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天
安
門
事
件一
周
年
を
迎
え
た
中
国
は 、
依
然
と
し
て
民
主
化
抑
圧
の
強

権
政
治
の
た
だ
な
か
に
あ
る。
天
安
門
事
件
の
悲
劇
を
代
償
と
し
て 、
東
欧

諸
国
に
起
こ
り 、
ソ
連
の
改
革
を
促
し 、
つ
い
に
モ
ン ．コ
ル
人
民
共
和
国
に

ま
で
波
及
し
た
社
会
主
義
体
制
崩
壊へ
の
歴
史
的
潮
流
を
必
死
に
防
衛
し
よ

う
と
し
て
い
る
中
国
共
産
党
の一
党
支
配
体
制
は 、
い
ま
な
お
固
持
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の 、
地
下に
潜
行
し 、
あ
る
い
は
全
世
界
の
中
国
人
社
会
に
連

帯
の
輪
を
広
げ
た
民
主
化
運
動
の
火
は 、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
の
な
か
で 、
依

然
と
し
て
燃
え
続
け
て
い
る。

し
た
がっ
て 、
当
面
は
お
そ
ら
く
平
静
な
ま
ま
事
態
が
推
移
す
る
に
し
て

も 、
乙
と
と
次
第
に
よっ
て
は
い
つ
再
び 、
下
か
ら
の
運
動
が
爆
発
し
な
い

中
白鳥

雄

嶺

と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
が
中
国
の
現
状
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

こ
う
し
た
な
か
で 、
中
国
共
産
党
中
央
の
権
力
闘
争
を
見
る
と 、
乙
乙
に

は
早
く
も
深
刻
な
亀
裂
が
目
立っ
て
い
る。
こ
う
し
た
権
力
的
角
逐
が 、
当

面
の
中
国
の
政
治
社
会
状
況
の
混
乱
と
停
滞
の
な
か
で 、
再
び
表
面
化
し
な

い
と
も
か
ぎ
ら
な
い。

今
後
中
国
は
東
欧 、
ソ
連
の
歴
史
的
変
動
の
影
響
や
台
湾 、
香
港
な
ど
周

辺
の
同
じ
中
国
人
社
会
の
経
済
的・
社
会
的
発
展
の
強い
イ
ン
パ
ク
ト

を
受

け
ざ
る
を
得
ず 、
そ
う
し
た
外
圧
に
耐
え
る
乙
と
に
も
や
が
て
限
界
が
く
る

に
ち
が
い
な
い 。

一
方 、
多
く
の
人
々
は 、
金
日
成
独
裁
体
制
下に
あ
る
北
朝
鮮
が 、
中
国

と
は
異
なっ
た
意
味
で
の
権
力
継
承
の
時
期に
き
て
い
て 、
こ
う
し
た
権
力

継
承
が
円
滑に
進
む
も
の
か
ど
う
か
を
危
ぶ
ん
で
い
る。
さ
ら
に
は
金
日
成



－
金
正
日
父
子
権
力
継
承
体
制
と
い
う 、
社
会
主
義
体
制に
お
い
て
も
決
し

て
許
容
し
得
な
い
よ
う
な
家
父
長
体
制
が 、
最
近
の
ル
ー

マ
ニ
ア
の

，
チ
ャ

ウ
シ
ェ
ス
ク
王
朝’
の
崩
壊 、
そ
し
て
東
欧
諸
国
か
ら
ソ
連 、
モ
ン
ゴ
ル
に

ま
で
及
ん
だ
変
革
の
嵐
の
な
か
で 、
果
た
し
て
も
ち
こ
た
え
得
る
も
の
か
ど

う
か
を
注
目
し
て
い
る。

し
か
し
な
が
ら 、
私
自
身 、
今
回 、
平
壌
を
訪
れ
た
印
象
を
率
直に
語
る

な
ら 、
一
口
に
いっ
て 、
当
面
の
北
朝
鮮
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
状
況
に
あ

る、
と
い
え
よ
う 。
そ
れ
は 、
徹
底
し
た
個
人
崇
拝
と 、
徹
底
し
た
独
裁
体

制
下に
あっ
て 、
政
治
的
な
亀
裂
や 、
下
か
ら
の
反
乱
な
ど
が
当
面
は
まっ

た
く
許
さ
れ
な
い
ほ
ど
の 、
自
己
完
結
し
た
閉
鎖
的
な
政
治
社
会
体
制
が
で

き
あ
が
りつ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る。

こ
う
し
た
な
か
で 、
北
朝
鮮
は
そ
の
国
際
的
孤
立
化
の
た
だ
な
か
で 、
自

ら
の
新
し
い
友
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る。
北
朝
鮮
は
決
し
て
ソ
連
と
も
中

国
と
も 、
う
ま
く
いっ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り 、
む
し
ろ 、
そ
う
し
た
出
口

の
な
い
状
況
の
突
破
口
を 、
ア
メ
リカ
と
の
関
係
打
聞
に
求
め
て
い
る
乙
と

を 、
私
は
今
回
確
認
し
た 。

結
論
的に
い
え
ば 、
少
な
く
と
も
金
日
成
主
席
が
健
在
で
あ
る
か
ぎ
り 、

現
在
の
体
制
が
当
分
は
続
く
の
で
は
な
い
か 。
言
葉
を
換
え
る
と 、
も
し
も

金
日
成
体
制
か
ら
金
正
日
体
制へ
の
移
行
が
近
い
将
来
行
わ
れ
る
と
き
に
は 、

き
わ
め
て
難
し
い
問
題
が
起
乙
る
可
能
性
が
あ
り 、
一
挙に
今
日
の
体
制
が

崩
れ
て
い
く
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う 。

四

中
国
民
主
化
運
動
は 、
東
欧
諸
国
か
ら
ソ
連 、
モ
ン
ゴ
ル
に
い
た
る
今
日

の
社
会
主
義
世
界
の
歴
史
的
変
貌
の
さ
き
が
け
で
あ
り 、
天
安
門
事
件
の
悲

劇
を
代
償
と
し
て 、
一
九
八
九
年
か
ら
九
O
年
に
か
け
て
の
世
界
は 、
大
き

く
地
殻
変
動
を
起
こ
し
た
の
で
あっ
た 。

東
欧
諸
国
で
は 、
そ
の
よ
う
な
変
動
が
ル
ー

マ
ニ
ア
以
外
で
は一
滴
の
血

を
流
す
乙
と
も
な
く
生
じ
た
の
で
あ
り 、
そ
の
意
味
で
は
天
安
門
事
件
が
東

欧
を
救っ
た
と
述べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い 。

中
国
当
局
は 、
天
安
門
事
件一
周
年
の
今
日 、
そ
の
国
際
的
孤
立
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
民
主
化
抑
圧
を
行
い 、
恐
怖
政
治
を
断
行
し
て
い
る
の
で
あ
る

が 、
こ
の
よ
う
な
体
制
が
長
続
き
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い 。
私
は
も
し

か
す
る
と 、
中
国
の
現
体
制
は 、
香
港
が
中
国
に
返
還
さ
れ
る一
九
九
七
年

七
月
以
前に
崩
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
見
て
い
る。
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革
命
の
終
駕

天
安
門
事
件一
周
年
を
迎
え
た
中
国
は 、
依
然
と
し
て
民
主
化
抑
圧
の
強

権
政
治
の
た
だ
な
か
に
あ
る。
天
安
門
事
件
の
悲
劇
を
代
償
と
し
て 、
東
欧

諸
国
に
起
乙
り 、
ソ
連
の
改
革
を
促
し 、
つ
い
に
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に

ま
で
波
及
し
た
社
会
主
義
体
制
崩
壊へ
の
歴
史
的
潮
流
を
必
死
に
防
衛
し
よ

う
と
し
て
い
る
中
国
共
産
党
の一
党
支
配
体
制
は 、
い
ま
な
お
固
持
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の 、
地
下に
潜
行
し 、
あ
る
い
は
全
世
界
の
中
国
人
社
会
に
連

帯
の
輪
を
広
げ
た
民
主
化
運
動
の
火
は 、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
の
な
か
で 、
依

然
と
し
て
燃
え
続
け
て
い
る。

建
国
四
十
周
年
に
し
て
起
こっ
た
天
安
門
事
件
の
悲
劇
は 、
そ
れ
が
五・

四
運
動
七
十
周
年 、
フ
ラ
ン
ス
革
命二
百
周
年
と
い
う
近
現
代
史
の
節
目
に

生
じ
た
こ
と
に
お
い
て 、
ま
た 、
戦
争
と
革
命
の
世
紀
と
も
言
え
る
二
十
世

紀
も
い
よ
い
よ
残
り
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
の
世
界
で
起
こっ
た
事
件

だ
と
い
う
点
に
お
い
て 、
近
現
代
社
会
の
表
象
で
も
あっ
た
革
命
（レ
ヴ
ォ

中
嶋

雄

嶺

ル
l
シ
ョ
ン）
と
は一
体
何
な
の
か
と
い
う
根
本
問
題
を
私
た
ち
に
深
刻に

突
き
つ
け
た 。
人
類
は
い
ま
や 、
自
由
と
平
等
は
容
易に
等
価
変
換
し
得
な

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
近
代
市
民
社
会
が

い
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
よっ
て 、

生
み
だ
し
た
普
遍
的
な
原
理
の
再
検
討
を
い
や
お
う
な
く
迫
ら
れ
て
い
る
と

言っ
て
も
よ
い 。
同
時に
ま
た 、
革
命
と
反
革
命 、
体
制
と
反
体
制 、
保
守

と
革
新
と
いっ
た
常
套
語
の
も
つ
含
意
は
根
本
か
ら
変
わっ
て
し
まっ
た 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
近
現
代
社
会
の
革
命
を
導
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は 、
そ

の
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
負
の
遺
産
の
ゆ
え
に 、
い
よ
い
よ
消
え
て
い
く
運

命に
あ
る。
そ
し
て
歴
史
の
現
実
を
直
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど 、
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マ
ル
ク
ス
主

義
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
乙
そ
が
歴
史
の
進
歩
で
あ
る
こ
と
に 、
人
類
は
誠
実

か
つ
素
直に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
なっ
て
き
て
い
る。

フ
ラ
ン
ス
革
命二
百
周
年
の一
九
八
九
年
が
中
国
に
お

け
る
血
の
大
虐
殺に
よっ
て
祝
わ
れ
た
乙
と
は 、
ま
さ
に
皮
肉
な
歴
史
的
現

実
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。
な
ぜ
な
ら 、
中
国
に
お
い
て
は
か
つ
て
中
国

共
産
党
の
創
立
者
の一
人
で
あっ
た
李
大
剖
（
り
た
い
し
ょ
う）
が
「
ボ
ル

そ
れ
に
し
て
も 、



シ
ェ
ビ
ズ
ム
の
勝
利」
と
題
す
る
論
文
を
書
き 、
来
るべ
き
中
国
革
命に
仮

託
し
て
こ
う
述べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。

「一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
は
単に
フ
ラ
ン
ス
の
人
心
が
変
わっ
た

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
だ
け
で
な
く 、
実
は
十
九
世
紀
の
全
世
界
人
類
の
普
遍
的

心
理
が
変
わっ
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る。
一
九一
七
年
の
ロ
シ
ア
の
革
命
は 、

単に
ロ
シ
ア
の
人
心
が
変
わっ
た
兆
し
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く 、
実
は
二
十

世
紀
全
世
界
人
類
の
普
遍
的
心
理
が
変
わっ
た
兆
し
な
の
だ 。
：：：

ボ
ル
シ

ェ
ビ
ズ
ム
の
精
神
は 、
二
十
世
紀
全
世
界
人
類
の
人
々
の
心
の
中
に
共
通
に

目
覚
め
た
精
神
で
あ
る」
（
『
新
青
年』
第
五
巻
第
五
号
〈一
九一
八
年
十一

月
十
五
日
〉）
と 。
そ
し
て
今
日
の
社
会
主
義
世
界
の
現
実
を
顧
み
た
と
き 、

ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
が 、
二
十
世
紀
全
世
界
人
類
の
共
通
の
精
神
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
か 。

周
知
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
，

自
由・
平
等・
博
愛’
の
ス
ロ
ー

ガ

ン
の
下に
遂
行
さ
れ
た
の
だ
が 、
や
が
てロ
ベ
ス
ピ
エ
l

ル
ら
に
率い
ら
れ

る
ジ
ャ
コ
パ
ン
の
独
裁
を
も
た
ら
し 、
血
な
ま
ぐ
さ
い
恐
怖
政
治
を
招
来
し

た 。
そ
の
よ
う
な
乙
と
を
考
え
る
と
き 、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
らロ
シ
ア
革
命 、

そ
し
て
中
国
革
命へ
の
経
過
の
中
に 、
恐
怖
政
治
の
綿
々
と
し
た
系
譜
を
見

る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

私
が
た
ま
た
ま
昨
年
九
月 、

ル
ト

大
学
で
の
天
安
門
事
件
を
め
ぐ
るセ
ミ
ナ
ー 、

マ
ル
ク
ス
ゆ
か
り
の
東ベ
ル
リン
の
フ
ン
ボ

パ
リ

で
の
中
国
民
主
化

を
め
ぐ
るセ
ミ
ナ
ー

に
出
た
の
ちロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
い
た
と
き 、「フ
ラ

ン
ス
革
命
と
英
国」
と
い
う
特
別
展
覧
会
が
大
英
博
物
館
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
た 。
そ
の
ポ
ス
タ
ー

に
は 、
「
自
由」
と
か
「
法」
と
か
「
人
権」
と
か
書

か
れ
た
何
冊
か
の
本
を
踏
み
台に
し
て
ギロ
チ
ン
の
断
頭
台
で
処
刑
さ
れ
た

犠
牲
者
の
首
を
か
ざ
し
て
い
る
図
柄
が
描
か
れ
て
お
り 、
強
く
私
の
印
象に

残っ
て
い
る。
思
え
ば 、
「
自
由」
や「
人
権」
と
い
う
近
現
代
の
普
遍
的
な

価
値
を
生
ん
だ
背
景に
は 、
革
命
の
担
い
手に
異
を
唱
え
る
者
は
こ
と
ご
と

く
，

敵’
と
し
て
暴
力
的に
抹
殺
し
て
も
よ
い
の
だ
と
い
う
思
想
が
か
く
さ

れ
て
い
る。
フ
ラ
ン
ス
革
命に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
ル
ソ
！

の
「一
般
意

志」
に
基
づ
く
直
接
民
主
主
義・
人
民
主
権
の
思
想
に
関
し
て
も 、
そ
の
よ

う
な
乙
と
が
言
え
な
く
は
な
い 。

こ
う
し
て 、
天
安
門
事
件
で
の
「
反
革
命
暴
乱」
と
い
う
郵
小
平
発
言
が

如
実に
示
し
た
よ
う
に 、
苦
難
の
中
国
革
命
を
勝
利に
導
い
た
革
命
第一
世

代
と
し
て
の
自
分
た
ち
こ
そ
つ
ね
に
民
意
を
代
表
し 、
民
衆
の
た
め
に
権
力

を
行
使
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
そ
の
主
観
的
判
断に
よっ
て 、
民
衆
の
枠
か

ら
外
れ
た
と
見
倣
す
人
々
に
は
徹
底
的
な
暴
力
を
行
使
し
て
彼
ら
を
抹
殺
し

て
も
よ
い
の
だ
と
い
う
思
想
は 、
あ
る
意
味
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
悪
し
き
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一
面
の
継
承
で
あ
り 、
そ
れ
が
ま
さ
に
ロ
シ
ア
革
命
か
らス
タ
ー
リ
ン
の
粛

清
を
導
き 、
中
国
革
命
か
ら
文
化
大
革
命 、
そ
し
て
昨
年
の
天
安
門
「
血
の

日
曜
日」
事
件
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い 。
そ
し
て 、
こ
う

し
た
革
命
思
想
の
系
譜
の
影
響
下
で 、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
あ
の
大
虐
殺
も
起
こ

っ
て
い
る
乙
と
を
考
え
た
と
き 、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
名
に
よ
る
革
命
国
家
の

形
成
が
い
か
に
コ
ス
ト

が
大
き
い
か
を
二
十
世
紀
の
人
類
は
学
ん
だ
の
で
あ

る



そ
の
よ
う
な
代
償
の
か
わ
り
に
経
済
が
解
放
さ
れ 、
人
民
が
本
当
に
豊
か

に
なっ
た
と
言
う
な
ら
ば 、
こ
れ
ら
の
血
の
犠
牲
も
報
い
ら
れ
る
と
思
う
が 、

こ
う
し
た
代
償
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
経
済
が
著
し
く
停
滞
し 、
人
権
も
大
き

く
抑
圧
さ
れ 、
民
主
も
損
な
わ
れ
て
い
る
今
日
の
社
会
主
義
の
現
実
を
直
視

す
る
と
き 、
ま
さ
に
二
十
世
紀
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て 、
そ
の
終
罵
を

す
で
に
宣
言
し
た
と
述べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い 。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て 、
中
国
の
革
命
も
す
で
に
完
全
に
終
駕
し
た
の
で
あ
る。
天
安
門
事
件
は 、

そ
の
意
味
で
も
ま
さ
に
歴
史
的
な
出
来
事
で
あっ
た 。

2. 

中
国
の
体
制
的
危
機

い
わ
ゆ
る
「
四つ
の
原
則」
を
堅
持

し 、
社
会
主
義
の
路
線
を
断
固
と
し

て
擁
護
す
る
と
主
張
し
つ
つ 、
東
欧
や

ソ
連
の
歴
史
的
な
変
化 、
さ
ら
に
は
隣
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
に
ま
で
波

及
し
た
民
主
化
の
波
を
必
死
に
防
戦
し
よ
う
と
し
て
い
る。
だ
が 、
果
た
し

て
乙
の
よ
う
な
強
権
体
制
が 、
い
つ
ま
で
続
く
の
で
あ
ろ
う
か 。

と
く
に
最
近
は
過
度
の
経
済
の
引
き
締
め
政
策に
よっ
て 、
中
国
の
経
済

活
動
は
い
ち
じ
る
し
く
停
滞
し
て
し
まっ
た 。
農
村
人
民
公
社
の
解
体
の
あ

と
に
出
現
し
た
数
多
く
の
郷
鎮
企
業
は 、
中
途
半
端
な
市
場
経
済
導
入
の
矛

盾
を
ま
と
も
に
受
け
て 、
次
々
に
倒
産 、
解
散
し
て
い
る。

他
方 、
乙
の
問 、
一
方
で
万
元
戸
が
出
現
し
た
た
め
も
あっ
て 、
ひ
と
た

び
農
耕
の
場
を
離
れ
て
郷
鎮
企
業
に
吸
収
さ
れ
た
農
村
人
口
は 、
再
び
農
業

こ
う
し
た
な
か
で
中
国
は 、
当
面 、

に
帰
る
こ
と
も
で
き
な
い 。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
多
数
の
失
業
者
が
輩

出
し
て
い
る。

八
千
万
か
ら一
億
も
の
潜
在
的
な
失
業
人
口
ll

中
国
で

は
「
失
業」
の
こ
と
を
「
待
業」
と
いっ
て
い
る
ーー

が
存
在
し 、
彼
ら
は

開
放
政
策
の
な
か
で
鼓
吹
さ
れ
た
勘
定
高
さ 、
い
わ
ば
拝
金
主
義に
影
響
さ

れ
て 、
少
し
で
も
多
く
の
収
入
を
得
ょ
う
と
中
国
各
地
を
転々
と
し
て
い
る。

そ
う
し
た
潜
在
的
な
失
業
人
口
が 、
い
わ
ば
流
民
と
化
し 、
最
近
で
は
「
盲

流」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
都
市に
な
だ
れ
込
ん
だ
り 、
あ
る
い
は
海
外に
脱

出
し
よ
う
と
す
る
難
民
潮
の
圧
力
と
なっ
て 、
中
国
社
会
の
な
か
に
渦
巻
い

て
い
る
の
で
あ
る。

中
国
に
は
七 、

さ
ら
に
ま
た
中
国
は 、
過
去
十
年
間
の
対
外
開
放
政
策に
よっ
て
借
り
ま

くっ
た
累
積
債
務
の
支
払い
期
を
い
よ
い
よ
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る。
一
九

九
O
年
に
も一
O
O
億
米
ド

ル
に
近
い
債
務
の
返
済
を
迫
ら
れ
る
の
で
あっ

て 、
現に
わ
が
国
の
銀
行
と
の
あ
い
だ
で
も 、
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一
部 、
債
務
の
滞
り
が
北
京

以
外
の
地
域
で
発
生
し
て
お
り 、
中
国
全
体
で
も
か
な
り
深
刻
な
状
況
に
立

ち
い
たっ
て
い
る
と
いっ
て
よ
い
だ
ろ
う 。

中
国
を
襲っ
た
ス
ーパ
ー－

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は 、

ど
い
状
況
か
ら
脱
却
し
て
い
る
も
の
の 、
潜
在
的
な
イ
ン
フ
レ
圧
力
は
依
然

と
し
て
強い 。
当
面
は
中
国
当
局
が
抑
え
て
い
る
も
の
の 、
慢
性
的
な
財
政

危
機
の
補
填
や 、
外
貨
不
足
の
穴
埋
め
の
た
め
に 、
次
々
に
発
行
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
大
量
の
人
民
元
の
氾
濫
の
な
か
で 、
今
後
も
イ
ン
フ
レ
圧
力
は
続
く

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

一
時
の
よ
う
な
ひ



こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と 、
当
面 、
中
国
は
強
権
体
制
の
も
と
で
事
態

を
鎮
圧
し
て
い
る
と
は
い
え 、
今
後
の
中
国
経
済
の
発
展
い
か
ん
に
よっ
て

は 、
い
つ 、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で 、
大
衆
反
乱
が
お
き
て
も
不
思
議
で
な

い
と
い
う
状
況
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

も
と
よ
り 、
民
主
化
運
動
の
活
動
家
た
ち
も
知
識
人
た
ち
も 、
あ
の
六
月

四
日
の
悲
劇
を
体
験
し
た
だ
け
に 、
き
わ
め
て
慎
重
な
出
方
を
す
る
も
の
と

恩
わ
れ
る。
ま
し
て
や 、
郵
小
平
も
間
も
な
く
八
十
六
歳 。
部
小
平
と
並
び

称
せ
ら
れ
る
同
年
配
の
陳
雲
も
病
弱 。
あ
る
い
は
李
先
念 、
彰
真
ら
の
長
老

も 、
軍
を
牛
耳っ
て
い
る
楊
尚
見
と
と
も
に 、
き
わ
め
て
高
齢
化
し
て
い
る。

そ
れ
だ
け
に 、
乙
れ
ら
革
命
第一
世
代
が 、
あ
と
数
年
の
う
ち
に
影
響
力
を

失
う
で
あ
ろ
う
乙
と
を
十
分に
考
慮
し
て 、
い
わ
ば
「
時
間
と
の
戦
い」
を

続
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
中
国
社
会
主
義
経
済
の
行
き
詰
ま
り
と
と

も
に 、
首
都・
北
京
ほ
か
の
都
市に
限
定
さ
れ
て
い
た
民
主
化
運
動・
自
由

、
化
運
動
が 、
全
国
的
な
レ
ベ
ル
に
波
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
が
高
い

だ
け
に 、
乙
の
点
で
も
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
て
い
る
と
いっ
て
よ
い 。
し
た

がっ
て 、
当
面
は
お
そ
ら
く
平
静
な
ま
ま
事
態
が
推
移
す
る
に
し
て
も 、
こ

と
と
次
第に
よっ
て
は
い
つ
再
び 、
下
か
ら
の
運
動
が
爆
発
し
な
い
と
も
か

ぎ
ら
な
い
の
が
中
国
の
現
状
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

こ
う
し
た
な
か
で 、
中
国
共
産
党
中
央
の
権
力
闘
争
を
見
る
と 、
乙
乙
に

は
早
く
も
深
刻
な
亀
裂
が
目
立っ
て
い
る。
こ
う
し
た
権
力
的
角
逐
が 、
当

面
の
中
国
の
政
治
社
会
状
況
の
混
乱
と
停
滞
の
な
か
で 、
再
び
表
面
化
し
な

い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る。

今
後
中
国
は
東
欧 、
ソ
連
の
歴
史
的
変
動
の
影
響
や
台
湾 、
香
港
な
ど
周

辺
の
同
じ
中
国
人
社
会
の
経
済
的・
社
会
的
発
展
の
強
い
イ
ン
パ
ク
ト

を
受

け
ざ
る
を
得
ず 、
そ
う
し
た
外
圧
に
耐
え
る
乙
と
に
も
や
が
て
限
界
が
く
る

に
ち
が
い
な
い 。

3. 

北
朝
鮮
の
現
実

こ
の
よ
う
な
中
国
を
通
過
し
て 、
私
は
去
る
四
月
二
十
八
日
か
ら
五
月
四

日
ま
で 、
北
朝
鮮 、
つ
ま
り
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
首
都・
平
壌
を

訪
れ
た 。

す
で
に
十
数
回に
わ
たっ
て
韓
国
を
訪
問
し
て
い
る
私に
とっ
て
も 、
平

壌
訪
問
は
初
め
て
の
乙
と
で
あっ
た 。
今
回
の
平
壌
訪
問
は 、
日
本
国
際
政

治
学
会
訪
朝
団
長
と
し
て 、
八
名
の
同
僚
と
と
も
に
平
壌
を
訪
れ
た
の
で
あ
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る
多
く
の
人
々
は 、
金
日
成
独
裁
体
制
下に
あ
る
北
朝
鮮
が 、
中
国
と
は
異

なっ
た
意
味
で
の
権
力
継
承
の
時
期に
き
て
い
て 、
乙
う
し
た
権
力
継
承
が

円
滑に
進
む
も
の
か
ど
う
か
を
危
ぶ
ん
で
い
る。
さ
ら
に
は
金
日
成・
金
正

日
父
子
権
力
継
承
体
制
と
い
う 、
社
会
主
義
体
制
に
お
い
て
も
決
し
て
許
容

し
得
な
い
よ
う
な
家
父
長
体
制
が 、
最
近
の
ル
ー

マ
ニ
ア
の

が
チ
ャ
ウ
シ
ェ

ス
ク
王
朝’
の
崩
壊 、
そ
し
て
東
欧
諸
国
か
ら
ソ
連
に
い
た
る
社
会
主
義
の

地
殻
変
動 、
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
に
ま
で
及
ん
だ
変
革
の
嵐
の
な
か
で 、
果
た

し
て
も
ち
乙
た
え
得
る
も
の
か
ど
う
か
を
注
目
し
て
い
る。



次
は
中
国
か 、
そ
れ
と
も
北
朝
鮮
か
と
い
う
の
が 、
多
く
の
西
側
の
人
た

ち
の一
致
し
た
見
方
な
い
し
は
期
待
だ
と
いっ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い 。

東
欧
諸
国に
は
じ
ま
り 、
ソ
連 、
モ
ン
ゴ
ル
を
経
過
し
た
脱
共
産
化へ
の
歴

史
的
な
動
き
が 、
や
が
て
中
国
に
及 、び 、
最
後
に
北
朝
鮮
の
現
体
制
が
崩
壊

す
れ
ば 、
ま
さ
に一
つ
の
ド
ラ
マ
の
序
曲
か
ら
フ
ィ

ナ
ー
レ
ま
で 、
完
結
し

た
筋
書
が
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら 、
私
自
身 、
今
回 、
平
壌
を
訪
れ
た
印
象
を
率
直に
語
る

な
ら 、
一
口
に
いっ
て 、
当
面
の
北
朝
鮮
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
状
況
に
あ

る
の
で
は
な
い
か 、
と
い
う
こ
と
で
あっ
た 。
そ
れ
は 、
徹
底
し
た
独
裁
体

制
下に
あっ
て 、
政
治
的
な
亀
裂
や 、
下
か
ら
の
反
乱
な
ど
が
当
面
は
まっ

た
く
許
さ
れ
な
い
ほ
ど
の 、
自
己
完
結
し
た
閉
鎖
的
な
政
治
社
会
体
制
が
で

き
あ
が
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る。

し
か
も 、
そ
れ
も
た
ん
に
共
産
党 、

党
体
制
下
の
独
裁
と
し
て
で
は
な
く 、
き
わ
め
てユ
ニ
ー

ク
な
「
チュ
チェ

（
主
体）
思
想」
に
よっ
て 、
国
家
的
な
規
模
で
の 、
倫
理・
道
徳
的
な
指

導
体
制
が 、
そ
こ
に
確
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た 。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で 、
い
っ

て
み
れ
ば
約二
千
万
の
民
衆
が 、
金
日

成
崇
拝
と
チュ
チェ
思
想
に
よっ
て
完
全
に
教
化
さ
れ 、
一
種
の
宗
教
的
雰

囲
気
の
な
か
に
自
己
陶
酔
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る。
戦
時
中
の
皇
国

つ
ま
り
朝
鮮
労
働
党
の
社
会
主
義一

日
本
が
長
期
に
持
続
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
と
考
え
る
乙
と
も
で
き
よ
う 。

そ
れ
は
ま
さ
に
P

金
日
成
王
朝4
で
あ
り 、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
金
日
成
崇

拝
の
た
め
の
神
話
が
つ
く
ら
れ
て
い
る。

乙
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で 、
北
朝
鮮
は
ま
さ
し
く
儒

教
的
な
権
威
主
義
体
制 、
儒
教
的
な
家
父
長
体
制
の
な
か
に
あ
る
と
いっ
て

よ
い
だ
ろ
う 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、

こ
う
し
た
北
朝
鮮
を
表
面
的に
見
る
か
ぎ
り 、
そ
乙
に
は
当
面 、
民
王
化

運
動
は
お
ろ
か 、
党
内
に
深
刻
な
権
力
闘
争
が
お
こ
る
余
地
も
な
い
よ
う
に

見
ら
れ
た
の
で
あ
る。
も
と
よ
り
朝
鮮
労
働
党に
は 寸
乙
の
問 、
さ
ま
ざ
ま

な
異
分
子
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど 、
そ
れ
ら
は
徹
底
的
に
排
斥
さ
れ

て
し
まっ
て
い
る。

こ
う
し
た
な
か
で 、
北
朝
鮮
は
そ
の
国
際
的
孤
立
化
の
た
だ
な
か
で 、
自

ら
の
新
し
い
友
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
光 。
北
朝
鮮
は
決
し

て
ソ
連
と
も
中
国
と
も 、
う
ま
く
いっ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り 、
む
し
ろ 、

そ
う
し
た
出
口
の
な
い
状
況
の
突
破
口
を 、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
打
聞
に
求

め
て
い
る
こ
と
を 、
私
は
今
回
確
認
し
た 。

こ
う
し
て 、
北
朝
鮮
滞
在
の一
週
間
は 、
今
日
の
社
会
主
義
世
界
の
歴
史

的
な
変
動
の
な
か
で 、
そ
う
し
た
変
動
と
は
無
関
係に
存
在
す
る
か
に
思
わ

れ
る
奇
妙
な
実
態
が
そ
乙
に
あ
る
乙
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な

っ
ゃん 。
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結
論
的に
い
え
ば 、
少
な
く
と
も
金
日
成
主
席
が
健
在
で
あ
る
か
ぎ
り 、

い
ま
の
体
制
が
当
分
は
続
く
の
で
は
な
い
か 。
言
葉
を
換
え
る
と 、
も
し
も

金
日
成
体
制
か
ら
金
正
日
体
制へ
の
移
行
が
近
い
将
来
行
わ
れ
る
と
き
に
は 、

き
わ
め
て
難
し
い
問
題
が
起
乙
る
可
能
性
が
あ
り 、
一
挙に
今
日
の
体
制
が

崩
れ
て
い
く
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う 。



い
ず
れ
に
せ
よ 、
金
日
成
主
席
が
存
在
し
な
い
と
き
の
金
正
日
体
制
が 、

は
た
し
て
安
定
的に
推
移
す
る
か
ど
う
か
は 、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
だ
け
に 、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る。

一
つ
は 、
金
正
日
氏
が 、
金
日
成
主
席
と
と
も
に
批
判
さ
れ
て
失
脚
し 、

朝
鮮
労
働
党
が一
挙に
解
体
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
方
向 。
他
の一
つ

は 、
親
子
の
権
力
継
承
と
い
う
乙
と
の
異
常
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
金
正
日

氏
が 、

グ
北
朝
鮮
の
ル
ー

マ
ニ
ア
化’
を
避
け
る
た
め
に 、
自
ら
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
政
策
を
模
索
す
る
こ
と
に
よっ
て 、
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
は
か

つ
て
い
乙
う
と
す
る
方
向
で
あ
る。

そ
し
て
も
し
も 、
乙
の
後
者
の
よ
う
な
か
た
ち
が
進
む
な
ら
ば 、
そ
れ
は

台
湾に
お
け
る
蒋
介
石
独
裁
体
制
か
ら
蒋
経
国
権
威
主
義
体
制へ
の
移
行に

か
な
り
近
い
方
向
で
あ
り 、
そ
し
て
蒋
経
国
晩
年
の一
種
の
民
主
化へ
の
転

換
か
ら
今
日
の
李
登
輝
民
主
体
制へ
の
進
展に
近
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ

な
い 。

そ
の
場
合に
は 、
北
朝
鮮
の
社
会
主
義
体
制
自
体
が
大
き
く

転
換
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う 。

も
と
よ
り 、

4. 

民
主
化
へ
の
一

つ
の
展
望

天
安
門
事
件
を
も
た3り
し
た
中
国
の
民
主
化
運
動
は 、
中
国
の
歴
史
に
と

っ
て
画
期
的
な
も
の
で
あっ
た
が 、
そ
れ
は
中
国
社
会
特
有の
皇
帝
型
権
力

構
造
に
根
ざ
し
た
「
人
治」
に
た
い
し
て 、
近
代
的
な
政
治
意
識
と
法
感
覚

に
基
づ
く
「
法
治」
を
求
め
た
運
動
で
あっ
た
か
ら
で
あ
る。
も
と
よ
り 、

運
動
の
背
景に
は 、
中
国
共
産
党
の一
党
独
裁
体
制
に
た
い
す
る
抵
抗 、
さ

ら
に
は
社
会
主
義
権
力
そ
の
も
の
へ
の
根
本
的
な
批
判
が
あっ
た
乙
と
は
否

定
で
き
ず 、
そ
の
こ
と
を
読
み
とっ
た
郵
小
平
氏
ら
の
当
局
者
は 、
民
主
化

運
動
を
「
反
革
命
暴
乱」
と
規
定
し
て
そ
れ
を
徹
底
的
に
弾
圧
し
た
の
で
あ

っ
た 。
だ
と
す
れ
ば 、
中
国
民
主
化
運
動
は 、
東
欧
諸
国
か
ら
ソ
連 、
モ
ン

ゴ
ル
に
い
た
る
今
日
の
社
会
主
義
世
界
の
歴
史
的
変
貌
の
さ
き
が
け
で
あ
り 、

天
安
門
事
件
の
悲
劇
を
代
償
と
し
て 、
一
九
八
九
年
か
ら
九
O
年
に
か
け
て

の
世
界
は 、
大
き
く
地
殻
変
動
を
起
こ
し
た
の
で
あっ
た 。

東
欧
諸
国
で
は 、
そ
の
よ
う
な
変
動
が
ル
ー

マ
ニ
ア
以
外
で
は一
滴
の
血

を
流
す
こ
と
も
な
く
生
じ
た
の
で
あ
り 、
そ
の
意
味
で
は
天
安
門
事
件
が
東
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欧
を
救っ
た
と
述べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い 。

一

そ
れ
に
し
て
も 、
天
安
門
広
場
の
民
衆
反
乱
が
中
国
当
局に
とっ
て
深
刻

で
あっ
た
の
は 、
そ
れ
が
た
ん
な
る
民
主
化
運
動
に
と
ど
ま
ら
ず 、
中
国
共

産
党
の
当
時
の
最
高
指
導
者 、
趨
紫
陽
総
書
記
を
中
心
と
す
る
党
内
改
革
派

と
部
小
平・
李
鵬
ら
の
保
守・
原
則
派
と
の
深
刻
な
権
力
闘
争
と
結
び
つ
き 、

昨
年
五
月
中
旬
の
ゴ
ル
パ
チョ
フ
訪
中
を
契
機に一
時
は
改
革
派
優
位
の
方

向へ
雪
崩
れ
を
打っ
て
権
力
基
盤
が
動
き
は
じ
め
た
こ
と
で
あっ
た 。
こ
う

し
た
状
況
下
で
人
民
解
放
軍に
よ
る
武
力
行
使
が
行
わ
れ 、
広
場
の
学
生
ら

が
犠
牲に
さ
れ
る
と
と
も
に 、
越
紫
陽
ら
が
失
脚に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
が 、
も
し
も
力
のバ
ラ
ン
ス
が
逆
転
し
て
い
た
ら 、
中
国
の
共
産
党
体

制
は一
挙に
瓦
解
し 、
中
華
人
民
共
和
国
は
解
体
し
は
じ
め
た
か
も
し
れ
な



し、。そ
の
よ
う
な
体
制
的
危
機
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に 、
中
国
当
局
は 、
天
安

門
事
件一
周
年
の
今
日 、
そ
の
国
際
的
孤
立
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
徹
底
し
た

民
主
化
抑
圧
を
行
い 、
恐
怖
政
治
を
断
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が 、
こ
の
よ

う
な
体
制
が
長
続
き
す
る
も
の
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い 。
し
か
も 、
部

小
平
ら
革
命
第一
世
代
の
退
場
の
時
期
は
日
々
に
迫っ
て
き
て
い
る。
私
は

も
し
か
す
る
と 、
中
国
の
現
体
制
は 、
香
港
が
中
国
に
返
還
さ
れ
る一
九
九

七
年
七
月
以
前に
崩
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
見
て
い
る。
そ
の
よ
う
な
可
能

性
も
決
し
て
否
定
で
き
な
い
ほ
ど 、
中
国
国
内
の
政
治・
経
済・
社
会
情
勢

は
危
機
的
で
あ
り 、
加
え
て 、
ソ
連・
東
欧
な
ど
東
側
世
界
の
変
化
は
急
速

で
あ
る。
ま
た 、
台
湾 、
香
港
な
ど
同
じ
中
国
人
社
会
の
自
由
な
経
済
体
制

の
影
響
力
は
日
増
し
に
中
国
に
た
い
し
て
大
き
な
イ
ンパ
ク
ト

を
与
え
つ
つ

あ
る。
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こ
う
し
て
見
て
く
る
と 、
中
国
に
も
い
つ
の
日
か
中
国
国
民
党
が
復
権
す

る
か
も
し
れ
な
い 。
あ
る
い
は
共
産
党 、
国
民
党
も
し
く
は
そ
れ
以
外
の
新

し
い
政
党
と
い
っ

た
複
数
諸
政
党
が
自
由
な
選
挙に
よっ
て
体
制
選
択
を
決

す
る
と
き
が
く
る
か
も
し
れ
な
い 。

そ
の
よ
う
な
事
態
が
訪
れ
れ
ば 、
中
国
共
産
党
は
大
敗
北
を
喫

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

も
し
も 、
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