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は
じ
め
に

中国に呪縛される日本

ヨ
ーロ
ッ
パ
に
お
け
る
第二
次
世
界
大
戦の
責
任
を
すべ
てヒ
ト
ラ

ー
と
ナ
チ・
ド
イ
ツ
に
帰
し
て
断
罪
す
る
通
説
に
挑
戦
し
た
現
代
史
家

の
A－
1・
P・
テ
イ
ラ
ー
は、
その
問
題
提
起に
際
し
て、
「
私
は

論
争
し
よ
う
と
い
うの
で
は
ない：：：
論
争に
勝
ち
た
い
の
で
は
な

く、
た
だ
事
態
を
完
全に
理
解
し
た
い
か
ら
で
あ
る」
と
述べ
て
い
た

（『
第二
次
世
界
大
戦
の
起

源』
一

九
六
四
年、
改
訂
版〉。
日
中
戦
争
を
含
む

ア
ジ
ア
で
の
第二
次
世
界
大
戦の
責
任
をひ
た
す
ら
「
日
本
軍
国
主
義

の
頭
目・
A
級
戦
犯」
に
帰
し
て
断
罪
す
る
中
国の
立
場は、
昨
年
夏

以
来の
い
わ
ゆ
る
蛸
国
問
題
で
も
明
白
で
あっ
た
が、
中
国
側の
最
高

権
力
者の一
人、
胡
熔
邦・
中
国
共
産
党
総
書
記
は、
靖
国
神
社へ
の

「
A
級
戦
犯」
合
記
を
非
錐
し
て、
「
自
分
た
ち
は
在
兆
銘
を
配
る
こ
と

な
ど
絶
対に
し
な
い」
と
述べ
た
と
い
う。
日
本
人
と
死
生
観の
異
な

る
中
国
人
の
態
度
と
し
て
は
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
が、
い
わ
ゆ
る

俄
備
政
権
と
い
わ
れ、
漢
好
と
い
わ
れ
た
涯
兆
銘
政
権に
た
い
し
て
で

さ
え、
日
中
間の
悲
劇
を
極
小
化
す
る
た
め
に一
つ
の
歴
史
的
役
割
を

果
た
し
た
と
見
る
歴
史
観
が
あっ
て
も
よ
い
の
で
は
ない
か。
ちょ
う

ど、
ヒ
ト
ラ
ー
の
俄
儲
政
権
と
い
わ
れ
たベ
タ
ン
元
帥の
ヴィ
シ
！
政

権に
た
い
す
る一
定の
再
評
価
が
今
日、
当の
フ
ラ
ン
ス
で
起っ
て
い

る
よ
うに。

日
中
戦
争
も
第二
次
世
界
大
戦
も
再
び
陥っ
て
は
な
ら
な
い
現
代
史

の
不
幸
な
断
層
で
あ
る
の
な
ら、
戦
後
四
十
年
を
経
た
現
在、
な
に
よ

り
も
ま
ず
必
要
な
こ
と
は、
恩
普
を
超
え
て、
ま
さ
に
「
事
態
を
完
全

に
漣
解」
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
り、
その
た
め
に
は
歴
史
解
釈

の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
そ
れ
な
の
に、
日
中

間の
近
現
代
史に
か
ん
し
て
は、
い
ま
や
中
国
側の
正
統
史
観の
みに

よっ
て
裁
断
さ
れ
る
と
い
う
強
制
が、
日
中
友
好の
た
め
の
「
政
治
決

沼」
の
も
と
で
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る。

一、
日
中
友
好
の
欺
購

こ
の
と
こ
ろ
ニ、
三
年、
日
中
関
係は
き
わ
め
て
良
好
で、
腰
史
上

も
日
中
関
係
が
こ
れ
ほ
ど
安
定
し
て
い
た
時
期
は
ない、
と
院
伝
さ
れ

て
き
た。
一
九八
四
年三
月
に
訪
中
し
た
中
曽
根
首
相は、
北
京
大
学

講
堂
で
「二
十一
世
紀
を
め
ざ
し
てL
と
題
す
る
日
中
友
好の
明
る
い

ヴィ
ジョ
ン
を
語っ
て
喝
采
を
浴
び、
同
年
秋に
は
中
国の
建
国
三
十

五
周
年
記
念の
式
典に
三
千
名
もの
日
本
人
青
年が
招
か
れ
て
日
中
背

年
大
交
涜の
盛
大
な
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
た。
加
え
て、
中
国の
い
わ
ゆ

る
「
開
政」
政
策に
辿
繋し
た
日
中
経
済
関
係の
進
展
は、
わ
が
国の

政・
財・
官
界
を
貫
く
第三
次
中
国フ
ィ
l
パ
l
（
第一
次
は一
九
七
二

年
の
米
中
接
近、
日
中
国
交
回
復
の
時
期、

第
二
次
は
一

九
七
八
年
の
日
中
長
期

貿易
取り
決め、日
中平和
友好
条約締結の
時期〉
を
も
た
ら
し、
皆
中
関

係に
は
こ
の
と
こ
ろ
友
好ム
l
ド
が
横
溢
し
て
い
た
と
いっ
て
よ
い。

だ
が、
一
九八
二
年
耳の
教
科
書
問
題
の
発
生
と
その
顕
末
を
想
起

す
る
ま
で
も
な
く、
日
中
関
係は
その
潜
在
的
な
用
線
構
造
を
双
方の

当
面の
，
国
益d
ゃ
，
函
子’
で
無
理に
渡
合
さ
せ、
そ
こ
に
円
中
友
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好
と
い
う
帽
子
を
か
ぶ
せ
た
に
す
ぎ
ない
幻
想
的
な
国
家
関
係
な
の
で

あ
る
か
ら、
そ
の
本
質
的
な
基
慾は
き
わ
め
て
脆
弱
だ
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る。

中
国
が
咋
年
後
半
か
ら、
「
抗
日
戦
争
勝
利
四
十
照
年」
と
い
う
名

目
で
抗
日
か
ら
反
日へ、
そ
し
て
愛
国
主
義へ
と
い
う
キャ
ン
ペ
ー
ン

‘，，シア守h，ケシ

を
胤
聞
し、
揚
句の
来
て
に、
北
京
大
学の
学
生
た
ち
が
「
中
曽
根

チヲクタν
白河
蛋
！L
と
い
っ
た、
こ
こ
に
訳
出
し
か
ね
る
ほ
ど
下
品
な
照
宮
を
雨

明
す
る
に
い
たっ
た
の
は、
日
中
友
好
と
い
う
仮
面
に
隠
れ
た
日
中
関

係の
右の
よ
う
な
本
質
か
ら
噂か
れ
た
ド
ラマ
で
あっ
た。

こ
う
し
て、
八
月
十
五
日
の
中
将
根
首
相の
時
国
神
社
公
式
参
拝
を

契
機
と
し
た
激
し
い
対
日
批
判
が
起
り、
日
本
側
は
十
月
中
句の
同
神

社
秋の
例
大
祭へ
の
公
式
参
拝
を
取
り
止
め、
次い
で
十
月二
十
問
n

の
国
連
で
の
中
円
線・
越
紫
陽
会
談
で一
応の
決
着
を
見
た
の
で
あっ

た
が、
こ
の
間の
中
国
側の一
述の
批
判に
た
い
し
て
は、
日
本の
政

治
家
諸
氏
も
次の
よ
う
な
対
応
を
お
こ
なっ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た。

す
な
わ
ち
自
民
党の
二
階
室
副
総
裁
は
十
月三
十
日、
新
し
く
赴
任
し

た
管
曙・
駐
日
中
国
大
使に
た
い
し、
時
国
神
社へ
の
A
級戦
犯の
合

配
に
た
い
す
る
「
中
間
国
民の
感
情
は
よ
く
瑚
解
で
き
る。
私
も
個
人

的に
は
反
省
し
て
い
る」
と
述べ
た
と
伝
え
ら
れ、
同
様の
発－Yけ
は
白

民
党の
金
丸
幹
事
長
も
お
こ
なっ
て
い
る
と
い
う。
さ
ら
に
十二
月
四

日、
中
国
を
訪
れ
た
中
曽
根
派の
桜
内
義
雄・
前
外
相
は、
「
A
級
戦

犯
合
配
は、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十一
条
か
ら
見
て
問
題

が
あ
るL
と
の
見
解
を
あ
え
て
表
明
し、
い
ず
れ
も
中
国
側の
批
判に

耳
を
傾
け、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あっ
た。

こ
う
し
て
蛸
困
問
題に
た
い
し
て
は、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
政
治
淡

泊」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が、
し
か
し、
こ
の
よ
う
な
対
応の
税
み

屯
ね
こ
そ、
日
中
関
係に
お
け
る
欺
陥の
市
硝に
ほ
か
な
ら
ず、
そ
の

場
か
ぎ
り
の
決
前に
し
か
な
ら
ない
で
あ
ろ
う。
な
ぜ
な
ら、
今
回
の

事
態は、
わ
が
国
が
臼
中
関
係に
お
い
て
中
国に
損
失
を
与
え
る
行
為

を
新
た
に
とっ
た
わ
け
で
は
な
く、
中
国
側の
価
値
基
準
と
中
国
側の

事
情に
よっ
て
激し
い
感
情
的
な
批
判
が
展
開
さ
れ
た
もの
で
あ
る
の

で、
そ
れ
は
き
わ
め
て
政
治
的・
イ
デ
オロ
ギ
ー
的
な
出
来
事に
ほ
か

な
ら
な
い
も
の
で
あ
り、
従っ
て
中
国
側の
批
判は
不
当
な
もの
で
あ

る
と
の
暗
黙のふれ
・芯
が
中
曽
根
首
相
を
含
む
自
民
党の
領
袖の
あい
だ

に
実
際に
は
存
恋
し
て
い
な
が
ら
も、
あ
え
て
中
国
側に
迎
合
す
る
態

度
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
選
択は、
当
耐の
政
治
的
お
よ
び
外
交
的
配
慮と
し
て

は
あ
る
い
は
妥
当
で
あっ
て
も、
日
中
関
係の
本
質を
大
き
く
担
う
ば

か
り
か、
双
方に
大
き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う。
一
九

八
二
年の
教
科
書
問
題
に
次い
で、
今
回
も一一制
欺
陥
的
で
卑
屈
な
対

応
を
中
国に
た
い
し
て
お
こ
なっ
た
こ
と
は、
わ
が
国の
将
来に
とっ

て
も、
重
大
な
拘
束
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
ろ
う。
日
中
関
係
そ
れ
自

体に
た
い
し
て
は、
わ
が
国
が
経
済
的に
も
社
会
的に
も
中
国
よ
り
も

は
る
か
に
強い
立
場に
あ
り
な
が
ら、
道
義
的に
は
中
国
側に
つ
ね
に

優
位が
あ
る
と
い
う
不
均
衡
な
構
造
を
閲
定
化
す
る
こ
と
に
よっ
て、

日
中
間の
潜
在
的
な
府
機
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
る
こ
と
に
なっ
て
し
ま

っ
た。
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青
年
が
何
を
感
じ
て
い
る
か
と
い
え
ば、
「
日
本
と
商
売
を
や
る
と
だ

ま
さ
れ
る、
と
い
う
見
方
も
広
がっ
て
い
る」「
私
も
仕
事
で
日
本
と

商
談
す
る
が、
ぷ
而
上
は
す
ご
くい
い。
契
約
内
容
も
始め
は
価
絡
も

安い
こ
と
をい
っ
て
く
る
し、
有
利
な
条
件
を
出
し
て
く
る。
い
ざ
契

約に
調
印
す
る
と、
そ
れ
か
ら
が
く
せ
者
で、
日
仰
な
も
の
を
押
し
付

け
ら
れ
た
り、
不
必
要
な
も
の
ま
で
口
わ
さ
れ
た
り、
ひ
どい
n
に
迎

、
つ
」
〈
以
上、
『
朝
日
新
聞
』
一

九
八
五
年
十
二
月
三
十
日
付
「
何
を
問
う

中
国

の
若
者デモ
ll知滋汗
年は
語る」）
と
いっ
た
発
言に
見
ら
れ
る
態
度

で
あ
り、
日
本の
第一
線
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
し
ば
し
ば
中
国
に
た
い

し
て
語っ
て
い
る
苦
言に
等
し
い
こ
れ
ら
の
発
汀
が
中
間
側の
本
音だ

と
す
れ
ば、
将
来は、
日
中
間の
ビ
ジ
ネ
ス
さ
え
順
調に
推
移
す
る
こ

と
は
難
し
く、
日
中
関
係は
順
風
満
帆
ど
こ
ろ
か
大
荒
れ
に
な
る
か
も

し
れ
な
い。
な
ぜ
な
ら、
中
国の
非
毛
沢
東
化へ
の
転
換
と
と
もに一

九
七
0
年
代
末
か
ら
進
展
し
て
き
た
日
中
友
好
関
係の
新
展
開は、
実

際
に
は
「
四
つ
の
現
代
化」
政
策の
た
め
の
中
国
側の
実
務
的
な
必
要

性
と、
国
際
的
な
不
況
下
に
あっ
て
中
国
市
場に
パ
ラ
色の
幻
想
を
抱

中国に呪縛される日本
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い
た
日
本
経
済
界の
要
求と
が
合
致
し
た一
稲
の
，ビ
ジ
ネ
ス
友
好’

を
主
要
な
内
容
と
し
て
き
た
か
ら
で
あっ
た。

と
こ
ろ
で、
一
連の
蛸
国
問
題に
か
ん
し
て
は、
わ
が
国
で
も
す
で

に
様々
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た。
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
も
様々
で

あ
り、
『
朝
日
新
聞』
が
「こ
の
事
態
を
招い
た
立
任
は、
同
際
的
配

慮
を
欠い
た
『
戦
後
政
治の
総
決
算』
と
い
うス
ロ
ー
ガ
ン
の
下に、

多
く
の
反
対
を
押
し
切っ
て
公
式
参
拝
を
強
行し
た
首
相
自
身
が
負
わ

ね
ば
な
ら
な
い
」
〈
一

九
八
五
年
十
月
二
十
五
日
付
社
説
「
首
相
は
『
紛

悶』
で

大
局判断
示せ」〉
と
述べ
てい
た
の
は
ほ
ぼ
予
想
通
り
だ
と
し
て
も、

一
般に
は
近い
立
場に
なっ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
『
読
売
新
聞』
と

勺サ
ン
ケ
イ
新
聞』
の
論
調
が
まっ
た
く
異
なっ
て
い
た
こ
と
も
興
味

V院内、。
担。‘vす

な
わ
ち、
『
読
売
新
聞』
一
九八
五
年
十一
月
六
日
付
社
説
「『
戦

犯』
合
配は
再
考
で
き
な
い
か」
は、
「
私た
ちは、
公
式
参
拝
問
題

で
宗
教
色の
ふっ
しょ
く
を
求め
る
と
と
もに
『
A
級
戦
犯』
合
記に

対
す
る
国
民
感
情
を
指
摘
し
た
が、
さ
ら
に、
中
国、
符
固
な
ど
の
反
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発
を
考
え
る
と、
こ
の
問
題
が
は
ら
む
霊
大
性
に
容
告
し
ない
わ
けに

は
い
か
ない」
と
述べ、
中
曽
根
政
権
と
自
民
党
が
こ
の
問
題
で
示
し

た
方
向
を
支
持
す
る
立
場か
ら、
中
国
側の
批
判に
理
解
を
示
し
た
の

で
あっ
た。
こ
の
よ
う
な
『
説
先
新
聞』
社
説
は、
同
紙
が
本
年
元
旦

に
「
悲
観
よ
り
前
進
を、
幻
想
で
な
く
現
実
を
｜｜
読
売
新
聞の
変
わ

ら
ぬ
立
場
を
宣
明
す
る
11」
と
題
し
て
剥
げた
長
文の
社
説
で、
わ

が
国マ
ス
コ
ミ
に
お
け
る
寸
軍
国
主
義
桜
活
論
の
厳
格L
を
激
し
く
非

難
し、
寸
彼
ら
軍
国
主
義
復
活
論
者
は、
近
隣
諸
国に
見
当は
ず
れ
の

対
日
警
戒
論
を
呼
び
起
こ
し、
ソ
述の
対
日
軍
事
威
嚇
に
口
実
を
与
え、

日
米
協
調
体
制に
ヒ
ピ
を
人
れ
る、
と
い
う
点
で
有
吉
で
あ
る」
と
男

ま
し
く
強
調
し
て
い
た
論
旨
と
も
叙
本
的に
矛
抗
し
て
い
る。

な
ぜ
な
ら、
中
国
側の
附
困
問
題
で
の
批
判は、
た
ん
に
「
A
級
戦

犯L
A口
配
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず、
そ
の
背
景
に
は、
G
N
P一
%
枠
問

題
で
の
最
近の
中
国の
批
判に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に、
一
連
の
「
日
本

軍
国
主
義L
複
活
論
が
存
在
す
る
の
で
あ
り、
「
A
級
収
犯」
合
配
問

題
は、
そ
の
な
か
で
中
間
側の
当
局
者
自
身
が
友
好
関
係
を
維
持
し
た

い
と
考
え
て
い
る
n
本
側
当
局
に、
そ
の
点
だ
け
を
特
定
し
て
非
熊
し

得
る
恰
好の
材
料に
ほ
か
な
ら
ない
か
ら
で
あ
る。
も
し
も、
今
日
の

日
本
が
本
当に
「
軍
国
主
義」
な
ら
ば、
そ
の
よ
う
な
「
寧
問
主
義」

政
権
と
友
好
関
係
を
結
び、
相
互
依
存
し
よ
う
と
す
る
郡
小
平H
胡
綿

邦
体
制
そ
れ
自
体
が
中
圏
内
部
で
糾
加持
さ
れ
か
ね
ない
か
ら
で
も
あ
ろ

、qJ。こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば、
『
読
売
新
聞』
の
ニ
つ
の
社
説の
あ
い
だ

の
矛
加
は
明
白
で
あ
る
が、
こ
の
点
は
社
説
の
舟
き
手
が
異
なっ
て
い

た
の
だ
と
思
え
ば、
さ
し
あ
た
り
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る。

一
方、
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞』
は
十一
月
十八
日
付で
柴
田
秘・
論
説
委

口
長
署
名
論
文
「
中
国の
内
政
干
渉
を
許
す
な
｜｜
『
時
国』
あ
く
ま

で
も
国
内
問
題」
を
掲
載
し、
日
本
政
府
首
脳
が
公
式
参
拝
を
取
り
止

め
た
こ
と
を
「
こ
れ
は
中
国
か
ら
の
内
政
干
渉
が
あっ
た
事
実
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
と
も
に、
日
本
政
府
が
中
国の
内
政
干
渉に
凪
し
た
こ

と
を・怠
味
す
る」
と
述べ、
「
も
し、
今
回の
よ
うに、
中
国の
内
政

干
渉に
凪
す
る
な
ら
ば、
今
後、
日
本
同
民の
中
間
不
信
が
強
ま
り、

友
好
関
係
を
基
礎に
し
た
経
済、
技
術
協
力に
も
重
大
な
修
響
が
出
て

こ
よ
うL
と
警
告
し
た。
おの
主
張
は、
い
か
に
も司サ
ン
ケ
イ
新
聞』

ら
しい
正
論
で
あっ
て、
長
〈
中
国
問
題
に
携
わっ
てい
た
柴
田
氏の

認
設の
奥
行
き
を
も
示
し
た
も
の
で
あっ
た。
正
論
必
ず
し
も
多
数
立

見
と
は
な
ら
ない
わ
が
国
立
諸
界の
現
況に
お
い
て、
多
く
の
ミエ
コ

ミ
紙
誌
や
『サ
ン
ケ
イ
新
聞』
の
然
心
な
読
者
が
柴
田
論
文
を
目的
く
評

価
し
て
い
た。

以
上
に
おい
て、
昨
耳
以
来の
日
中
関
係の
札
みに
た
い
す
る
わ
が

同
の
反
応
を、
新
聞
論
調
を
中
心
に
民
間
見
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
ら

は
当
然、
中
間の
主
張へ
の
向
調
型ハ
胡日）、
期
解
型ハ
統k
g、
反
発

型
ハサン
ケ
イ〉
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う。
こ
の
よ
うに
多
線
な

言
論
が
存
在
す
る
こ
と
自
体、
「
軍
国
主
議」
国
家
と
は
根
本
的
に
異

な
る
わ
が
国の
健
全
ざ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が、
し
か
し、
私
自
身

は、
今
回の一
巡
の
日
中
関
係の
諸
事
象
に
か
ん
し
て、
実は
もっ
と

も
肝
心
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
ない
の
で
は
ない
か、
と
思
わ
ずに

は
い
ら
れ
な
かっ
た。
多
聞仰
な
意
見
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

日
中
関
係に
は
依
然
と
し
て一
つ
の
禁
句
な
ら
ぬ
，
禁
区’
が
存
在
し

て
い
る
の
で
は
ない
か、
い
ま
や
こ
の
，
祭
区’
に
分
け
入
る
こ
と
な
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し
に
白
中
関
係
を
そ
の
場
そ
の
場
で
糊
塗
す
る
わ
けに
は
ゆ
か
ない、

と
感
ぜ
ざ
る
を
得
ない
の
だ。

で
は、
そ
の
dM
区’
と
は
な
に
か。
そ
れ
は
訓
わ
ば、
日
本
の
中

国
HU
絡と
い
う
歴
史
的
諜
謬の
代
価
をい
か
に
し
て
決
算し、
親
近
と

反
問慨
が
往
復
循
環
す
る
日
中
関
係
をい
か
に
し
て
律
し
て
ゆ
く
べ
き

か、
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い。

ニ、
中
国
的
論
理
の
陥
界

中国に呪縛される日本

こ
の
問
題
を
諸
ず
る
に
当っ
て、
私
向
身は、
今
円
の
中
岡
が
「
聞

肱」
経
済
体
制の
顕
き
に
伴っ
て
し
き
り
に
技
吹
し
は
じ
め
て
い
る
愛

国
主
凝
や
国
産
品
愛
用
運
動
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
同
様の
国
家
主
義
な

い
し
は
閉
鎖
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
わ
が
国
が
立つ
べ
き
だ
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
言
うつ
も
り
は
毛
頭
な
い。
こ
れ
ま
で
の
「
閉
ざ
さ
れ

た
中
国」
が
急
速
に
「
開
か
れ
た
中
国L
へ
旋
回
し
て
み
た
も
の
の、

そ
の
転
換は
そ
う
た
や
すい
こ
と
で
は
ない
の
で、
い
ま
中
国
が
再
び

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
面
に
押
し
出
し
て
人
民
を
団
結
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
ない
で
は
ない
が、
す
で
に
全
世
界の一
二

%
に
近い
G
N
P
を
受
持つ
わ
が
国
が
国
家
主
義
や
日
の
丸
主
義に
回

帰
す
る
こ
と
は、
大
仰
な
ア
ナ
クロ
ニ
ズ
ム
で
し
か
ない
と
私
自
身は

巧
え
て
い
る。

そ
の
よ
う
な
私は、
正
尻
な
と
こ
ろ、
蛸
国
神
社へ
の
首
相の
公
式

参
拝
そ
れ
自
体に
つ
い
て
は、
ほ
と
ん
ど
興
味
も
関
心
も
持っ
て
い
な

かっ
た。
さ
れ
ば
と
て、
時
国
神
社に
た
い
し
て
拒
絶
反
応
を
もつ
も
の

み
たま

で
は
な
く、
互の
御
益
祭
り
の
頃は、
蛸
国
通
り
か
ら
千
鳥
ケ
淵一
帯

に
か
け
て
の
都
会の
お
盆の
風
情
や
時
国
境
内の
見
事
な
披
燈
の
納
涼

風
最
が
好
き
で、
し
ば
し
ば
子
供
述
れ
で
参
詣
す
る。
も
と
よ
り、
哨
国

神
社
と
い
う
精
神
的
対
象
に
か
ん
し
て
は、
か
つ
て
青
地
展
氏
が
「こ

こ
に
は
乾い
た
論
理
だ
け
で
は
割
り
き
れ
ない
湿っ
た
ひ
だ
の
微
妙
ざ

が
あ
る
」
（
「
的
国
神
社
論
」、
『
中
央
公
論
』
一

九
六
四
年
十
月
号〉

と

述
べ

て
い
た
心
的
をい
く
ぶ
ん
か
は
共
有
す
る
もの
で
は
あ
る
が、
私
桐
人

と
し
て
は、
そ
こ
に
「
A
級
戦
犯L
が
合
配
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
まい

と、
そ
れ
は
私に
とっ
て
まっ
た
く
闘
係
な
い
事
柄
で
あ
り、
今
後
も

そ
う
で
あ
りつ
づ
け
る
だ
ろ
う。
だ
が、
こ
う
し
た
時
国
観は、
な
に

も
私
だ
け
で
は
な
く、
多
く
の
日
本
人に
共
通
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

ふM
こ
の
よ
う
な
立
場の
私に
とっ
て
も、
こ
の
聞の
中
国
側の
論
却
に

は
承
服
し
が
た
い
問
題
点
が
数
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
り、
そ
れ
を
黙

認
す
る
こ
と
は
で
き
ない。

こ
こ
で
中
国
側の
論
理
と
は、
去
る
八
五
年
十
月
十八
日
に、
中
国

共
産
党
最
高
責
任
者の
胡
昭
邦
総
書
記
が
日
中二
十一
世
紀
委
口
会の

席
上
で
表
明
し
た
「
中
日
友
好
関
係
発
展に
つ
い
て
の
四
点の
意
見」

（
邦
訳、
『
北
京
周
報
』
一

九
八
五
年
第
四
十
三
号〉

に
集
約
さ
れ
て
い
る
中

国
側の
公
式
見
解に
合
ま
れ
る
もの
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
こ
の
胡
慨

邦
発
言
こ
そ、
日
中
関
係の
歴
史
的
な
経
綿に
照
し
て
将
来
的に
も
n

中
関
係
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
中
間
側の
総
指
的
な
意
見、
つ
ま
り
中

国
側の
正
統
な
歴
史
観の
表
明に
ほ
か
な
ら
ない
か
ら
で
あ
る。

胡
開
邦
の
「
四
点の
意
見」
と
は、
大
要、
次の
と
お
り
で
あ
る。

一、
中
日
友
好
関
係
を
強
化
し、
発
展
さ
せ
る
こ
と
は、
中
日
両
国

人
民の
長
期に
わ
た
る
根
本
的
利
益に
か
か
わ
る
大
き
な
事
柄
で
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あ
り、
ア
ジ
ア
と
陛
界の
平
和
お
よ
び
安
定の
擁
護
に
か
か
わ
る

大
き
な
事
柄
で
も
あ
る。
：：：
中
円
の
民
期
友
好
事
業
を
軽
視

し、
過
小
評
価
す
る
よ
う
な
考
え
万
や
や
り
い々は：：：
ぷ
り
で
あ

る。
二、
中
口
広
好
を
発
展
さ
せ
る
た
め、
わ
れ
わ
れ
両
国
政
府
と
両
国

人
民は
と
も
に
両
国
が
き
び
し
く
対
抗
し
た
歴
史に
正
し
く
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
両
国の
半
世
紀に
わ
たっ
た
対
立
は、

日
本の
き
わ
め
て
少
数の
軍
国
主
義の
頭
目
に
よっ
て
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
り、
日
本
人
民
と
現
在の
政
府
と
民
間の
広
範
な

人
び
と
に、
その
武
任
を
負
わ
せ
るべ
き
で
は
ない。
日
本の
ご

く
少
数の
軍
国
主
義の
頭
目
が
引
き
起こ
し
た
中
国
侵
略
戦
争
と

そ
の
他の
松
略
戦
争は、
中
国
と
ア
ジ
ア・
太
平
洋
地
域
諸
国に

き
わ
め
て
大
き
な
災
燥
を
も
た
ら
し、
最
終
的に
は
日
本
人
民に

も
き
わ
め
て
大
き
な
災
維
を
も
た
ら
し
た。
：：：
歴
史
上
に
起
こ

っ
た
対
抗
が
今
日
の
協
力に
響
か
ない
よ
う
に
す
る一
方、
中
日

聞の
対
抗
を
引
き
起
こ
し
た
強
本
人
に
同
情
すべ
き
で
は
な
く、

な
お
さ
ら
ご
く
少
数の
人
が
軍
国
主
義
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る

活
動
を
進
め
る
の
を
容
認
すべ
き
で
は
な
い。

三、
わ
れ
わ
れ
両
同
政
府
と
両
国
人
民は
と
も
に
両
凶
政
府
が
調
印

し
た
中
日
共
同
戸
明
と
中
日
平
和
友
好
条
約に
其
剣に
対
処
し、

そ
れ
を
厳
格に
順
守
し、
双
方
が
確
認
し
た
平
和
友
好、
平
等
互

忠、
相
互
信
頼、
長
期
安
定の
阿
原
則
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い。
：：：
相
手
側
人
民の
感
情
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
を
で
き

る
だ
け一
切
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

四、
中
日
友
好
が
め
ざ
す
最
尚の
目
棋は、
子々
孫々
の
友
好
を
実

現
す
る
こ
と
で
あ
る。

引
用
が
や
や
口氏
く
なっ
た
が、
右の
「
四
点の
怠
児」
こ
そ、
山町
問

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
側の
対
日
批
判の
公
式
な
線
拠に
な
る
も

の
で
あ
り、
い
わ
ば
日
中
両
国の
政
府
間
関
係は、
こ
の
よ
う
な
「
四

点の
意
見L
をベ
i
ス
に
規
定
さ
れ
て
ゆこ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い

え
よ
う。
そ
れ
だ
けに、
き
わ
め
て
重
大
な
の
で
あ
り、
是
非
と
も
卜

分
な
検
討が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
日
中七
十一
川区
紀
番
目
会
と

い
う
両
国の
当
面の
政
権
が
承
認
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
ない
団
体
問

の
合
意
事
項
が
日
中
関
係
を、
そ
し
て
臼
本
人の
歴
史
解
釈
を
そ
れ
こ

そ
子々
孫々
ま
で
拘
米
し
か
ね
ない
か
ら
で
あ
る。

おの
胡
慨
邦
見
解の
な
か
の
第一
項
と
第
四
項は－
一般
的
な
基
本
村

神の
表
明
で
あ
り、
当
然
同
意で
き
る
もの
で
あ
る
が、
問
題
は
第二

割
と
第
三
項
で
あ
る。

ま
ず、
第
三
割は
「
わ
れ
わ
れ
両
国
政
府
と
両
同
人
民は
と
も
に
両

国
政
府
が
調
印
し
た
中
日
共
同
戸
明
と
中
日
平
和
友
好
条
約に
真
剣に

対
処
し、
そ
れ
を
厳
格に
順
守
し、
：：：」
と
あ
る
け
れ
ど、
こ
の

表
現は、
中
凶
の
よ
う
な
社
会
主
議
問に
特
布
な
人
民
観の
表
明
で
は

あっ
て
も、
わ
が
国の
場
合に
は
国
民一
般
をつ
ね
に
政
府
と
同
列に

位
抗づ
け
て
論
ず
る
わ
けに
は
ゆ
か
な
い
こ
と
を
中
国
側は
ま
ず
認

め
るべ
き
で
あ
ろ
う。
中
国に
は、
い
わ
ゆ
る
「
民
間L
が
存
在
し
て

い
ない
と
し
て
も、
わ
が
国に
おい
て
は、
国
民は
政
府
と
必
ず
し
も

一
体
で
は
あ
り
得
ない。
日
本
政
府の
代
衣
や
外
務
省の
向
官
は
日
中
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共
同
戸
明
や
日
中
平
和
友
好
条
約に
拘
束
さ
れ
得
る
と
し
て
も、「
民

間」
の一
一般
同
民は、
そ
の
よ
う
な
拘
米
か
ら
も
基
本
的に
は
自
由
で

あ
る。
ま
し
て
や
台
湾
を一
方
的に
切
り
す
て
た
日
中
共
同
声
明
や
当

時の
中
国の
反
ソ
戦
略へ
の
向
調
が
合
意
さ
れ
て
い
た
「
瑚刷
機」
条
項

入
り
の
日
中
平
和
友
好
条
約に
た
い
し
て
は、
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定

の
た
め
に
も、
寸
厳
格に
順
守」
ど
こ
ろ
か
強
く
異
議
を
申
し
立
て
る

自
由
を
も
日
本
国
民は
有
し
て
い
る。

当
の
中
国
自
身
が
非
毛
沢
東
化
に
伴
う
対ソ
対
決
路
線
か
ら
根
本
的

に
転
換
し、
い
わ
ゆ
る
「
新
総」
条
項
を
あ
ら
ゆ
る
公
文
冷
か
ら
削
除

し
て
中ソ
和
解
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に、
日
中
関
係の
み
を
平

和
友
好
条
約
で
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ハ
従っ
て、
政

策
論
的
に
は、
来
る一
九八
八
年
で
期
限の
満
了
す
る
こ
の
条
約に
た

い
し
て、
条
約
改
汀の
た
め
の
外
交
交
渉
が
な
さ
れ
るべ
き
で
あ
ろ

う〉。
要
す
る
に、
日
中
関
係
や
日
中
間の
交
流は、
国
家
間
関
係
だ

け
で
作
す
る
わ
けに
は
ゆ
か
ない
の
だ。

次
に
もっ
と
も
重
要
な
問
題
点は
第二
項
で
あ
る。
コ」
〈
少
数
の

人
が
軍
国
主
義
を
復
荊
さ
せ
よ
う
と
す
る
活
動
を
進
め
る
の
を
容
認
す

べ
き
で
は
ない」
と
い
う
け
れ
ど、
こ
の
場
合の
「
ご
く
少
数の
人」

と
は
ど
ん
な
人
び
と
で
あ
る
の
か
が
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
る
まい。
一

郎の
，
極
右’
ゃ
，
皇
国
主
義
者’
を
指
す
の
だ
と
し
た
ら、
そ
れ
ら

は
円
本
で
は
文
字
通
り
「
ご
く
少
数の
人」
だ
か
ら
こ
こ
で
問
題に
す

べ
き
対
象
で
は
ない
は
ず
で
あ
る。
し
か
し、
昨
年
夏
以
来の
中
国の

対
日
批
判
が
「
日
本
軍
国
主
義」
復
活に
た
い
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
こ
の
場
合の
コ」
〈
少
数の
人」
は
時
国
神
社

へ
公
式
参
拝
し
よ
う
と
し
た
中品川
根
首
相
以
下
の
日
本の
指
導
者
M
を

指
す
の
か
も
し
れ
ない
が、
彼
ら
は、
議
会
制
民
主
主
義の
ル
lル
の

う
え
で
国
民の
圧
倒
的
な
多
数の
支
持
を
得
て
政
権
を
担
当
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら、
中
国の
批
判は
こ
の
点
で
的
は
ず
れ
で
あ
り、
また

柑
国
神
社
公
式
参
持
や
G
N
P一
%
枠
突
破へ
の
衝
動
を
そ
の
ま
ま

「
軍
国
主
義
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
活
動」
だ
と
見
る
な
ら
ば、
そ

れ
は
わ
が
国の
現
状に
た
い
す
る
認
識
不
足
も
徒だ
しい
と
い
わ
ね
ば

な
る
まい。
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こ
こ
で
は、
こ
の
問
題
を
こ
と
さ
ら
論
ず
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど、

因
み
に
私
自
身
は、
わ
が
国
の
防
衛
力
は
で
き
る
だ
け
極
小
化
ざ
る
べ

き
だ
と
考
え
る
立
場
で
は
あ
る
が、
G
N
P一
%
枠
に
は
明
白
な
線
拠

が
な
く、
わ
が
国
の
国
際
的
な
立
場
と
当
面
の
厳
し
い
日
米
関
係
を
考

え
れ
ば、
わ
が
国
は
間
際
社
会へ
の
参
加
費
用
と
し
て
も、
防
術
挫
の

－
%
粋
突
破
程
度
は
当
面
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る。

さ
て、
胡
昭
邦
見
解
第
二
項
に
お
い
て、
もっ
と
も
重
大
な
問
題
点

で
あ
り、
同
時
に
決
し
て
容
認
で
き
な
い
論
点
は、
寸
両
国
の
半
世
紀

に
わ
た
っ
た
対
立
は、
日
本
の
き
わ
め
て
少
数
の
軍
国
主
義
の
顕
伺
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、
日
本
人
民
と
現
在
の
政
府
と
民

間
の
広
範
な
人
び
と
に、
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い」
と

い
う
ぷ
現
で
あ
り、
同
様
に
「
日
本
の
ご
く
少
数
の
軍
国
主
義
の
頭
目

が
引
き
起
こ
し
た
中
国
侵
略
戦
争
と
そ
の
他
の
侵
略
戦
争」
と
い
う
言

い
方
で
あ
る。

ご
く一
部
の
支
配
層
と
多
数
の
民
衆
と
い
う
図
式
は、
民
族
の
論
理

よ
り
も
階
級
の
論
理
を
優
先
さ
せ
る
マ
ル
ク
ス
主
裁
に
固
有
な
教
条
で

あ
り、
中
国
が
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
う
場
合
に一
貫
し
て
用
い
る
ロ

ジ
ッ
ク
だ
と
し
て
も、
日
中
戦
争
や
太
平
洋
戦
争へ
の
追
を
コ」
く
少

数
の
軍
国
主
義
の
頭
目」
「
ご
く
少
数
の
人」
の
武
任
に
州
し
て
免
罪
さ

れ
る
ほ
ど
軽々
に
戦
後
の
日
本
人
は、
み
ず
か
ら
の
過
去
を
考
え
て
は

い
な
い。
私
自
身
を
合
め
て
刈
同
神
社
に
特
別
な
宗
教
的コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
を
も
た
ぬ
ご
く
普
通
の
日
本
人
が
戦
前奴
者
の
主
に
・さ
り
げ
な
く
参

拝
す
る
と
き
で
さ
え、
「
少
数
の
顕
nL
や
「
ご
く
少
数
の
人L
に
の
み

戦
争
立
任
を
押
し
つ
け、
他
の
広
範
な
日
本
国
民
は、
そ
の
犠
牧
者
で

あっ
た
と
す
る
よ
う
な、
第
三
者
的
な
気
持
で
寸
安
ら
か
に
お
眠
り
下

さ
い」
と
手
を
あ
わ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う。
そ
し
て
私
を
合
む
戦

後
世
代
の
者
で
あっ
て
も、
日
本
の
過
去
の
戦
争
は、
「
少
数
の
顕
nL

や
「
ご
く
少
数
の
人」
の
好
戦
性
の
み
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
起っ
た
も
の

だ
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い。
少
な
く
と
も、
わ
れ
わ
れ
の
昭
和
史
が

よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
圧
倒
的
か
つ
全
国
的
な
体
験
と
し
て
の
戦
争
は、
そ

ん
な
に
平
叙
な
ド
ラ
マ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
無
意
識
的
に
知っ
て
い

る。
中
国
琉
の
階
級
的
戦
争
責
任
史
観
で
こ
と
足
れ
り
と
考
え
る
の

は、
そ
れ
こ
そ
「
ご
く
少
数
の
人」
つ
ま
り
教
条
的
なマ
ル
ク
ス
主
義

者
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あっ
て、
一
連
の
中
国
の
批
判
を
「
ご
もっ
と
も

で
す」
と
受
け
と
め
た
中
曽
線
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
政
府・
自
民
党

の
領
袖
た
ち
で
さ
え、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う。

私
は、
日
中
関
係
や
戦
争
資
任
の
問
題
を、
い
わ
ゆ
る
断
罪
の
意
識

だ
け
で
考
え
る
こ
と
に
は、
つ
ね
に
国持
論
を
唱
え
て
き
た
つ
も
り
で
あ

る
が、
中
国
的
な
議
理
を
甘
受
す
る
こ
と
は、
そ
の
よ
う
な
問
罪
感
さ

え
も
免
責
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い。
と
こ
ろ
で、
中
間
の

著
名
な
劇
作
家
で
あ
り、
中
日
友
好
協
会
の
会
長
で
も
あ
る
瓦
街
は、

か
つ
て、
は
や
く
も一
九
四
八
年
の
時
点
で、
次
の
よ
う
に
鋭
く
論
じ

て
い
た
こ
と
が
あっ
た。

「
日
本
人
民
が
自
己
の
カ
を
もっ
て
日
本
支
配
者
の
伝
略
を
制
止
せ
し

め
る
こ
と
が
で
き
ず、
口
本
フ
ァ
シ
ス
ト
を
し
て
中
間
お
よ
び
極
東
各

弱
小
民
族
に
た
い
し、
惨
沸
た
る
災
艇
を
京
ら
せ
た
の
で
あ
る
か
ら、

日
本
人
民
が
当
然、
今
次
戦
争
の
《
民
族
的
立
任》
を
負
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う。
そ
れ
か
ら、
中
国
人
民
が
自
身
を
拘
束
す
る
鉄
鎖
を
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早
く
解
く
こ
と
が
で
き
ず、
自
国
を
早
く
民
主
繁
栄
強
大
の
国
家
と
す

る
こ
と
が
で
き
ず、
もっ
て
日
本
人
民
に
模
範
を
示
し
え
な
かっ
た
こ

と
も、
同
様
に
占
任
を
と
る
べ
き
で
あ
る」
（
中
国
研
究
所
編
『
中
国の
u

本
論
』

潮
統
社、
一

九
四
八
年〉

こ
こ
で
瓦
桁
が
述べ
て
い
る
言
集
は、
胡
酬明
邦
発
言
と
線
本
的
に
災

なっ
て
い
る。

そ
の．亙
桁
が、
ま
さ
に
胡
棺
邦
総
舟
記
の
も
と
で
の
昨
年
九
月
の
中

国
共
産
党
全
国
代
表
会
議
で
は
党
中
央
顧
問
委
只
か
ら
も
は
ず
さ
れ
る

こ
と
と
な
り、
他
方
で
胡
耀
邦
が
右
の
よ
う
な
発
言
を
日
中
二
十一
世

紀
委
口
会
の
席
上、
中
国
側
の
基
調
見
解
と
し
て
表
明
し
た
と
こ
ろ

に、
実
は、
今
日
の
中
国
指
導
庖
の
知
的・
思
想
的
な
退
行
が
反
映
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
毛
沢
東
に
せ
よ、
周
思
来
に
せ
よ、
あ

る
い
は
劉
少
奇
に
せ
よ、
従
来
の
中
国
の
最
高
指
導
者
は、
そ
れ
な
り

に
思
想
や
哲
学
の
体
現
者
で
あっ
た
の
だ
が、
し
た
た
か
な
政
治
戦
略

家
と
し
て
の
郡
小
平の
並
々
な
ら
ぬ
個
性
は
と
も
か
く
と
し
て、
今
日

の
最
高
指
導
者・
胡
期
邦
総
』
記
に
は、
彼
の
来
日
中
の
講
演
を
含
め

て、
ど
う
も
危
み
と
奥
行
き
が
感
じ
ら
れ
な
い。
い
ず
れ
に
せ
よ、
そ

の
綱
鰍
邦
が
今
回
改
め
て
示
し
た
右
の｝
辿
の
論
理
は
あ
ま
り
に
も
杜

撰
で
あっ
た。
こ
れ
で
は
ま
る
で、
会
中
国
が
紅
紅
烈
烈
た
る
状
況
に

あっ
た
あ
の
文
化
大
革
命
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
の、
結
果
的
に
は
混
乱
と

悲
惨
の
全
責
任
を
た
っ
た
四
人
の
毛
沢
東
側
近、
つ
ま
り
「
四
人
組」

に
帰
す
る
や
り
方
と
同
様
で
は
な
い
か。
し
か
も、
悪
質
な
ご
く
少
数

の
頭
目
と
正
し
い
多
数
の
大
衆
と
い
う
図
式
を
今
日
の
日
本
に
当
て
は

め
て
裁
断
し、
こ
う
し
た
論
理
に
基
づ
い
て
蛸
困
問
題
や
日
中
附
係
を

中
国
の
怠
に
副
う
よ
う
に
動
か
そ
う
と
す
る
や
り
方
こ
そ、
内
政
干
渉

だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

こ
の
よ
う
な
論
型
に
な
ぜ
中
悶
は
問
執
す
る
の
だ
ろ
う
か。
広
範
な

日
本
人
民
を
つ
ね
に
中
同
側
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
戦
略・
戦
術
的

配
慮
で
あ
る
な
ら
ば、
日
本
国
民
は
そ
れ
ほ
ど
般
か
で
な
い
こ
と
を
知

ら
ね
ば
な
る
ま
い。

結
局、
中
国
側
は、
す
で
に
見
た
論
程
上
の
矛
盾
を
冒
し
て
ま
マ、

現
時
点
で「
四
点
の
意
見」
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り、

胡
耀
邦
発
言
は、
実
は
日
本
向
け
で
あ
る
よ
り
は、
よ
り
多
く
中
国
国

内
向
け
の
も
の
で
あっ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る。

そ
も
そ
も
今
回、
北
京
大
学
生
を
中
心
に
反
ロ
デ
モ
が－M
扮
し
た
九

月
十
八
日
は、
柳
条
湖
事
件
記
念
日
で
あっ
た
と
と
も
に、
辿
国
以
来

一
度
の
例
を
見
る
だ
け
と
い
う
異
例
の
中
国
共
産
党
全
国
代
表
会
議

ハ
代
表
大
会
で
は
ない
！〉
が
郵
小
平H
胡
耀
邦
主
導
の
当
面
の
経
済
改

革
や
「
開
放」
政
策
に
た
い
す
る
陳
3・
党
中
央
常
残
委
員
ら
の
激
し

い
批
判
を
内
部
に
秘
め
て
開
幕
し
た
当
日
で
あっ
た
こ
と
を
無
視
す
る

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い。
そ
の
後、
「一
二・
九」
抗
日
記
念
日
に
い
た

る
ま
で、
党
中
央
が
全
国
各
地
に
広
が
っ
た
反
日
デ
モ
を
懸
命
に
なっ

て
鎮
静
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
実
や
つ
い
に
十一
月
二
十
日
に
は
成

都〈
四
川
省〉
に
お
い
て、
反
日
の
壁
新
聞
の
み
な
ら
ず、
郵
小
平
ら
の

経
清
改
革
に
反
対
す
る
壁
新
聞
が
貼
り
出
さ
れ、
当
局
は
こ
れ
を
「
十

一
・
二
十
反
革
命
事
件」
と
し
て
処
断
し、
買
任
者
を
述
捕
し
た
こ
と

に
示
さ
れ
る
よ
う
に、
中
国
岡
内
は
郡
小
平
H
胡
細川
邦
体
制
の
ゆ
き
す

ぎ、
急
ぎ
す
ぎ
の
経
済
改
革
の
矛
市
と
混
乱
に
こ
の
と
こ
ろ
大
い
に
符

3; 



立っ
て
い
た
の
で
あっ
た。

北
京
大
学
学
生
ら
に
よ
る
反
日
デ
そ
が、
陳
記
ら
非
郡
小
平
系の「
原

則
源
L
（
よ
り
正
統
的
な
社
会
主
義
路
線
の
堅
持
を
主
張
す
る
原
則
主
義
省
た

ち〉
の
指
示
で
あっ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く、
彼
ら
は
そ
れ
こ
そ一

九
七
六
年
四
月の
天
安
門
恨
変
以
来
久々
に
起っ
た
天
安
門
広
場の
デ

モ
に
鉄
舞
さ
れ
る
か
た
ち
で、
広
場に
而
し
た
人
民
大
会
堂
で
の
緊
慌

を
は
ら
ん
だ
中
国
共
産
党
全
国
代
表
会
議に
臨
み、
郵
小
平
路
線へ
の

真
正
面
か
ら
の
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あっ
た
〈こ
れ
らの
点につい
て

詳
し
く
は
、

抑
制刷
「
野
小
平
以
後
へ
の
光
と
影L、
『
吋
回目
ω

窃』
一

九
八
五
年

十
一

月
号
お
よ
び
拙
苦
『
ω
年
後
の
中
国
民

第
一

企
画
出
版、
一

九
八
五
年、

参照〉。こ
の
よ
うに
見
る
こ
と
に
た
い
し
て
は、
「
日
本
側に
は、
小
同
の

反
応
が
出
る
た
び
に、
あ
れ
こ
れ
政
治、
経
済
情
勢
を
か
ら
め
た
哀の

事
情
を
読
み
た
が
る
向
き
が
あ
る」〈『朝日
新聞』
前
拘社説〉
と
か

「
学
生
た
ちの
自
発
的
行
動
を、
ど
う
せ
だ
れ
か
の
差
し
が
ね
だ
ろ
う

と
色
眼
鏡
で
見
て
は
い
け
ない。
ま
た
ま
た
中
国の
権
力
闘
争
が
背
後

に
あ
る
ん
だ
な
ど
と、
物
事
を
単
純
化
し
て
は
大
事
な
変
化
を
見
落
と

す
L
〈
前
初
の
『朝日
新
聞
』

十二
月
三
十日
付
の
中
国知
議
青年
の

発
言）

と
いっ
た
い
つ
も
な
が
ら
の
批
判
も
あ
ろ
う
が、
そ
れ
は
か
つ
て
文
革

期に、
掛間
伐4
者の
久
野
収
氏
な
ど
が
文
革
論
に
お
け
る
私の
権
力
闘
争

説
を
冷
笑
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
だ
と
い
え
よ
う
（こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
拙
苦
『
文
明
の

再鈴迭
を
目
ざ
す
中
国
』
〈
筑
摩
3
・w、
一

九

八
四
年〉
所収「日
本の
知鴨川人と
毛
沢東」
参照〉。
そ
う
し
た
批
判は、

残
念
な
が
ら、
依
然
と
し
て
激
し
い
中
同
政
治の
現
実へ
の
認
鴨川の
欠

如
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ない
の
で
あ
る。
現
に
今
回の
日

中二
十－
世
紀
委
員
会に
おい
て
さ
え、
中
国
側メ
ンバ
ー
の
内
部に

路
線
対
立
が
明
白
に
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
そ
れ

だ
け
に、
右の
よ
う
な
多
分
に
内
部
向
け
の
胡
耀
邦
発
言に
よっ
て
日

中
関
係
が
今
後
も
長
期に
わ
たっ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と

し
た
ら、
そ
れ
は
や
は
り
深
刻
な
問
題
だ
と
い
え
よ
う。

い
ず
れ
に
せ
よ、
今
回、
中
国
側
が
「
A
級
戦
犯」
の
川町
国
合・杷に

あ
れ
ほ
ど
強
〈
反
捜
し
た
の
は、
や
は
り
中
国
側の
事
情に
よ
る
もの

で
あっ
た。
そ
れ
は、
こ
れ
ま
で
中
国
で
は、
「
A
級
戦
犯L
つ
ま
り

日
本
の
少
数の
軍
国
主
義
者の
み
が
戦
争
と
侵
略
の
大
罪
人
で
あ
る
と

の
論
理
が
通
用
し
て
い
た
だ
け
に、
中
曽
根
首
相の
公
式
参
拝
を
黙
視

す
る
こ
と
は、
そ
の
よ
う
な
中
国
的
論
理
が
山刷
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る

か
ら
で
も
あ
る。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は、
た
だ
で
さ
え
党
内の
批
判
然
力
や
若
者た
ち

の
突
き
上
げ
を
受
け
て
い
る
中
間
指
導
府
に
とっ
て、
絶
対に
許
容で

き
ない
こ
と
で
あっ
た。
そ
し
て、
日
本に
た
い
し
て
は
強
く
出
れ
ば

相
手
が
折
れ
る
こ
と
を
十
分に
知っ
て
い
た
中
間
側は、
今
回
も
戸
を

荒
げ
て
厳
し
く
日
本に
迫っ
た
の
で
あ
り、
わ
が
同
政
府は
中
間
側の

批
判
を
今
回
も
ま
た
受
け
容
れ
た
の
で
あっ
た。
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ニ、
民
族
的
断
罪
は
可
能
か

戦
後
四
十
年
を
経
て、
経
武
装・
経
済
大
国
と
い
う
日
本の
生
存の

戦
略
が
見
事
な
成
功
を
収め、
国
際
社
会で
の
義
望の
対
象に
さ
え
な

り
は
じ
め
て
い
る
今
口、
わ
が
国は
た
ん
に
，
日
米
貿
易
戦
争’
に
と

ど
ま
ら
ない、
ま
さ
に
会
H
他
的
な
経
済
府
搾の
屯に
此
凶
し
て、
川川



び
国
際
的
な
，
敵
意’
に
問
ま
れ
は
じ
め
て
い
る。

そ
う
し
た
な
か
で
妓
近、
外
部
世
界
で
開
立
つ
傾
向
は、
現
有
の

凶
際
関
係
に
辿
黙
さ
せ
て
n
本
の
戦
争
此
任
を
改
め
て
問
い、
民
族
的

な
断
罪
を
迫
ろ
う
と
す
る
圧
力
だ
と
い
え
よ
う。
昨
年
来、
本
誌
で
話

．地
を
呼
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト、
セ
オ
ド
ア・
ホ
ワ
イ
ト

の
，
リ
メ
ン
バ
ー・
パ
l
ル・
ハ
l
パ
l’
的
な
論
調
今日
本か
ら
の

む険」、
本
誌一
九
八
五
年
十
月号、
参
照）
な
ど
は、
そ
の
典
型
だ
と
い

っ
て
よ
い。

中国に呪縛される日本

ホ
ワ
イ
ト
は、
そ
の
門
伝
的
阿
想
『
歴
史
を
求
め
て
G2
P
R
与

え
呂師向。
ミ－
s
a
ど
で
も
う
か
が
え
る
よ
う
に、
本
来
は、
中
国
学

の
枇
界
的
な
権
威
ジ
ョ
ン－
K・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
教
授
の
も
と
で
学
ん

だ
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
出
身
の
布
能
な
中
同
問
題
専
門
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

で
あ
り、
抗
日
戦
争
中
は、
延
安
の
側
に
大
き
く
傾
斜
す
る
と
と
も

に、
「
日
本
人
と
い
う
と、
今
もっ
て
私
は
気
色
ば
ん
で
し
ま
う。こ

れ
が
偏
見
で
あ
る
こ
と
は
私
も
認
め
る。
だ
が、
電
鹿
と
俗
北
で
私
は

日
本
軍
の
袋
店
を
知っ
た」
ハ
邦
訳、
『
歴
史の
探
究』
上、
サ
イマ
ル
出
版

会、
一
九
八一
年〉
と
語
る
線
強
い
反
日
感
情
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る。

そ
の
彼
が
今
日、
『ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク・
タ
イ
ム
ズ・
マ
ガ
ジ
ン』
に
登

場
し
て
日
本
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
わ
が
閣
は
い

ま、
ア
メ
リ
カ
と
中
間
の
双
方
か
ら
再
び
敵
視
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え

よ、っ。この
よ
う
な
状
況
に
た
い
し
て、
で
は
い
か
に
対
処
し
て
ゆ
くべ
き

か。
竹
内
好、
鶴
見
俊
輔、
橋
川
文
三
め
各
氏
ら、
戦
後
日
本
の
代
表

的
な
知
識
人
が
論
じ
て
き
た
戦
争
立
任
論
を
い
ま
む
し
か
え
し
て
み
て

も、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
な
ぜ
な
ら、
そ
れ
ら
の

戦
争
武
任
請
は、
概
ね、
侵
略
戦
争
に
勝
利
し
た
革ム叩
中
国
に
大
き
な

道
義
的
優
位
を
見
出
し、
日
本
民
族
の
戦
争
立
任
は、
日
本
自
身
の「
解

放」
に
よ
っ
て
来
た
さ
れ
る
と
い
う
議
論
で
あっ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず、
今
日
で
は
革
命
社
会
そ
の
も
の
が
も
は
や
光
彩
を
失っ
て
し
まっ

て
い
る
か
ら
で
あ
る。
従っ
て
私
は
こ
こ
で
は、
よ
り
具
体
的
な
状
況

に
即
し
て
準
を
す
す
め
よ
う。

昨
年
の
瓦
以
米、
中
国
側
で
対
日
批
判
が
尚
まっ
た
品川
氏
に
は、
郡

小
平
H
胡
耀
邦
体
制
内
部
の
新
し
い
路
線
対
立
（
すで
に
見た、
郡
小
平

ら
の
「
改
修
派」
と
陳
雲らの
「
以
則
派」
との
対立〉
や
あ
ら
ゆ
る
な
味

で
不
均
衡
な
日
中
経
晋
関
係
に
た
い
す
る
中
国
側
の
訂
立
ち
以
外
に、

も
う一
つ
無
視
し
得
な
い
要
因
が
あっ
た。
そ
れ
は、
｝
九
八
三
年
秋

に
来
日
し
た
胡
蝦
邦
総
3
記
が
約
点
し
た
三
千
人
の
日
本
の
若
省
招
待

に
か
ん
す
る
問
題
で
あ
る。
私
－H
身
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て、
一
人
当

り
G
N
P
が
二
百
五
十
米
ド
ル
前
後
と
日
本
の
約
四
十
分
の－
に
し
か

す
ぎ
な
い
中
国
か
ら、
三
千
人
も
の
豊
か
な
日
本
人
汗
年
が
全
額
中
同

側
の
負
担
で
招
待
さ
れ
る
こ
と
の
不
自
然
さ
に
抵
抗
を
感
じ、
少
な
く

と
も
費
用
は
日
本
側
が
自
己
負
担
す
る
か、
さ
も
な
け
れ
ば
平
等
主
義

の
原
則
に
基
づ
い
て
日
本
政
府
も
中
国
か
ら
三
千
人
の
活
者
を
招
く
べ

き
で
あ
る
と
巧
え、
か
っ
そ
の
よ
う
に
主
強
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ

る。
楽
に
た
が
わ
ず、
こ
の
日
中
背
年
大
交
統
の
問
題
は
中
国
内
郎
で

も
大
き
な
議
論
に
なっ
た
よ
う
で
あ
り、
現
に
今
回
の
反
日
デ
モで

も、
こ
の
問
題
に
J
及
し
た
も
の
が
あっ
た
が、
要
す
る
に
「
日
本
の

若
者
に
は、
戦
争へ
の
反
省
が
まっ
た
く
欠
け
て
お
り、
中
国へ
来
て

も
謝
罪
の
立
ぷ
が
十
分
に
ぷ
明
さ
れ
な
か
っ
た」
と
い
う
の
で
あ
る。

中
国
が
昨
年、
『
中
国
税
略
臼
本
軍
南
京
大
前
殺
史
料』
や
『
中
国
松
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帥町
H
本
軍
暴
行
録』
を
刊
行
し
た
り、
「
位
継
U
軍
南
京
大
山川
殺
辿
難

問
胞
紀
念
館」
や
「
侵
来
日
箪
第
七一
三
部
隊
罪
証
陳
列
館L
そ
し
て

「
小
川
人
民
抗
日
靴
下
必
念
館」
を
開
設
も
し
く
は
辿
設
し
は
じ
め
た

の
は、
た
ん
に
抗
円
戦
争
開
十
川
年
の
記
念
行
引
と
し
て
で
は
な
く、

口
本
の
若
者
の
態
度
に
も
大
き
く
起
因
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

ph、。
4・～
しだ
が、
今
日
の
日
本
の
お
い引
に
た
い
し
て、
4
方
的
に
附
卯
の
忠
誠

を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
み
て
も、
当
の
口
本
の
若
者
が
主
体
的
に
問
題

を
認
識
す
る
の
で
な
け
れ
ば
怠
味
が
な
い。
そ
れ
は
戦
前・
戦
中
派
世

代
が
し
ば
し
ば
戦
後
悦
代
に
た
い
し
て
お
こ
な
うエ
ピ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ァ

ク
な
お
説
教
と
同
様
の
怠
味
し
か
も
た
な
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
自
身
は、
文
革
初
期
に
中
国
を
訪
れ
た
直
後

に、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述べ
た
こ
と
が
あ
る。

「
中
間へ
の
服
罪
と
は、
要
す
る
に、
日
本
人
の
民
族
的
立
任
の
問
．泊

で
あ
る
以
上、
そ
れ
は
結
局、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
課
題
と

し
て、
ど
の
よ
う
な
政
治・
社
会
体
制
を
選
択
し、
形
成
し
得
る
か
の

問
題
に
帰
治
す
る
で
あ
ろ
う。
こ
こ
に、
中
国
問
題
が
実
は一
立
し
て

わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
結
論
が
導
か
れ
る
の
で

あっ
て、
こ
の
よ
う
な
朋
折
し
た
田
川仰
を
経
て
は
じ
め
て
服
罪
の
問
題

が
本
当
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る。
私
自
身
を
含
め
て、
対
中
国
侵
略

と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な．原
体
験
を
直
接
に
は
も
た
な
い
世
代
の
成
長
と

と
も
に、
あ
る
い
は、
中
ソ協調
争
や
紅
術
兵
を
通
じ
て
の
み
小
川
を
兄

て
い
る
世
代
の
成
長
と
と
も
に、
こ
れ
ら
の
世
代
に
民
族
的
資
任
の
問

題
を
引
き
つ
ぐ
ル
l
ト
も、
こ
の
点
に
お
い
て
し
か
あ
り
得
な
い
で
あ

ろ
う。
私
は
こ
こ
で、
：：：
こ
こ
で
の
問
題
を
々
え
る
に
あ
た
っ
て、

：：
感
想
を
提
出
し
て
お
き
た
い。
一
つ
は、
私
が
昨
年
ハ一
九
六
六

年）
十一
月、
初
め
て
中
国
を
訪
問
し、
ひ
と
り
広
州
郊
外
の
花
県
を

訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
り、
そ
こ
の
段
村
の一
戸
に
案
内
さ
れ、
小

川
人
老
獲
が
折
る
口
本
軍
の
総
出
の
例
を
聞
き、
老
務
の
身
体
に
残
る

そ
の
傷
痕
を
見
た
と
き
の
体
験
に
か
ん
し
て
で
あ
る。
も
と
よ
り、
そ

の
と
き
私
は
重
い
心
に
閉
ざ
さ
れ
た
の
だ
が、
も
し
も
私
よ
り
十
代、

二
十
代、
あ
る
い
は
三
十
代
以
上
の
世
代
の
人
び
と
が
そ
の
場
部
に
い

た
と
し
た
ら、
そ
の
人
び
と
は
私
と
は
ど
こ
か
で
大
き
く
違
う
意
識
に

満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う、
な
に
か
巧
だ
た
し
い
よ
う
な、

ま
た、
弘
は
日
本
人
の
中
凶
観
に
と
っ
て
決
定
的
な
似
体
験
に
つ
い
に

参
与
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疎
外
感
の
よ
う
な、
一
方
ま
た

一
一磁
の
解
放
感
の
よ
う
な
気
持
に
お
そ
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る。
：：：L

（
拙
著
『
北
京
烈
烈』
〈
下、
筑
熔
U
M、
一
九八一
年〉
所
収
「日
本
知
減
人

の
中
図
像」〉。

私
は
そ
の
後
も
中
国
で、
し
ば
し
ば
同
織
の
体
験
を
重
ね
て
い
る
う

ち
に、
右
の
老
婆
も一一輔
の
〈
語
り
部〉
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な

り、
そ
れ
だ
け
私
の
臨
界
感
も
風
化
し
て
い
っ
た
が、
同
時
に、
で
は、

そ
の
よ
う
な
日
本
の
侵
略
を
見
事
に
は
ね
の
け
て
新
し
い
革
命
国
家
を

建
設
し、
先
の
五
街
の
い
う
〈
中
国
人
民
白・分
が
と
るべ
き
責
任〉
を

果
た
し
た
と一
見
思
わ
れ
た
状
況
の
な
か
で、
再
び
数
多
く
の
死
が
中

国
内
部
に
生
じ
て
い
る
問
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
問
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
く
なっ
て
き
た。

今
日
の
中
聞
は
日
本
の
中
国
侵
略
で一
千
万
以
上
の
人
命
が
綜
わ
れ

た
と
告
発
す
る
け
れ
ど
（こ
の
数
字は
二
千
万
と
も、
ま
た二
千
百
万
と
も

い
わ
れ
るこ
と
が
あ
る〉、
異
民
族
の
侵
略
戦
争
に
よ
る
犠
牲
で
は
な
く、
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中関に呪縛される目本

自
民
療
に
よ
る、
し
か
も
革
命
と
反
革
命
と
い
う
そ
の
区
分
す
ら
悲
怠

的
で
政
治
権
力
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
汗
価
も
逆
転
す
る

依
命
後
社
会
の
〈
階
級
闘
争〉
や
〈
内
戦〉
で
大
坑
の
生
命
が
怒
わ
れ

た
責
任
は
ど
の
よ
う
に
問
わ
れ、
そ
の
犠
牲
者
は
ど
の
よ
う
に
帝
わ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か。
こ
こ
で
は、
社
会
主
義
建
設
の
初
期
の
動
乱
期
の

悲
劇
に
つ
い
て
は、
あ
え
て
問
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う。
し
か
し、
毛

沢
東
家
父
長
体
制
の
も
と
で
，
貧
困
の
ユ
ー
ト
ピ
アM
を
求
め
た
「
毛

沢
京
思
想」
を
多
数
の
民
衆
が
熱
狂
的
に
護
持
し
た
結
果、
中
聞
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
屯
裂
と
緊
張
を
生
み
だ
し、
そ
の
揚
句
に、
中
国

共
産
党
の
見
解
に
よ
っ
て
さ
え、
「
文
革
期
十
年
間
に
死
者
は
二
千
万

人
に
も
の
ぼ
り、
何
ら
か
の
被
害
を
まっ
た
者
は
六
憶
に
も
述
し
た」

（
こ
れ
ら
の
数
字
は
『
読
売
新
聞
』
一

九
八
一

年
十
月
十
六
日。

北
京
日
荒
井
特

派臥
氾に
よ
る〉
と
い
う
状
況
を
ど
の
よ
う
に
，
断
罪’
す
る
の
か。

文
革
は
中
国
内
部
の
事
柄
で
あ
り、
外
部
か
ら
の
批
判
は
許
さ
れ
な

い
と
い
う
論
現
は
こ
の
場
合
成
り
立
た
な
い。
な
ぜ
な
ら、
文
革
に
よ

る
死
者
は、
ま
さ
に
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
犠
牲
者
だ
か
ら
で

あ
る。
も
と
よ
り、
日
本
軍
が
殺
鼓
し
た
中
国
人
が
仮
り
に
中
国
側
の

主
張
ど
お
り一
千
万
人
だ
と
し
て
も、
そ
の一
千
万
の
命
よ
り
も、
文

革
で
殺
さ
れ
た
こ
千
万
の
命
の
点
が
経
い
と
も
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る

〈
革
命
的
正
義
を
信
じ
て
い
た
の
に、

逆
に
味
方
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ、

処
断
さ

れ
た
死
の
方
が
敵
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
死
よ
り
も
必
劇
的
で
は
な
い
か
〉。

中
国
が
主
張
す
る
階
級
の
論
破
か
ら
す
れ
ば、
人
間
の
命
に
民
族
的
境

界
や
同
境
線
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
り、
だ
と
す
れ
ば
今
n
の
中
間

指
導
者
は、
解
放
前
の
日
本
軍
の
侵
略
を
告
発
す
る
以
上
に
解
放
後
の

み
ず
か
ら
の
行
為
を
さ
ら
に
厳
し
く
問
うべ
き
で
は
な
い
の
か。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と、
今
日
の
中
国
の
指
導
者
が
く
り
か
え

し
主
張
す
る
日
本
民
族
断
非
の
論
理
そ
れ
自
体
が、
彼
ら
自
身
に
と
っ

て
の一
つ
の
免
邦
符
に
なっ
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う。
私
は、
n

本
の
・中
国
侵
略
の
責
任
を
逃
れ、
過
去
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
け

れ
ど、
だ
か
ら
と
い
っ
て
小
凶
の
年
胤切
に
凶作
総
し
よ
う
と
は
決
し
て
忠

わ
な
い。四 、

歴
史
を
い
か
に
決
算
す
べ
き
か

人
間
の
死
そ
の
も
の
に
は、
民
族
の
壁
も
階
級
の
差
異
も
な
い
の
だ

か
ら、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
虐
殺
や
日
本
軍
に
よ
る

南
京
虐
殺
が
責
め
ら
れ
る
な
ら、
文
革
に
よ
る
大
量
暴
殺
も、
そ
の
後

の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
ポ
ル・
ポ
ト
政
権
下
の
大
虐
殺
も
問
織
に、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
「
箪
命L
や
「
解
放」
の
名
の
も
と
に
よ
る
殺
敏

で
あ
る
だ
け
に、
そ
れ
以
上
に
厳
し
く
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い。だ

が、
二
十
世
紀
の
人
類
が
首
都
し
た
こ
の
よ
う
な
負
の
遺
産
は、
民
族

的
な
断
罪
や
複
抑
制刷
に
よ
っ
て
決
算
さ
れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か。

日
本
人
は
広
ぬ・
長
崎
の
原
爆
の
悲
劇
を、
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
対
米
側川患
に
町
き
か
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た。
ま
た、
日
本
を
敗

戦
に
追
い
や
る
た
め
に
は
も
は
や
不
必
要
で
あっ
た
原
爆
を
あ
え
て
投

下
さ
せ
た
原
闘
が、
ソ
辿
の
対
日
参
戦
を
決
め
た
ヤ
ル
タ
秘
密
協
定
に

あっ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
で
もハ
こ
の
点に
つ
い
て

は
詳
し
く
は、

仙刑
者
『
中
ソ
対
立
と
現
代

｜｜

戦後
ア
ジ
ア
の
再
考
祭』
〈
中
央

公
論
社、
一
九
七八
年V
第一
章、
参
照
て
そ
の
こ
と
を
反
ソ
感
仙
の
甑

泉
に
は
し
て
い
な
い。
私
は、
こ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ、
高
く
評
価
さ
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れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る。
つ
ま
り、
原
爆
の
死
に
代
去
さ
れ

る
悲
劇
は、
い
ず
れ
も
現
代
社
会
の
戦
争
や
暴
力
そ
の
も
の
の
恐
る
べ

き
本
質
な
の
で
あっ
て、
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず、
そ
の

た
め
に
は、
戦
争
や
暴
力
を
生
み
だ
す
シ
ス
テ
ム
つ
ま
り
社
会
制
度
と

国
際
関
係
そ
の
も
の
を
変
換
し、
再
編
し
て
ゆ
く
以
外
に
な
い
の
だ
と

い・え
よ、っ。

こ
の
よ
う
な
思
考
回
路
に
お
い
て
問
題
を
と
ら
え
る
な
ら
ば、
わ
が

国
は
日
本
国
憲
法
を
有
し、
戦
争
や
暴
力
を
板
本
的
に
否
定
す
る
枠
組

の
な
か
で
発
展
し
て
い
る
同
家
と
し
て、
陛
界
の
ど
の
同
よ
り
も、
少

な
く
と
も
米・
巾・
ソ
の
三
大
国
よ
り
も
丙
〈
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
し、
中
国
の
批
判
に
即
し
て
言
え
ば、
中
間
か
ら
糾
弾
ざ
る
べ
き
道

筋
に
は
今
円
の
日
本
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る。
「
市
問
主
義」

と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば、
G
N
P
に
占
め
る
同
防
費
比
般
が
わ
が
国
の

十
倍
以
上
に
も
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ
る
中
聞
はJ
日
本
と
比
較
に
な
ら

な
い「
軍
問
主
義」
国
家
で
あ
り、
二
十
五
万
に
満
た
な
い
自
衛
隊
口
と

は
比
ぷ
べ
く
も
な
い、
そ
の
約
十
数
僚
に
も
の
ぼ
る
四
百
万
前
後
の
人

民
解
放
軍
を
中
岡
は
嫁
し
て
い
る。
文
化
大
市
命
中
は
シ
ピ
リ
ア
ン・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ど
こ
ろ
か
「
軍
事
管
制」
が
大
い
に
称
え
ら
れ
て、
会

中
間
が
，
兵
営
国
家’
化
し
て
い
た
の
で
あっ
た。
こ
の
場
合
に
従
米

は、
日
本
の
日
術
隊
は
位
略
の
た
め
の
軍
隊
で
あ
り、
中
間
の
人
民
解

放
軍
は
人
民
の
た
め
の
軍
隊
だ
と
い
っ
た
倒
錯
し
た
見
方
が、
当
の
中

岡
の
み
な
ら
ず、
わ
が
同
の
知
満
人
の
あ
い
だ
で
も
か
な
り
支
配
的
で

あっ
た
が、
い
ま
や
そ
の
よ
う
な
花
弁
は
通
用
し
な
く
なっ
て
し
まっ

た。
人
民
解
放
軍
は、
つ
い
先
年
も
中
越
戦
争
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
い

戦
争
行
為
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
を
似
し、
ま
た、
肢
近
の
ウ
ィ
グ
ル
抜

の
，
反
乱’
や
か
つ
て
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
に
示
さ
れ
た
よ
う
に、
同
内

の
少
数
諸
民
族
を
抑
圧
す
る
暴
力
装
置
に
も
なっ
て
い
る。
少
な
く
と

もベ
ト
ナ
ム
人
か
ら
す
れ
ば
中
同
人
は
侵
略
お
で
あ
り、
加
苫
者
な
の

で
あ
り
（
も
っ
と
も
そ
の
ベ
ト
ナ
ム
人
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
か
ら
す
れ
ば

佼略
者

で
あ
り、
加
害
者で
あ
ろ
う
て
ウ
ィ
グ
ル
族
や
テベ
ァ
ト
族
さ
ら
に
は
モ

ン
ゴ
ル
族
に
と
っ
て
は、
漢
民
線、
つ
ま
り
中
国
人
は
永
述
の
位
略
与

で
あ
り、
加
3
者
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。
川町
削
問
題
で
の
中
国
の

一
連
の
対
日
批
判
に
か
ん
す
る
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
論
調
に
「
ど
う
も
い

ま一
つ
し
っ
く
り
こ
な
い」
と
感
じ
た一
人
の
台
湾
出
身
の
知
浪
人

は、
「
日
本
人
に
と
っ
て
中
国
人
H
被
常
者
で
あ
る
が、
台
湾
人
に
と

っ
て
は
中
国
人
H
加
害
者
な
の
で
あ
る」
ハ
孫
明
海「い
つ
か
来
た
道
伺」、

2口、内
吋
年』
一
九
八
五
年
十二
月
号〉
と
は
っ
き
り
活っ
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、
加
害
者
と
被
害
者
と
い
う
座
標
軸
は、
そ

れ
を
民
族
の
論
理
で
切
る
か
ぎ
り、
そ
の
と
き
ど
き
の
民
族
問
の
力
関

係
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
で
も
設
定
で
き
る
こ
と
に
なっ
て
し
ま
う。

こ
の
こ
と
は
ま
た、
侵
略
と
被
nu
略
と
い
う
座
標
軸
に
か
ん
し
て
も
同

様
で
あ
る。
つ
ま
り、
歴
史
を
ど
の
時
間
椛
で
区
切
る
か
に
よ
っ
て、

戦
争
責
任
な
い
し
は
位
略
責
任
は
そ
れ
ぞ
れ
異
なっ
た
座
標
軸
に
依
め

込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う。
そ
の
よ
う
な
歴
史の
経
緯
を
日

中
間
で
は、
で
は一
体
ど
う
消
算
し、
決
算
すべ
き
で
あ
ろ
う
か。

スヲシチャン

中
国
語
に
〈
算
脹〉
と
い
う
言
葉
が
あ
る。
一
般
に
は「
清
算
す
るL

「
か
た
を
つ
け
る」
「
決
算
す
るL
と
い
う
広
味
で
あ
る
が、
n
常
生

活
で
も
レ
ス
ト
ラ
ン
で
川制
定
す
る
と
き、
こ
の守口
集
が
用
い
ら
れ
る。

y同司一O
白
σ
三
の
意
味
で
あ
る。

で
は、
口
中
間
の
歴
史
的
課
謬
は、
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ど
の
よ
う
に
決
算
さ
れ、
山川
算



’ーさ
れ、
か
た
が
っ
け
ら
れ
る
べ
き
か。
日
本
人
は、
戦
争
に
無
関
係
で

あっ
た
世
代
ま
で
も
が、
つ
ね
に
中
国
侵
略
の
原
罪
を
背
負っ
て
服
罪

と
し
て
の
日
中
関
係
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か。
私
は、
こ

れ
ま
で
に
述べ
て
き
た
論
取
か
ら
し
て
も、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な

い。
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
原
罪
感
を
強い
る
論
恕
こ
そ、
あ
た
か
も
父

親
が
地
主
防
級
で
あ
れ
ば
子
供
も
〈
思
五
顕〉
の一
味
と
し
て
断
罪
さ

れ、
逆
に
貧
脱
出
身
で
あ
れ
ば
そ
の
子
弟
も
〈
紅
五
類〉
と
し
て
称
え

ら
れ
た
文
革
の
論
理
と
同
様
だ
と
い
え
よ
う。

で
は、
歴
史
的
明
夫
と
し
て
は、
ど
う
考
え
る
べ
き
か。
こ
こ
で
n

中
関
係
史
を
全
部
的
に
絡
〈
紙
数
は
な
い
け
れ
ど、
た
し
か
に一
九
三

一
年
の
柳
条
湖
事
件
に
よ
る
満
州
事
変
の
幼
尭
が一
九
三
七
年
の
藍
溝

橋
市’
件
を
経
て、
日
中
全
而
戦
争
に
い
た
っ
た
十
五
年
戦
争
は、
円
本

の
・中
間
侵
略
の
歴
史
と
し
て
刻
印
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
日
本
の
対
満・
対
格
政
策
そ
れ
自
体
の
な
か
に
は、
幾
多

の
ア
ジ
ア
主
義
者
の
思
忽
的
源
読
を
探
る
ま
で
も
な
く、
すべ
て
を
否

定
し
仰
な
い
興
．訟
の
ロ
マ
ン
と
思
想
が
あっ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る。

さ
ら
に
糊っ
て
目
前、
日
露
の
戦
争
を
考
え
て
み
て
も、
ア
ジ
ア
へ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
上
陸
と
い
う
国
際
環
境
の
な
か
で、
ア
ジ
ア
を
新
し
い

駅
界
史
の
な
か
に
投
げ
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
政
し
よ
う
と
す
る
歴

史
的
街
動
を
不同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
日
消
戦
争
後
に
下
関
で
の

同

和
平
交
渉
で
李
鴻
帝
と
再
会
し
た
伊
綴
憾
文
が、
「
十
年
前
に
天
津
で

M
お
会
い
し
た
折、
民
同
の
改
市
に
つ
き
巾
し
あ
げ
た。
し
か
る
に
今
日

中町
ま
で
何
も
変
ら
ず、
何
も
改
革
さ
れ
む
の
は
何
故
かL
と
問
う
と、
李

峨
は
「
わ
が
国
は、
伝
統
で
雁
字
鰯
め
な
の
で
すL
と
答
え
た
エ
ピ
ソ
i

帽
ド
は
象
徴
的
で
あ
る
が、
日
本
が
西
欧
列
強
の
圧
力
に
耐
え
て
近
代
化

へ
の
死
聞
を
展
開
し、
明
治
維
新
以
来
の、
ま
さ
に
，
圏
内
革
命
戦

争’
さ
え
展
開
し
て、
良
正
商
か
ら
近
代ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
応
し
よ
う

と
し
て
い
た
と
き、
中
国
は
洋
務
運
動
か
ら
変
法
運
動
の
時
期
に
か
け

て
「
近
代
化L
へ
の
道
を
志
向
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
あっ
た。
だ
が

結
局
は、
「
汽
市中
汽
船
は
孔
子
様
の
来
り
た
ま
わ
ざ
る
も
の
な
り
きL
と

の
「
中
市
思
想」
な
い
し
は
「
小
学
体
を
為
し、
西
均r
m
を
為
す」
い

わ
ゆ
る
「
中
体
西
用」
論
に
見
ら
れ
る
文
化
の
絶
対
主
義
に
問
執
し、

そ
の
ま
ま
伝
統
世
界
に
安
住
し
て
時
を
過
し
て
し
まっ
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
円
本
を
合
む
列
強
の
中
同
半
植
民
地
化へ

の
追
を
切
り
開
い
た
の
で
あっ
た。
し
か
も
中
間
に
と
っ
て
の
忌
わ
し

い
過
去
が、
あ
の
細川
か
し
い
中
間
革
命
に
よっ
て
決
算
さ
れ
た
と
恩
わ

れ
た
の
ち
に
は、
「
も
沢
東
思
想
は
併
界
を
照
ら
す」
と
3っ
て
い
た

つ
い
先
年
ま
で、
小
川
は一
点
的
な
自
己
主
却
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て

き
た
の
で
あっ
た。
こ
れ
に
た
い
し
て
日
本
は、
明
治
維
新
か
ら
第
二

次
世
界
大
戦
で
の
完
全
な
敗
北
そ
し
て
戦
後
改
革
を
総
て
今
日
に
い
た

る
ま
で、
そ
れ
な
り
の
犠
牲
を
払
い
つ
つ
自
己
の
厳
し
い
営
為
を
同
時

代
史
に
切
り
刻
ん
で
き
た
の
で
あっ
た
〈こ
れ
らの
点に
つ
い
て
詳し
く

は、

拙
若
『
文
明
の

符鋳
造
を
目
ざ
す
中
国』、

筑一般3
M、
一

九
八
四
年、

参

照〉。
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ロ
巾
聞
の
近
現
代
史
は、
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
セ
ス
を
比
較
考
察
す
る

な
か
で
冷
静
に
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る。
そ
れ
だ
け

に、
先
般
の
教
科
持
問
題
や
今
回
の
的
問
問
題
で
口
中
両
国
間
の
歴
史

の
決
算
を
「
政
治
決
着」
す
る
こ
と
は、
同
時
代
史へ
の
挑
戦
で
あ
る

ば
か
り
か、
学
問
の
自
由
を
大
き
く
拘
束
し
か
ね
な
い
意
味
を
もっ
て

い
る。
つ
ま
り、
n
中
関
係
史
は、
ど
こ
で
区
切
り、
ど
こ
ま
で
謝
る



か
に
よ
っ
て、
様
々
な
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
り、
そ
の
よ
う
な
歴
史

的
尺
度
に
お
い
て
は、
わ
が
国
だ
け
が一
方
的
に
断
罪
さ
れ
る
い
わ
れ

は
な
い
の
で
あ
る。

こ
の
点
で、
昨
年
十
二
月
七
日、
日
本
の
作
家、
山
崎
盛
子
氏
と
会

見
し
た
胡
蝦
邦
総
枠内
記
が
，
日
中
戦
争
の
似
を
忘
れ
る
に
は
な
お
問
十

年
ほ
ど
時
聞
が
か
か
る
だ
ろ
う’
と
し
て、
「
義
和
団
事
件（一
九
O
O

年〉
を
機
に
八
カ
国
述
合
軍
〈
目、
英、
米、
フ
ラ
ン
ス
な
ど〉
が
北
京
に

侵
入
し
て
か
ら
今
年
で
八
十
五
年
た
ち、
やっ
と
列
強
に
よ
る
悦
略
の

記
憶
が
誇
れ
て
き
たL
ハ
北
京
発一
九八
五
年
十二
月
七
日
H
辺
見
共
同
特

派
μ
屯〉
と
述べ
て
い
た
事
実
は
印
象
的
だ
っ
た。
問問
問
邦
が
思
い
つ

き
で
義
和
団
事
件
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば、
そ
れ
以
前
の
口

約
戦
争
は
た
ん
な
る
悦
略
戦
争
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
も
な

る。
実
際、
維
新
の
大
業
が
ほ
ぼ
述
成
さ
れ、
隊
長
勢
力
を
中
心
に
日

本
近
代
化へ
の
幕
が
切
り
落
さ
れ
た
頃、
わ
が
琉
球
に
た
い
す
る
消
の

圧
み
は
日
々
に
激
し
く
なっ
て
い
た
が、
当
時
の
日
本
は
ま
だ
ま
だ
消

に
立
ち
向
え
る
ほ
ど
の
力
を
もっ
て
は
い
な
か
っ
た。
そ
れ
か
ら
十
余

年、
東
海
の一
小
間・
日
本
は
強
大
な
滑
に
つ
い
に
な
殺
を
布
告
し
た

の
で
あ
っ
た。

当
時
の
時
代
相
を
もっ
と
も
忠
実
に
記
し
て
い
る
石
光
点
前
の
手
記

は、
こ
の
辺
を
こ
う
記
し
て
い
る。

「
世
界
最
強
の
ロ
シ
ア
で
さ
え
が、
消
国
と
衝
突
を
避
け
て、
朝
鮮
の

内
乱
が
拡
大
す
る
と
手
を
引
い
て
傍
観
態
度
に
変っ
た
の
で
あ
る。
消

閏
の
艦
隊
が
長
崎
港
に
寄
港
し
た
際、
掠
奪、
暴
行
の
限
り
を
尽
し
て

も、
た
だ
た
だ
接
み
手
を
し
て
歓
待
に
努
め、
一
日
も
早
〈
出
港
す
る

‘ 
' -

こ
と
を
願っ
た
あ
の
事
件
は、
つ
い
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る。

あ
の
頃
に
較べ
れ
ば
日
本
も
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
進
歩
充
実
し
た
と
は

言
え、
東
洋一
の
大
同
で
あ
る
消
悶
に
戦
い
を
立
し
て
容
易
に
勝
て
る

確
信
は
な
か
っ
たL
q
城
下の
人
11
石
光
真
沼の
手
記一
』、
中
公
文
ほ

一
九
七
八
年〉。

こ
の
よ
う
な
史
実
に
照
ら
せ
ば、
胡
制
邦
と
し
て
も
目
前
戦
争
ま
で

は
瀕
り
た
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い。
今
日
の
中
国
自
身、
帝
制ロ
シ

ア
の
対
中
国
侵
略
を
非
難
し
て
露
消
関
係
に
言
及
す
る
と
き、
ア
イ
グ

ン
条
約、
イ
リ
条
約
以
降
の
ロ
シ
ア
の
位
略
を
つ
ね
に
強
調
す
る
の
だ

が、
治
の
成
照
帝
の
時
代
に
水
陸
の
大
軍
を
もっ
て
ア
ム
ー
ル
琉
域
の

コ
サ
ッ
ク
兵
駐
屯
地・
ア
ル
パ
ジ
ン
城
を
攻
略
し、
消
の
勝
利
に
帰
し

て
ウ
ス
リ
l
地
方一
帯
を
領
土
化
す
る
こ
と
が
で
き
た一
六
八
九
年
の

ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
に
つ
い
て
は
そ
の
不
平
等
性
に
J
及
し
な
い
の
で

あ
る。
そ
し
て、
革
命
国
家
と
し
て
の
今
日
の
中
務
人
民
共
和
国
が
中

継
帝
同
以
米
の
版
図
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ、
少
数
民
族
地
域
を
も
門

己
の
内
部
に
併
呑
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で

も
な
い。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と、
股
史
の
〈
算
販〉
は
決
し
て一
方
的
に
お

こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が、
さ
し
あ
た
り
了
解
さ
れ
る
で
あ

ろ、っ。
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に
も
か
か
わ
ら
ず、
わ
が
問
は、
今
回
も
ま
た
歴
史
の
決
算
を
先
送

り
し、
そ
れ
に
代っ
て
精
神
の
呪
縛
を
み
ず
か
ら
に
課
し
た
の
で
あっ

た。
日
本
は
今
日、
戦
争
か
ら
も
侵
略
か
ら
も
もっ
と
も
迷
い
地
点
で

平
和
と
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
と
い
う
の
に。




