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尖

聞

は

明

ら

か

に

日

本

の

領

土

だ

李
登
輝
今
日
は
日
本
の
皆
さ
ん
が
非
常

に
強
い
関
心
を
お
持
ち
だ
と
思
う
の
で 、

尖
悶
諸
島
の
問
題
か
ら
お
話
し
し
ま
し
ょ

も 、
台
湾
の
た
め
に
も 、
ア
ジ
ア
全
体
の

た
め
に
も
非
常
に
意
味
が
大
きい 。

李
私
が
こ
ん
な
こ
と
を
言、っ
と 、
日
本

人
の
ほ
う
が
こ
わ
ご
わ
と
し
た
顔
を
す
る

ん
で
す
よ 。
一
昨
年 、
沖
制
に
行っ
た
時

に
県知
事
と

食事を
し
な
が
ら「
尖
閣
は
沖

純
の
も
の
だ」
と
言っ
た
ら 、

県知事
が
黙

っ
て
し
まっ
た 。
こ
れ
は
お
か
し
い 。
日

本
人
は
国
を
愛
し
て
い
な
い
の
か
と
び
っ

く
り
し
ま
し
た 。

も
ち
ろ
ん 、
台
湾
で
も
私
の
発
言
に
眉

を
ひ
そ
め
る
人
は
い
ま
す 。
最
近
も「
Fa

Fa
c
e」
と
い
う
テ
レ
ビ

c
e
t 
0 

ぅ 。
こ
れ
は
小
さ
い
島
の
問
題
の
よ
う
に

見
え
て 、
実
は
非常に
大
き
な
問
題 。
日
本

が
独
立
国
で
あ
る
か
否
か 、
ま
た
愈
法
に

ま
で
か
か
わっ
て

く
る
問
題
で
す 。

中
嶋
全
く
そ
の

と
お
り
で
す
ね 。

李
台
湾
で
は一

九
七
二
年 、
当
時

職
業
学
生
と
し
て

国
民
党
か
ら
海
外

派
泣
さ
れ
て
い
た

番
組
で
六
人
の
言

論
人
と
話
を
し 、

「
尖
悶
諸
島
は
日

本
の
も
の
だ」
と

し
て
歴
史
的
な
根

拠
も
話
し
ま
し

た 。
す
る
と
番
組

を
見
た
私
の
若
い

フ
ァ
ン
か
ら 、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
反

応
が
あ
り
ま
し
た 。
「
何
を
言っ
て
い
る
ん

だ
！

尖聞
は
台
湾
の
も
の
だ
！」
と 。

私
は
言っ
た
ん
で
す 。
「
台
湾
の
も
の
だ

と
い
う
な
ら 、
根
拠
を
示
し
な
さ
い 。
何

を
根
拠
に
し
て
い
る
の
か」
と 。
す
る
と 、

み
ん
な
黙っ
て
し
ま
う 。
中
国
の
主
張
も

そ
う
で
す
が 、

根拠
が
ない
の
で
す
よ 。

日
本
と
台
湾
の
間
に
あ
る
尖
閣
で
の
問

題
は
漁
業
の
部
分
だ
け
で 、
日
本
の
農
水

省
漁
業
局
と
あ
る
程
度
話
を
付
け
て
双
方

が
漁
を
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
問
題
は
な

く
な
る 。
問
題
の
発
端
は
そ
こ
に
あ
り
ま

i 中
2嶋2 嶺 2登
Z雄喜 輝

木子

馬
英
九
総統
が「
尖
問
は
台
湾
の
も
の
で
あ

る」
と
い、つ
論
文
を
書い
て
い
ま
す 。

ま
た 、
民
進
党
の
な
か
で
も「

尖悶諸
島

は
台
湾
の
も
の
で
あ
る」
と
言
う
人
間
もい

ま
す
し 、
台
湾
の一
般
国
民
に
も「
尖
問
諸

島
は
台
湾
の
領
土
だ」
と
主
張
す
る
声
が
あ

る 。
し
か
し 、
尖
悶
諸
島
は
日
本
の
領
土

で
す 。
私
は
昔
か
ら
そ
う言っ
て
き
た 。

中
嶋
こ
れ
は
日
本
国
民
が
非
常
に
勇
気

付
け
ら
れ
る
発
言
で
す
ね 。
李
登
輝
元
総

統
が
尖
附
諸
島
は
日
本
の
も
の
だ
と
明
確

に
発
言
さ
れ
る
こ
と
は 、
日
本
の
た
め
に

し
た 。
だ
か
ら 、
政
治
屋
が
わ
い
わ
い
騒

い
で
も 、
漁
民
さ
え
そ
れ
に
来
ら
な
け
れ

ば
い
い
と
い
う
形
で 、
私
は
こ
れ
ま
で
尖

問問
題
を
処
理
し
て
き
た
の
で
す 。

中
嶋
「
領
土
問
題」
で
は
な
く 、
「
漁業
問

題」
な
の
で
す
・ね 。

尖
閣
で
と
も
に
漁
を

李
少
し
歴
史
の
話
を
し
ま
し
ょ
う 。
尖

悶
諸
島
周
辺
は
昔
か
ら
非
常
に
い
い
蹴
場

で 、
台
湾
は
日
本
統
治
時
代
か
ら
近
海
漁

業
を
行っ
て
い
ま
し
た 。
ま
た 、
沖
縄
の

漁
民
も
尖
悶
ま
で
行
く
の
に
時
間
が
か
か

キールン

る
か
ら 、
と
台
湾
の
基
隆
に
住
ん
で
い
た

く
ら
い
で
す 。

台
湾
総
督
府
が
毎
年
到付
し
て
い
た『
台

湾
の
漁
業』
と
い
う
本
に
も 、
「
沖
純
政
府

は
漁
民
と
漁
船 、
漁
場
の
管
理
が
う
ま
く

で
き
な
い
の
で 、
台
北
州
政
府（
今
の
台

北
県 、
宜
前
県
な
ど
を
含
む）
に
委託
し
た」

と
脅
か
れ
て
い
ま
す 。
昔
は
台
湾
も
沖
制
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も
同
じ
圏
内
だ
か
ら 、
何
も
問
題
な
か
っ

た
ん
で
す 。
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
今

の
人
は
知
ら
な
い
ん
だ
ね 。

編
集
部
日
本
人
の
大
多
数
の
人
々
は 、

今
回
の
尖
問
事
件
で 、
やっ
と
尖
悶
諸
島

の
持
つ
意
味
を
認
識
し
た 、
と
い
う
く
ら

い
だ
と
思
い
ま
す 。

李
職
後 、
沖
純
が
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ

れ
て
か
ら
も 、
台
湾
の
漁
民
は
依
然
と
し

て
尖
間へ
魚
を
取
り
に
行っ
て
い
た
ん
で

すおう

す 。
特
に

辞決あ
た
り
に
漁
港
を
作っ
て 、

漁
民
は
あ
ちこ
ち
に
出
か
け
て
い
ま
し
た

か
ら 、
基
隆
の
漁
民
と一
緒
に
なっ
て 、

尖間へ
も漁に
出
て
い
た
の
で
す 。

当
然 、
尖
悶
諸
島
は
沖
純
と一
緒
に
ア

メ
リ
カ
の
占
領
下
に
あ
り
ま
し
た
が 、
当

の
ア
メ
リ
カ
は
漁
業
の
こ
と
ま
で
気
に
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た 。
だ
か
ら 、
台
湾
の

漁
民
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
漁
を
続
け
て
い

た
の
で
す 。

し
か
し一
九
七
二
年 、
佐
藤
内
閣
の
時

に
沖
純
が
返
還
さ
れ
る
と 、
尖
聞
は
日
本jjJ刊li刈司・4331142官1411111

李
そ
の
後 、
台
湾
の
農
業
委
員
会
か
ら

日
本
の
農
林
水腫
省に「
台
湾
の
漁
民
に
も

漁
業
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か」
と

担談
し
ま
し
た 。
そ
の
お
逮
し
は
生
き
て 、

台
湾
の
漁
民
は
尖
聞
に
上
陸
は
で
き
な
い

け
れ
ど 、
周
辺
で
漁
を
す
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
た
の
で
す 。

編
集
部
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
抗
議
活
動

は
活
発
で
し
た 。
九
O
年
に
は
台
湾
船
ニ

領
土
で
す
か
ら 、
台
湾
の
漁
民
が
魚
を
取

り
に
行
く
こ
と
が
国
際
法
逃
反
と
さ
れ
る

よ
う
に
なっ
た 。
漁
民
が
漁
を
す
る
た
め

に
尖
聞
に
近
づ
い
て
領
海
侵
犯
を
し
て
し

ま
い 、
日
本
側
が
追
い
払
う 、
と
い
う
よ

、
？なこ
と
が
た
び
た
び
起
こ
っ
た
の
で
す 。

し
か
し
漁
業
や
操
業
は
い
わ
ゆ
る
慣
習

法
が
非
常
に
大
切
で 、
た
と
え
ば
農
業
で

も
川
の
水
を
利
用
す
る
際 、
環
境
が
多
少

変
わっ
て
も 、
厳
密
な
法
律
で
は
な
く 、

慣
習
法
と
し
て
今
ま
で
と
同
じ
権
利
が
残

さ
れ
る
も
の
で
す 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

今
ま
で
ど
お
り
ぬ
を
し
た
だ
け
で「
領
海
侵

犯
だ」
と
い
わ
れ
て
し
まっ
て
は 、
台
湾
の

漁
民
に
戸
惑
う
部
分
も
あっ
た
で
し
ょ

う 。
そ
れ
が
抗
議
の
声
に
なっ
た 。

そ
の
声
が
強
く
なっ
て
き
た
の
は
私
が

台
湾
市
長 、
副
総
統 、
総
統
を
やっ
て
い

た
時
期
で
す
か
ら 、
何
と
か
し
な
け
れ
ば

と
思っ
て
い
ま
し
た 。

中
嶋

台湾
の

活動家
が「
尖
閣
は
台
湾
の

も
の
だ」
と
声
を
挙
げ
始
め
た
の
は 、
八
O

笠
が
魚
釣
島
周
囲
の
領
海
を
侵
犯 。
九
六

年
七
月
に
国
連
海
洋
法
が
発
行
し 、
日
本

が
排
他
的
経
済
水
域
を
設
定
す
る
と 、
九

月 、
十
月
と
香
港
や
台
湾
の
活
動
家
が
領

海
侵
犯
し
て
い
ま
す 。
以
来 、
周
辺
海
域

で
の
断
続
的
な
抗
議
活
動
が
行
わ
れ
て
い

ま
す 。

香
港
反
日
派
の
動
き

日台友好が京アジアの安定をもたらす

中
嶋
香
港
か
ら
台
湾へ
やっ
て
来
て
活

動
を
し
て
い
る 、
と
の
お
話
で
し
た
が 、

こ
の
人
た
ち
に
は 、
反
日
運
動
を
行
う
歴

史
的
背
景
が
存
在
し
て
い
ま
す 。

一
九
四一
年
十
二
月
に
日
本
軍
の
香
港

島
攻
略
が
行
わ
れ
た
際 、
香
港
義
勇
兵
を

含
む
イ
ギ
リ
ス
軍
と
日
本
軍
は
と
も
に
現

さんU

場
で
の
判
断
を
誤
り 、
酸
山併
を
極
め
る
戦

闘
状
態
に
陥
り
ま
し
た 。
こ
の
時 、
香
港

攻
略
左
拠
隊
長
だっ
た
田
中
良
三
郎
大
佐

は 、
戦
後
東
京
裁
判
に
か
け
ら
れ 、
B
C

級
戦
犯
と
し
て
二
十
年
の
刑
を
下
さ
れ
て

い
ま
す 。
当
時
の
香
港
攻
略
作
戦
の
日
本

ー
九
0
年代に
か
け
て
で
す
ね 。

李
「
台
湾
の
活
動
家」
と
言っ
て
も 、
実

体
は
香
港
か
ら
や
っ
て
き
た「
愛
国
同
心

会」
と
い
う中
台統一
を
唱
え
る
急
進
的
な

グ
ル
ー
プ
で 、
彼
ら
が
尖
聞
を
持
ち
出
し

て 、
台
湾
国
内
を
扇
動
す
る
よ
う
に
なっ

た
の
で
す 。
そ
こ
へ
当
時
の
国
民
党
政
府

の一
部
が
乗っ
かっ
て
し
まっ
た 。
私
の

総
統
時
代
に
も 、
海
軍
が
漁
船
を
保
越
す

る
と
言っ
て
尖
悶
の
近
く
ま
で
船
を
出
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た 。

中
嶋
当
時 、
日
本
は
竹
下
内
聞で
し
た 。

外
務
省
の
ア
ジ
ア
局
長
か
ら
私
に
電
話
が

あ
り 、
「こ
れ
か
ら
竹
下
首
相
が
お
電
話
を

し
ま
す
の
で 、
ぜ
ひ
中
嶋
先
生
か
ら
李
総

統
に
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い」
と
い
わ
れ
ま

し
た 。
当
時
は
日
台
の
パ
イ
プ
が
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ね 。

そ
の
日
は
日
曜
目
だっ
た
の
で
す
が 、

李
総
統
は
総
統
府
に
閣
僚
を
招
集
し
て 、

す
ぐ
に
漁
船
の
集
結
を
止
め
さ
せ
た 、
と

記
憶
し
て
い
ま
す 。
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側会議
は 、
瀬
品龍
三
氏
だっ
た
の
で
す 。

そ
し
て
香
港
陥
落
の
十
二
月
二
十
五
日

は 、
日
本
軍
国
主
義へ
の
告
発
を
込
め
て

「
香
港
の
黒
い
ク
リ
ス
マ
ス」
と
今
で
も
語

ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で 、
こ
れ
が
反
日
の
芽

に
なっ
て
い
た 。

さ
ら
に 、
私
は
六
九
年
か
ら
七一
年
ま

で
香
港
総
領
事
館
に
い
ま
し
た
が 、
七
O

年
の
暮
れ
か
ら
七一
年
に
か
け
て 、
香
港

で
初
め
て
尖
聞
を
め
ぐ
る
反
日
デ
モ
が
行

わ
れ
て
い
ま
す 。

こ
れ
は「
香
港
索
償
協
会」
そ
の
他
の
団

体
が
組
織
し
た
デモ
で 、
日
本
軍
政
下
で 、

当
時
の
額
で
約
三
億
円
の
軍
票
が
出
さ
れ

た
の
で
す
が 、
そ
れ
を
強
制
的
に
香
港
ド

ル
と
換
え
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
補
償
を

求
め
る
も
の
で
し
た 。
以
降 、
日
本
に
対

す
る
抗
議
に
尖
悶
諸
島
問
題
が
加
わ
り 、

反
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
色
が
強
まっ
て
い

っ
た
の
で
す 。

こ
う
い
っ
た
背
景
を
背
負
う
香
港
で
誕

生
し
た「
愛
国
同
心
会」
な
ど
の
反
日
グ
ル
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ー
プ
が
台
湾
に
やっ ．
て守 き
提「
尖
開諸
島
は

台
湾
の
も
の
だ」
と
叫
び 、一
上
陸
を
試み
て

い
る
の
で
す 。

李
私
の
主
張
が
気
じ
入
ら
な
い
の
か 、

こ
の
述
中
は
私
が
引
退
し
て
か
ら
も
自
宅

近
くへ
やっ
て
き
て 、
何
か
叫
ん
で
い
る

よ
う
で
す 。
暴
力
行
為
に
出
ょ
う
と
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が 、
群
衆
が
そ
れ
を
許

さ
ず 、
返
り
討
ち
に
あっ
て
い
ま
し
た
よ 。

中
国
の
強
か
な
外
交

李主主輝氏（元台湾総統）が語る

中
鴎
先
ほ
ど 、

支
読
さ
ん
が「
台
湾
に

も
中
国
に
も
尖
悶
領
有
の
歴
史
的
根
拠
は

な
い」
と
指摘
さ
れ
ま
し
た
が 、
ま
さ
に
そ

の
と
お
り
な
の
で
す 。

尖
悶
諸
島
の
領
有
織
を
中
国
が
主
張
し

始
め
た
の
は 、
一
九
七一
年 。
初
め
て「
外

交
部
声
明」
と
し
て 、
「
釣
魚
島
（
尖
悶
諸

島）
は
中
国
の
領
土
で
あ
る」
と
発
表
し
て

い
ま
す 。
こ
れ
は 、
六
人
年
に
国
辿
ア
ジ

ア
極
東
経
済
委
員
会
（
E
C
A
F
E）
の

海
洋
調
査
で
尖
悶
諸
島
に
豊
富
な
海
底
資IL－－JiltmJ441J活滑11叶tJi1

中
鴎
今
回
の
尖
問
事
件
の
流
出
ビ
デ
オ

の
映
像
は
ご
覧
に
な
りま
し
た
か
？

李
ぶ
つ
かっ
た
シ
l
ン
の
写
真
は
見
ま

し
た
が 、
テ
レ
ビ
で
は
見
て
い
ま
せ
ん 。

最
近
テ
レ
ピ
は
見
な
い
こ
と
に
し
た 。
偏

り
す
ぎ
て
い
る
し 、
ウ
ソ
ば
か
り
流
す
か

ら（
笑） 。

「
指
導
者
不
在」

の
日
本

＠緊愚大結集

中
嶋
あ
れ
を
見
る
と 、
い
か
に
今
回
の

事
件
が
中
国
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

か 、
歴
然
と
わ
か
り
ま
す 。
と
こ
ろ
が 、

民
主
党
政
権
は
船
長
を
釈
放
し
た
う
え 、

映
像
を一
般
公
開
し
な
かっ
た
た
め 、
国

民
は
政
府
の
弱
腰
の
対
応
に
強
い
怒
り
と

不
満
を
感
じ
て
い
ま
し
た 。
海
保
の一
職

員
の
手
で 、

映像
は
流
れ
ま
し
た
が 。

李
こ
の
件
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ン
ト

ン
国
務
長
官
が「
尖
悶
は

安保条約
の
範
囲

内」
と
発
言
し
ま
し
た
ね 。
さ
ら
に
ス
タ
イ

ン
パ
1
グ
国
務
副
長
官
も
安
倍
晋
三
元
総

理
と
の
会
談
で「
日

米安全

保障条
約第
五

源
が
あ
る
と
明
ら
か
に
なっ
た
後
で
し
た 。

し
か
し 、
日
本
は
何
の
抗
議
も
し
な
い

ま
ま 、
七
二
年
に
日
中
国
交
正
常
化
し
て

し
ま
い
ま
し
た 。
同
時
に 、
日
台
国
交
断

絶
を
し
た
わ
け
で
す 。
後
の一
九
七
九
年

に
訪
日
し
た
部
小
平
が
言っ
た
の
が「
尖
閣

の
問
題
は一
時
棚
上
げ
し
て
椛
わ
な
い 。

次
の
世
代 、
ま
た
次
の
世
代
は
我
々
よ
り

知
恵
が
あ
る
だ
ろ
う」 。
日
本
政
府
は
こ
れ

を
聞い
て
安
心
し
て 。
棚
上
げ。
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す 。

し
か
し 、
国
交
正
常
化
か
ら
二
十
年
後

の
九
二
年 、
中
国
は
領
海
法
と
い
う
国
内

法
を
制定
し 、
「
台前
及
び
そ
こ
に
含
ま
れ

とうしよ

る
釣魚
島
と
そ
の
付
属の
島慎」 、
つ
ま
り

尖
悶
諸
島
を
中
国
の
領
土
で
あ
る
と
決
め

て
し
ま
い
ま
し
た 。

こ
の
時 、
日
本
側
は
宮
博喜一
首
相 、

橋
本
恕
中
国
大
使
と
い
う
ま
さ
に「
親
中」

の
布
陣
で
し
た 。
政
府
は
領
海
法
に
何
ら

の
抗
議
を
し
な
い
ば
か
り
か 、
二
カ
月
後

に
は
江
沢
民
が
来
日 。
さ
ら
に
こ
の
年
の1131aala－－司14‘SISSI－－jititi－－11t

条
が
適
用
さ
れ
る」
と
発
言
し
ま
し
た 。

対
し
て 、
日
本
政
府
の
対
応
に
つ
い
て

は 、
中
西
都

政京都
大
学
教
授
が「
菅
総
理

の
歴
史
的
大
罪」
と
替
か
れ
て
い
ま
し
た

ね 。
ア
メ
リ
カ
が
顔
を
出
し
て「
安保
条約

の
純
間
内」
と
言っ
た
だ
け
で
は
不
十
分
で

す 。
日
本
政
府
が
自
ら「
日
本
の
領
土
だ」

と
毅
然
と
し
た
態
度
で
言
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い 。

こ
の
問
題
に
お
い
て
基
本
的
な
問
題
は

何
か
と
い
う
と 、
結
局
は
慾
法
九
条
に
繋

が
っ
て
い
く 、
と
い
う
こ
と
で
す 。
安
保

の
範
囲
内
と
い
う
の
は 、
ア
メ
リ
カ
が
動

か
な
け
れ
ば
日
本
の
海
上
自
衛
隊
は
尖
悶

を 、
さ
ら
に
い
え
ば
自
分
の
国
を
守
れ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る 。
領
土
が
侵
害
さ

れ
て
も
慾
法
が
反
躍
を
許
さ
な
い 、
と
い

う
こ
と
に
なっ
て
し
ま
う
か
ら
で
す 。

こ
の
構
図
は
台
湾
と
同
じ
で 、
台
湾
も

「
台
湾
関
係
法」
と
い
うア
メ
リ
カ
の
国
内

法
の
下
で
動
い
て
い
る
よ
う
な
形
に
なっ

て
い
る
ん
で
す 。

秋
に
は「
日
中
友
好」
と
い
う
こ
と
で 、
天

皇・
皇
后
両
陛
下
が
ご
訪
中
な
さっ
て
い

る
の
で
す 。

編
集
部
狙
い
済
ま
し
た
か
の
よ
う
な一

したた

辿
の
流
れ
で
す
ね 。
非
常
に
強
か
で
あ
る

と
と
も
に 、
日
本
の
政
治
の
だ
ら
し
な
き

が
目
立
ち
ま
す 。

李
中
国
は
国
賓
館
に「
釣
魚
台」
と
い
う

名
前
を
つ
け
て
い
ま
す 。
表
向
き「
名
前
は

尖開諸
島
の「
釣
魚
島
（
中
国
名こ
と
は
関

係
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す 。
し
か
し
台
湾

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と 、
各
国
の
要
人
が
こ

こ
に
呼
ば
れ 、
宿
泊
し 、
会
見
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
か
ら 、
そ
の
た
び
に「
釣
魚
台」

と
い
う
名
前
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
は 、
非

常
に
有効
な宥
涯
に
な
り
ま
す 。

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ 、
中
国
が
領
有

椀
を
主
張
す
る
の
は 、
「
尖
悶
諸
島
は
台
湾

の
も
の
で
あ
る 。
台
湾
は
中
固
な
の
で
あ

る
か
ら 、
尖
悶
諸
島
も
中
国
の
も
の
で
あ

る」
と
い

う考え
な
の
で
す 。
そ
れ
以
上
の

根拠
は
あ
り
ま
せ
ん 。
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編
集
部
日
本
も
台
湾
も 、
国
家
と
し
て

の
主
佑性
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
ね 。

中
嶋
李
登
姉
さ
ん
か
ら
は
昨
年
の
日
比

谷
公
会
堂
で
の
演
説
（「
W
i
L
L』
二
O

O
九
年
十一
月
号 、
所
収）
で 、
「
慾
法
を

争
点
に
し
な
い
よ
う
な
政
治
を
やっ
て
い

る
日
本
は 、
や
が
て
沈
ん
で
い
く
だ
ろ
う」

と
い
う
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
教
訓
を
い
た

だ
き
ま
し
た 。
今 、
ま
さ
に
そ
の
通
り
に

な
りつ
つ
あ
り
ま
す 。

李
今
の
日
本
に
は 、
ま
だ
本当の 。
指導

者。
が
出
て
き
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う 。

以
前 、
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
野
口
他
さ
ん
と

お
話
し
し
た
時
に
も
そ
う
い
う
話
題
に
な

り
ま
し
た
が 、
結
局
の
と
こ
ろ 、
政
治
家

に
大
切
な
の
は
人
民
を
愛
す
る
気
持
ち
な

の
で
す 。

と
こ
ろ
が
今
の
日
本
に
は 、
ま
だ
そ
う

い
う
政
治
家
が
出
て
い
ま
せ
ん 。
自
分
の

成
果
ば
か
り
を
気
に
し
て
い
て 、
人
民
の

困
難
が
分
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す 。
同
胞

愛
な
き
政
治家
は
国
を
滅
ぽ
し
ま
す
よ 。
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そ
し
て
日
本
国
民
が
苦
し
ん
で
い
る
問

題
を
解
決
し
て
あ
げ
る
こ
と
が 、
今
の
指

導
者
の一
番の
仕
事
で
す 。
経
済
だっ
て 、

成
長
率
二 、
三
%
で
は
国
民
が
か
わ
い
そ

う
じ
ゃ
な
い
か 。
た
し
か
に
今
の
日
本
は

資
源
に
困っ
て
い
る
し 、
労
働
者
も
減っ

て
き
て
い
る 。
そ
う
い
う
状
態
か
ら
経
済

成
長
を
続
け
る
の
は
た
し
か
に
難
し
い
で

Iレよろもしかし 、
日
本
は
資
源
を
作
り
出
す
知

的
産
業
が
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す 。
日
本

の
未
来
を
担
う
若い
干
不
ル
ギ
l
研
究
者

か
ら 、
素
晴
ら
し
い
手
紙
を
貰っ
た
こ
と

も
あ
る（
頓
ペ
ー
ジ
掲
載） 。
私
は
何
度
も

そ
の
手
紙
を
読
み
返
し
ま
し
た 。
長
ら
く

私
が
日
本
の
若
者
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と

が
全
て
綴
ら
れ
て
い
た 。
本
当
に
将
来
が

楽
し
み
に
なっ
た
よ 。

そ
う
い
っ
た
日
本
の
明
る
い
将
来
の
た

め
に
も 、
国
民
の
苦
難
を
乗
り
切
る
政
治

を
やっ
て
問
題
を
解
決
で
き
れ
ば 、
国
民

は
手
を
叩
い
て
支
持
し
ま
す
か
ら 、
そ
の

報
が
全
面
に
押
し
出
し
て
き
て
い
ま
す 。

次
期
国
家
主
席
の
最
有
力
候
補
と
言
わ

れ
て
い
る
習
近
平
に
つ
い
て
は 、
日
本
国

内
で
は「
習
近
平
は
ソ
フ
ト
路
線 。
国｛本
玉

席
に
な
れ
ば
日
中
関
係
は
さ
ら
に
よ
く
な

る」
な
ど
と
い、

n向き
も
あ
り
ま
す 。
し
か

し 、
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
だ
と
思
い
ま

す 。
習
近
平
は
い
わ
ゆ
る「
太
子
党」
で
す

し 、
江
沢
民
に
近
い
保
守
派
だ
と
私
は
見

て
い
ま
す 。

李
柔
ら
か
く
見
せ
る
の
は
戦
略
で 、
本

心
で
は
な
い 。
相
手
が
強
く
出
れ
ば
弱
く

見
せ
る
し 、
相
手
が
下
手
に
出
れ
ば
上
か

ら
叩
く 。
こ
う
い
う
や
り
方
を
す
る
の
が

中
国
で
す 。

日
台
が
抱
え
る
病
巣

中
嶋
日
台
関
係 、
そ
し
て
中
国
を
考
え

た
時
に 、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が 、
台

湾
も
ぐ
ら
つ
い
て
い
て
は
困
る 。
近
年 、

尖
悶
を
め
ぐ
る
抗
議
活
動
が
活
発
化
し
て

い
る
の
も 、
ハ
1
ヴ
ァ
l
ド
大
学
で
の
博

後 、
也’
法
の
修
正
を
始
め
れ
ば
い
い 。

誇
大
妄
想
の
中
国

編
集
部
日
本
が
溜
法
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
と 、
特
に
中
国
か
ら
強
い
非
艇
の
声

や
圧
力
が
か
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね 。

中
嶋
そ
う
い
っ
た
事
態
を
考
え
て
も 、

今
後
は
ま
す
ま
す
日
台
関
係
が
重
要
に
な

っ
て
き
ま
す 。

李
そ
う 、
何
よ
り
日
台
の
人
民
の
心
の

緋
を
強
め
る
こ
と
が
第一
で
す 。
そ
こ
に

中
聞
が
割っ
て
入
ろ
う
と
す
る
で
し
ょ
う

が 、
そ
の
時
は
武
者
小
路
実
館
の
言
葉 、

「
君
は
君 、
我
は
我
也 、
さ
れ
ど
仲
良
き」

と
い
う
心
境
で
い
れ
ば
い
い
の
で
す 。
交

流
を
し
て
は
い
て
も 、
「
中
国
は
中
園 、
台

湾
は
台
湾 、
日
本
は
日
本」
と
け
じ
め
をつ

け
な
い
と
い
け
な
い 。

中
国
人
は
い
う
な
れ
ば
誇
大
妄
想
な
と

こ
ろ
が
あ
る 。
こ
れ
が
日
本
人
を
圧
倒
し 、

黙
ら
せ
て
し
ま
う 。
す
る
と
さ
ら
に
日
本

に
対
し
て
圧
力
を
強
め
る
と
い
う
の
が
中唱e46a，‘，a’eglE4・2a’mg’EBaas，量可$S曇ses官官曹司22agtl

士
論
文
の
テ
l
マ
が
尖
問
問
題
だ
っ
た
馬

英
九
総
統
の
国
民
党
政
権
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す 。
し

か
し
台
湾
も 、
間
違
い
な
く「
民
主
主
義」

と
い
う
価
値
観
の
上
に
しっ
か
り
立っ
て

い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
困
り
ま
す 。

李
台
湾
の
民
主
化
に
つ
い
て
は 、
今
後

直
面
す
る
危
機
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す 。

そ
の
最
も
大
き
い
も
の
が 、
今
の
馬
英
九

政
権
の
政
策
で
す 。
経
済
交
流 、
経
済
依

存
を
理
由
に
中
国
と
の「
統
こ
に
向
か
う

よ
う
な
や
り方
で
は 、
「
経
済
を
もっ
て
統

一
を
促
進
す
る」
と
い
う
中
国の
術
中
か
ら

抜
け
出
せ
な
く
なっ
て
し
ま
い
ま
す 。

台
湾
の
前
途
は
二
千
三
百
万
の
台
湾
人

民
に
よっ
て
決
め
る
べ
き
な
の
で
す 。
し

か
し 、
人
民
が
向
か
うべ
き
方
向
を
はっ

き
り
さ
せ
る
の
は 、
指
導
者
の
役
割
で
も

あ
る 。
そ
の
た
め
に
は
民
進
党
の
力
だ
け

で
は
足
り
な
い 。
国
民
党
そ
の
他
の
力
も

借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
しょ
う 。

中
嶋
「
台
湾
党」
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り

国
の
や
り
方
で
す 。
こ
の
や
り
口
を
捉
え

て
お
くこ
と
が
重
要
で
す 。

一
九
九
六
年 、
私
が
初
め
て
の
直
接
選

挙
に
よ
る
総
統
選
に
出
馬
し
た
時
に
は 、

中
国
は
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
を
行
い
ま
し

た 。
し
か
し 、
私
は
述
中
の
や
る
こ
と
は

分
かっ
て
い
ま
す
か
ら
ね 。

当
時
の
国
家
主
席
は
江
沢
民
で
す
が 、

彼
は
寧
の
話
ば
か
り
聞
い
て 、
軍
に
頼
り

きっ
て
い
た 。
そ
れ
に
比べ
れ
ば 、
今
の

胡
錦
総
国
家
主
席
は
ま
だ
し
も
西
洋
的
な

考
え
が
頭
に
入っ
て
い
る
よ
う
で
す 。

中
嶋
胡
錦ル降 、
温
家
宝
な
ど
共
産
主
義

背
年
団
系
は
ま
だ
話
が
わ
か
り
ま
す
ね 。

と
こ
ろ
が 、
昨
年
行
わ
れ
た
建
国
六
十
周

年
の
軍
事パ
レ
ー
ド
が
あっ
た
翌
日
の
人

民
日
報
の一
而
に
は 、
江
沢
民
と・
胡
錦
部

の
写
真
が
並
べ
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し

た 。
こ
れ
は
異
常
事態
と
言っ
て
も
い
い

く
ら
い 、
異
例
中
の
異
例
の
出
来
事
で 、

ま
だ
江
沢
民
が
中
国
共
産
党
内
で
大
き
な

影
響
力
を
持っ
て
い
る
こ
と
を 、
人
民
日

司Jdd司A
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必守地摺

ま
せ
ん
ね 。

李
私
が
今
考
え
て
い
る
の
は 、
い
わ
ゆ

る
第
三
局
的
な
力
を
持っ
た
人
た
ち
が
グ

ル
ー
プ
に
な
り 、
民
進
党
や
国
民
党
を
巻

き
込
む
よ
う
な
形
で
やっ
て
い
け
ば 、
台

湾
の
民
主
化
は
も
う
少
し
早
く
進
む
の
で

は
ない
か
と
い
う
こ
と
で
す 。

民
進
党
の
中
に
も
い
い
人
材
は
い
ま

す 。
主
席
の
務
英
文
氏
な
ど
は
若
い
女
性

で
す
が 、
非
常
に
優
秀
で
す 。
し
か
し 、

総
統
に
な
る
に
は
ま
だ
少
し
時
期
が
早

い 。
隙
水
屑
の
二
の
舞
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん 。
国
民
党
に
は
長
年
採
ま
れ
て
き
た
人

た
ち
が
多
い
の
で 、
こ
の
中
か
ら
総
統
を

遊
び 、
民
進
党
か
ら
剛
総
統
や
行
政
院
長

を
持っ
て
く
る
よ
う
に
す
る
の
もい
い 。

私
が
十
二
年
間 、
総
統
と
し
て
行っ
た

教
育
改
革、
司
法
改
革 、
台
湾
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
な
ど
は 、
ま
だ
ま
だ

中
途
半
端
で
す 。
こ
れ
ら
を
今
後
も
進
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
ま
た 、

中
国
依
存
の
進
む
経
済
活
動
も 、
中
国
市
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で「
台
湾
悲
法」
を
出
す 。
同
時
に 、
国
名

も「
中華
民
国」
か
ら「
台
湾」
に
変
え
る 。

日
本
で
も
よ
う
や
く一
昨
年
の
六
月

に 、
東
京
都
の
転
出
入
届
け
に「
台
湾」
の

名
称
で
登
録
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し

た 。
さ
ら
に
日
本
と
の
関
係
で
言
え
ば 、

台
北
と
羽
田
を
結ぶ
直
通
便
も
で
き 、
経

李
台
湾
が
中
国
の
経
済
力
に
寄
り
か
か

済
の
結
び
つ
き
も
さ
ら
に
強
まっ
て
い
く

つ
て
し
ま
う
と 、
あ
た
か
も
日
本
の
地
方

は
ず
で
す 。

自
治
体
が
回
か
ら
の
補
助
金
に
頼っ
て
い

現
在 、
日
本
は
大
陸
に
工
場
を
作
り
投

る
の
と
同
じ
構
図
に
なっ
て
し
ま
い 、
抜

資
を
し
て
い
ま
す
が 、
こ
れ
か
ら
は
台
湾

け
出
せ
な
く
なっ
て
し
ま
う 。
そ
う
な
ら

と
の
連
携
を
深
め 、
台
湾
に
知
識
産
業
を

ない
た
め
に
も 、
経
済
に
お
け
る「
台
湾モ

売
る
よ
う
な
方
向へ
進
む
べ
き
で
す 。
ェ

デ
ル」
が
必
須
で
す 。

ネ
ル
ギ
1
問
題
も 、
日
本
は
資
源
が
な
い

台
湾
が
直
面
す
る
問
題
の
解
決
は 、
二

分 、
技
術
で
カ
バ
ー
で
き
る 。
台
湾
も
技

O一
二
年
の
総
統
選
挙
に
か
か
っ
て
い
ま

術
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す 。

なかじまみねお

す 。
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は 、
人
民

中
嶋
日
台
の
関
係
を
深
め
て
い
く
た
め
一
九三穴
ま－まれ ・
六O年東京外
問題大学中国科応策。

六
五
年
塁
突出
芙
学
院
国

際関係
笛
課
程
率
祭．
八
O
年娘一示

が
大
団
結
し 、
「
馬」
を
乗
り
捨
て
て
台
湾

に
は 、
李
登
輝
さ
ん
に
も
ま
だ
ま
だ
お
元
大学社会学
堂・
堅
実図
箆大学長 ・
文部
哲
苔
中央教

事
る
こ
と
が
急
務
で
す 。

気
で
い
て
い
た
だ
か
な
い
と 。
そ
し
て
日

日時手誤認諾鰭服装

旬

そ
し
て 、
日
本
と
の
関
係 、
ア
メ
リ
カ

本
も 、
もっ
と
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
な

喜望
北
詩型（

意書｝で
3
5
4套
重賞・

二
O
O
三
年
「
正
銘
大
貧」
受
賞・
近
著
に
「「
全
同時〈
グ
ロ
ー

と
の
関
係 、
そ
し
て
中
国
と
の
関
係
に
お

ら
な
い
で
す
ね 。

バル｝」

雲量
（西村鈎
店 、
警に
直史の
警
量る

ー臼中近現代史の争点お」｛文世田容紋｝
など ．
$Th出品目間一π

け
る
台
湾
の
態
度
を
明
確
に
さ
せ
た
う
え

李
今
の
日
本
を
見
て
い
る
と 、
政
治
を

襲
名
蓄に
ヲジアの
包邑
完文社V
E
g －

13
3
3靖
34
1
4
3
j333守3f
i

－－3詰沼－
9f・

渇

3J
1
1沼
3
3
3
没司港現諸事TJ
笠

グ

ロ
ーバ
ル
な
視
点
で
の
成
長
モ
デ
ル
を
確

立
すべ
き
で
す 。

編
集
部

場
だ
け
を
相
手
に
す
る
の
で
は
な
く 、

そ
の
お
話
は
日
本
に
も
そ
の
ま

ま
当
て
は
ま
り
ま
す
ね 。

日
本
は
「
平
成
維
新」

を

や
る
人
聞
が 、
い
か
に
し
て
権
力
を
手
に

す
る
か 、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い

て 、
人
民
や
国
の
こ
と
が
頭
に
入つ
て
な

い
よ
う
に
見
え
る 。
し
か
し 、
「
椛
力」
と

い
う
の
は
椛
力
者
の
も
の
で
は
な
く 、
何

か
決
定
を
下
す
時
に
人
民
か
ら
借
り
て 、

そ
の
あ
と
返
す
も
の
で
す 。
そ
の
こ
と
が

わ
かっ
て
い
る
か
ど
う
か 。

ま
た 、
日
本
に
は
い
い
学
者
が
た
く
さ

ん
い
る
の
で
す
か
ら 、
つ
ま
ら
な
い
理
屈

を
こ
ね
る
の
で
は
な
く 、
現
実
的
に
問
題

を
解
決
し
て
い
く
気
持
ち
を
持っ
て
ほ
し

い 。
今こ
そ
日
本
は
聞
を
挙
げ
て「
平成
維

新」
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
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日

本

の

若

き

研

究

者

か

ら

李議輝氏（元台湾総統）が語る

私
は 、
長
ら
く
台
湾
の
将
来
に
つ
い
て 、

国
の
自
主
性
を
維
持
し
つ
つ 、
産
業
構
造

の
改
普
を
主
張
し
て
ま
い
り
ま
し
た 。
こ

の
榔
怨
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
を
主
要
産
業

と
す
る
経
済
改
革
で
あ
り 、
ま
た 、
研
究

目
標
で
あ
りま
し
た 。

そ
の
た
め 、
干不
ル
ギ
1
再
生
に
関
す

る
新
し
い
研
究
室
を
開
設
し
ま
し
た 。
研

究
室
の
重
要
な
研
究
員
と
し
て 、
日
本
か

ら
三
人
の
学
者
を
招
聴
す
る
予
定
で 、
候

補
に
上
がっ
た
三
人
の
方
々
を 、
台
湾
に

＠緊語大特集

李

一．事主主

主Z主主A

i輝

の

手

紙

招
い
て 、
研
究
室
の
見
聞
や
環
境
を
見
て

も
らい
ま
し
た 。

三
日
間
の
短
い
時
間
で
し
た
が 、
愉
快

で 、
有
意
義
な
滞
在
を
終
え
て 、
日
本
に

帰
国
し
ま
し
た 。
帰
国
後 、
間
も
な
く
そ

の
中
の一
人
の
若
い
青
年
か
ら 、
次
に
ご

紹
介
す
る
丁
寧
な
お
手
紙
を
受
け
取
り
ま

し
た 。七

枚
の
使
築
に 、
ぎっ
し
り
と 、
心
を

込
め
て
脅
か
れ
で
あ
る
手
紙
を
私
は
繰
り

返
し
読
み
続
け 、
感
激
で
胸
が一
杯
に
な

り 、
こ
の
文
章
を
皆
さ
ん
に
も 、
御
紹
介

し
た
い
と
思い
ま
し
た 。

何
が
私
を
し
て 、
そ
う
さ
せ
た
の
で
し

ょ
う
か 。
そ
れ
は
長
ら
く
私
が
日
本
の
若

い
人
々
に
告
げ
た
か
っ
た
こ
と 、
そ
の
ま

ま
を 、
彼
が
彼
の
手
紙
に
書
き
綴っ
て
い

た
か
ら
な
の
で
す 。
日
本
人
の
精
神 、
日

本
文
化
の
伝
統 、
若
き
人
の
品
格
と
価
値

観
を
持つ
若い
青年
を
見
た
か
ら
で
す 。

ま
ず 、
彼
の
手
紙
を
読
ん
で
か
ら 、
詳

し
く説
明
し
ま
し
ょ
う 。
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〈
李
登
輝

髄啓

はいえっ

台
消
に
て
問
下
と
ご
家
族
に
拝
悶
で
き

ま
し
た
こ
と
は 、
至
上
の
光
栄
で
あ
り
ま

し
た 。
奥
方
様
も
決
し
て
体
調
が
優
れ
な

い
中 、
御
臨
席
賜
り
恐
縮
の
限
り
で
す 。

ま
た 、
美
し
い
坤
儀
様
（
李
氏
の
孫）
に

お
目
迎
り
叶い
ま
し
た
こ
と
も
大
き
な
喜

び
で
あ
り
ま
し
た 。
若
輩
た
る
私へ
の
過

分
な
歓
迎
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す 。
誠
に
あ
り
が
と
うご
ざい
ま
し
た 。

先
日 、
雪
の
降
り
積
も
る
日
本
に
戻っ

て
参
り
ま
し
た 。
帰
り
の
機
中
に
於い
て

も 、
高
ぶ
る
心
を
静
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
に 、
紫
附
ら
し
い
時
間
を
過
ご
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た 。
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
研
究
室
は 、
私
の
想
像
を
遁
か
に
凌

駕
し 、
正
し
く
私
の
理
想
そ
の
も
の
で
し

た 。

先
生

こ
れ
ま
で 、
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な

い
環
境
で
毎
日
を
過
ご
し
て
き
た
私
に
と

金
を
元
に
出
席
し
た
国
際
学
会
に
於
い

て 、
現
在
の
指
導
教
員
に
巡
り
会
う
こ
と

が
で
き 、
今
の
大
学へ
と
進
学
す
る
機
会

を
得
ま
し
た 。

現
在 、
私
が
博
士
の
学
位
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
の
も 、
こ
の
奨
学
金
の
お
陰
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す 。
従
い
ま
し
て 、

こ
れ
ま
で
受
給
し
て
き
た
奨
学
金
の
思
に

こうまい

報い
る
為 、
そ
の
財
団
の
高
遡
な
志
を
実

現
すべ
く 、
日
本
の
立
国へ
微
力
な
が
ら

も
尽
力
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す 。

ま
た 、
奨
学
金
の
み
な
ら
ず 、
今
日
の

私
が
あ
る
の
は
日
本
の
社
会 、
制
度
の
賜

物
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す 。
生
活
環
境

ゃ 、
治｛女 、

福祉 、
経
済
的
な
虫
か
さ
な
ど 、

学
問
と
は
関
係
な
い
分
野
に
於い
て
私
が

享
受
で
き
た
思
に
対
し
て 、
今
後 、
科
学

技
術
の
発
展
を
通
し
て
報
い
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん 。
そ
の
貨
務
を
果
た
さ

ず
し
て 、
直
ち
に
台
湾へ
移
り
住
む
こ
と

いえど

は 、
い
か
に
問
下
の
御
意
向
と
蹴
も 、
受

諾
す
る
こ
と
は
叶い
ま
せ
ん 。

つ
て
は 、
あ
ら
ゆ
る
設
備
を
備
え
た
広
大

な
実
験
室
は 、
夢
に
思
い
描
い
て
い
た
よ

う
な
世
界
で
し
た 。
一
度
で
も
こ
の
よ
う

な
環
境
に
身
を
置い
て
み
た
い
と
切
望
し

て
参
り
ま
し
た 。
何
よ
り 、
多
く
の
方
々

の
御
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が 、

私
が
渇
望
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り 、
正
に

と・－dりん古ょう
桃源
郷
と
比
すべ
き
環境で
あ
りま
し
た 。

閣
下
よ
り
直
々
に
台
湾へ
来
る
よ
う
御

言
葉
を
頂
戴
し 、
直
ち
に
台
湾へ
移
り
住

み 、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
研
究
を
進
め
て

み
た
い
と
い
う
抑
え
き
れ
な
い
高
揚
感
を

感
じ
ま
し
た 。
然
れ
ど
も 、
日
本
に
帰
国

し
た
後 、
心
を
静
め
て
熟
服
し
た
末 、
以

下
二
点
の
事
由
か
ら 、
此
度
の
機
会
を
辞

退
致
し
た
く
申
し
上
げ
ま
す 。

「
日
本
の
た
め
に
尽
力」

第一
に 、
私
はエ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
を
志

す
学
生
で
あ
る
前
に 、
独
り
の
日
本
人
で

あ
り
ま
す 。
常
々 、
大
学
を・卒
業
し 、
社

ま
ず
は 、
日
本
の
為
に
我
が
償
力
を
尽

く
し 、
そ
の
責
務
を
果
た
し
た
後
に 、
再

び
問
下
よ
り
お
声
を
掛
け
て
頂
く
機
会
あ

ら
ば 、
そ
の
時
こ
そ 、
自
分
自
身
の
望
み

に
従っ
て 、
干不
ル
ギ
1
再
生
の
進
展
に

全
霊
を
尺
ミ
し
た
い
と
存
じ
ま
す 。

「
先
人
遂
の
吉
岡
泌
な
志」

第
二
に 、
此
度
の
研
究
環
境
は
若
輩
た

る
私
に
とっ
て 、
過
分
な
待
遇
で
あ
る
と

存
じ
ま
す 。
出
資
者
の
某
先
生
よ
り 、
出

会
い
こ
そ
が
運
命
を
切
り
開い
て
い
く
と

の
御
言
葉
を
頂
き
ま
し
た 。

確
か
に 、
こ
れ
ま
で
十
分
な
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ず 、
も
が
き
苦
し
ん
で

き
た
我
々
子不
ル
ギ
l
再
生
関
係
者
に
と

っ
て 、
此
皮
の
出
会
い
が 、
述
命
を
大
き

く
切
り
開
く一
大
転
機
と
な
る
こ
と
を
確

信
し
て
お
り
ま
す 。
然
れ
ど
も 、
私
に
は

こ
の
避
遁
が
天
命
で
あ
る
と
は
ど
う
し
て

も
思
え
ま
せ
ん 。

エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
の
研
究
者
は 、
こ
れ

会
に
出
た
眺
に
は 、
日
本
の
為
に
働
き
た

い
と
考
え
て
き
ま
し
た 。
確
か
に 、
研
究

而
に
於い
て
は 、
エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
は
固

か
ら
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
で
し
た 。

し
か
し
な
が
ら 、
大
学
に
於い
て
学
問

を
修
め
る
に
当
たっ
て
は 、
日
本
国
政
府

か
ら
の
奨
学
金
を
受
給
し
て
参
り
ま
し

た 。
こ
の
奨
学
金
は
将
来
の
日
本へ
の
貢

献を
期待
さ
れ
て
支
給
さ
れ
た
も
の
で
す 。

ま
た 、
研
究
に
於い
て
最
も
苦
し
かっ

た
時
期
に
は 、
幸
運
に
し
て 、
民
間
の
財

団
か
ら 、
奨
学
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た 。
こ
の
奨
学
基
金
も
ま
た 、
資

源
に
乏
し
い
日
本
の
立
国
と
は 、
即
ち
技

術
立
国
に
他
な
ら
な
い
と
の
理
念
か
ら 、

研
究
分
野
に
関
わ
ら
ず 、
科
学
技
術
を
志

す
学
生
に

支援を
続
け
て
き
た
も
の
で
す 。

私
は
こ
の
奨
学
金
を
受
給
で
き
た
こ
と

で 、
子
不
ル
ギ
l
再
生
の
研
究
を
継
続
す

る
こ
と
が
で
き 、
さ
ら
に
は 、
こ
の
奨
学
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ま
で
皆
無
に
ほ
ぼ
等
し
い
支
援
し
か
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 。
し
か
し 、

そ
の
よ
う
な
不
迎
の
中
に
あっ
て 、
こ
の

二
十
年
間
に
多
く
の
成
果
が
積
み
重
ね
ら

υとえ

れ
た
の
は 、
偏
に
研
究
者
の
不
断
の
努
力

に
よ
る
も
の
で
す 。
困
窮
す
る
環境の
中 、

学
会
を
先
導
し
て
こ
ら
れ
た
先
生
方
が
重

ね
て
き
た
努
力
は 、
私
に
は
及
び
もつ
か

な
い
も
の
で
す 。

エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
の
研
究
を
継
続
で
き

ず 、
職
を
追
わ
れ
た
後 、
自
ら
資
金
を
得

て
研
究
所
を
設
立
す
る
べ
く 、
半
導
体
基

板
の
会
社
を
起
業
し
た
先
生
も
お
ら
れ
ま

す 。
既
に一
億
円
以
上
の
資
金
を
得
て 、

研究所の
設立へ
逝逃
し
て
お
ら
れ
ま
す 。

そ
も
そ
も 、
私
が
干ネ
ル
ギ
l
再
生
に

身
を
投
じ
た
の
は 、
現
象
そ
の
も
の
へ
の

興
味
ば
か
り
で
は
な
く 、
か
よ
う
な
先
人

吋んにんふばっ

た
ち
の
堅
忍
不
抜
の
高
過
な
志
に
胸
を
打

た
れ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん 。
先
人
が

大
変
な
苦
労
を
重
ね 、
現
状
を
打
破
し
よ

う
と
暗
中
模
索
し
て
い
る
最
中
に 、
私
だ
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け
が
そ
れ
を
出
し
抜
き 、
幸
運
を
享
受
す

る
こ
と
は
決
し
て
で
き
ま
せ
ん 。

エ
ネ
ル
ギ
ー
再
生
に
限
ら
ず 、
日
本
国

内
に
は
必
死
に
働
き
な
が
ら
も 、
苦
し
い

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
方
々
が
大
勢
お

ら
れ
ま
す 。
こ
の
よ
う
な
方
々
は 、
私
な

ど
よ
り
も
遥
か
に
辛い
現
状
に
身
を
世い

て
い
ま
す 。
な
ん
ら
苦
労
す
る
こ
と
無
し

に 、
述
の
み
で
富
と
権
力
を
得
る
こ
と
に

は
大
き
な
抵抗
を
感
じ
て
い
ま
す 。

先
般
の
奨
学
金
を
得
て 、
現
在
の
大
学

の
先
生
に
巡
り
会
え
た
事
例
と
は
異
な

り 、
此
度
の
出
会
い
に
は 、
私
の
努
力
に

よっ
て
出
会
い
が
切
り
開
か
れ
た
と
い
う

必
然
性
が
存
在
せ
ず 、
単
に
速
に
よ
っ
て

の
み
支
配
さ
れ
て
い
ま
す 。
ま
た 、
私
の

よ
う
な
若
説
で
は 、
与
え
ら
れ
た
厚
過
に

甘
ん
じ 、
努
力
を
怠
り 、
次
第
に
初
志
が

滞
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す 。

い
ず
れ 、
私
が
何
事
か
を
成
し
遂
げ 、

名
を
あ
げ 、
自
ら
の
実
力
に
よ
っ
て 、
閣

下に拝謁
す
る機会あらば、その時
こ

で此度の御礼に日本の飴を同封致し
ま
す 。
末
筆
な
が
ら 、
閣
下
の
御
健
康
と

台
湾
の
弥
栄
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す 。

謹白

平成
二
十一
年
三
月
十
二
日〉

込
め
ら
れ
た
「
日
本
精
神」

こ
の一
通
の
手
紙
に
は 、
台
前
訪
問
の

状
況
と
お
礼
が
礼
儀
正
し
く
述
べ
ら
れ
て

お
り
ま
す 。
日
本
に
お
け
るエ
ネ
ル
ギ
ー

再
生
の
研
究
に 、
数
々
の
困
難
と
苦
労
が

あ
る
中
で 、
こ
の
若
き
青
年
は
そ
れ
を
よ

く
突
破
し
て 、
か
な
り
の
成
果
を
挙
げ
て

い
ま
す 。

彼
の
心
に
は 、
日
本
と
い
う
小
国 、
そ

そ
閣
下
の
御
支
援
を
賜
り 、
エ
ネ
ル
ギ
ー

再
生
の
潮
流
に
こ
の
身
を
投
じ
る
こ
と
が

天
命
で
あ
る
と
存
じ
ま
す 。

今 、
こ
の
大
空へ
飛
潮
し
て
い
く
機
を

逸
す
る
こ
と
は 、
私
の
人
生
に
とっ
て
機

を
逸
す
る
の
み
な
ら
ず 、
学
ろ
大
き
く
後

退
す
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
お
り
ま

す 。
今
後 、
生
涯
を
通
じ
て 、
こ
れ
ほ
ど

の
絶
好
機
は
二
度
と
訪
れ
な
い
で
し
ょ

う 。
然
れ
ど
も 、
私
に
とっ
て
は 、
人
生

の
成
功
よ
り
も 、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り

と
志
を
堅
持
す
る
こ
と
こ
そ
が
本
様
で
あ

り
ま
す 。

報
恩
を
尽
く
す

某
先
生
か
ら
は
日
本
独
特
の
思
想
が
理

解
で
き
な
い
と
伺
い
ま
し
た 。
閣
下
に
於

か
れ
ま
し
で
も 、
私
の
心
の
内
を
察
す
る

こ
と
は
難
し
い
か
と
存
じ
ま
す 。
お
そ
ら

く
は 、
日
本
人
の
精
神
性
に
涼
く
関
係
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

閣下の御意向に沿うことができず巴L44aa－－’噌111E』a’a，．a唱31azqzd，a4唱4・saS2
24唱Ea14電量

の将来社会の人々、同じ研究に従事
し
て
い
る
先
生 、
同
僚へ
の
感
謝
が
充
分

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す 。
彼
に
よっ
て 、

表
現
さ
れ
る
日
本
精
神
を
述
べ
て
み
ま
し

ト晶、内ノ。①日本
を
数
千
年
に
わ
た
っ
て 、
しっ
か

り
と
根
幹
か
ら
支
え
て
き
た 、
気
高
い
形

而
上
的
価
値
観
や 、
道
徳
観
を 、
彼
は
充

分
に
持っ
て
い
た
こ
と
で
す 。
国
家
の
将

来
に
関
心
を
払
い 、
消
貧
に
甘
ん
じ
な
が

ら 、
人
間
と
し
て 、
ど
う
生
き
る
べ
き
か

を
教
え
て
く
れ
ま
し
た 。

公
に
奉
ず
る
精
神
を
第一
に 、
個
人
の

栄
誉
を
捨
て
る
考
え
方
は 、
日
本
人
で
な

け
れ
ば
で
き
ない
も
の
で
す 。

WiLL-2011年2月号・48

誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん 。
何
卒 、
私
の

心
情
を
御
理
解
頂
き
た
く 、
御
願
い
申
し

上
げ
る
次
第
で
す 。
今
後 、
台
湾
に
常
駐

す
る
こ
と
は
叶い
ま
せ
ん
が 、
教
授
か
ら

受
け
た
思
に
報い
る
為
に
も 、
で
き
う
る

限
りの
支
援
は
惜
し
ま
ない
所存で
す 。

半
年
に一
度
か 、
一
年
に一
度
は 、
台

湾
の
研
究
室
を
訪
れ 、
実
地
に
於い
て
協

力
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す 。

僅
か
な
が
ら
も
私
の
貢
献
が
閣
下
の
御
希

望
を
満
た
す
も
の
で
あ
れ
ば 、
望
外
の
喜

び
で
す 。

若
輩
た
る
私
に
台
湾
に
来
る
よ
う 、
間

下
よ
り
直
々
に
お
言
諜
を
頂
戴
し
ま
し
た

こ
と
は 、
生
涯
忘
れ
ま
せ
ん 。
今
後 、
閣

下
の
み
な
ら
ず 、
御
家
族 、
御
関
係
者 、

ま
た
台
湾
国
民
の
方
々
に
対
し
て 、
こ
の

ご
思
に
報
い
て
い
く
こ
と
を 、
こ
こ
に
竪

く
寄
約
致
し
ま
す 。
日
台
友
好
に
微
力
な

が
ら
も
尺
ミ
し
て
参りた
い
と
存
じ
ます 。

此
度
の
過
分
な
歓
迎
は 、
誠
に
恐
縮
の

限りです。信越ながら、組品を承知4』司114J11414111j34L443
②自国の文化に
対
す
る貢献に、進歩

と
伝
統
が
充
分
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す 。

日
本
精
神
の
本
質
と
し
て
の
公
儀
が
よ
く

表
れ
て
い
ま
す 。

①
人
類
社
会
は 、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

か
か
わ
ら
ず 、
「
グ
ロ
パ
ラ
イ
ゼ
l
シ
ヨ

ン」
の
時
代
に
突
入
し
て
お
り
ま
す 、
こ
の

よ
う
な
大
状
況
の
中
で 、
ま
す
ま
す「
私
は

何者
で
あ
る
か」
と
い
うア
イ
デン
テ
ィ
テ

ィ
ー
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
なっ
て
き

て
い
ま
す 。

こ
の
意
味
に
お
い
て 、
日
本
精
神
の
持 －

つ
道
徳
体
系
を 、
彼
が
持っ
て
い
る
と
い

うこ
と
で 、
日
本
の
将
来
は
頼
も
し
い
も

の
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
お
りま
す 。

置
く
だ
け

イ
メ
ー
ジ

「
夢
の
自
販
機」
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WiLL-2011年2月号・28

必今
旨置置金 、

台

李

2 登
3輝

権
力
は
人
民
か
ら
の
借
り
物

そ
こ
で 、
私
の
指
導
者
と
し
て
の
経
験
を
お
話
し
す
る
こ
と

で 、
日
本
の
皆
さ
ん
に「
今 、
ど
の
よ
う

な指導者
が
必
要
な
の
か」

と
問い
か
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す 。

私
が
国
家
を
背負っ
た
大事
な
場
面
で
決
断
を
下
す
時
は 、
も

ち
ろ
ん一
人
で
決
め
て
き
ま
し
た 。
し
か
し 、
昔 、
中
国
の
皇
帝

クアレン

が
言っ
て
い
た「
窺
人
（
孤
独
な
人
こ
と
は
違
い
ま
す 。
私
は
キ

リ
ス
ト
信徒
で
す
か
ら 、
常
に
対
話
し 、
祈
り 、
判
断
を
し
て
く
れ

る
イエ
ス・
キ
リ
ス
ト
の
存在
が
あ
る
の
で
す 。
だ
か
ら
決
し
て

孤
独
で
は
な
い 。
自
己
と
キ
リ
ス
ト
と
の
対話が
重
要
な
の
で
す 。

私
は
現在 、
「
李
登
部
学
校」
を
主
宰
し
て
お
り 、
二
十五
人
程

度
の
若者
を
集
め
て 、

指導
者
と
な
るべ
き
人
材
の

訓練を
し
て

29・Will・2011年2月号

残
念
な
が
ら 、
今
の
日
本
に
は
国
を
愛
し 、
同
胞
を
愛
す
る
政

治
家
が
不在で
す 。
ま
た 、
国
民
も
ど
の
よ
う
な
指
導
者
を
求
め

て
い
る
の
か
分
か
ら
ない
部分
が
あ
り
ま
す 。

今の
日
本を
見
て
い
る
と 、
政
治
に
携
わ
る
人
間
が 、
い
か
に

し
て
権
力
を
手
に
す
る
か 、
と
い、つこ
と
ば
か

り，考え
て
い
て
人

民
や
国
の
こ
と
が
頭
に
入つ
て
な
い
よ
う
に
見
え
る 。
し
か
し 、

「
権
力」
と
い
うの
は
権
力
者
の
も
の
で
は
な
く 、
何
か
決
定
を
下

す
時
に
人
民
か
ら
借
り
て 、
そ
の
あ
と
返
す
も
の
な
の
で
す 。
そ

の
こ
と
が
わ
かっ
て
い
る
か
ど
う
か 。
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い
ま
す。

準備委員
と
し
て
台湾
神
学
院
の
院
長
や、
神
の
協
会

しようへい

で
会
長
を
務
め
て
い
る
男
性
を
招
明
し
ま
し
た。
で
す
か
ら
科目

の
中
に
は
宗教
の
授業
も
あ
れ
ば、
坐
柿
も
五
日
間
組
む。

指噂

者
に
は
相判
的
な
支
柱
を
縫
うこ
と
が
必
要
で
す
か
ら、
な
ん
ら

か
の
宗教、
信
仰
を
もつ
こ
と
も
大
切
で
す。

そ
し
て
指導
者
に
は、
精
神
的
な
支
柱
や

側値観と
と
も
に、

尖行能
力
が
必
要
不
可
欠
で
す。
口
で
ど
ん
な
に
立
派
なこ
と
を

言っ
た
と
し
て
も、
正
し
い
と
思っ
た
こ
と
を
必
ず
や
りぬ
くこ

と
が
大
切
で
す。
井
尻
秀
悲
さ
ん（
東京
外
国
語
大
学
教
授）
が

書
い
た
本
の
タ
イ
ト
ル
も、
『
李
登
卸
の
尖
践
哲
学』
と「
実
践」

を
強
調
し
て
い
ま
す。

過
去
の
歴
史
を
知
り、
自
分
で
学
び、
経
験
し、
学
ん
だ
か
ら

に
は
必
ず
実
行
す
る。
そ
れ
が「
実
践
哲
学」
で
す。

・4F
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そ
し
て
指
導
者
に
なっ
た
ら、
邪
な
心
を
持
つ
て
は
い
け
な

い。
「
私」
を
持っ
て
い
て
は
い
け
ない
の
で
す。
で
す
か
ら、
私

が
信
条
に
し
て
い
た
の
は「
私
は
私
で
ない
私
（
我
是
不
是
我
的

我
こ
で
あ
る
と
い
うこ
と
で
す。

ま
た、
椛
力
は
人
民
の
も
の
で
あ
り、

仕都を
す
る
た
め
に
人

民
が
貸
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
す。
仕
事
が
終
わっ
た
ら、
人

民
に
返
す。
そ
の
た
め
に、
人
民
が
ど
の
よ
う
に
考え
る
か
を
頭

に
入
れ
て

判断を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す。

こ
れ
ま
で
私
は「
李
登
輝
は
ど
う
も
変
化
し
や
すい」
な
ど
と

411
4法
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ことをやり、やれることはできるだけやりました。官僚
や
法
律
に
縛
ら
れ
ず、
「こ
れ
だ
け
の
権
力
を
与
え
ら
れ
た
の
だ

か
ら、
古
い
習
慣、
古
い
規
則
を
破
ら
な
け
れ
ば」
と
い
う
決意

で
し
た。
そ
の
決意
の
下、
私
が
徹
底
し
て
やっ
て
き
た
こ
と
は、
い
か

に
し
て
台湾
の
主
体性
を
作
り
上
げ
る
か、
と
い
うこ
と
で
す。

こ
こ
数
年
間
は
時
間
を
失っ
て
し
まっ
て
い
る
よ
う
な
状態
で
す

が、
政
治
と
は
そ
うい
うも
の
だ
と
も
思い
ま
す。

制品
事

粗鋼祖国
圃
圃
圃
胴脳相

台
前
に
生
ま
れ

内FFJぺvl，a圃
aJiyma－－－EEl

viF応酬州
，RFi帆綱掴掴燭制
た
悲
哀
を
思、っ
と

3
1

4j

jjuA
き、
私
が
い
つ
も

1 ．ι抽‘PA
凶榊肘
烈咲九寸血
球
心
に
思い
浮かべ

バ
p
j得
る
の
は、
パ
イ
プ

Lゆっ
ル
の「
出
エ
ジ
プ

ト
記」
で
す。
エ

ジ
プ
ト
の
人
間
は

か
つ
て
奴
隷
に
さ

れ、
そ
れ
に
よ
っ

て
自
分
た
ち
の
祖

先
が
ア
ブ
ラハ
ム

で
あ
り、
ア
ブ
ラ

ハ
ム
が
信
じ
た
利

96年3月、初の医銀総m‘選準で大勝手jを収めた

い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が、
目
標
がハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
か
ら、
変

化
し
て
い
く
状
況
に
適
応
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す。
そ
れ
は「
プ

レ」
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
私
は
ずっ
と
そ
う考
え
て
判
断
し
て
き

ま
し
た
か
ら、
た
と
え
自
分
の
親
父
が
何
を
言お
う
と
聞
き
ま
せ

ん。
親
父
は
昔～

県議
会

議員を
やっ
て
い
ま
し
た
か
らい
ろ
い

ろ
と
口
を
出
し
て
き
ま
し
た
が、

「余計
なこ
と
を
言
う
な」
と
言

い
続
け
て
き
ま
し
た。
家
内
も
政
治
に
対
す
る
私の
態
度を
見
て

「こ
の
先
生
は
怖い
な」
と
思っ
て
い
た
で
しょ
う
が、
こ
の
こ
と

に
閲
し
て
は
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん。

ま
た、
政
治
家
た
る
も
の
カ
リ
ス
マ
的
な真
似
を
し
て
人
民
を

扇
動
し
て
は
い
け
ま
せ
ん。
人
民
に
対
し
て
は
正
直
に、
真
而
自

に
話
を
聞
か
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す。

そ
し
て
も
う一
つ
大
事
なこ
と
は、
私
が
中
学
生
時
代
か
ら
の

経
験
と
し
て
実践
し
て
い
る
こ
と
で
す
が、
人
が
や
り
た
が
ら
な

い
こ
と
こ
そ、
自
分
が
やっ
て
み
る
こ
と
で
す。
やっ
て
み
な
け

れ
ば
も
の
ご
と
は
わ
か
りま
せ
ん。
私
が
説会
に
い
た
頃
は、
毎

朝
七
時
に
起
き
て
便

所掃除を
や
りま
し
た。
黄
色
く
汚
れ
て
い

た
朝
顔
を
真っ
白
に
磨
くこ
と
が
で
き
る
と、
と
て
も嬉し
かっ

た。
そ
うい
う
習
慣
が
残っ
て
い
ま
す。

Wilし2011年2月号・30

台
湾
に
生
ま
れ
た
悲
哀

私
が
要
職
に
つ
い
て
か
ら
も、

議
も
がや
河
た
が
ら
な
か
っ
た1

・
3

、jjji－－3T3謙
譲簿議管
支
喜
多し

が
エ
ホ
バ
だ
っ
た
こ
と
す
ら
も
知
ら
な
い。
そ
う
い
うιハ
間
ば
か

：h
S

り
をモ
l
ゼ
は
連
れ
出
し
た
の
で
す。

そ
し
て
モ
l
ゼ
は
シ
ナ
イ
山
で
神
か
ら
十
戒
を
与え
ら
れ、
そ

れ
に
よっ
て
モ
l
ゼ
は
人
々
に
道
徳
を
説
き、
四
十
年
も
か
け
て

約束の
地
で
あ
る
カ
ナン
を
目
指
すの
で
す。

民
主
的
な
問題
は
今
も
昔
も
全
く
同
じ
で、
大
切
な
の
は
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
l
シ
ヨ
ン
（
人
民
の一

体感）。
人
民
の
教
育

な
の
で
す。
今の
日
本
で
は、
そ
の
教
育
が
で
き
て
い
る
で
しょ

、っ
か。日本
統
治
時
代の
台
湾
は
日
本
的

教育、
西
欧
的
教
育
を
施
さ

れ、
日
本
人
ら
し
い
実直
さ
や
文
化、

道徳を
教
わっ
て
き
ま
し

た。
私
自
身
も二
十二
歳
ま
で
日
本
人
と
し
て、
日
本
教
育
を
受・

け
た
ん
で
す。
と
こ
ろ
が
戦
後、
大
陸
か
ら
人
々
が
やっ
て
き
た

時
に、
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
ま
し
た。
そ
の
結
果
が、
二・
二
人

事件
で
し
た。

二・
二
人
事件
は一
九
四
八
年二
月
二
十
八
日
に
発
生
し
た、

大
規
模で、
台
湾
に
とっ
て
は
決
定
的
な

大事件
で
す。

前
日
の
二
十
七
日、
悶
タバ
コ
を
売っ
て
い
た
本省
人
の
女性

に
対
し
て
役
人
が
暴
行
を
働い
た
こ
と
に
よっ
て、
翌
日
か
ら
本

省
人
に
よ
る
デ
モ
が
行
わ
れ
ま
し
た。
こ
れ
に
対
し
慾
兵
が
発

砲。
大
規
模
な
混
乱
が
発
生
し
た
の
に
対
し、
国
民
党
政
府
は
大

陸
か
ら
箪
を
呼
び
寄
せ、
武
力
で
州制
圧
し
た
の
で
す。
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そ
の
背
景
に
は、
日
本
統
治
時
代
に
身
につ
い
た
道
徳と
全
く

反
す
る、
大
陸
か
ら
の
外
省
人
に
よ
る
腐
敗
政
治
が
あ
り
ま
し

た。

本省
人
に
とっ
て、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
耐
え
が
た
い
も

の
が
あっ
た
の
で
す。

「
脱
古
改
新」

を
目
指
す

そ
れ
か
ら
四
十
年
間
の
長
き
に
わ
た
り、

台消
で
は
戒
態下
が

般
か
れ、
本
省
人
が
厳し
い
言
論
統
制
下
に
お
か
れ、
多
くの
人
々

が
投
獄、
殺
害、
処
刑
さ
れ
ま
し
た。

私
は
こ
の
白
色
テ
ロ
を「
文
明
の
衝
突」
と
呼
び
ま
し
た。
台

湾
と
大
陸
で
は
文
明
が
迷
う
の
で
す。
そ
の
こ
と
を
目
の
当
た
り

に
し
た
国
民
党
政
府
は、
日
本
教
育
を
徹
底的
に
叩く
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
の
で
す。

そ
し
て
台
湾
で
は
徹
底
的
な
排
日
教
育、
排
日
統制
が
行
わ
れ

ま
し
た。
日
本
語
を
話
し
て
は
い
け
ない。
日
本
の
新
聞
や
雑
誌

を
読ん
で
は
い
け
ない。
お
か
げで
二
十二
歳
ま
で
日
本
人
だっ

た
私
も、
こ
ん
な
に
日
本
語
が
下
手
に
なっ
て
し
まっ
た。

代わ
り
に
入っ
て
き
た
中
国
的
教
育で
身
に
し
み
た
こ
と
は、

中
部
帝
国
の
歴
史
で
は「
託
古
改
新」
が
全
て
で
あ
り、
抜
本
的

な
改
草は
行
わ
れ
ない、
と
い
うこ
と
で
す。

中
国
五
千
年
の
歴
史
上、
政
変
が
あっ
た
の
は
僅
か
三
回
で

す。一度目は柴の始皇帝の祖父に当たる孝文王が起こし＃・1江河4』41：宮品川凋鴻刊4司泊叫4411A柑唱fi－－q高司J14tad－品41・1
なければ重要な会誌にも出られないという状態でもあり
ま
し
た。
そ
れ
に、
癖
経
国
につ
い
て
政
治
を
学
ん
だ
こ
と
は
大

き
かっ
た
の
で
す。

そ
の
後、
台
北
市
長
を
経
て、
副
総
統
に
就
任
し
ま
す。
在
任

中の一
九
八
八
年、
一
月
十
三
日
に
勝
経
国
総統
が
亡
く
な
り、

副
総
統だっ
た
私
は
総統
に
な
り
ま
し
た。

宋
美
齢
と
の
対
時

そ
の
直
前、
一
月一
日
に
蒋
経
団
総
統
は
台
湾
に
とっ
て
重
大

な

仕事を
な
し
遂
げて
い
ま
す。
そ
れ
が
あ
の
こ・
二
人
事件
以

降、
長
ら
く放
か
れ
て
い
た、
戒
史下
の
解
除
で
す。
こ
れ
が
あ

っ
た
お
か
げ
で、
私
は「
総
統
と
し
て
色
々
な
こ
と
が
で
き
る」

と
考‘え
ま
し
た。

し
か
し
当時、
私の
手
に
は
軍
隊
も
労務
関
係
も
な
かっ
た。

そこ
で
那
経
国
総
統
が
亡
く
なっ
て
か
ら、
毎
日
彼の
霊
前
に
お

まい
り
に
行
き、
「
総
統
の
やっ
て
き
た
こ
と
を
継続
し
ま
す」
と

祈
り
続
け
た
の
で
す。

喫
緊の
課
題
は、
軍
隊
を
国
民
党
軍
か
ら
台
湾
国
軍
に
い
か
に

し
て
切
り
替
え
る
か、
と
い
うこ
と
で
し
た。
そ
の
た
め
に
は、

組
織
や

規約を
変
え
る
よ
り
も、
人
間
を
入
れ
替
え
る
こ
と
が
大

切
で
す。
そこ
で
私
は、
そ
れ
ま
で
八
ノ霊ナ
も
参謀
総
長
を
やっ

か〈は〈そん

て
い
た
人
物、

榔柏村を
国
防
部
長
に
昇進
さ
せ
ま
し
た。

た「ロ
ウ
ア
イ
の
実－。
二
つ
日
は
清朝
時
代
に
日
本
留
学
組
が
慾

法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
が、
結
局
で
き
ず
に
終
わっ
て

し
まっ
た。
三
度
目
は
孫
文
で
す。
「
主
権
在
民」
と
い
い
な
が

ら、
一
つ
も
実行
で
き
な
かっ
た。
柿
力
を
掘っ
た
も
の
が、
古

代、
中
世
の
皇
帝と
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
圧
政
を
行う。
中
国
大

陸
は
そ
の
繰
り
返
し
で、
そ
し
て
台湾
に
も
そ
の
手
を
伸ば
し
て

き
た
の
で
す。

し
か
し、
台
湾
は
決
し
て「
託
古
改
新」
で
は
ない。
「
脱
古
改

新」
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
い
か
に
し
て
こ
の「
脱
古
改
新」

を
成
し
遂
げ
る
か。
私
は
こ
の「
脱
古
改
新」
を
政
治
の
モ
ッ
ト

ー
と
し
て
掲
げ
た
の
で
す。

私
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
政
治
に
か
か
わっ
て
い
た
か、
少
し

説
明
し
て
お
き
ま
しょ
う。

私
は一
九
七一
年
に
国
民
党へ
入
党
し
ま
し
た。
当
時
行
政
院

副
院
長
だっ
た
際
経
国
に
呼
ば
れ
た
の
で
す。
六
七
年
頃
か
ら
台

湾
で
は
農
業
問
題
が
深刻
化
し
て
い
た
の
で
す。
操
業
を
専
門
に

研
究
し
て
い
た
私
は、
ど
う
に
か
し
て
台
湾の
農
民
が
息
を
吹
き

返
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば、
と
思っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た。

軍
隊
も
党
派
も
ない
私
が
入
党
か
ら
六
年
間、
「
国
務
大
臣」
と

し
て
加速
農
村
建
設
計
画、

労働
者の
職業
訓
線、
石
油
化
学
発

展
計
四の
三
つ
を
柱と
し
て
進
め
て
い
き
ま
し
た。

私は国民党が好きではなかったけれど、国民党に入ら1144111414441111114111ii311111111・
国防部長のほうが地位は高いのですが、予算や人事が
主
で
あ
り、
直
接
的
に
軍の
実
権
を
握っ
て
い
る
の
は
参謀
総
長

だっ
た
か
ら
で
す。

す
る
と、
そ
の
人
物
は
蒋
介
石の
斐
で、

蒋介
石の
死
後
も
政

治
的
影響
力
を
持っ
て
い
た
宋美
怖
に
訴え
た
の
で
し
ょ
う。
宋

美
齢
に
呼
び
出
さ
れ
て、
「
参
謀
総
長
を
追い
出
そ
う
と
し
て
い

る
が、
台
湾
海峡
は
今
ま
さ
に
穏
や
か
で
な
く、

今参謀総
長
を

交
代
さ
せ
れ
ば、
こ
の
難
局
は
打
開
で
き
ない」
な
ど
と
怨
々
と

説
得
さ
れ
ま
し
た。

し
か
し、

軍隊
で
は
ど
ん
ど
ん
優
秀
な
人
材
が
出
て
く
る
の
で

す。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
一
人
の
人
聞
が
八
年
も
同
じ
ポス
ト
に

座っ
て
い
た
ら、

優秀
な
人
間
は
そ
の
ポ
ス
ト
を

素通り
し
て
や

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
非
常
に
もっ
た
い
ない。
し
か

し
国
防
部長
に
な
れ
ば、
優
秀
な
人
物
が

愈r謀総
長
に
座
る
こ
と

が
で
き
る、
と
私
も
言い
ま
し
た。

す
る
と、
宋美
齢
は「プ
リ
l
ズ、
プ
リ
l
ズ、
リッ
ス
ン
トゥ、

ミ
l」
と
英語
で
言い
な
が
ら、

人事を
指
図
す
る。

被女に
は、

総
統
で
あ
る
私
に
命ムで
す
る
権
利
は
ない
の
で
す
が、
ほ
と
ん
ど

命令
に
近い

要求を
し
て
き
た
の
で
す。

し
か
し、
私
は
そ
の
要
求
を
跳
ね
除
け
ま
し
た。

容謀
総
長
を

国
防
部
長
に
昇進
さ
せ、
そ
の
後
国
民

代表大
会
の
選
挙を
経
た

後、
正
式
に
第
八
代
総
統
に
就
任
し
た
時
に
は、
そ
の
彼
を
国
防
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部
長
か
ら
行
政
院
長
に
さ
ら
に。
昇進。
さ
せ
た
の
で
す。

そ
れ
で
も
彼
は、
行
政
院
長
の
立
場
で
軍
事
会
議
を
聞
か
せ

ろ、
な
ど
と
無
理
な

要求を
し、
私
が
止
め
て
も
な
お
も

軍部会

議を
聞こ
う
と
し
て
き
ま
し
た。
す
る
と
立
法
院
の
委
員
か
ら
追

及
さ
れ、
大
問
題
に
発
展
し
ま
し
た。

初
の
直
接
総
統
選
挙
を
実
現

そ
の
時
に
ちょ
う
ど
立
法
委
員
の
選
挙
が
あ
り、
行
政
院
長
は

新し
く
選
出
さ
れ
た
立
法
委
員
の
同意
を
得
な
け
れ
ば
続
投
で
き

ない
の
で
す
が、
そ
の
前
に
総
統
で
あ
る
私
が
任
命す
る
必
要
が

あ
る。
維を
任
命す
る
か、
私
が
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
黙っ
てい
る
と、

彼か
ら
猛
烈
な
抗
議
が
あっ
た。
激
し
い
や
り
と
り
を
交
わ
し
ま

し
た
が、
私
に
は
任
命
権
が
あ
る
と
言っ
て
怒
鳴
りつ
け
ま
し

た。
大
変
で
し
た
が、
こ
れ
に
よっ
て
徐
々
に
寧
は
国
民
党
軍
か

ら、
台
湾
国
軍
と
な
り、
寧
の
中
立
化
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す。

そ
し
て一
九
九二
年
に
は
刑
法
を
改
正
し
て
言
論の
自
由
を
認

め、
一
九
九
六
年、
台
湾
で
初
め
て
の
総
統
直接
選
挙
を
行い、

第
九
代
総
統
に
就
任
し
ま
し
た。
こ
の
選
挙
も
国
民
党
内
か
ら

散々
批
判
さ
れ
ま
し
た
が、
そ
ん
な
罵
倒
に
は
乗
り
ま
せ
ん。

そ
し
て
二
O
O
O
年、
十
二
年つ
と
め
た
総
統
の
座
を
降
り
ま

し
た。
私
は、
自
分
が
総
統に
なっ
た
際
の
目
下
の
命
題
で
あ
る

13｛も
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九氏を総統に選んだ。しかし、決して人民は馬英九総統
に
台
湾の
主
権放
棄
の
権
限
を
与
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

先
ほ
ど
も
言っ
た
よ
う
に、
権
力
は
人
民
か
ら
の
借
り
物
で
あ

り、
常
に
人
民
の
思い
を
汲
み
な
が
ら
決
断
を
下
し、
あと
は、

人
民
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ない
の
で
す
か
ら。
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同
胞
愛
と
実
践
哲
学

そ
し
て
今、
台
湾
だ
け
で
な
く、
日
本
の
政
治
も、
大
き
く
揺

らい
で
い
ま
す。

こ
ん
なこ
と
を
言
う
の
は
お
か
しい
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
も

し
私
が
日
本
の
総
理
大
臣
に
なっ
て
く
れ
と
い
わ
れ
た
ら
何
を
す

る
で
しょ、っ
か。

今、
日
本
国
民
が
悩
ん
で
い
る
の
は
経
済
で
す。
そ
の
問題
を

解
決
す
る
た
め
に、
ま
ず
は
日
銀
の

理事ム訴
を
改
編
し、
総
裁
を

内
閣
の一
員
に
し
ま
す。

以
前、
何か
の
会
で
日
銀
の
為替
局
局
長
と
話
す
機
会
が
あっ

た
の
で
こ
の
話
を
し
た
ら、
「
な
る
ほ
ど」
と
言っ
て
い
た。
し
か

し、
日
本
の

為替を
調
整
し
よ
う
に
も
理
事会
が
握っ
てい
る
の

だ
と
い
う。
い
ま
日
銀
は
理
事
会
に
よ
っ
て
方
針
を
決
め
て
お

り、
人
民
や
政
治
に
関
与せ
ず
に
やっ
て
い
る
よ
う
で
す
が、
こ

れ
を
早
急
に
変、え
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

み
ず
ほ
銀
行
の
台
北
支
店
長
と
お
話
し
し
た
時
に、
「
銀
行
の

民
主
主
義
を
根
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
た
か
ら
で
す。

そ
し
て、

在任
中
に
慾
法
を
修
正
し、
「

台湾省」
も
な
くし
ま
し

た。
私
た
ち
台
湾
は、
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
の一
省
で
は
ない

の
で
す。
し
か
し、
現
在
の
馬
英
九
総
統
は
ど
う
か。
十一
月二
十一
日

に
は、
広
州
で
行
わ
れてい
た
ア
ジ
ア
大
会
で、
テコ
ン
ド
l
の

台
湾
代
表
選
手
が
失
格
に
なっ
た
問
題
に
閑
辿
し
て、
自
らデ
モ

を
や
る
と
言っ
て
い
ま
し
た。

し
か
し、
あ
れ
は
結
果
的
に
自
分
自
身
を
攻撃
して
い
る
こ
と

に
な
る。
デ
モ
を
し
て
抗織
の
声
を
挙
げ
る
の
で
は
な
く、
解
決

に
向
けて
励
く
の
が
総
統
の
立
場
で
あ
る
は
ずで
す。
何
も
せ
ず

た
だ
抗
議
の
声
を
挙
げ
て
い
て
も、
人
民
に
向
け
て
単
な
る
ア
ピ

ール
を
し
てい
る
だ
け
に
過
ぎ
ない。

し
か
も
馬
英九
政
権
発
足
後、

台湾
の
民
主
化
は
危
機
に
直
面

し
て
い
ま
す。
馬
英
九
政
権
は
経
済交
流
を
名
目
に
中
国
に
近づ

い
て
い
ま
す
が、
こ
れ
は
中
国
が
目
論
む「
統一
化」
に
自
ら
吸

い
込
ま
れて
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す。

総
統
直接
選
挙
の
実
現
に
よ
り、
台
湾
の
民
主
化
は
強
化
さ
れ

る
は
ず
で
し
た
が、
現在
は
む
し
ろ
後
退
の
危
機
に
見
舞わ
れ
て

いき
土ヲ。
し
か
し、
台
湾の
前途
は
二
千
三
百
万
の
台
湾
人
民
に
よっ
て

決
め
ら
れ
るべ
き
で
す。
た
し
か
に、
人
民は
総統
選
挙
で
馬
英144，唱ZJgsSEJd川清司サJ汁E官41・81q1同地品切月1EE唖唱A叫叶場諸国投泊強河川144』d1渇唱31品川川

お金はどこから来るのですか。利息はゼロなのに預ける
人
が
い
る
の
で
す
か」
と
聞い
た
ら、
彼
は「
や
は
り
安
全
だ
と

い
うこ
と
で、
み
な
銀
行
に
預
けてい
ま
す
よ」
と
言っ
てい
た。

こ
の
各個
人
の
固
有
財
産
は
日
本の
場
合、
世
界
的
に
見て
も

非
常
に
大
きい。
こ
の
財
産
が、
2広
く
利
用
さ
れ
れ
ば、
もっ
と

日
本
経
済
は
よ
く
な
る
で
しょ
う。
今
の
二、
三
%
の
成
長
で
は

人
民
が
か
わい
そ
う
だ。

人
民
の
苦
しい
思い
を
解
決
す
る
こ
と
が、

品抑制
者
が
当
而
や

るべ
き
第一
の
仕事
で
す。
人
民の
苦
難
を、汲
み
取
れ
ない、
同

胞愛
の
ない
掃＃
者で
は
国
は
滅
び
ま
す。
そ
うい
う
気
持
ち
を

持っ
て、
政
治
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

25』
ん。

そ
し
て
大
局
に
お
い
て
は、
ア
メ
リ
カ
に
使
者
を
派遣
し、
慾

法
を
改
正
し
ま
す。
私
は「
訟
法
論議
も
で
き
ない
よ
う
で
は、

日
本
は
沈
ん
で
し
ま
う」
と
言っ
て
き
ま
し
た。
国
家
の
基
本
で

あ
る
慾
法
を
修
正
す
るこ
と
が
第一
で
す。

「
李
登
卸
は
変
化
し
や
すい」
な
ど
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
が、
私

に
は
ずっ
と
目
標
が
き
ち
ん
と
見
え
て
い
た。
そ
れ
は
台
湾の
民

主
化
で
す。
そ
れ
さ
え
見
えてい
れ
ば、

環境
や
状
況の
変
化
に

合
わ
せ
て
政
治
が
変
化
す
る
の
は
当
然
で
す。

日
本
の
政
治
に
も、
国
家
の
目
指
すべ
き
方
向
を
明
確
に
打
ち

出
し、
同
胞
愛を
持っ
て
政
治
を
実
践
し
てい
く
指導
者
が
求
め

ら
れて
い
る
の
で
は
ない
で
しょ
う
か。
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