

Public opinion polls on military spending show the Japanese people's strong desire to 

follow Rosecrance's trading-state strategy. Despite the predictions of the “late 

development theory，" the Japanese people generally have littIe ambition to be a 
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The Trading-State Strategy 

and the Northern Territories: 

PubIic Opinion and 1 ts Impact 

Y oshihiko Nakamoto 

(Ph. D. in Progress， Graduate School of Interna-

tional Relations and Pacific Studies， University 

of California， San Diego) 

Introduction 

Does japan have a strategy toward the rest of the world? What does japan intend to 

do with the enormous economic financial leverage it wields today? Responding to these 

questions， Richard Rosecrance contends that japan is an example of a “trading state." 

While neorealists argue that states are compelled to be alike in the international anarchical 

realm (Waltz， 1919: 93-91)， Rosecrance attaches greater importance to the fact that japan 

has maintained an inconsistency in its status as an economic major power with Iimited 

military capabilities. He argues that japan chose to be a trading state because it learned 

"the huge cost of waging war" in the contemporary world and “the benefits of engaging 

in trade." According to him， japan has seen the the world quite differently from a 

nation-state that defines itself primarily in military and territorial terms (Rosecrance， 1986). 

While theorists of late development forcefully argue that japan will be independent 

from the United States and be “a full-f1edged major power" because of the structural 

differences between Anglo-American and late developer capitalism， japan's status as an 

economic overachiever， and the lack of the leadership to improve the U.S.-japanese 

relations in both countries (Johnson， 1992)， Rosecrance predicts:“Even if. at some distant 

future time， japan increased her defense expenditure to 2 percent of gross national 

product， she would not follow the United States and Soviet strategy in international 

politics or try to become the world's leading naval or military power. As a trading state it 

would not be her interest to guarantee military access to markets in Europe or the 
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日
本
の
対
ソ
外
交
ー
そ
の
歴
史
的
変
遺
|
」

*
張
玉
薄
(
位
)
「
清
末
中
国
人
留
日
学
生
に
つ
い
て
の
考
察
|
一
入
九
六

1

一
九
二
年
留
日
学
生
の
文
化
活
動
を
中
心
に
|
」

-184-

東
ア
ジ
ア

堀
憲
昭
(
邸
〉
「
中
華
人
民
共
和
国
と
国
際
連
合
」

川
和
田
暁
(
釘
)
「
陳
独
秀
研
究
」

大
島
正
(
伺
)
「
中
国
革
命
と
中
国
の
近
代
化
|
辛
亥
革
命
か
ら
毛
沢
東
戦

略
の
発
端
ま
で
|
」

*
富
田
(
旧
姓
上
原
〉
千
代
子
(
曲
)
「
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政
策
」

堀
内
文
知

(n〉
「
第
一
次
圏
内
革
命
戦
争
時
期
の
上
海
労
働
運
動
」

*
小
田
健

(η
〉
「
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
ソ
連
」

*
木
村
(
旧
姓
田
端
〉
悦
子
(
問
)
「
五

0
年
代
後
半
の
中
ソ
関
係
史
|
金
門
・

馬
祖
事
件
に
関
す
る
一
考
察

l
」

*
島
田
博
(
問
)
「
中
印
国
境
紛
争
と
ソ
連
の
ア
ジ
ア
政
策
」
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豆
島
野
口
出
回
包
括
z
n
v
T
E
gロ
叩
『
(
旧
名
演
口
一
枚
子
〉
(
問
〉
「
現
代
中
国
の

文
学
と
政
治
l
周
楊
批
判
を
め
ぐ
っ
て
|
」

*
井
尻
秀
憲
(
叫
〉
「
日
中
関
係
と
中
国
の

n
日
本
軍
国
主
義
M

像」

井
尻
秀
憲
(
叩
)
「
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
後
の
中
圏
内
政
と
外
国
勢
力

の
撤
退
|
一
九
四
八

1
一
九
四
九
年
を
中
心
と
し
て
」
(
修
論
)

川
副
泰
治
(
叫
〉
「
『
大
躍
進
』
運
動
の
発
足
と
挫
折
」

松
倉
恒
彰
(
叫
)
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
人
口
問
題
の
変
遷
」

*
名
越
健
郎
(
布
)
「
一
九
五

0
年
代
の
中
ソ
対
立
の
背
景
」

浜
本
良
一
(
布
)
「
中
国
文
化
大
革
命
」

姻
俊
雄
〈
花
)
「
香
港
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

近
藤
員
(
初
〉
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
と
中
間
|
大
固
と
少
数
民
族
」

*
貫
名
(
旧
姓
池
田
)
保
子
(
行
)
「
ア
メ
リ
カ
外
交
の
転
換
|
一
九
四
九
年
か

ら
五

O
年
に
お
け
る
中
国
政
策
の
様
相
|
」

花
津
(
旧
姓
小
泉
〉
聖
子
(
W
H

〉
「
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
中
国
近
代
女
性

像」

花
海
(
旧
姓
小
泉
〉
聖
子
(
創
)
「
中
国
の
社
会
主
義
建
設
と
官
僚
制
|
一
九

七
人

1
入

O
年
を
中
心
と
す
る
党
組
織
の
分
析
」
(
修
論
)

平
山
亮
(
作
〉
「
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
中
国
人
民
志
願
軍
」

水
谷
久
行
(
行
〉
「
涯
精
衛
政
権
に
み
る
健
儲
政
権
の
思
想
と
構
造
」

*
岩
城
宏
斗
司
(
惚
)
「
中
国
共
産
党
の
対
米
観
」

渋
谷
司
(
叩
〉
「
紅
衛
兵
資
料
と
文
化
大
革
命
|
農
工
業
製
作
過
程
に
み
ら

れ
る
文
革
の
起
源
l
」

渋
谷
司
(
制
)
「
『
中
国
的
世
界
秩
序
』
の
復
活
|
朝
鮮
戦
争
と
中
越
戦
争
の

比
較
研
究
|
」
(
修
論
〉

寺
谷
筋
力
旺
(
拘
〉
「
中
国
『
経
済
調
整
期
』
の
研
究
」

*
山
本
美
園
〈
m
m
〉
「
ゲ
ェ
ト
ナ
ム
・
中
国
関
係
史
|
対
立
の
原
点
一
九
六

一一一

5
一
九
六
九
|
」

秋
保
哲
(
剖
)
「
中
華
人
民
共
和
国
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
外
交

関
係
υ

大
国
と
小
国
の
外
交
関
係
の
歴
史
的
考
察
の
一
例
と
し

て」

山
口
通
喜
(
初
〉
「
中
国
社
会
主
義
建
設
と
『
過
渡
期
』
論
|
中
国
の
発
展
段

階
に
関
す
る
一
考
察
|
」

山
田
英
典

(ω)
「
中
国
の
経
済
発
展
と
『
自
力
更
生
』
」

中
林
(
旧
姓
石
山
〉
庸
子
(
創
)
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
と
中
国
|
新
中
国
成
立
か

ら
現
在
ま
で
|
」

中
林
(
旧
姓
石
山
〉
庸
子
(
倒
〉
「
チ
ベ
v
ト
解
放
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

(
修
論
〉

宮
本
明
彦
(
剖
〉
「
中
国
文
化
大
革
命
に
お
け
る
外
交
政
策
|
中
国
外
交
の

憂
欝
|
」

*
田
島
(
旧
姓
山
根
〉
典
子
(
創
〉
「
中
国
の
対
日
政
策
と
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ

l
シ
ョ
ン
」

大
崎
雄
二

(
m
M
)

「
中
国
の
対
朝
鮮
半
島
政
策
と
中
朝
関
係
」

吉
沢
(
旧
姓
太
田
)
美
紀
(
位
〉
「
周
恩
来
の
政
治
敵
対
度
に
関
す
る
一
考
察

ー
人
物
論
の
試
み
|
」

*
河
原
地
英
武
(
位
〉
「
ソ
連
の
極
東
政
策
|
一
九
四
五
年
1
一
九
五

O
年
|
」

*
河
原
地
英
武
(
筋
)
「
ソ
連
の
外
交
政
策
と
中
国
革
命
|
一
九
四
一
年

1
一

九
四
九
年
|
」

篠
崎
公
仁
子
(
胞
〉
「
中
国
の
対
外
経
済
政
策
」
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南
篠
(
旧
姓
富
田
)
さ
っ
き
(
回
)
「
中
国
の
平
和
五
原
則
外
交
」

小
松
立
夫
(
回
)
「
台
湾
に
お
け
る
政
治
的
民
主
化
」

*
望
月
克
哉
(
回
)
「
米
中
国
交
正
常
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
修
論
)

松
本
修
(
部
)
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
冷
戦
』
の
再
検
討
l
神
話
と
現
実
の
錯

綜」

馬
詰
裕
子
(
倒
)
「
中
国
の
政
治
と
大
衆
の
役
割
」

久
住
(
旧
姓
樫
原
〉
祥
子
(
制
的
〉
「
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
と
米
中
関
係
」

曾
根
康
雄
(
倒
〉
「
儒
教
的
倫
理
と
中
国
の
近
代
化
|
マ
ッ
ク
ス

H
ウ
ェ

l

パ
ー
を
手
掛
り
と
し
た
中
国
社
会
の
考
察
|
」

曾
根
康
雄
(
鉛
)
「
中
華
人
民
共
和
国
の
近
代
化
過
程
に
関
す
る
一
考
察
|

一
九
五

0
年
代
の
建
設
人
材
を
め
ぐ
る
葛
藤
|
」
(
修
論
)

高
木
俊
一
(
倒
)
「
中
国
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
に
お
け
る
大
衆
の
参

加」

沢
田
ゆ
か
り
(
筋
)
「
抗
日
戦
争
期
満
州
の
共
産
主
義
運
動
」
(
修
論
)

小
針
進
(
邸
)
「
現
代
中
国
に
お
け
る
朝
鮮
民
族
ー
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
国
際
環
境
|
」

佐
々
木
玉
緒
(
邸
)
「
台
湾
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会
的
変
動
と
台
湾
人
意

識」

諏
訪
一
幸
(
釘
)
「
毛
沢
東
モ
デ
ル
の
形
勢
と
崩
壊
|
人
民
公
社
の
研
究
|
」

*
陳
世
昌
(
お
)
「
目
撃
平
和
条
約
に
つ
い
て
」

森
哲
郎
(
筋
)
「
中
国
に
お
け
る
新
経
済
政
策
モ
デ
ル
の
形
勢
と
限
界
」

*
山
田
克
義
(
邸
)
「
モ
ン
ゴ
ル
問
題
に
み
る
中
ソ
関
係
史
一
一
九
一
一

1
一
九

四
六
」

中
島
知
恵
子
(
槌
)
「
近
代
化
理
論
と
中
国
史
研
究
」
〈
修
論
〉

富
津
田
達
也
(
邸
)
「
中
国
経
済
改
革
の
研
究
|
ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
仮
説

に
も
と
づ
く
分
析
|
」
(
修
論
)

*
許
亮
(
開
削
)
「
日
中
文
化
摩
擦
の
構
造
|
一
九
四
九
年
以
降
の
日
中
関
係
を

め
ぐ
っ
て
|
」
(
修
論
)

菊
池
吉
純
(
抑
制
〉
「
台
湾
の
経
済
発
展
|
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
求
め
て

正
田
(
旧
姓
畠
山
)
佐
与
(
釘
〉
「
香
港
中
国
人
と
そ
の
政
治
文
化
|
『
非
政

治
社
会
』
の
政
治
化
の
限
界
|
」

丸
山
朗
(
灯
)
「
『
未
完
の
革
命
』
と
し
て
の
人
民
中
国
l
政
治
と
革
命
の
あ

い
だ
|
」

桐
原
結
子
(
剖
)
「
モ
ン
ゴ
ル
牧
畜
業
|
三
つ
の
視
点
か
ら
|
」
(
修
論
)

猪
瀬
純
子
(
朗
)
「
民
族
問
題
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
|
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
つ

い
て
の
一
考
察
|
」

*
藤
井
伸
明
(
鉛
)
「
ア
ジ
ア
エ
ッ
ク
ス
の
台
頭
と
タ
イ
の
工
業
化
」

松
田
康
博
(
回
〉
「
中
華
民
国
技
術
官
僚
の
研
究
|
沈
宗
輸
の
事
例
|
」
(
修

論
)

石
崎
莱
生
(
鈎
)
「
客
家
と
中
国
の
草
命
」

江
崎
由
華
(
鈎
〉
「
中
国
の
労
働
問
題
」

甲
斐
柴
一
(
却
)
「
中
圏
外
交
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
」

神
崎
龍
志
(
鈎
〉
「
中
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ー
社
会
変
動
に
お
い

て
|
」

山
本
匠
(
鈎
〉
「
台
湾
に
お
け
る
政
治
発
展
|
民
主
化
の
諸
問
題
|
」

輿
相
一
郎
〈
叩
)
「
現
代
中
国
の
知
識
人
と
変
革
思
想
」
〈
修
論
〉

李
園
明

(ω
〉
「
過
渡
期
の
香
港
に
関
す
る
考
察
」
(
修
論
)
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瀬
尾
知
宏
(
叩
〉
「
中
国
政
治
体
制
改
革
試
論
」

砺
波
孝
裕

(ω
〉
「
中
台
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」

横
山
英
(
卯
〉
「
中
国
共
産
党
に
お
け
る
権
力
闘
争
と
劉
少
奇
路
線
」

吉
川
直
矢
〈
叩
〉
「
台
湾
人
意
識
の
形
成
|
社
会
変
動
と
国
民
形
成
|
」

深
町
英
夫
〈
引
)
「
〈
孫
文
革
命
〉
の
構
造

l
一
九
二
年
ま
で
の
宣
伝
と
動

員
」
(
修
論
〉

青
木
進
(
刑
制
〉
「
現
代
中
国
の
理
性
主
義
|
自
然
に
お
け
る
人
間
の
位
置
付

け
の
再
検
討
|
」
(
修
論
〉

*
歯
固
凌
雲
(
創
〉
「
近
代
日
本
と
日
・
中
・
露
コ

τ国
ー
一
九
世
紀
後
半
に
於

け
る
近
代
化
へ
の
諸
展
開
l
」
(
修
論
)

来
回
あ
づ
さ
(
飢
)
「
中
国
の
辺
境
民
族
問
題
|
中
ソ
の
接
点
・
新
彊
に
お

け
る
民
族
の
行
方
|
」

栗
林
佳
紀
(
引
〉
「
華
人
意
識
の
形
成
と
変
遷
」

小
林
厚
子
ハ
創
〉
「
毛
沢
東
時
代
に
お
け
る
大
衆
運
動
の
原
理
」

林
蔚
成
(
担
)
「
国
民
革
命
期
に
お
け
る
国
民
政
府
の
対
外
政
策
」
(
修
論
)

侯
曙
茜
(
位
)
「
中
国
に
お
け
る
近
代
教
育
へ
の
歩
み
|
一
九
世
紀
末
|
二

O
世
紀
初
頭
を
中
心
と
し
て
」
(
修
論
)

陳
恵
君
(
昭
)
「
清
代
末
期
に
お
け
る
台
湾
社
会
|
移
住
か
ら
定
住
へ
の
社

会
構
造
|
」
(
修
論
)

李
健
(
但
)
「
新
中
国
の
対
外
政
策
の
決
定
と
実
行
|
中
日
国
交
回
復
の
再

検
討
|
」
(
修
論
〉

安
藤
朋
子
(
回
)
「
対
国
連
政
策
に
み
る
中
国
外
交
政
策
の
推
移
1
『
主
要
敵

論
』
か
ら
『
国
際
新
秩
序
』
へ
の
歩
み
一
九
五
九
|
一
九
九

一1」

鈴
木
雄
土
(
M
M
)

「
現
代
中
国
と
科
学
技
術
|
中
国
の
科
学
技
術
と
『
持
続
可

能
な
発
展
』
」

高
橋
亜
紀
子
(
M
M
)

「
中
国
対
外
経
済
開
放
政
策
の
問
題
点
|
外
国
資
本
の

導
入
を
め
ぐ
っ
て
|
」

*
張
玉
捧
〈
M

M

〉
「
清
末
中
国
人
留
日
学
生
に
つ
い
て
の
考
察
|
一
入
九
六

1

一
九
二
年
留
日
学
生
の
文
化
活
動
を
中
心
に

l
」

*
プ
ル
ナ
・
ラ
タ
ナ
・
ザ
キ
ャ

(
m
U
)

「
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
考
察
」

藤
川
聡
子
(

m

出
〉
「
台
湾
経
済
を
担
う
諸
集
団
」

東
南
ア
ジ
ア

伴
喜
美
子
(
叫
〉
「
複
合
民
族
国
家
の
苦
悩
と
試
練
|
マ
レ
ー
シ
ア
五
・
一

三
暴
動
を
め
ぐ
っ
て
|
」

五
島
文
雄

(π)
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
外
交
政
策
と
そ
の
環
境

l
非
同
盟
運
動

へ
の
接
近
の
意
義

l
」

五
島
文
雄
(
剖
)
「
現
代
ヴ
a
ト
ナ
ム
の
政
治
過
程
l
『
レ
・
ズ
ア
ン
集
団
指

導
体
制
』
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
統
一
問
題
と
社
会
主
義
建
設
」

(
修
論
)

*
山
本
美
園
(
叩
〉
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
・
中
国
関
係
史
|
対
立
の
原
点
一
九
六

一一一

1
一
九
六
九
|
」

星
〈
旧
姓
横
山
)
佳
生
子

(m〉
「
マ
レ
ー
シ
ア
華
僑
の
研
究
|
華
僑
か
ら
華

人
へ
|
」

*
マ
リ
ア
・
ル
l
デ
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
(
旧
姓
デ
l
ピ
ス
)
(
剖
〉
「
A
S
E
A

N
に
対
す
る
日
本
の
経
済
援
助
」
(
修
論
)

*
ゴ
イ
・
ユ

1
ウ
ェ
ン
(
危
耀
祭
)
(
お
)
「
環
太
平
洋
連
帯
問
題
に
お
け
る
口

3 
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本
と
マ
レ
ー
シ
ア
|
太
平
洋
時
代
の
到
来
を
見
つ
め
て
|
」

南
(
旧
姓
五
十
嵐
)
い
ず
み
(
部
)
「
複
合
民
族
国
家
の
諸
問
題
|
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
華
人
社
会
|
」

名
木
山
清
(
総
〉
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
国
民
形
成
|
複
合
社
会
に
お
け
る
脱

植
民
地
化
の
プ
ロ
セ
ス
|
」

沼
野
由
行
(
釘
)
「
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
開
発
政
治
|
現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政

治
へ
の
一
考
察

l
」

*
藤
井
伸
明
(
邸
)
「
ア
ジ
ア
ニ
ッ
タ
ス
の
台
頭
と
タ
イ
の
工
業
化
」

相
川
清
彦
(
叩
)
「
マ
レ

l
系
国
家
に
お
け
る
華
人
と
国
民
統
合
問
題
」

*
白
石
淑
子
(
叩
)
「
タ
イ
に
お
け
る
日
本
の
開
発
援
助
」

南
波
聡
太

(ω
〉
「
タ
イ
に
お
け
る
経
済
開
発
と
社
会
構
造
」

倉
持
(
旧
姓
山
内
)
啓
子
(
則
)
「
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
開
発
政
策
と
ジ
ャ
ワ
文

化
」
(
修
論
〉

野
沢
康
二

(
m
出
〉
「
マ
レ
ー
シ
ア
の
民
族
と
種
族
」

*
大
森
千
草
(
m
出
)
「
ア
メ
リ
カ
の
ゲ
ェ
ト
ナ
ム
政
策
|
米
越
国
交
正
常
化
に

向
け
て
|
」

今
村
宣
勝
(
位
〉
「
ヴ
ィ

z
ト
ナ
ム
|
カ
ン
ボ
ジ
ア
民
族
関
係
の
歴
史
的
考

察」

南
ア
ジ
ア

石
井
直
木
(
館
山
〉
「
イ
ン
ド
木
綿
工
業
史
|
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る
そ
の

発
展
|
」

*
島
田
博
(
肉
〉
「
中
印
国
境
紛
争
と
ソ
速
の
ア
ジ
ア
政
策
」

高
松
〈
旧
姓
林
〉
み
ど
り
(
市
〉
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
指
導
と
州
再
編

4 

成
」
(
修
論
〉

伴
武
澄
(
市
)
「
イ
ン
ド
独
立
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
l
ス」

森
本
宗
則
(
剖
)
「
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
と
南
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」

安
部
正
道
(
例
)
「
パ
キ
ス
タ
ン
の
政
治
と
外
交
|
プ
ッ
ト
l
政
権
下
に
お

け
る
対
印
関
係
の
展
開
を
中
心
と
し
て

l
」

安
部
正
道
(
却
〉
「
『
南
ア
ジ
ア
地
域
協
力
連
合
』
に
関
す
る
一
考
察
」
(
修

論
)

中
村
麻
里
(
剖
)
「
イ
ン
ド
官
僚
制
」

*
プ
ル
ナ
・
ラ
タ
ナ
・
サ
キ
ャ
(
但
〉
「
ネ
パ

l
ル
・
チ
ベ
ヲ
ト
関
係
の
考
察
」

ア
フ
リ
カ

戸
張
昇
(
伺
〉
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
族
解
放
戦
線
の
思
想
に
お
け
る
『
独
立
』

の
問
題
」

*
高
橋
妙
子
(
符
)
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
」

生
井
敏
夫
(
飢
〉
「
チ
ャ
ド
共
和
国
|
内
戦
と
そ
の
国
際
環
境
|
」

小
松
原
茂
樹
(
朗
)
「
南
部
ア
フ
リ
カ
に
於
け
る
国
際
関
係
|
南
ア
と
地
域

紛
争
|
」

5 
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6 

ヨ
l
ロ
ヴ
パ

勝
茂
夫
〈
問
〉
「
西
ド
イ
ツ
の
東
方
政
策
|
現
実
主
義
外
交
の
理
論
と
成
果
」

遅
野
井
(
旧
姓
小
津
〉
茂
雄
(
叫
〉
「
F
・
フ
ラ
ン
コ
の
対
外
政
策
と
国
際
関

係
ー
一
九
三
九
・
九
1
一
九
四
コ
了
一

O
」

渡
部
厚
(
花
〉
「
ド
・
ゴ

l
ル
と
フ
ラ
ン
ス
戦
略
論
」

伊
藤
努
(
町
内
)
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
条
約
を
め
ぐ
っ
て
」
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*
高
橋
妙
子
(
祁
)
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
」

牟
田
淳
一
〈
拘
〉
「
ベ
ル
リ
ン
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
の
変
化
」

渡
辺
啓
貴
(
行
〉
「
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
」

渡
辺
啓
貴
(
拘
〉
「
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
お
け
る
『
宥

和
』
の
問
題
」
(
修
論
〉

大
山
(
旧
姓
大
和
田
)
玲
子
(
怜
〉
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
の
展
開
と
史
的

考
察
|
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
み
る
勢
力
均
衡
|
」

大
山
(
旧
姓
大
和
田
〉
玲
子
(
時
)
「
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
『
文
学
論
』
」
(
修

論〉

織
朱
美
(
m
M
V

「
東
西
ド
イ
ツ
分
断
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
冷
戦
」

松
本
達
也
(
倒
〉
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
形
成
過
程
l
ポ
ン
ピ
ド
l
政
権
に
お

け
る
対
E
E
C政
策
の
分
析
|
」

松
本
達
也
(
貯
〉
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度

l
ポ
ン
ピ
ド
l
政

権
下
に
お
け
る
大
統
領
と
首
相
と
の
役
割
分
担
|
」
(
修
論
)

国
原
法
昭
(
筋
)
「
N
A
T
O
と
フ
ラ
ン
ス
ー
そ
の
核
政
策
を
中
心
と
し
て
」

畠
山
(
旧
姓
野
際
)
行
子
(
お
)
「
古
典
外
交
の
現
代
に
お
け
る
反
映
l
ド
・

ゴ
ー
ル
の
外
交
政
策
と
そ
の
意
義
|
」

岩
崎
(
旧
姓
矢
野
)
久
美
子
(
船
)
「
東
西
ド
イ
ツ
の
亡
命
問
題
l
東
独
か
ら

の
避
難
民
に
対
す
る
西
独
の
受
け
入
れ
体
制
|
」

岩
崎
〈
旧
姓
矢
野
〉
久
美
子
(
叩
〉
「
尊
厳
の
救
済
|
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

の
語
り
手
ハ
ン
ナ
・
ア
l
レ
ン
ト
|
」
(
修
論
〉

竹
内
(
旧
姓
重
松
)
久
仁
子
(
鉛
)
「
西
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
政
策
|
再
軍
備

か
ら
N
A
T
O
二
重
決
定
ま
で
」

森
(
旧
姓
中
山
)
佳
子
(
邸
)
「
東
欧
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

民
民
主
主
義
の
成
立
に
則
し
て
|
」

*
大
場
玲
子

(
m
叩
〉
「
米
仏
外
交
抗
争
の
構
図
|
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危

機
と
そ
の
再
生

l
」

高
坂
哲
郎
(
鈎
)
「
東
欧
の
政
治
構
造
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
多
元
化
の

分
析
|
」

高
木
里
絵
(
卸
)
「
ブ
ラ
ン
コ
後
ス
ペ
イ
ン
の
外
交
政
策
|
民
主
化
と

E
C

加
盟
|
」

高
橋
英
理
(
鈎
)
「
植
民
地
政
策
に
み
る
現
代
ポ
ル
ト
ガ
ル
」

細
野
桂
司
〈

ω〉
「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
の
政
治
文
化
と
政
治
過
程
」

四
ッ
谷
知
昭
(
鈎
〉
「
国
民
国
家
の
変
容
|
ナ
シ
g

ナ
リ
ズ
ム
の
変
質
と
ド

イ
ツ
の
国
民
状
況
|
」

湯
口
(
旧
姓
小
野
)
雅
子
(
叩
〉
「
社
会
民
主
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
」

加
藤
佳
子
(
叩
〉
「
ド
イ
ツ
再
統
一
問
題
の
歴
史
的
背
景
」

高
橋
真
美
(
釦
〉
「
外
国
人
労
働
者
と
国
民
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
変
容
」

立
野
由
紀
〈
叩
)
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
経
済
改
革
の
過
程
」

夏
山
貞
夫
(
叩
)
「
E
C統
合
と
フ
ラ
ン
ス
の
地
域
運
動
」

永
井
喜
子
(
伺
)
「
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
」

*
青
木
裕
子
(
別
〉
「
ア
メ
リ
カ
の
『
覇
権
』
と
ド
・
ゴ
ー
ル
の
挑
戦
」

延
増
崇
子
(
則
〉
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
お
け
る
ド
H
ゴ
l
ル
主
義
の
展
開

1

フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
と
の
接
点
と
矛
盾
|
」

坂
井
一
成
(
凱
)
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
変
容
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
ー

『
単
一
不
可
分
の
共
和
国
』
の
中
で
|
」

佐
藤
章
子
(
別
〉
「
E
C統
合
の
歴
史
的
背
景
」

関
戸
克
徳
(
m
む
「
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
決
定
要
因
」
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杉
本
哲
也
(
則
)
「
E
C
市
場
統
合
」

旧
ソ
連

長
谷
川
哲
也
(
随
〉
「
民
族
理
論
と
ソ
連
の
民
族
政
策
」

島
田
孝
夫
(
伺
)
「
レ

l
ニ
ン
と
第
一
次
世
界
大
戦
」

*
小
田
健

(η)
「
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
ソ
連
」

*
木
村
(
旧
姓
田
端
)
悦
子
(
間
)
「
五

0
年
代
後
半
の
中
ソ
関
係
史
|
金
門
・

馬
祖
事
件
に
関
す
る
一
考
察
」

*
島
田
博
(
時
〉
「
中
印
国
境
紛
争
と
ソ
連
の
ア
ジ
ア
政
策
」

*
名
越
健
郎
(
祁
)
「
一
九
五

0
年
代
の
中
ソ
対
立
の
背
景
」

森
本
敏
宏
(
市
)
「
ソ
連
の
ア
ジ
ア
政
策
|
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
外
交
政
策
の
戦

略
と
戦
術
|
」

*
木
村
卓
司

(ω
〉
「
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
の
再
考
察
ー
そ
の
西
半
球

問
題
と
し
て
の
意
義
|
」
(
修
論
〉

*
河
原
地
英
武
(
m
M
)

「
ソ
連
の
極
東
政
策
|
一
九
四
五
年

1
一
九
五

O
年
|
」

*
河
原
地
英
武
(
筋
〉
「
ソ
連
の
外
交
政
策
と
中
国
革
命
l
一
九
四
一
年

1
一

九
四
九
年
|
」

西
山
昌
利
(
幻
〉
「
ソ
速
の
軍
事
戦
略
と
軍
事
管
理
」

裁
芳
久
(
剖
)
「
平
和
共
存
の
底
流
|
ソ
連
邦
に
お
け
る
平
和
共
存
意
識
と

そ
の
変
遷
|
」

帯
谷
知
可
(
邸
〉
「
パ
ス
マ
チ
運
動
に
お
け
る
ソ
連
の
民
族
運
動
|
革
命
期

中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
独
立
の
錐
折
|
」

*
山
田
克
義
(
釘
)
「
モ
ン
ゴ
ル
問
題
に
み
る
中
ソ
関
係
史
一
一
九
一
一

s
一
九

四
六
」

7 

*
永
沼
千
枝
(
開
削
)
「
国
際
政
治
に
お
け
る
大
固
と
小
国
|
小
国
に
翻
弄
さ
れ

る
米
ソ
超
大
国
l
」

古
都
重
忠
(
総
)
「
社
会
主
義
の
再
検
討
|
ソ
連
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
批

判
的
考
察
|
」

市
川
由
美
子
〈
却
)
「
ソ
連
に
お
け
る
集
権
制
か
ら
分
権
制
へ
の
移
行
|
一

九
六
五
年
以
降
の
経
済
改
革
を
め
ぐ
っ
て
|
」

*
曹
凌
雲
〈
別
)
「
近
代
日
本
と
日
・
中
・
露
一
一
一
ヶ
国
|
一
九
世
紀
後
半
に
於

け
る
近
代
化
へ
の
諸
展
開
|
」
(
修
論
)

*
佐
々
木
重
人
(
剖
)
「
日
本
の
対
ソ
外
交
ー
そ
の
歴
史
的
変
遷
|
」

吉
田
久
美
子
(
則
〉
「
経
済
援
助
と
ソ
連
」

作
元
理
江
(
但
〉
「
ソ
連
と
中
央
ア
ジ
ア
」

北
ア
メ
リ
カ

*
富
田
(
旧
姓
上
原
〉
千
代
子
〈
伺
)
「
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政
策
」

前
沢
博
一
(
花
〉
「
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
ザ
イ
ル
危
機
|
ア
メ
リ
カ
外
交
政
策
決

定
過
程
に
お
け
る
考
察
」

沢
井
渉
(
布
)
・
4
『

a
R阿
世

Z
S
ι
H
J
g広
g
E
-
2
4
4
2・句

*
貫
名
(
旧
姓
池
田
〉
保
子
(
W
H
)

「
ア
メ
リ
カ
外
交
の
転
換
l
一
九
四
九
年
か

ら
五

O
年
に
お
け
る
中
国
政
策
の
様
相
|
」

*
岩
城
宏
斗
司
(
刊
悶
〉
「
中
国
共
産
党
の
対
米
観
」

杉
田
明
(
花
〉
「
戦
後
ア
メ
リ
カ
戦
略
思
想
の
変
遷
」

小
西
克
哉
(
刊
同
〉
駒
〉

s
g
w
g
開
H
F
邑

n-qgaMMロ
E
H
W
色

n
v
g同町一

R
J
門
町
冊
。
『
U
『
曲
ロ
円
同
開

H
U巾
ユ
冊
目

n申
.f
・

*
木
村
卓
司
(
鈎
〉
「
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
ザ
イ
ル
危
機
の
再
考
察
ー
そ
の
西
半
球

-190ー
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問
題
と
し
て
の
意
義
l
」
(
修
論
)

宮
(
旧
姓
合
士
山
)
美
和
子
(
創
)
「
日
米
関
係
の
ギ
ャ
ッ
プ
|
相
互
理
解
に
お

け
る
諸
問
題
|
」

*
望
月
克
哉
(
幻
)
「
米
中
国
交
正
常
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
〈
修
論
〉

久
住
祥
子
〈
倒
)
「
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
と
米
中
関
係
」

*
村
上
勇
介
(
邸
)
「
現
代
メ
キ
シ
コ
の
対
合
衆
国
関
係
」

*
永
沼
千
枝
(
例
制
)
「
国
際
政
治
に
お
け
る
大
固
と
小
国
|
小
固
に
翻
弄
さ
れ

る
米
ソ
超
大
国
|
」

石
原
由
起
江
(
鈎
)
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
系
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

の
分
析
」

*
大
場
玲
子
(
鈎
)
「
米
仏
外
交
抗
争
の
構
図
|
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危

機
と
そ
の
再
生
|
」

斎
藤
奈
緒
美

(ω)
「
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
特
異
性
ー
そ
の
現
代
的
位
相
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*
青
木
裕
子
(
則
)
「
ア
メ
リ
カ
の
『
覇
権
』
と
ド
・
ゴ

l
ル
の
挑
戦
」

正
鉢
朝
香
(
別
)
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・
E
・
-
E
・
E
・
-
-
i
z
i
-
-
z
l
i
t
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-
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:
i
z
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i
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-
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岩
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司
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・
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史
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ま
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-
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-
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i
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i
-
-
i
i
i
i
z
-
-
・
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2
・
・
・
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信
2
2
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岨

A
'
'
a
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d
y
-
-

ス
ト
V

祉
会
主
峰
@
耳
掻
尉
i
-
E
・
E
・
-
-
i
i
i
z
-
-
E
l
i
z
-
-
-
z
i
-
-
E
-
t
i
l
i
-
-
i
z
i
l
i
-
-
f
i
z
z
-
-
z
i
-
-
古
邸
重
忠
z
・
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ー
ソ
連
祉
会
主
畿
に
つ
い
て
由
批
判
制
考
察
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車
欧
由
ナ
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・ナ凶
V
4
A

ム
と
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告
主
a
z
i
-
-
t
i
l
i
-
-
z
z
i
-
-
-
-
i
-
z
i
g
-
-
z
-
-
i
E
i
-
-
・
中
山
佳
子
i
i
曲

ー
ポ
'
ラ
ン
ド
人
民
民
主
主
a
@
成
立
に
即
し
て
i

八
割
誕
J
1
a
r
V

現
代
メ
キ
シ
ヨ
申
政
治
的
会
磁
強
寄
車
め
で
-
-
z
i
-
-
-
-
i
・
1
・
i
z
-
-
t
s
i
g
i
l
-
z
-
i
・
・
・
2
・
・
i
村
上
国
舟
・
i
η

-
辛
畠

FJ考
書
I

A
梅
舛
体
峨
a
v

レ
パ
ノ
シ
擁
行
記
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申
車
切
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へ
由
招
待
・
i
l
i
-
-
i
i
z
i
l
-
-
i
i
i
i
-
E
・
E
-
g
i
-
s
i
t
z
-
-
f
金
沢
橋
明
2
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・
曲

車
菌
ヨ
E
ロ
ヲ
バ
岳
比
依
す
畠
・
:
・
z
i
l
i
-
-
i
-
i
・
i
・
i
i
-
-
i
-
z
i
-
-
-
z
i
-
-
i
-
E
・
I
・
-
-
高
綱
高
鍵
i
・
・
圃

』
申
喝
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
館
三
国
海
外
碗
樟
線
行
繍
曽
I

研
究
量
だ
よ
り
i
i
l
i
t
i
-
-
-
i
i
i
i
i
z
-
-
-
z
i
-
-
-
i
z
-
-
z
i
i
i
i
i
z
i
g
-
2
2
2
:
-
Z
E
・
I
・
-
-
i
-
z
i
-
-
1
2
3
i
z
-
-
z
m

「
申
崎
ゼ
ミ
回
全
』
申
ぺ
1
9
i
j
i
g
-
-
i
E
l
i
-
-
-
-
i
i
l
i
-
-
-
i
-
-
-
Z
E
-
-
m

鋪
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量
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i

i

i

i

i
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i
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-

i

l

i

-

-
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-
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-

i
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-
-
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第

八
場
面
嘗
V

時
代
由
圃
世
紀
的
転
a
e
u
か
で
:
s
i
t
-
-
-
z
i
l
-
-
-
-
3
i
-
-
-
t
i
t
i
-
-
i
i
z
-
-
-
Z
E
E
・
E
・
-
E
・
E
・
-
-
-
一
中
蝿
幽
恒
雄
・
・
i
a

・

ー
『
歴
史
と
未
来
』
第
十
八
骨
骨
討
に
あ
た
弔
て
1

八
情
的
4
Y
タ
ず
畠

I
V

西
洋
史
研
究
六
十
年
i
z
-
-
Z
E
E
l
i
z
-
-
Z
E
l
i
z
-
-
z
z
t
i
t
i
l
-
-
i
i
-
E
l
i
z
-
-
z
i
z
-
-
i
z
-
-
E
・
g
・
-
-
掠
信
武
郎
i
i
s

〈
特
集
・
ヨ
ー
ロ
ヲ
パ
吾
債
匠
ず
る

V

射
し
い
犠
市
町
由
纏
需
と
『
ヨ
1
ロ
ヲ
パ
s
m」

z
i
-
-
i
i
z
-
-
-
i
l
i
-
-
z
a
-
-
t
i
l
i
-
-
Z
Z
E
・
E
・
-
-
-
E
・
E
・
-
2
E
・
E
・
-
a
週
啓
食
z
M

E
C
へ
由
*
心
力
高
重
り
.
桂
適
す
る
申
取
復
活
諭
2
-
2
・
・
i
2
t
i
-
-
:
・
・
・
2
伊
轟
努
i
z
m

l
a
禽
鍵
〈
a
e
ス

b
捨
喰
時
代
由
欧
州
街
橡
序
栂
鍍
l

袷
職
後
@
ヨ
1
ロ
ヲ
パ
-
z
i
l
i
-
-
i
E
・
E
・
-
E
・
E
・
-
-
2
z
i
-
-
t
i
z
-
-
i
z
z
富
島
書
。
国
S
E
a
E
E
l
E
S
Z吋

E・E・-揖

l
覇
，
か
濁
盟
か
'
ー

ヨ
1
ロ
ヲ
パ
と
イ
ギ
リ
ス
z
i
-
-
i
z
a
i
-
-
2
i
z
-
-
2
2
・
・
2
・
2
2
-
E
E
-
-
z
i
-
-
i
i
i
i
i
z
-
-
-
E
・
E
・
-
-
E
i
-
-
i
小
絵
原
茂
樹
・
i
岨

ー
歴
史
的
榎
点
守
b
申
-
安
蘇
l

ゴ
ル
バ
チ
a
フ
と
殴
州
2
・
2
2
・
i
z
-
-
l
i
z
-
-
-
-
i
z
-
-
2
i
z
-
-
-
-
l
i
z
-
-
-
i
i
i
-
z
i
-
-
-
i
i
-
g
i
z
-
-
-
i
・

4
錨
健
郎
6
1
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〈
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典
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E
-
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・
カ
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り
E
・
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・
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-
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z
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-
i
・
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・
-
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E
-
-
2
2
i
z
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z
-
-
-
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A
e
'
a
グ
イ
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過
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t
i
-
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・
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樹
E
・
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・
-
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革
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蹟
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・
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-
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s
i
z
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-
i
z
i
-
-
・
:
:
i
l
j
i
l
-
-
-
-
-
-
z
z
z
:
i
i
語
尾
知
宏
:
:
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研
究

J
o
b
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域
研
究
へ
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プ
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チ
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-
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:
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・
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近
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-
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・
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・
-
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l
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-
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崇
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ゼ
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e
v

*
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ユ
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-
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:
i
-
-
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-
-
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・
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・
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恩
2
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2
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-
t
i
z
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-
i
l
i
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-
2
2
2
-
i
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z
-
-
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l
i
z
-
-
-
-
i
l
i
l
i
-
-
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・
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崎
和
鍵
・
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ぃ
τ
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i
t
z
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-
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-
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-
-
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i
l
t
-
-
-
-
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t
-
-
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i
i
i
E
・
E
・
-
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i
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・
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・
-
i
l
i
-
-
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・
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・
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・
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・
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・
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ス
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《
旧
西
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ツ
》
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*
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三
六
圏
中
国
・
車
ア
ジ
ア
お
よ
び
国
際
関
係
ヨ
ロ
キ
ア
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よ
り

体
属
的
中
国
墾
閉
経
済
晦
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i
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i
i
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特
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指
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と
調
状
を
中
心
と
し
て
l

J¥ 

号
円
九
一
年
一
二
月
)

掴

俊

a

i

旧

!
:
・
・
i
・
:
i
l
i
l
i
-
-
t
E
・
E
-
歳
暮

司

121 

信
郎
j
-
-
m

中
嶋
出
制
緩
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
二
五
周
年
記
念
特
別
地
刊
号
(
九
一
年
一
二
月
〉

ま
え
が
量
-
g
i
t
-
-
l
i
a
i
-
-
目
i
l
-
-
-
i
l
i
-
-
i
z
-
-
E
E
・
E
・
-
i
i
i
-
i
'
i
'
a
:
z
i
-
-
-
中
嶋
楓
雄

l
a
露
見
.
申
E
L
』
発
刊
に
あ
た
A
V

て

l

車
南
ア
ジ
7
鯖
居
申
国
民
影
成
を
b
f
q
て
・
・
i
s
i
l
i
-
-
i
z
-
-
-
j
一
岩
岡
鹿
拾
策
車
工
車
文
学
敏
8
2
1
・
:

ー
ギ
プ
・

7
y
ド

・

テ

イ

タ

申

笹

方

自

停

車

l

《

第

三

号

.

-

九

七

五

年

十

月

、

特

別

帯

損

】

中
園
田
型
館
四

O
年
由
回
顧
2
・
3
2
E
・
E
・
-
-
i
l
i
-
-
-
i
l
i
s
t
-
-
1
今
樹
健
二
《
広
島
女
子
大
学
学
轟
】
・
z
i
Z
2
9

《
篇
E
号
.
一
九
七
八
年
九
月
.
特
別
曹
稿
】

毘
議
笠
ハ
+
牢
-
E
l
s
i
-
-
-
E
z
-
-
-
i
:
・
z
i
i
z
-
-
岡
正
雄
内
恩
際
λ
刻
字
昆
巌
学
通
告
岳
名
替
告
8
2
2
・
阻

内
第
六
号
.
一
九
七
九
年
十
一
月
.
特
駒
寄
積
】

野
茸
M
昨
丞
=
+
牢
5
2
Z
2
・
目
・
i
l
i
-
-
-
j
i
-
-
j
-
羽
生
三
七

2寄
島
健
鼠
g
i
-
-
-
l
i
l
i
-
-
j
i
-
-
m

l
a
後
岡
本
鼻
突
に
鵠
b
，

τ

l

内

第

七

号

.

一

九

八

O
年
+
ニ
旦
僻
別
智
@

英
居
室
ハ

O
年
i
i
z
i
l
-
-
E
・
E
・
-
E
z
-
-
i
j
i
t
-
-
j
i
-
-
-
一
小
川
芳
現
憲
政
外
国
語
文
学
日
一
事
g
i
-
-
t
i
l
i
-
-
m

《
節
八
・
九
唖
.
一
九
岳
率
九
旦
特
別
寄
@

現
代
史
研
究
五
十
年
・
・
-
i
j
i
t
-
-
-
i
l
i
t
a
i
-
z
紅
白
幹
邸
内
車
京
事
事
替
教
穆
-
i
i
g
i
z
-
-
j
i
-
-
-鈎

ー
歴
史
に
お
砂
る
，
主
体
性
'
@
開
園
を
め
寸
，
τ
l
s
m
+
奇
.
一
・
九
八
三
年
九
月
.
輔
副
唖
積
u

宵
陪
牢
五
干
年
・
j
i
-
l
i
z
-
-
i
z
a
i
-
-
i
z
-
-
i
纏
車
庫
元
【
車
車
鼻
園
語
文
字
名
脅
教
鍾
γ
i
i
i
唱

l
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
週
匡
て
@
国
車
・
昆
旗
・
宮
踊
を
め
ぐ
る
締
岡
踊
{

向
第
+
一
号
.
-
・
九
八
四
年
十
二
月
.
特
別
イ
ン
タ
ピ
晶
'
》

中
国
錨
研
究
六
十
年
i
i
i
i
i
l
l
i
t
-
-
i
i
j
i
t
-
-
-
a
ケ
証
指
先
用
車
車
外
国
踊
文
学
者
普
敏
侵
・
元
母
車
j
z騎

l
a
@
事
ん
だ
半
生
1

《
節
+
二
号
.
一
九
八
五
年
十

-Rt
曽
刷
嘗
積
回

共
鹿
主
砲
研
品
目
瓦
十
五
年
l
i
-
-
-
z
i
i
z
-
-
2
i
i
・
積
木
正
道
内
青
山
学
院
大
学
融
8
・
1
:
目
a
a
-
-
i
z
副

向
車
+
三
号
.
一
九
八
六
年
士
一
月
.
特
別
イ
ン
タ
ピ
a
l
v

社
脅
牢
続
完
六
十
骨
i
i
・
・
:
・
i
:
j
i
g
i
z
-
-
i
清
水
島
志
郎
【
枇
脅
学
費
v
i
t
z
i
i
i
i
国

向
第
十
四
号
.
一
九
八
七
年
十
二
月
.
特
別
イ
ン
タ
ピ
品
。
】

山
と
哲
学
六
十
年
z
z
i
g
-
-
i
t
-
-
-
-
2
:
:
i
z
i
:
串
岡
孫
一
向
哲
空
者
V
i
i
-
-
-
i
i
i
i
z
i
-
-
-
帽

内
第
十
五
号
.
一
九
八
九
単
二
月
.
特
別
イ
シ
タ
ピ
畠
l
v

生
涯
を
E
ど
も
と
平
和
に
;
:
・
・
・
・
・
・
i
・
i
鈴
本
倒
二
才
能
敏
宵
研
究
会
金
g
t
i
-
-
i
E
E
i
z
-
-
臨

ー
グ
7
イ
オ
リ
y
と
鈴
木
d
p
y
，
F
I

内
館
十
六
号
.
-
九
九

O
隼
二
月
.
晶
判
的
刷
イ
ン
タ
ピ
デ
l
v

-
平
和
申
代
償
'
か
ら
四
半
世
紀
i
i
・
-
-
i
-
-
-
i
・
・
・
永
井
陽
之
助
【
宵
山
学
院
大
学
敏
銀
v
・
a
・
E
・
E
・
-
-
-
-
i
z
-
-
-
E
・
E
・
-
:
副

I
，
目
本
鼻
去
に
お
妙
晶
拘
斑
と
週
択
'
を
め

e，
て
l
門
事
十
七
号
、
一
九
九
一
年
二
月
.
特
別
イ
シ
タ
ピ
a
l
v

西
洋
史
研
誕
六
+
牢
i
i
・
・
i
i
・
i
l
i
-
-
-
-
g
i
z
-
-
2
i
E
・
E
・
-
z
i
体
健
太
郎
円
車
京
大
学
名
書
敏
健
二
見
書
噂
院
鴎
E
V
・
剛

内
第
十
八
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.
一
九
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一
年
十
二
月
.
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目
別
イ
シ
タ
ピ
a
B
》
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八
畢
蘭
曹
V

『
国
際
蜘
樺
蹟
』
を
劃
筆
し
て
-
B
i
l
l
i
-
-
-
f
i
l
i
-
-
-
-
j
i
t
i
t
i
-
-
-
i
z
i
i
i
-
i
i
中
崎
楓
雄
E
i
-
-
4

l
B
奮
h
b
畢
車
』
第
十
九
号
刊
行
に
あ
た
Z
L
l

A輔
嫡
イ
ン
タ
ピ
a
・
1
V

7
d
p
o
カ
置
冒
誕
亙
+
年
・
i
l
i
-
-
-
E
・
E
・
E
・
-
-
i
i
t
i
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-
-
i
・
1
・
E
l
i
t
-
-
i
z
-
-
-
z
i
-
-
-
-
一
葺
a
m
i
-
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-
e

〈
特
畠
・
国
障
社
Z
E
に
お
M
W
畢
卦
晶
苦
統
合
V
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日
本
経
樹
園
鶴
組
と
日
本
串
役
割
z
i
-
-
z
-
-
-
l
i
z
-
-
i
-
z
i
-
-
-
i
z
-
-
E
z
-
-
:
:
・
z
a
l
i
z
-
-
・
甲
聾
鋳
-
i
i
n

l
《
日
本
興
繋
館
行
・
河
上
記
念
財
団
主
傭
第
三
十
三
回
観
賞
語
文
鑑
務
鶴
岡
第
三
帯
賞
論
文
V
l

「
不
良
不
き
申
告
掲
i
・
・
i
z
-
-
・
3
2
・
j
j
i
E
t
i
-
-
-
-
t
i
t
i
-
-
Z
E
-
-
式
崎
雄
二
2
2剖

l
申
固
定
闘
と
世
情
『
組
立
」
へ
申
凪
留
l

旧
ソ
週
中
央
ア
ジ
ア
t
i
i
i
l
i
-
-
Z
E
-
-
1
f
i
z
z
-
-
z
i
z
-
t
i
t
i
-
-
:
j
i
-
-
-
i
i
l
i
-
-
z
i
-
-
帯
荏
知
可
:
i岨

上
厨
t
u
地
域
間
関
暢
幸
車
め
て
l

イ
ン

w・
申
?
n
h
六
年
州
再
鍋
底
-
g
i
t
-
-
-
2
・
2
s
i
z
-
-
i
t
i
z
-
-
-
z
i
-
-
i
z
-
-
E
・
E
・
-
-
i
l
i
-
-
E
高
松
み
ど
り
・
・
3
町

ー
官
踊
別
州
再
編
成
奇
め

f
-
て
ー

ラ
テ
シ
7
d
'
'
掬
に
お
砂
畠
統
合
と
解
体
Z
E
-
-
E
t
i
-
-
3
z
i
-
-
-
-
E
z
-
-
s
i
z
-
-
-
E
・
E
・
2
3
E
・
g
・
-
・
轟
野
井
捜
纏
i
i四

八
事
蛤
グ
4
9
晶
ス
ト
V

-
申
闘
申
週
属
民
康
問
題
-
E
・
E
・
-
-
i
i
z
-
-
-
-
2
i
i
-
z
i
-
-
-
-
S
E
i
z
-
-
i
i
z
-
-
2
2
:
・
i
:
i
E
・
E
・
-
-
z
i
-
-
車
田
晶
づ
事
i
・
帽

l
中
ソ
申
健
点
・
続
薗
に
お
貯
畠
昆
飯
由
行
方
1

a
t
ロ
ヲ
バ
統
合
に
お
砂
畠
ド
曲
ゴ
ー
ル
主
義
由
民
側
i
s
・
l
・
-
-
z
i
-
-
-
s
i
i
l
i
-
-
z
z
i
l
-
-
-
-
z
i
-
-
-
鍾
増
岨
晴
子
・
2
2
・
圃

現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
申
鹿
容
と
エ
ス
品
シ
テ
4
t
i
-
-
-
-
-
2
・
E
・
g
-
i
z
z
i
i
・
i
z
-
-
-
坂
井
-
a
i
-
-
圃

ー
「
幽
主
不
可
骨
申
共
和
国
」
由
中
で
l

カ
ナ
ダ
申
書
量
花
主
畢
説
績
と
「
ケ
ベ
ヲ
タ
岡
国
』
・
-
i
l
i
l
i
-
-
g
i
z
-
-
i
・
1
・
-
z
i
-
-
-
-
正
跡
朝
骨
・
・
i脚

八
檀
崎
レ
ピ
a
t
V

〈
孫
宜
革
命
V
哩
調
車
・
i
z
-
-
f
i
l
i
-
-
i
z
-
-
-
-
f
i
z
-
-
E
l
i
g
i
-
-
z
i
l
i
-
-
-
i
z
z
i
探
町
葺
尭
i
即

l
-
九
-
一
年
吉
で
由
宣
伝
ル
動
員
l

現
代
中
園
由
理
性
主
畿
・
2
・
・
2
・
z
i
i
i
i
・
:
:
:
2
:
・
2
1
・
i
t
-
-
-
i
-
-
E
・
E
・
-
-
青
木
通
-
Z
E
-
-悶

l
白
舗
に
指
砂
る
人
岡
由
位
置
づ
砂
由
再
検
討
l

置
代
世
界
一
と
目
.
申
.
璽
ユ
ヶ
国
・
i
l
i
-
-
-
i
z
-
-
-
z
l
i
l
i
-
-
:
Z
E
E
-
-
-
2
2
z
i
-
-
-
曹
漉
雲
t胤

!
?
九
世
紀
観
平
に
お
砂
る
近
代
化
へ
申
舗
風
岡
l

〈
地
域
研
究
へ
申
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
申
九
V

学
聞
と
し
て
申
抽
埠
冊
究
・
i
z
i
l
-
-
i
l
i
-
-
-
-
z
i
-
-
-
2
i
z
i
-
-
i
i
:
l
i
t
i
-
-
i
林
厳
成
i
i問

地
揖
碕
露
骨
方
佳
m
z
h
時
に
:
:
i
i
i
Z
E
z
-
-
Z
Z
E
z
-
-
z
:
z
i
i
i
i
z
-
-
呉
昌
花
i
i国

〈

曹

静

V

麓
辺
書
質
審
『
g
ヲ
テ
ラ
シ
時
代
申
フ
ラ
ン
ス
』
宙
奮
闘
.
-
九
九
一
年
γ
z
i
f
-
-
i
i
i
i
i
絵
本
通
事
z
a
-
-
m

井
風
骨
噂
曹
司
書
円
γ
メ
リ
a
M
知
織
人
と
申
固

1
知
と
情
念
由
フ
ロ
Y
テ
ィ
ア
・
・
』

τネ
ル
M
V
7
曹
司
一
九
九
二
年
γ
・
・
・
中
本
a
s
-
-
i
m

〈
構
外
蹄
権
阻
V

上
掲
錨
飽
i
z
i
・
i
z
f
i
i
i
l
i
-
-
2
1
・
i
E
・
E
-
i
i
i
i
:
i
z
i
l
-
-
高
栂
盛
紀
半
e

・g・-・即

「
さ
か
ら
提
Z
Z
L
i
i
t
S
t
i
j
l
-
-
i
l
l
i
t
-
-
z
i
i
z
-
-
i
i
i
i
野
民
臨
ニ
i
即

そ
れ
ぞ
れ
申
ヴ
ィ
子
F
ナ
ム
:
z
i
-
-
E
l
i
z
-
-
-
z
z
i
l
-
-
-
E
l
i
z
-
-
2
i
j
i
-
-
z
i
-
-
2
・
今
村
宜
島
i
出

l
a
B
M
V
4
Z
F
ナ
ム
生
活
体
酸
か
ら
1

メ
キ
シ
コ
w
h
機
複
し
τ
-
z
i
g
-
-
t
i
l
i
-
-
j
i
-
-
-
-
i
z
-
-
i
i
i
i
-
i
l
i
-
-
-
i
t
i
按
鵬
宏
志
i醐

『
中
g
s
申
全
自
4
8
9
/
研
究
室
だ
よ
り
/
鋪
懇
意
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
t
E
z
-
-
i
m

第
二

O
号
(
創
刊
第
二

O
号
記
念
特
集
号
)
(
九
四
年
三
月
)

〈
魯
扇
苗
V

産
車
正
来
車
』
@
歴
史
と
章
来

'
l
a車
K
章
書
館
-
-
o
a
q
刊
行
広
島
七
て
l
l
i
l
e
i
t
i
s
-
i
z
中
-
a

姐
E
・
g
・
4

〈
特
別
イ

y
タ
ピ
a
'
v

a
輸
事
事
究
王

O
年
1
l
骨
量
掴
・
主
化
・
人
間
i
l
i
-
-
i
a
l
t
i
s
s
i
-
-
i
・
・
車
量
制
-
・
2
2
6

A
特
集
・
ナ
h
v
E
ナ
り
ズ
ム
V

申
固
人
の
島
麗
竃
・
k
日
本
1
1
障
$
陶
の
『
E
B
-
-
E
l
i
t
i
s
t
s
-
-
-
-
z
穂
町
英
夫
-
-
-
-
z
u

掬
ν
ポ
9
7
在
住
4
E
F
ナ
E
a
昂
単
と
ベ
ト
ナ
ム
在
住
，
a
'
1
ル
属
岨
E
Z
I
g
z
a
g
-
-
E
S
-
-
今
村
宜
m
E
z
-
-
担

フ
'
ν
ス
地
篇
E
璽
兜
L
6
7
イ
デ
ν
?
4
テ
4
Z
E
-
-
B
i
l
i
-
-
2
3
1
-
S
i
g
i
s
-
-
-
-
1
a
#
-
a
i
-
-
-
蝿

現
代
B
I
-
-
'
J
n
e
ナ
シ
・
ナ
9
d
h
ム
l
l
v
イ
?
の
植
合
-
z
Z
s
i
g
-
-
-
2
2
2
2
2
固
ヲ
番
知
昭
・
・
・
・
・
・
輔

・
・
2
拘
園
地
実

R
・
E
・
2
国

'
U
7
@働
窃
唇
寧

-
S
E
i
s
-
-
g
z
i
g
z
a
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峰
告
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す
る
世
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場
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且
た
歪
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富
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線

本

血
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信
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蝿

八
ゼ
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鵠
動

J
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九
三
年
合
出
よ

0
・
『
ナ
シ
?
ナ
"
ズ
ム
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V

ア
ヲ
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ナ
タ
・
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E
l
i
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司
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台
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・
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植
手
4
9
a
ス
ト
V

対
国
連
昆
憶
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・
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の
ペ
ー
ジ

ま
り
の
あ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
本
号
と
同
様

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
テ

1
7
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』
(
リ
ブ
ロ

『
歴
史
と
未
来
』
も
今
回
い
よ
い
よ
二

O
号
。
「
中
ポ

l
ト
、
一
九
八
七
年
)
を
共
通
図
書
と
し
て
、
大

嶋
ゼ
ミ
の
会
」
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
時
間
の
重
さ
を
学
院
生
が
ま
ず
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
理

改

め

て

感

じ

さ

せ

ら

れ

ま

す

。

論

の

整

理

と

分

析

枠

組

み

の

提

示

に

取

り

組

み

、

そ

そ
の
歴
史
あ
る
中
嶋
ゼ
ミ
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
れ
を
受
け
て
三
年
生
と
四
年
生
が
諸
地
域
の
事
例
報

本
年
度
の
活
動
に
つ
い
て
ご
報
告
致
し
ま
す
。
告
を
行
い
、
院
生
報
告
の
分
析
枠
組
み
に
対
す
る
批

*
春
合
宿
(
二
月
二
七
日
、
二
八
日
)
判
的
検
討
を
通
じ
た
議
論
は
、
全
体
と
し
て
大
変
充

中
嶋
ゼ
ミ
の
恒
例
の
「
卒
業
式
」
と
し
て
例
年
通
実
し
た
も
の
で
、
非
常
に
有
益
な
も
の
と
な
り
ま
し

り
、
八
王
子
・
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
に
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
部
を
今
号
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ま
し
た
。
修
士
論
文
審
査
の
た
め
に
米
国
サ
ン
デ
ィ
是
非
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

エ
ゴ
か
ら
一
時
期
因
さ
れ
た
中
嶋
先
生
は
突
然
の
病
*
第
三
七
回
中
国
・
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
国
際
関
係
コ

気
・
入
院
の
た
め
あ
い
に
く
不
参
加
で
し
た
が
、
ロ
キ
ア
ム
こ
二
月
一
一
日
)

「
ゼ
ミ
の
会
」
総
会
、
卒
論
・
修
論
発
表
(
も
ち
ろ
本
学
海
外
事
情
研
究
所
会
議
室
に
て
、
修
士
論
文

ん
各
自
の
専
攻
語
で
)
、
『
歴
史
と
未
来
』
第
一
九
号
の
報
告
会
の
形
で
行
い
ま
し
た
。
折
し
も
「
日
仏
共

合
評
会
と
、
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
多
く
の
先
輩
方
向
研
究
」
で
来
日
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
国
立
政
治

の
厳
し
く
且
つ
温
か
い
お
叱
り
(
?
)
を
交
え
て
有
学
財
団
の
ク
ロ
ー
ド
・
カ
ダ

l
ル
、
イ
ン
シ
ア
ン
・

益

な

二

日

間

と

な

り

ま

し

た

。

チ

ェ

ン

夫

妻

に

も

出

席

し

て

い

た

だ

き

、

英

・

仏

・

*
夏
合
宿
(
七
月
一

O
目

、

一

一

日

)

中

・

日

の

各

語

が

飛

び

交

う

中

、

午

前

と

午

後

の

計

今
年
は
中
嶋
先
生
が
渡
米
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
六
時
間
に
及
ん
だ
セ
ミ
ナ
ー
で
、
中
国
・
東
ア
ジ
ア

例
外
的
に
信
州
で
は
な
く
、
八
王
子
・
大
学
セ
ミ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
問
題
を
活
発
に
討
論
し
ま
し
た
。

ナ
l
ハ
ウ
ス
に
て
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
内
容
は
例
中
嶋
先
生
も
無
事
、
元
気
に
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
か
ら

年
に
劣
る
こ
と
な
く
、
大
変
活
発
で
、
し
か
も
ま
と
帰
国
さ
れ
、
今
後
一
一
層
「
ゼ
ミ
の
会
」
の
活
動
を
、

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」

活
発
で
か
つ
有
意
義
な
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
今
後
と
も
皆
様
の
一
一
層
の
ご
理
解
・
ご
支

援
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
異
動
等
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
て
随
時
お
知
ら
せ
し
て

参
り
ま
す
の
で
、
研
究
室
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。

(
坂
井
)

雄
二
(
博
士
前
期
二
年
〉

英
夫
(
博
士
後
期
二
年
)

由
加

(
E科
四
年
)
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「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
九
三
年
度
役
員
紹
介

坂
井
一
成
(
博
士
前
期
二
年
)

渋

谷

司

(
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
)

古
郡
重
忠
(
博
士
前
期
一
年
)

プ
ル
ナ
・
ラ
タ
ナ
・
サ
キ
ャ

(
博
士
前
期
一
年
〉

戸
河
里
由
香
子

(
F科
四
年
〉

今
村
宣
勝
(
博
士
前
期
一
年
)

松
本
美
由
起

(
C科
四
年
)

蒸

回

綾

香

(
C
科
四
年
)

『
歴
史
と
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』

編

集

長

大

崎

副
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集
長
深
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編
集
委
員
栗
原

代
表
幹
事

幹

事

会

計

名
簿
作
成



の
プ
ロ
ジ
Z

ク
ト
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
・

先
ず
中
嶋
先
生
が
研
究
代
表
者
と
な
っ
て
い
ま
す

文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
現
代
中
国
の
政
治
的

今
年
(
一
九
九
三
年
)
は
何
と
言
っ
て
も
中
嶋
先
・
社
会
的
変
動
に
関
す
る
日
仏
共
同
研
究
」
で
は
、

生
が
九
月
中
頃
ま
で
渡
米
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
夏
ク
ロ
ー
ド
・
カ
ダ
l
ル
氏
(
フ
ラ
ン
ス
国
立
政
治
学

休
み
明
け
ま
で
は
、
か
か
っ
て
く
る
電
話
も
少
な
く
、
財
団
)
を
代
表
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
研
究
者
と
の

ど
こ
と
な
く
、
静
か
な
研
究
室
で
し
た
。
積
極
的
な
交
流
が
展
開
さ
れ
、
七
月
に
は
中
嶋
先
生

と
こ
ろ
が
、
先
生
が
帰
国
さ
れ
る
ぞ
杏
守
、
そ
れ
を
含
む
日
本
側
研
究
者
四
名
が
渡
仏
し
、
ま
た
一
一
一

ま
で
お
と
な
し
か
っ
た
電
話
が
、
あ
た
か
も
先
生
の
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
五
名
が
来
日
し
、
そ
れ
ぞ

帰
国
を
待
ち
兼
ね
た
か
の
如
く
機
関
銃
の
よ
う
に
鳴
れ
パ
リ

(
C
N
R
S〉
と
東
京
(
国
際
文
化
会
館
)

り
出
し
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
普
段
と
変
わ
ら
な
い
研
で
会
議
を
行
い
ま
し
た
。

究
室
に
戻
り
ま
し
た
.
も
ち
ろ
ん
先
生
も
す
ぐ
に
い
ま
た
、
本
学
・
山
之
内
靖
教
授
と
の
共
同
プ
ロ

つ
も
の
多
忙
な
日
々
に
突
入
さ
れ
ま
し
た
・
ジ
ェ
タ
ト
で
は
、
中
嶋
先
生
が
客
員
教
授
を
務
め
ら

ま
た
外
語
大
で
の
学
部
・
大
学
院
の
授
業
も
一

O

れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
か
ら

月
か
ら
は
通
常
通
り
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
多
く
ジ
ャ

l
メ
イ
ン
・
ホ
ス
ト
ン
教
授
と
パ
リ
l
・ノ
l

の
新
し
い
も
の
を
持
ち
帰
ら
れ
た
先
生
の
指
導
で
、
ト
ン
助
教
授
を
招
待
し
、
一
一
月
に
本
学
に
て
「
日

学
生
た
ち
も
真
剣
な
表
情
で
授
業
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
本
社
会
の
変
容
と
日
米
関
係
」
の
テ

l
マ
の
下
で

さ
て
先
生
の
新
著
で
す
が
、
一
九
九
二
年
末
に
刊
「
T
U
F
S
/
U
C
S
D
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
」

行
さ
れ
た
『
国
際
関
係
論
』
(
中
公
新
書
)
、
及
び
が
聞
か
れ
、
日
中
の
経
済
・
社
会
の
比
較
や
、
中
国

『
三
つ
の
中
国
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
三
の
経
済
改
革
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
な
ど
に
関
し
て

年
)
と
も
に
大
変
好
評
を
博
し
、
版
を
重
ね
て
お
り
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
す
.
ま
だ
お
読
み
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
、
是
非
そ
し
て
、
日
本
と
台
湾
で
毎
年
交
互
に
行
っ
て
い

ご

一

読

下

さ

い

.

る

「

ア

ジ

ア

・

オ

ー

プ

ン

・

フ

ォ

ー

ラ

ム

」

は

、

第

ま
た
、
国
際
会
議
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
は
三
つ
五
回
会
議
の
今
年
は
台
北
で
開
か
れ
ま
し
た
(
一
一

研
究
室
だ
よ
り

月
一
九
日

1
一
一
一
日
マ
中
嶋
先
生
は
日
本
側
秘
書

長
と
し
て
中
心
的
役
割
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
・
会
議

の
後
に
は
、
李
登
輝
総
統
と
の
会
見
も
行
な
わ
れ
、

日
本
か
ら
は
武
村
正
義
官
房
長
官
か
ら
の
祝
辞
も
い

た
だ
き
、
今
回
も
成
功
裡
に
終
了
し
ま
し
た
・

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
二
年
間
教
務
補
佐
を
務

め
ら
れ
ま
し
た
金
子
綾
乃
さ
ん
は
、
九
三
年
三
月
を

も
っ
て
退
職
さ
れ
ま
し
た
.
本
当
に
ご
苦
労
さ
ま
で

し
た
.

ま
た
そ
の
た
め
九
三
年
度
は
当
研
究
室
に
は
常
勤

の
教
務
補
佐
員
が
不
在
と
な
り
、
こ
の
閥
、
大
学
続

生
を
中
心
と
し
た
(
虚
、
深
町
、
正
鉢
、
坂
井
〉
日

替
り
の
勤
務
が
続
き
、
教
務
補
佐
員
聞
の
連
絡
不
行

き
届
き
等
の
た
め
に
皆
様
に
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
た
こ
と
も
あ
る
か
と
恩
わ
れ
、
そ
の
点
は
心
よ
り

お
詫
び
い
た
し
ま
す
.

九
四
年
四
月
か
ら
は
、
杉
山
和
嘉
子
さ
ん
が
後
任

と
し
て
教
務
補
佐
を
務
め
ら
れ
ま
す
。
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き
通
し
、
気
が
付
い
た
ら
あ
っ
と
い
う
聞
に
三
時
間

余
り
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。
誌
上
で
全
て
の
内
容
を

ど
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
.

年
年
歳
歳
花
相
似
歳
歳
年
年
人
不
同
浜
本
さ
ん
の
香
港
赴
任
直
前
と
い
う
慌
た
だ
し
い

つ
い
こ
の
閉
ま
で
は
、
な
ん
と
な
く
研
究
室
の
敷
時
期
に
実
現
し
た
当
ゼ
ミ

O
B
記
者
座
談
会
・
「
現

居
が
高
い
新
入
り
だ
っ
た
私
も
、
い
つ
の
間
に
や
ら
、
場
」
に
い
る
者
だ
け
が
知
り
、
感
じ
、
思
う
こ
と
を

在
学
生
で
は
一
番
の
古
手
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
」
を
軸
に
率
直
に
話
し
合
っ
て

ま
た
新
た
な
花
が
聞
く
こ
の
春
、
中
嶋
先
生
や
大
楠
問
い
た
だ
き
ま
し
た
.
世
界
の
動
き
と
流
れ
を
本
質
で

編
集
長
を
初
め
多
く
の
方
喝
の
尽
力
で
完
成
し
た
、
と
ら
え
る
面
白
い
お
話
ば
か
り
で
す
.
紙
面
に
は
決

こ
の
『
歴
史
と
未
来
』
二

O
号
で
、
去
る
人
4
を
送
し
て
載
ら
な
い
ホ
ン
ネ
の
部
分
は
、
『
歴
史
と
未
来
』

り
、
来
る
人
々
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
.
(
深
町
)
だ
け
の
「
特
ダ
ネ
」
で
す
.

*
お
待
た
せ
し
ま
し
た
.
諸
般
の
事
情
か
ら
編
集
作
特
集
の
各
論
文
を
は
じ
め
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
独

業
が
当
初
の
予
定
よ
り
遅
れ
た
こ
と
を
ま
ず
読
者
の
自
の
視
点
と
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
珠
玉
の
一
篇
一
篇

皆
様
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
.
で
す
.
「
記
念
エ
ッ
セ
イ
」
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
卒

今
号
の
特
集
は
、
い
ま
だ
不
確
実
な
「
冷
戦
後
」
業
生
・
関
係
者
の
方
々
の
中
嶋
先
生
と
ゼ
ミ
に
対
す

と
呼
ば
れ
る
現
代
の
国
際
社
会
を
読
み
解
く
カ
ギ
と
る
思
い
を
先
生
の
巻
頭
言
と
あ
わ
せ
て
読
む
と
こ

O

な
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
テ
l
マ
と
し
ま
し
た
・
号
の
重
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
す
.
創
刊
第
二

O

「
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
を
お
願
い
し
た
京
極
純
号
記
念
特
集
号
と
し
て
の
節
目
に
あ
た
り
、
中
嶋
ゼ

一
先
生
に
は
、
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
い
ヘ
ミ
卒
業
生
・
修
了
生
の
卒
業
・
修
士
論
文
一
覧
と

ん
興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ
い
た
う
え
、
原
稿
の
細
『
歴
史
と
未
来
』
の
総
目
次
を
掲
載
し
ま
し
た
.

か
い
校
正
に
ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
ま
し
た
・
今
号
は
、
ワ
ー
プ
ロ
を
フ
ル
に
活
用
し
、
フ
ロ
ッ

先
生
の
「
特
別
ゼ
ミ
」
は
、
ご
専
門
の
日
本
の
政
治
、
ピ

l
入
稿
で
校
正
等
の
手
聞
を
省
く
努
力
を
試
み
ま

政
治
学
か
ら
国
際
政
治
、
文
明
論
に
ま
で
至
る
実
に
し
た
.
し
か
し
、
使
い
慣
れ
ぬ
他
人
の
ワ
ー
プ
ロ
は

深
く
広
い
内
容
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
問
中
う
な
ず
災
厄
の
も
と
.
フ

1
フ
ー
い
っ
て
よ
う
や
く
終
わ
っ

* 

た
校
正
原
稿
を
一
瞬
に
し
て
消
去
し
て
し
ま
う
こ
と

数
度
。
「
あ
!
」
の
一
言
で
し
た
・
「
学
習
機
能
」
の

な
い
人
間
の
悲
哀
を
し
み
じ
み
と
感
じ
な
が
ら
、
研

究
室
か
ら
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
の
夜
景
を
眺
め
る
回
全
か

続
き
ま
し
た
・

ご
無
理
を
お
願
い
し
た
京
極
純
一
先
生
を
は
じ
め
、

刊
行
ま
で
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
・
座
談
会
や
記
念
エ
ッ
セ
イ
、
原
稿
の
執
筆

を
快
く
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
方
ん
で
も
ほ
ん
と
う
に

ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
編
集
に
当
た
っ
て

は
父
親
役
の
中
嶋
先
生
は
も
ち
ろ
ん
、
二
人
三
脚
で

頑
張
っ
て
く
れ
た
深
町
副
編
集
長
、
編
集
委
員
の
栗

原
さ
ん
、
編
集
顧
問
と
い
う
「
肩
書
」
な
が
ら
雑
用

ま
で
頼
ん
で
し
ま
っ
た
研
究
室
の
歴
代
編
集
長
・
古

郡
、
坂
井
、
今
村
の
各
氏
、
そ
し
て
戸
香
里
さ
ん
の

力
な
く
し
て
は
完
成
に
は
た
ど
り
つ
け
ま
せ
ん
で
し

た
・
も
し
、
不
足
や
不
備
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
て

編
集
長
た
る
大
崎
が
そ
の
各
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
.

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
誌
に
広
告
を
い
た
だ

き
ま
し
た
日
本
経
済
新
聞
社
、
講
談
社
、
時
事
通
信

社
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
霞
山
会
の
各
社
に
深
く
感

謝

致

し

ま

す

.

(

大

崎

〉
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