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はじめに
本
日
は
多
数
お
集
ま
りい
た
だ
き
ま
し
て、

じ
ま
す。

学
士
会
館の
南
側
玄
関
の
脇
に「
東
京
大
学
発
祥
の
地」
と
い

う
石
脚
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
ま
す。
じ
つ
は
私、
東
京
外
国
語

大
学
の
学
長
の
時、
大
学
の
歴
史
を
全
四
巻つ
く
り、
こ
の
学

士
会
館の
交
差
点
を
挟
ん
で
斜
め
前、
学
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の

如
水
会
館
寄
り
の
と
こ
ろ
に、
「
東
京
外
国
語
学
校
発
祥の
地」

と
い
う
石
碑
を
建
て
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す。

東
京
外
国
語
大
学
の
前
身に
な
る
東
京
外
国
語
学
校は、
明

治
六
年
十一
月
四
日
に、
こ
の一
ツ
橋
通
町一
番
地
に
開
校し

た
と
い
う、
大
変
古い
歴
史
を
持っ
て
お
り
ま
す
が、
神
田
の

大
変
光
栄に
存

中ま

乍l：会会桜Nn848 (200』・V)

怠詰 み
1司貝ね

111鳥t

雄ぉ

大
火、
関
東
大
震
災、
東
京
大空
襲
な
ど
の
戦
火
や
震
災
に
迎

い、
大
学
の
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
等が
な
かっ
た
た
め
に、

私が
学
長
時
代に
い
ち
ば
ん
時
間
を
費
や
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ

は、
大
学
史
の
刊
行
で
あっ
た
わ
け
で
す。

い
ろい
ろ
調べ
て
み
ま
す
と、
文
部
省
が
で
き
た
の
が
明
治

四
年。
翌
々
年、
開
成
学
校
の
語
学
生
徒と、
ド
イ
ツ
学
教
場

とい
う
ド
イ
ツ
語
の
研
修
所
と、
外
務
省
か
ら
文
部
省
に
移
管

さ
れ
た
語
学
所が一
緒
に
な
り
ま
し
て、
東
京
外
国
語
学
校が

設
立
さ
れ
ま
し
た。
そ
の
淵
源
は、
安
政
凶
年の
蛮
書
調
所
で、

そ
の
当
時
九
段
坂
下
に
あ
り
ま
し
て、
百
九
十三
人
の
生
徒
を

採っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た。
こ
れ
は
ま
さ
に
翻
訳、

通
訳
の
要
員
を
採っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す。
こ
う
し
て
東
京
大
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学
と
淵
源
を一
に
す
る
東
京
外
国
語
学
校が、

一
月
四
日
に
で
き
ま
し
た。

当
時
の
東
京
外
国
語
学
校
に
つ
い
て
は、
ロ
シ
ア
語
の
お雇

い
外
国
人
教
師
の
レ
フ・
メ
1
チニ
コ
フ
が、『
回
想
の
明
治
維

新
｜ロ
シ
ア
革
命
家の
手
記』
（
岩波文部）
と
い
う
本で、
「
大

変
な
人
気
で
あっ
た」
と
書い
て
い
ま
す。
お
そ
ら
く、
こ
れ

か
ら
は
本
当
に
英
語
が
重
要
だ、
必
要
だ
と
い
う
雰
四
気が、

明
治
維
新
直
後に
は
あっ
た
の
だ
と
忠
わ
れ
ま
す。

当
時
は
十一
歳
ぐ
らい
で
東
京
外
国
語
学
校
の
生
徒に
なっ

て
い
ま
す。
語
学
を
学
ぶ
の
は
若
け
れ
ば
若い
ほ
ど
い
い
と
い

う
こ
と
も、
証
明
さ
れ
て
い
る
と
思い
ま
す
け
れ
ど
も、
そ
の

な
か
に、
南
部
滞
の
藩士
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
新
波
戸
稲

造、
樹浜
の
貿
易
商
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
間
企
一大
心、
同

級
生
に
は
内
村
鑑
三
と、
柔
道
を
国
際ス
ポ
ー
ツ
に
し
た
嘉
納

治
五
郎
な
ど、
近
代
日
本
を
担っ
た
節
々
た
る
人
物が、
生
徒

と
し
て
入っ
て
き
た
の
で
す
ね。

新
渡
戸
稲
造
は、
や
が
て
ク
ラ
1
ク
先
生
を
慕っ
て
内
村
と

と
も
に
札
幌
民
学
校に
行
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、
そ
の
前
に

ま
ず
東
京
外
国
語
学
校で
英
語
を
学ん
だ。
天
心
も
ま
ず
東
京

外
語
で
語
学
を
学
ん
だ
と
い
う
事
実
も
発
掘い
た
し
ま
し
た。

や
が
て
新
渡
戸
稲
造
は
『
武
士
道』
と
い
う、
日
本
の
粕
神、

日
本
の
倫
理
に
つ
い
て
の、
じ
つ
に
素
晴
ら
し
い
著
作
に
よっ

て
世
界
に
知
ら
れ
る
わ
け
で
す
が、
こ
れ
は
み
ん
な
英
語
で
書

明
治
六
年
の
十

か
れ
て
い
る。
英
語
を
英
語
で
教
わっ
た
と
い
う
経
緯か
ら
英

語
の
力
が
つい
て、
今
度
は
自
ら
英
語
で
発
信
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す。

い
ま
の
外
国
語
教
育
を
見
て
み
ま
す
と、
大
学
を
出
て
も
ろ

く
に
英
語
も
話せ
な
い
と
い
う
の
が
現
状で
す。
こ
うい
う
状

況
の
な
か
で、
全
て
の
授
業
を
英
語
で
行
う
国
際
教
義
大
学が、

全
国
初
の
公
立
大
学
法
人
と
し
て
秋
田
県に
設
立
さ
れ、
私
は

初
代
学
長
に
就
任い
た
し
ま
し
た。
こ
の
四
月
の
関
学
の
式
典

で、
新
渡
戸
稲
造
の『
武
士
道』
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て、
「
ま

さ
に
二
十一
世
紀
の
新
渡
戸が
生
ま
れ
て
欲
し
い」
と
い
う
希

望
を
申
し
述べ
た
次
第
で
す。

以
上、
な
外に
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で、
ちょ
っ
と
ご

紹
介
方々
、
前
置
き
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。

中
国
が
抱
え
る
矛
盾

さ
て、
本
日
は、
「
中
華
世
界
の
変
動
と
日
本」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
お
話
す
る
こ
と
に
なっ
て
お
り
ま
す。

い
ま、
中
国が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
て、
二
十一
世
紀
は

中
国
の
世
紀
で
は
な
い
か
と
か、
中
国
は
世
界
の
工
場だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
摘
ん
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す。
確
か
に、
毛
沢
東
時
代
の
い
わ
ば「
貧
困
の
ユ
ー
トピ
ア」

を
求
め
た
時
代か
ら、
部
小
平
さ
ん
が
「
毛
沢
東
思
想」
を
ひ

っ
く
り
返
し
て
市
場
経
済
を
導
入
し、
今
日
に
至っ
て
い
る
わ
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け
で
す
が、

す。確
か
に
中
国
は
こ
の二
十
数
年
間、
八
%、
九
%
と
い
う
目

覚
ま
しい
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
ま
す。
し
か
し
な
が
ら、
そ

の
反
面、
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
矛
盾
も
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
り

ま
す。
い
ま、
ま
さ
に
全
中
国が
安
物
の
建
物
を
造つ
て
は
崩

し
と
い
う
よ
う
な
工
事
現
場
の
よ
う
に
なっ
て
い
て、
建
設、

開
発が
進
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、
そ
の
反
面
で、
環
境
破

壊は
凄
ま
じ
い
し、
今
年
の
六
月
四
日
は
天
安
門
事
件
の
十五

周
年
で
す
が、
人
権
で
あ
る
と
か
民
主
化
と
い
う
点
で
は、
依

然
と
し
て
世
界
の
趨
勢
と
は
違っ
て
い
て、
中
国
共
産
党
の一

党
独
裁
が
続い
て
い
る。
そ
うい
う
な
か
で、
い
わ
ば
歪
ん
だ

経
済
発
展
の
様々
な
問
題
が
こ
こ
に
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す。

よ
く
言
わ
れ
る、
貧
富
の
差、
沿
岸
地
方
と
内
陸
と
の
経
済

格
差
も、
じ
つ
に
凄
ま
じ
い
限
り
で
あ
り
ま
し
て、
わ
が
国
の

よ
う
に
全
国
ど
こへ
行っ
て
も
そ
ん
な
に
差
が
ない
と
い
う
の

と
は
違っ
て、
内
陸、
あ
るい
は
沿
岸
地
方
で
も
ち
ょ
っ
と
践

村
地
帯
を
自
分
の
足
で
歩い
て
み
ま
す
と、
玄
関
先
の
北
京
や

上
海
と
まっ
た
く
違っ
た
光
景
が、
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
お
り

ま
す。私

は
学
長
と
し
て、
あ
るい
は
公
人
と
し
て
中
国
を
訪
れ
る

以
外に、
二
年に一
度
は、
自
分
で
汽
車
の
切
符
を
買い、
日

そ
の
中
国
は
実
に
様々
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま

本
人
の
泊
ま
ら
ない
よ
う
な
中
図
式
の
旅
館に
泊
まっ
て、
一

研
究
者
と
し
て
徹
底
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
やっ
て
お
り

ま
す。
そ
うい
う
時
に
目
の
当
た
り
に
す
る
中
国
と、
北
京
で

関
係
者に
迎
え
ら
れ
て
車
で
ホ
テル
に
行っ
て、
用
務
を
済
ま

せ
て一
日
ぐ
らい
観
光
し
て
帰っ
て
く
る
公
式
訪
問
の
時
の
中

国
と
は、
本
当
に
大
き
な
違い
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。

発
展
し
て
い
る
部
分
は、
ま
さ
に
非
常
に
目
覚
ま
しい
限
り

の
変
貌
を
遂
げ
て
お
り
ま
す
が、
他
方
で
は
まっ
た
く
変
わ
ら

ない
中
国が、
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る。
同じ
北
京
や
上

海
で
も
陽
の
当
た
る
場
所
と
そ
う
で
ない
場
所
と
の
格
差
は
実

に
大
きい。
従っ
て、
私
ど
も
は
中
国
を
見
る
場
合
に、
複
眼

的
な
判
断
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す。
か
つ
て
の
文
化
大
革
命

の
時
も、
「
毛
沢
東
思
想」
礼
讃と
い
う
か、
歴
史
に
残
る
人
間

革
命だ
と
い
う
評
価が、
日
本に
も
か
な
り
あっ
た
し、
マ
ス

コ
ミ
も
含
め
て、
日
本人
の
悪い
癖
で、
ど
う
し
て
も一
辺
倒

な
評
価に
なっ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね。

中
国
は
非
常
に
複
合
的
と
い
う
か、
二
元
論、
陰
陽
と
い
う

歴
史
的
な
価
値
観
も
常に
並
立
し
てい
る
よ
う
に、
表
向
き
と

裏
側
と
の
違い、
本
音
と
建
前
が
あっ
て、
我
々
自
身
が
そ
れ

を
全
体
的
に
と
ら
え
る
座
標
軸
を
持っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い。
つ
ま
り、
玄
関
先
だ
け
も
の
す
ご
く
ピ
カ
ピ
カ
に
磨い
て

い
て
締
麗
で、
そ
こ
だ
け
を
見
て
中
国
だ
と
思つ
て
は
い
け
な

い
し、
内
側
を
覗い
て
み
る
と、
大
変
な
凄
ま
じ
い
限
り
の
社
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会
的
混
乱、
貧
困、
不
潔、
環
境
破
壊
等が、
限
界
点
に
来
て

い
る
よ
う
な
気が
い
た
し
ま
す。

従っ
て、
こ
れ
ら
を
全
体
的
に
と
ら
え
る
に
は、
複
眼
的
な

峰
棋
軌
を、
い
か
に
我
々
が
もっ
て
い
る
か、
と
い
う
こ
と
が

ポ
イン
ト
と
な
り
ま
す。
そ
し
て、
私
が
い
つ
も
強
調
し
て
お

り
ま
す
の
は、
常
識
の
レ
ン
ズ
で
中
国
を
見
て
欲
し
い
と
い
う

こ
と
で
す。
ど
う
も
日
本
人
は、
中
国
と
い
う
と、
い
ろい
ろ

の
感
情
が
加
わ
り
が
ち
で、
歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も
中
国
の

影
響
を
受
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら、
他
の
外
国
を
見
る
時

と
違っ
て、
あ
る
極
の
親
近
感
を
もっ
た
り、
い
ろい
ろ
なシ

ンパ
シ
ー
が
あっ
た
り、
あ
るい
は
嫌い
な
人
は
嫌
悪
感
を
も

っ
と
い
う
よ
う
に、
情
緒
的
な
反
応
を
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね。

ど
う
も
常
識
の
レ
ン
ズ
が
公っ
て
し
ま
う。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て、
き
ょ
う
は
お
話
し
て
み
た
い
と
思い
ま
す。

デ
ー
タ
で
み
る
中
国

常
識
の
レ
ン
ズ
と
言っ
た
場
合
に
は、
ま
ず
客
観
的
な
デ
ー

タ
を
押
え
て
お
くこ
と
が
必
要
だ
と
思い
ま
す。

中
国
は
広い、
大
き
い。
こ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
で
す
が、

デ
l
タ
で
見
る
と、
中
国
の
人
口
は
現
在
十三
億、
間
も
な
く

十五
憶
に
な
る
と
も
言
わ
れ、
日
本
の
十
倍
以
上
の
人
口
を
持

っ
て
い
ま
す。
面
舶
は
日
本
の二
十
六
倍
あ
り
ま
す。
し
か
し、

人
間が
住
め
る
居
住
空
間
は、
中
国
の
場
合、
日
本
列
島
の三

倍
ぐ
ら
い
し
か
ない
の
で
す。
あ
と
は
は
げ
山
や
砂
漠、
岩
山

で、
都
市
お
よ
び
周
辺
部
は
も
の
す
ご
く
人
口
相
密
で、
も
う

本
当
に
立
錐
の
余
地
も
ない
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
す。

経
済
が
発
展
し
た
と
は
言っ
て
も、
出
村
居
住
人
口
は
六
O

%
を
超
え
て
い
ま
す
か
ら、
ま
だ
民
業
経
済
が
圧
倒
的
な
比
重

を
占め
て
い
ま
す。
山
地
を
もっ
と
つ
くっ
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
ない
の
に、
森
林
被
覆
率
を
見
ま
す
と、
日
本
は
七
O
%

も
緑に
覆
わ
れ
て
い
ま
す
が、
中
国
の
場
合
は
わ
ず
か一
二
1

三
%
で
す。
こ
うい
う
客
観
的
な
デ
1
タ
を
見
た
だ
け
で
も、

い
ま
の
中
国
社
会
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す。

一
方
で
は、
中
国
は
経
済
が
発
展
し
て
い
る
と
言い
な
が
ら、

ど
う
し
て
留
学
生
を
装っ
て
日
本に
出
稼
ぎ
に
来
た
り
す
る
の

か。
こ
れ
は、
ま
だ
ま
だ
日
本
と
中
国
と
の
聞
に
経
済
的
な
格

差、
一
人
あ
た
り
の
G
D
P
に
換
算
す
る
と
四
O
対一
ぐ
ら
い

の
格
差
が
あ
る
わ
け
で、
ち
ょ
っ
と
で
も
日
本に
来
て
お
金
を

稼
ぎ
たい。
そ
うい
う
予
備
軍が、
出
村
か
ら
都
市
に
流
れ
込

み、
都
市
部
の
失
業
率が
実
質
的
に
は
い
ま
二
O
%
ぐ
ら
い
に

なっ
て
い
ま
す
か
ら、
な
か
な
か
職が
な
い
し、
何
と
か
し
て

日
本に
行っ
て
お
金
を
稼
ぎ
た
い
と
い
う
よ
う
な
実
態
が
あ
り

ま
す。こ

れ
を
世
界
全
体
の
G
D
P
で
見て
み
ま
す
と、
中
国
は「
発

展
し
た、
発
展
し
た」
と
言
わ
れ
な
が
ら、
わ
ず
か
四
%
で
す。

日
本
は
こ
ん
な
に
不
況
だ
と
言
わ
れ
な
が
ら、
世
界
全
体
の
G
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D
P
の一
五
%
を
占
め
て
い
ま
す。
ア
メ
リ
カ
は
三
五
%
前
後

を
占
め
て
い
ま
ず
か
ら、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
合
わ
せ
た
G
D

P
と
中
国
を
比
較
す
る
と、
一
O
対一
ぐ
ら
い、
十
分
の一
に

し
か
なっ
て
い
ない
と
い
う
こ
と
は、
つ
い
最
近
の
世
界
銀
行

の一
番
新しい
デ
1
タ
が
示
し
て
お
り
ま
す。

中
国
に
つい
て
は、
そ
も
そ
も
統
計
デ
1
タ
が
お
か
し
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も、
一
方
に
あ
り
ま
す。
こ
の
問
題

を
提
起
し
た
の
は、
ピ
ッ
ツパ
1
グ
大
学
の
ト
l
マ
ス・
ロ
ウ

ス
キ
1
教
授
で、
二
O
O一
年
十
二
月
に、
「
当
g
p
gu，

uoEロm
z
nE2ω〆
のロ司
∞
宮巴丘一
g叩」
と
い
う、
大
変
衝

撃
的
か
つ
説
得
力
の
あ
る
論文
を、『
チ
ャ
イ
ナ・
エ
コ
ノ
ミ
ツ

ク・
レ
ビュ
ー』
に
発
表
し、
中
国
の
統
計
デ
1
タ
に
疑
問
を

投
げ
掛
け
て
い
ま
す。
非
常に
説
得
的
だ
と
い
う
の
は、
ロ
ウ

ス
キ
l
教
授が、
中
国
の
統計
を
使っ
て
中
国
の
G
D
P
の
問

題
点
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。

た
と
え
ば、一
九
九
八
年
か
らこ
O
O一
年
ま
で
の
四
年
間、

中
国
は
毎
年、
八
%
前
後
の
成
長
を
遂
げ
て
い
ま
す。
累
積
で

は
三
四・
五
%、
中
国
の
G
D
P
は
増
え
た
と。
そ
れ
な
の
に、

エ
ネル
ギ
ー
の
消
費
を
見
る
と、
ほ
と
ん
ど
増
え
て
い
ない
ど

こ
ろ
か、
マ
イ
ナ
ス
五・
五
%
で
あ
る。
経
済
が
発
展
す
れ
ば、

当
然、
エ
ネル
ギ
ー
消
費が
増
え
な
け
れ
ば
お
か
し
い
で
は
な

い
か。
こ
れ
は
な
ぜ
か。
都
市
の
雇
用
は、
四
年
間
で
0・
八

%
し
か
伸
び
て
い
な
い。
そ
ん
な
に
経
済
が
活
況
を
呈
し
て
い

る
な
ら
ば、
当
然、
雇
用
も
増大
す
る
は
ず
な
の
に、
ほ
と
ん

ど
増
え
て
い
ない
の
は
な
ぜ
か。
消
費
者
物
価
指
数
を
見
て
も、

マ
イ
ナ
ス
二・
三
%
で
あ
る。
経
済
が
発
展
し
て
い
る
と、
ど

う
し
たっ
て
イン
フ
レ
傾
向に
な
る
の
に、
消
費
者
物
価
指
数

はマ
イ
ナ
ス
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
含
め
て、
ロ
ウ
ス
キ
l
教
授
は、
中
国の

統
計
そ
の
も
の
の
信
頼
性に
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
掛
け、
か

つ
て「
大
躍
進」
政
策
の
時
は、
「
こ
れ
だ
け
生
産
が
上
がっ
た」

と
い
っ
て
末
端
や
各
省・
自
治
区
の
幹
部が
水
増
し
の
デ
1
タ

を
出
し
て、
中
国
共
産
党
は
大
変
な
自
己
批
判
を
し
た
け
れ
ど

も、
い
ま
で
も
自
分
た
ち
の
業
績
を
競っ
て
出
世
す
る
た
め
に、

み
ん
な
水
増
し
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
と
思っ
た
の
で
す
が、

中
国
の
学
者と
こ
の
点
を
議
論
し
た
と
こ
ろ、
中
国
で
正
式に

出
て
い
る
統
計
年
鑑
も、
各
省・
自
治
区
の
合
計
を
足
す
と
全

国
の
数
字
よ
り
も
多
く
なっ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね。
正
式
な
統

計
年
鑑
で
さ
え、
誰
が
見
て
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
デ
ー
タ
の

問
題
点
が
あ
る。
各
省・
自
治
区
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
と
こ
ろ

が
い
か
に
も
業
績
が
い
い
と
い
う
ふ
う
に
競
う
わ
け
で
す。

こ
れ
が
本
当
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
かっ
た
の
が、
昨
年
の
S

A
R
S
の
事
件
で
し
た。
四
月
二
十
日に
S
A
R
S
の
問
題
が

す
で
に
発
覚
し
て
い
た
の
に、
中
国
国
務
院
の
衛
生
部
長、
つ

ま
り
厚
生
大
臣
が、
ずっ
と
事
実
を
隠
蔽
し
て
き
た。
香
港
の
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メ
デ
ィ
ア
やニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
「
ウ
ォ
lル・
ス
ト
リ
ー
ト・

ジ
ャ
ー
ナル」、
「
ワ
シ
ン
トン・
ポ
ス
ト」
等、
西
側
諸
国
の

メ
デ
ィ
ア
は
中
国
の
S
A
R
S
に
つ
い
て
轡
告
を
発
し
て、「
中

国
を
隔
離
せ
よ」
と
い
う
社
説
も
出
て
い
た
の
で
す
が、
「
中
国

に
は
そ
ん
な
病
気
は
な
い」
と
言っ
て
隠
し
て
い
た
た
め
に、

結
局
S
A
R
S
が
あ
の
よ
う
に
廷
延
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す

ね。
そ
し
て、
北
京
市
長
も
責
任
を
と
ら
さ
れ
て
更
迭
さ
れ
ま

し
た。S

A
R
S
の
問
題
に
も
関
連
し
て、
六
月に
中
国
の
国
家
統

計
局
が、
各
地
方
の
末
端
組
織
に
対
し
て、
「
統
計
の
水
増
し、

あ
る
い
は
改
鼠
を
すべ
き
で
は
な
い」
と
い
う
通
達
を
わ
ざ
わ

ざ
出
し
て
い
ま
す。
こ
うい
う
状
況
は、
近
代
国
家で
は
ち
ょ

っ
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
けで、
こ
こ
に
も
大
き
な
問
題
が
あっ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す。

環境破壊
経
済
発
展
の一
方
で、
中
国
で
は
環
境
破
壊
が
凄
ま
じ
い
と

い
うこ
と
を
私
は
強
調
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん。
こ
の
環
境

破
壊
は、
日
本に
も
賀
砂
が
やっ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

だ
け
で
は
な
く
て、
エ
ネル
ギ
ー
の
消
費
問
題、
あ
るい
は
食

糧
問
題
に
も
や
が
て
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
は
ない
か。
ア
メ

リ
カ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
のレ
ス
タ
i・
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
は、「
や

が
て
二
O一ニ
O
年
ぐ
らい
に
な
る
と、
中
国が
世
界
の
輸
出
穀

物
を
全
部
食べ
尽
く
し
て
し
まっ
て、
食
糧が
足
り
な
く
な
る」

と
密
告
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、
中
国
は
股
業
国
で
あ
り
な

が
ら、
い
ま、
食
粗
も
輸入
し
て
い
ま
す。

エ
ネル
ギ
ー
も、
と
く
に
石
油
が
不
足
し
て
き
て、
しょ
っ

ちゅ
う
停
電
が
起
こ
る。
石
炭
も
な
い。
水
の
問
題
も
深
刻
で

す。
環
境
破
壊
の
た
め
に
河
川
は
み
ん
な
汚
染
さ
れ、
き
れい

な
水
が
ほ
と
ん
ど
な
い。
二
O
O
九
年
に
長
江
三
峡
ダ
ム
が
完

成
す
る
の
に
合
わ
せ
て、
上
海
か
ら
重
鹿
ま
で、
現
代
の
万
里

の
長
城
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の、
ダ
ム
と一
体
化
し
た
ス
ーパ

ーハ
イ
ウエ
ー
も
造
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
が、
こ
れ
も
風
光
明

姻
な
渓
谷
を
寸
断
し
て
し
ま
う
環
境
破
壊
で
す。
皆
さ
ん
も「
朝

に
辞
す
白
帝
彩
雲
の加、
千里
の
江
陵一
日
に
し
て
巡
る。
両

岸
の
猿
声、
附い
て
住
ま
ざ
る
に
軽
舟、
己
に
過
ぐ
万
重
の
山」

と
い
う、
有
名
な
李
白
の
詩
「
早
発
白
帝
城」
を
ご
存じ
だ
と

思い
ま
す
け
れ
ど
も、
こ
の
辺
り
も
岩
を
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
崩

し
て、
大工
事
を
やっ
て
い
ま
す。
長
江
の
水
は
削っ
てゴ
ミ

だ
ら
け、
泥だ
ら
け
で
す。

黄
河
の
断
流
は、
も
う
き
わ
め
て
深
刻
で
す。
中
国の
国
土

が
非
常
に
荒
れ
梨
て
て
し
まっ
て
い
る
と
い
う
印
象が
あ
り
ま

す
の
で、
こ
の
ま
ま一
潟
千
里
で
経
済
発
展
を
続
け
て
い
く
と、

二
O
O
八
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク、
二
O
O
九
年
の
三
峡
ダ

ム
の
完
成
と
ス
ーパ
ーハ
イ
ウエ
ー
の
完
成、
そ
し
て二
O一

O
年
の
上
海
万
博
あ
た
り
で、
臨
界
点
に
達
す
る
の
で
は
ない
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か。
そ
し
て、
も
し
も一
度バ
ブ
ル
が
粥
け
た
ら、

変
なこ
と
に
な
る
と
私
は
思
う
の
で
す。

中
国
の
こ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
と
い
う
の
は、
自
前
で、
つ

ま
り
汗
水
た
ら
し
て
働い
て
苔
和
し
た
－M
で
産
業
梢
造
の
転
換

を
図っ
た
と
い
う、
近
代
国
家
が
やっ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
い
ない。
「
中
国
は
こ
れ
か
ら
発
展
す
る
よ」
と
大
声
で
叫
ん

で、
外
国
の
投
資
を
引
き
つ
け
て、
沿
岸
地
方
か
ら
発
展
し
て

い
っ
た
わ
け
で
す。
中
国
の
G
D
P
の
大
半
は
外
国
の
投
資
に

よ
る
も
の
で
あっ
て、
産
業
構
造
は
依
然
と
し
て
転
換
し
て
お

り
ま
せ
ん。
バ
ブ
ル
が
弾
け
て、
外
国
の
投
資
が一
斉
に
逃
げ

出
し
た
ら
ど
う
な
る
か。
こ
うい
う
問
題
が
出
て
き
は
し
ない

か。
従っ
て
中
国
は、
「
こ
れ
か
ら
も
発
展
す
る、
発
展
す
る。

中
国
に
投
資
し
た
ら
大
い
に
儲か
る」
と
言い
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
ない。
こ
の
構
造
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か。
わ
が
国
の
企

業
も
だ
い
ぶ
中
国
に
投
資
し
て
い
ま
す
が、
実
際に
利
識
を
上

げ
て
い
る
と
こ
ろ
は、
じ
つ
は
そ
ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
う
ま
くい
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
を
紹
介
し、
成

功
例が
脚
光
を
浴
び
ま
す
が、
こ
の
間
も
あ
る
流
通
産
業
の
ト

ッ
プ
が、
「
も
う
絶
対
に
中
国
に
は
投
資
し
た
く
ない」
と
言っ

て
い
ま
し
た。
よ
ほ
ど
痛い
自に
遭っ
た
ら
し
い
の
で
す
が、

こ
うい
う
と
こ
ろ
は、
あ
ま
り
新
聞
に
出
ま
せ
ん。

か
つ
て、
中
国
に
進
出
し
た
ヤ
オハ
ン
が
失
敗
し
て
撤
退
し

ま
し
た
が、
建
物
は
残っ
て
い
て、
上
海
の
ネ
ク
テ
ス
テ
ー
ジ

こ
れ
は
大

引
とい
う、
ア
ジ
ア
最大
の
ス
ーパ
ーマ
ー
ケ
ッ
ト
は
あ
り
ま

す
し、
ヤ
オハ
ン
本
体
が
倒
産
し
た
の
に、
「
ヤ
オハ
ン（
八
百

伴こ
と
い
う
看
板が
立っ
て
い
る。
附い
て
み
る
と、
そ
の
草川

板が
あっ
た
ほ
う
が
日
本
商
品
が
売れ
る
と
い
う、
非
常
に
強

か
な、
資
本
家か
らい
く
ら
収
奪
し
て
も
普
だ
と
い
う
よ
う
な

感
党が
ま
だ
ま
だ
残っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね。
こ
こ
に、
中
国

の
経
済
に
つ
い
て
の
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
よ
う
な
気
が
い
た

し
ま
す。

台
湾
の
経
済
事
情

さ
て、
こ
こ
で
次に、
台
湾
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い

ま
す。
台
湾
で
は、
こ
の
三
月二
十
日
の
総
統
選
挙で
民
進
党

の
陳
水一伺
候
補が
再
び
総
統
に
選
出
さ
れ
た
の
で
す
が、
非
常

に
票
差
が
少
な
かっ
た
と
い
う
の
で、
国
民
党
の
連
戦
候
補
ら

が、
親
民
党
｜｜
元
国
民
党
の
幹
事
長
を
やっ
て
い
た
宋
楚
瑞

さ
ん
が
結
成
し
た
新
党
と一
緒
に、
投開制
の
再
集
計、
諜
の
数

え
直
し
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
す。
最
終
段
階で
銃
撃
事
件

な
ど
も
あっ
て、
ど
う
も
すっ
き
り
し
ない
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
た
け
れ
ど
も、
選
挙
結
果
を
冷
静に
振
り
返っ
て
み
ま
す
と、

も
う
台
湾
は
ポ
イ
ン
ト・
オ
プ・
ノ
1
リ
タ
ーン、
つ
ま
り
台

湾
が
中
国
に
な
る
こ
と
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か、
と
い
う
こ
と

が
今
回、
示
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
私
は
見
て
い
ま
す。

そ
も
そ
も
い
ま
の
台
湾
は、
李
登
姉
さ
ん
が
十二
年
間
か
け
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て
民
主
化
を
実
現
し、
同
時
に
台
湾
の
政
治
を
大
き
く
変
革さ

せ、
そ
の
政
治
の
変
革
と
と
もに、
台
湾
人
意
識
と
い
う
も
の

を
非
常に
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
実
際
に
は
台
湾
は

す
で
に
独
立
主
権
国
家で
あ
り
ま
す
の
で、
必
ず
し
も
独
立
宣

言
を
す
る
必
盟
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
し、
将
来
も
そ
うい

う
方
向
で
台
湾
化
を
求
め
て
い
く
と
思い
ま
す
が、
李
登
榔
さ

ん
の
後
を
継い
だ
隙
水一崩
さ
ん
が
出
た
時
に
は、
台
湾
化
を
求

め
る
人
た
ち
の
得県
数
は、
前
回の
総
統
選
挙で
は
三
分
の一

だっ
た
ん
で
す
ね。
連
戦
さ
ん
と
宋
楚
愉
さ
ん
が
立
候
補
し
て

対立
し
た
が
故
に、
漁
夫
の
利
を
占
め
て
陳
水一周
さ
ん
が
当
選

し
た
と
も一言
え
ま
す。

こ
の
四
年
間、
陳
水
扇
政
権
に
も
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あっ
て、

李
登
輝
さ
ん
の
時
と
は
違っ
て、
必
ず
し
も
百
点
満
点
は
つ
け

ら
れ
ない
の
で
す
が、
台
湾
化が
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
間
違

い
ない
わ
け
で、
得
票
率
が
過
半
数
を
超
え
た
と
い
う
意
味は、

非
常
に
大
き
い
と
思い
ま
す。

北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
聞か
れ
る
こ
O
O八
年の
次
の
総
統

選
挙に
は、
お
そ
ら
く
さ
ら
に
票
が
上
積
み
さ
れ
る。
そ
の
こ

と
に
よっ
て、
怒
法
改
正
も
あ
る
で
しょ
う。
辛
亥
革
命
以
来

の
五
椛
巡
法
で
す
か
ら、
李
登
姉
さ
ん
の
時
代に
だ
い
ぶ
実
質

的
な
台
前
に
則
し
た
改
正
は
行
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も、
そ
れ

を
さ
ら
に
大
胆
に
改
正
す
る
こ
と
に
よっ
て、
台
湾
人
の
ア
イ

デン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
さ
ら
に
深
ま
る
の
で
は
ない
か
と
思
う
の

で
す。中

国
は
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
国
民
党が
政
権
を
とっ
た
ほ

う
が
い
い
と
い
う
工
作
を、
今
回
もい
ろ
い
ろ
と
や
り
ま
し
た。

外
交
的
に、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
も
動
か
し
て
圧
力
を
加
え
た
の

で
す
が、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
の
は、
政
治
や
軍
事

の
力
に
よっ
て
も
抑
え
る
こ
と
は
で
き
ない
芯
識
の
変
化
な
ん

で
す
ね。
こ
こ
に
い
わ
ば
台
湾
の
強
さ
が
あ
る
と
思い
ま
す
し、

一
度
も
台
湾
を
統
治
し
た
こ
と
の
な
い
中
国
の
根
本
的
な
弱
点

が、
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す。

中
国
の
軍
事
力

中
国
は
い
ま
軍
事
力
を
増
強
し、
台
湾
海
峡に
ミ
サ
イル
を

五
百
機
ぐ
ら
い
並べ
て
い
ま
す。
ま
た、
中
国
は
海
洋
樹
権
を

確
立
し
よ
う
と
し
て、
最
近
日
本
と
の
問
に
尖
閣
列
島
や
沖ノ

鳥
島
の
領
有
権
の
問
題
な
ど
が
出
て
き
て
い
ま
す
し、
神
舟
五

号
を
打
ち
上
げ
て
宇
宙
覇
権
も
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
が、
果
た
し
て
そ
の
対
外
戦
略が
う
ま
くい
く
か
ど
う
か。

と
くに、
台
湾
政
策
が
う
ま
くい
くか
ど
う
か。
肝
心
の
台
湾

は、
続
々
中
国
か
ら
遠
ざ
かっ
て
い
き
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気が

い
た
し
ま
す。

そ
も
そ
も
今、
中
国
を
攻
め
よ
う
と
す
る
国
が
あ
る
で
しょ

う
か。
ど
こ
に
も
な
い
で
す
よ
ね。
そ
れ
な
の
に、
な
ぜ
軍
事

力
だ
け
を
毎
年、
対
前
年
比
二
桁
の
増
強
を
図っ
て
き
て
い
る
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の
か。
「
政
権
は
銃
口
か
ら
生
ま
れ
る」
と
い
う
の
は
毛
沢
東
軍

事
思
想
で
し
た
が、
天
安
門
事
件
以
来、
やっ
ぱ
り
力
だ
と
い

う
形
で、
中
国
は
大
変
な
軍
事
力
を
増
強
し
て
い
ま
す。
二
桁

増
強
し
て
い
る
の
は
国
防
費
で
あっ
て、
全
国
人
民
代
表
大
会

で
数
字
が
出
ま
す
が、
実
際に
表
に
表
れ
ない
軍
事
費
は、
そ

の
三
倍
以
上
あ
る
と
い
う
の
が、
我
々
専
門
家
の
常
識
で
す。

神
舟
五
号
と
い
う
有
人
宇
宙
船
の
打ち
上
げ
に
し
て
も、
中

国
の
場
合、
すべ
て
軍
事
目
的
に
結び
つ
い
た
宇
宙
開
発
で
す

か
ら、
短
距
離
ミ
サ
イル
の
誘
導
装
置
を
そ
の
ま
ま
ロ
ケッ
ト

に
使っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね。
こ
れ
ら
は、
人
民
代
表
大
会
に

出
て
く
る
国
防
費
に
入っ
て
い
ま
せ
ん。
こ
う
い
う
問
題
が
あ

る
わ
け
で
す
が、
い
か
に
中
国が
軍
事
力
を
使っ
て
台
湾に
圧

力
を
か
け
よ
う
と
し
て
も、
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
逆
に、
台
湾
の

人
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー、
台
湾
人
意
識
が
深
まっ
て

い
く
の
で
は
ない
か
と
思い
ま
す。

中
国
の
世
界
秩
序
観

台
湾
は
長い
中
国
の
歴
史
と
伝
統
の
な
か
で、
ど
の
よ
う
に

位
置づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
み
ま
す
と、
先
ほ
ど、
一

度
も
中
国
に
統
治
さ
れ
た
こ
と
が
ない
と
言い
ま
し
た
が、
こ

れ
は一
九
四
九
年、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
の
こ
と
で
す。

昭
和
二
十
年（一
九
四五
年）
ま
で、
台
湾
は
日
本
の
統
治
下に

あ
り
ま
し
た。
そ
の
聞
は
中
華
民
国、
つ
ま
り
国
民
党が
支
配

い
ま
の
中
国
で

し
た
と
は
い
え、
こ
れ
は
中
華
人
民
共
和
国、

は
ない
わ
け
で
す。

台
湾
と
中
国
と
の
関
係
は、
歴
史
的
に
は
ど
う
な
の
か。
歴

史
的
に
見
ま
す
と、
よ
り一
層、
台
湾
は
中
国
で
は
ない
ん
で

す
ね。
中
国
は
ア
ジ
ア
に
お
い
て
最
も
古い
歴
史
と
伝
統
を
持

ち、
い
わ
ば
世
界
秩
序
観
と
い
う
も
の
を
持っ
て
い
ま
す。
そ

の
世
界
秩
序
の、
対
外
的
な
意
識
の
表
れ
が、
ま
さ
に
中
華
思

想
な
の
で
す
ね。
常
に
自
分
が
世
界
の
中
心
で
あ
る、
宇
宙
の

中
心
で
あ
る。
そ
う
し
た
自
民
族
意
識、
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ

ム
が
非
常に
強い。
こ
の
と
こ
ろ
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
中
国

の
「
反
日」
の
心
理
も、
こ
こ
に
土
壌が
あ
る
と
思い
ま
す。

こ
の
中
華
世
界
の
構
造
と
い
う
の
は、
ど
こ
か
ら
来
て
い
る

の
か。
こ
れ
に
つ
い
て
は、
私
も
生
前
親し
く
さ
せ
て
い
た
だ

い
たハ
ーバ
ー
ド
大
学
の
ジ
ョ
ン・
K・
フェ
アパ
ン
ク
教
授

が
『
ケ
ン
ブ
リッ
ジ・
ヒ
ス
ト
リ
ー・
オ
ブ・
チ
ャ
イ
ナ』
と

い
う、
二
O
世
紀
の
世
界
に
残
る
中
国
叢
告
を
編
集
さ
れ
て
お

り
ま
す。
フェ
アパ
ン
ク
教
授
は、
さ
す
が
に
き
ち
ん
と
研
究

し
て
い
る
人
に
目
配
り
を
し
て
い
て、
現
代
史
の
部
分
で
は、

光
栄
に
も
私
も
日
本
人
と
し
て一
人、
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す。

わ
が
国
に
は
早
稲
田
大
学
に、
亡
く
なっ
た
栗
原
朋
信
先
生

と
い
う、
大
変
な
碩
学が
お
ら
れ
ま
し
た。
架
原
先
生
も
フェ

アパ
ン
ク
教
授
も、
中
国
の
世
界シ
ス
テ
ム
｜｜
チ
ャ
イニ
1
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ズ・
ワ
ー
ル
ド・
オ
ー
ダ
ー、
中
華
世
界
秩
序
を
い
ろい
ろ
研

究
さ
れ
て
い
ま
し
て、
こ
れ
ら
の
先
生
方
の
著
作
を
参
照
し
な

が
ら、
私
な
り
に
図
式
化
し
て
み
ま
す
と、
中
国
は
秦、
漢
の

時
代
か
ら
附、
店
の
時
代
を
経
て
今
日
に
至
る
ま
で、
秩
序
認

識
と
い
う
の
は
同
じ
な
ん
で
す
ね。
毛
沢
東
時
代
も、
部
小
平

さ
ん
の
時
も
赤い
皐－W
に
なっ
た
だ
け
で、
山’
輩
川心相心
的
な
発

怨
は一
貫
し
て
い
る。

今
川
も
中
国
は、
わ
が
凶
の
尖
附
列
山
や
沖
ノ
μ・μ
ま
で、

中
国
の
領
土
だ
と
言い
始
め
て
い
ま
す。
尖
問
列
品
の
問
題
が

起
こ
っ
た一
九
七
O
年
前
後、
E
C
A
F
E
の
ア
ジ
ア
極
東
委

員
会
の
海
洋
調
査
で、
海
洋
資
源
や
海
底
油
田
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
なっ
て
領
有
権
を
主
張
し
は
じ
め
た
ん
で
す

が、
そ
れ
ま
で
は一
切、
そ
ん
な
主
張
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た。
中
国
は
尖
閣
列
島の
時
に、「
東シ
ナ
海
の
島
や
大
陸
棚
は、

全
部
長
江（
揚
子
江）
の
堆
和
に
よっ
て
で
き
た
ん
だ
か
ら、
中

国
の
領
土
だ」
と
い
う、
ま
さ
に
中
華
思
想
的
な
論理
を
展
開

し、
「
そ
ん
な
ば
か
な」
と、
い
わ
ば
向
を
く
くっ
て
い
る
う
ち

に、
既
成
事
実
をつ
くっ
て
南シ
ナ
海
の
西
沙
府
品、
さ
ら
に

南
沙
昨
品
は、
も
う
ほ
と
ん
ど
中
国の
実
効
支
配に
近
く
なっ

て
し
まっ
て
い
る
わ
け
で
す。

そ
う
し
た
中
国
の
世
界
秩序
観
の
中
心
に
い
る
の
は、
皇
帝

で
し
た。
天
帝
が
皇
帝
を
天
子
に
命じ
て、
そ
の
天
子
が
統
治

す
る。
治
世
が
う
ま
くい
か
な
く
な
る
と、
天
に
よっ
て
天
子、

つ
ま
り
中
華
皇
帝
が
交
代
さ
せ
ら
れ
る。
易
姓
革
命
｜
姓
を
変

え
る
ん
で
す
ね。
中
国
は
歴
代、
た
く
さ
ん
の
王
朝
が
姓
を
変

え
て
き
ま
し
た。
そ
し
て、
命
を
改
む。
革
命
と
い
う
の
は
命

を
改
む
の
で
あ
り
ま
し
て、
そ
の
中
心
に
い
る
中
華
’Hキ耐
と
い

う
の
が、
世
界
の
中
心
で
あ
り
ま
す。

中
華
世
界
秩
序
の
同
心
円

そ
の
中
華
’ハヰ
帝
の
川
辺
に
は、
内
臣
の
諸
侯
が
はべ
っ
て
い

ま
す。
内
回
の
諸
侯
は、
法
と
礼
と
徳
に
よっ
て、
中
華
皇
帝

に
感
化
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い。
そ
し
て、
そ
の
周
辺
に
は

外
臣
の
諸
候
が
はべ
っ
て
い
ま
す。
そ
れ
は、
法
は
免
除
さ
れ

て
も、
徳
と
礼
に
よっ
て
感
化
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ない。
そ

し
て
そ
の
外
延
に
あ
る
の
が、
い
わ
ゆ
る
朝
貢
国
で
す。
ト
リ

ビュ
1
ト・
シ
ス
テ
ム
｜｜
朝
貢
制
度
に
よっ
て、
そ
れ
ら
は

徳
に
よっ
て
感
化
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い。
こ
う
し
て
中
華

皇
帝
の
影
響
下
に
あ
る
地
域
全
体
が、
中
華
帝
国
の
版
図
で
あ

る、
こ
うい
う
・芯
識
梢
造
が
ずっ
と
存
在
し
て
き
ま
し
た。
漢

告
や
史
記
を
読
ん
で
も
そ
う
で
す
し、
現
代の
中
国
の
政
治
的

な
主
張
を
読
ん
で
も
そ
う
で
す。

そ
し
て、
わ
が
国
は
朝
貢
国
か
と
い
う
と、
朝
貢
国
で
は
な

かっ
た
の
で
す
が、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す。

一
つ
は、
琉
球
王
国
が
直
接、
中
国
に
買
ぎ
物
を
附っ
て
い
ま

し
た。
琉
球
は
朝
貢
国
だっ
た
の
で
す
ね。
従っ
て、
守
礼
の
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門と
い
う
の
は
ま
さ
に、
中
国
の
皇
帝
の
礼
の
影
響と
徳
の
影

響
を
受
け
て
い
る。
実
際に
は
徳
だ
け
を
受
け
れ
ば
い
い
の
で

す
け
れ
ど
も、
そこ
は
い
わ
ば、
主
従
の
関
係
を
誓
うシ
ン
ボ

ル
と
言っ
て
い
い
と
思
い
ま
す。
日
本
か
ら
遣
唐
使
や
造
陥
使

かんしよう

が
行っ
た
よ
う
に、
琉
球
か
ら
は
官
生
と
い
う
お
役
人
が、
ま

ず
対
岸
の
福
建
省
の
都
で
あ
る
福
州に
行
き、
や
が
て
北
京
に

行
く。
こ
れ
は、
北
京
図
書
館に
古い
琉
球
語
の
辞
典
が
あっ

た
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
方
が
お
り
ま
し
て、
そ
れ
に

も
表
れ
て
い
る
わ
け
で
す。

も
う
ひ
と
つ、
わ
が
国
は
中
国
の
儒
教
の
影
山科
を
徹
底
的
に

受
け
た
だ
け
で
は
な
く
て、
律
令
制
度、
つ
ま
り
法
も
取
り
入

れ
て
い
る。
奈
良
や
京
都
と
い
う
都
の
つ
く
り
方
も、
西
安
や

北
京
と
同
じ
よ
う
なつ
く
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
二
方、

中
国
の
官
官の
よ
う
な、
身
を
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
て
皇
帝に
は

べ
る
よ
う
な
制
度
は
受
け
入
れ
て
い
な
かっ
た。
日
本
人
の
生

理
感
覚に
は
と
う
てい
な
じ
ま
な
かっ
た
の
で
しょ
う。
に
も

か
か
わ
ら
ず、
中
国
か
ら
見
る
と
日
本
は
中
国
の
属
国
で
あ
る

と
い
う
意
識
を
つい
つ
い
持っ
て
し
ま
う。

中
国
特
有
の
秩
序
観
は、
故
宮、
紫
禁
城、
つ
ま
り
皇
帝
の

住
ま
い
を
中
心
と
す
る、
都
市
の
つ
く
り
方
に
も
表
れ
て
い
ま

す。
た
と
え
ば
天
安
門
を
潜
る。
天
安
門
で
圧
倒
さ
れ
て
い
る

と、
そ
の
次
に
端
門と
い
う
門
が
あっ
て、
ま
だ
中
が
見
え
な

い。
そ
れ
に
驚い
て
圧
倒
さ
れ
る
と、
今
度
は
午
門
が
あ
る。

こ
れ
で
終
わ
り
か
と
い
う
と、
ま
だ
太
和
門
が
あっ
て、
そ
し

て
太
和
殿
と
い
う
と
こ
ろ
が
あっ
て、
そ
こ
か
ら
内
裂
に
行
く

ん
で
す
ね。
天
皇・
皇
后
両
陛
下
の
ご
訪
中
の
時
も、
日
本
の

皇
室
が
初
め
て
中
国
を
訪
問
さ
れ
る
時
に、
そ
うい
うル
l
ト

を
通
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と、
ま
さ
に
朝
貢
固
と
見
な

さ
れ
る。
こ
れ
は
実
際に
私
も
強
く
進
言
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
が
あ
り
ま
し
て、
岡
藤
先
生
も
そ
の
時
に
ご一
緒
し
た
の
で

す
が、
結
果
的
に
車
を
横
付
け
し
て、
故
宮
博
物
館、
紫
禁
城

を
見
学
さ
れ
た
の
は、
非
常
に
よ
かっ
た
と
思
う
ん
で
す。

も
う
ちょ
っ
と
中
華
世
界
秩
序
の
同
心
円
を
考
え
て
み
ま
す

と、
中
華
帝
国
の
外に
あ
る
朝
鮮
もベ
ト
ナム
も
日
本
も、
み

ん
な
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
に、
中
国
の
す
ぐ
近
くに

い
な
が
ら、
中
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
な
かっ
た
園、
儒
教
の

影
響
を
受
け
な
かっ
た
国
も
あ
り
ま
し
た。
モ
ン
ゴ
ル
や
チベ

ッ
ト
と
い
っ
た
国
は、
非
常
に
大
き
な
独
自
性、
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
持っ
て
い
た
わ
け
で
す。
そ
の
チベ
ッ
ト
も
モ
ン

ゴ
ル
も
｜｜こ
の
場
合
は
内
蒙
古で
す
が、
い
ま
や
政
治
的
な

力
は
あ
り
ま
せ
ん。
ほ
と
ん
ど
ひ
と
つ
の
中
国
の
な
か
に
あ
る

ご
と
く、
ま
す
ま
す
中
固
化
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す。

そ
の
対
隣
の
地
か
ら
ま
た
遠
く
に
隔
たっ
た
と
こ
ろ
は、
ま

さ
に
絶
域で
す。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
な
ど
は
そこ
に
位
置づ

け
ら
れ
ま
す。
絶
域か
ら
使
節
が
中
国へ
来
た
時
に、
皇
帝
に

拝
謁
す
る
に
は
ど
う
す
る
の
か。
阿
片
戦
争
よ
り
も
半
世
紀
以
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上
前
の一
八
世
紀
の
後
半
に、
マ
カ
i
トニ
1
使
節
団
が
中国

を
訪
れ
た
時
に、
ま
さ
に
叩
頭
の
礼
で、
三
拝
九
拝
を
強い
ら

れ
た。
絶
対
に
そ
ん
な
屈
辱
的
なこ
と
は
し
た
く
な
い
と
い
う

マ
カ
l
トニ
1
使
節
団
は、
つ
い
に
皇
帝
に
会
うこ
と
が
で
き

ず
に
帰っ
て
行っ
た
わ
け
で
す。

そ
れ
で
は
台
湾
は
ど
う
か。
じ
つ
は、
そ
うい
う
中
華
世
界

秩
序
の
外
側に
あっ
た
の
が、
台
湾
な
の
で
す。
台
湾
は、
日

清
戦
争
に
よっ
て
口
本
の
統
治
下に
な
り、
円
本
の
植
民
地
支

配
に
よっ
て
台
湾
の
人
た
ち
は
初
め
て、
た
と
え
ば
衛
生
と
か

教
育と
か、
文
化
に
目
覚
め
て、
そ
れ
を
知
る
よ
う
に
なっ
た

わ
け
で、
そ
れ
ま
で
は
ま
さ
に
化
外
の
存
在
で
あっ
た。

か
つ
て
香
港
が
そ
う
で
し
た。
阿
片
戦
争
の
後、
イ
ギ
リ
ス

が
香
港
を
領
有
す
る
こ
と
に
なっ
た
時
に、
グ
ラッ
ド
ス
ト
ー

ン
は、
い
ま
で
い
う
と
リベ
ラル
な
政
治
家
と
し
て、
大
演
説

を
し
ま
し
た。
アへ
ン
を
売っ
て
香
港
を
領
有
す
る
と
い
う
の

は、
大
英
帝
国の
名
サ
に
係
わ
る
と、
そ
う
言っ
て
反
対
し
た

ん
で
す
け
れ
ど
も、
結
果
的
に
九
訴
の
差
で
イ
ギ
リ
ス
は
香
港

を
領
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。
イ
ギ
リ
ス
圏
内で
そ
こ
ま

で
反
対
が
あっ
た
の
は、
グ
ラッ
ド
ス
ト
ー
ン
の
理
念
に
共
鳴

し
た
と
い
う
よ
り
も、「
香
港
な
ん
か
も
らっ
たっ
て、
あ
ん
な

海
賊
の
品
を
ど
う
す
る
か」
と
い
う
認
識
だっ
た
の
だ
と
思い

ま
す。
当
時
の
香
港
は、
まっ
た
く
中
国
が
か
まっ
た
こ
と
も

ない
よ
う
な、
無
人
島
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だっ
た
の
で
す
ね。

同じ
く
台
湾
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
て、
台
湾
は
昔
か
ら、
化

外
と
言
わ
れ
ま
し
た。
こ
れ
は
「
け
が
い」
と
読
む
人
もい
ま

す
け
れ
ど
も、
「
か
が
い」
が
正
し
い
と
思い
ま
す。
感
化
さ
れ

る
外
に
あ
る
こ
と。
つ
ま
り、
中国
の
皇
帝
か
ら
す
れ
ば、
ま

っ
た
く
か
ま
う
必
要
も
ない
し、
全
然
視
野
に
も
入
れ
て
い
な

い。
歯
牙
に
も
掛
け
ら
れ
て
い
な
かっ
た
の
が、
台
湾
な
ん
で

す
ね。そ

こ
を
日
本
が
領
有
す
る
こ
と
に
よっ
て、
い
わ
ば
台
湾
に

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
生
ま
れ
て
き
た。
た
と
え
ば
旧
制
高

校。
児
玉
源
太
郎
の
よ
う
な
立
派
な
人
が、
第
四
代
台
湾
総
督

に
赴
任し、
後
藤
新
平
を
民
生
局
長に
登
用
し
ま
す。
後
藤
新

平
が
行
政
を
き
ち
ん
と
司
る。
後
藤
は
新
渡
戸
稲
造
を
台
湾
に

招
き、
新
渡
戸
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
品
種
の
改
良
と
耕
作
方
法
改

善
に
努
め
ま
し
た。
土
木
局
の
八
回
興一
が
烏
頭
山
ダ
ム
と
槌

概
用
水
路
を
つ
く
り、
嘉
南
平
野が
穀
倉
地
帯に
変
わ
る。
「
こ

れ
ら
は
み
ん
な
日
本
の
お
蔭
だ」
と、
李
登
姉
さ
ん
は
言っ
て

く
れ
て
い
る
わ
け
で
す。

李
登
輝
さ
ん
は、
教
義
と
い
う
も
の
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ

る
方
で
す。
京
都
帝
国
大
学
の
出
林
経
済
科
に
入
ら
れ
ま
し
た

が、
終
戦
直
前
の
昭
和
十
九
年に
徴
兵
に
な
り、
習
志
野
の
高

射
砲
隊に
配
属さ
れ
て
い
る。
李
登
姉
さ
ん
の
教
義
主
義
と
い

う
の
は、
じ
つ
は
台
湾
に
お
け
る
台
北
高
校で
培
わ
れ
た
教
誌

な
の
で
す
ね。
た
と
え
ば、
新
渡
戸
稲
造
の
軽
井
沢
に
お
け
る



卜
五
年
戦
争
下
の
少
年
期
と
思
税
期 、
迫
り
く
る
死
を
目
前
に
白
山
な
生
を
求
め
る
心
の
軌
跡 。
附
和
の
は
じ
ま
り
と
同
時

に
生
を
亨
け
た
著
者
が
そ
の
生
い
立
ち 、

社
会
と
文
学
へ
の
早
熟
な
目
覚
め 、

多
彩
な
友
情
空
間
の
回
想
を
つ
う
じ 、

敗
戦

に
歪
る
波
宮
な
時
代
の
痛
み
を
透
視
す
る
鮮
烈
な
鎮
魂
の
記
録 。
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『
衣
装
哲
学』
講
義
録
｜｜
皆
さ
ん
も
お
読
み
に
なっ
た
か
と

思い
ま
す
け
れ
ど
も、
ト
1
マ
ス・
カ
l
ラ
イル
の
『
サ
ル
ト

ル・
リ
ザ
1
タ
ス』
と
い
う、
非
常
に
難
し
い
哲
学
書
を、
新

渡
戸
は
毎
夏
軽
井
沢
に
台
湾
の
製
糖
会
社
の
幹
部
た
ち
を
集
め

て
講
義
し
て
い
た。
李
登
輝
さ
ん
は
台
北
高
校
で『
衣
装
哲
学』

と
出
会
い、
英
文
で
読む
の
は
大
変
な
の
で、
新
渡
戸
稲
造
の

講
義
録
を
取
り
寄
せ
て
読
ん
で
い
る。
こ
れ
は
ま
さ
に、
台
北

高
校が
い
か
に
教
養
主
義に
出限
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
と

思
い
ま
す。

『
衣
装
哲
学』
と
い
う
の
は、
人
間に
とっ
て
衣
装
と
い
う
の

は
あ
ま
り
哲
学
的
な
考
察
の
対
象
に
なっ
て
こ
な
かっ
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も、
衣
装
が
な
かっ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
哲
学
的
に
も
考
察
し
て、
自
分
の
人
生
の
変
転
と
と
も

に、
自
己
否
定
か
ら
や
が
て
永
遠
の
肯
定
に
至
る
と
い
う
人
生

私

の

昭

和

史
観、
ま
さ
に
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が『
台
湾
紀
行』
で、
「
台
湾
人

の
悲
哀」
に
共
鳴
し
た
の
と
同じ
よ
う
なこ
と
を、
カ
l
ラ
イ

ル
は
ト
イフェ
ル
ス
ド
レ
ッ
ク
と
い
う
ちょ
っ
と
風
変
わ
り
な

大
学
教
授
に
託
し
て、
語っ
て
い
る
ん
で
す
ね。

こ
うい
うこ
と
を、
日
本
の
統
治
下に
あ
る
植
民
地
の
台
湾

の
人
た
ち
に
で
き
た
と
い
うこ
と
は、
もっ
と
評
価
さ
れ
て
も

よ
い
の
で
は
ない
で
し
ょ
う
か。
今
年は
日
露
戦
争
百
周
年で

す
け
れ
ど
も、
日
本
の
戦
前
を
すべ
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く

て、
と
く
に
台
湾
と
の
関
係
で
は、
日
本
の
役
割
と
い
う
も
の

を
もっ
と
冷
静に
評
価
し
て
み
る
必
要
が
あ
る。
日
本
人
自
身

が、
よ
う
や
く
自
ら
の
歴
史、
近
現
代
史
を
相
対
化
し
よ
う
と

す
る
時に、
台
湾
の
人
た
ち
が
非
常
に
日
本
の
統
治
と
い
う
も

の
の
実
績
を
評
価
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
うこ
と
は、
非
常に

あ
り
が
た
い
こ
と
で
あっ
て、
こ
れ
を
日
本
外
交
は
まっ
た
く

中
村
稔
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視
野
に
入
れ
て
い
ない
の
が、
今
日
の
現
実
で
あ
り
ま
す。
し

か
し、
こ
れ
は、
台
湾
が、
今
後
益
々
ア
イ
デン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
強
め
て
い
く
な
か
で、
日
本
に
とっ
て
も
非
常に
屯
袈
な
問

題
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
ない
か。

多
元
的
中
国
へ

最
後
に
も
う
ひ
と
つ、
香
港
の
最
近
の
状
況
に
触
れ
て
み
た

い
と
思い
ま
す。
香
港
は、
満
家
宝
首
相が
外
交
デ
ビュ
ー
を

し
よ
う
と
し
た
昨
年
の
七
月一
日、
ま
さ
に
返
還
六
周
年
の
時

に、
巨
大
な
デモ
ン
ス
トレ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
り
ま
し
た。
中

凶
化が
進
む
香
港
で、
も
う
こ
れ
以
上
黙っ
て
い
ら
れ
ない
と

い
う、
香
港
の
民
主
党
の
人
や、
「品
川似」
と
い
う
非
常
に
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
グル
ー
プ
のエ
ミ
リ
l・
ラ
ウ
と
い
う
か
香
港
の
ジ

ヤ
ン
ヌ・
ダル
クH
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
大
変
に
美
貌
の
才
媛

が
中
心
と
なっ
て、
デ
モ
を
組
織
し
た。
こ
れ
は、
香
港
は
イ

ギ
リ
ス
の
植
民
地
か
ら
や
が
て
中
国
に
返
迎
さ
れ
て、
い
つ
で

も
ど
こ
へ
で
も
逃
げ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
を
持っ
て
い

た
香
港
の
人
た
ち
に
し
て
み
れ
ば、
初
め
て
香
港
人
と
し
て
の

政
治
意
識、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
深
め
始
め
て
い
る
ん
で

す
ね。
そ
し
て、
デ
モ
に
立
ち
上
がっ
て、
茸
建
華
さ
ん
が
中

国
の
言い
な
り
に
なっ
て
香
港
の
自
由
を
徹
底
的
に
奪
お
う
と

し
た、
国
家
保
安
法、
戦
前
の
日
本
の
治
安
維
持
法
の
よ
う
な

法
律
に
反
対
し
て、
今
日
に
至っ
て
い
ま
す。

そ
し
て、
こ
の
香
港
の
人
た
ち
は、「
自
分
た
ち
は
鳥
慌
の
中

の
自
由、
鳥
簡
の
中の
民
主
主
義
だ。
一
国
両
制
と
い
う
の
は、

中
国
が
言っ
て
い
る
い
わ
ば
欺
附
で
あ
る」
と、
去
年
の
互
に

台
湾
に
行っ
て、
彼
ら
と
述
郁
し
た
ん
で
す
ね。
し
か
も、
コ

誌
は
北
京
語
を
使い
ま
し
た
け
れ
ど
も、
広
東
訴
と
附
南
部、

い
わ
ば
台
湾
語
と
の
聞
に
大
き
な
迎い
が
あ
る
よ
う
に、
台
湾

人
と
香
港
人
が一
緒
に
なっ
て
政
治
的
な
問
題
で
こ
ん
な
に
ス

ク
ラ
ム
を
組ん
だ
と
い
う
こ
と
は、
歴
史
始
まっ
て
以
来、
初

め
て
の
こ
と
で
す。

あ
る
芯
味
で
は、
中
国
が、
「
中
国
は
ひ
と
つ
だ」
と
言
え
ば

コ
う
ほ
ど、
い
ま
中
国
の
周
辺
か
ら、
そ
れ
に
対
す
る
異
論
巾

立
て
が
起
こ
っ
て
い
る。
こ
れ
が、
や
が
て
中
華
世
界
の
変
動

に
つ
な
がっ
て
い
く
可
能
性が
あ
る
の
で
は
な
い
か。
そ
し
て

中
国
は、
ひ
と
つ
の
中
国
と
い
う
形
で
あ
の
巨
大
な
存
在が一

体
化
す
る
こ
と
よ
り
も、
い
ろい
ろ
な
多
元
的
な
中
国
に
なっ

て
い
くこ
と
が、
中
国
の
た
め
に
も
よ
り
よい
選
択
で
は
ない

か。
こ
れ
を
実
証
し
つ
つ
あ
る
の
が
台
湾
で
あ
り、
香
港
で
あ

る
か
も
し
れ
ない。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
な
が
ら、
私は
中

華
世
界
の
変
動
を
皆
さ
ん
と
と
も
に、
今
後
も
見
据
え
て
い
き

た
い
と
思っ
て
お
り
ま
す。
長い
間、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た。

（国際教養大学学長・国際社会学者・東大・社会博・国際修・昭刊）

（
本
稿
は
wr
成
同
年
4
月
初
日
午
餐
会
に
お
け
る
間
演
の
－山芭u
で
あ
り
ま
す）
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