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表紙・ヴェネツィアの午後 中嶋嶺雄

今春のヨーロッパ旅行は，私のゼミナールの学生諸君を中心にし

て各地でセミナーをやったり，また私自身の講演もあったりで結構

忙しく，折角持参したスケッチブックを聞く時聞がなかなかとれな

かった。

ヴェニスは，水の都だけあっτ，ど乙でも絵になるのだが，観光

客が一杯でスケッチど乙ろではない。高坂正発氏の『文明が衰亡す

るとき.11 (新潮社)1<::，サン・マルコ寺院の鐘楼からの展望はベニ

スの歴史と地政を知るのに最良だとあったので，前回は登らなかっ

た乙の鐘楼マベニスの歴史に想いを馳せたあと，とにかく人通りが

少なく，絵の具のための水があると乙ろを探していたら，有名なリ

アルト橋 (Pontedi Ria1to)から北へ入った運河沿い1<::，魚市場

の臭いのする績ないパンクがあって，そ乙で描いたのが乙の風景で

ある。

同行した長女の乙とが気になってきたが，彼女は父親と一緒の行

動を嫌って，一人夕暮れのヴェニスを満喫していた模様である。

--------・・・・・ーーーー・・・・・・・・・ーーーー・-----------------・・ー・・・・・ー・ー・.・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・ a ・ーー・-------
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《

巻

頭

言

》
近
代
化
の
精
神
に

|
|
『
歴
史
と
未
来
』
第
十
一
号
刊
行
に
あ
た
っ
て
|
|

つ

い
て

中

由恵

嶺

雄

も
う
数
年
前
の
と
と
だ
が
‘
南
京
滞
在
中
に
長
江
遊
覧
に
出
た
乙
と
が
あ
っ
た
。
悠
久
の
流
れ
に
い
さ
さ
か
感
傷
的
に
は
っ
て
欄

干
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
た
ル
喜
.
長
身
の
外
国
人
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
彼
は
近
代
化
モ
デ
ル
に
か
ん
す
る
比
較
研
究
で

世
界
的
に
知
ら
れ
る
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
シ
リ
ル
・
ブ
ラ
ッ
ク
教
授
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
折
に
ふ
れ
て
の
文
通
が
続
い
て
い

る
け
れ
ど
、
私
が
近
頃
、
「

H

儒
教
文
化
圏
m

の
社
会
的
・
経
済
的
発
展
に
か
ん
す
る
比
較
研
究
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
乙

と
に
触
れ
て
教
授
は
、
グ
儒
教
文
化
圏
H

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
近
代
化
に
は
様
々
な
モ
デ
ル
や
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
得
る
乙

と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
言
い
‘
乙
の
点
で
は
マ
ル
ク
ス
も
M
・
ウ
ェ

l
パ
!
も
近
代
化
に
つ
い
て
の
予
測
を
誤
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
私
の
意
見
に
賛
意
を
表
明
さ
れ
た
。

た
し
か
に
、
日
本
を
は
じ
め
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア

N
I
C
S
(新
興
工
業
諸
国
)

の
経
済
的
成
功
は
、
従
来
の
社
会
科
学
に
お
け
る
様
々
な
近
代
化
モ
デ
ル
や
そ
の
理
論
を
現
実
の
方
が
乗
り
越
え
て
し
ま
っ
た
乙
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
も
っ
て
社
会
主
義
国
家
を
近
代
化
の
理
想
像
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
い
ま
や
完
全
に

色
槌
せ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
余
程
の
教
条
主
義
者
か
保
守
主
義
者
で
な
い
か
ぎ
り
.
そ
れ
を
金
科
玉
条
と
し
て
甘
ん
じ
て
は
い
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
合
理
主
義
が
西
欧
の
近
代
化
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
ウ
ェ

1
パ
l
の
モ
デ
ル
も
、

彼
が
資
本
主
義
的
発
展
と
は
相
容
れ
な
い
と
見
倣
し
た
H

儒
教
文
化
圏
w
が
今
回
、
も
う
一
つ
の
近
代
化
の
倫
理
と
精
神
の
あ
り
ょ

う
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
現
在
、
理
論
的
に
は
整
合
性
を
も
た
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
わ
ん
や

w
-
w
・
ロ
ス

ト
ウ
流
の
発
展
段
階
説
や
第
三
世
界
の
い
わ
ゆ
る
従
属
理
論
な
ど
は
、
い
わ
ば
右
と
左
の
ニ
ュ

l

・
フ
ァ
シ
ヨ
ン
に
し
か
す
ぎ
な
い

で
あ
ろ
う
。
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乙
う
し
た
共
通
認
識
を
前
掲
と
し
て
、
私
た
ち
は
い
ま
、

H

儒
教
文
化
圏
H

な
る
も
の
が
新
し
い
社
会
発
展
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提

示
し
得
る
か
否
か
を
総
合
的
・
学
際
的
に
研
究
す
る
試
み
を
、
あ
る
財
団
か
ら
の
研
究
助
成
を
得
て
す
す
め
て
お
り
、
永
井
陽
之
助

(
政
治
学
/
東
工
大
)
、
香
西
泰
(
経
済
学
/
東
工
大
)
、
渡
辺
利
夫
(
ア
ジ
ア
経
済
論
/
筑
波
大
)
の
諸
氏
に
、
乙
の
ゼ
ミ
の
会

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
伊
豆
見
元
氏
(
現
代
朝
鮮
晶
君
、
井
尻
秀
憲
氏
(
ア
ジ
ア
近
代
化
論
)
ら
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
っ
て
研
究
会
を

重
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ざ
研
究
を
す
す
め
て
み
る
と
、
果
た
し
て

LH

儒
教
文
化
圏
H

と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
設
定
し
得
る
の
か
、

日
本
や
N
I
C
S諸
国
の
発
展
の
諸
相
を

H

儒
教
文
化
H

の
枠
組
の
み
で
切
断
し
得
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
て
、
結

論
に
至
る
に
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
道
の
り
を
要
し
そ
う
で
あ
る
。

h
y
u
'
パ
y

同
じ

H

儒
教
文
化
H

に
属
し
て
い
て
も
、
中
国
の
家
産
官
僚
制
と
朝
鮮
の
両
班
の
制
度
と
は
大
層
違
っ
た
文
化
類
型
を
示
し
て
お

り
、
ま
し
て
や
日
本
の
幕
藩
体
制
と
も
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
と
銘
打
っ
た
乙
の
春
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
旅
行
で
学
生
諸
君
と
と
も
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
や
文
化
を
探
訪
し
つ
つ
セ
ミ
ナ
ー
や
パ
ス
の
な
か
で
語
り
合
っ
た
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
ん
だ
精
神
の
普
遍
性

と
い
う
課
題
は
、
当
今
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
や
第
三
世
界
ば
や
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
軽
視
し
得
な
い
歴
史
的
意
味
を
も

っ
・
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

乙
の
よ
う
な
文
明
的
課
題
を
私
た
ち
は
究
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
毛
沢
東
モ
デ
ル
を
脱
し
た
最
近
の
中
国
で
は
、
「
卦

(
講
)
文
明
」
と
い
っ
て

H

文
明
H

が
大
安
売
り
で
あ
り
、
か
つ
て
の
「
中
体
西
用
」

S
な
が
ら
の

H

西
側
化
H

へ
の
衝
動
も
強
い
。

だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
生
ん
だ
精
神
は
、
そ
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
な

M

利
用
H

だ
け
で
移
入
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

文
化
大
革
命
に
懲
り
て

M

文
化
H

を
語
る
乙
と
を
や
め
、
も
っ
ぱ
ら

H

文
明
を
語
る
m
乙
と
が
流
行
す
る
な
か
で
、
首
都
北
京
以
下
、

上
海
を
は
じ
め
と
す
る
開
放
都
市
に
は
、
外
国
人
だ
け
が
出
入
り
で
き
る
超
近
代
的
な
ホ
テ
ル
や
外
貨
商
庖
が
立
ち
並
び
は
じ
め
て

い
る
。
そ
れ
が
中
国
に
と
っ
て
の
グ
現
代
化
H

な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
乙
と
な
く
旧
中
国
の
租
界
に
似
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

乙
う
し
た
グ
社
会
主
義
社
会
の
租
界
m

の
誕
生
が
中
国
に
真
の
近
代
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
は
、
私
に
は
と
う
て
い
恩
わ
れ
な
い
。

(
一
九
八
四
年
十
一
月
十
九
日
)
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《
特
別
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
》

言
語
学
五
十
年

ー

ハ

ン

ガ

リ

ー

を

通

じ

て

の

国

家

・

民

族

・

言

語

を

め

ぐ

る

諸

問

題

l

『
書
物
の
言
葉
」
と
日
常
会
結

ー
ー
ま
ず
ハ
ン
ガ
リ
ー
研
究
の
道
に
入
ら
れ
た
い
き
さ
つ
か
ら
。

僕
は
文
学
青
年
で
し
た
か
ら
ね
、
一
番
は
じ
め
は
子
供
の
頃
に
鈴
木
三
重
吉

の
世
界
童
話
集
の
中
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
話
「
湖
水
の
鍾
」
と
い
う
の
を
読
ん
で
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
う
国
名
を
覚
え
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
高
校
時
代
に
、
築
地
座
と
い
う
劇
団
の
芝
居
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

国
際
的
な
劇
作
家
モ
ル
ナ
l
ル
の
「
リ
リ
オ
ム
」
を
み
て
、
乙
れ
が
と
て
も
好

き
に
な
っ
た
。
ま
た
、

ζ

の
頃
か
ら
映
画
に
夢
中
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
当
時

よ
く
み
た
ド
イ
ツ
映
画
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
作
ら
れ
た
の
も
あ
っ
て
、
そ
の
風

景
な
ど
に
も
親
し
み
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

徳

永

康

元

(
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
)

大
学
に
入
っ
て
か
ら
は
、
言
語
学
を
や
る
乙
と
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
の

頃
は
系
統
論
が
盛
ん
で
、
日
本
語
の
系
統
に
つ
い
て
も
、
当
時
は
ウ
ラ
ル
・
ア

ル
タ
イ
説
が
有
力
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
は
乙
れ
が
定
説
と
は
い
え
ま

せ
ん
が
-il---、
と
も
あ
れ
日
本
語
が
ア
ル
タ
イ
語
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
乙

と
で
、
私
の
先
生
で
あ
っ
た
小
倉
進
平
(
朝
鮮
語
学
)
、
金
回
二
尽
助
(
ア
イ

ヌ
語
学
)
両
先
生
と
も
東
洋
語
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
言
語
の
中
で
も
東
洋
語
と
の
関
係
が
深
い
と
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
研
究

を
私
に
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
乙
れ
が
言
語
学
と
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー

語
の
研
究
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
で
す
が
、
と
に
か
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
先
生

な
ど
一
人
も
い
ま
せ
ん
か
ら
、
卒
論
も
含
め
て
全
て
独
学
で
す
。
な
に
し
ろ
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
人
も
ほ
と
ん
ど
日
本
に
い
な
か
っ
た
頃
な
の
で
、
実
際
に
ハ
ン
ガ

リ
ー
語
を
耳
に
し
た
乙
と
は
い
っ
ぺ
ん
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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大
学
を
卒
業
後
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
留
学
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

え
え
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
な
く
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
国
々
と
の
聞
に
も
文
化
協
定
が
結
ぼ
れ
て
、

留
学
生
を
派
遣
す
る
ζ

と
に
な
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
は
私
が
行
く

乙
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
乙
ろ
が
、
丁
度
出
発
す
る
直
前
、
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
侵
入
し
て
第
二
次
大
戦
が
は
じ
ま

っ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
船
便
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
一
度
は
渡
航
不
能
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
数
ヶ
月
し
て
、

イ
タ
ザ
ア
を
経
由
す
る
船
便
が
再
開
さ
れ
た
の
で
ま
た
行
け
る
乙

と
に
な
り
ま
し
た
。
と
言
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
便
は
引
き
揚
げ

て
来
る
人
ば
か
り
で
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
く
の
は
、
役
人
と

軍
人
と
少
数
の
留
学
生
だ
け
で
し
た
。
一
ヶ
月
余
り
の
航
海
を
経

て
、
一
九
四

O
年
の
一
月
に
ナ
ポ
リ
に
上
陸
、
厳
冬
の
プ
ダ
ベ
ス

ト
に
着
い
た
の
が
二
月
の
初
め
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
半
を
ハ

ン
ガ
リ
ー
で
過
ご
し
た
わ
け
で
す
。

留
学
当
初
、
面
白
い
経
験
を
し
た
の
で
す
が
、
或
る
ペ
ン
シ
ョ

ン
に
泊
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
話
し
た
ら
、
私
の
一
言
一
言
に
皆

肩
を
す
く
め
て
び
っ
く
り
す
る
ん
で
す
ね
。
彼
ら
が
言
う
に
は
私
の
は
書
物
の

言
葉
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
わ
か
る
に
は
わ
か
る
が
、
全
く
日
常
語
で
は
な
い
。

私
も
、
読
み
書
き
な
ら
相
当
難
し
い
翻
訳
で
も
で
き
ま
し
た
が
、
全
然
聞
い
た

乙
と
の
な
い
言
葉
で
す
か
ら
、
耳
か
ら
で
は
相
手
の
言
っ
て
い
る
乙
と
が
何
ひ

と
つ
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
映
画
や
芝
居
な
ん
か
を
み
た
り
し
て
一

所
懸
命
に
勉
強
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
一
ヶ
月
程
す
る
と
急
速
に
聞
き
取
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
話
す
方
は
ま
だ
ま
だ
で
し
た
が
、
間
も
な
く
入
れ
て
も

o ~/スタ

ソビエト社会主韓
共和国連邦

ルーマエ7
社会主穣共和国

ウタライナ袋和国

ワルγャワ

O 

ポーラジド人民共和国
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ら
っ
た
学
生
寮
で
の
生
活
の
中
で
、
書
物
の
言
葉
を
直
さ
れ
て
、
日
常
会
話
に

は
不
自
由
し
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
す
で
に
第
二
次
大
戦
は
始
ま
っ
て
い
て
、
戦
火
は
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た

の
で
す
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
中
立
で
し
た
か
ら
、
日
常
生
活
は
割
合
に
楽
で
し

た。

戦
下
の
帰
国



と
と
ろ
が
留
学
二
年
目
、
一
九
四
一
年
の
春
に
ド
イ
ツ
軍
が
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
に
侵
攻
し
、
そ
の
年
の
初
夏
に
独
ソ
戦
が
始
ま
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
も
交

戦
国
と
な
り
、
生
活
面
で
の
制
限
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
た
ん
で
す
。

ち
ょ
う
ど
留
学
の
期
限
も
き
て
い
ま
し
た
か
ら
、
中
立
国
の
南
米
経
由
で
帰

国
し
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
年
の
暮
に
日
米
戦
が
始
ま
っ
て
し
ま
い
、

と
の
道
も
閉
ざ
さ
れ
ま
し
た
。
と
と
ろ
が
、
交
戦
国
聞
に
何
ら
か
の
か
け
ひ
き

が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
だ
貯
が
中
立
を
保
っ
て
い
た
の
で
す
。

ピ

ザ

そ
乙
の
ソ
速
の
領
事
館
で
査
証
が
取
れ
た
の
で
、
民
間
人
の
仲
間
四
人
で
プ
ル
-

ガ
リ
ア
経
由
で
帰
国
を
試
み
る
と
と
に
な
り
ま
し
た
。
色
々
と
苦
労
は
あ
り
ま

し
た
が
、
汽
車
や
ト
ラ
ッ
ク
を
乗
り
つ
ぎ
な
が
ら
、
ト
ル
コ
を
経
て
ソ
速
に
入

り
、
コ
l
カ
サ
ス
、
中
央
ア
ジ
ア
、
シ
ベ
リ
ア
を
経
て
満
洲
に
た
ど
り
っ
き
、

や
っ
と
日
本
に
帰
れ
た
の
で
す
。

ー
l
帰
国
後
は
ど
う
な
さ
れ
た
の
で
す
か
?

文
部
省
に
民
族
研
究
所
と
い
う
の
が
で
き
て
、
そ
乙
に
入
り
ま
し
た
。
そ
乙

で
は
江
上
波
夫
さ
ん
の
助
手
に
な
っ
て
、
戦
争
末
期
の
一
了
三
年
は
、
中
国
に

渡
っ
て
、
満
州
や
北
京
あ
た
り
を
ず
い
ぶ
ん
歩
い
た
ん
で
す
。
と
と
ろ
が
、
ま

も
な
く
終
戦
で
、
乙
の
時
も
大
変
な
思
い
を
し
て
帰
国
す
る
乙
と
に
な
り
ま
し

た。
民
族
研
究
所
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く
し
て
外
語
に

ポ
ス
ト
が
あ
っ
た
の
で
、
乙
の
学
校
に
や
っ
て
来
た
わ
叫
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
約

三
十
年
、
外
語
に
い
ま
し
た
。
外
語
大
で
教
え
た
の
は
、
言
語
学
と
民
族
学
で
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
は
い
っ
ぺ
ん
も
教
え
た
乙
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
講
座
が
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
ね
・
・
・
・
・
・
。

l
l
戦
後
も
た
び
た
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
行
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
?

一
九
六
五
年
に
、
二
十
五
年
ぶ
り
で
、
学
会
出
席
の
た
め
に
訪
れ
て
以
来
、

五
年
ご
と
、
二
、
三
年
ど
と
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
、
今
で
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ

う
に
行
っ
て
ま
す
よ
。
も
う
十
回
ほ
ど
に
な
り
ま
す
か
ね
。
六
十
五
年
当
時
と

比
べ
る
と
今
の
方
が
経
済
面
で
ず
っ
と
良
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
食
べ

物
な
ど
が
豊
富
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
色
々
な
点
で
非
常

に
自
由
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
後
、
「
小
ス
タ
ー
リ
ン
」
と
も
言
え
る
ラ
l
コ
シ
政
権
の
、
陰
惨
な
時
期

が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
一
九
五
八
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

そ
れ
以
後
は
か
え
っ
て
良
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
乙
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
は

ソ
速
の
「
健
儲
」
と
悪
口
を
言
わ
れ
た
カ
1
ダ
l
ル
政
権
な
の
で
す
が
、
彼
な

ぞ
は
な
か
な
か
の
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
他
の
人
で
は
そ
う

は
ゆ
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
.

-8-

ハ
ン
ガ
リ
ー
民
族
の
歴
史
的
背
景

ー
と
乙
ろ
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
族
の
特
徴
に
つ
い
て
は
?

文
化
は
別
と
し
て
、
雪
墨
聞
に
つ
い
て
は
ウ
ラ
ル
系
で
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
系
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
中
に
そ
う
い
っ
た
意
識
、

つ
ま
り
民
族
的
な
独
立
感
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
自
ら
の
歴
史
と
し
て
、
ウ
ラ
ル
山
脈
あ
た
り
か
ら
民
族
移
動
し
て
き
た
と

い
う
乙
と
を
明
確
に
意
識
し
て
い
ま
す
ね
。
彼
ら
が
現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国

土
に
入
っ
た
の
は
八
九
六
年
で
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
乙
の
マ
ジ
ャ
ル
民
族
は

ア
ジ
ア
か
ら
侵
入
し
た
フ
ン
な
ど
の
騎
馬
民
族
の
第
三
波
ぐ
ら
い
に
あ
た
る
わ

け
で
す
。



そ
の
後
、
内
部
で
の
宗
教
的
対
立
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
キ
リ
ス
ト
教

を
受
け
入
れ
て
定
着
す
る
ζ
と
に
な
り
ま
し
た
。
蒙
古
襲
来
に
際
し
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
前
衛
と
し
て
戦
う
の
で
す
が
、
填
滅
的
な
打
撃
を
被
り
ま
す
。
そ

の
た
め
国
土
も
荒
廃
し
ま
し
た
が
、
蒙
古
撤
退
後
は
復
興
し
、
一
時
は
中
央
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
一
大
勢
力
と
な
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
文
化
的
に
は
、
十
五

世
紀
に
マ

I
チ
ャ
l
シ
ュ
王
が
出
て
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
、
宮
廷

に
高
度
な
文
化
を
花
咲
か
せ
ま
し
た
。
古
写
本
を
集
め
た
マ
l
チ
ャ

1
シ
ュ
王

の
宮
廷
の
コ
ル
ヴ
ィ
ナ
文
庫
は
、
国
際
的
に
大
変
有
名
で
し
た
。

乙
の
頃
、
す
で
に
南
方
か
ら
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
が
せ
ま
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
五
二
六
年
、
圏
内
南
部
の
モ
ハ

l
チ
で
の
大
会
戦
で
乙

れ
に
破
れ
、
以
後
約
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
支
配
下
に
入
る
と
と
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
東
部
の
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
〈
現
在
は
ル
ー
マ
ニ
ア

領
)
だ
け
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
の
大
公
の
下
で
緩
衝
国
と
な
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
乙
の
時
代
に
此
処
か
ら
東
部
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
か
け
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
新

教
徒
が
増
え
た
の
で
す
。
現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
三
分
の

こ
に
対
し
、
三
分
の
一
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
で
、
そ
の
中
心
は
や
は
り
東
部
に
あ

り
ま
す
。

宗
教
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
い
わ
ゆ
る
イ
デ
ィ
シ
ュ
語
を

話
す
ユ
ダ
ヤ
教
の
人
々
が
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
帯
に
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
に
も
随
分
た
く
さ
ん
居
ま
し
て
、
今
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
会
「
シ
ナ
ゴ

l
グ
」
が
到
る
処
に
あ
り
ま
す
。
ナ
チ
ス
に
占
領
さ
れ
た
他
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
と
違
っ
て
、
第
二
次
大
戦
の
前
半
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
支
配
層
は
ユ
ダ
ヤ
人

を
公
職
か
ら
は
追
放
し
ま
し
た
が
弾
圧
は
し
な
か
っ
た
。
親
類
関
係
が
多
か
っ

た
せ
い
も
あ
る
ん
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
収
容
所
に
送
ら
れ
た
の
は
、
ナ
チ
ス
の

直
接
支
配
に
よ
る
第
二
次
大
戦
末
期
の
一
年
間
だ
け
だ
っ
た
。
で
す
か
ら
生
き

残
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
比
較
的
多
い
わ
け
で
す
が
、
逆
に
言
う
と
、
乙
れ
は
戦
後

も
ユ
ダ
ヤ
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
と
と
な
ん
で
す
。

さ
て
、
十
七
世
紀
末
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
撤
退
の
後
は
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
支
配
が
十
九
世
紀
ま
で
続
く
の
で
す
が
、
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
民
族
独
立
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

ハ
ン
ガ
リ
ド
で
も
、
一
八
四
八
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
す
る
独
立
戦
争
が
起

ζ

っ
た
。
一
時
は
コ
シ
ュ

l
ト
(
一
八

O
二
1
一
八
九
四
)
と
い
う
指
導
者
を

中
心
に
独
立
し
た
ん
だ
が
、
そ
れ
は
短
期
間
で
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後

一
時
軍
政
が
敷
か
れ
た
が
、
普
襖
戦
争
で
勢
力
が
後
退
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、

ス
ラ
ヴ
へ
の
防
壁
と
す
べ
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
優
遇
し
た
。
乙
れ
が
「
ア
ン
シ
ユ

ル
ス
(
合
邦
)
」
に
よ
る
填
供
二
重
帝
国
で
、
言
わ
ば
表
面
的
妥
協
を
行
な
っ

た
わ
け
だ
け
れ
ど
、
実
際
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
と
れ
で
経
済
的
に
繁
栄
す
る
と

と
に
な
っ
た
。
今
の
プ
ダ
ベ
ス
ト
は
と
の
時
代
、
十
九
世
紀
末
の
建
国
千
年
祭

の
頃
に
今
の
よ
う
な
立
派
な
大
都
会
に
な
っ
た
ん
で
す
。

乙
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
ま
で
続
く
わ
け
で
す
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
敗

戦
に
よ
っ
て
独
立
は
し
た
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
土
は
小
さ
く
な
り
、
ま
た
ハ

ン
ガ
リ
ー
人
が
周
辺
諸
国
に
少
数
民
族
と
し
て
取
り
残
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
不
平
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
と
れ
に

よ
り
却
っ
て
圏
内
の
民
族
問
題
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

第
二
次
大
戦
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
か
わ
っ
て
イ
タ
リ
ア
と
の
協
定
を
意

図
し
た
の
だ
げ
れ
ど
、
独
伊
枢
軸
の
影
響
で
、
最
終
的
に
は
ド
イ
ツ
に
就
か
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
枢
軸
国
の
形
勢
が
悪
化
す
る
中
で
、
当
時
の

ホ
ル
テ
ィ
摂
政
は
連
合
国
と
の
単
独
講
和
を
試
み
る
ん
だ
が
、
と
れ
が
失
敗
し
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て
、
戦
後
は
敗
戦
国
と
い
う
と
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
国
土
は
第
一
次
大
戦
の

時
の
ま
ま
だ
が
、
経
済
的
に
は
、
農
村
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
は
良
い
方
で
す
。
た
だ
し
農
業
が
主
で
す
か
ら
、
工
業
面

は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

『
彊
立
し
た
民
族
』

-
|
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
民
族
的
孤
独
感
と
い
う
乙
と
が
、
先
生
の
著
書
「
ブ
ダ

ベ
ス
ト
の
古
本
屋
」
に
よ
く
出
て
き
ま
す
が
。

民
族
的
孤
独
感
が
ど
乙
か
ら
来
る
の
か
と
一
言
守
え
ば
言
語
の
系
統
が
全
く
違
う

と
い
う
乙
と
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
ル
ー
マ
ニ
ア
は
、
明
ら
か
に
東

欧
の
中
で
は
「
雪
国
語
の
島
」
だ
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
ロ
!
?
移
民
の
末
商
で
す

か
ら
、
ラ
テ
ン
意
識
か
ら
く
る
フ
ラ
ン
ス
指
向
が
強
い
。
と
乙
ろ
が
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
方
に
は
、
そ
う
し
た
頼
る
べ
き
民
族
、
頼
る
べ
き
文
化
と
い
う
も
の
が

近
隣
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
族
的
出
自
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
い
」

と
い
う
意
識
が
強
い
わ
け
な
ん
で
す
。
実
際
の
生
活
文
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も

の
な
ん
で
す
が
ね
。
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
情
性
と
い
う
の
も
乙
う
じ

た
民
族
的
孤
独
感
か
ら
来
る
も
の
だ
と
思
'
つ
ん
で
す
。
日
本
人
か
ら
す
る
と
非

常
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
、
そ

う
い
っ
た
意
識
が
強
い
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
固
に
も
か

か
わ
ら
ず
自
殺
が
多
い
乙
と
の
理
由
も
乙
の
あ
た
り
に
あ
る
:
:
:
。

モ
ル
ナ
l
ル
の
作
品
に
み
ら
れ
る
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
と
い
う
の
も

孤
独
感
の
あ
ら
わ
れ
で
す
ね
。
乙
と
に
モ
ル
ナ
l
ル
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
か
ら
、

二
重
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
僕
が
留
学
し
た
頃
は
、

も
う
ユ
ダ
ヤ
人
が
圧
迫
さ
れ
だ
し
て
い
る
時
だ
っ
た
か
ら
、
非
常
に
ベ
シ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
人
生
観
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
当
時
ハ
ン
ガ
リ

ー
圏
内
に
残
っ
て
い
た
の
は
金
持
ち
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
持
ち

は
圏
外
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、
残
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
農
民
で
は
な

い
が
、
小
さ
な
田
舎
町
に
も
住
ん
で
い
て
逃
げ
る
と
と
ろ
な
ん
か
な
い
わ
け
で

す。|
|
圏
外
脱
出
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
い
う
の
は
?

第
一
次
大
戦
直
後
の
ク
ン
・
ベ

l
ラ
の
共
産
革
命
が
失
敗
し
た
時
、
ル
カ
l

チ
の
よ
う
な
共
産
主
義
の
支
持
者
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
民
主
主
義
者
な
ん
か

も
一
緒
に
亡
命
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
第
二
次
大
戦
後
は
、
乙
れ
と
は
逆
の

意
味
の
亡
命
者
が
大
勢
出
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
十
九
世
紀
に
は
、
他
・
の
小
国
と
同
様
に
、
経
済
的
に
苦
し
い
人
々

が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
ピ
ュ

l
リ
ッ
ツ
ァ
な
ん
か
の
世
代
が
そ
う
で

す
ね
。
南
北
戦
争
頃
に
渡
っ
た
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
た

の
で
す
が
、
現
在
は
シ
カ
ゴ
と
ク
リ
l
ヴ
ラ
ン
ド
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
が
多
い
と

い
う
乙
と
で
す
。
乙
う
し
た
コ
ロ
ニ
ー
が
あ
る
と
亡
命
も
し
や
す
い
わ
け
で
す
。

そ
乙
に
行
け
ば
、
親
類
な
ん
か
が
い
ま
す
か
ら
ね
。

そ
の
中
か
ら
ピ
ュ

l
リ
ッ
ツ
7

の
よ
う
な
成
功
者
も
で
て
来
た
ん
だ
け
れ
ど
、

乙
の
ほ
か
、
初
期
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ー
に
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
が
大
分
い
ま

す。
そ
の
次
の
世
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
移
住
先
は
、
カ
ナ
ダ
や
南
米
で
、
第
二

次
大
戦
以
後
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
多
い
。
今
で
は
、
世
界
到
る
処
に
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
が
い
ま
す
。
だ
い
た
い
は
名
字
で
わ
か
り
ま
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
式
に
発

音
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
つ
づ
り
は
ほ
と
ん
ど
変
え
て
い
ま
せ
ん
か
ら
。

nu 



ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
比
較
的
、
映
画
関
係
者
や
芸
術
家
に
多
い
。

ζ
れ
は
、
成
功
者
が
主
に
郷
土
の
人
を
招
い
た
と
い
う
乙
と
も
あ
る
が
、
商
人

と
か
芸
術
家
に
な
っ
た
方
が
小
国
の
人
に
は
成
功
の
機
会
が
あ
っ
た
か
ら
で
し

ょ
う
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
も
そ
う
で
す
ね
。

た
だ
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
い
も
の
だ
か
ら
、

二
世
に
な
っ
て
も
ハ
ン

ガ
リ
ー
語
を
話
す
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
日
系
二
世
な

ど
よ
り
も
民
族
意
識
は
強
い
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
語
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
言
葉
な
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
は
複
数
の
言
語
を
話
せ
る
人
が
多
い

け
れ
ど
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
話
せ
る
と
い
う
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
出
身
者
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
著
作
な
ん
か
も
、
外

国
に
紹
介
す
る
た
め
に
は
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
乙
で
、

芸
術
家

・
学
者
な
ど
は
最
初
か
ら
外
国
で
活
動
す
る
ん
だ
け
れ
ど
、
映
画
人
と

共
犯
、
音
楽
家
に
そ
う
い
う
人
が
多
い
で
す
。
リ
ス
ト
や
レ
ハ

l
ル
の
よ
う

κ

ね
。
二
十
世
紀
に
な
る
と
、
作
曲
家
の
バ
ル
ト
ー
ク
や
コ
ダ
|
イ
が
出
て
釆
ま

す
。
乙
の
ほ
か
、
演
奏
家
で
は
す
ぐ
れ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

が
た
く
さ
ん
い
て
、
音
楽
は
と
て
も
盛
ん
で
す
。

ち
ょ
っ
と
脇
道
に
そ
れ
る
け
ど
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
音
楽
と
ジ
プ
シ
ー
の
そ
れ
と

が
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
た
と
え
ば
リ
ス
ト
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
狂
詩
曲

な
ん
か
が
あ
り
ま
す
が
、
と
れ
な
ど
も
ジ
プ
シ
ー
の
演
奏
を
聞
い
て
作
ら
れ
て

は
い
る
け
れ
ど
、
も
と
も
と
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
在
来
の
も
の
な
ん
で
す
。
だ
い
た

い
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ジ
プ
シ

ー
に
は
音
楽
師
に
な
る
者
が
多
く
て
、
彼
ら
を
通
じ

て
広
ま
っ
た
と
い
う
と
と
は
あ
る
ん
だ
が
、

大
部
分
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
曲
で
、

そ
れ
を
ジ
プ
シ

ー
風
花
演
奏
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
、
言
葉
か
ら
す

れ
ば
、
ジ
プ
シ

ー
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
統
の
イ
ン
ド
語
で
、
後
か
ら
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
き
た
人
々
で
す
か
ら
、
本
来
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
全
く
関
係

が
あ
り
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
ジ
プ
シ

ー
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
た
だ
ど
乙
の
国
で
も
そ
う
で
し

ょ
う
が
、
差
別
意
識
は
あ
る
よ
う
で
す
。
第
二
次
大
戦
の
と
き
、
ナ
チ

ス
の
大

量
虐
殺
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
乙
の
乙
と
に
も
あ
ま
り
関
心
が
集
ま
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
社
会
主
義
国
で
は
治
安
上
の
配
慮
も
あ
っ
て
、
ジ
プ
シ

ー
を
定

住
さ
せ
、
生
活
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
彼
ら
は
自
由
を

求
め
ま
す
か
ら
、
乙
れ
を
嫌
い
ま
す
。
教
育
面
と
か
衛
生
面
等
で
も
問
題
が
多

く
て
、
政
府
に
と
っ
て
は
悩
み
の
種
な
わ
け
で
す
。

た
だ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
問
題
み
た
い
に
大
袈

裟
に
言
-
つ
け
れ
ど
、
と
の
ジ
プ
シ
ー
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
い

と
言

っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
最

大
の
民
族
問
題
は
ユ
ダ
ヤ
問
題
で
す
ね
。

-11一

「国
家」

と
「
言
語
」
・
「
民
族
」
と
「
言
語
」

-
|
歴
史
的
江
視
覚
か
ら
バ
ル
カ
ン
の
民
族
問
題
を
と
ら
え
る
と
し
た
ら
、

ど
う
で
し
ょ
う
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
で
ア
ン

ド
リ

ッ
チ
と
い
う
人
の

作
品
に

『
ド
リ
ナ
の
橋
』
と
い
う
長
扇
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
乙
れ
な
ん
か
を

読
む
と
一
番
良
く
わ
か
る
ん
で
は
な
い
か
な
。
乙
れ
は
、
当
時
の
国
境
の
河
に



何
百
年
も
前
か
ら
掛
か
っ
て
い
る
橋
が
主
人
公
で
、
そ
乙
に
至
り
着
き
、
そ
し

て
過
ぎ
ゆ
く
様
々
な
民
族
の
運
命
を
描
い
た
小
説
な
ん
で
す
が
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
社
会
、
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
も
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
よ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
と
の
国
に
も
ユ
ダ
ヤ
問
題
が
存
在
し
ま
す
が
、
少
数
民
族

問
題
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
国
境
地
帯
は
ど
と
で
も
、
宗
教
も
言
語
も
異
な

る
複
数
の
民
族
が
併
存
し
て
い
る
。
し
か
も
、
何
百
年
も
の
あ
い
だ
住
ん
で
い

る
ん
だ
か
ら
動
か
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
だ
か
ら
、
は
っ
き
り
線
引
き
も
で

き
な
い
し
、
ま
た
常
に
不
平
も
残
る
。
と
り
わ
砂
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
ど

の
国
の
聞
に
も
、
そ
う
い
う
地
帯
が
あ
っ
て
、
乙
と
に
言
葉
の
問
題
で
不
平
が

あ
る
ん
で
す
ね
。

言
語
の
調
査
で
も
、
乙
う
い
う
事
情
は
非
常
に
閤
り
ま
す
。
方
言
地
図
を
作

ろ
う
と
し
て
も
、
隣
り
の
国
は
と
れ
を
嫌
が
る
し
、
な
か
な
か
許
可
も
と
れ
ま

せ
ん
。
政
治
が
介
入
し
ま
す
か
ら
ね
。
面
白
い
と
と
に
は
、
名
前
を
み
て
明
ら

か
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
で
も
、
現
在
ル
ー
マ
ニ
ア
で
育
っ
て
い
れ
ば
、
政
府
は
絶

対
に
認
め
な
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
体
操
選
手
に
コ
マ
ネ
チ
が
い
る
で
し
ょ
う
。

彼
女
な
ん
か
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
人
で
す
か
ら
、
実
際
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
系

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

結
局
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
、
そ
と
を
十
九
世
紀
の
ハ
プ

ス
プ
ル
ク
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
二
十
世
紀
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
ソ
連
と
い
っ

た
大
固
に
つ
け
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
お
五
い
の
反
目
が
な
く
な
ら
な
い
ん
だ

か
ら
、
「
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
和
国
」
「
バ
ル
カ
ン
共
和
国
」
な
ん
か
が
で
き
る
乙

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
乙
の
辺
の
と
乙
ろ
は
、
論
文
な
ん
か
読
む
よ
り

も
、
『
ド
リ
ナ
の
橋
』
み
た
い
な
小
説
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
よ
く
わ
か
る
。

ー

l
今
の
お
話
は
国
家
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
で
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
民

族
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
?

人
種
と
言
語
と
い
う
乙
と
な
ら
、
言
語
を
と
り
か
え
る
と
い
う
と
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
ア
イ
ヌ
問
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
は
二
重
言
語
だ
が
、
後

に
は
消
滅
に
瀕
す
る
と
い
う
乙
と
が
あ
る
。
だ
が
言
語
を
中
心
に
考
え
る
な
ら

ば
、
や
は
り
問
題
な
の
は
「
民
族
」
の
概
念
と
い
う
乙
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
点
で
は
、
バ
ル
カ
ン
と
い
う
の
は
最
も
複
雑
な
言
語
問
題
を
か
か
え
た
地

域
で
あ
っ
て
、
民
族
の
分
類
が
難
し
い
と
乙
ろ
と
言
え
ま
す
。
た
だ
し
、
言
語

と
民
族
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
多
く
の
民
族
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
或
る
言
語
を
一
つ
と
み
る
か
二

つ
と
み
る
か
と
い
う
と
と
は
問
題
だ
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
民
族
性
と
い
う
点
か

ら
言
え
ば
、
言
語
が
違
え
ば
民
族
も
別
と
い
う
し
か
な
い
。

-

t
同
系
統
に
属
す
る
言
語
は
と
も
か
く
と
し
て
、
マ
ジ
ャ
ル
語
が
残
っ
た
と

い
う
の
は
?

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
乙
と
に
よ
り
文
化
的
、
経
済
的
に
定
着

で
き
た
と
い
う
と
と
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
一
時
は
支
配
階
級
が

子
弟
に
ド
イ
ツ
語
教
育
を
施
し
た
た
め
、
乙
れ
が
優
勢
に
な
っ
て
、
危
い
時
期

も
あ
っ
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
国
民
文
学
は
残
り
ま
し
た
。
乙
れ

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
駄
目
で
す
か
ら
ね
。

乙
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
民
族
の
る
つ
ぼ
の
方
が
却
っ
て
強
い

ん
で
は
な
い
で
す
か
。
も
ち
ろ
ん
、
チ
ェ
コ
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
同
様
に
、
外
か

ら
の
圧
迫
に
抗
し
て
自
ら
の
文
化
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識
が
あ
る
乙
と
は
確
か

で
す
砂
れ
ど
、
政
治
的
な
も
の
と
は
別
の
、
民
族
的
親
近
感
と
い
う
よ
う
な
も

の
も
あ
り
ま
す
。
乙
の
乙
と
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
ロ
シ
ア
語
が
普
及
し
な
い
理

由
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
政
治
的
な
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
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て
、
ス
ヲ
ヴ
語
自
体
が
は
じ
め
か
ら
異
質
な
も
の
な
ん
で
す
。
回
り
を
取
り
囲

ん
だ
ス
ラ
ヴ
諸
国
に
あ
る
よ
う
な
、
ロ
シ
ア
(
ソ
連
で
は
な
い
〉
に
対
す
る
親

近
感
と
い
う
も
の
が
な
い
わ
H
り
で
す
。
む
し
ろ
、
素
朴
な
意
味
で
の
お
そ
れ
、

異
質
感
を
も
っ
て
い
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
と
共
に
「
孤
島
」
を
な
し
て
い
る
ん
で

す
ね
。
も
っ
と
も
、
ル
ー
マ
ニ
ア
は
ラ
テ
ン
民
族
の
意
識
が
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
面
で
フ
ラ
ン
ス
指
向
で
す
け
れ
ど
:
:
:
。

社
会
主
穣
政
権
下
の
少
数
民
態
と
官
語

ー

l

「
孤
島
」
で
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
っ
て

乙
ら
れ
た
の
は
?

逆
に
言
え
ば
「
孤
島
」
だ
か
ら
乙
そ
で
は
な
い
で
す
か
。
た
と
え
ば
、
乙
れ

は
定
説
で
は
な
い
け
れ
ど
、
バ
ス
ク
民
族
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ま
ん
中
、
フ
ラ
ン

ス
や
ス
ペ
イ
ン
の
中
陀
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
の
は
、
回
り

が
文
化
的
に
高
い
乙
と
で
却
っ
て
民
族
意
識
が
保
た
れ
た
か
ら
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
敵
対
心
み
た
い
な
も
の
が
作
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、

シ
ベ
リ
ア
の
少
数
民
族
な
ん
か
の
場
合
は
、
弓
矢
か
ら
鉄
砲
へ
の
転
換
で
、
生
一

業
に
経
済
的
な
変
化
が
生
じ
る
と
、
た
ち
ま
ち
平
素
の
民
族
語
を
話
す
人
は
少

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
乙
れ
は
、
現
在
ラ
ッ
プ
人
や
エ
ス
キ
モ
ー
に
も
起
と
っ

て
い
る
と
と
な
ん
で
す
。
や
は
り
、
民
族
意
識
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
場
合
、
地
域
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
と
い
う

と
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、
一
定
の
数
の
人
口
と
或
る
程
度
の
高

い
文
化
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
乙
の
点
は
ル
ー
マ
ニ
ア
に
つ
い
て
も
あ

て
は
ま
る
乙
と
で
す
が
、
言
語
的
に
征
服
さ
れ
な
い
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
わ

砂
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
少
数
民
族
に
、
そ
れ
ら
が
生
き
残
る
べ
き
様
々
な
条
件
が
あ
る

と
思
う
し
、
そ
れ
ら
は
社
会
史
的
問
題
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
よ
う
に
同
格
の
色
々
な
民
族
が
い
る
と
ζ
ろ
で
は
、
今
後
も
生
き
残
る
で
し

ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
十
三
世
紀
に
蒙
古
に
追
わ
れ

て
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
入
っ
た
コ
マ
l
ン
と
い
う
民
族
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
保
護
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
や
は
り
フ
ン
族
と
同
様
に
、

な
く
な
る
べ
き
何
か
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

ー

l
今
回
、
社
会
主
義
政
権
に
な
っ
て
、
少
数
民
族
の
言
語
は
ど
う
な
っ
て
ゆ

く
と
思
わ
れ
ま
す
か
?

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
す
で
に
少
数
言
語
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
中
言
語
で
す
か
ら
、
な
く
な
る
と
い
う
と
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。
ソ
連
で
は
、
教
科
書
な
ど
に
使
用
す
る
圏
内
諸
民
族
の
言

語
に
段
階
を
つ
け
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
乙
れ
に
は
教
え
る
人
が
も
う
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
我
々
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
少

数
民
族
政
策
の
歴
史
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

一
定
の
大
き
さ
の
言
語
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
な
言
わ
ば
混
滑
地
域
で
は
、

色
々
と
問
題
が
お
乙
り
ま
す
。
し
か
し
、
乙
れ
を
統
一
す
る
と
い
う
と
と
は
で

き
ま
せ
ん
ね
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
な
ん
か
は
統
一
で
き
る
の
が
理
想
で
し
ょ

う
が
、
そ
ん
な
ζ

と
は
無
理
で
す
。
そ
の
点
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
つ
の
言
語
だ
か

ら
、
楽
と
言
え
ば
楽
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
す
で
に
な
く
な
っ
た
圏
内
の

言
語
に
、
イ
デ
ィ
シ
ュ
、
す
な
わ
ち
近
代
ユ
ダ
ヤ
語
が
あ
っ
て
、

ζ
れ
は
元
は

ド
イ
ツ
語
で
、
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れ
て
い
ま
せ
ん
。

学
聞
の
分
化
と
統
合

l
宮
属
学
の
現
在
的
状
況
に
照
ら
し
て

ー
l
学
問
研
究
と
し
て
の
言
語
学
に
つ
い
て
。

い
ま
や
、
一
つ
の
学
問
と
は
言
え
な
い
ほ
ど
様
々
な
方
法
が
並
列
し
て
い
る

.
状
況
で
す
か
ら
、
乙
れ
を
教
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
三
人
ぐ
ら
い

の
先
生
が
必
要
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
十
九
世
紀
以
来
の
比
較
言
語
学
を
や
る
人

が
一
人
、
そ
れ
か
ら
、
第
二
次
大
戦
を
前
後
し
て
あ
ら
わ
れ
た
構
造
主
義
。
さ

ら
に
、
戦
後
の
米
国
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
以
降
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
か
。

と
に
か
く
、
構
造
主
義
に
し
て
も
依
然
と
し
て
プ
ラ
ハ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
コ

ベ
ン
ハ

1
ゲ
ン
、
そ
し
て
米
国
と
い
う
よ
う
に
、
方
々
に
拠
点
が
あ
り
ま
す
し
、

一
方
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
と
れ
に
対
す
る
、
一
種
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
の
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
や
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
乙
れ
は
言
語
学
に
限
っ
た
乙
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
族
学
に

し
て
も
、
第
二
次
大
戦
前
の
ウ
ィ
ー
ン
を
中
心
と
し
た
文
化
史
的
民
族
学
か
ら
、

戦
後
は
米
国
の
文
化
人
類
学
、
英
国
の
社
会
人
類
学
と
い
う
よ
う
に
、
随
分
違

っ
て
き
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
乙
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
や
る
ほ
か
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
一
人
で
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
乙
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。

そ
乙
で
必
要
な
の
が
総
合
的
な
見
方
で
、
自
分
が
何
を
専
門
に
す
る
に
し
て

も
、
と
れ
が
不
可
欠
で
す
。
今
日
の
よ
う
に
専
門
分
化
が
進
ん
だ
状
況
に
あ
っ

て
乙
の
乙
と
は
、
言
語
学
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
学
問
に
つ
い
て
言
え
る
乙
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学
問
と
い
う
の
は
、
分
化
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
乙
と
ゆ
え
に
、
逆
に

学
際
的
な
研
究
が
生
じ
て
く
る
も
の
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
記
号
論
と
か
、

意
味
論
と
か
が
起
と
っ
て
き
た
の
は
そ
の
た
め
で
、
分
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

学
際
的
な
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
国
際
関
係
論
な

ど
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
し
ょ
う
ね
。

で
す
か
ら
、
ど
乙
で
線
を
引
く
か
、
つ
ま
り
狭
い
意
味
で
の
自
分
の
専
門
は
、

は
っ
き
り
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
視
野
は
広
く
持
っ
て
い
な

く
て
は
い
け
な
い
。
あ
ま
り
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
人

聞
の
一
生
な
ん
て
の
は
、
乙
れ
で
ず
い
ぶ
ん
長
い
の
だ
か
ら
、
年
と
っ
て
か
ら

の
楽
し
み
が
な
く
な
り
ま
す
よ
。

ー
l

ハ
ン
ガ
リ
ー
研
究
の
将
来
に
つ
い
て
は
?

ま
ず
僕
自
身
に
し
て
か
ら
が
、
全
く
個
人
的
に
研
究
を
始
め
た
わ
け
だ
砂
れ

ど
、
乙
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
い
う
の
は
後
継
者
を
つ
く
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
ん

で
す
。
実
際
、
日
本
で
は
職
業
と
し
て
成
り
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
何
か
「
表

芸
」
を
持
っ
た
上
で
、
並
行
し
て
や
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
あ
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
文
学
を
や
る
に
し
て
も
何
に
し
て
も
、
専
門
と

し
て
は
詳
し
く
や
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
と
だ
け
切
り
離
し
て
研
究
す
る

と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
乙
と
が
関
係
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。

大
き
な
国
の
乙
と
を
研
究
し
て
い
る
人
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
色
々
な
情
報
が

広
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
自
然
に
そ
れ
を
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、

小
さ
な
国
を
専
門
に
す
る
人
は
、
あ
ま
り
人
の
知
ら
な
い
と
と
を
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
.
だ
か
ら
、
研
究
が
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
。
だ
か
ら
乙
そ
、
出
来
る
だ
砂
色
ん
な
乙
と
に
関
心
を
持
っ
た
方
が
良
い
だ
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ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
人
の
何
倍
か
は
資
料
を
さ
が
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま

た
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
い
つ
で
も
「
パ
イ
オ
ニ
ア
」
で
し
か
あ



り
得
な
い
ん
で
す
ね
。
僕
な
ぞ
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
わ

妙
で
す
。

若
い
頃
に
つ
と
め
た
研
究
所
で
は
、
あ
ま
り
良
く
知
ら
な
い
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

全
体
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
、
つ
ま
ら
な
い

知
識
を
集
め
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、
今
に
な
っ
て
思
え
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良
か

っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

現
末
な
、
つ
ま
ら
な
い
デ
l
タ
は
一
切
、
抹
殺
し
て
し
ま
う
方
が
良
い
と
い

う
考
え
方
も
当
然
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
デ
l
タ
を
一
々
詮
索
し
て
み

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
別
に
何
か
発
表
し
よ
う
な
ど
と
い

う
気
が
な
く
て
も
、
調
べ
る
時
に
は
徹
底
的
に
や
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
で
何
か

副
産
物
が
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
し
ね
。
本
を
読
む
に
し
て
も
、
た
だ
流
し
読

み
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
些
細
な
乙
と
で
も
関
心
を
も
っ
て
読
む
乙
と
で
す

ね。
最
近
経
験
し
た
乙
と
で
す
が
、
た
と
え
ば
画
家
に
も
二
つ
の
方
向
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
一
生
、
郵
便
切
手
大
の
絵
し
か
描
か
な
か
っ
た
ド
ナ
ル
ド
・
エ
ヴ
ア

ン
ズ
の
よ
う
に
、
.
小
さ
な
と
乙
ろ
に
閉
じ
込
も
り
、
内
向
的
な
凝
集
し
た
も
の

を
作
り
出
し
た
人
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
と
の
間
来
日
し
た
ボ
イ
ス
の
よ
う
に
、

全
く
拡
散
し
て
し
ま
い
、
も
は
や
絵
画
と
い
う
よ
り
は
、
一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
二
つ
の
方
向
で
す
。

学
聞
を
す
る
人
に
も
、
そ
れ
に
似
た
二
つ
の
方
向
か
あ
り
ま
す
ね
。
ど
ん
ど

ん
内
側
に
入
っ
て
い
っ
て
、
非
常
に
細
か
く
な
っ
て
し
ま
う
の
と
、
反
対
に
学

際
的
に
広
く
な
る
方
と
二
つ
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
れ
が
本
物
な

ら
ば
悪
い
乙
と
は
な
い
。
結
果
的
に
は
ど
ち
ら
の
方
向
に
進
ん
で
も
同
じ
乙
と

で
し
ょ
う
。
芯
に
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
そ
れ
に
吸
い
取
る
乙
と
が
で

き
る
が
、
乙
れ
が
な
い
と
、
読
み
流
し
、
見
の
が
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
そ
う
い
う
目
で
見
れ
ば
、
何
だ
っ
て
無
用
な
も
の
な
ん
て
な
い
ん
で
す
よ
。

関
係
の
な
い
テ
!
?
の
本
を
読
ん
で
い
た
っ
て
、
案
外
、
と
ん
で
も
な
い
と
乙

ろ
で
役
に
立
た
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

乙
の
点
で
、
江
上
波
夫
さ
ん
と
い
う
の
は
す
ど
い
人
で
す
ね
。
あ
の
人
は
、

何
語
で
も
、
え
ら
い
ス
ピ
ー
ド
で
読
ん
で
し
ま
・
つ
ん
だ
が
、
彼
の
説
と
い
う
の

は
そ
れ
ら
に
裏
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ィ
な
ん
で
す
。
「
騎
馬
民
族
説
」
に

し
て
も
、
芯
の
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ィ
だ
か
ら
面
白
い
。
そ
乙
の
と
乙
ろ
が
、
あ

灼
垂
た
り
の
新
説
と
は
違
う
と
ζ

ろ
な
ん
だ
な
あ
。

学
生
諸
君
も
、
そ
う
い
う
芯
に
な
る
も
の
を
ひ
と
つ
見
つ
け
さ
え
す
れ
ば
、

関
心
の
方
は
い
く
ら
広
く
持
っ
て
い
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
当
面
、
そ
れ

で
ど
う
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
目
で
見
て
い
れ
ば
、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
、
世
界
中
の
現
象
が
、
そ
乙
に
集
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

最
近
の
一
部
の
風
潮
で
あ
る
「
い
ら
な
い
事
は
覚
え
ま
い
」
と
い
う
の
に
は
僕

は
反
対
で
、

ζ

れ
は
、
い
わ
ば
堕
落
し
た
プ
ラ
グ
7

テ
イ
ズ
ム
だ
と
思
う
。
い

ら
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
や
っ
て
判
定
す
る
の
か
、
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
「
い
ら
な
い
事
で
も
皆
覚
え

τし
ま
え
」
、
乙
の
方

が
良
い
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
。

F
h
u
 

(
一
九
八
四
年
七
月
二
八
日
)



一

徳

永

康

元

先

生

紹

介

一
一
九
一
二
年
、
東
京
に
生
ま
れ
る
。
三
六
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
言
語
'

一
学
科
を
卒
業
、
三
九
年
ま
で
東
大
図
書
館
に
勤
務
さ
れ
る
。
一
九
四
O
年
は
じ
一

一
め
か
ら
四
二
年
春
ま
で
の
約
二
年
半
、
交
換
留
学
生
と
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
プ
一

一
ダ
ベ
ス
ト
大
学
で
学
ば
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
激
化
に
伴
な
い
、
シ
ベ
リ
一

品

ア

経

由

で

帰

国

。

一

一
戦
後
四
七
年
か
ら
、
東
京
外
国
語
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
外
事
専
門
学
校
一

一
で
教
鞭
を
リ
り
、
以
後
三
十
年
間
、
外
語
大
で
言
語
学
と
民
族
学
の
講
義
を
担
一

一
当
さ
れ
る

一
環
在
は
、
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
、
関
西
外
国
語
大
学
教
授
。
一

一
先
生
は
日
本
の
東
欧
言
語
・
文
学
に
お
け
る
権
威
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
研
一

一
究
に
関
し
て
は
第
一
人
者
で
あ
ら
れ
る
。
訳
書
の
中
に
は
、
映
画
・
演
劇
で
知
一

一
ら
れ
る
モ
ル
ナ
l
ル
の
『
リ
リ
オ
ム
』
を
は
じ
め
、
パ
ラ
ー
ジ
ユ
『
ほ
ん
と
う
一

一
の
空
色
』
や
『
ア
デ
l
・

エ

ン

ド

レ

詩

集

』

な

ど

が

あ

る

。

一

一
ま
た
、
学
生
時
代
か
ら
、
熱
心
な
古
書
の
蒐
集
家
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
の
一

一
際
に
は
必
ら
ず
訪
問
地
の
古
本
屋
に
立
寄
ら
れ
て
い
る
。
戦
災
な
ど
で
焼
失
し
一

一
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
現
在
の
先
生
宅
に
あ
る
蔵
書
一

一
は
、
図
書
館
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
乙
と
に
、
図
書
館
で
は
分
類
が
難
し
一

一
ぃ
、
い
わ
ゆ
る
「
雑
本
」
を
多
く
揃
え
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
、
学
術
研
究
の
上
一

一

で

も

一

つ

の

財

産

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

一

一
な
お
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
書
庖
め
ぐ
り
に
つ
い
て
は
、
著
書
『
ブ
タ
ペ
ス
ト
一

一

の

古

本

屋

』

(

恒

文

社

、

一

九

八

二

年

)

に

詳

し

い

。

-

一il
i
-
-
1
1
l
i
t
i
-
-
i
!
?
(
j
i
l
lし

編
集
部
よ
り

乙
の
「
特
別
イ
ン
タ
ヴ
ュ
l
」
は
、
一
九
八
四
年
七
月
二
八
日
に
編
集

委
員
で
あ
る
望
月
、
曽
根
、
城
の
三
人
が
、
新
宿
区
新
大
久
保
に
あ
る
徳

永
康
元
先
生
の
御
宅
を
訪
問
し
、
そ
の
時
テ
l
プ
に
採
録
し
た
先
生
の
お

話
し
を
文
章
に
起
乙
し
、
さ
ら
に
徳
永
先
生
御
自
身
に
よ
っ
て
御
校
閲
頂

い
た
も
の
で
あ
る
。

先
生
の
御
宅
に
う
か
が
っ
た
の
は
、
夏
の
暑
い
日
差
し
の
照
り
返
す
午

後
で
あ
っ
た
。
ま
ず
庭
の
離
れ
に
あ
る
先
生
の
書
庫
に
案
内
さ
れ
た
私
達

は
、
そ
の
蔵
書
の
量
に
圧
倒
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
四
畳
半
ほ
ど
の
プ
レ
ハ

ブ
の
部
屋
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ま
れ
た
本
。
実
は
母
屋
の
方
に
も
と
の

倍
ぐ
ら
い
の
本
が
あ
る
と
い
う
乙
と
を
先
生
に
聞
か
さ
れ
て
、
再
び
驚
い

た
。
そ
う
し
た
膨
大
な
数
の
本
の
中
か
ら
数
冊
を
取
り
出
し
、
私
逮
の
前

で
手
に
取
り
な
が
ら
そ
の
本
を
手
に
入
れ
た
と
き
の
苦
労
話
し
な
ど
を
語

ら
れ
る
先
生
の
語
り
口
は
、
お
だ
や
か
な
中
に
も
明
噺
な
、
臨
場
感
溢
れ

る
も
の
が
あ
り
、
私
達
を
包
み
込
む
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

乙
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
は
収
録
S
れ
て
い
な
い
が
、
「
記
憶
力
と
い
う

の
は
何
歳
に
な
っ
て
も
訓
練
で
す
。
」
と
言
わ
れ
た
先
生
の
御
言
葉
は
、
若

輩
の
私
達
に
も
敬
服
す
べ
き
も
の
を
感
じ
た
。
知
識
の
泉
の
ど
と
く
湧
き

出
る
先
生
の
お
話
し
は
夕
方
ま
で
続
い
た
。
先
生
と
お
別
れ
し
た
あ
と
、

改
め
て
私
達
の
学
聞
に
対
す
る
姿
勢
を
聞
い
直
す
良
い
機
会
で
あ
っ
た
と

い
う
点
で
、
三
人
の
意
見
は
一
致
し
た
。
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一
九
三
二
年
|
三
三
年
の
フ
ラ
ン

て
は
じ
め
に

第
二
次
大
戦
原
因
論
を
論
じ
る
際
に
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の

戦
争
目
的
で
あ
る
。
乙
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
対
外
的
野
心
を
ロ
シ
ア
へ
の
進
出
、
す

な
わ
ち
「
東
方
帝
国
」
の
形
成
に
あ
る
と
み
る
ト
レ
ヴ
7

・
ロ
ウ
パ
ー
ら
の
見

方
に
対
し
て
‘
ヒ
ト
ラ
ー
の
機
会
主
義
的
行
動
に
着
目
し
た
の
が
、
テ
イ
ラ
ー

の
い
わ
ゆ
る
「
修
正
主
義
」
と
目
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
(
l
v

乙
れ
を
、
枢

軸
諸
国
と
対
時
し
た
英
仏
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
、
宥
和
政
策
の
評
価
と
の
関
係

で
見
る
な
ら
ば
、
前
者
に
お
い
て
宥
和
政
策
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
計
画
性
に
対
す
る

誤
認
な
い
し
非
対
称
の
反
応
と
さ
れ
、
結
局
対
独
伊
智
助
の
策
と
し
て
批
判
の

対
象
と
な
る
。
一
方
、
後
者
と
の
関
係
で
云
え
ば
‘
宥
和
政
策
は
戦
争
回
避
の

た
め
の
合
理
的
政
策
、
私
見
に
よ
る
と
、
伝
統
的
均
衡
外
交
の
ひ
と
つ
と
み
る

乙
と
が
で
き
、
筆
者
自
身
は
乙
の
立
場
を
と
る
。

勿
論
、
フ
ラ
ン
ス
の
宥
和
政
策
を
み
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
を
中

心
と
し
た
対
外
的
条
件
に
よ
っ
て
の
み
フ
ラ
ン
ス
外
交
が
規
定
さ
れ
た
と
考
え

ス
の
安
全
保
障
政
策
に
関
す
る
覚
書

渡

啓

貴

辺

(
東
京
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
)

る
の
は
片
手
落
ち
で
、
圏
内
社
会
の
動
揺
、
軍
備
不
足
な
ど
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

国
内
の
諸
状
況
が
対
外
行
動
を
強
く
制
約
し
た
乙
と
は
否
め
な
い
。
乙
の
点
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
私
は
外
交
も
い
わ
ゆ
る

退
嬰
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
一
種
の
精
神
的
停
滞
性
が
様
々
の
領
域
で
否
定
的
な

形
で
顕
在
化
し
た
そ
の
ひ
と
つ
の
例
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
‘

圏
内
的
要
因
に
余
り
に
傾
斜
し
す
ぎ
た
観
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
む
し
ろ
批
判

的
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
宥
和
政
策
の
理
解
の
視
点
と
し
て
は
、
外
交
力
学
的
観
長

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
体
系
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
存
在
位
置
と
フ
ラ
ン
ス
外

交
に
し
め
た
そ
の
他
諸
国
と
の
関
係
を
紬
に
考
え
る
立
場
を
よ
り
重
視
し
た
い
。

た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
不
干
渉
政
策
.
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
な
ど
は
ど
ん
な
に
圏

内
的
条
件
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
さ
れ
よ
う
と
も
、
や
は
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
と
り

ま
く
対
外
的
環
境
を
主
軸
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で

怠

Y
6
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
体
系
と
い
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
西
欧
を

中
心
と
し
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
東
欧
の
地
位
は
、
ラ
フ
な
表
現
を
許
さ
れ
る



な
ら
ば
副
次
的
地
位
に
と
ど
ま
っ
た
。
乙
の
乙
と
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
以
後

の
展
開
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

乙
の
よ
う
な
パ

I
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
の
も
と
に
本
稿
で
は
、
一
九
三
二
年
か
ら

三
三
年
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
軍
縮
問
題
と
の
関
係
で
扱
う
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、
三
三
年
一
月
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
確
立
す
る
前
の
国
際
連
盟
に

お
い
て
フ
ラ
ン
ス
が
安
全
保
障
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
伝
統
的
姿
勢
と
の
関
連
で
ど

の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
の
か
、
第
二
に
、
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
形
態
で
進
め

ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
議
論
す
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
が
先
に
述
べ

た
フ
ラ
ン
ス
の
宥
和
政
策
を
必
然
化
な
き
し
め
る
だ
け
の
国
際
体
系
の
競
芽
が

乙
の
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
政
策
の
変
化
と
と
も
に
み
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
‘
先
の
筆
者
の
関
心
と
の
関
連
で
、
大
戦
直
前
期
の
フ
ラ
ン

ス
外
交
の
枠
組
み
を
よ
り
歴
史
的
に
遡
っ
て
模
索
す
る
意
図
か
ら
な
る
も
の
で
、

後
の
研
究
(
2〉
の
前
史
的
意
味
を
も
っ
と
同
時
に
、
用
い
た
文
献
も
一
部
の
も

の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
未
整
理
の
部
分
も
多
い
た
め
、
数
え
て
乙
乙
で
は

「
覚
書
」
と
い
う
題
名
に
し
た
。

ニ
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
政
策
と

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
軍
縮
会
議
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン

第
一
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
対
外
政
策
の
基
調
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
事
的
強

大
化
を
抑
え
、
安
全
保
障
体
制
を
確
保
す
る
乙
と
(
3
)
に
あ
り
.
周
知
の
よ
う

に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
定
め
ら
れ
た
、
ラ
イ
ン
河
左
岸
の
ド
イ
ツ
の
軍
事

施
設
・
駐
兵
・
軍
事
演
習
の
禁
止
と
い
っ
た
取
り
決
め
は
、
そ
う
し
た
フ
ラ
ン

ス
側
の
強
い
要
請
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
対
独
蹟
問
題
に
関
し

て
も
、
ク
レ
マ
ン
ソ
l
、
ポ
ア
ン
カ
レ
l
ら
区
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス

は
そ
の
急
先
鋒
で
、
二

O
年
の
ス
パ

1
会
議
で
は
賠
償
受
け
取
り
の
割
合
は
全

体
の
五
二

Mmを
フ
ラ
ン
ス
が
占
め
た
し
、
二
三
年
一
月
に
は
ド
イ
ツ
が
当
該
年

度
の
物
資
を
完
全
供
給
し
な
か
っ
た
の
を
理
由
に
、
ベ
ル
ギ
ー
軍
と
ル

l
ル
地

方
に
出
兵
、
占
領
し
た
。
乙
う
し
た
直
接
的
対
独
措
置
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス

は
米
英
そ
れ
ぞ
れ
と
相
互
援
助
条
約
を
調
印
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
上
院
の
批
准

が
得
ら
れ
ず
、
結
局
い
ず
れ
の
条
約
も
成
立
し
な
か
っ
た

(
4
)。
し
た
が
っ

て
、
フ
ラ
ン
ス
は
別
の
策
を
讃
ぜ
ね
ば
な
ら
ず
.
ド
イ
ツ
と
関
係
悪
化
の
状
態

に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ま
た
二

O
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
成
立
し
た
小
協
商

諸
国
(
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ュ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
)
と
の

接
近
を
は
か
り
.
二
一
年
二
月
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
同
盟
友
好
条
約
.
二
四
年
一
月

に
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
同
盟
条
約
を
締
結
し
た
。

ま
た
.
一
九
二

O
年
以
来
の
国
際
連
盟
に
お
け
る
一
般
的
集
団
安
全
保
障
構

想
は
成
果
を
も
た
ら
さ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
地
域
的
集
団
安
全
保
障
が
問
題

と
さ
れ
る
に
い
た
る
。
二
五
年
一

O
月
ス
イ
ス
の
ロ
カ
ル
ノ
で
、
英
・
仏
・
独

・
伊
・
ベ
ル
ギ
ー
間
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
現
状
維
持
に
関
す
る
相
互
保
障
条
約

(
ロ
カ
ル
ノ
条
約
、
ま
た
は
ラ
イ
ン
条
約
)
(
5
可
及
び
ド
イ
ツ
と
ベ
ル
ギ
ー
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
.
チ
ェ
コ
、
フ
ラ
ン
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
の
仲
裁
裁
判
条
約
、
さ
ら

に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
‘
チ
ェ
コ
そ
れ
ぞ
れ
と
の
相
互
援
助
条
約
が
締

結
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
ロ
カ
ル
ノ
体
制
と
称
す
る
地
域
的
集
団
安
全
保
障
体
制
が

成
立
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
相
対
的
安
定
期
を
迎
え
た
。

乙
の
一
方
で
、
軍
縮
問
題
は
国
際
連
盟
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
た
。
連

盟
発
足
当
初
、
早
く
も
、
一
九
二

O
年
の
第
一
回
総
会
に
お
い
て
軍
縮
問
題
に

n
6
 



関
す
る
臨
時
混
成
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
二
四
年
ま
で
継
続
し
た
乙
の
委
員

会
の
活
動
中
、
二
四
年
一

O
月
の
第
五
回
総
会
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
、
安
全
保

障
、
軍
備
縮
少
三
原
則
に
よ
る
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
定
め
た
「
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
議
定
書
」
を
採
択
し
た
り
し
た
が
、
つ
い
に
具
体
的
成
果
を
も
た
ら
さ
な

か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
の
三
原
則
の
う
ち
、
仲
裁
裁
判
及

び
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
尽
力
に
よ
り
、
仲
裁
及
び
安
全
保
障
委

員
会
に
お
い
て
研
究
さ
れ
る
乙
と
と
な
り
、
軍
縮
問
題
は
乙
れ
と
は
別
に
‘
直

接
的
方
法
に
よ
っ
て
軍
縮
会
議
準
備
委
員
会
に
お
い
て
討
議
さ
れ
る
乙
と
と
な

っ
た
(
6
1
乙
の
軍
縮
会
議
準
備
委
員
会
は
二
六
年
五
月
か
ら
三

O
年
ま
で
活

動
し
.
乙
の
閥
、
二
七
年
一
一
月
に
‘
ソ
連
代
表
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
が
、
史
上
名

高
い
世
界
的
な
全
面
軍
縮
を
提
案
し
た
の
も
乙
の
委
員
会
の
席
上
に
お
い
て
の

乙
と
で
あ
っ
た
(
7
1
そ
の
後
.
三
二
年
二
月
二
目
、
国
際
連
盟
主
纏
の
一
般

軍
備
縮
少
会
議
(
六
四
ヶ
国
参
加
‘
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
軍
縮
会
議
)
が
開
催
さ
れ
、

難
航
の
す
え
、
一
二
月
一
一
日
に
ド
イ
ツ
の
権
利
の
平
等
を
「
原
則
と
し
て
」

認
め
る
英
米
仏
伊
四
国
宣
言
を
提
出
し
、
ド
イ
ツ
は
乙
れ
を
受
諾
。
乙
の
会
議

は
、
二
月
六
日
.
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
が
「
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約
」
を
提
案

す
る
な
ど
、
注
目
す
べ
き
展
開
の
み
ら
れ
た
会
議
で
あ
っ
た
が
、
会
期
中
の
三

三
年
一
月
三

O
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
誕
生
、
や
が
て
、
一

O
月
一
四
日
ド
イ
ツ

の
軍
縮
会
議
及
び
国
際
連
盟
の
脱
退
と
い
う
事
態
に
至
り
.
結
局
、
成
果
を
あ

げ
な
い
ま
ま
三
四
年
五
月
閉
会
し
た
。

乙
の
一
連
の
連
盟
の
軍
縮
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
は
、
軍
縮
を
積

極
的
に
推
進
す
る
一
方
、
相
互
援
助
と
安
全
保
障
の
確
立
を
主
張
し
て
き
た
。

一
一
一
年
の
混
成
委
員
会
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
代
表
委
員
ル
プ
ラ
ン
は
二
二
年
度

軍
事
費
を
一
三
年
度
、
二
一
年
度
よ
り
も
減
少
す
る
乙
と
を
提
案
し
た
し
(
8
)
、

二
二
年
イ
ギ
リ
ス
の
セ
シ
ル
の
軍
縮
と
安
全
保
障
を
連
結
し
た
相
互
援
助
案
に

対
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
代
表
は
そ
れ
を
支
持
、
そ
の
援
助
案
を
「
即
時
か
っ
有
効
」

た
る
べ
き
も
の
へ
と
強
化
修
正
の
提
案
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
.
軍
縮
は
安
全

保
障
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
軍
縮
案
も
即
時
か
っ
有
効
の
相
互

援
助
を
条
件
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
(
9
V

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
軍
縮
会
議
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
た
軍
備
の
平
等
を
執
鋤
に
主
張
す
る
ド
イ
ツ
(
実
際
三
二
年
の
時
点
で
秘
密

複
に
再
軍
備
を
始
め
て
い
た
)
、
そ
れ
に
対
し
て
宥
和
的
姿
勢
を
示
す
イ
ギ
リ
ス

な
ど
を
相
手
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
領
土
の
現
状
維
持
と
ロ
カ
ル
ノ
体
制
を
補
完
す

る
新
た
な
安
全
保
障
確
保
な
し
に
軍
縮
の
意
図
は
な
か
っ
た

(ω)。

三
二
年
二
月
五
日
の
軍
縮
会
議
に
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
タ
ル
デ

ュ
l

・
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
国
際
連
盟
の
枠
内
に
お
い
て
地
域
相
互
援
助
協

定
に
よ
っ
て
各
国
が
拠
出
し
た
徴
兵
割
当
軍
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
際
軍
の
創
設

が
提
案
さ
れ
た
。
乙
の
国
際
組
織
軍
は
、
爆
撃
機
.
重
砲
兵
、
戦
車
‘
あ
る
程

度
の
軍
艦
を
所
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
攻
撃
兵
器
は
各
国
軍
に
帰
属
す
る
の
で

は
な
く
、
国
際
連
盟
の
管
轄
と
な
る
‘
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(
U
V
ド
イ
ツ

は
、
乙
の
タ
ル
デ
ュ

l

・
プ
ラ
ン
を
非
現
実
的
で
あ
る
と
し
て
拒
否
す
る
一
方
、

フ
ラ
ン
ス
と
の
接
触
を
は
か
つ
て
、
七
月
に
は
パ

1
ペ
ン

(HU2Mg)
ピ
ユ

ー
ロ
l
(
回巴
0
4
『
)
、
九
月
に
は
ノ
イ
ラ
l
ト

(
Z
2
2吾
)
が
訪
仏
し
‘

直
接
的
交
渉
を
試
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
乙
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
消
極
的

姿
勢
を
示
し
.
九
月
一
一
日
軍
備
平
等
権
を
め
ぐ
る
仏
独
二
国
間
交
渉
の
申
し

出
を
フ
ラ
ン
ス
側
が
拒
絶
す
る
や
、
そ
の
報
復
措
置
と
し
て
同
月
一
四
日
、
ド

イ
ツ
は
、
権
利
平
等
の
原
則
に
対
す
る
支
持
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
軍
縮
会
議

に
出
席
し
な
い
旨
を
通
告
し
た
(
ロ
)
。
乙
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
結
局
、
乙
の
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プ
ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
及
び
そ
れ
を
支
持
す
る
諸
国
の
圧
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
委
員
会
に
お
い
て
も
本
格
的
に
審
議
さ
れ
る
乙
と
は
な
か
っ
た
。
か
く
し

て
、
ェ
リ
オ
(
=
三
年
六
月
七
日
首
相
就
任
)
は
、
陸
相
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の

フ
ラ
ン
ス
主
席
代
表
ポ
l
ル
・
ボ
ン
ク
ー
ル
に
新
プ
ラ
ン
作
成
を
命
じ
た
の
で

あ
る
。

a
y
a色

r
o
q
a
タ
テ
4

・・ヲ

乙
の
、
い
わ
ゆ
る
、
「
建
設
的
プ
ラ
ン
」
は
、
一

O
月
一
四
日
か
ら
フ
ラ
ン

ス
政
府
内
で
そ
の
原
案
が
審
議
S
れ
‘
同
月
二
八
日
承
認
、
一
一
月
一
四
日
に

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
に
提
出
さ
れ
た
。
プ
ラ
ン
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
と
り
わ

け
国
際
組
織
軍
創
設
、
一
般
軍
縮
な
ど
に
強
く
反
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る

フ
ラ
ン
ス
軍
の
優
位
を
主
張
す
る
ウ
ェ
イ
ガ
ン
や
ベ
タ
ン
ら
軍
部
と
、
集
団
安

全
保
障
及
び
ド
イ
ツ
の
急
速
な
国
力
増
長
に
よ
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
の
軍
備

増
強
の
可
能
性
を
抑
止
す
る
た
め
に
軍
縮
を
支
持
す
る
エ
リ
オ
、
ポ
ー
ル
・
ボ

ン
ク
ー
ル
ら
の
聞
で
角
逐
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
安
全
保
障
を
実

力
行
使
に
よ
っ
て
得
ょ
う
と
す
る
立
場
と
法
律
的
措
置
を
も
っ
て
追
求
し
よ
う

と
い
う
立
場
の
衝
突
で
あ
っ
た

(mv

プ
ラ
ン
は
、
軍
備
縮
少
と
安
全
保
障
確
立
を
並
行
し
て
行
う
乙
と
.
政
治
的

措
置
と
し
て
、
侵
略
の
際
の
自
動
的
援
助
H
共
同
行
動
を
規
定
し
て
い
る
ほ
か
、

軍
事
的
措
置
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
陸
軍
を
一
般
的
画
一
化
さ
れ

た
タ
イ
プ
に
ま
と
め
る
乙
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
徴
兵
期
間
は
短
く
、

兵
員
数
も
制
限
さ
れ
て
お
り
、
突
発
的
攻
撃
力
を
有
さ
な
い
。
各
国
軍
の
重
装

備
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
締
約
国
は
.
国
際
連
盟
管
轄
の
下
に
強
力
兵
器
を
も
っ

特
殊
部
隊
を
保
持
で
き
る
。
重
兵
器
は
国
際
管
理
下
に
置
か
れ
、
制
裁
と
正
当

防
衛
に
際
し
て
の
み
使
用
さ
れ
る
。
兵
器
の
製
造
も
国
際
管
理
・
組
織
に
委
ね

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
締
約
国
の
義
務
理
行
は
年
に
一
度
、
国
際
的
管
理
の
下
で

検
証
さ
れ
る
(
凶
)
。

乙
の
フ
ラ
ン
ス
の
「
建
設
的
プ
ラ
ン
」
は
別
名
エ
リ
オ
H
ポ
l
ル
・
ボ
ン
ク

ー
ル
プ
ラ
ン
と
も
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
互
援
助
と
国
際
警
察
軍
の
擁
護
者

た
る
ポ
l
ル
・
ボ
ン
ク
ー
ル
の
名
案
で
あ
っ
た
(
日
)
。
そ
乙
に
、
従
来
か
ら
フ

ラ
ン
ス
の
主
張
す
る
安
全
保
障
確
立
の
要
求
を
基
礎
に
、
相
五
援
助
体
制
及
び

タ
ル
デ
ュ

1
案
に
み
ら
れ
た
国
際
組
織
軍
構
想
の
影
響
が
う
か
が
え
、
い
わ

ば
、
国
際
連
盟
の
強
化
に
よ
っ
て
軍
縮
と
安
全
保
障
を
妥
協
さ
せ
る
構
想
で
あ

っ
た
(
尚
三
当
然
、
乙
れ
に
対
す
る
ド
イ
ツ
側
の
反
応
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の

で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
側
は
、
乙
の
プ
ラ
ン
が
、
軍
縮
計
画
に
つ
い
て
適
切
に
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
乙
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
そ
の
政
策
に
適
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
組
織

計
画
で
あ
る
乙
と
、
ド
イ
ツ
の
要
求
す
る
権
利
の
平
等
に
触
れ
て
い
な
い
と
と
、

な
ど
を
そ
の
理
由
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
乙
の
プ

ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
優
位
を
追
求
し
た
も
の
と
映
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、

イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
も
制
裁
の
適
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
自
動
的
」
で
は

な
く
、
場
合
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
難
色
を
示
し
た
(
げ
)
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
乙
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
種
々
の
点
で
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
、

次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
対
す
る
権
利
平
等
問
題
の
方
が
優
先
せ
ら
れ
、

た
乙
と
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
が
実
際
に
審
議
さ
れ
始
め
る
の
は
、

乙
の
よ
う
な
展
開
の
後
の
三
三
年
二
月
に
な
っ
て
か
ら
漸
く
の
乙
と
で
あ
っ
た
。

各
国
代
表
の
多
く
は
、
フ
ラ
ン
ス
案
と
り
わ
け
そ
の
相
互
援
助
に
関
す
る
処
置

に
つ
い
て
批
判
的
(
問
)
で
あ
っ
た
が
、
三
月
七
日
の
政
治
委
員
会
に
お
け
る
表

決
で
は
一
四
対
五
で
乙
の
プ
ラ
ン
は
一
日
一
支
持
を
得
た
(
反
対
票
を
投
じ
た
の

は
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
)
。

と
は
い
え
、
乙
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
勝
利
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
‘
相
互
援

-20ー



助
の
原
則
に
つ
い
て
す
ら
、
各
国
聞
で
見
解
は
分
か
れ
.
条
約
テ
ク
ス
ト
起
草

委
員
会
に
招
聴
さ
れ
た
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
.
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
の
消
極

的
姿
勢
に
よ
っ
て
起
草
は
順
延
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
棺
互
援
助
条
約
の
諸
提

案
に
対
す
る
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
強
い
反
発
に
直
面
し
て
、
ポ
ー
ル
・
ボ
ン

ク
l
ル
‘
ピ
ェ

i
ル
・
コ
ッ
ト
ら
は
交
渉
の
途
を
模
索
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
(
州
四
%

乙
の
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
三
月
一
七
日
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
案
を
提
案
す
る
。

そ
れ
は
‘
軍
縮
委
員
会
の
管
理
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
あ
る
程
度
認
め

た
も
の
で
‘
棺
互
援
助
の
構
想
は
も
は
や
失
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

欧
州
列
強
の
兵
員
は
一
律
に
二

O
万
人
の
水
準
に
削
減
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合

ド
イ
ツ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
兵
員
を
逆
に
二
倍
に
増

員
す
る
乙
と
が
で
き
た
(
却
)
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
相
互

援
助
」
に
代
え
て
新
た
に
「
軍
備
管
理
」
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
く
る
。
軍
備

管
理
の
構
想
そ
の
も
の
は
.
二

0
年
代
以
来
フ
ラ
ン
ス
の
抱
懐
す
る
と
乙
ろ
で

あ
り
、
軍
縮
準
備
委
員
会
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
諸
提
案
に
も
窺
え
る
が
‘
乙

の
時
期
、
す
で
に
‘
三
月
二
日
.
ダ
ラ
デ
ィ
エ
は
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
プ

レ
ス
協
会
の
演
説
で
各
国
軍
備
の
同
時
削
減
と
そ
の
第
一
段
階
で
あ
る
軍
備
の

効
果
的
管
理
を
主
張
し
て
い
た
。
五
月
二
日
の
閣
僚
会
議
の
指
示
は
そ
の
内
容

を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
三
つ
の
節
か
ら
な
っ
て
お
り
、

(
I
)

軍
縮
の
意
志
、
漸
進
的
、
同

時
的
、
全
般
的
軍
備
削
減
が
陸
・
海
・
空
の
三
軍
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
べ
き

と
と
、
安
全
保
障
機
構
の
枠
内
に
お
け
る
権
利
の
平
等
を
認
め
た
三
二
年
一
二

月
二
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
の
決
定
の
精
神
及
び
条
件
の
も
と
に
最
大
限
の
軍

縮
を
な
す
乙
と
、

(
E
)
フ
ラ
ン
ス
は
相
互
援
助
条
約
が
な
く
と
も
、

五
五

ミ
リ
以
上
の
口
径
の
大
砲
、
総
重
量
三
、

0
0
0ト
ン
を
越
え
る
戦
車
な
ど
の

兵
器
製
造
を
放
棄
す
る
覚
悟
で
あ
る
と
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
の
条
件
と
し

て
、
予
算
・
軍
事
技
術
の
管
理
、
兵
器
の
製
造
及
び
そ
の
私
的
取
引
の
廃
止
あ

る
い
は
厳
粛
な
監
視
、
準
軍
事
組
織
を
排
除
し
て
全
欧
州
諸
国
の
軍
隊
を
画
一

化
す
る
こ
と
.
制
裁
の
た
め
の
協
約
を
履
行
す
る
た
め
の
保
証
、
ハ
E
)
(
E
)

の
諸
事
項
の
実
現
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
最
低
四
年
間
ず
つ
二
つ
の
段
階
の
時

期
を
設
け
る
。
最
初
の
四
年
間
は
、
定
め
ら
れ
た
管
理
の
効
果
の
試
験
期
問
、

続
く
四
年
聞
は
、
国
際
連
盟
の
下
で
の
貯
蔵
、
あ
る
い
は
権
利
の
平
等
実
現
の

た
め
の
過
剰
な
兵
器
の
破
墳
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
(
幻
)
。

フ
ラ
ン
ス
の
乙
の
新
た
な
提
案
の
特
徴
は
、
乙
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
が
執
着
し

て
い
た
安
全
保
障
確
保
及
び
相
互
援
助
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
優
先
す
る
全
て
の

要
求
を
諦
め
た
乙
と
、
そ
し
て
、
相
互
援
助
シ
ス
テ
ム
か
ら
管
理
シ
ス
テ
ム
へ

と
転
換
し
た
乙
と
で
あ
る
(
辺
)
。
乙
の
「
軍
備
管
理
」
へ
の
転
換
の
理
由
と
し

て
は
、
第
一
に
、
当
時
の
政
治
的
外
交
的
諸
条
件
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
不
利

で
あ
っ
た
こ
と
(
賠
償
の
停
止
、
軍
備
平
等
権
承
認
、
財
政
危
機
、
イ
ギ
リ
ス

が
仲
裁
者
の
役
割
を
望
ん
だ
乙
と
、
イ
タ
リ
ア
の
大
国
意
識
)
、
と
り
わ
け
、
次

章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
権
利
の
平
等
は
乙
の
転
換
過
程
に
お

い
て
決
定
的
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
相
互
援
助
条
約
が

不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
の
軍
拡
を
阻
む
方
向
で
し
か
対
処
し
え
な

い
な
ら
ば
、
先
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
案
に
悩
み
な
が
ら
も
‘
結
局
イ
ギ
リ
ス
へ
の

配
慮
か
ら
そ
の
方
向
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
乙
と
。
第
二
に
‘
軍
事
上

の
理
由
と
し
て
.
ド
イ
ツ
再
軍
備
の
情
報
が
刻
々
伝
え
ら
れ
る
中
、
乙
の
管
理

政
策
は
‘
そ
の
再
軍
備
の
状
況

(
S
A、
S
Sも
組
織
さ
れ
た
軍
隊
に
含
ま
れ

る
)
を
知
る
上
で
、
ま
た
響
戒
を
与
え
る
上
で
有
効
と
考
え
ら
れ
た
乙
と
で
あ
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っ
た
。
そ
し
て
‘
乙
の
政
策
は
、
相
互
援
助
を
支
持
す
る
ポ
ー
ル
・
ボ
ン
ク
ー

ル
、
レ
イ
グ
(
。
-
-
V
喜
一
一
何
回
申
由
)
ら
に
対
し
て
‘
コ
ッ
ト
‘
ベ
ル
ジ
ェ
リ

(
。
・
・
凶

R
m申
弓
)
ド
・
ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
(
出
・
・
向
田
申
臼

0
5
8巴
)
、
そ
し

て
ダ
ラ
デ
ィ
エ
ら
の
主
張
す
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
(
泊
三

乙
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
軍
備
管
理
政
策
へ
と
転
換
し
て
い
く
が
、
そ
の
乙

と
は
‘
軍
縮
と
安
全
保
障
の
面
で
フ
ラ
ン
ス
が
保
持
し
て
き
た
立
場
を
放
棄
し
、

結
局
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
容
認
へ
の
道
を
聞
く
も
の
で
あ
っ
た

(
M
V

、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
「
権
利
平
等
」

-
諸
列
強
会
談
に
よ
る
問
題
解
決
|

先
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は
三
二
年
九
月
一
四
日
軍
備
権
利
の
平
等
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
軍
縮
会
議
を
離
脱
す
る
乙
と
を
声
明
し
、
軍
縮
会
議
に
波
紋

を
投
じ
る
。
一
方
、
乙
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
先
の
「
建
設
的
プ
ラ
ン
」
の

討
議
を
主
張
し
、
事
態
が
緊
迫
す
る
中
で
、
一
二
月
一

O
自
に
ド
イ
ツ
及
び
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
軍
縮
を
定
め
ら
れ
た
諸
国
に
対
す
る
権
利
平
等
を

認
め
た
声
明
が
英
仏
伊
に
よ
っ
て
採
択
式
』
れ
る
。

乙
の
声
明
は
、
川
、
軍
縮
会
議
を
導
ミ
諸
原
則
の
ひ
と
つ
は
‘
全
て
の
固
に

と
っ
て
安
全
保
障
を
意
味
す
る
体
制
内
に
お
け
る
権
利
の
平
等
を
ド
イ
ツ
及
び

条
約
に
よ
っ
て
軍
縮
さ
れ
た
他
の
諸
国
に
対
し
て
承
認
す
る
乙
と
に
あ
り
、
乙

の
原
則
が
軍
縮
会
議
の
諸
決
定
に
基
づ
く
協
約
の
中
に
示
さ
れ
る
乙
と
を
英
仏

伊
政
府
は
声
明
す
る
。
乙
の
声
明
は
全
て
の
国
の
各
々
の
軍
備
制
限
が
軍
縮
協

約
の
中
に
記
載
さ
れ
る
と
と
を
約
束
す
る
。
そ
の
よ
う
な
権
利
の
適
用
方
式
は

会
議
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
、
乙
の
声
明
を
基
礎
に

ド
イ
ツ
は
軍
縮
会
議
復
帰
の
用
意
が
あ
る
旨
通
達
し
て
き
た
。
問
、
英
仏
伊
政

府
は
い
か
な
る
事
態
に
お
い
て
も
諸
国
家
聞
の
現
在
及
び
将
来
の
紛
争
を
武
力

に
よ
っ
て
解
決
す
る
つ
も
り
の
な
い
旨
を
再
確
認
す
る
。
乙
れ
は
、
安
全
保
障

問
題
に
つ
い
て
の
徹
底
的
な
議
論
を
妨
げ
る
乙
と
な
く
な
さ
れ
る
べ
き
乙
と
。

凶
、
か
く
し
て
、
米
英
仏
独
伊
政
府
は
、
会
議
に
お
い
て
他
の
代
表
派
遣

諸
国
と
協
力
し
て
、
新
た
な
削
減
に
向
け
た
将
来
の
修
正
の
た
め
の
規
定

に
よ
っ
て
、
実
質
的
削
減
及
び
軍
備
制
限
を
実
現
す
る
協
約
を
準
備
す
る
よ

う
直
ち
に
努
め
る
。
上
記
諸
国
代
表
閣
の
会
談
は
以
後
、
会
議
の
成
功
の
た
め

の
実
務
上
の
勧
告
の
措
置
の
検
討
に
向
け
ら
れ
る
(
お
ー
な
ど
の
点
を
表
明
し

た
の
で
あ
っ
た
。

本
来
、
乙
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
独
仏
の
対
立
が
顕
著
で
‘
ド
イ
ツ
の
要
求

を
支
持
す
る
英
米
両
国
は
そ
の
調
停
に
心
を
砕
い
た
。
ド
イ
ツ
は
‘
フ
ラ
ン
ス

が
イ
ギ
リ
ス
に
向
調
し
な
い
限
り
、
態
度
を
変
更
す
る
意
志
が
な
い
乙
と
‘
す

な
わ
ち
軍
縮
会
議
か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
て
い
た
が
、
乙
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン

ス
は
、
安
全
保
障
体
制
確
立
を
優
先
、
抽
象
的
原
則
に
つ
い
て
議
論
す
る
意
志

の
な
い
乙
と
、
先
ず
フ
ラ
ン
ス
の
「
建
設
的
プ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
の
一
般
委
員

会
に
お
け
る
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
(
お
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
立
場
は
、

一
一
月
一
七
日
の
サ
イ
モ
ン
の
演
説
に
窺
え
る
よ
う
に
、
段
階
的
軍
備
制
限
、

国
際
的
軍
備
管
理
と
予
備
的
政
治
条
件
と
し
て
の
戦
争
及
び
武
力
行
使
放
棄
な

ど
と
伴
に
、
ド
イ
ツ
の
軍
縮
会
議
へ
の
復
帰
を
最
重
要
視
す
る
立
場
か
ら
議
論

の
第
一
の
基
礎
と
し
て
.
質
的
権
利
の
平
等
の
原
則
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ

た
(
幻
)
。
し
た
が
っ
て
、
乙
の
立
場
か
ら
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
を
討
議
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す
る
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
出
席
は
不
可
欠
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
と
う
し
た

状
況
に
怠
い
て
列
強
閣
の
直
接
両
会
談
を
提
案
す
る
。
一
一
月
二
三
日
の
朝
、

フ
ラ
ン
ス
代
表
ボ
ン
ク
ー
ル
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
歩
調
を
同
じ
く
し
、
早

急
な
事
態
の
解
決
を
望
む
ア
メ
リ
カ
の
軍
縮
会
議
代
表
デ
l
ピ
ス
は
エ
リ
オ
が

週
末
に
ド
イ
ツ
代
表
ノ
イ
ラ
l
ト
と
の
予
備
会
談
の
た
め
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
訪

，
れ
る
か
否
か
打
診
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
(
お
)
。

会
談
に
向
け
て
の
下
準
備
は
主
に
英
米
間
で
進
め
ら
れ
た
。
英
外
相
サ
イ
モ

ン
は
ノ
イ
ラ
l
ト
と
会
談
し
、
英
米
仏
独
伊
の
五
ヶ
国
会
談
へ
の
ド
イ
ツ
の
出

席
を
説
き
、
ノ
イ
ラ
l
ト
は
、
サ
イ
モ
ン
の
親
独
的
姿
勢
に
よ
っ
て
予
定
を
変

更
し
、
一
旦
帰
国
後
来
週
再
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
戻
る
旨
を
伝
え
、
一
一
月
二
五

、
、
、
、
、
、
、

日
ド
イ
ツ
は
確
固
た
る
保
証
な
し
に
会
談
を
受
諾
し
た
(
鈎
)
。
乙
う
し
た
一
連

の
動
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
大
き
な
不
安
を
与
え
、
先
の
ド
イ
ツ
側
の
会
談
受
諾

に
は
何
か
裏
取
引
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
会
談
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
に

不
利
な
条
件
が
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
フ
ラ
ン
ス
に
疑
念
を
抱
か
せ
た

が
〈
初
)
、
結
局
、
一
一
月
三

O
自
に
エ
リ
オ
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
赴
く
乙
と
を
承

諾
す
る
(
幻
)
。
.
乙
れ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
説
得
が
功
を
奏

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
フ
ラ
ン
ス
側
の
会
談
に
お
け
る
孤
立
化
の
懸
念
に

対
し
て
、
危
険
は
認
め
る
が
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
は
で
き
る

だ
け
の
乙
と
を
す
る
乙
と
、
ド
イ
ツ
の
術
策
に
陥
い
ら
な
い
よ
う
努
め
る
旨
を

イ
ギ
リ
ス
は
表
明
し
、
乙
れ
に
よ
っ
て
エ
リ
オ
は
友
邦
イ
ギ
リ
ス
と
の
緊
密
関

係
に
期
待
し
て
出
席
に
同
意
し
た
の
で
あ
っ
た
(
認
可

会
談
に
向
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
が
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
と
権
利

平
等
問
題
を
切
り
離
し
て
考
え
る
乙
と
を
主
張
す
る
だ
ろ
う
し
、
英
米
伊
は
乙

れ
を
支
持
し
て
簡
単
な
原
則
を
認
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
、
乙
れ
に

対
し
て
、
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
に
対
す
る
議
論
を
主
張
す
る
乙
と
を

基
本
に
据
え
た
。
そ
の
上
で
.
第
一
に
、
権
利
平
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
.
乙

れ
が
法
律
上
の
問
題
で
は
な
く
、
政
治
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
し
.
従

来
か
ら
の
主
張
通
り
、
安
全
保
障
、
平
和
組
織
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

乙
と
、
権
利
平
等
承
認
の
第
一
条
件
と
し
て
武
力
行
使
の
放
棄
を
ド
イ
ツ
が
認

め
る
乙
と
。
第
二
に
、
英
仏
聞
の
基
本
的
合
意
。
第
三
に
‘
会
議
が
ド
イ
ツ
の

一
将
軍
備
の
承
認
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
乙
と
。
権
利
平
等
は
ド
イ
ツ
の
政
策

が
平
和
を
希
求
す
る
証
拠
を
明
ら
か
に
す
る
そ
の
段
階
に
応
じ
て
漸
次
実
現
さ

れ
る
べ
き
と
と
は
ど
を
確
認
し
た
(
お
)
。

乙
う
し
た
方
針
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
一
二
月
三
日
の
英
仏
会
談
、
一

二
月
五
日
の
英
米
仏
会
談
(
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
は
エ
リ
オ
、
ポ
ー
ル

・
ボ
ン
ク
l
ル
、
マ
シ
グ
リ
が
参
加
)
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
た
。
英
仏
会
談

に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ド
イ
ツ
の
会
談
参
加
へ
の
必
要
性
、
ド
イ
ツ
が
英
仏

離
閣
を
謀
る
懸
念
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
平
等
原
則
の
承
認
を
主
張
。
乙
れ
に
対

し
て
、
ェ
リ
オ
は
ド
イ
ツ
の
同
意
が
必
ず
し
も
必
要
で
は
江
い
乙
と
.
権
利
平

等
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
今
の
段
階
で
は
抽
象
的
で
あ
り
‘
ド
イ
ツ
の
要
求

を
明
確
に
さ
せ
る
乙
と
、
つ
ま
り
‘
乙
の
権
利
平
等
が
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
に
繋

が
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
と
、
ま
た
、
そ
の
点
か
ら
権
利
平
等
の
諸
条
件
の
検
証

の
仕
方
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
乙
の
権
利

平
等
問
題
と
並
行

L
て
安
全
保
障
問
題
の
討
議
の
必
要
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ

た
(
鈍
)
。
英
米
仏
会
談
で
も
フ
ラ
ン
ス
は
ほ
ぼ
同
じ
主
張
を
繰
り
返
し
、
ド
イ

ツ
に
対
す
る
疑
念
・
反
発
が
印
象
的
で
あ
る
が
、
と
う
し
た
中
で
ア
メ
リ
カ
に

よ
る
調
停
努
力
が
顕
著
と
な
る
。
デ
l
ピ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
拡
を
容
認
し
な

い
形
で
そ
の
防
衛
手
段
改
善
の
た
め
の
措
置
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
立
場

内
べ
M
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か
ら
自
ら
の
覚
書
き
を
基
礎
に
し
た
協
約
の
草
案
作
成
を
主
張
し
た
。
午
後

か
ら
の
会
談
に
は
イ
タ
リ
ア
代
表
が
招
か
れ
、
仏
伊
聞
の
接
近
が
画
さ
れ
た

(
海
軍
軍
縮
を
め
ぐ
っ
て
両
国
間
に
は
角
逐
が
存
在
、
本
会
談
で
も
と
の
点
で

厩
め
た
)
(
お
)
。

乙
う
し
て
、
一
二
月
六
目
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
英
米
仏
独
伊
五
ヶ
国
の

代
表
が
一
同
に
会
す
る
乙
と
と
な
っ
た
。
午
前
中
の
会
談
で
は
先
ず
デ
l
ピ
ス

が
、
乙
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
、
軍
縮
へ
の
第
一
歩
と
し
て
.
現
状
で
の
実

現
可
能
な
乙
と
を
実
行
す
る
た
め
、
予
備
協
定
を
提
案
し
た
覚
書
き
を
提
出
し

た
。
乙
れ
に
よ
る
と
、
山
、
即
座
に
合
意
可
能
な
軍
備
制
限
、
軍
縮
措
置
の
た

め
の
予
備
協
定
の
作
成
。
乙
の
協
定
は
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
に
み
ら
れ
る
政
治

協
議
‘
軍
事
再
編
成
を
必
要
と
し
な
い
。
協
定
は
、
大
原
則
の
確
認
に
と
ど
め
、

詳
細
に
及
ぶ
複
雑
さ
を
避
け
、
形
式
上
最
も
簡
単
は
も
の
と
す
る
。
間
、
予
備

協
定
の
実
効
期
限
は
三
年
、
一
九
三
六
年
一
二
月
コ
二
固
ま
で
と
す
る
。
個
、

予
備
協
定
は
、
管
理
機
構
を
も
っ
軍
縮
常
設
委
員
会
な
ど
を
設
立
す
る
、
な
ど
。

問
、
予
備
協
定
は
平
和
条
約
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
い
諸
国
の
軍
備
制
限
及
び

削
減
を
原
則
的
に
扱
う
。
一
般
条
約
は
.
ド
イ
ツ
の
平
等
要
求
を
満
た
し
、
ド

イ
ツ
の
軍
備
制
限
に
関
す
る
全
措
置
の
具
体
化
を
可
能
と
す
る
共
同
協
定
を
定

め
る
べ
き
全
て
の
条
件
を
含
む
、
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
乙
れ
ら
の
措
置

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
要
求
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
問
題
解
決
の
た
め
の
時
間
的

猶
予
を
ド
イ
ツ
は
公
式
に
保
証
さ
れ
る
と
同
時
に
、
権
利
平
等
を
抽
象
的
条
件
の

下
で
簡
単
に
認
め
る
乙
と
を
憂
慮
す
る
諸
国
の
懸
念
を
も
解
消
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
た
(
鉛
〉
。

乙
の
ア
メ
リ
カ
案
に
は
そ
れ
ま
で
の
議
論
に
み
ら
れ
た
諸
問
題
点
の
妥
協
的

性
格
が
窺
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
イ
ラ
l
ト
は
乙
の
デ
l
ピ
ス
案
を
原

則
的
に
は
評
価
し
な
が
ら
も
、
当
面
す
る
軍
縮
の
具
体
的
提
案
が
明
瞭
で
な
い

乙
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
エ
リ
オ
は
、
乙
れ
ま
で
同
様
、
権
利
平
等
と
安
全

保
障
の
関
係
を
問
題
と
し
た
が
、
会
議
の
目
的
が
‘
「
全
て
の
固
に
と
っ
て
安

全
保
障
を
意
味
す
る
体
制
内
に
お
け
る
権
利
の
平
等
を
ド
イ
ツ
及
び
(
条
約
に

よ
っ
て
)
軍
縮
さ
れ
た
他
の
諸
国
に
対
し
て
与
え
る
と
と
」
(
釘
〉
に
あ
る
と
L
、

乙
の
表
現
は
最
終
草
案
に
ま
で
生
か
さ
れ
た
。

午
後
の
会
談
で
も
、
形
勢
は
変
わ
ら
ず
‘
ド
イ
ツ
は
乙
れ
ま
で
の
立
場
を
固

持
し
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
ノ
イ
ラ
l
ト
は
、
先
の
米
案
は
ド
イ
ツ
の
欲
す
る

新
し
い
要
素
を
提
示
し
て
い
な
い
乙
と
、
軍
縮
の
保
証
は
見
出
さ
れ
ず
、
新
た

な
時
間
の
引
き
延
ば
し
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
乙
と
、
乙
う
し
た
状
況
で
決

定
を
下
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
ノ
イ
ラ
l
ト
は
自
ら
の
草
案
を
提
出
し

た
。
さ
ら
に
、
国
際
協
定
に
ま
る
権
利
平
等
の
承
認
で
は
十
分
と
い
え
ず
、
一

月
末
ま
で
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
か
あ
り
、
小
委
員
会
の
設
置

な
ど
に
よ
っ
て
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、

ζ

の
会

談
に
決
定
的
成
果
を
期
待
し
て
い
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
乙
乙
に
お
い
て
、

会
談
は
拶
着
状
態
に
陥
い
り
、
各
国
代
表
が
事
態
の
進
捗
を
模
索
す
る
中
.
フ

ラ
ン
ス
代
表
も
、
ド
イ
ツ
の
意
図
に
懐
疑
的
と
な
り
な
が
ら
も
、
進
行
に
努
め

る
が
、
や
は
り
基
本
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
の
討
議
を
望
ん
で
い
た
(
お
)
。

一
二
月
九
日
、
ノ
イ
ラ
l
ト
か
ら
の
テ
キ
ス
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
乙
れ

は
、
八
日
に
ポ
l
ル
・
ボ
ン
ク
l
ル
が
ノ
イ
ラ
l
ト
に
対
し
て
「
権
利
平
等
」

宣
言
葉
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
側
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
質
問
(
羽
)
へ
の

回
答
で
あ
っ
た
が
、
先
の
六
日
の
会
談
に
お
け
る
ド
イ
ツ
側
の
草
案
と
類
似
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
‘
ド
イ
ツ
及
び
軍
縮
さ
れ
た
諸
国
が
そ
の
他

の
国
と
同
じ
軍
縮
協
約
の
下
で
軍
備
制
限
を
行
い
、
期
間
及
び
軍
備
の
製
造
・
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取
引
き
、
軍
事
機
構
な
ど
も
閉
じ
条
件
で
壇
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

乙
れ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
評
価
は
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
危
倶
す
る
き
わ
め
て

警
戒
的
な
も
の
だ
っ
た

(ω)。

岡
田
の
五
ヶ
国
会
談
に
お
い
て
も
事
態
は
座
礁
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
デ
ー

ピ
ス
は
、
世
界
中
の
注
視
の
的
と
な
っ
て
い
る
本
会
談
が
決
裂
す
る
乙
と
に
よ

っ
て
、
他
の
諸
国
に
悪
影
響
が
及
ぶ
乙
と
を
懸
念
、
一
刻
も
早
く
、
会
談
が
ま

と
ま
る
乙
と
を
欲
し
た
。
ノ
イ
ラ
l
ト
は
権
利
平
等
の
内
容
が
明
確
に
さ
れ
ね

ば
軍
縮
会
議
へ
の
復
帰
は
な
い
乙
と
を
主
張
、
一
方
フ
ラ
ン
ス
も
、
ド
イ
ツ
再

軍
備
へ
の
懸
念
か
ら
抽
象
的
表
現
を
好
ま
ず
、
詳
細
に
及
ぶ
全
体
的
議
論
を
望

ん
だ
。
独
仏
は
と
も
に
権
利
平
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
は
異
に
し
な
が

ら
も
、
み
づ
か
ら
の
意
志
を
反
映
す
る
た
め
に
厳
密
を
期
そ
う
と
す
る
点
で
は

一
致
し
て
い
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
、
乙
の
点
で
は
と
も
に
会
談
の
妥
協
的
結

末
を
望
ま
な
か
っ
た
。

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
乙
乙
に
お
い
て
、
独
仏
双
方
の
要
求
を
同
時
に
満
た
し

た
文
書
の
起
草
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
詳
細
を
避
け
た
文
書
の

草
案
の
起
草
を
主
張
す
る
(
制
)
。
乙
の
背
景
に
は
七
日
の
デ
I
ビ
ス
と
の
会
食

で
ノ
イ
ラ
I
ト
が
一

O
日
の
夜
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
発
つ
つ
も
り
で
あ
る
旨
を

伝
え
た
乙
と
か
ら
時
間
の
余
裕
が
な
か
っ
た
点
を
指
摘
で
き
る
(
必
)
。
こ
う
し

て
、
問
題
は
、
ど
の
点
で
独
仏
両
国
が
納
得
し
て
い
る
の
か
を
知
る
乙
と
、
つ

ま
り
‘
詳
細
に
至
る
討
議
を
踏
ま
え
る
乙
と
な
く
、
最
大
公
約
数
的
妥
協
点
の

確
認
と
な
り
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
そ
の
草
案
起
草
は
委
ね
ら
れ
た
ハ
必
)
。
こ
う

し
て
時
間
的
制
約
を
理
由
に
事
態
は
妥
協
の
方
向
に
転
じ
て
い
く
が
.
フ
ラ
ン

ス
側
の
文
書
で
は
独
仏
側
の
真
意
は
明
確
で
は
な
い
。
勿
論
、
ド
イ
ツ
側
と
し

て
は
最
大
公
約
数
的
妥
協
は
詳
細
を
以
後
の
会
議
に
委
ね
る
と
い
う
条
文
を
加

え
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
自
由
の
余
地
を
残
す
だ
け
に
了
解
し
う
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
示
唆

を
う
け
入
れ
た
の
は
、
ど
ん
な
乙
と
を
し
て
も
会
議
の
責
任
を
フ
ラ
ン
ス
が
負

わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
図
か
ら
き
た
も
の
で
あ
っ
た
(
必
)
。

圏
、
結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
政
策
を
三
二
年
か
ら
三
三
年
の
国
際
連

盟
に
お
け
る
提
案
と
ド
イ
ツ
に
対
す
る
軍
備
平
等
権
承
認
問
題
を
め
ぐ
る
展
開

の
中
に
み
て
き
た
。
そ
乙
に
は
、
相
互
援
助
か
ら
軍
備
管
理
へ
の
フ
ラ
ン
ス
安

全
保
障
政
策
の
変
更
、
さ
ら
に
そ
の
移
行
過
程
で
問
題
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
へ
の

権
利
平
等
の
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
の
列
強
開
会
談
の
形
式
と
そ
乙
で
の
英

米
に
よ
る
調
停
行
動
の
前
に
結
局
そ
れ
に
妥
協
的
姿
勢
を
や
む
な
し
と
す
る
.

大
戦
前
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
窺
え
る
。

乙
れ
ら
の
乙
と
は
、
そ
の
後
三
三
年
六
月
に
英
仏
独
伊
聞
で
結
ば
れ
、
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
条
約
の
平
和
的
修
正
、
ド
イ
ツ
の
軍
備
平
等
を
約
し
た
「
四
国
協
定
」

に
内
容
的
に
も
ま
た
形
式
的
に
も
継
承
さ
れ
た
。
「
四
国
協
定
」
案
が
三
月
一

八
日
に
ム
ッ
ソ
リ
l
ニ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
直
後
、
フ
ラ
ン
ス
は
乙
の
提
案

に
対
す
る
懸
念
を
抱
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
乙
の
よ
う
な
大
国
主
義
的
問
題
解

決
方
法
が
結
局
は
国
際
連
盟
を
中
心
と
し
た
集
団
安
全
保
障
に
惇
り
、
フ
ラ
ン

ス
の
伝
統
的
小
国
関
係
重
視
の
外
交
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
い

わ
ば
‘
ョ

l
ロ
γ
パ
を
大
圏
だ
け
の
た
め
の
独
裁
的
制
度
に
再
編
し
よ
う
と
す

る
新
た
な
「
神
聖
同
盟
」
(
必
)
と
フ
ラ
ン
ス
に
は
映
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
「
四
国
協
定
」
は
そ
の
形
式
的
側
面
に
お
い
て
後
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
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と
酷
似
し
‘
そ
の
先
駆
的
事
件
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
論
じ
た
ド
イ
ツ
に

対
す
る
権
利
平
等
を
め
ぐ
る
諸
展
開
は
そ
う
し
た
一
連
の
事
件
の
系
列
の
中
で

・
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
(
必
)
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
、
し
か
も

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
対
独
宥
和
の
構
造
を
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
確
立
以
前
に
早
く

も
暗
示
し
て
い
た
と
意
義
づ
け
る
乙
と
が
で
き
ま
い
か
。
そ
し
て
‘
乙
う
し
た

過
程
の
う
ち
に
西
欧
列
強
関
係
を
中
心
と
す
る
ひ
と
つ
の
国
際
体
系
が
、
仮
に

そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
苦
悩
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
次
第
に

醸
成
さ
れ
て
い
き
、
結
局
、
そ
の
姪
槍
か
ら
フ
ラ
ン
ス
は
脱
却
し
え
な
い
と
い

う
事
態
に
収
叙
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
(
1
)
〉
・
』
・
司
・
テ
イ
ラ
ー
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
起
源
』

夫
訳
)
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
。

(
2
)
筆
者
は
第
二
次
大
戦
直
前
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
ヨ
l
ロ
ッ

パ
国
際
政
治
の
諸
展
開
に
主
た
る
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
乙
の
領
域
に

お
い
て
、
拙
稿
ご
九
三
八
年
一
二
月
六
日
仏
独
声
明
|
十
『
四
国
協

調
』
に
み
る
フ
ラ
ン
ス
の
宥
和
政
策
」
『
法
学
研
究
』
、
第
五
五
巻
八
号
、

一
九
八
二
年
八
月
、
所
収
、
及
び
、
「
ダ
ラ
デ
ィ
エ
政
権
下
の
フ
ラ
ン
ス

外
交
」
『
国
際
政
治
』
、
七
二
号
、
一
九
八
二
年
一
O
月
・
所
収
を
著
わ

し
て
き
た
。

ζ

れ
ら
と
の
関
連
で
近
年
公
刊
さ
れ
た
一
九
三
九
年
夏

の
頃
の
フ
ラ
ン
ズ
外
交
文
書
(
匂

R
s
g
s
b
e言
S
S意句

同
可
否
ロ
明
日
和
白
)
を
検
討
中
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
た
め
の
予
備
作
業

的
意
味
も
併
せ
も
っ
て
い
る
。

(
3
〉
二

0
年
代
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
研
究
し
た
邦
語
文
献
に
は
以
下
の
よ
う

〈
吉
田
輝

な
優
れ
た
も
の
が
あ
る
。
横
山
信
「
ポ
ア
ン
カ
レ
の
外
交
指
導
」
‘
篠

原
・
横
山
編
『
近
代
国
家
の
政
治
指
導
』
、
東
大
出
版
会
、
横
山
「
第
一

次
大
戦
後
に
お
げ
る
フ
ラ
ン
ス
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
一
・
一
亡
『
国

家
学
会
雑
誌
』
、
八
O
巻
、
一
二
一
号
、
三
・
四
号
、
所
収
。

漢
口
事
「
第
七
次
プ
リ
ア
ン
内
閣
に
お
け
る
賠
償
と
安
全

H
、
口
」

『
国
学
院
法
学
』
一
八
巻
.
二
号
、
三
号
、
一
九
八
O
年
九
月
、
一
二

月
、
所
収
。
漬
口
「
小
協
商
の
成
立
と
フ
ラ
ン
ス
東
中
欧
政
策
」
『
国

学
院
法
学
』
一
八
巻
、
四
号
、
一
九
八
一
年
二
月
所
収
。
漬
口
「
ロ
カ

ル
ノ
体
制
成
立
の
端
緒
|
|
第
一
次
エ
リ
オ
内
閣
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
安

全
保
障
問
題

l
|」
『
国
学
院
大
学
紀
要
同
第
一
八
巻
.
一
九
八
O
年

所
収
。
舛
添
要
一
「
《
安
全
と
強
制
》
|
|
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
と
プ
リ

ア
ン
|
|
(
一
九
二
干
年
一
月
1
一
九
二
二
年
一
月
〉
」
『
社
会
科
学

紀
要
』
第
二
六
暢
、
一
九
七
七
年
、
所
収
。

(
4
)
発
効
に
は
一
方
の
条
約
の
成
立
批
准
が
必
要
だ
っ
た
。

(
5
)
斉
藤
孝
『
戦
間
期
国
際
政
治
史
』
・
岩
波
書
底
、
一
九
七
八
年
、

一
一
五
頁
。

(
6
)
三
枝
茂
智
『
国
際
軍
備
縮
少
問
題
』
(
復
刻
版
)
原
書
一
房
、
一
九
七

五
年
、
四
八
二
頁
。

(
7
)
斉
藤
、
前
掲
書
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〈
地
域
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
・
そ
の
五
〉

私
に
と
っ
て
の
地
域
研
究

ー

l

デ
イ
シ
プ
リ
ン
の
鋳
直
し
の
た
め
に
|

一
、
『
地
波
研
究
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

私
た
ち
は
、
昨
年
四
月
に
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
で
学

び
始
め
た
と
き
、
「
地
域
研
究
」
と
い
う
名
を
、
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に

何
ら
か
の
形
で
関
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究

対
象
を
異
に
す
る
私
た
ち
を
繋
ぐ
接
点
た
り
う
る
も
の
と
し
て
、

4

一
一
一
ロ
わ
ば
外
側

か
ら
与
え
ら
れ
た
。
「
外
側
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
は
そ
の
時
点
で
、

「
地
域
研
究
」
と
い
う
も
の
を
自
分
の
研
究
と
し
て
主
体
的
に
引
き
受
け
う
る

ほ
ど
の
、
そ
ん
な
理
解
、
あ
る
い
は
自
分
な
り
の
意
味
づ
け
を
「
地
域
研
究
」

に
対
し
て
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
想
い
が
、
私
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
漠
然
と
し
た
「
地
域
研
究
」
に
、
そ
の
固
有
の
方
法
と
意
義
、
と
り
わ

け
、
今
ま
さ
に
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
強
烈
な
自
己
主
張
を

見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
ア
ジ
ア
研
究
総
論
」
の
コ
l
ス
を
通
じ
て
で

あ
っ
た
。
「
地
域
研
究
」
は
、
国
際
化
時
代
に
お
け
る
リ
ア
ル
な
現
実
認
識
か

ら
出
発
す
る
。
「
:
:
:
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
と
し
て
は
、
国
際
的
な
相
五
依

村

上

弥

生

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
〉

存
関
係
が
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
乙
の
よ
う

な
相
互
依
存
吉

g
a
a
g
a
g
n刊
の
諸
関
係
の
増
大
と
そ
は
、
現
代
世
界
の

新
し
い
潮
流
と
し
て
大
い
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
徴
だ
と
言
え
よ

う
。
だ
が
同
時
に
、
そ
う
し
た
関
係
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
相
互
間

の
魔
擦
や
緊
張
も
増
幅
し
、
多
元
化
す
る
乙
と
も
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
国
際
的
な
相
互
依
存
関
係
の
増
大
は
、
異
文
化
問
・
異
文
明
聞
の
接
触

が
絶
え
ず
と
も
な
う
も
の
だ
け
に
、
相
互
理
解
へ
の
不
断
の
努
力
が
そ
乙
に
な

け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
問
題
が
と
じ
れ
て
し
ま
う
よ
〈
1
)
私
た
ち
の
国
際
環
境

は
、
外
国
諸
地
域
と
遭
遇
し
、
そ
し
て
断
片
的
な
知
識
の
寄
せ
集
め
を
も
っ
て

そ
れ
を
「
知
る
」
乙
と
で
事
足
り
る
段
階
に
は
も
は
や
な
く
、
更
に
対
象
地
域

を
「
総
合
的
に
」
理
解
す
る
、
「
わ
か
る
」

(
2
)
乙
と
を
要
求
す
る
段
階
に
あ

る
の
で
あ
る
。

「
地
域
研
究
」
が
諸
地
域
を
「
わ
か
る
」
乙
と
を
課
題
と
す
る
と
き
、
「
地

域
研
究
」
に
国
有
の
方
法
論
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
ま
ず
第
一

.k、
そ
し
て
最

も
特
徴
的
な
と
と
と
し
て
、
そ
れ
は
「
学
際
的

zsaznSロ
ロ
曲
弓
」
な
方

-29-



法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
欧
米
地
域
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
、
欧

米
流
の
「
普
遍
主
義
」
を
前
提
と
し
た
従
来
の
社
会
科
学
の
個
別
的
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
は
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
個
別
的
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
に
よ
る
対
象
地
域
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
低
開
発
地
域
が
現
実
に
抱
え

て
い
る
諸
問
題
に
一
定
の
解
答
を
与
え
る
と
い
う
実
践
的
意
味
に
お
い
て
も
、

ま
た
対
象
地
域
を
総
合
的
に
理
解
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
決
し
て
有

効
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
東
南
ア
ジ
ア
社
会
は
、
い
ま
だ
社
会
を
構
成

す
る
諸
領
域
(
政
治
・
経
済
・
文
化
・
思
想
等
)
が
独
自
性
、
自
律
性
を
持
っ

て
動
い
て
い
る
社
会
で
は
な
い
乙
と
を
考
え
る
と
領
域
相
互
の
関
係
を
無
視
し

て
い
る
乙
の
方
法
(
特
定
の
対
象
と
し
て
、
政
治
、
経
済
、
法
制
、
思
想
、
文

化
な
ん
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
一
つ
の
領
域
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
対
象
領
媛
に

応
じ
て
、
既
存
の
学
問
体
系
を
使
用
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
経
済
領
域
を
対
象

と
し
て
取
り
あ
げ
た
ら
経
済
学
を
使
用
す
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
対
象
領
域
を

解
明
す
る
と
い
う
方
法
)
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
社
会
の
実
体
に
は
迫
れ
な
い
よ

う
に
思
う
。
」

(
3
)
私
た
ち
と
諸
地
域
と
の
相
互
理
解
の
ル
l
卜
を
、
既
成
の

個
別
的
専
門
諸
科
学
、
あ
る
い
は
そ
の
複
数
の
併
用
に
単
純
に
求
め
る
と
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ル
l
ト
に
よ
っ
て
は
「
翻
訳
不
可
能
な
社
会
科
学
的

状
況
」
(
矢
野
暢
〉
が
現
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ご
つ
の
文
化
は
、
そ
の
要
素
相
互
間
に
、
あ
る
種
の
内
面
的
連
関
を
も
っ

た
構
造
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
特
定
の
婆
素
の
み
を
全
体
構
造

か
ら
切
り
離
し
て
評
価
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
」

(
4
)
と
い
う
認
識
に
は
、
し

か
し
、
対
象
地
域
の
個
性
を
安
易
に
固
定
化
し
、
そ
の
文
化
の
静
的
な
側
面
の

考
察
に
終
始
す
る
危
険
性
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
「
文
化
的
ア
プ
ロ
ー

チ
の
落
し
穴
」
(
中
嶋
嶺
雄
)
と
し
て
警
告
が
発
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
対

象
地
域
は
、
そ
の
個
別
性
に
即
し
て
把
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
錯
綜
す
る
国
際

関
係
の
う
ち
に
生
き
づ
く
個
別
性
と
い
う
動
的
な
側
面
か
ら
、
歴
史
的
発
展
の

当
該
地
域
に
固
有
の
論
理
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
地

域
が
互
い
に
向
か
っ
て
関
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
現
代
世
界
の
状
況
の
な
か
で
、

そ
れ
は
不
可
欠
の
努
力
で
あ
る
。

以
上
が
、
私
が
「
地
域
研
究
」
に
接
し
て
、
そ
と
か
ら
受
け
と
っ
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
で
あ
る
。
私
は
「
接
し
て
」
と
い
い
、
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
っ
た
が
、

そ
の
よ
う
に
「
地
域
研
究
」
を
他
者
と
し
て
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
私

自
身
の
研
究
内
容
(
西
欧
近
代
、
と
く
に
十
七
世
紀
の
思
想
に
つ
い
て
)
が
め

ざ
す
と
乙
ろ
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
「
地
域
研
究
」
の
特
有
の
課
題
に
直
接

に
参
与
す
る
と
と
ろ
が
少
な
い
と
い
う
判
断
か
ら
の
乙
と
で
あ
る
。
私
自
身
の

現
在
の
研
究
状
態
か
ら
、
乙
れ
以
上
の
評
論
を
「
地
域
研
究
」
|
|
高
度
に
国

際
化
し
た
時
代
に
お
い
て
産
声
を
あ
げ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
貢
献
す
る

も
の
と
し
て
の
ー
ー
に
対
し
て
試
み
る
乙
と
、
あ
る
い
は
今
後
の
方
向
を
探
る

と
い
う
乙
と
は
、
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
無
責
任
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
目
的
は
と
も
あ
れ
、
方
法
と
し
て
の
「
地
域
研
究
」
の
自
己
主

張
は
、
私
自
身
の
研
究
の
方
向
を
探
る
う
え
で
非
常
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て

く
れ
た
。
そ
と
で
以
下
、
私
自
身
の
研
究
の
な
か
で
の
「
地
域
」
と
の
出
会
い
、

私
な
り
の
「
地
域
研
究
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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二
、
思
想
、
あ
る
い
は
歴
史
研
究
に
お
け
る
『
地
蟻
研
究
」

「
地
域
研
究
」
が
生
ま
れ
、
主
張
さ
れ
る
と
い
う
動
向
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

他
地
域
の
総
合
的
な
理
解
が
急
務
と
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
化
時
代
と
い
う
現
代



の
歴
史
的
境
位
と
、
研
究
者
個
大
の
そ
の
自
覚
に
負
う
と
乙
ろ
が
大
き
い
。

「
地
域
研
究
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
関
係
は
現
在
↓
現
代
史
と
い
う
き
わ
め
て

切
迫
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
が
多
い
が
、
思
想
史
、
あ
る
い
は
広
く
歴
史
研
究

一
般
に
お
い
て
も
、
あ
る
時
代
、
あ
る
思
想
、
あ
る
出
来
事
に
何
を
見
る
か
と

い
う
研
究
者
の
姿
勢
、
ひ
い
て
は
対
象
理
解
の
成
果
に
は
、
同
様
に
現
代
に
定

位
す
る
も
の
と
し
て
の
、
研
究
者
個
人
の
歴
史
的
境
位
が
大
き
く
作
用
す
る
の

だ
と
い
え
よ
う
。
十
七
世
紀
中
葉
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
を
例
に
と
っ
て
み
る

と
、
イ
ギ
リ
ス
本
固
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
長
く
政
治
的
党
派
的
闘
争
の
武
器
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
十
七
世
紀
の
革
命
の
歴
史
が
、
よ
う
や
く
、
客
観
性
を
追

求
す
る
政
治
か
ら
中
立
な
専
門
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
科
学
的
認
識
の
対
象

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
も
後
半
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ち
そ
れ
以
後
も
、
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
各
人
の
生
き
た
現
代
か

ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
、
そ
の
ピ
ク
ト
リ
ア
朝
自

由
主
義
の
自
信
に
満
ち
た
時
代
に
あ
っ
て
、
革
命
の
歴
史
は
、
議
会
の
功
績
を

高
く
評
価
す
る
と
い
う
ホ
イ
ッ
グ
史
観
に
立
っ
て
叙
述
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
主

義
的
な
解
釈
が
多
数
に
よ
っ
て
真
剣
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
革
命
の
背
景
と
し
て

経
済
と
社
会
の
領
域
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
に

入
っ
て
両
大
戦
を
経
た
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
立
場
と
状
況
が
一
変
し
て
か
ら
で
あ

っ
た

(
5
1
現
代
と
過
去
と
の
関
係
は
現
代
の
歩
み
と
と
も
に
変
化
す
る
。

乙
の
変
化
に
基
づ
い
て
の
み
、
過
去
は
そ
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
表

情
と
を
私
た
ち
に
示
す
の
で
あ
る
。

過
去
の
事
柄
へ
の
接
し
方
が
、
研
究
者
の
歴
史
的
境
位
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
の
と
同
時
に
、
そ
う
し
て
掬
い
あ
げ
ら
れ
た
過
去
は
、
翻
っ
て
、
そ
の
研
究

者
の
生
き
る
時
代
の
自
己
理
解
を
規
定
す
る
役
割
を
担
う
乙
と
に
な
る
。
「
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
が
そ
の
ま
ま
近
代
の
起
点
に
な
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
そ
の
後
の
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
が
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
:
:
:
わ
れ

わ
れ
は
よ
く
歴
史
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

1
7
が
そ
の
ま
ま
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
を
生
み
出
し
た
と
い
う
ふ
う
な
錯
覚
を
し
ま
す
。
た
し
か
に

ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
!
?
を
除
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
は
語
れ
な
い
。
が
、

ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
!
?
の
思
怨
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
に
し
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
行
為
な
の
で
す
。
だ
か
ら
乙
そ
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

1
7
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古

典
に
な
っ
た
。
マ
キ
ャ
ベ
リ
が
そ
う
で
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
を
社
会
科
学
的
認
識
の

端
緒
に
し
た
の
は
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
そ
の
人
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社
会
科
学
の
歩
み
で
す

(
6
)
。」

歴
史
研
究
に
お
い
て
研
究
者
が
対
象
と
相
対
す
る
と
き
、
そ
乙
に
は
〈
現
代

↓
過
去

V
・
〈
現
代
↑
過
去
〉
と
い
う
こ
重
の
相
五
規
定
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
二
重
の
時
代
的
な
自
己
理
解
が
な
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
研
究
に
限
ら
ず
、
一
般
に
歴
史
の
歩
み
は
、
そ
の

よ
う
な
現
代
と
過
去
と
の
相
互
規
定
の
弛
ま
ぬ
積
み
重
ね
に
あ
る
と
き
宮
九
ょ
う
。

し
か
し
歴
史
研
究
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
研
究
者
個
人
の
意
識
に
お
い
て
完
結

す
る
形
で
行
な
わ
れ
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
鮮
明
に
現
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
研
究
者
が
対
象
を
見
る
た
め
に
用
い
る
貝
即
ち
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に
ま
で
浄
化
さ
れ
た
方
法
は
、
そ
れ
以
前
の
方
法
と
の
一
定
の
連
続
性
を
保

ち
な
が
ら
も
、
や
は
り
本
質
的
に
は
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
時
代
的
に
規
定

さ
れ
た
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、

ど
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
旧
い
も
の
か
ら
新
じ
い
も
の
へ
と
鋳
直
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

「
上
下
貴
肢
を
問
わ
ず
、
誰
も
が
、
そ
の
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
営
み
に
い
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た
る
ま
で
、
慣
習
や
法
、
社
会
や
政
治
、
国
内
外
の
事
件
な
ど
の
織
り
な
す
複

雑
で
た
え
ず
変
化
す
る
全
構
造
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
人
々
は
、
そ
れ

ら
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
ろ
く
に
知
り
も
せ
ず
、
ま
し
て
な
ん
の
ζ

と
や
ら

わ
か
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
努
力
は
、
た
だ
奥
深
く
か

く
さ
れ
た
彼
ら
の
個
性
に
つ
い
て
わ
ず
か
し
か
許
さ
れ
ぬ
瞥
見
を
試
み
る
乙
と

ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
過
ぎ
去
り
ゆ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
全
構
造
を
復
原
し

て
、
そ
れ
が
彼
ら
に
ど
う
作
用
し
た
か
を
し
ら
べ
る
乙
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
過
去
の
生
活
を
つ
つ
み
制
御
し
て
い
た
周
囲
の
事
情
を
、
い
く
つ

か
の
点
で
は
、
そ
の
も
と
で
生
活
し
て
い
た
人
々
自
身
が
知
っ
て
い
た
以
上
に

よ
く
知
ろ
う
と
も
っ
と
め
る
の
で
あ
る

(
7
)
。
」
ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン
は
自
ら
の

社
会
史
叙
述
の
目
的
を
以
上
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
社
会
史
の
主
張

は
、
従
来
の
歴
史
研
究
で
は
と
り
残
さ
れ
て
い
た
領
域
を
と
り
あ
げ
る
と
と
に

よ
っ
て
、
歴
史
叙
述
に
要
求
さ
れ
る
客
観
性
・
総
体
性
を
満
た
そ
う
と
す
る
と

と
ろ
に
あ
る
。
い
か
に
時
代
に
規
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
歴
史
研
究
に
は
、
各
時

代
を
貫
い
て
よ
り
以
上
の
客
観
性
へ
の
飽
く
な
き
執
着
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
客
観
的
と
は
ど
う
い
う
と
と
か
。
乙
の
場
合
そ
れ
は
、
ド
レ
ヴ
エ
リ

ア
ン
の
一
節
に
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
対
象
の
現
実
|
l
そ

れ
は
そ
の
事
象
の
も
つ
多
様
な
側
面
が
混
沌
と
し
て
交
り
合
っ
て
い
る
か
ら
と

そ
生
き
生
き
と
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
ー
ー
を
総
合
的
に
対
象
化
す

る
と
い
う
ζ
と
で
あ
る
。

客
観
性
の
追
求
と
い
う
歴
史
研
究
に
一
貫
し
た
手
続
き
は
、
決
し
て
無
味
乾

燥
な
人
間
不
在
の
社
会
科
学
を
意
味
し
な
い
。
か
え
っ
て
と
の
条
件
が
十
分
に

満
た
さ
れ
る
と
と
で
、
先
に
述
べ
た
歴
史
的
境
位
に
根
ざ
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
鋳
直
し
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
客
観
化
の
作
業
に
は
、
既
成
の
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
と
そ
の
一
定
の
成
果
を
今
一
度
混
沌
と
し
た
対
象
の
現
実
の
う
ち
に
沈

め
て
み
る
と
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
の
作
業
を
通
じ
て
初
め
て
、
対

象
を
独
自
の
統
一
的
な
視
点
の
も
と
に
把
握
す
る
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方

法
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

対
象
の
リ
ア
ル
な
現
実
の
う
ち
に
、
自
ら
の
既
成
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
沈
め

て
み
る
と
い
う
作
業
に
向
か
う
と
き
、
私
は
歴
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
に
お
け

る
「
地
域
」
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
ト
レ
ヴ
エ
リ
ア
ン
が
「
生
活
の
不
断
の
流

れ
」
と
呼
ぶ
と
乙
ろ
の
も
の
、
即
ち
、
歴
史
の
な
か
の
新
し
い
流
れ
と
旧
い
流

れ
が
片
時
と
し
て
分
た
れ
る
と
と
な
く
交
り
合
い
、
そ
れ
で
い
て
ひ
と
つ
の
場

面
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
結
局
は
矢
野
暢
氏
が
「
地
域
」
の

設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
、
「
そ
の
設
定
の
基
準
は
、
地
域
を
結
び
つ
け
て
い
る

紐
帯
に
あ
る
と
恩
い
ま
す
。
。
『

g件、
H
，
Eh富山
O
ロ
と
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
う
い
う
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
地
域
を
設
定
す

る
乙
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す

(
8
)
」
と
語
る
と
き
の
「
地
域
」
に
等
し
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
の
研
究
に
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、
あ
る
思
想
家
の
思

想
の
政
治
・
経
済
・
科
学
・
哲
学
・
芸
術
全
て
の
側
面
に
ま
た
が
り
、
そ
れ
ら

を
有
機
的
に
あ
ら
し
め
て
い
る
時
代
的
・
歴
史
的
文
脈
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
う
。

自
ら
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
、
特
定
時
代
の
リ
ア
ル
な
現
実
に
沈
め
よ
う
と
し

て
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
地
域
」
に
接
近
す
る
と
き
、
そ
し
て
そ
乙

か
ら
再
び
、
現
代

T
4過
去
と
い
う
相
互
関
係
に
即
し
て
新
し
く
鋳
直
さ
れ
た

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
と
り
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
「
学
際
的
」
と
い
う
「
地

域
研
究
」
に
固
有
の
方
法
に
出
会
う
。
「
学
際
的
」
の
方
法
を
意
識
的
に
採
用

す
る
と
と
は
、
西
欧
自
身
が
生
み
出
し
て
き
た
社
会
科
学
の
専
門
諸
科
学
を
用
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い
て
西
欧
を
扱
う
場
合
に
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
非
西
欧
地
域
を
扱
う
場
合
と
同

様
に
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
西
欧
の
よ
う
に
研
究
が
進
み
、
第
二
次
資
料

の
み
な
ら
ず
そ
の
上
に
幾
層
も
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い

て
は
、
諸
科
学
の
細
分
化
、
「
タ
コ
ツ
ボ
化
」
は
避
凶
り
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う

な
状
況
だ
か
ら
と
そ
、
時
代
的
に
規
定
さ
れ
る
研
究
者
の
問
題
意
識
か
ら
生
ず

る
視
点
の
移
動
、
方
法
の
変
容
が
自
由
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
複
数
の
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
を
も
っ
て
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
向
か
い
、
そ
れ
ら
の
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
の
照
準
す
る
対
象
領
域
相
互
の
関
係
を
検
証
す
る
乙
と
で
、
「
地
域
」

の
有
機
的
総
体
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
と
と
は
、
特
に
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
「
地
域
」
と
い
う
も
の
、
ま
た
「
地
域
研
究
」
の
方
法
は
、
か

く
し
て
、
社
会
科
学
に
携
わ
る
者
が
日
常
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

、
「
文
化
主
議
』
、
あ
る
い
は
相
対
主
議
に
つ
い
て

「
『
共
約
不
可
能
性
』
論
争
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
科
学
の
歴

史
を
成
り
上
っ
た
(
成
功
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
)
現
在
の
理
論
か
ら
眺

め
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
歴
史
的
な
時
聞
が
近
接
し
て
い
る
二
つ
の
理
論
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
時
点
そ
の
時
点
に
お
け
る
、
全
体
的
、
有
機
的
な
知
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
当
該
の
科
学
理
論
が
照
応
す
る
か
、
と
い
う

点
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
と
乙
ろ
に
と
そ
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
円
錐
の
比
愉
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
を
眺
め
る

に
際
し
て
、
現
代
か
ら
の
光
苦
に
よ
っ
て
照
明
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
底

面
全
体
に
視
点
を
置
い
て
、
底
面
全
体
の
な
か
で
科
学
理
論
を
考
え
、
そ
う
し

た
底
面
の
加
算
と
い
う
形
で
歴
史
を
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と

に
も
な
ろ
う
か

(
9
)
。」

科
学
史
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
が
、
村
上
陽
一
郎
氏
の
と
の
主
張
は
、

科
学
史
に
お
い
て
今
ま
で
科
学
理
論
か
ら
分
離
さ
れ
て
さ
た
「
底
面
」
の
他
の

領
域
、
そ
れ
ぞ
れ
も
ま
た
個
別
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
恩
想
史
の
各
領
域
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
の
一
つ
を
中
心
に
考
察
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ

は
「
底
面
全
体
に
視
点
を
置
い
て
」
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
示
唆

で
も
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
思
想
史
に
お
け
る
知
の
「
地
域
」
の
総
合
的
研

究
を
提
唱
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
各
時
代
を
そ
れ
ぞ
れ
全
体
的
に
そ
の
個

性
か
ら
把
え
て
ゆ
と
う
と
す
る
乙
の
姿
勢
は
、
さ
ら
に
は
、
各
時
代
を
等
価
的

に
位
置
づ
け
る
相
対
主
義
の
歴
史
意
識
に
つ
な
が
る
。
あ
る
ひ
と
つ
の
領
域
に

限
っ
て
各
時
代
を
比
較
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
野
の
発
達
未
発
達
が
、
他
の

領
域
と
の
有
機
的
連
間
に
あ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
捨
象
さ
れ

て
、
単
一
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
乙
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
ひ
と

つ
の
視
点
の
絶
対
化
を
避
け
、
各
時
代
の
も
つ
可
能
性
を
探
ろ
う
と
い
う
の
が

「
底
面
全
体
に
視
点
を
置
」
く
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

乙
の
時
代
的
な
「
底
面
全
体
」
を
「
文
化
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
(
矢
野
暢
)
と

い
う
概
念
に
拡
大
し
て
考
え
て
み
る
と
、
各
時
代
を
相
対
的
に
位
置
づ
け
る
と

い
う
考
え
方
は
、
そ
の
縦
軸
と
し
て
の
時
聞
が
、
地
理
的
な
横
軸
に
転
換
さ
れ

て
、
「
地
域
研
究
」
に
お
け
る
「
文
化
主
義
」
(
矢
野
暢
)
の
主
張
が
現
れ
て
く

る
。
時
代
を
、
地
域
を
「
底
面
全
体
」
と
し
て
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を

相
対
化
し
、
「
そ
う
し
た
底
面
会
体
の
加
算
と
い
う
形
で
歴
史
を
」
、
そ
し
て
世

界
を
再
構
成
し
直
そ
う
と
す
る
乙
と
、
そ
れ
は
欧
米
の
「
普
遍
主
義
」
を
ひ
と

つ
の
頂
点
と
し
て
、
そ
と
か
ら
他
地
域
を
、
歴
史
を
一
義
的
に
裁
断
し
よ
う
と

。九日
w

n
d
 



す
る
欧
米
中
心
主
義
へ
の
全
体
的
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
の
地
点
で
、
地
理
的
に
広
が
る
現
代
世
界
を
対
象
と
す
る
「
地
域
研
究
」
的

な
学
問
と
、
様
々
な
歴
史
的
研
究
を
行
な
う
諸
学
問
と
が
、
現
代
と
い
う
そ
の

歴
史
的
境
位
に
お
い
て
合
流
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
諸
地
域
を
そ
れ
ぞ
れ
等
価
値
的
に
位
置
づ
同
り
る
と
い
う
乙
と
が
、

そ
れ
ら
が
抱
え
て
い
る
諸
問
題
|

l
貧
困
、
不
平
等
な
ど
の
絶
対
的
悪
ー
を

そ
の
ま
ま
受
砂
入
れ
る
乙
と
を
意
味
し
な
い
よ
う
に
、
歴
史
の
研
究
に
お
砂
る

相
対
化
の
努
力
も
ま
た
、
絶
対
的
な
相
対
主
義
、
価
値
意
識
の
欠
如
し
た
相
対

主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
と
は
自
明
で
あ
る
。
「
文
化
主
義
」
あ
る
い

は
相
対
主
義
の
本
意
は
、
価
値
を
一
日
一
多
様
化
さ
せ
、
対
象
を
見
る
目
を
押
し

広
げ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
現
代
世
界
の
可
能
性
を
広
く
探
っ
て
ゆ
く
と
と
ろ
に

あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
可
能
性
が
汲
み
出
さ
れ
る
の
は
、
全
て
「
地
域
」
の

リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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夫
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』
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。
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ジ
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リ
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争
」
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経
済
、
社
会
の
領
域
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偏
重
か

一
九
七
九

十

1
十

ら
生
み
出
さ
れ
た
仮
説
は
事
実
か
ら
か
な
り
隔
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っ
て
い
る
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し
て
、

様
々
な
研
究
の
方
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暢
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《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

中
国
の
対
朝
鮮
半
島
政
策
と
中
朝
関
係

ー
朝
鮮
戦
争
と
中
朝
関
係
の
転
換
|

一
、
建
国
直
後
の
商
圏
、
両
党
関
係

一
九
四
五
年
八
月
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
極
東
に
は
一
種
の
「
真
空
」

状
態
が
生
じ
た
。
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
合
衆
国
と
ソ
連
邦
と
い
う
こ
大
国
に
よ
り
武
装
解
除
、
分
割
占
領
さ

れ
た
朝
鮮
半
島
は
北
緯
三
八
度
線
を
境
に
し
て
南
北
が
互
い
に
補
色
の
関
係
に

あ
る
別
の
色
に
塗
り
分
叫
り
ら
れ
、
分
断
の
固
定
化
に
伴
っ
て
、
四
八
年
八
月
に

は
南
に
大
韓
民
国
、
翌
九
月
に
は
北
に
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
い
う
こ

つ
の
政
府
が
相
前
後
し
て
互
い
に
相
手
の
存
在
を
否
定
す
る
形
で
成
立
し
、
双

方
が
朝
鮮
半
島
に
於
け
る
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
と
と
を
主
張
し
、
統
一
を

強
く
拒
否
し
た
。

一
方
、
中
国
大
陸
で
は
翌
四
九
年
、
国
共
内
戦
で
勝
利
を
収
め
た
共
産
党
に

よ
り
一

O
月
一
自
に
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
が
宣
せ
ら
れ
た
。
同
月
四
日
に

大

崎

雄

二

(
日
本
放
送
協
会
金
沢
支
局
)

は
共
和
国
の
朴
憲
永
外
相
が
北
京
に
書
簡
を
送
り
、
二
日
後
の
六
日
に
は
周
思

来
外
交
部
長
が
乙
れ
に
回
答
し
た
と
と
に
よ
り
、
両
国
間
に
正
式
な
外
交
関
係

の
樹
立
と
な
る
が
、
共
和
国
が
北
京
に
外
交
使
節
を
送
っ
た
の
は
、
ソ
ビ
エ
ト

や
チ
ェ
コ
に
対
し
て
よ
り
も
遅
い
翌
五

O
年
の
一
月
末
の
乙
と
で
あ
り
、
中
国

の
初
代
駐
平
壌
大
使
が
金
日
成
に
信
任
状
を
提
出
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
さ
ら

に
遅
れ
て
、
既
に
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
同
年
八
月
半
ば
の
乙
と
で
あ
っ
た
〈

1
1

乙
れ
は
単
に
外
交
上
の
手
続
き
の
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
、
当
事
の
両
国
、
両

党
閣
の
意
志
の
疎
通
に
は
微
妙
な
騎
り
が
あ
っ
た
と
と
は
否
め
な
い
。

そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
両
国
が
共
に
社
会
主
義
を
目
指
す
園
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
「
解
放
」
の
形
態
、
条
件
等
は
著
し
い
相
違
点
を
持
ち
、
両
国
の
指

導
者
相
互
間
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
特
別
な
紐
帯
は
存
在
し
な
か
っ
た
乙
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

当
時
の
ソ
連
邦
H
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
関
係
に
於
い
て
も
中
朝
両
国
は
際
立
っ

た
差
異
を
見
せ
て
い
る
。
共
和
国
は
ソ
ビ
エ
ト
赤
軍
の
強
力
な
支
持
の
下
に
誕

生
し
た
政
権
で
あ
り
、
指
導
者
金
目
成
は
圏
内
に
支
持
基
盤
を
持
た
な
い
ス
タ

-35ー



ー
リ
ン
の
代
理
人
に
他
な
ら
ず
、
東
欧
諸
国
に
戦
後
誕
生
し
た
政
権
、
例
え
ば
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ラ
コ
シ
、
東
ド
イ
ツ
の
ウ
ル

ブ
リ
ヒ
ト
等
が
指
導
す
る
「
小
ス
タ
ー
リ
ン
型
」
政
権
と
共
通
項
を
持
っ
て
い

る
。
朝
鮮
北
半
部
の
「
解
放
」
は
ソ
ビ
エ
ト
赤
軍
の
タ
ン
ク
と
共
に
外
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
共
内
戦
を
自
力
で
戦
い
抜
い
て
勝
ち
得
た
中
国

革
命
の
「
解
放
」
と
は
性
格
を
全
く
異
に
す
る
。

ま
た
、
ソ
ビ
エ
ト
赤
軍
の
強
力
な
後
ろ
楯
を
力
に
金
目
成
将
軍
と
し
て
登
場

し
た
金
聖
(
成
)
柱
は
、
延
安
の
中
共
指
導
部
と
は
直
接
つ
な
が
り
を
持
た
な

い
東
北
の
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
出
身
の
無
名
の
男
で
あ
る

(
2
1
金
山
の
語
る

と
と
ろ
で
は
、
当
時
、
中
国
で
の
朝
鮮
人
共
産
主
義
運
動
は
中
共
中
央
の
指
導

下
に
は
な
く
、
抗
日
朝
鮮
人
パ
ル
チ
ザ
ン
と
接
触
が
あ
っ
た
の
は
延
安
の
中
央

と
直
結
す
る
人
物
で
は
な
く
て
、
李
立
三
で
あ
り
、
楊
靖
字
で
あ
り
、
周
保
中

で
あ
っ
た
と
い
う

(
3
1

一
方
、
延
安
の
革
命
根
拠
地
で
中
共
中
央
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
の
は
、

金
科
奉
、
峯
昌
益
、
朴
一
百
円
、
許
貞
淑
、
雀
武
亭
ら
の
朝
鮮
人
革
命
家
遥
で
、

一
九
四
二
年
に
朝
鮮
義
勇
軍
(
司
令
官
H
雀
武
亭
、
参
謀
長
H
朴
孝
三
)
が
成

立
す
る
と
、
金
元
鳳
ら
の
軍
事
指
導
者
と
は
別
に
、
軍
内
部
で
政
治
的
指
導
者

と
し
て
の
動
き
を
見
せ
て
く
る

(
4
1

乙
れ
ら
「
延
安
派
」
の
指
導
者
逮
は
、
雀
庸
健
・
民
族
保
衛
相
ら
の
抗
日
パ

ル
チ
ザ
ン
系
の
実
力
者
と
共
花
、
共
和
国
建
国
後
、
政
府
、
党
の
要
職
に
就
く

が
〈
5
〉
、
金
日
成
ら
「
ソ
ビ
エ
ト
派
」
の
優
位
は
不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
。

金
日
成
の
「
後
見
人
」
と
し
て
特
命
全
権
大
使
の
任
に
あ
っ
た
ソ
ビ
エ
ト
赤
軍

の
チ
ス
チ
ャ
コ
フ
大
将
は
、
一
九
四
八
年
末
に
赤
軍
の
撤
退
が
完
了
し
、
翌
四

九
年
三
月
に
両
国
聞
に
経
済
文
化
協
力
等
の
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
平
壌
に

残
留
し
た
。

外
部
世
界
に
は
ご
枚
岩
」
と
映
っ
た
当
時
の
中
・
朝
・
ソ
の
同
盟
、
連
繋

関
係
が
、
実
際
に
は
シ
モ
ン
ズ
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
ま
も
な
く
分
裂
に
い
た

る
厳
し
い
緊
張
を
内
在
し
て
い
た
同
盟
関
係

(
5
)
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
乙
と

は
、
そ
の
後
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
戦
争
の
遂
行
過
程
の
中
で
明
白
に
な
る
が
、

新
国
家
成
立
後
の
中
朝
聞
に
存
在
し
た
相
E
不
信
は
、
鴨
緑
江
の
水
量
ダ
ム
等

の
水
力
発
電
施
設
と
電
力
の
管
理
、
所
用
権
、
分
配
の
問
題
を
巡
っ
て
乳
畿

を
生
じ
さ
せ

(
6
)
、
一
九
四
六
年
に
雀
武
亭
が
二
千
人
の
朝
鮮
義
勇
軍
部
隊

を
率
い
て
帰
国
し
た
際
に
は
、
金
日
成
と
ソ
ビ
エ
ト
赤
軍
に
よ
っ
て
武
装
解
除

を
受
凶
り
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
引
き
起
乙
し
て
い
る

(
7
1

ニ
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
中
国
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内
戦
と
し
て
の
朝
鮮
戦
争
を
発
動
さ
せ
た
の
は
、
金
日
成
で
あ
る
が

(
8
)
、

中
国
が
開
戦
に
先
立
っ
て
乙
の
内
戦
に
容
曝
、
参
画
し
た
と
い
う
説
に
対
す
る

証
左
は
乏
し
い
。
兵
員
引
き
渡
し
と
、
中
国
の
内
政
要
因
と
に
つ
い
て
の
こ
点

か
ら
検
註
を
す
す
め
た
い
。

中
国
東
北
地
方
で
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
や
軍
人
と
し
て
活
動
し
て
き
た
朝
鮮
人

は
、
共
和
国
建
国
に
先
立
つ
一
九
四
八
年
二
月
に
創
設
さ
れ
た
人
民
軍
に
編
入

さ
れ
た
。
そ
の
帰
国
、
編
成
変
え
は
四
九
年
夏
か
ら
翌
五

O
年
春
に
か
げ
で
行

わ
れ
、
そ
の
数
は
五
万
人
と
も
言
わ
れ
、
人
民
軍
の
兵
力
の
三
分
の
一
を
占
め

る
に
至
っ
た

(
9
1

乙
れ
を
以
っ
て
、
「
中
朝
秘
密
軍
事
協
定
」
に
基
づ
く
中
国
側
の
人
的
支
援

と
み
な
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
共
同
謀
議
の
証
拠
と
す
る
説
も
あ
る
が

(m)、



乙
れ
は
余
り
に
も
短
絡
的
で
あ
り
、
論
拠
は
薄
い
。
む
し
ろ
、
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン

グ
の
挙
げ
る
二
つ
の
理
由
か
ら
と
見
る
方
が
説
得
力
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
乙
の

兵
員
の
引
き
渡
し
は
、
鴨
緑
江
の
発
電
施
設
を
巡
っ
て
生
じ
た
両
国
閣
の
不
和

解
決
の
一
方
策
で
あ
り
、
国
共
内
戦
勝
利
後
、
中
国
が
行
っ
た
軍
縮
の
一
環
で

あ
る
と
見
る
説
で
あ
る

(
U
)
。
更
に
考
え
得
る
の
は
、
国
共
内
戦
が
、
余
剰

人
員
と
化
し
て
、
園
内
の
少
数
民
族
対
策
に
脅
威
と
な
る
乙
と
を
懸
念
し
て
、

親
ソ
ビ
エ
ト
の
金
日
成
政
権
に
思
義
を
売
る
形
で
一
連
の
引
き
渡
し
を
し
た
と

い
う
と
と
で
あ
る
〈
ロ
ヲ

平
松
重
雄
は
、

ζ

の
引
き
渡
し
は
、
国
共
内
戦
時
の
一
九
四
九
年
夏
、
長
江

渡
河
を
終
え
た
時
期
と
、
翌
五

O
年
四
月
に
第
四
野
戦
軍
(
旧
東
北
民
主
連
軍
)

が
海
南
島
攻
略
を
完
了
し
た
直
後
に
行
わ
れ
た
と
述
べ
、
そ
の
工
作
に
介
在
し

て
い
た
の
は
、
李
立
三
、
周
保
中
ら
の
「
続
ソ
ビ
エ
ト
、
親
共
和
国
、
非
毛
沢

東
」
系
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
(
臼
)
。

ま
た
、
人
員
に
つ
い
て
も
、
中
国
側
の
最
近
の
資
料
に
よ
る
と
、
四
六
年
か

ら
四
八
年
ま
で
国
共
内
戦
に
延
辺
(
現
在
の
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
)
か

ら
参
軍
し
た
者
は
、
五
万
二
千
余
名
(
う
ち
八
五
%
が
朝
鮮
族
)
で
あ
り
、
朝

鮮
戦
争
に
は
延
辺
だ
け
で
軍
人
と
し
て
八
千
余
名
、
非
戦
闘
員
(
通
訳
、
看
護

婦
等
)
五
七
四
O
名
が
参
加
し
た
と
い
い
、
前
述
の
数
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

(uy 

更
に
、
当
時
の
中
国
の
内
政
事
情
を
見
て
も
、
朝
鮮
で
の
戦
争
に
よ
り
利
益

を
得
る
理
由
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
。
新
中
国
成
立
直
後
、
園
内
で
は
土
地
改

革
を
初
め
と
す
る
民
主
諸
改
革
を
遂
行
す
る
任
務
と
国
民
党
残
党
、
地
主
、
封

建
勢
力
等
の
根
強
い
抵
抗
と
の
板
挟
み
で
、
国
家
建
設
と
国
民
統
合
と
に
力
を

割
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
で
あ
る
。
建
党
以
来
三

O
年
国
共
内
戦
の
勝
利
ま
で
武

力
闘
争
を
継
続
し
て
き
た
中
共
指
導
部
は
、
平
和
的
国
家
建
設
の
青
写
真
し
か

当
時
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
乙
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
九
五

O
年
六
月
一
四
日
の
劉
少
奇
報
告
を
受
げ
て
、
人
民
政
治
協
商
会
議

は
第
一
期
第
二
回
全
体
会
議
で
土
地
改
革
案
を
可
決
し
、
中
国
革
命
の
一
つ
の

大
き
な
柱
で
あ
る
土
地
改
革
法
は
六
月
三

O
自
に
公
布
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て

い
た
。
戦
争
勃
発
の
二
目
前
の
六
月
二
三
目
、
乙
の
会
議
の
閉
幕
に
あ
た
っ
て

毛
沢
東
は
「
戦
争
は
既
に
山
を
越
え
た
。
乙
れ
か
ら
は
土
地
改
革
と
社
会
主
義

の
山
を
越
え
、
平
和
建
設
を
進
め
よ
う
」
と
挨
拶
を
し
て
い
る
が
ハ
日
)
、

ζ

の
中
か
ら
は
「
来
た
る
べ
き
戦
争
」
に
つ
い
て
読
み
と
る
乙
と
は
困
難
で
あ
る
。

更
に
開
戦
後
、
中
国
当
局
及
び
そ
の
報
道
機
関
か
ら
は
、
ま
と
ま
っ
て
準
備

さ
れ
た
声
明
、
報
道
は
な
く
、
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
、
開
戦
後
四
八
時
間
も
北

京
の
新
聞
に
戦
争
報
道
は
な
か
っ
た
乙
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
尚
三
開
戦
の

三
日
後
、
六
月
二
八
日
に
な
っ
て
漸
く
曲
さ
れ
た
周
恩
来
声
明
も
、
ト
ル
l

マ

ン
の
声
明
に
対
す
る
反
駁
で
あ
り
、
朝
鮮
で
の
戦
争
に
つ
い
て
の
直
接
の
非
難

は
な
く
、
第
七
艦
隊
の
台
湾
派
遣
に
対
す
る
批
判
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る

(げ〉。
乙
う
し
た
と
と
だ
け
を
見
て
も
、
「
共
同
謀
議
説
」
の
拠
り
所
は
殆
ど
見
当

た
ら
ず
、
む
し
ろ
開
戦
直
後
の
中
国
側
の
困
惑
が
自
に
つ
く
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
人
民
軍
の
当
初
の
快
進
撃
に
対
し
て
、
中
国
が
そ
の
後
、
一
定
の
信
頼
を

持
っ
た
乙
と
は
、
八
月
ニ

O
自
に
周
思
来
が
国
速
に
送
っ
た
電
報
の
文
面
か
ら

も
推
測
で
き
る
。
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三
、
中
園
事
戦
の
宵
最



一
九
五

O
年
九
月
一
五
目
、
国
連
軍
が
仁
川
に
上
陸
し
、
緯
国
軍
は
三
八
度

線
を
越
え
て
、
一
カ
月
後
に
は
平
纏
が
占
領
さ
れ
る
。
予
想
外
の
戦
争
勃
発
か

ら
、
十
月
八
日
、
毛
沢
東
が
中
国
人
民
志
願
軍
に
朝
鮮
へ
の
出
動
・
参
戦
命
令

を
発
す
る
ま
で
、
中
国
当
局
内
部
で
如
何
な
る
意
志
決
定
過
程
が
あ
っ
た
の
か

を
検
討
し
て
み
た
い
。

朝
鮮
義
勇
軍
の
組
織
的
帰
国
か
ら
人
民
軍
支
援
を
強
化
し
て
き
た
中
国
が
、

共
和
国
と
の
密
約
と
ソ
ビ
エ
ト
か
ら
の
要
請
に
応
じ
る
形
で
、
毛
沢
東
、
林
彪
、

彰
徳
懐
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
劉
少
奇
ら
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
敢
行
し
た

派
兵
で
あ
る
と
す
る
見
方
(
四
)
か
ら
、
逆
に
、
戦
争
の
計
画
と
準
備
に
中
国

が
加
担
し
た
証
拠
は
な
く
、
国
境
の
水
力
発
電
施
設
等
の
権
益
保
護
の
動
機
か

ら
、
限
定
的
、
自
衛
的
に
出
兵
し
た
も
の
で
、
当
初
、
慎
重
に
そ
の
効
果
と
影

響
を
検
討
し
て
い
た
と
い
う
説
(
初
〉
ま
で
、
中
国
参
戦
に
関
し
て
諸
説
が
あ

る
。
ま
た
、
乙
の
時
期
に
政
府
、
軍
内
部
で
、
合
衆
国
の
箪
事
力
認
識
に
つ
い

て
一
場
の
論
争
が
あ
っ
た
乙
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
幻
〉
。

中
国
参
戦
の
背
景
に
は
、
東
北
地
方
に
対
す
る
領
土
保
全
と
自
衛
の
目
的
が

第
一
に
あ
り
、
副
次
的
に
国
民
統
合
と
国
際
共
産
主
義
運
動
の
中
で
の
発
言
力

強
花
を
狙
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

戦
局
が
大
き
な
変
化
を
見
せ
始
め
た
一
九
五

O
年
秋
、
合
衆
国
を
主
力
と
す

る
国
連
軍
が
国
境
地
帯
に
迫
り
、
人
民
軍
の
敗
残
兵
や
政
府
関
係
者
が
多
数
延

辺
等
の
東
北
地
区
に
逃
亡
、
亡
命
す
る
事
態
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
中
国
は

二
重
の
不
安
に
晒
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。

第
一
に
は
、
国
連
H
合
衆
国
軍
に
よ
る
東
北
攻
撃
に
理
由
を
与
え
る
乙
と
で

あ
る
。
鴨
緑
江
の
発
電
施
設
の
み
な
ら
ず
、
東
北
各
都
市
に
日
本
が
残
し
た
重

工
業
設
備
が
戦
火
に
よ
る
破
壊
を
受
け
れ
ば
、
新
中
国
の
国
家
建
設
は
破
綻
の

プ
ラ
フ

の
危
機
を
迎
え
る
。
参
戦
ま
で
、
一
種
の
「
脅
し
」
と
も
受
け
取
れ
る
轡
告
を

繰
り
返
し
(
詑
〉
、
最
後
ま
で
直
接
介
入
を
避
峠
り
よ
う
と
し
た
中
国
が
、
共
和

国
と
い
う
「
緩
衝
地
帯
(
お
)
」
の
喪
失
を
迎
え
て
初
め
て
最
終
的
な
決
断
を

下
し
た
と
と
は
、
「
抗
米
援
朝
、
祖
国
防
衛
に
関
す
る
中
国
各
民
主
党
派
の
連

合白星一一一回

(MC
」
の
文
面
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

更
に
中
国
側
は
、
金
日
成
か
ら
東
北
に
亡
命
し
て
来
た
と
と
で
、
漸
く
回
復

し
た
ば
か
り
の
東
北
の
領
有
権
が
危
機
に
瀕
す
る
「
東
北
の
喪
失
」
を
懸
念
し

た
。
つ
ま
り
、
「
満
州
国
」
崩
壊
か
ら
僅
か
五
年
、
国
民
統
合
意
識
や
中
原
へ

の
所
属
意
識
の
薄
い
東
北
が
再
び
、
今
度
は
別
の
大
国
の
勢
力
下
に
入
る
乙
と

で
あ
っ
た
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
金
臼
成
軍
を
追
撃
し
て
来
た
国
連
日
合
衆
国
軍
が
、

東
北
の
国
民
党
系
ま
た
は
旧
満
州
国
系
の
勢
力
を
支
援
し
て
政
権
を
樹
て
る
可

能
性
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
全
く
ス
タ
ー
リ
ン
の
俄
儲
で
あ
っ
た
金
日
成
が
長

期
亡
命
す
る
乙
と
で
、
東
北
に
ソ
ビ
エ
ト
が
政
治
的
、
軍
事
的
な
介
入
を
す
る

司
語
性
で
あ
る
。

旧
間
島
H
延
辺
に
定
住
す
る
朝
鮮
人
は
当
時
五

O
万
人
を
下
ら
ず
(
お
)
、

不
安
定
な
延
辺
の
領
有
権
問
題
が
再
燃
す
れ
ば
、
充
分
に
民
族
独
立
運
動
が
生

起
す
る
素
地
は
あ
っ
た
。
図
ら
ず
も
「
高
闘
事
件
」
が
傍
証
と
な
る
よ
う
に
、

親
ソ
ビ
エ
ト
勢
力
に
よ
る
東
北
の
独
立
志
向
と
連
動
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。

僅
か
半
年
余
り
前
、
モ
ス
ク
ワ
で
苦
し
い
条
約
締
結
交
渉
を
続
け
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
東
北
に
対
す
る
領
土
的
野
心
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
毛
沢
東
、
周
思
来

に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
不
信
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
、
東
北
の
喪
失
は
、
次
な
る
目
標
で
あ
る
台
湾
、
チ
ベ
ッ
ト
の

「
解
放
」
を
物
理
的
に
も
不
可
能
に
す
る
ば
か
り
か
、
内
蒙
吉
、
新
彊
と
い
っ

一部一



た
脆
弱
な
部
分
に
民
族
独
立
運
動
を
波
及
さ
せ
、
中
華
人
民
共
和
国
自
体
の
存

立
を
も
困
難
に
す
る
乙
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。

建
国
間
も
な
い
新
中
国
が
五
百
万
は
下
ら
な
い
と
い
う
大
量
の
軍
隊
を
朝
鮮

に
投
入
し
た
(
お
)
有
力
な
動
機
に
は
、
乙
の
他
に
も
副
次
的
な
理
由
が
考
え

ら
れ
る
。

朝
鮮
戦
争
を
「
国
家
存
亡
の
危
機
」
と
し
て
国
民
統
合
の
手
段
に
す
る
乙
と

で
あ
る
。
国
共
内
戦
は
一
応
雌
雄
を
決
し
た
と
は
い
え
、
圏
内
の
残
存
勢
力
は

ま
だ
力
を
持
っ
て
お
り
、
人
心
・
世
論
の
統
一
と
局
面
打
聞
に
は
、
当
代
最
強

の
「
米
帝
」
を
敵
と
す
る
戦
争
は
有
効
で
あ
る
。
新
政
権
の
正
当
性
の
誇
示
に

は
孫
文
未
亡
人
を
初
め
と
す
る
旧
勢
力
の
吸
収
.
「
連
合
」
と
共
に
、
侵
略
者

「
米
帝
」
と
の
戦
争
と
い
う
大
義
名
分
が
並
立
し
、
不
安
定
要
因
の
国
民
党
帰

順
兵
を
も
戦
線
で
消
耗
す
る
乙
と
が
で
き
た
(
幻
)
。

ま
た
、
朝
鮮
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
主
張
と
い
う
側
面
も
看
過
で
き
な
い
。

「
二
重
の
緩
衝
地
帯
〈
お
と
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
朝
鮮
半
島
に
親
ス
タ

ー
リ
ン
政
権
が
誕
生
し
て
、
脆
弱
な
東
北
地
区
が
三
方
か
ら
「
包
囲
」
さ
れ
て

い
た
状
況
を
打
破
す
る
格
降
の
機
会
で
も
あ
っ
た
ι

忘
命
し
て
来
た
金
日
成
を
保

護
し
な
が
ら
、
中
国
は
共
和
国
人
民
軍
の
全
権
掌
握
を
狙
っ
た
。
事
実
上
滅
亡

し
た
共
和
国
を
「
毛
沢
東
の
軍
隊
」
で
回
復
し
、
金
日
成
政
権
を
親
中
国
政
権

に
「
再
造
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
乙
の
試
み
は
、
国
墳
の
安
定
に
寄
与

し
、
周
辺
各
国
に
対
す
る
軍
事
介
入
、
「
解
放
」
へ
の
先
例
と
も
な
り
得
る
。

さ
ら
に
は
国
際
共
産
主
義
運
動
の
中
で
、
ソ
ビ
エ
ト
が
独
占
し
て
い
た
正
統

性
の
枠
の
中
に
於
い
て
も
、
一
九
四
九
年
一
一
月
に
劉
少
奇
が
提
起
し
た
所
謂

「
劉
少
奇
テ
l
ゼ
(
羽
)
」
の
有
効
性
を
訴
え
石
乙
と
が
で
き
「
兄
弟
国
」
の

政
府
、
党
K
・
対
し
て
指
導
権
を
発
揮
す
る
た
め
の
威
信
を
高
め
る
と
と
に
繋
が

っ
た
。参

戦
に
当
た
っ
て
、
中
国
は
正
規
軍
の
投
入
を
避
け
、
宣
戦
布
告
を
し
な
い

ま
ま
、
「
志
願
軍
」
の
み
を
送
っ
て
い
る
。
五

O
年
二
月
に
漸
く
結
ぼ
れ
た

「
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
的
条
約
」
第
一
条
の
発
動
を
拒
否
し
、
朝
鮮
の
紛
争

の
い
か
な
る
局
面
に
も
、
軍
事
的
に
巻
き
込
ま
れ
る
乙
と
を
極
端
に
嫌
っ
て
い

た
(
初
)
ソ
ビ
エ
ト
の
姿
勢
を
見
な
が
ら
、
中
国
は
合
衆
国
と
の
全
面
対
決
を
慎

重
に
避
け
た
の
で
あ
る
。

ソ
ビ
エ
ト
は
後
方
で
武
器
を
売
却
し
、
借
款
を
供
与
す
る
だ
け
で
あ
っ
た

(
泊
)
と
後
に
中
国
側
の
不
満
と
し
て
表
明
さ
れ
、
中
ソ
対
立
の
原
因
の
一
っ

と
も
な
っ
た
朝
鮮
戦
争
は
、
中
朝
両
国
の
双
務
的
関
係
か
ら
見
る
な
ら
、
一
八

九
五
年
四
月
に
日
清
戦
争
の
講
和
条
約
と
し
て
縄
は
れ
た
「
下
関
条
約
」
以
来
、

中
国
が
喪
失
し
て
き
た
近
代
政
治
レ
ベ
ル
で
の
「
宗
主
権
」
を
回
復
さ
せ
、
一

九
五
三
年
七
月
の
板
門
庖
で
の
休
戦
会
談
、
協
定
成
立
以
降
、
中
国
は
ス
タ
ー

リ
ン
死
後
の
ソ
ビ
エ
ト
以
上
の
影
響
力
を
共
和
国
に
対
し
て
行
使
で
き
る
立
場

に
立
っ
た
。

同
年
一
一
月
に
は
中
朝
共
同
声
明
が
発
表
さ
れ
、
経
済
文
化
協
力
協
定
が
締

結
さ
れ
る
。
戦
争
を
経
て
「
鮮
血
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
」
中
朝
の
友
誼
は
強
固

に
打
ち
固
め
ら
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
外
交
関
係
の
進
展
と
は
逆
に
、
共
和
国

政
府
内
部
で
は
、
朴
憲
永
ら
圏
内
派
の
粛
清
に
続
き
、
「
延
安
派
」
や
「
抗
日

パ
ル
チ
ザ
ン
、
朝
鮮
義
勇
軍
系
」
の
指
導
者
逮
は
次
々
に
金
日
成
の
手
で
粛
清

さ
れ
る
(
認
可

一
九
五
八
年
二
月
、
周
思
来
総
理
、
陳
毅
外
交
部
長
、
張
聞
天
外
交
副
部
長

ら
が
訪
朝
し
、
共
同
声
明
で
(
犯
)
、
中
国
人
民
志
願
寧
の
年
内
撤
兵
が
約
束

さ
れ
る
。
同
年
一
二
月
の
金
日
成
訪
中
時
の
共
同
声
明
(
担
)
で
撤
退
完
了
は
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確
認
さ
れ
、
「
ソ
ビ
エ
ト
は
解
放
者
、
中
国
は
戦
友
」
と
位
置
付
け
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
武
器
と
毛
沢
東
の
軍
隊
で
国
土
を
奪
回
し
た
金
日
成
は
、
そ
の
後
、
圏

内
建
設
へ
と
政
策
を
転
換
す
る
。
六
0
年
代
は
、
中
ソ
対
立
の
顕
在
化
の
中
で
、

共
和
国
は
韓
国
の
朴
正
照
軍
事
政
権
の
台
頭
に
対
抗
し
、
極
め
て
難
し
い
選
択

を
迫
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。

注(
1
)
神
谷
不
二
『
朝
鮮
戦
争
l
米
中
対
決
の
原
形
』

六
六
)
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

(
2
)
玉
城
素
『
金
日
成
の
思
想
と
行
動
l
l
ア
ジ
ア
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
・

レ
l
ニ
ン
主
義
』
(
コ
リ
ア
評
論
社
、
一
九
六
六
)
、
四
五
l
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
3〉
キ
ム
・
サ
ン
、
ニ
ム
・
ウ
ェ
ル
ズ
、
安
藤
次
郎
訳
『
ア
リ
ラ
ン
の
歌
』

(
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
五
〉
、
二
ハ
四
ペ
ー
ジ
、
平
松
茂
雄
「
朝
鮮
戦
争
の

開
戦
と
中
国
l
中
共
系
朝
鮮
人
部
隊
の
役
割
|
」
『
国
際
問
題
』
第
二
O
九

号
(
一
九
七
七
月
八
月
)
四
O
l
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
坪
江
仙
二
『
改
訂
増
補
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
秘
史
』
(
巌
南
堂
書
底
、

一
九
六
六
〉
、
四
六
八
1
四
六
九
ペ
ー
ジ
。

(
5
〉
問
、
五
O
五
l
五
O
六
ペ
ー
ジ
。

〈6
〉
神
谷
、
前
掲
書
、
三
三
I
三
四
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
同
凶
。

(
8
)
金
目
成
「
す
べ
て
の
力
を
戦
争
勝
利
の
た
め
に
|
|
全
チ
ヨ
ン
ソ
ン
人

民
へ
の
放
送
演
説
|
l
」
『
キ
ム
・
イ
ル
ソ
ン
著
作
選
集
一
』
(
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、

外
国
文
出
版
社
、
一
九
七
O
て
二
八
六
l
二
九
三
ペ
ー
ジ
。

(
9
)
林
建
彦
『
北
朝
鮮
と
南
朝
鮮
』
(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

(
中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
年
て 九

五
一
ペ
ー
ジ
。

(
叩
)
林
英
樹
「
内
側
か
ら
見
た
朝
鮮
戦
争
」
民
族
問
題
研
究
会
『
朝
鮮
戦

争
史
l
l
現
代
史
の
再
発
掘
』
(
コ
リ
ア
評
論
社
、
一
九
六
七
)
、
三
五
ペ
ー

ジ隼守。
(
日
)
〉
己
申
ロ

ω
-
g同

時

HEm-
白
川
』

w
S白
。

3
2
2
H
E司
て

白

hF

吋
a

言

N
V
R
2
Z誼
吉
岡
ミ
ミ

H
b
町
民
由
主

S

S『・
(
ω
S口町
O
E

C
包
括
円

mXM『

同

M
E
a
-

同
由
目
。

)

U
・
8
1怠・

(
ロ
)
林
英
樹
、
前
掲
論
文
、
六
0
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
平
松
、
前
掲
論
文
、
三
四
l
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
M
H
)

延
迎
筋
史
研
究
所
《
延
迎
朝
鮮
族
自
治
州
概
況
》
(
延
迎
防
史
研
究
所
、

一
九
八
二
)
、
一
一
二
、
一
一
八
l
一
二
三
頁
。

(
お
〉
毛
沢
東
，
倣
一
不
完
全
的
革
命
派
a

《
毛
沢
東
選
集
》
第
五
巻
(
北

京
、
人
民
出
版
社
、
一
九
七
七
〉
、
二
五
l
二
九
頁
。

(
路
)
〉
・

ω
・
4
5目
立
ロ

m-o-u-af・喝・

E-

(
げ
)
「
周
恩
来
外
交
部
長
の
声
明
|
|
六
月
二
七
日
の
ト
ル
1
7
ン
声
明
へ

の
反
駁
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
『
新
中
国
資
料
集
成
』
第
三
巻

(
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
六
九
て
一
二
九
l
一
三

0
ペ
ー
ジ
。

(
泊
四
)
「
米
国
の
朝
鮮
侵
略
に
関
す
る
周
恩
来
外
交
部
長
の
国
連
あ
て
電
報
」
、

同
上
書
、
一
四
九
I
一五

0
ペ
ー
ジ
。

〈
四
)
林
英
樹
、
前
掲
論
文
、
士
二
ペ
ー
ジ
。

(
初
)
〉
・

ω
・4

『
E
H
E
m
-

。目M
-
a
H
Z
U
-
A
8・

(
幻
)
平
松
茂
雄
「
中
国
の
朝
鮮
参
戦
と
，
唯
武
器
論
'
批
判
l
l
参
戦
を
め

ぐ
る
政
治
的
葛
藤
に
関
す
る
一
考
察
|
|
」
『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
四
巻
第
三

号
(
一
九
七
七
年
十
月
て
一
l
二
五
ペ
ー
ジ
。
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(
忽
)
安
藤
正
士
「
中
朝
関
係
の
展
開
」
、
安
藤
正
土
・
入
江
魯
四
郎
編
『
現

代
中
国
の
国
際
関
係
』
(
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
五
て
三

O
二
ペ

ー
ジ
。

(
お
)
小
此
木
政
夫
「
朝
鮮
半
島
の
戦
略
的
価
値
」
『
コ
リ
ア
評
論
』
一
九
八

号
(
一
九
七
八
年
七
月
)
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
二
重
の
緩
衝
地
帯
」
説

に
よ
る
と
、
朝
鮮
半
島
は
、
旧
来
、
大
陸
勢
力
と
海
洋
勢
力
と
の
緩
衝
地
帯
で

あ
る
と
同
時
に
、
大
陸
勢
力
閣
の
抗
争
に
お
け
る
戦
略
的
拠
点
と
し
て
の
役
割

を
持
っ
て
お
り
、
二
重
の
戦
略
的
価
値
を
持
つ
と
い
う
。

ハ
鈍
)
「
抗
米
援
朝
、
祖
国
防
衛
に
関
す
る
中
国
各
民
主
党
派
の
連
合
宣
雪
ロ
」

日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
、
前
掲
書
、
一
八
三
l
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
「
稜
展
中
的
延
遁
朝
鮮
自
治
医
」
《
延
遜
朝
鮮
族
自
治
直
書
集
》
〈
北

京
、
民
族
出
版
社
、
一
九
五
四
)
、
六
ペ
ー
ジ
。

(
お
〉
林
英
樹
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

(
幻
〉
同
上
論
文
、
一
二
四
l

一
二
五
ペ
ー
ジ
。

(
お
〉
間
間
。

(
却
)
信
夫
清
三
郎
『
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
』
(
福
村
出
版
、
一
九
六
九
)
、
二

五
O
l
ニ
五
二
ペ
ー
ジ
。

(

m
剖
)
〉
角
田
白
岡
田

czs-同
H安
富

句

輔

自

諸

島

邑

《

U
q唱
と
え
白
諮
問
時

(
司
・
〉
・
同
V

吋
白
血
町
叩
同
一
.
回
出
町
∞
)
目

y
m
N
m
-

(
幻
)
「
対
ソ
批
判
に
関
す
る
国
防
員
委
会
副
主
席
竜
雲
の
自
己
批
判
(
抄
)

(
一
九
五
七
年
七
月
一
三
日
)
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
、
前
掲

書
第
五
巻
(
一
九
七
一
)
、
四
五
一

I
四
五
四
ペ
ー
ジ
。

(
沼
)
高
峻
石
『
朝
鮮
一
九
四
五

l
一
九
五
0
1
l
革
命
史
へ
の
証
雪
一
己

〈
一
一
二
書
房
、
一
九
七
二
て
二
七
二
1
二
七
八
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
「
中
朝
両
国
共
同
声
明

l
l
一
九
五
八
年
二
月
一
九
日
」
『
新
中
国
資

料
集
成
』
第
五
巻
(
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
一
)
、
五
八
六
l
五
九

0
ペ
ー
ジ
。

(Mg
「
中
朝
共
同
声
明

l
l
一
九
五
八
年
一
二
月
八
日
」
神
谷
不
二
編

『
朝
鮮
問
題
戦
後
資
料
』
第
二
巻
(
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
八
)
五

回

0
1五
四
二
ペ
ー
ジ
。

(
お
お
さ
き
・
ゅ
う
じ

中
国
語
科
五
七
年
度
卒
)
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東
西
ド
イ
ツ
分
断
と
ヨ

l
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
冷
戦

は
じ
め
に

本
小
論
の
具
体
的
な
要
約
に
う
つ
る
前
に
、
ま
ず
執
筆
の
動
機
な
る
も

の
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
ド
イ
ツ
を
選
ん
だ
の

は
、
自
分
が
子
供
時
代
の
大
半
を
西
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時

の
ド
イ
ツ
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
し
よ
う
。
一
九

六
四
年
、
私
が
父
の
転
勤
で
ド
イ
ツ
へ
行
っ
た
年
は
、
ヴ
ィ
リ
l
・
プ
ラ
ン
ト

が
S
P
D党
首
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
「
プ
ラ
ン
ト
外
交
」
の
幕
明
け
で
あ

る
。
し
か
し
デ
タ
ン
ト
へ
の
道
は
な
お
遠
く
、
そ
の
三
年
前
に
は
「
ベ
ル
リ
ン

の
壁
」
事
件
が
起
き
た
ば
か
り
と
い
う
、
東
西
冷
戦
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
。
一

九
六
八
年
、
チ
ェ
コ
動
乱
、
人
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
最
初
の

「
事
件
」
は
違
う
と
思
う
が
、
私
の
場
合
は
と
の
チ
ェ
コ
動
乱
が
強
烈
な
印
象

を
与
え
た
と
見
え
、
今
だ
に
プ
ラ
ハ
の
街
に
ソ
速
の
戦
車
部
隊
が
続
々
と
は
い

っ
て
く
る
ニ
ュ
ー
ス
の
映
像
が
脳
裏
に
焼
付
い
て
い
て
離
れ
な
い
。
一
九
七
O

年
、
プ
ラ
ン
ト
の
「
東
方
外
交
」
が
本
格
的
に
始
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
が
デ

タ
ン
ト
に
砕
い
、
そ
し
て
一
九
七
二
年
、
プ
ラ
ン
ト
外
交
が
そ
の
絶
頂
に
逮
し

た
年
に
私
は
日
本
へ
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

織

朱

美

(
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
)

け
る
冷
戦
と
デ
タ
ン
ト
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
身
近
な
出
来
事
で
あ
り
、
ま
た

当
時
の
ド
イ
ツ
の
社
会
に
自
分
が
少
な
か
ら
ず
影
響
さ
れ
た
乙
と
も
確
か
で
あ

る
。
そ
乙
で
一
市
民
と
し
て
見
て
き
た
冷
戦
か
ら
東
方
外
交
・
デ
タ
ン
ト
へ
と

至
る
ド
イ
ツ
の
道
が
、
ど
と
に
そ
の
発
生
地
点
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
み

た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
ド
イ
ツ
人
が
東
西
ド
イ
ツ
分
断
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
と
に
は

必
ず
「
ド
イ
ツ
は
冷
戦
の
犠
牲
に
さ
れ
た
の
だ
」
と
い
う
被
害
者
意
識
が
存
在

す
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
冷
戦
を
題
材
に
し
た
著
作
は
た
い
て
い
東
西
ド

イ
ツ
分
断
を
そ
の
一
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
ド
イ
ツ
問

題
は
そ
の
よ
う
な
米
ソ
冷
戦
構
造
の
中
で
の
み
と
ら
え
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
た
。

e

私
は
ま
ず
乙
の
疑
問
か
ら
出
発
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
私
は
東
西
ド
イ
ツ
分
断
に
は
、
米
ソ
冷

戦
の
他
に
ド
イ
ツ
内
部
の
問
題
が
存
在
し
、
東
西
ド
イ
ツ
は
各
々
の
イ
ン
タ
レ

ス
ト
を
統
一
ド
イ
ツ
の
そ
れ
よ
り
優
先
す
る
と
い
う
選
択
を
し
た
結
果
が
分
断

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

し
か
る
に
乙
の
説
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
政
財
界
や
一
部
の
知
識

人
の
間
で
さ
さ
や
か
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
現
に
も
し
と
れ
か
ら
東
西
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両
ド
イ
ツ
を
統
一
す
る
と
い
う
乙
と
に
な
れ
ば
、
政
財
界
の
人
聞
は
大
変
困
惑

す
る
と
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
叫
り
に
、
政
府
の
掲
げ
る
統
一
ド
イ
ツ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
滑
稽
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
本
音
と
建
前
の
ギ
ャ
ッ
プ

l
1
そ
れ
は
い
か
に
も
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
現
象
で
は
な
い
か
。
自
分
の
犯
し
た

過
ち
を
忘
れ
、
現
実
を
否
定
し
、
取
戻
せ
る
は
ず
の
な
い
も
の
に
執
着
す
る
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
ミ
ッ
チ
ャ
リ
ッ
ヒ
位
の
言
う
と
乙
ろ
の
「
ド
イ
ツ
的
愛
し
方
」

で
あ
る
と
思
う
。

西
ド
イ
ツ
の
外
受
政
策
は
、
長
年
東
西
ド
イ
ツ
問
題
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。

東
方
条
約
に
よ
っ
て
、
現
実
を
承
認
し
、
不
可
避
な
も
の
を
受
け
入
れ
る
乙
と

に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
外
交
政
策
は
よ
う
や
く
フ
リ
l
ハ
ン
ド
を
得
た
と
言

わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
で
も
な
お
と
の
満
た
さ
れ
得
な
い
要
求
に
縛
ら
れ
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。

本
小
論
は
、
戦
後
十
年
間
の
歴
史
を
ま
と
め
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
乙
の
よ
う

な
ド
イ
ツ
の
あ
り
方
に
対
し
て
さ
さ
や
か
な
疑
問
を
投
げ
か
け
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

ニ
つ
の
ド
イ
ツ
の
生
み
の
親
|
そ
れ
は
第
一
に
冷
戦
で
あ
り
、
第
二
に
二

つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
対
決
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
の
設
定
に
よ

り
、
東
西
ド
イ
ツ
分
断
を
第
一
部
H
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
冷
戦
(
外
的
要
因
)

と
第
二
部
H
東
西
ド
イ
ツ
対
立
(
内
的
要
因
)
と
い
う
こ
重
構
造
の
中
で
と
ら

え
て
み
る
と
と
に
し
た
。

第
一
一
部
一
九
四
五
年
1
一
九
四
九
年

一
、
第
二
次
大
戦
末
期
と
冷
戦
の
芽
生
え

「
戦
争
中
に
は
共
通
の
敵
を
倒
そ
う
と
す
る
共
通
の
目
的
が
あ
る
た
め
、
統

一
を
維
持
す
る
と
と
も
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
困
難
な
課
題
怯
戦
後
に
く
る
。

そ
れ
は
異
な
っ
た
利
害
が
連
合
国
を
分
裂
さ
せ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
」

1
l
乙

れ
は
ヤ
ル
タ
会
談
に
臨
ん
だ
際
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
言
葉
で
あ
る
。
な
ん
と
乙
の

壬
言
の
み
ご
と
に
当
っ
た
と
と
か
。

ド
イ
ツ
の
崩
壊
が
確
実
と
な
っ
た
大
戦
末
期
、
連
合
国
内
部
の
対
立
が
表
面

化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ヤ
ル
タ
会
談
に
は
じ
ま
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
を
経
て
、

東
欧
圏
成
立
と
い
う
既
成
事
実
と
あ
い
ま
っ
て
冷
戦
へ
と
発
展
じ
て
い
く
の
で

あ
る
。ま

ず
ヤ
ル
タ
会
談
の
本
質
は
、
自
国
の
影
響
力
が
で
き
る
だ
け
大
き
く
な
る

よ
う
な
か
た
ち
に
戦
後
世
界
を
も
っ
て
い
乙
う
と
考
え
る
三
大
国
の
取
引
き
過

程
と
し
て
捉
え
る
乙
と
が
で
き
る
。
三
国
の
う
ち
一
番
力
の
劣
る
イ
ギ
リ
ス
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
新
し
い
勢
力
均
衡
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

た
。
そ
乙
で
ド
イ
ツ
問
題
に
は
比
較
的
寛
大
で
、
フ
ラ
ン
ス
を
大
国
の
地
位
に

復
帰
さ
せ
る
乙
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ソ
連
勢
力
の
拡
大
を
食
止
め
る

た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
隊
の
引
場
げ
を
限
止
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
に

対
し
ソ
連
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
正
反
対
の
方
向
で
自
国
の
安
全
保
障
を
は
か
ろ
う

と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
経
済
再
建
の
た
め
力
を
蓄
え
た
い
ソ
連
は
、
西
部
ロ

シ
ア
に
お
け
る
脅
威
を
取
除
き
た
い
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
は
東
欧
を
自
国
の

勢
力
圏
に
引
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
「
防
衛
的
拡
張
」
の

方
針
を
打
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
土
が
戦
場
に
な
ら
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ

だ
け
は
安
全
保
障
上
の
不
安
が
な
か
っ
た
。
言
わ
ば
米
英
ソ
の
利
害
は
、
新
し

い
世
界
戦
争
を
ム
寸
後
と
も
長
期
に
わ
た
っ
て
避
け
た
い
と
す
る
点
に
お
い
て
の

み
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
ど
の
間
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題
に
関
し
て
も
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
と
国
際
連
合
加
盟
国
を
取
付
け
る
た
め
、

ソ
速
に
対
し
譲
歩
し
過
ぎ
た
と
と
で
あ
る
。
ま
た
最
大
の
誤
り
は
、
対
立
し
た

問
題
点
の
解
決
を
先
に
延
ば
し
、
そ
の
聞
に
何
の
手
も
打
た
な
か
っ
た
乙
と
で

あ
る
。や

が
て
ヤ
ル
タ
会
談
で
作
ら
れ
た
冷
戦
の
火
種
は
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
至
っ
て

表
面
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
の
目
的
は
、
深
ま
り
つ

つ
あ
る
米
ソ
の
講
を
埋
め
、
問
題
解
決
の
努
力
を
す
る
と
と
に
あ
っ
た
が
、
情

勢
の
変
化
に
伴
い
ア
メ
リ
カ
の
政
策
が
転
換
し
は
じ
め
、
今
ま
で
ソ
速
に
対
し
・

譲
歩
し
過
ぎ
て
損
を
し
た
分
を
取
戻
そ
う
と
し
た
た
め
、
逆
に
ソ
連
と
の
対
立

を
深
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
情
勢
の
変
化
と
し
て
、
主
な
二
点

を
あ
げ
て
お
と
う
。
一
つ
は
原
子
爆
弾
の
完
成
に
よ
っ
て
ソ
連
の
対
日
参
戦
が

不
要
に
な
っ
た
乙
と
、
も
う
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
が
経
済
的
、

政
治
的
、
軍
事
的
理
由
か
ら
ソ
連
の
拡
張
を
閉
止
で
き
る
重
要
な
固
に
思
わ
れ

て
き
た
と
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
す
で
に
各
国
の
ド
イ

ツ
占
領
政
策
が
進
行
し
て
い
た
た
め
、
結
局
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
は
ヤ
ル
タ
会
談
で

の
約
束
を
再
確
認
し
た
の
み
に
終
わ
っ
た
。

そ
し
て
東
欧
圏
の
成
立
|
|
。
と
と
に
至
っ
て
ソ
速
は
既
成
事
実
を
作
る
乙

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
大
戦
中
東
欧
は
す
べ
て
独
・
伊
の
支
配

下
に
は
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
崩
犠
と
と
も
に
政
治
的

真
空
地
帯
が
で
き
、
そ
れ
が
何
者
か
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
と
と

だ
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
後
に
ア
メ
リ
カ
は
、
東
欧
圏
内
に
取
込
ん
だ
と

し
て
ソ
連
を
非
難
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
自
分
違
が
真
空
地
帯
を
埋
め
る
作
業

務
怠
っ
た
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
は
し
よ
り
気
味
で
短
絡
的
に
聞
乙
え
る
が
、
乙
れ
ら
の
一
連
の
結

果
は
、
伝
統
的
孤
立
主
義
の
た
め
外
交
に
未
熟
な
ア
メ
リ
カ
の
失
敗
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
と
考
え
る
・
ま
た
、
本
来
な
ら
ば
敗
戦
国
を
も
将
来
の
同
盟
国
と
し

て
存
続
さ
せ
る
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
乙
ろ
、
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
そ
れ
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
と
に
ア
メ
リ
カ
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
誤
り
が
あ
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。

二
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
が
分
断
さ
れ
る
ま
で

一
九
四
五
年
五
月
二
日
ベ
ル
リ
ン
陥
落
、
五
月
七
自
に
ド
イ
ツ
は
無
条
件
降

伏
し
た
。

無
条
件
降
伏

l
l
乙
れ
は
近
代
戦
史
上
に
前
例
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
戦

勝
国
が
敗
戦
国
の
統
治
権
力
の
一
切
を
掌
握
し
、
直
接
占
領
統
治
を
敷
い
た
の

で
あ
る
。
と
と
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
国
家
権
力
は
消
滅
し
た
。
ド
イ

ツ
人
に
は
、
国
家
存
続
の
た
め
の
最
低
限
の
権
利
で
あ
る
主
権
さ
え
も
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ζ

の
よ
う
な
当
初
の
厳
し
い
対
独
政
策
も
、
米
ソ
の
対
立
が
激
化

す
る
に
つ
れ
て
、
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、

ド
イ
ツ
が
分
断
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
み
て
い
く
と
、
い
か
に
各
国
の
統
治
方

針
の
違
い
が
ド
イ
ツ
を
分
裂
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
ま
た
冷
戦
が
ど
の
よ
う
に
対

独
政
策
の
変
更
を
も
た
ら
し
た
か
が
わ
か
る
と
と
で
あ
る
。

特
に
と
と
で
は
対
独
政
策
の
転
換
点
を
ど
ζ

に
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
恩
う
。
不
思
議
な
と
と
に
、
私
の
今
ま
で
読
ん

だ
参
考
文
献
で
は
、
た
い
て
い
ス
タ
ー
リ
ン
は
一
貫
し
た
対
独
政
策
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
テ
ヘ
ラ
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ン
会
談
か
ら
ヤ
ル
タ
会
談
ま
で
の
期
聞
は
ド
イ
ツ
分
割
を
、
ド
イ
ツ
占
領
直
後

か
ら
第
三
国
外
相
理
事
会
決
裂
ま
で
は
全
ド
イ
ツ
共
産
化
を
、
そ
れ
以
降
は
中

立
を
条
件
に
再
統
一
を
意
図
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
初
期
は
強
力

な
ド
イ
ツ
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
分
割
を
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、

四
五
年
五
月
七
日
の
演
説
で
ス
タ
ー
リ
ン
は
分
割
の
意
図
は
な
い
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
に
良
い
印
象
を
与
え
て
お
い
て
自
国
の
影
響
力
を
大
き

く
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
、
西
欧
の
混
乱
と
ア
メ
リ
カ
の

孤
立
主
義
の
復
活
を
計
算
し
た
上
で
、
全
ド
イ
ツ
の
共
産
化
の
構
想
を
一
時
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
力
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
舞
戻

灼
始
め
、
冷
戦
が
激
化
す
る
に
及
ん
で
、

ζ

の
構
想
を
捨
て
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
た
、
ユ
ー
ゴ
の
動
き
な
ど
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
ソ
連
が
、
と
の

上
ド
イ
ツ
ま
で
勢
力
圏
内
に
引
入
れ
て
、
と
れ
以
上
大
変
な
思
い
を
し
た
く
な

い
と
判
断
し
た
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
第
三
国
外
相
理
事
会
中
に
米

英
経
済
区
域
が
統
合
さ
れ
、
ソ
連
へ
の
賠
償
引
渡
し
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

賠
償
取
立
て
に
は
強
力
な
中
央
政
府
が
必
要
で
あ
る
。
乙
れ
以
降
ス
タ
ー
リ
ン

は
、
中
立
を
前
提
に
ド
イ
ツ
の
再
統
一
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
だ
め
な
ら
ば
、
東
西
ド
イ
ツ
分
断
し
か
残
ら
な
い

の
で
あ
る
。
一
方
ア
メ
リ
カ
は
、
ソ
連
と
同
様
に
、
当
初
は
強
力
な
統
一
ド
イ

ツ
の
再
現
を
避
け
て
ド
イ
ツ
を
分
裂
さ
せ
て
お
く
と
と
に
賛
成
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
崩
壊
寸
前
の
西
欧
に
膨
張
し
て
く
る
ソ
速
を
見
て
、
そ
の
対
独
政
策
に

変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
演
説
及
び
ト
ル

1
7
ン
・
ド
ク

ト
リ
ン
の
発
表
は
、
先
に
述
べ
た
第
三
国
外
相
理
事
会
前
後
の
動
き
で
あ
る
。

と
れ
以
降
ア
メ
リ
カ
は
西
ド
イ
ツ
を
自
国
の
陣
営
に
組
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
米
ソ
双
方
の
対
独
政
策
の
転
換
点
は
、
と
の
第
三
回
外
相
理
事
会
前
後

に
求
め
ら
れ
、
ほ
ぼ
噛
み
合
う
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
、
東
西
両
ド
イ
ツ
政
府
の
出
現
へ
と
事
態
は
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
部
一
九
四
九
年
1
一
九
五
五
年

で
西
ド
イ
ツ
の
か
か
え
た
問
題

連
邦
共
和
国
は
、
確
定
し
た
国
境
を
持
た
ず
、
主
権
も
不
完
全
で
、
自
ら
を

暫
定
的
と
名
付
け
て
い
る
国
家
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
乙
の
新
し
い
国
家
の
急
務

は
、
ま
ず
い
か
に
主
権
を
回
復
す
る
か
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
ま

ず
対
外
主
権
の
確
立
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
見
、
一
番
制
約
さ
れ
て
い
る
分
野

が
最
も
活
躍
し
た
よ
う
で
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
に
見
え
る
が
、
皮
肉
な
乙
と
に
す

べ
て
の
問
題
解
決
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
の
が
三
大
国
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
西
ド

イ
ツ
の
最
初
の
仕
事
は
ま
ず
ζ
れ
ら
の
国
々
と
の
外
交
交
渉
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
次
に
世
論
を
二
分
し
た
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
問
題
な
ど
は
、
ほ
ぼ
完
全

な
主
権
を
獲
得
す
る
に
至
る
過
程
で
決
定
的
な
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
と
し
て

あ
げ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
重
要
な
問
題

は
経
済
で
あ
っ
た
。

乙
の
章
で
は
、
と
れ
ら
の
西
ド
イ
ツ
が
当
初
抱
え
て
い
た
問
題
に
対
し
て
政

府
が
ど
の
よ
う
な
対
処
の
し
方
を
し
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
解
決
さ
れ
て
い

く
過
程
で
知
何
に
西
ド
イ
ツ
の
選
択
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
主
権
の
回
復
に
お
い
て
言
え
る
乙
と
は
、
そ
れ
は
連
邦
共
和
国
の
急
務

で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
二
つ
の
問
題
を
有
す
る
厄
介
な
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
で

-45-



あ
る
。
一
つ
は
ド
イ
ツ
の
再
統
一
を
困
難
に
す
る
と
い
う
問
題
と
、
も
う
一
つ

は
安
全
保
障
上
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
主
権
の
回
復
と

ド
イ
ツ
再
統
一
は
同
時
に
追
求
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
結
び
つ
け
る

と
と
の
で
き
な
い
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
乙
で
ア
デ
ナ
ウ
ア
l
は
、
そ
れ
自
体
あ

り
そ
う
も
な
い
再
統
一
へ
の
見
通
し
に
と
だ
わ
っ
て
、
行
動
の
自
由
を
放
棄
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
交
政
策
の
中
で
も

っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
当
時
は
外
交
路
線
を
め

ぐ
っ
て
主
に
三
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主

同
盟

(
C
D
U
)
の
ヤ
l
コ
プ
・
カ
イ
ザ
l

k
代
表
さ
れ
る
中
立
主
義
指
向
で
、

ド
イ
ツ
統
一
を
最
高
の
目
標
に
掲
げ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
野

党
証
会
民
主
党

(
S
P
D
)
の
党
首
ク
ル
ト
・
シ
ュ

l
マ
ッ
ハ

1
が
説
い
た
よ

う
に
、
統
一
ド
イ
ツ
全
体
を
西
側
民
主
主
義
に
統
合
す
る
と
い
う
路
線
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
ア
デ
ナ
ウ
ア
l
は
安
全
保
障
問
題
を
最
優
先
し
、
そ
の
た
め
新
生

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
西
欧
の
一
員
と
し
て
統
合
す
る
ζ
と
を
急
い
だ
の
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
再
統
一
は
連
邦
共
和
国
が
西
側
自
由
陣
営
に
し
っ
か

り
と
組
込
ま
れ
て
西
欧
が
強
化
さ
れ
て
か
ら
、
東
側
の
譲
歩
と
い
う
か
た
ち
で

実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
連
邦
共
和
国
は
様
々
な
領

域
で
の
西
欧
統
合
作
業
に
率
先
し
て
参
加
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
ζ
と
が

ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
を
早
め
る
道
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ア
デ
ナ
ウ
ア
1
の
説

い
た
外
交
路
線
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
カ
イ
ザ
l
や
シ
ュ

1
マ
ッ
ハ

l
の
路

線
に
対
し
て
は
、
中
立
や
譲
歩
は
赤
化
の
一
歩
手
前
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
主
権
を
得
る
代
わ
り
に
、
ソ
連
及
び
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ

に
対
す
る
三
列
強
、
特
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
防
衛
の
保
障
が
な
く
な
る
の
は
望

ま
し
く
な
い
と
し
て
、
打
開
策
と
し
て
外
国
軍
隊
の
ド
イ
ツ
駐
留
が
考
え
出
さ

れ
、
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
も
あ
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
乙
の
再
軍
備
問
題
は
西
ド
イ
ツ
の
選
択
を
最
も
良
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
当
時
の
背
景
に
触
れ
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
一
九
四
八
年
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
ク
ー
デ
タ
ー
起
る
。

一
九
四
八
年
1
四
九
年
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
、
一
九
五

O
年
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
。

一
九
四
九
年
に
は
ア
メ
リ
カ
が
核
独
占
を
喪
失
。
乙
れ
ら
の
諸
事
件
は
、
連
邦

共
和
国
を
再
軍
備
し
て
ソ
速
の
侵
攻
に
対
す
る
防
壁
を
築
く
必
要
性
が
あ
る
乙

と
を
、
ア
メ
リ
カ
に
痛
感
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
朝
鮮
戦
争
は
、
ド
イ
ツ

と
同
様
の
分
断
国
家
で
あ
る
こ
つ
の
朝
鮮
が
ア
ジ
ア
と
い
う
冷
戦
の
も
う
一
つ

の
舞
台
で
起
ζ
し
た
戦
争
で
あ
る
だ
け
に
、
ド
イ
ツ
に
も
や
が
て
は
同
様
の
戦

争
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
当
初
賛
否

両
論
で
二
分
さ
れ
て
い
た
西
F
イ
ツ
の
世
論
も
、
や
が
て
は
再
統
一
の
チ
ャ
ン

ス
を
逃
す
と
と
に
な
っ
て
も
、
東
か
ら
の
禽
威
に
対
す
る
安
全
保
障
が
ほ
し
い

と
い
う
方
向
に
傾
い
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
東
ド
イ
ツ

の
「
人
民
警
察
軍
」
と
赤
軍
に
対
抗
す
る
た
め
の
再
軍
備
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

乙
れ
は
明
ら
か
に
ソ
速
の
み
な
ら
ず
東
ド
イ
ツ
を
も
仮
想
敵
国
と
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争
と
同
様
に
ド
イ
ツ
人
同
志
殺
し
あ
う
と
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
乙
と
を
承
知
の
上
で
行
な
っ
た
選
択
で
あ
る
と
と
に
注
目
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
経
済
面
で
は
、
西
ド
イ
ツ
が
奇
蹟
的
復
興
に
成
功
し
た
乙
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
実
業
界
の
ド
イ
ツ
人
は
も
ち
ろ
ん
の
乙
と
、
一
般
の

民
衆
も
ま
た
、
新
し
く
獲
得
し
た
自
由
と
繁
栄
を
失
う
危
険
性
を
犯
し
て
ま
で
、

東
ド
イ
ツ
と
一
緒
に
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
共
産
化
し
な
い
で
済
ん
だ
と
し
て
も
、
経
済
的
困
難
に
陥
っ
て
い
る
東
ド
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イ
ツ
を
抱
込
め
ば
経
済
復
興
の
足
を
引
っ
張
る
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
す
ら
避
け

た
か
っ
た
の
が
本
音
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ζ

の
よ
う
に
、
連
邦
共
和
国
の
主
な
政
策
は
、
す
べ
て
東
西
両
ド
イ
ツ
の
溝

を
深
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
れ
は
も
ち
ろ
ん
ア
デ
ナ
ウ
ア
1
個
人
の
影
響
力

が
強
く
働
い
た
結
果
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
西
ド
イ
ツ
国
民
の
圧
倒
的
支

持
が
あ
っ
た
ζ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
、
自
分
た
ち
の
自

由
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
仕
方
な
し
に
行
な
わ
れ
た
選
択
で
あ
る
に
せ
よ
、

選
択
は
選
択
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
共
産
主
義
の
影
響
か
ら
ど
う
し
て
も
国
家
を

守
り
き
る
乙
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
再
統
一
よ
り
も
、
経
済
生
活
と
結
び
つ
い

た
政
治
的
価
値
の
正
当
な
防
衛
を
選
び
、
国
家
を
分
裂
さ
せ
た
ま
ま
に
し
て
お

《
万
が
ま
し
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
分
裂
状
態
の
安
定
化

と
の
章
で
は
、
具
体
的
に
再
統
一
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
動
き

を
追
い
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
失
敗
し
て
い
っ
た
か
を
み
て
み
た
。
結
論
だ
け
述

べ
て
お
く
と
し
よ
う
。
結
局
連
邦
共
和
国
は
自
己
の
正
統
性
を
主
張
し
、
理
想

主
義
的
見
地
か
ら
東
ド
イ
ツ
の
住
民
を
「
解
放
」
す
る
た
め
、
東
ド
イ
ツ
は
連

邦
共
和
国
と
の
統
合
の
希
望
を
持
た
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
自
国
民
の
不
満
を
逸

す
た
め
、
再
統
一
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
双
方
と
も
自
分
の

溜
帯
し
た
政
治
的
地
位
を
捨
て
た
く
な
か
っ
た
の
が
本
音
な
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
東
西
ド
イ
ツ
の
対
決
は
、
米
ソ
の
冷
戦
構
造
の
中
で
、
実
は
二

つ
の
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
対
立
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

乙
の
「
分
割
さ
れ
た
」
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
対
立
は
、
結
局
「
統
一

へ
向
け
て
の
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に

歴
史
を
語
る
時
、
「
も
し
あ
の
時
乙
う
し
て
い
れ
ば
:
:
:
」
と
い
う
の
は
尽

か
な
事
で
あ
る
。
私
は
乙
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
ド
イ
ツ

分
断
を
免
れ
得
た
か
を
考
え
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
事
実
を
事
実
と
し
て
と

ら
え
る
乙
と
。
そ
れ
が
大
切
な
と
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
は
分
断

さ
れ
た
。

ζ

れ
は
米
ソ
冷
戦
と
東
西
ド
イ
ツ
対
立
と
い
う
状
況
下
で
、
大
多
数

の
西
ド
イ
ツ
国
民
の
選
ん
だ
道
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
乙
の
現
実
を
認
め

た
上
で
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
関
係
を
新
し
く
築
き
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
、
い
つ
の
日
か
再
統
一
さ
れ
る
と
と
を
願
う
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
乙
と
で

あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
ド
イ
ツ
の
聞
に
最
低
限
の
共
通
性
を
維
持
す
る
と
と
を

目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
、
欧
州
の
ど
真
中
に
位
置
し
、
東
西
欧
州
の
掛
橋
で
あ
る
と
同
時

に
、
東
西
対
立
の
最
前
線
で
も
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
ア
メ
リ
カ
が
軍
拡

を
押
し
進
め
て
い
る
現
在
、
乙
れ
か
ら
の
連
邦
共
和
国
の
在
り
方
が
関
わ
れ
て

い
る
と
思
う
。

乙
の
卒
論
の
書
か
れ
た
時
は
、

s
p
D政
権
か
ら
C
D
U
/
C
S
U政
権
に

替
わ
っ
た
ば
か
り
の
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、
最
後
を
以
上
の
よ
う
な
言
葉
で
締

括
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
両
独
関
係
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
か
な
り
満

足
の
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。
そ
れ
は
互
い
に
現
実
を
認
識
し
あ

っ
た
外
交
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

岱
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
l

・
ミ
ッ
チ
ャ
リ
ッ
ヒ
(
一
九

O
八
1
一
九
八
二
年
)

auzcam-M仲
間
宵
冊
目
同

N
出
可
釦
凶
両

WE---
よ
り

(
お
り
・
あ
け
み
ド
イ
ツ
語
科
五
七
年
度
卒
)
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ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
冷
戦
」

ー
ー
そ
の
歴
史
的
再
検
討
|
|

は
じ
め
に

考
え
て
み
れ
ば
「
冷
戦
」
と
い
う
言
葉
ほ
ど
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
叙

述
に
お
い
て
氾
濫
し
た
言
葉
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
後
史
の
記
述
に
お
い
て

は
乙
の
タ
1
ム
が
も
っ
、
何
か
ツ
メ
タ
夕
、
織
烈
な
争
い
を
予
想
さ
せ
る
「
イ

メ
ー
ジ
」

(
D
・
プ
7
1
ス
テ
ィ
ン
)
が
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
ヤ
ル
タ
・
ポ
ツ
ダ
ム
体
制
、
米
国
の
原
爆
投
下
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
、

「
封
じ
込
め
」
政
策
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
、
朝
鮮
戦
争
:
:
:
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
事

象
の
叙
述
に
必
ず
「
冷
戦
」
の
常
套
句
が
つ
き
ま
と
い
、
極
言
す
れ
ば
、
米
ソ

両
超
大
国
に
よ
る
地
政
略
ゲ
1
ム
(
陣
取
り
合
戦
1
)
の
み
が
、
「
冷
戦
」
史
、

戦
後
史
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
で
あ
る
。
そ
の
余
勢
を
か
つ
て
、
一

九
七

0
年
代
末
の
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ン
侵
攻
に
よ
っ
て
幕
開
け
た
現
在
一
九
八

0

年
代
の
国
際
政
治
経
済
状
況
を
わ
ざ
わ
ざ
新
「
冷
戦
」
と
規
定
す
る
声
が
か
ま

び
す
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
命
名
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、

L
・ハ

l
ト
も
、
そ
の
著
書
『
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
』
で
説
い
て
い
る

陸

古
震松
喜本
候
補
生
学
校 修

よ
う
に
、
「
実
際
的
経
験
と
し
て
の
歴
史
」
の
内
で
も
、
「
他
人
の
経
験
」
(
ビ

ス
マ
ル
ク
)
、
つ
ま
り
我
々
が
真
に
学
ぶ
べ
き
「
間
接
的
経
験
と
し
て
の
歴
史
」

は
、
そ
の
程
度
が
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
大
き
い
多
様
性
が
包
含

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
戦
後
史
を
「
冷
戦
」

史
に
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
歴
史
上
の
諸
事
象
を
単
に
米
ソ
両
国
吉
ち
ら
か
の

，
悪
人
狩
り
'
に
熱
中
す
る
と
と
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
と
れ

ほ
ど
歴
史
を
限
定
し
一
面
的
に
す
る
も
の
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
・
ま
し
て
、

乙
乙
ア
ジ
ア
に
お
砂
る
「
冷
戦
」
を
考
え
た
場
合
、
事
情
は
か
な
り
複
雑
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
:
:
:
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
特
に
「
歴
史
と
は
何
か
」
〈
E
・
H
・

カ
l
〉
と
い
う
歴
史
哲
学
を
根
本
に
置
き
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
冷
戦
」

の
存
否
、
そ
し
て
現
実
の
戦
争
と
し
て
の
「
熱
戦
」
の
実
相
を
探
ろ
う
と
し
た

の
が
本
小
論
で
あ
る
。
ま
ず
「
冷
戦
」
史
を
研
究
す
る
上
で
我
々
が
必
ず
と
り

あ
げ
る
「
冷
戦
」
学
説
を
学
派
別
に
再
検
討
す
る
。
次
に
、

ζ

の
成
果
を
利
用

す
る
乙
と
に
よ
っ
て
ヤ
ル
タ
体
制
の
形
成
か
ら
、
や
が
て
そ
の
崩
壊
に
伴
う

「
熱
戦
」
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
と
い
う
歴
史
の
潮
流
を
考
察
し
な
が
ら
、
「
冷
戦
」
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米
ソ
対
立
の
枠
組
の
み
で
は
と
て
も
と
ら
え
き
れ
な
い
歴
史
の
実
相
へ
と
迫
る
。

-
、
「
冷
戦
』
学
畿
の
再
検
討

「
冷
戦
」
研
究
を
見
渡
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
正
統
学
派
に

し
て
も
修
正
主
義
学
派
に
し
て
も
、
そ
の
描
き
出
す
「
冷
戦
」
史
が
、
ソ
連
共

産
主
義
の
膨
張
主
義
あ
る
い
は
米
国
資
本
主
義
の
侵
略
浸
透
と
い
う
よ
う
な
単

一
観
念
に
色
ど
ら
れ
向
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
事
象
を
一
元
的
に
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。

例
え
ば
H
・
フ
7
イ
ス
の
諸
著
作
に
象
徴
さ
れ
る
正
統
学
派
の
主
張
で
は
、

ソ
速
の
膨
張
主
義
の
み
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
関
心
が
集
中
し
、
む
し
ろ
当
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
素
通
り
で
き
な
い
は

ず
の
植
民
地
地
域
|
ア
ジ
ア
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
乙
の

学
派
に
と
っ
て
、
米
ソ
の
闘
争
の
は
ざ
ま
に
揺
れ
動
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
乙

そ
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
米
ソ
以
外
の
国
家
の
行
動
ゃ
、
ア
ジ
ア
を
初
め
と
す

る
諸
地
域
に
内
在
し
た
個
別
の
要
因
(
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

1
て
ま
た
、
と
れ
ら

が
逆
に
米
ソ
両
国
ゃ
、
そ
の
国
際
関
係
に
及
ぼ
し
た
作
用
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

W
・
A
-
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら
コ
ル
コ
夫
妻
に
至
る
膨
大
な
修
正
主

義
学
派
の
著
作
に
共
通
す
る
主
張
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
十
九
世
紀
以
来
一
貫
し

た
門
戸
開
放
・
帝
国
主
義
政
策
乙
そ
が
、
円
冷
戦
」
発
生
の
要
因
と
な
る
。
メ

イ
ド
・
イ
ン
・

u
・

s-Aの
商
品
及
び
そ
の
直
接
投
資
市
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
ジ
ア
、
は
て
は
全
世
界
へ
の
拡
大
を
国
益
と
す
る
外
交
政
策
の
遂
行
が
ソ
連

と
の
対
立
を
招
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
統
学
派
の
歴
史

認
識
を
、
例
え
ば
，
自
己
限
定
の
歴
史
学
'
と
規
定
す
れ
ば
、
修
正
主
義
学
派

の
そ
れ
は
、
，
自
己
肥
大
の
歴
史
学
'
と
な
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
歴
史
事

象
の
す
べ
て
を
米
国
の
意
図
し
た
乙
と
や
、
そ
の
計
画
・
陰
謀
の
結
果
と
し
て

と
ら
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
彼
ら
が
ま
さ
し
く
米

国
の
「
全
能
の
幻
想
」

(
D
・
プ
ロ

1
ガ
ン
)
を
信
じ
ζ

ん
で
い
る
乙
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
乙
の
よ
う
な
幻
想
を
抱
い
て
い
て
は
、
や
は
り
、
ア
ジ
ア
は
無

視
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
ら
の
研
究
の
深
層
に
は
、
超
大
国
米
国
は
、
結
局
、
ア

ジ
ア
諸
国
の
政
策
あ
る
い
は
「
地
球
の
運
命
」

(
J
・
シ
ェ
ル
)
を
も
思
い
ど

お
り
に
で
き
る
と
い
う
前
提
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
ら
「
冷
戦
」
史
の
中
に
存
在
す
る
陥
穿
は
、
米
ソ
中
心
史
観
の
そ
れ
、

と
言
え
よ
う
。
先
に
あ
げ
た
両
学
派
と
も
、
「
冷
戦
」
発
生
の
政
治
責
任
の
所

在
と
し
て
全
く
逆
の
結
論
を
得
な
が
ら
、
結
局
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
は
米
国
か

ソ
連
か
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
，
単
独
犯
'
の
発
見
の
み
に
執
心
し
て
い
る

点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
よ
う
な
両
学
派
の
論
争
の
間
隙
を

ぬ
っ
て
現
れ
て
き
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
学
、

彼
ら
が
描
く
「
冷
戦
」
史
で
あ
る
。

G
-
ケ
ナ
ン
を
始
祖
と
す
る
、
乙
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
政
治
的
現
実
主
義
」

〈

H
・
I
-
モ
l
ゲ
ン
ソ
l
)
を
そ
の
歴
史
観
に
と
り
と
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、

J
・
L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
は
、
歴
史
の
真
実
を
重
視
す
る
上
で
「
冷
戦
」
の
政
治

責
任
を
問
う
な
ど
と
い
う
不
毛
な
議
論
を
迂
回
し
な
が
ら
、
む
し
ろ

v
・
ク
ラ

ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
来
の
戦
史
の
重
要
性
を
と
り
あ
げ
、
乙
の
戦
争
に
も
「
歴
史

の
教
訓
」

(
A
・
ト
イ
ン
ビ
l
)
と
し
て
、
戦
争
の
実
相
を
重
視
し
た
「
冷
戦
」

論
を
展
開
し
て
い
る
。
確
か
に
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
第

二
次
世
界
大
戦
に
引
き
続
い
て
世
界
に
引
き
起
乙
さ
れ
た
の
は
、
米
ソ
の
闘
争

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
戦
の
結
果
に
よ
る
西
欧
列
強
、
日
本
の
没
落
が
、
乙
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れ
ら
諸
国
の
支
配
が
及
ん
で
い
た
大
西
洋
、
地
中
海
、
中
東
、
極
東
に
旧
秩
序

の
崩
壊
を
よ
び
、
乙
の
真
空
状
態
を
埋
め
る
べ
く
、
あ
の
米
ソ
の
闘
争
と
と
も

に
、
被
支
配
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
、
そ
の
激
突
の
開
始
と
い
う
現

実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
そ
の
陥
葬
を
指
摘
し
た
冷
戦
論
争
の
二
大
学
派

は
、
例
え
ば
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
展
開
さ
れ
た
、
乙
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
ス
を
米
英
ソ
三
大
国
の
協
定
に
規
定
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
闘
争

の
従
属
変
数
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
政

治
的
リ
ア
リ
ス
ト
」
(
永
井
陽
之
助
)
の
最
た
る
ケ
ナ
ン
ら
は
、
政
治
・
経
済
・

文
化
・
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
含
め
て
「
冷
戦
」
の
，
神
学
'
論
争
に
と
ら

わ
れ
ず
歴
史
の
実
相
を
冷
静
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
ヤ
ル
タ
体
制
の
再
検
討

有
名
な
ヤ
ル
タ
秘
密
協
定
を
今
読
み
か
え
し
て
み
て
も
、
米
英
ソ
三
固
に
よ

る
、
中
国
領
土
を
そ
の
大
部
分
と
す
る
、
中
国
不
在
の
，
取
引
き
'
の
現
実
は

す
さ
ま
じ
く
思
え
て
く
る
。
乙
の
協
定
締
結
交
渉
に
望
ん
だ
英
国
外
相
E
・
イ

1
デ
ン
で
さ
え
、
す
で
に
段
取
り
を
ふ
ま
れ
て
い
た
，
取
引
き
'
の
存
在
を
知

る
や
、
そ
の
あ
ま
り
の
外
交
上
の
無
謀
さ
に
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
に
調
印
拒
否
を

提
言
し
た
く
ら
い
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
協
定
の
文
面
の
み
を
現
在
か
ら
解
釈
し
て
、
例
え
ば

中
国
を
，
人
身
御
供
'
に
し
た
違
法
協
定
の
締
結
な
ど
と
す
る
の
は
あ
た
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
、
乙
の
ヤ
ル
タ
会
談
は
、
そ
の
数
日
前
の
米
英
両
国
の

マ
ル
タ
会
談
と
と
も
に
、
「
世
界
平
和
の
た
め
の
計
画
」

(
W
・
チ
ャ
ー
チ
ル
〉

の
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
、
依
然
と
し
て
敵
国
日
本
が
存
在
し
、
乙

れ
を
い
か
に
軍
事
的
に
打
倒
し
、
戦
後
の
世
界
平
和
の
構
造
を
造
り
あ
げ
る
か

が
主
要
議
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
当
時
の
中
国
の
蒋
介
石
(
毛
沢
東
で
は
な

い
1
)
は
、
驚
く
べ
き
乙
と
に
と
の
協
定
を
承
認
し
、
さ
ら
に
は
ソ
連
と
の
同

盟
条
約
締
結
に
ふ
み
き
っ
た
と
と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
の
ち
の
岳
礼
町

東
の
中
国
の
圧
倒
的
な
存
在
に
お
さ
れ
て
か
、
乙
の
点
が
し
ば
し
ば
無
模
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
あ
の
G
・
ケ
ナ
ン
の
み
が
、
「
最
終
的
に
ロ
シ
ア
人
と
条

約
ま
で
結
ん
で
い
く
つ
か
の
権
益
を
提
供
し
た
の
は
中
国
人
自
身
で
あ
る

K
N

H
K
『
日
本
の
条
件
』
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
一
九
八

O
年
)
と
し
て
、
乙
の
ヤ
ル

タ
体
制
の
現
実
を
は
っ
き
り
と
見
抜
い
て
い
た
。

つ
ま
り
、
ヤ
ル
タ
協
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
ヤ
ル
タ
体
制
と
は
、
特
に
ア

ジ
ア
に
関
し
て
は
、
米
英
ソ
、
さ
ら
に
は
中
国
を
も
含
め
て
全
員
一
致
で
承
認

さ
れ
、
成
立
し
た
も
の
な
の
だ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
第
二
次
世
界
大
戦
回
顧

録
』
に
お
け
る
チ
ャ
ー
チ
ル
の
批
判
言
辞
、
は
て
は
『
蒋
介
石
秘
録
』
に
切
々

と
描
か
れ
る
中
国
を
め
ぐ
る
一
大
悲
劇
の
存
在
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

イ
l
デ
ン
流
に
、
交
渉
対
象
た
る
国
家
の
無
視
、
そ
の
，
取
引
き
a

な
ど
と
い

う
外
交
の
常
道
か
ら
完
全
に
は
ず
れ
た
ヤ
ル
タ
体
制
の
批
判
も
十
分
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
す
で
に
起
き
た
事
件
を
回
顧
し
歴
史
を
叙
述
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
「
後
知
恵
」
の
錯
誤
に
陥
る
乙
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
五
年
二
月
当
時
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
打
倒
ま
も
な
い

極
め
て
限
ら
れ
た
状
況
(
依
然
と
し
て
戦
時
1
)
の
な
か
で
、
米
英
ソ
三
国
は
、

不
完
全
な
情
報
、
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
、
当
時
の
世
界
に
広
が
る
「
空
気
」
(
山

本
七
平
〉
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
所
与
の
状
況
に
し
ば
ら
れ
な
が
ら
、
何
人
も
予

測
不
能
な
未
来
l
戦
後
に
む
か
つ
て
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
過
去
の
事
象
に
対
し
て
、
我
々
が
現
在
の
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常
識
と
知
識
に
基
づ
き
そ
の
入
手
し
う
る
最
大
限
の
資
料
の
裏
付
け
を
も
っ
て

-w 

迫
り
、
例
え
ば
中
国
・
ア
ジ
ア
を
犠
牲
'
に
し
た
ヤ
ル
タ
体
制
を
非
難
す
る

乙
と
は
少
く
と
も
フ
ェ
ア
!
な
歴
史
解
釈
で
は
な
い
。
我
々
は
、
む
し
ろ
、
唯

一
残
っ
た
大
日
本
帝
国
と
い
う
米
英
ソ
中
の
共
通
敵
打
倒
の
た
め
に
、
四
カ
国

が
骨
争
m
m
l
v
下
(
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
量
は
中
国
が
最
も
多
か
っ
た
)
軍
事
協
力

し
、
特
に
米
英
ソ
三
大
国
が
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
い
う
「
世
界
平
和
」
秩
序
再
構

築
の
た
め
に
苦
闘
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
点
、
一
九
二

0
年
代
の
「
極
東
新
秩
序
」
〈
入
江
昭
〉
で
あ
っ
た
ワ
シ

ン
ト
ン
体
制
が
完
全
に
排
除
し
て
い
た
ソ
連
を
、
日
本
に
代
わ
っ
て
、
ヤ
ル
タ

体
制
の
，
支
柱
'
と
し
て
組
み
入
れ
た
と
と
は
米
英
両
国
に
と
っ
て
大
き
な
成

果
で
あ
っ
た
。
特
に
ス
タ
ー
リ
ン
元
帥
統
治
下
の
ソ
速
は
、
そ
の
国
骨
骨
骨
と

し
て
は
文
字
通
り
全
体
主
義
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
朴
仲
骨
骨
は
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
例
の
ヤ
ル
タ
協
定
に

し
て
も
、
ソ
連
主
導
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
米
英
の
政
治
承
認
を
と
り
つ

け
、
は
て
は
当
の
中
国
と
条
約
ま
で
結
ん
で
そ
の
権
益
の
法
的
裏
付
砂
を
得
ょ

う
と
す
る
政
治
行
動
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
乙
そ
ま
さ
し
く
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
の
源
流
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
来
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ

l
ク
'
の

慣
行
に
の
っ
と
っ
た
、
全
く
慎
重
か
つ
限
定
的
な
、
真
の
意
味
で
の
「
外
交
」

〈
H
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
)
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ソ
連
の
評
価

を
め
ぐ
っ
て
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
現
実
主
義
に
対
し
て
ロ

1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
理
想

主
義
の
対
立
が
存
在
し
な
が
ら
、
米
英
両
国
は
、
結
局
、
イ
タ
リ
ー
の
フ
ァ
シ

ス
ト
で
も
な
く
日
本
軍
国
主
義
者
で
も
な
く
、
ま
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
で
は
な
い
、

ス
タ
ー
リ
ン
を
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
当
時

の
状
況
を
考
え
て
み
れ
ば
、
勝
時
下
、
ス
タ
ー
リ
ン

J
元
帥
'
の
要
求
を
入
れ

る
と
と
は
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
私
は
、
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
外
交
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
流
の
対
外
的
に
制

度
化
さ
れ
た
冒
険
主
義
・
膨
張
主
義
と
は
異
な
っ
て
、
米
英
両
国
の
行
動
に
注

意
を
払
い
ヤ
ル
タ
協
定
を
最
も
中
長
に
施
行
す
る
と
い
う
限
定
的
な
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
同
時
ゎ
、
そ
の
内
政
や
体
政
の
も
つ
，
全

体
主
義
a

的
性
格
ま
で
評
価
・
礼
讃
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
永
井
陽
之
助
氏
が

近
年
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
上
，
全
体
主
義
'
の
一
言
で
総
称
さ

れ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
と
ス
タ
ー
リ
ン
以
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
現
実
が
、

そ
の
内
政
と
外
交
に
お
い
て
明
確
な
非
対
称
性
を
も
っ
て
い
る
乙
と
に
注
目
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
速
を
、
そ
の
国
際
秩
序
の
内
に
引
き
込
む
乙

と
に
成
功
し
た
ヤ
ル
タ
体
制
は
、
そ
の
代
償
で
あ
る
ソ
連
の
領
土
要
求
を
、
当

事
国
中
国
が
承
認
す
る
乙
と
に
よ
り
、
日
本
打
倒
後
、
い
よ
い
よ
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
地
域
の
風
土
に
さ
ら
さ
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

F
D
 

-
-
一
、
朝
鮮
戦
争
の
再
検
討

ヤ
ル
タ
体
制
の
形
成
後
ま
も
な
く
、
関
係
諸
国
は
、
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ

速
さ
え
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
三
づ
の
新
情
勢
に
直

面
す
る
と
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
米
国
の
原
爆
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
に

よ
っ
て
骨
骨
わ
促
さ
れ
た
日
本
の
敗
北
が
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
火
を
つ
け
た
と
と
で
あ
る
。
第
二
に
、

N--
プ
ハ

1
リ
ン
が
真
に
恐
怖
し

た
よ
う
に
、
東
洋
革
命
の
中
心
地
と
し
て
蒋
介
石
に
代
わ
り
毛
沢
東
の
中
国
が

拾
頭
し
て
き
た
と
と
で
あ
る
。
か
つ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ



る
山
東
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
た
中
国
問
題
が
、
満
州
事
変
・
日
中
戦
争
を
経

て
日
本
の
敗
北
後
も
、
依
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
以
前
よ
り
中
圏
全
土
に
拡
大

さ
れ
た
形
で
(
国
共
内
戦
1
)
歴
史
の
前
面
に
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
三

時
敗
戦
国
日
本
の
復
活
で
あ
る
。
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
戦
時
中
の
米
英

ソ
中
四
カ
国
に
よ
る
日
本
分
割
構
想
が
物
語
る
よ
う
に
、
も
し
ヤ
ル
タ
体
制
の

，
人
身
御
供
'
を
探
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
敗
戦
国
日
本
の
は
ず
で
あ
っ

た
。
と
乙
ろ
が
、
そ
の
占
領
政
策
上
、
圧
倒
的
に
米
国
の
影
響
の
み
を
受
け
る

と
と
に
な
っ
た
戦
後
日
本
は
、
入
江
昭
氏
が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て

一
九
二

0
年
代
の
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
の
日
本
の
状
態
ま
で
復
帰
さ
せ
よ
う
と

い
う
米
国
の
戦
後
構
想
に
基
づ
い
て
経
済
復
興
、
の
ち
の
経
済
大
国
路
線
へ
の

第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
も
、
そ
の
潜
在
工
業
力
の
将
来
性
、

地
政
学
上
の
条
件
等
に
よ
っ
て
、
結
局
、
中
国
と
と
も
に
歴
史
上
無
視
で
き
な

い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
私
は
、
い
わ
ゆ
る
「
熱
戦
」
朝
鮮
戦
争
を
扱
う
場
合
、
乙
の
戦

争
が
い
つ
も
必
ず
「
冷
戦
」
米
ソ
対
立
の
圧
倒
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
呪
縛
か
ら
免

れ
て
い
な
い
と
と
に
か
ね
が
ね
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
確
か
に
，
冷
戦
の
起
源
'

な
ら
ぬ
、
乙
の
「
熱
戦
」
朝
鮮
戦
争
の
起
源
を
探
し
求
め
る
と
す
れ
ば
、
日
本

打
倒
直
後
、
米
ソ
両
国
に
よ
る
三
八
度
線
設
定
の
事
実
に
行
き
つ
く
乙
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
米
ソ
両
国
に
は
現
実
と
し
て
何
ら
対
立
の
要
因

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
朝
鮮
半
島
に
そ
の
作
戦
上
遅
れ
て
到
着
し
た

米
軍
に
対
し
て
、
ソ
連
軍
は
、
関
東
軍
を
撃
破
、
満
州
国
を
崩
壊
せ
し
め
た
勢

い
を
も
っ
て
し
な
が
ら
、
米
国
の
要
求
卦
か
わ
、
三
八
度
線
で
停
止
し
た
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
米
国
は
、
乙
の
ラ
イ
ン
を
事
実
上
の
国
境
線
と
し
て
や

が
て
そ
の
南
側
に
大
韓
民
国
を
成
立
さ
せ
な
が
ら
、
結
局
、
朝
鮮
戦
争
直
前
に

は
、
韓
国
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
減
少
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
例
の
有

名
な
ア
チ
ソ
ン
演
説
も
、
そ
の
公
式
声
明
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
ソ
連
の
行
動
で
あ
る
。
前
章
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ

の
限
定
さ
れ
た
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段
、
い
わ
ゆ
る
戦
術
の
ス
タ
イ
ル
は
、

明
ら
か
に
「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
再
来
を
恩
わ
せ
る
振
舞
い
」

(
S
・
ホ
フ
マ
ン
)

で
あ
っ
た
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
対
外
戦
略
は
、
全
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
流
の
、
，
レ

ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
l
ク
'
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
三
八
度
線
設
定
を
め
ぐ
る
経
緯

も
、
例
え
ば
ユ
l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
対
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
外
交
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
ソ
連
軍
の
過
剰
行
動
が
、
周
辺
諸
国
に
不
安
と
動
揺
を
与
え
、
不

測
の
事
態
と
、
逆
に
米
国
の
過
剰
介
入
を
招
き
か
ね
な
い
乙
と
を
恐
れ
た
た
め

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
も
、
三
八
度
線
を
国
境
と
し
、
そ
の
北

側
に
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
成
立
を
政
治
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
乙
ろ
が
、
そ
の
北
朝
鮮
は
、
一
九
五

O
年
六
月
、
三
八
度
線
を
突
破
し
て
、

韓
国
に
攻
撃
を
開
始
し
た
。

朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
あ
る
、
乙
の
行
動
を
め
ぐ
っ
て
、
ソ
連
の
影
響
が
な
か

っ
た
な
ど
と
は
決
し
て
言
え
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
、

な
ぜ
、
結
果
と
し
て
米
国
の
介
入
が
予
想
さ
れ
う
る
行
動
に
承
認
を
与
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
と
の
問
い
に
対
し
、
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
る
北
朝
鮮
を
利
用
し

た
、
西
側
世
界
に
対
す
る
大
攻
勢
の
第
一
歩
を
ソ
速
が
意
図
し
た
か
ら
、
な
ど

と
い
う
過
剰
説
明
が
、
い
か
に
噴
飯
も
の
で
あ
る
か
は
、
乙
れ
ま
で
の
考
察
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
乙
の
点
、
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想
録
』
に
克
明
に
描
か
れ

た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
，
熱
病
'
に
う
か
さ
れ
た
金
日
成
と
、
そ
の
よ
う
な

熱
気
に
酔
易
し
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
冒
険
主
義
に
承
認
を
与
え
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
対
比
は
、
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
の

-52ー



ヤ
ル
タ
体
制
の
破
域
者
ど
と
ろ
か
、
そ
の
厳
然
た
る
形
成
者
で
あ
っ
た
ス
タ
ー

リ
ン
に
と
っ
て
、
現
状
打
破
を
目
指
す
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
到
底
理
解
で
き

な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
標
傍
す
る
は
ず

の
国
家
が
、
な
ぜ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
感
覚
を

ス
タ
ー
リ
ン
は
抱
い
た
わ
叫
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
が
、
も
し
す
で
に
ヤ
ル
タ
会

談
の
時
点
に
お
い
て
、
乙
乙
ま
で
恩
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
と
し
た
ら
、
お
そ

ら
く
戦
後
ま
ず
最
大
の
争
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
領
土
・
国
境
問
題
H
中
国

問
題
に
手
を
染
め
る
は
ず
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
戦
争
は
、
ま
ず
、
ヤ

ル
タ
体
制
の
現
訴
を
打
破
す
る
乙
と
に
な
っ
た
、
乙
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
問
題
か
ら
解
釈
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ζ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
米
ソ
は

「
冷
戦
」
に
傾
注
す
る
あ
ま
り
全
く
無
頓
着
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
朝
鮮
戦
争
は
、

J
・
L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
ら
リ
ア
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー

プ
が
鋭
く
推
論
す
る
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
っ
て
古
来
対
崎
し
、
争
っ
て

き
た
中
国
と
日
本
の
情
勢
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
領
土
・
民
族
・
国
家
が
か
ら
ん
だ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
な
勃
興

と
同
時
に
、
新
中
国
H
毛
沢
東
の
中
国
の
拾
頭
、
そ
し
て
敗
戦
国
日
本
の
、
米

国
の
有
力
な
同
盟
国
と
し
て
の
復
活
は
、
米
英
ソ
三
固
に
よ
る
「
世
界
平
和
」

秩
序
で
あ
る
ヤ
ル
タ
体
制
の
基
盤
を
大
き
く
揺
る
が
し
、
か
つ
て
東
南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
日
米
英
の
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
崩
壊
が
日
本
の
満
州
事
変
の
勃
発
に

よ
っ
て
促
さ
れ
た
よ
う
に
、
北
朝
鮮
軍
の
奇
襲
で
開
始
さ
れ
た
朝
鮮
戦
争
は
ヤ

ル
タ
体
制
を
崩
嬢
せ
し
め
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
ソ
連
及
び
中
国
を
排
除
し
た

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
を
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
流
れ
を
追
っ
て
く
る
と
、
乙
の
地
域
で
は
、

、

し
ょ
せ
ん
，
新
参
者
'
で
あ
る
米
ソ
両
国
の
影
(
冷
戦

t
)
よ
り
、
む
し
ろ
、

朗
鮮
戦
争
(
緯
国
動
乱
)
と
い
う
、
現
実
の
戦
争
の
展
開
に
常
に
直
面
し
、
そ

の
多
大
な
る
影
響
を
受
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
周
辺
圏
、
中
国
と
日
本
に
注
目

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
多
数
の
冷
戦
研
究
の
成
果
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

ζ

の
両
国
の

行
動
ほ
ど
、
第
二
次
大
戦
の
戦
勝
国
と
敗
戦
園
、
中
ソ
同
盟
と
日
米
同
盟
と
い

う
ふ
う
に
、
「
冷
戦
」
と
い
う
歴
史
事
象
に
よ
っ
て
い
か
に
多
く
が
拘
束
さ
れ

た
か
に
見
え
る
好
例
は
他
に
な
い
。
し
か
し
、
政
治
外
交
の
世
界
に
お
い
て
は
、

と
の
圧
倒
的
な
拘
束
要
因
の
存
在
と
と
も
に
、
選
択
要
因
、
つ
ま
り
指
導
者
の

決
断
と
い
う
要
素
が
存
在
す
る
。
確
か
に
、
第
二
次
大
戦
後
ま
も
な
く
そ
の
姿

を
明
瞭
に
し
た
「
冷
戦
」
米
ソ
対
立
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
・
ア
ト
リ
ー
の
英
国
等

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
は
外
交
選
択
の
自
由
を
奪
う
拘
束
要
因
で
あ
り
、

全
く
ひ
ど
い
「
厄
災
」

(
D
・
C
-
ワ
ッ
ト
)
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
と
と
に

な
っ
た
。
と
と
ろ
が
、
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
事
情
が
異
な
る
。
ま
ず
、
乙
の
地

域
で
は
、
「
冷
戦
」
像
は
不
明
確
で
あ
っ
た
し
、
む
し
ろ
、
現
実
の
戦
争
状
況

が
常
に
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
本
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
政
治
外
交

上
の
基
盤
が
存
在
し
な
い
ア
ジ
ア
で
は
、
戦
争
・
動
乱
等
の
危
機
乙
そ
、
逆
に

選
択
の
自
由
を
拡
大
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ポ

ツ
ダ
ム
会
談
の
失
恥
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
全
く
悲
劇
で
あ
っ
た
が
、

ア
ジ
ア
に
と
っ
て
は
多
く
の
国
家
の
独
立
の
成
功
と
し
て
結
実
し
た
わ
け
で
あ

る
。
動
乱
が
引
き
起
と
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
に
近
接
す
る
中
国
と
日
本
も
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
朝
鮮
戦
争
を
め
ぐ
る
中
国
の
選
択
H
毛
沢
東
の
決
断
と
は
何
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
引
か
れ
る
よ
う
に
、
毛
沢
東
は
、
第
一
回
中
国
人
民
政

治
協
商
会
議
(
一
九
四
九
年
九
月
)
に
お
い
て
、
中
国
人
は
、
今
「
立
ち
上
が

。。
F
D
 



っ
た
」
乙
と
、
「
二
度
と
再
び
蔑
辱
さ
れ
た
民
族
と
は
な
ら
な
い
」

ζ

と
を
強

調
す
る
民
族
的
誇
り
に
満
ち
た
演
説
を
行
っ
た
。
乙
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
新

中
国
の
威
信
、
名
誉
と
国
益
、
つ
ま
り
「
国
家
目
標
と
し
て
の
独
立
」
(
永
井

陽
之
助
)
価
値
と
そ
を
第
一
順
位
に
お
く
毛
自
身
の
確
固
た
る
民
族
主
義
的
態

度
、
乙
れ
に
基
づ
く
選
択
が
戦
争
に
直
面
し
て
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
最

近
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
へ
の
中
国
の
参
戦
は
、

米
国
帝
国
主
義
に
侵
略
さ
れ
た
社
会
主
義
国
家
の
支
援
な
ど
と
い
う
、
甘
い
目

的
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
に
直
結
し
た
一
大
，
戦
略
地
帯
'

中
国
東
北
部
へ
の
ソ
卦
軍
進
駐
を
拒
否
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
H
-

E
・
ソ
l
ル
ズ
ベ
リ
ー
が
『
中
ソ
戦
争
』
等
に
お
い
て
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い

た
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
花
先
だ
っ
一
九
四
九
年
末
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
行
わ

れ
た
中
ソ
同
盟
改
定
交
渉
の
内
幕
が
、
実
は
、
ヤ
ル
タ
体
制
の
下
、
ソ
速
に
引

き
渡
さ
れ
た
中
国
領
土
を
め
ぐ
る
中
ソ
間
の
織
烈
な
闘
争
で
あ
っ
た
乙
と
は
、

そ
の
本
来
の
意
図
は
異
な
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
象
徴
的
な
中
国
領
土
・
台
湾

を
、
ソ
連
と
同
様
に
侵
略
す
る
と
と
に
な
っ
た
米
国
と
の
対
決
の
激
烈
さ
が
裏

打

ち

し

て

い

る

。

'

す
な
わ
ち
、
毛
沢
東
に
よ
る
選
択
と
は
、
広
大
な
領
土
・
多
数
の
人
民
を
基

盤
と
し
た
国
家
威
信
を
高
揚
し
、
そ
の
名
誉
乙
そ
を
優
先
さ
せ
る
、
世
界
に
お

け
る
中
国
の
「
独
立
」
宣
言
が
原
点
な
の
で
あ
る
。
乙
う
し
て
毛
沢
東
の
中
国

は
、
米
国
と
現
実
に
激
突
し
、
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
連
と
さ
え
「
一
場
の
闘

争
」
(
毛
沢
東
)
を
行
う
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
家
目
標
を
追
求
し
続
け
て

い
く
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
戦
後
日
本
の
選
択
H

吉
田
茂
の
決
断
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
に
直
面
し
た
日
本
は
、
不
参
戦
の
立
場
を

堅
時
し
、
逆
に
乙
の
戦
争
を
，
神
風
'
と
さ
え
受
け
と
め
、
経
済
復
興
へ
の
ス

プ
リ
ン
グ
ポ
l
ド
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
点
、
戦
後
日
本
が
、
敗
戦
後
数

年
の
う
ち
に
し
て
再
び
韓
国
動
乱
の
た
め
の
義
勇
軍
派
遣
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
国
連
軍
の
一
員
と
し
て
参
戦
す
る
危
機
に
直
面
し
た
と
い
う
事
実
の
存
在
を

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
戦
争
勃
発
直
後
、
単
島
に
投
入
さ
れ
た
米

軍
の
苦
戦
は
、
議
会
に
日
本
人
(
敗
戦
国
人

t
v
徴
兵
法
案
を
提
出
さ
せ
た
ほ

ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
は
参
戦
し
な
か
っ
た
。
国
連
軍
総
司
令
官
マ
ッ
カ
l
サ
I
元

帥
の
最
終
的
な
不
参
戦
指
令
と
と
も
に
、
当
時
の
首
相
吉
田
茂
の
決
断
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
決
断
に
は
、
敗
戦
国
日
本
の
復
興
、
つ
ま
り
当
時
の
日

本
に
完
全
に
欠
乏
し
て
い
た
国
富
・
技
術
・
福
祉
と
い
う
国
民
経
済
再
構
築
に

対
す
る
深
い
考
慮
が
働
い
て
い
た
。
永
井
陽
之
助
氏
の
い
う
、
ま
ず
経
済
に
集

約
さ
れ
る
「
国
家
目
標
と
し
て
の
安
全
」
価
値
を
優
先
し
な
が
ら
、
日
本
の
真

の
意
味
で
の
「
独
立
」
価
値
を
徐
々
に
追
求
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
そ
の
基

本
哲
学
で
あ
る
。
「
戦
争
で
負
け
て
も
外
交
で
勝
っ
た
歴
史
は
あ
る
」
と
い
う

の
は
吉
田
茂
の
名
言
だ
が
、
先
に
述
べ
た
哲
学
を
深
く
胸
に
い
だ
き
な
が
ら
、

朝
鮮
戦
争
に
直
面
し
た
日
本
の
「
安
全
」
を
守
る
た
め
に
、
乙
の
戦
争
を
迂
回

し
、
む
し
ろ
日
本
花
代
わ
っ
て
介
入
し
た
米
国
に
対
し
、
憲
法
9
条
と
響
察
予

備
隊
の
存
在
を
楯
に
と
っ
て
経
済
復
興
に
専
心
す
る
日
本
に
有
利
な
対
米
同
盟

締
結
交
渉
を
成
功
さ
せ
、
結
局
、
戦
後
日
本
が
一
貫
し
て
採
用
し
た
非
核
・
軽

武
装
・
経
済
大
国
の
政
治
路
線
H

「
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
」

(
K
・
B
・
パ
イ
ル
〉

を
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
、
全
く
吉
田
茂
の
外
交
選
択
の
勝
利
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
吉
田
茂
に
よ
る
選
択
と
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の
経

過
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
常
識
的
な
意
味
で
の
「
独
立
」
国
家
と
し
て
領

一日一



土
等
に
拘
泥
す
る
乙
と
な
く
、
ま
ず
米
国
と
の
良
好
な
関
係
形
成
に
よ
る
国
富

の
蓄
積
・
福
祉
の
充
実
を
優
先
さ
せ
、
日
本
国
民
の
威
信
回
復
の
た
め
の
期
間

獲
得
に
必
要
な
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
「
安
全
」
確
保
と
そ
が
原
点
な
の
で

あ
る
。
乙
う
し
て
戦
後
日
本
は
、
米
国
と
も
ソ
連
と
も
対
立
を
避
け
な
が
ら
、

そ
の
国
家
目
標
を
追
求
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

と
乙
ろ
で
、
乙
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
国
家
目
標
と
し
て
の
「
安
全
」
と
「
独

立
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
乙
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
あ
の
毛
沢
東
の
中
国
ほ
ど
、
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
世
界
に
お
い
て
、
そ

の
威
信
・
名
誉
を
高
め
た
「
独
立
」
国
家
は
他
に
な
か
っ
た
が
、
そ
の
当
然
の

代
償
と
し
て
、
朝
鮮
戦
争
以
来
最
近
の
中
越
戦
争
に
至
る
ま
で
、
広
大
な
中
国

領
土
と
と
も
に
多
数
の
中
国
人
民
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
「
安
全
」
保
障

が
阻
害
さ
れ
た
国
家
も
他
に
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
戦
後
日
本
に
つ

い
て
も
、
例
え
ば
、
そ
の
国
富
の
蓄
積
、
高
度
福
祉
社
会
の
実
現
に
努
め
る
乙

と
に
よ
っ
て
未
曽
有
の
「
安
全
」
を
亨
受
し
た
国
家
は
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
と
ろ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
逆
に
、
今
や
経
済
大
国
と
し
て
の
実
力

を
世
界
に
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
威
信
を
真
に
発
揮
で
き
な
い
半
「
独
立
」

国
家
と
は
、
日
本
の
と
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
乙
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
は
、
さ
ら
に
中
国
と
日
本
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
一
方
の
国
家
目
標
の
み
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
対
外
的
に
朝
鮮
半

島
を
初
め
と
し
て
、
周
辺
地
域
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
に
な
る
。

中
国
の
、
あ
く
な
き
「
独
立
」
の
追
求
が
、
そ
の
原
点
で
あ
る
毛
沢
東
路
線

の
海
外
輸
出
(
押
し
売
り
〉
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
全
体
に
，
中
国
の
影
'
を
大

き
く
お
と
し
、
香
港
問
題
、
台
湾
問
題
、
朝
鮮
半
島
問
題
と
い
う
戦
後
史
に
お

け
る
未
解
決
の
問
題
を
焦
点
と
し
て
、
そ
の
潜
在
的
紛
争
要
因
が
、
周
辺
諸
国

の
「
安
全
」
保
障
に
汲
ぼ
す
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
ま
た
、
日
本
の
「
安

全
」
の
追
求
も
、
い
き
お
い
そ
れ
が
、
経
済
利
益
獲
得
の
み
に
短
絡
す
る
あ
ま

り
、
ア
ジ
ア
全
体
が
、
そ
の
「
独
立
」
保
持
の
た
め
の
政
治
・
軍
事
力
の
達
成

努
力
へ
の
嫌
悪
・
無
関
心
状
況
を
現
出
さ
せ
、
例
え
ば
、

A
S
E
A
N、
台
湾
、

韓
国
と
い
う
、
日
本
に
と
っ
て
の
，
前
線

d

の
意
味
が
完
全
に
忘
却
さ
れ
、
結

果
と
し
て
、
乙
れ
ら
地
域
の
住
民
の
「
独
立
」
保
持
へ
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
冷
戦
」
米
ソ

対
立
と
い
う
新
し
い
紛
争
が
主
た
る
要
因
な
ど
で
は
な
く
、
と
れ
ま
で
の
「
熱

戦
」
朝
鮮
戦
争
の
状
況
考
察
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
来
「
宿
命
の
ラ
イ

バ
ル
」
(
中
嶋
嶺
雄
〉
と
し
て
の
関
係
乙
そ
が
常
態
で
あ
っ
た
中
国
と
日
本
の

政
治
行
動
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
特
に
北
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
い

え
ば
、
韓
国
人
が
し
ば
し
ば
口
に
す
る
よ
う
に
、
中
国
軍
の
参
戦
と
と
も
に
、

日
本
軍
の
早
期
降
伏
、
不
参
戦
乙
そ
が
、
韓
国
動
乱
を
誘
発
し
、
結
果
と
し
て
、

あ
の
三
八
度
線
を
国
境
線
、
休
戦
ラ
イ
ン
な
ら
ぬ
、
韓
民
族
の
絞
首
線
'
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
熱
戦
」
朝
鮮
戦
争
の
政
治
責
任
を
も
し
問
う
と
し
た

ら
、
「
冷
戦
」
米
ソ
対
立
の
圧
倒
的
な
影
に
臆
さ
れ
た
中
国
の
行
動
は
も
と
よ

り
、
と
の
戦
争
の
悲
劇
を
足
場
に
繁
栄
を
築
き
上
げ
た
日
本
の
行
動
も
決
し
て

無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

-55-

お
わ
り
に

ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
冷
戦
」
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
再
検
討
の
意
欲
を

わ
か
せ
た
も
の
は
、
一
昨
年
来
注
目
さ
れ
て
い
る
英
中
両
国
間
の
香
港
問
題
に



対
す
る
興
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
国
際
政
治
経
済
上
の
事
象
に
関
し
て
は
必

ず
「
冷
戦
」
の
影
を
探
し
ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
、

乙
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
の
奥
底
く
潜
ん
で
い
た
問
題
の
浮
上
に
は
、
，
失
語

症
'
に
陥
る
ほ
ど
の
衝
撃
で
あ
っ
た
。
我
々
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
使
用
す
る

「
冷
戦
」
論
理
に
の
っ
と
れ
ば
、
台
湾
を
め
ぐ
っ
て
激
突
し
た
米
中
両
国
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
英
中
両
国
も
当
然
香
港
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
な
げ
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
自
称
「
冷
戦
」
史
家
た
ち
は
、

香
港
問
題
に
対
し
て
も
、
英
国
と
結
託
し
た
米
国
の
陰
謀
と
か
、
ソ
速
に
そ
そ

の
か
さ
れ
た
中
国
の
自
制
と
か
様
々
な
理
由
を
つ
け
た
が
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず

れ
も
真
実
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
「
冷
戦
」
論
理
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
や
英
中
両
国
間
の
，
静
か
な
る
外
交
'
交
渉
に
よ
っ
て
、

そ
の
命
運
が
決
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
香
港
:
:
:
。
あ
の
織
烈
な
「
冷
戦
」
時
代
の

中
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
論
理
に
決
し
て
支
配
さ
れ
な
か
っ
た
歴
史
事

象
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

言
い
古
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
「
歴
史
は
現
在
と
過
去
と
の
対
話
」

(
E
-

H
・
カ
1
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
そ
の
歴
史
認
識
に
お
い
て
、
と
の

よ
う
な
「
対
話
」
を
叢
か
に
さ
せ
る
べ
く
使
用
す
る
歴
史
上
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ

ー
を
は
た
し
て
ど
の
程
度
保
有
し
蓄
積
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ボ
キ
ャ
ブ

ラ
リ
ー
不
足
ゆ
え
の
焦
燥
感
乙
そ
が
、
特
に
我
々
日
本
人
を
し
て
、
一
昨
年
夏

の
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
，
内
乱
ぺ
昨
夏
の
東
京
裁
判
論
争
を
引
き
起
乙
さ

せ
る
重
大
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
年
に
入
っ
て
、
そ
の
『
回
顧
録
』
の
短
縮
版
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
『
第
二

次
世
界
大
戦
』
の
著
者
、

w
・
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
冒
頭
、
「
過
去
に
深
い
考
慮

を
払
う
乙
と
が
、
来
る
べ
き
日
の
手
引
き
と
な
り
、
新
し
い
世
代
を
し
て
過
去

の
誤
り
を
幾
ら
か
で
も
是
正
せ
し
め
、
人
聞
の
必
要
と
栄
光
に
従
い
、
未
来
の

恐
る
べ
き
光
景
の
展
開
を
抑
制
で
き
る
」
と
述
べ
て
、
以
下
、

ζ

の
巨
大
な
動

乱
の
歴
史
を
鋭
く
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
期

待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
、
今
世
紀
末
に
む
か
つ
て
、
ゲ
リ
ラ
・
テ
ロ
・

内
戦
が
横
行
す
る
非
人
間
的
な
野
蛮
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
新
「
冷
戦
」
な
ら

ぬ
か
つ
て
の
「
宗
教
戦
争
の
時
代
」
(
永
井
燭
之
助
)
へ
再
び
突
入
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
精
神
に
支
配
さ
れ
、
例
え
ば
ア
ジ
ア
に
対
し
て
、
我
々
が
そ

の
歴
史
認
識
上
、
「
冷
戦
」
論
理
に
仮
託
し
て
き
た
乙
と
の
代
償
は
、
や
が
て

呑
港
問
題
、
台
湾
問
題
、
朝
鮮
半
島
問
題
と
い
う
潜
在
的
危
機
の
連
鎖
の
中
で
、

一
体
い
か
な
る
「
未
来
の
恐
る
べ
き
光
景
」
を
現
出
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

不
確
実
な
明
日
の
た
め
に
、
今
日
の
人
聞
を
犠
牲
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
A
・
カ
ミ
ュ
の
戒
律
と
そ
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
我
々
に
と
っ
て
の

歴
史
哲
学
再
認
識
の
出
発
点
で
あ
り
、
結
論
で
あ
る
。

po 
r
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《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
》

中
嶋
ゼ
ミ

-
欧
州
旅
行

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」

今
年
三
月
二

O
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で
の
二

0
日
問
、
私
た
ち
一
行
は
、
中

嶋
先
生
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
か
け
た
。

乙
の
旅
行
は
、
日
通
航
空
を
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
旅
行
日
程
は
一
切
中
嶋
先
生
が
ど
自
身
で
計
画
さ
れ
、
パ
リ
、
マ
ド

リ
ー
ド
、
ロ

1
7
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
、
ベ
ニ
ス
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
も
魅
力
あ
る
諸
都
市
が

最
大
限
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

参
加
者
は
、
中
嶋
先
生
の
講
義
を
受
け
て
い
る
学
生
を
中
心
に
募
っ
た
が
、

最
終
的
に
は
二
六
名
と
な
り
、
そ
の
大
部
分
は
様
々
の
語
科
の
学
生
部
、
そ
れ

に
若
干
の
他
大
学
生
や
、
呼
び
か
け
に
応
じ
た
社
会
人
の
方
々
も
含
ま
れ
た
。

私
た
ち
の
旅
行
に
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
と
い
う
、

思
い
き
り
ユ
ニ
ー
ク
な
タ
イ
ト
ル
が
つ
凶
り
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
乙
の
旅
行

の
大
き
な
目
的
は
、
中
嶋
先
生
と
知
己
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
研
究
機
関
の
諸

教
授
と
事
前
に
連
絡
を
と
っ
て
、
旅
行
の
先
々
で
、
私
た
ち
の
テ
!
?
に
沿
っ

た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
セ
ミ
ナ
ー
の
機
会
を
何
回
か
も
と
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

幸
い
、
各
教
授
が
皆
喜
ん
で
私
た
ち
の
希
望
に
応
じ
て
下
さ
り
、
私
た
ち
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
、
英
語
で
デ
イ
ス
カ
ッ
シ
冨
ン
を
す
る
と
い
う
、
得
が
た

い
体
験
を
積
む
乙
と
が
で
き
た
。

ζ
う
し
た
セ
ミ
ナ
ー
は
全
部
で
五
回
聞
か
れ

河

原

地

英

武

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

た。
ま
ず
第
一
回
は
、
パ
リ
に
着
い
て
二
日
目
の
三
月
二
十
二
日
に
、
シ
ャ
ン
プ

ラ
ン
・
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
た
。
ゲ
ス
ト
に
は
、
中
嶋
先
生
と
長
年
親
交
の
あ
る

フ
ラ
ン
ス
国
立
政
治
学
財
団
・
国
際
関
係
研
究
セ
ン
タ
ー
の
中
国
部
長
ク
ロ
ー

ド
・
カ
ダ
l
ル
夫
妻
を
迎
え
、
「
フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
た
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
と

中
国
」
と
い
う
演
題
で
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
乙
の
時
、
中
嶋
ゼ
ミ
の

先
輩
の
高
橋
妙
子
さ
ん
が
わ
ざ
わ
ざ
参
加
し
て
下
さ
っ
た
。
彼
女
は
、
外
務
公

務
員
上
級
試
験
に
合
格
後
、
外
務
省
か
ら
の
留
学
生
と
し
て
、

E
N
A
で
勉
学

中
で
あ
る
。

二
回
目
は
、
三
月
三
十
一
日
の
夜
、
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ェ
ン
プ
ル
ン
・
ホ
テ
ル

で
行
わ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
代
中
国
セ
ン
タ
ー
所
長
の

G
・
カ
ミ
ン
ス
キ
ー

教
授
が
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
け
る
中
国
文
化
の
影
響
|

l
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
場
合

l
l
」
と
い
う
テ
1
7
で
、
大
変
興
味
深
い
お
話
を
し
て
下
さ
っ
た
。

さ
ら
に
デ
イ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
と
し
て
、
た
ま
た
ま
滞
填
中
の
北
京
大
学
国
際
関

盛
糸
の
趨
賓
煎
教
授
が
参
加
し
て
下
さ
っ
た
乙
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

四
月
二
日
の
午
前
中
、
私
た
ち
一
行
は
ウ
ィ
ー
ン
外
交
学
院
を
訪
問
し
、

p
・

ハ
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
学
院
長
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
伝
統
的
な
外
交
に
つ

い
て
、
ま
た
、
当
学
院
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
な
ど
の
話
を
う
か
が
っ
た
。
今
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目
、
乙
の
ウ
ィ
ー
ン
外
交
学
院
は
、
外
交
官
を
は
じ
め
国
際
機
関
で
活
騒
す
る

ア
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
養
成
の
一
大
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
世
界
各
国
の
俊
秀
が

学
ん
で
い
る
由
緒
あ
る
教
育
機
関
で
あ
る
。
我
が
ゼ
ミ
で
は
、
世
界
銀
行
ワ
シ

ン
ト
ン
本
部
勤
務
の
勝
茂
夫
さ
ん
が
乙
乙
に
留
学
さ
れ
た
卒
業
生
で
あ
り
、
ま

た
、
中
嶋
先
生
は
、
か
つ
て
乙
の
学
院
で
講
演
を
さ
れ
た
乙
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

ウ
ィ
ー
ン
を
後
に
し
て
私
た
ち
は
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
に
一
泊
、
そ
れ
か
ら
学

聞
の
都
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
一
泊
、
空
路
ロ
ン
ド
ン
へ
向
か
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
二
日
目
の
四
月
五
日
に
、
私
た
ち
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を

訪
問
し
、
新
設
の
ニ
ッ
サ
ン
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の

A
・
ス
ト
ッ
ク
イ
ン
教
授

と
第
四
回
目
の
セ
ミ
ナ
ー
を
も
っ
た
。
乙
の
乙
ろ
に
は
皆
、
大
部
分
セ
ミ
ナ
ー

に
馴
れ
、
学
生
側
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
や
、
日
本
の
今
後
の

発
展
の
可
能
性
、
日
本
と
欧
米
と
の
貿
易
摩
擦
等
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
積
極

的
な
質
問
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
同
日
の
夜
、
ロ
ン
ド
ン
の
メ
ト
ロ
ポ
ー
ル
・
ホ
テ
ル
で
、
晩
餐
会

を
兼
ね
た
最
後
の
セ
ミ
ナ
ー
が
関
か
れ
た
。

ζ

の
時
参
加
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
戦
略
研
究
所
の

w
・
メ
ン
デ
ル
教
授
、
リ
l
ズ
大
学
モ
ン
ゴ
ル

研
究
室
々
長
の
オ
ノ
ン
・
ウ
ル
グ
ン
ゲ
教
授
、
そ
れ
に
、
東
外
大
ロ
シ
ア
科
出

身
で
、
『
ミ
ス
タ
ー
ょ
う
ろ
つ
ぱ
』
(
新
声
社
〉
等
の
著
書
が
あ
る
ロ
ン
ド
ン

在
住
の
評
論
家
・
北
広
次
氏
で
あ
っ
た
。
乙
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
オ
ノ
ン
先
生

が
、
私
た
ち
一
人
一
人
に
、
先
生
の
自
伝
的
な
ど
著
書
『
わ
が
少
年
時
代
の
モ

ン
ゴ
ル
』
(
学
生
社
)
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
下
さ
る
と
い
う
、
思
い
が
け
な
い

光
栄
な
出
来
事
も
あ
っ
た
。

私
た
ち
の
研
修
は
、
以
上
の
よ
う
な
セ
ミ
ナ
ー
に
と
ど
ま
ら
ず
、
移
動
中
の

パ
ス
の
中
で
は
、
学
生
同
士
が
マ
イ
ク
を
回
し
て
自
主
的
な
デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ヨ

ン
を
行
い
、
各
人
が
興
味
を
持
っ
た
テ
1
7
に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
た
。
そ
し

て
、
テ
1
7
に
よ
っ
て
は
、
相
当
熱
の
入
っ
た
議
論
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

私
た
ち
の
旅
を
ず
っ
と
案
内
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
大
塚
不
二
馬
さ
ん
と
い

う
、
今
年
四

O
才
に
な
る
大
ベ
テ
ラ
ン
の
添
乗
員
の
方
だ
っ
た
が
、
私
た
ち
の

議
論
を
聞
き
な
が
ら
大
塚
さ
ん
は
、
い
き
な
り
マ
イ
ク
を
因
さ
れ
て
一
人
残
ら

ず
五
分
や
十
分
ま
と
ま
っ
た
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
さ
す
が
外
語
大

の
学
生
だ
と
、
し
き
り
に
感
心
さ
れ
て
い
た
。

乙
の
よ
う
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
車
中
で
何
回
か
重
ね
る
内
に
、
や
が
て

話
題
は
い
く
つ
か
の
テ
1
7
に
収
飲
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
思
想

に
せ
よ
、
芸
術
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
乙
の
よ
う
な
普
遍
性
の
高
み

に
ま
で
到
達
し
て
し
ま
っ
た
乙
と
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
り
、
「
近
代
化
」
と

い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
と
ア
ジ
ア
と
の
関
わ
り
の
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
果
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
再
び
世

界
を
リ
ー
ド
す
る
乙
と
は
な
い
の
か
、
ま
た
我
が
国
が
普
遍
的
価
値
観
を
生
み

出
す
乙
と
は
一
体
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
ま
だ
漠
然
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

今
後
一
人
一
人
が
自
己
の
研
究
課
題
を
追
求
し
て
い
く
上
で
、
重
要
な
手
掛
か

り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

私
た
ち
の
旅
行
は
、
ホ
テ
ル
到
着
後
の
行
動
に
関
し
て
は
一
切
フ
リ
ー
だ
っ

た
た
め
、
各
人
さ
そ
い
合
っ
て
終
日
街
中
を
探
索
し
て
歩
い
た
。

ど
乙
の
都
市
を
歩
い
て
も
、
中
世
以
来
の
街
並
み
が
、
さ
な
が
ら
巨
大
な
博

物
館
の
よ
う
で
不
思
議
な
感
覚
に
捉
わ
れ
た
が
、
特
に
至
る
処
に
散
在
す
る
教

会
の
荘
厳
な
建
築
物
に
は
圧
倒
さ
れ
た
。
友
人
の
一
人
は
、
真
面
目
に
「
啓
示

を
受
け
た
」
と
発
言
し
、
乙
の
言
葉
が
旅
行
中
、
私
た
ち
の
流
行
語
に
な
っ
た
。
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一
方
、
私
た
ち
は
、
外
側
か
ら
は
伝
わ
ら
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
の
部
分
に

も
直
面
し
た
。
た
と
え
ば
、
パ
リ
の
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
を
夜
の
九
時
過
ぎ
に

歩
い
て
い
る
と
、
ど
乙
か
ら
か
ジ
プ
シ
ー
風
の
少
年
が
数
名
現
わ
れ
て
、
怪
し

げ
な
ポ
ス
タ
ー
を
ひ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
や
た
ら
み
じ
め
な
声
を
出
し
て
人
の

そ
で
を
引
っ
ぱ
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
マ
ド
リ
l
ド
の
居
酒
屋
に
い
れ
ば
、
本

当
に
十
そ
乙
そ
乙
の
花
売
り
の
少
女
が
現
わ
れ
た
り
も
し
た
。
乙
う
し
た
乙
と

は
皆
体
験
し
た
よ
う
で
、
あ
る
友
人
は
、
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
第
一
印
象
を
、

「
ジ
プ
シ
ー
の
子
供
た
ち
の
悲
・
し
そ
う
な
限
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
ロ

1
7
で
は
、
イ
タ
リ
ア
人
の
底
抜
け
の
人
な
つ
乙
さ
を
実
感
す
る
と
共
に
、
乙

乙
が
詐
欺
の
天
国
だ
と
い
う
と
と
も
了
解
し
た
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
目
貫
通

り
で
は
、
ほ
と
ん
ど
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
で

4
2
ω
白

z
d掲
示
を
目
撃
し
、
街

の
き
た
な
さ
に
も
驚
い
た
が
、
乙
う
し
た
様
子
を
自
に
し
て
、
私
た
ち
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
魅
力
に
酔
い
な
が
ら
も
、
そ
の
現
実
的
な
苦
境
の
一
端
を
肌
で
感

じ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
各
人
各
様
の
見
聞
を
し
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
塑
当
に
沢
山
あ
る
が
、

こ
う
し
た
体
験
す
べ
て
を
、
単
に
個
人
個
人
の
一
回
的
な
感
想
に
と
ど
め
る
の

で
な
く
、
そ
れ
ら
を
歴
史
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
国
際
的
な
視
野
の
中
で
考
え

て
み
る
乙
と
が
で
き
た
の
も
、
今
回
中
嶋
先
生
と
共
に
ツ
ア
ー
に
参
加
し
、
数

次
の
セ
ミ
ナ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
た
乙
と
の
、
大
き
な
成
果
で
あ

っ
た
と
思
う
。

(
か
わ
ら
じ
・
ひ
で
た
け

ロ
シ
ア
語
科
五
七
年
度
卒
)

編
集
部
よ
り

中
嶋
ゼ
ミ
は
、
一
九
八
四
年
三
月
二

O
か
ら
四
月
八
固
ま
で
の
二

0
日

問
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
研
修
旅
行
を
行
な
っ
た
。
『
歴
史
と
未
来
』
第
一
一

号
で
は
、
乙
の
旅
行
を
踏
ま
え
て
、
旅
行
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
っ
た
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
1
7
の
も
と
に
特
集
を
組

む
こ
と
に
し
た
。

乙
の
特
集
に
収
録
し
た
も
の
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
「
中
嶋
ゼ
ミ

・
欧
州
旅
行
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
』
」
は
、
今
回
の
旅

行
を
総
括
し
た
報
告
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
|
セ
ミ
ナ
ー
を
通

ZL

の
国
際
交
流
|
|
」
は
、
研
修
の
メ
イ
ン
で
あ
っ
た
各
地
で
の
セ
ミ
ナ
ー
の

報
告
で
あ
り
、
御
講
義
頂
い
た
各
先
生
方
の
紹
介
と
講
義
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
(
各
講
義
は
英
語
で
行
な
わ
れ
た
。
)
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
『
近
代
化
』
を
考
え
る
」
は
、
旅
行
中
参
加
者
の
閣
で
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
の
雑
感
を
ま
と
め
た
旅
行
後
記
で
あ
り
、

ま
た
、
「
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
の
生
活
の
質
」
は
在
欧
の
日
本
人
か
ら
見

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
比
較
に
関
す
る
問
題
提
起
と
雪
口
え
よ
う
。

な
お
、
便
宜
の
た
め
に
旅
行
の
日
程
表
も
掲
載
し
た
。

今
回
の
特
集
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
修
旅
行
の
成
果
を
報
告
す
る
と
同
時

に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
」
と
い
う
壮
大
な
テ
1
7
K
取
り
組
む
上

-
で
、
い
く
ら
か
の
礎
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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3月31日

月日 |滞在地(ホテル名)

4月 1日

ウ ィーン
(r~ークホテル・シェ

ーンプルン)

ウィーン

4月 2日| ウィーン

ザルツプルグ
(ホテル・ソイター)

4月 3日| ザルツプルグ

ハイデルベルグ

(ダイアナ・ホテル)

活 動 内 容

朝，ウィーン・南駅に到着。昼間は市内観光。晩は
「国際関係にお砂る中国的及びヨーロッパ的発想につ

いてーその過去と現在」と題しオーストリア現代
中国センターのカミンスキー博士と北京大学国際関係
系の趨寅際教授を迎えてセミナーを開催(カミンスキ

ー博士のかわいいお嬢さんも同伴)。

終日自由研修。午後にウィーンの森観光IC出た人も
いた。

朝ウィーン外交学院を訪問し，院長のハーテンシュ
タイン博士lζ 「アジアとヨーロッパの関係についてJ
と題するお話を伺う。その後パスでザルツプルグへ向

う。車中では印象記の発表が続いて行なわれた。夕方
近く，宿に到着。その後自由研修。先生と宮殿コンサ
ートに行ってモーツアルトなどを満喫した人も。

朝ザルツプルグをパスで出発。ロマンティック街道
を通りハイデルベルグへ向う。途中，ミュンヘン，ロ

ーテンベルク1ζも寄る。車中では，一人一言の主張を
行う。先生からは中国文明観についてのお話が。夕刻

宿IC到着。

-
フ
ン
。

フ
ロ
・
つ

'
で
行

後
機
を

午
空
張

。
航
主

様
国
の

模

英

言

雨
ら
一

の
か
人

く
港
一

に
空
は
着

い
ン
で
到

あ

イ

中

花

。
マ
車
港

修
・
の
空

研
ム
で
一

由
ア
ま
ロ

自
・
港
ス

は
ト
空
一

中
ル
。
ヒ

前
…
フ
へ

午

ク

ン

後

ン
ド
午

ポ

'

ロ
川
町
ン
ト
〉

h
v
'

メ
ル

v
iド
・
テ

九円
4

ン
ツ
ホ

-

N

h

'

・

吋

ロ

ン

ル

ノ

ロ

一

口同aa
・

R
n
 

a
q
 

4月 5日

4月 6日

4月 7日

4月 8日

ロンドン

ロンドン

ロンドン

午前中は市内観光。昼食を先生御推薦の"中華料理
庖"でとった後，オックスフォード大学を訪問。大学まで
の車中では，先生が中華料理の解説をされ，また，参
加された社会人の方々がお話をされた。大学では同大
学日本研究センターのストックウィン教授を囲み「イギ
リスから見た日本・日本から見たイギリス」と題してセ
ミナーを開催した。また，晩にはロンドン大学戦略研

究所のメンデル博士，リーズ大学モンゴル研究室のオノ
ン教授，さらにイギリスで活躍中の評論家北広次氏を
ホテルIC迎えて「イギリスから見たアジアの国際関係」
と題してセミナーが開催された。

終日自由研修。ヨーロッパ最後の夜をディスコで楽

じんだクVレープも。

朝ルフトハンザ・ドイツ航空機でロンドンを発ちフ
ランクフルト・アム・マイン空港へ。同空港で先生か
ら総括のお話。日航機IC乗り換え，モスクワ経由で日

本へ向う。

午前中に成田空港に到着。着後解散。各自帰宅の途
につく。
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「ヨーロッパからアジアを考える」

月 日 | 滞在地(ホテル名)

昭和 59年
(1984年)

3月20日

3月21日| ノす

(コンテル・シャン
プラン)

ノf

ノf

3月24日 r~ 

7 ドリッド
(プラガ・オテル・
レジデンシア)

マドリッド

3月26日 マドリッド

ローマ
(ホテル・アルパニ)

3月27日 ローマ

中崎ゼミ研修旅行 日程表

活 動 内
信』

廿

午前7時半に成田集合。ミーティング。日航機でア
ンカレッジ経由北路ヨーロッパへ。アンカレッジで 1
時間遅れる。「ヨーロッパって遠いね。J(先生，アン
カレッジにて〉

ロンドン・ヒースロー空港を経て午前中にパリ・シ
ャルル・ド・ゴール空港着。午後は市内観光。晩は先
生とシャンゼリーゼ通りへ。

夕方まで自由研修(主としてベルサイユ・シャルト
ル方面〉。夜はフランス国立政府学財団・国際関係セ
ンターのカダール夫妻と外務省の高橋妙子女史を迎え
「フランスから見たアジアの国際関係と中国」と題し
てセミナー。終了後，カキ料理を覚味したグループも。

終日自由研修(主として市内)。

午後の出発まで自由研修。昼食に先生御推薦の"中
華料理后.11::行った組も。午後イベリア航空機で発ち，
深夜近くマドリッド郊外のパラハス空港に到着。

午前中市内観光。午後は自由研修とトレド観光とに
分かれる。前者ではサッカー観戦組も。夜に添乗員の
大塚さんと安くてうまいメソン(一品料理のパプ)
街を歩いた人もいた。

朝マドリッドを発ちイベリア航空機でローマ・レオ
ナJレド・ダ・ヴインチ空港へ到着。午後はバチカン市
国を含む市内観光。

終日自由行動。ナポリ・ポンベイ観光に出た人もい
る。前者の中で，イタリア名物・観光客目当ての“職
業"を体験された方も......。

3月28日| ロ ー マ | 朝スペイン広場を見学してからローマを発ち，パス
でフィレンツェへ。車中のど自慢"が関かれ心得

フィレンツェ |のある方々がマイクを握る。イタリア語で歌われた先
(キャピトル・ホテル)1生の歌と愛媛科野ちゃんのプレイク・ダンスは参加者

を圧倒。着後，市内観光。

3月29日| フィレンツェ | 午前中は自由研修。午後フィレンツェを発ちパスで
ヴェネツィアへ。車中ではセミナーが関かれ，前日まで

ヴェネツィア |に提出した印象記を斉藤，高木，千村，安西，久保，城，
(プラザ・ホテル) I曽根，河原地が発表し，先生の総括のうちに宿に到着。

3月30日| ヴェネツィア | 夕方まで自由研修。点呼周11::分けた 3つのクツレープ
で各々行動。あいにくの曇天。深夜，夜行寝台列車で
陸路ウィーンへ。
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ヨ
l
ロ

ッ
パ
と
ア
ジ
ア

セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
て
の
国
際
交
流

l

フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
た
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
と
中
国
(
パ
リ
)

カ
ダ
l
ル
博
士

(
U吋
・

2
2品
。
包
R
C

全
フ
ラ
ン
ス
政
治
学
財
団
国
際
関
係
研
究
調
査
セ
ン
タ
ー
(
の
開
河
己
の

主
任
研
究
員
で
、
同
セ
ン
タ
ー
の
中
国
・
極
東
部
長
。
中
国
及
び
毛
沢
東
に
つ

い
て
、
冷
静
な
自
で
分
析
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
中
国
研
究
に
新
風
を
吹
き
込

ん
だ
中
国
研
究
者
。
中
嶋
先
生
と
と
も
に
、
現
代
中
国
研
究
を
通
じ
て
の
日
仏

文
化
交
流
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

「
中
国
の
対
外
政
策
」

中
国
の
対
外
政
策
は
建
国
以
後
、
大
き
く
次
の
三
つ
に
時
期
区
分
で
き
る
。

①
四
九
l
五
九
年
、
反
米
親
ソ
。
@
五
九
l
六
一
年
、
米
ソ
二
大
覇
権
に
対
す

る
闘
争
。
@
六
九
l
八
一
年
、
反
ソ
親
来
。

と
乙
ろ
で
、
八
一
年
二
月
以
降
を
中
国
外
交
の
第
四
の
ス
テ
ー
ジ
と
す
れ
ば
、

そ
と
に
み
ら
れ
る
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
は
、
モ
ス
ク
ワ
と
の
関
係
正
常
化
の

傾
向
で
あ
る
。

で
は
、
乙
う
し
た
外
交
政
策
の
変
化
は
何
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
仮
説
が
成
り
立
つ
。

ま
ず
、
米
へ
の
パ

I
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
し
て
対
ソ
接
近
を
図
っ
て
い
る

と
い
う
説
。
乙
の
論
議
に
は
、
地
政
学
的
に
は
、
中
国
に
対
す
る
軍
事
的
脅
威

が
、
米
よ
り
ソ
連
が
優
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
中
国
の
共
産
圏
へ
の
復
帰
説
。
中
国
の
近
代
化
の

た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
ソ
連
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
最
大

の
理
由
で
あ
る
。

三
番
目
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
対
米
・
対
ソ
関
係
の
再
調
整
。
す
な
わ
ち
、

第
二
の
時
期
と
正
反
対
に
両
国
と
等
距
離
に
良
好
な
関
係
る
保
と
う
と
い
う
政

策
で
あ
る
。
国
肉
体
制
の
点
で
は
、
政
治
・
経
済
と
も
に
安
定
し
て
と
の
政
策

は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
北
京
の
意
図
と
は
別
花
、
英
・
仏
・
西
独
・
日
本

な
ど
の
「
第
二
世
界
」
の
米
ソ
へ
の
対
応
が
、
乙
の
政
策
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い

る
。
乙
れ
ら
の
国
を
め
ぐ
る
関
係
は
、

ζ

れ
か
ら
大
い
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
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l
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冨
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J
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何
回
回
目
白
ロ

m
の
邑
恒
三
程
映
湘
)

夫
の
カ
ダ
l
ル
氏
と
同
じ
セ
ン
タ
ー
の
中
国
・
極
東
部
門
に
所
属
し
、
中
国

の
内
政
の
み
な
ら
ず
、
国
際
関
係
に
も
研
究
の
幅
を
広
げ
活
発
に
活
動
。
中
国

革
命
の
草
創
期
の
指
導
者
で
あ
っ
た
彰
述
之
の
実
娘
。



「
中
国
の
新
た
な
変
化
」

一
九
八
二
年
九
月
の
中
国
共
産
党
十
二
回
大
会
後
、
中
国
に
は
新
し
い
変
化

が
訪
れ
た
。

政
治
的
に
は
、
郵
小
平
・
胡
耀
邦
を
中
心
と
し
た
現
実
主
義
者
が
、
国
家
、

党
、
軍
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
的
に
は
、
経
済
構

造
の
自
由
化
が
、
そ
れ
ま
で
の
生
産
能
力
重
視
型
か
ら
流
通
重
視
型
へ
の
移
行

を
も
た
・
り
し
た
。
消
費
物
資
の
流
通
は
生
活
の
本
質
的
変
化
を
伴
な
う
。
経
済

的
な
意
味
で
の
特
権
階
級
を
生
み
出
す
一
方
で
、
七

0
年
代
の
閉
鎖
的
な
緊
張

し
た
社
会
は
、
緊
張
緩
和
さ
れ
た
人
間
性
の
あ
る
社
会
へ
と
様
変
わ
り
し
つ
つ

あ
る
。
文
化
的
に
は
、
対
外
開
放
的
な
風
潮
が
強
く
な
っ
た
。
公
式
発
表
に
も

は
や
満
足
で
き
な
い
若
い
世
代
は
、
海
外
に
学
ぶ
も
の
を
希
求
し
て
い
る
。

乙
れ
ら
の
新
し
い
側
面
は
、
概
し
て
明
る
い
要
素
で
あ
る
が
、
乙
う
し
た
変

化
に
附
随
す
る
暗
い
側
面
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

中
国
は
現
在
過
渡
期
に
あ
る
。
乙
乙
で
問
題
に
な
る
の
は
、
過
剰
人
口
に
よ

る
貧
困
、
文
革
後
遺
症
に
苦
し
む
「
失
わ
れ
た
世
代
」
で
あ
る
。
且
寂
近
の
精
神

汚
染
に
対
す
る
運
動
は
、
と
れ
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

経
済
改
革
も
、
上
部
の
改
革
に
は
効
果
的
だ
が
、
中
・
下
部
構
造
へ
の
浸
透
は

ま
だ
ま
だ
薄
い
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
正
統
性
と
権
力
構
造
を
め
ぐ
る

保
守
派
と
急
進
派
の
角
逐
は
軍
部
と
官
僚
層
の
対
立
を
も
苧
ん
で
い
る
の
で
あ

る。
中
国
は
自
ら
の
体
制
の
歴
史
的
振
幅
を
、
乙
れ
か
ら
も
続
け
る
の
で
あ
ろ
う

4
H

。

国
際
関
係
に
お
け
る
中
国
的
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
発
想

に
つ
い
て
ー
そ
の
過
去
と
現
在
(
ウ
ィ
ー
ン
)

カ
ミ
ン
ス
キ
ー
僧
士

(
U吋
・
。
叩
吋
品
目
内
曲
目
吉
田
玄
)

オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
代
中
国
セ
ン
タ
ー
所
長
。
現
代
中
国
研
究
に
機
わ
る
代
表

的
な
学
者
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
中
国
と
の
友
好
関
係
の
調
整
役
も
務
め

て
い
る
。

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
的
概
観
」

バ
ロ
ッ
ク
時
代
、
我
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
日
本
よ
り
も
中
固
に
関
す
る
知
識

の
方
が
多
か
っ
た
。
一
七
六
一
年
に
幅
広
く
使
用
さ
れ
た
辞
典
を
見
て
み
る
と
.

二
ペ
ー
ジ
近
く
に
亘
っ
て
中
国
文
学
に
つ
い
て
の
記
事
が
載
可
て
い
る
の
に
対

し
、
日
本
の
部
分
は
、
わ
ず
か
五
セ
ン
チ
足
ら
ず
で
あ
る
。
乙
の
時
代
は
、
ィ

エ
ズ
ス
会
宣
教
師
か
ら
の
中
固
に
関
す
る
情
報
が
沢
山
あ
り
、
そ
れ
ら
を
見
る

と
、
当
時
の
人
々
が
大
変
中
固
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。
イ
エ

ズ
ス
会
の
中
国
花
関
す
る
報
告
は
、
国
家
の
理
想
像
や
批
判
の
た
め
の
道
具
と

さ
れ
て
き
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
、
皇
帝
が
臣
民
に
対
し
て
、
又
、
王
宮
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
の

助
言
者
ら
に
対
し
て
、
賢
父
・
懇
父
の
如
く
あ
る
べ
き
乙
と
を
示
す
た
め
中
国

の
皇
帝
像
を
描
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
配
者
逮
が
中
国
の
例
に
習
う
よ

う
に
と
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
末
の
バ
ロ
ッ
ク
時
代
末
期
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
イ
エ
ズ
ス

会
の
権
限
が
弱
ま
り
、
中
国
に
つ
い
て
の
全
く
別
の
見
方
が
一
般
化
し
た
。
そ
-

れ
は
商
人
達
を
中
心
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ベ
ド
ウ
の
秘
書

で
ア
l
ム
リ
l

・
コ
ア
ニ
ー
と
い
う
人
物
は
、
中
固
に
関
す
る
報
告
の
中
で
、

-63-



イ
エ
ズ
ス
会
が
中
固
に
被
せ
て
い
た
美
し
い
ベ

I
ル
を
引
き
ず
り
降
ろ
し
、
真

の
中
国
の
姿
を
示
そ
う
と
し
た
。
又
、
中
国
の
絵
を
用
い
て
、
逆
に
イ
エ
ズ
ス

会
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
の
書
物
も
乙
の
頃
現
わ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
頃
に
な
る
と
、
人
々
は
父
の
如
き
国
王
の
存
在
よ
り
も
自

由
と
憲
法
を
要
求
し
た
。

ζ

の
風
潮
は
、
中
国
の
皇
帝
へ
の
理
解
を
追
い
出
し

ビ
ッ
グ
テ
イ
ル

中
国
を
他
の
象
徴
と
結
び
つ
砂
た
。
そ
れ
は
「
弁
髪
」
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革

命
以
降
、
中
国
の
弁
髪
H
反
動
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
式
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

中
国
は
再
び
批
判
の
道
具
と
し
て
登
場
し
始
め
る
。

乙
乙
に
「
中
国
は
近
代
化
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
が
あ
る
。

し
か
し
、
作
者
の
真
意
は
ウ
ィ
ー
ン
が
近
代
化
す
べ
き
だ
と
い
う
乙
と
だ
。
乙

の
絵
の
中
に
弁
髪
を
ハ
サ
ミ
で
切
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
封
建

制
を
断
切
る
乙
と
の
象
徴
で
あ
る
。
又
、
乙
乙
に
パ
リ
を
行
進
す
る
フ
ラ
ン
ス

人
の
姿
も
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
も
パ
リ
に
続
け
と
い
う
意
味
だ
。
乙
の
よ
う
に
人

々
は
言
葉
で
直
接
語
ろ
う
と
は
せ
ず
、
中
国
を
使
っ
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
二
年
に
出
た
出
版
物
を
み
る
と
、
人
々
は
今
日
の
よ
う
に
明
確
な
、

中
国
と
日
本
の
識
別
は
出
来
て
い
な
い
。
乙
の
絵
の
中
国
人
は
サ
ム
ラ
イ
ス
タ

イ
ル
で
三
味
線
を
持
っ
て
い
る
。
当
時
、
す
で
に
日
本
が
我
々
の
情
報
レ
ベ
ル

に
加
わ
っ
て
お
り
、
人
々
は
日
本
人
の
方
を
好
ん
だ
。
中
国
の
反
動
的
で
古
く

さ
い
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
、
日
本
に
対
す
る
大
方
の
イ
メ
ー
ジ
は
近
代
的
で
進
歩

的
な
国
と
し
て
の
と
て
も
良
い
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
人
々
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
脅
威
で
あ

る
。
「
黄
禍
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
の

ド
イ
ツ
皇
帝
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
絵
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
日
本
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
五
年
後
に
中
国
で
戦
争
が
起
と
る
と
、
黄
禍
は
中
国
と
結
び
つ
け
ら
れ
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
。

第
二
次
大
戦
中
は
、
上
海
に
避
難
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
影
響
で
日
本

人
よ
り
も
中
国
人
に
対
す
る
同
情
が
強
ま
っ
た
が
、
戦
後
は
日
本
人
が
大
幅
に

有
利
に
な
っ
た
。
音
楽
分
野
で
の
交
流
や
、
ウ
ィ
ー
ン
の
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー

設
立
な
ど
に
よ
る
。
一
方
、
中
国
は
共
産
主
義
国
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
際

の
と
乙
ろ
、
朝
鮮
戦
争
前
は
多
く
の
外
交
官
が
中
国
に
行
っ
て
お
り
、
外
交
関

係
は
存
在
し
た
が
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
中
国
は
孤
立
化
し
、
我
々
も
中
国
人

に
好
戦
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
。

七
十
年
台
初
頭
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
北
京
政
府
を
承
認
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
日
本
の
歩
み
の
精
神
的
・
能
動
的
方
法
を
賞
賛

し
て
き
た
が
、
我
々
が
近
代
の
様
々
な
汚
染
や
ス
ト
レ
ス
や
悪
影
響
に
病
む
に

至
っ
て
、
中
国
の
古
い
伝
統
を
見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
は
、
中
国
の
ゆ

っ
く
り
と
し
た
歩
み
で
は
あ
る
が
、
悠
然
と
し
た
姿
に
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
と
は

ま
た
異
っ
た
意
味
で
の
理
想
像
を
見
出
し
て
い
る
。
文
、
日
本
に
対
し
て
も
単

な
る
技
術
水
準
の
高
さ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
の
精
神
に
対
し
て
非
常
な
尊
敬

の
念
を
抱
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
ア
ジ
ア
の
両
国
を
賞
賛
し
て
い
る
。

一白一

ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
に
つ
い
て
(
ウ
ィ
ー
ン
)

ハ
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士

(
U
F

同

upmHRmnzss
出
向
島
窓
口
丘
冊
目
ロ
)

ウ
ィ
ー
ン
外
交
学
院
院
長
。
ウ
ィ
ー
ン
外
交
学
院
は
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
時

代
に
設
立
さ
れ
、
国
際
関
係
、
国
際
法
、
国
際
経
済
、
国
際
諸
事
情
に
つ
い
て

の
知
識
修
得
を
目
的
と
し
た
、
主
と
し
て
外
交
官
を
養
成
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
。



「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
と
国
際
関
係
論
研
究
」

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
朝
時
代
か
ら

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
が
重
視
さ
れ
、
国
際
法
及
び

言
語
修
得
の
た
め
の
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
に
は
、
外
交
の
点
か
ら
、

ロ
シ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
の
言
語
の
必
要
性
も
高
ま
り
、
外
交
官
養
成
学
校

が
建
て
ら
れ
た
。
乙
れ
ら
は
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
位
置
を
考
慮
す
れ
ば
十

分
に
理
解
で
き
る
。
戦
後
も
同
様
に
外
交
官
養
成
の
た
め
、
国
家
に
重
要
な
外

交
、
国
際
交
流
、
国
際
法
の
基
礎
理
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
国
家
聞
の
相
互
理

解
、
交
渉
に
よ
る
相
互
利
益
が
追
求
さ
れ
た
。
そ
乙
で
も
言
語
修
得
の
必
要
性

が
指
摘
さ
れ
た
。
将
来
の
国
際
問
題
は
、
政
治
、
経
済
分
野
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う

が
、
国
際
法
の
共
通
概
念
の
上
に
立
つ
法
の
遵
守
と
国
家
間
交
渉
が
そ
の
解
決

の
道
に
通
じ
る
。

国
家
閣
の
交
渉
に
は
政
治
的
視
点
と
経
済
的
視
点
と
が
あ
る
。
そ
乙
で
は
予

想
可
能
な
事
柄
も
突
然
的
な
出
来
事
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
も
、

巳
昆
可
と

2
-
g
n四
が
必
要
で
あ
り
、
学
者
が
独
立
し
て
そ
れ
ら
に
携
わ
る

乙
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
コ
ロ
キ
ア
ム
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
等
も
間
断
な
く
開
催
さ

れ
る
と
と
が
望
ま
し
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
エ
ナ
(
開
Z
〉
)
と
公
式
関
係
を
持
つ
ウ
ィ
ー
ン
外
交
学
院
は

国
際
グ
ル
ー
プ
交
流
も
盛
ん
で
あ
り
、
英
・
仏
語
の
重
要
性
か
ら
、
仏
へ
の
サ

マ
1
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
四
年
間
の
研
修
制
度
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
な

か
轟
研
修
制
度
は
ス
ペ
イ
ン
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
第
一
に

言
語
の
修
得
が
目
標
と
さ
れ
、
国
際
交
流
、
国
際
関
係
、
多
辺
的
外
交
推
進
の

基
礎
を
形
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
学
生
の
言
語
で
の
障
害
を
考

え
る
と
、
乙
う
し
た
制
度
は
日
本
に
お
い
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ

-
ン
外
交
学
院
で
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
も
一
年
に
二
五
人
ほ
ど
の
生
徒
を
受
ん
入

れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
中
国
人
生
徒
も
含
ま
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
成
立
時
の
永
世
中
立
の
選
択
は
、
国
際
条
約
の
基
礎
を

熟
知
し
、
国
民
が
支
持
す
る
国
会
の
決
議
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
独

立
要
求
が
第
一
義
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
外
交
関
係
に
怠
る

乙
と
な
く
、
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
体
制
の
異
な
る
東
側
諸
国
と
も
経
済
関
係

等
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
て
の
固
と
の
交
流
、
関
係
の
推
進
の
意
志
に
沿

う
も
の
で
あ
り
、
中
立
政
策
を
揺
が
す
も
の
で
は
な
い
。
中
立
政
策
は
、
多
種

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
混
合
で
は
な
く
、
確
固
た
る
一
つ
の
政
策
で
あ
り
、
他
国

間
の
紛
争
に
は
関
与
せ
ず
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
支
持
す
る
と
と
も
な
い
。
従
う

べ
き
は
国
際
法
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
際
社
会
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
場

を
理
解
し
、
そ
の
中
立
政
策
を
認
め
て
い
る
。
し
か
る
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
国

際
関
係
、
国
際
交
流
を
保
つ
乙
と
が
で
き
、
そ
れ
は
同
時
に
義
務
と
も
な
る
の

で
あ
る
。

最
後
に
、
日
本
で
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
研
究
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
日
本
研
究

が
進
む
乙
と
が
望
ま
れ
、
そ
乙
で
の
容
易
な
ら
ぬ
言
語
修
得
の
問
題
も
、
ま
ず

英
語
、
そ
L
て
相
互
に
日
本
語
、
独
語
と
い
う
形
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

西
欧
と
東
ア
ジ
ア
の
関
係
も
ま
ず
言
語
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

F
D
 

P
O
 

イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
た
日
本
・
日
本
か
ら
見
た
イ
ギ
リ
ス

(
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
)

ス
ト
ッ
ク
ワ
イ
ン
教
授
(
司
円
O
同
・
〉
三
宮
口
吋

ωHon-2E)

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ニ
ッ
サ
ン
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
長
。
現
代
田
本
政

治
を
専
攻
し
て
お
り
、
長
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学

(
A
N
U
)
で
教
鞭



を
と
り
、
日
本
の
学
会
に
も
な
じ
み
が
深
い
気
鋭
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
。

「
日
本
人
の
英
国
観
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
日
本
観
」

外
国
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
場
合
、
最
も
重
要
な
乙
と
は
、
な
る
べ
く
分
析

的
か
つ
批
判
的
な
態
度
を
維
持
す
る
ー
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ζ
う

し
た
場
吾
、
し
ば
し
ば
陥
り
や
す
い
通
弊
は
、
画
一
的
イ
メ
ー
ジ

3
8円
g'

sazgm叩
)
の
支
配
、
で
あ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
長
ら
く
日
本
人
が
イ

ギ
リ
ス
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
紳
士
の
国
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
が
、
乙
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
六
0
年
代
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
出
現
に
よ

っ
て
一
変
し
た
。
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
は
「
ポ
ッ
プ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
で
あ
っ

た
。
外
国
を
考
え
る
際
、
そ
乙
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、

一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
支
配
さ
れ
る
と
と
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
考
察
す
る
と

と
が
望
ま
じ
い
。

一
九
世
紀
後
半
、
始
め
て
両
者
が
接
し
た
時
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
日
本

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
可
憐
な
桜
の
花
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、

例
え
ば
、
日
本
人
は
鋸
を
使
う
時
、
乙
れ
を
手
前
に
引
い
て
使
う
が
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
押
し
て
使
う
。
乙
の
よ
う
に
、
日
本
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
自

分
逮
と
は
全
く
異
包
る
圏
、
「
あ
ベ
乙
べ
の
国
」
で
も
あ
っ
た
。
ニ

O
世
紀
の

担
蹟
に
な
る
と
、
日
本
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
芸
術
的
」
で
あ
り
、
そ

の
生
活
は
芸
術
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
た
本
も
著
わ
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
乙
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
勝
利

に
よ
っ
て
一
変
す
る
。
乙
の
勝
利
に
よ
っ
て
日
本
自
ら
も
自
身
を
世
界
の
強
国

の
一
つ
で
あ
る
、
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
対
日
イ
メ
ー

ジ
も
、
従
来
の
「
自
分
遥
と
は
全
く
異
な
る
国
」
と
い
う
も
の
か
ら
「
イ
ギ
リ

ス
人
と
同
じ
よ
う
な
進
歩
的
な
人
々
が
住
む
国
」
と
い
う
評
価
に
変
わ
っ
て
き

た。第
一
次
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
イ
メ
ー
ジ
は
徐
々
に
否
定
的
な
方
向
へ

む
か
い
、
つ
い
に
は
日
本
を
「
非
常
'
に
危
険
な
国
家
」
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
。

乙
の
趨
勢
は
第
二
次
大
戦
の
終
結
ま
で
続
く
。

同
じ
頃
、
日
本
の
対
英
イ
メ
ー
ジ
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
世
界
で
最
も
「
先
進
的
」

と
み
な
す
と
共
に
、
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
も
、
ド
イ
ツ
な
ど
権
威
主
義
的
国

家
と
は
異
な
り
、
「
自
由
主
義
的
」
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
い
た
。
乙
の
イ
ギ

リ
ス
の
自
由
主
義
は
一
九
二

0
年
代
の
日
本
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
で
、
日
本
は
幼
論
イ
ギ
リ
ス
を
「
民
主

主
義
の
モ
デ
ル
」
と
み
な
し
て
い
た
が
、
圧
倒
的
な
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
あ

っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
大
戦
直
後
、
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た

が
、
乙
の
状
態
は
急
速
に
変
化
し
て
い
く
。
一
九
六

0
年
代
ま
で
に
、
イ
ギ
リ

ス
は
日
本
を
、
経
済
上
の
奇
跡
を
成
し
遂
げ
た
高
度
に
動
機
づ
け
さ
れ
た
人
々

の
住
む
園
、
と
し
て
眺
め
始
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
イ
メ
ー
ジ
の
底
に

は
常
に
、
そ
の
成
功
を
「
何
か
不
正
な
手
段
を
通
じ
て
」
成
し
遂
げ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
第
二
の
感
情
が
流
れ
て
い
る
と
と
も
又
見
逃
せ
な
い
。

そ
れ
故
六

0
年
代
後
半
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
観
は
、
欧
米
型
の
自

由
放
任
経
済
(
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
)
の
対
立
物
と
し
て
の
「
日
本
株
式
会
社
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
主
流
と
な
る
。
官
民
一
体
と
な
り
、
経
済
競
争
へ
選
進
す

る
日
本
の
姿
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
会
社
の
ど
と
く
、
高
度
に
統
合
さ
れ
た
日

本
社
会
、
と
い
う
誤
っ
た
観
念
を
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
抱
か
せ
た
。
同
時
期
、
日

本
の
対
英
イ
メ
ー
ジ
は
「
民
主
主
義
の
お
手
本
」
か
ら
「
英
国
病
に
苦
し
む
国
」
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へ
と
変
っ
て
い
っ
た
。

他
に
日
本
に
対
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
期
流
行
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、

六
0
年
代
パ
キ
ス
タ
ン
・
プ
ッ
ト
首
相
の
言
っ
た
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ

ル
」
(
乙
の
言
葉
に
日
本
人
は
激
し
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
が
、
乙
れ
は
極
め

て
中
立
的
概
念
で
あ
り
、
一
般
に
う
け
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
軽
蔑
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
J
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ゴ

l
ル
大
統
領
が
、

池
田
首
相
に
対
し
て
い
っ
た
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
商
人
」
な
ど
が
あ
る
。

乙
の
数
年
間
、
日
英
両
国
に
つ
い
て
は
、
お
互
い
に
対
す
る
情
報
の
増
大
に

つ
れ
、
従
来
の
よ
う
な
、
画
一
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
よ
り
成
熟
し
た
そ

れ
が
主
流
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
互
い
に
、
他
が
、
そ
れ
ほ
ど
画
一
的
な
社
会
で

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
い
く
つ
か
の
面
を
持
っ
た
社
会
で
あ
る
と
と
が
、

徐
々
に
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
最
近
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
日
本
企
業
に
対
英
投
資

を
望
む
声
が
多
い
が
、
と
れ
な
ど
は
相
互
理
解
の
進
展
に
よ
る
大
き
な
成
果
の

一
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
た
ア
ジ
ア
の
園
際
環
境
(
ロ
ン
ド
ン
}

メ
ン
デ
ル
博
士

(
Uア
者
三
時
富
由
ロ
向
日
}
)

ロ
ン
ド
ン
大
学
戦
略
研
究
所
所
長
。
フ
ラ
ン
ス
の
核
抑
止
戦
略
に
つ
い
て
の

研
究
な
ど
で
知
ら
れ
る
。
一
九
七
九
年
に
は
東
京
外
国
語
大
学
客
員
教
授
と
し

て
「
国
際
安
全
保
障
論
」
の
講
義
を
担
当
し
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
か
ら
み
た
ア
ジ
ア
」

イ
ギ
リ
ス
人
の
対
ア
ジ
ア
観
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
為
に
、
ま
ず
、
歴
史
的

視
野
に
た
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
長
い
間
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
ア
ジ
ア
政
策

の
中
心
を
イ
ン
ド
に
お
い
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
持
、
イ
ン
ド
に
お

け
る
ア
ヘ
ン
の
生
産
が
原
因
で
あ
り
、
日
英
同
盟
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、

ロ
シ
ア
の
イ
ン
ド
へ
の
膨
張
を
封
じ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦

後
、
そ
の
植
民
地
が
次
々
に
独
立
す
る
と
共
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ジ
ア
に
お
け

る
影
響
力
と
関
心
は
急
速
に
減
退
し
て
い
っ
た
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
が
二
一
世
紀
に
は
世
界
中
で
最
も
重
要
な
地
域
に
な

る
で
あ
ろ
う
徴
候
は
既
に
い
く
つ
か
見
え
始
め
て
い
る
。
世
界
最
大
の
製
鉄
所

は
韓
国
に
あ
り
、
最
も
重
要
な
マ
イ
ク
ロ
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
生
産
地
は

日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
岸

1
1
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

1
1
で
お
乙
な
わ
れ
て

い
る
。
経
済
的
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
に
も
乙
の
地
域
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ソ
連

・
中
国
・
日
本
と
い
う
四
大
国
が
接
す
る
場
と
し
て
、
い
や
が
う
え
に
も
、
そ

の
重
要
性
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
問
題
な
の
は
、
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
と
う
し

た
事
実
に
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
三
世
紀
の
長
き
に
渡
る
そ
の
優
越
の
歴
史
の
影
響
か
ら
、

ま
だ
完
全
に
脱
け
出
し
き
っ
て
い
な
い
。
基
本
的
に
は
依
然
と
し
て
自
ら
が
世

界
で
優
越
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
又
、
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
地
域
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貿
易
量
に
お
い
て
一

O
M
の
割
合
を
占
め
る
に
す
ぎ

な
い
。
経
済
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
は
ま
だ
ま
だ
小
さ
な
存
在

で
あ
る
。
更
に
、
ソ
速
は
自
身
を
基
本
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
員
で
あ
る
と
見

な
し
て
き
た
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
長
ら
く
そ
の
大
西
洋
岸
(
開
館
件
。

o
g
c

が
優
越
し
た
地
位
を
占
め
続
け
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
な
事
実
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
の
世
界
観
を
板
づ
か
せ
て
き
た
主
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
世
界
観
は
、
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
は
同
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じ
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た

容
在
で
あ
り
、
伝
統
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
持
っ
た

乙
と
が
な
か
っ
た
。
更
に
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
対
外
政
策
に
お
い
て
は
、
ず
っ
と

ア
メ
リ
カ
と
の
協
調
関
係
を
重
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
我
々
は
ア
メ

リ
カ
の
世
界
観
か
ら
非
常
に
多
く
の
影
響
を
受
け
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
関
す
る

か
ぎ
り
、
乙
れ
を
二
つ
の
面
か
ら
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
経
済
的
な
競

争
相
手
と
い
う
そ
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
二
つ
の
超
大
国
の
対
崎
と
い
う

文
脈
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
乙
と
、
で
あ
っ
た
。
結
局
、
や

は
り
イ
ギ
リ
ス
も
北
大
西
洋
地
域
乙
そ
世
界
の
中
心
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た

乙
と
は
否
め
な
い
。
我
々
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
対
し
、
か
く
も
無
知
で
あ
り
、

無
関
心
で
あ
っ
た
、
と
い
う
責
任
の
一
端
は
、
我
々
の
報
道
機
関
に
求
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
出
来
事
に
は
、
非
常
に
貧
弱

な
報
道
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
日
本
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
情
報

が
得
ら
れ
る
の
は
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
は
乙
の
よ
う
な
状
況
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
第
一
に
世
代
の
交
代
に
伴
っ
て
、
過
去
の
イ
ギ
リ
ス
の

栄
光
に
と
ら
わ
れ
な
い
世
代
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
は

現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
つ
め
、
東
ア
ジ
ア
地
域
か
ら
素
直
に
学
ぼ
う
と
し
て

い
る
。
第
二
に
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
の
動
き
は
、
経
済
的
の
み
な
ら
ず
、
政
治

的
に
も
我
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
先
の

I
N
F

交
渉
に
お
け
る
よ
う
に
、
我
々
は
と
う
し
た
問
題
を
最
早
地
域
的
な
も
の
、
と

し
て
の
み
片
づ
け
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
乙
れ
は
私
見
で
あ

る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
、
結
局
超
大
国
の
は
ざ
ま
に
あ
る
、

と
い
う
点
で
共
通
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
共
に
二
つ
の
超
大
国

の
か
け
橋
と
な
る
べ
く
努
力
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

オ
ノ
ン
教
授
(
句
司
氏
-
C
吋何回ロ
m
m
O
ロO
ロ)

リ
l
ズ
大
学
モ
ン
ゴ
ル
研
究
室
長
。
内
モ
ン
ゴ
ル
・
ダ
グ
l
ル
出
身
。
東
洋

大
学
を
卒
業
し
て
日
本
語
に
通
じ
、
永
く
オ
1
エ
ン
・
ラ
テ
ィ
モ
ア
博
士
の
助

手
を
つ
と
め
、
ア
メ
リ
カ
で
も
研
究
員
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ポ
プ
キ
ン
ズ
‘
ジ
ョ

ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
に
学
ん
だ
。
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史
、
社
会
学
、
言
語
の
著
名
な

研
究
者
。

「
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
そ
し
て
日
本
」

一
九
四
八
年
、
私
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
が
、
恐
ら
く
l
l

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
除
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
最
初
の
モ
ン

ゴ
ル
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
五
年
後
、
私
は
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
今
に
至
っ

て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
か
'
り
す
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
存
在
で
あ
る
。
彼
ら

は
モ
ン
ゴ
ル
に
つ
い
て
わ
ず
か
二
つ
の
事
し
か
知
ら
な
い
。
ジ
ン
ギ
ス
・
カ
ン

と
ゴ
ピ
砂
漠
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
研
究
に
関
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
中
で
モ
ン
ゴ

ル
学
者
は
ほ
ん
の
一
人
か
二
人
、
学
生
も
せ
い
ぜ
い
毎
年
一
人
か
二
人
い
る
か
、

い
な
い
か
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
と
の
貿
易
も
非
常
に
少
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
外
交
関
係
だ
け
は
、
他
の
ど
ζ
よ

り
も
早
く
、
一
九
六
四
年
に
樹
立
し
て
い
る
。

中
国
に
つ
い
て
は
全
く
様
子
が
異
な
る
。
彼
ら
は
中
国
を
巨
大
な
存
在
と
見

な
し
て
お
り
、
将
来
、
大
き
な
商
取
り
引
き
が
可
能
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
く
恩
わ
れ
る
の
は
、
私
の
大
学
(
リ
l
ズ
大
学
〉

で
は
毎
年
三
五
人
程
の
学
生
を
中
固
に
留
学
さ
せ
る
が
、
帰
っ
て
き
た
学
生
に
、

一 随 一



中
国
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
中
国
に
失
望
し
て
い
る
、
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
中
固
に
い
く
前
は
、
中
国
に
つ
い
て
六
変
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
想
像
を
描
い
て
い
る
の
だ
。

日
本
K
つ
い
て
は
、
私
は
一
九
四
一
年
か
ら
四
四
年
ま
で
日
本
の
東
洋
大
学

に
在
学
し
た
が
、
そ
の
三
年
聞
は
私
の
生
涯
の
中
で
最
も
幸
福
な
時
期
で
あ
っ

た
。
勿
論
、
当
時
日
本
は
戦
争
中
で
あ
り
、
非
常
に
貧
し
か
っ
た
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
私
は
幸
せ
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
日
本
を
集
団
的
な
パ
ワ
l
'

(mgロ
切
受
遺
骨
吋
〉
と
見
倣
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
よ

い
例
で
あ
る
。
日
本
人
は
世
界
最
高
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
生
産
す
る
が
、
最

高
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
生
み
出
し
得
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

個
人
の
頭
脳
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
含
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
日
本
を
非
常
に
誤
解
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
一
方
で
は
日
本
の
責
任
で
あ
る
。

日
本
は
そ
の
工
業
製
品
の
み
を
輸
出
し
て
、
日
本
人
の
文
化
・
考
え
方
な
ど
を

紹
介
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
日
本
に
は
多
数
の
優
れ
た
学
者
が
い
る
が
、
彼
ら

の
仕
事
は
日
本
語
で
な
さ
れ
て
い
る
為
、
欧
米
人
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。

私
の
考
え
で
は
、
日
本
が
中
国
と
異
な
り
発
展
で
き
た
の
は
日
本
精
神
'

C
8
8
2伺
串
仲
立
乙
の
お
か
げ
で
あ
る
と
思
う
。
過
去
に
お
い
て
日
本
は

そ
の
精
神
を
誤
っ
た
方
向
に
用
い
た
が
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
わ
ぬ
よ
う
、
正
し
い

方
向
に
用
い
れ
ば
、
そ
の
か
く
も
美
し
い
園
、
か
く
も
素
晴
し
い
国
民
は
偉
大

な
成
果
を
挙
げ
う
る
だ
ろ
う
。

モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
は
か
な
り
の
共
通
部
分
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
両
者
の

言
語
構
造
は
大
変
似
て
お
り
、
も
し
漢
字
を
知
・
っ
て
い
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は

日
本
語
を
学
ぶ
に
は
殆
ん
ど
苦
労
し
な
い
。
文
、
両
者
は
地
理
的
に
も
大
変
近

い
。
更
に
日
本
人
は
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
非
常
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
て
い
る
し
、
私

が
日
本
に
い
た
時
、
し
ば
し
ば
日
本
人
と
間
違
わ
れ
た
位
、
顔
か
た
ち
も
似
か

よ
っ
て
い
る
。

北

広

次

氏

東
京
外
国
語
大
学
ロ
シ
ア
語
学
科
卒
業
後
、
商
社
マ
ン
と
し
て
英
国
に
駐
在
。

現
在
は
『
ミ
ス
タ
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
な
ど
の
著
者
と
し
て
活
躍
す
る
か
た
わ
ら
、

英
国
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
市
に
日
英
文
化
交
流
を
中
心
と
し
た
「
ケ
イ
コ
・
ジ
ャ

パ
ン
・
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
、
日
英
親
善
友
好
及
び
英
国
滞
在
日
本
人
向
け

の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
め
て
い
る
。

「
日
英
交
流
の
起
源
」

最
初
の
日
本
人
留
学
生
が
イ
ギ
リ
ス
に
や
っ
て
き
た
の
は
一
八
六
八
年
(
慶

応
四
年
、
明
治
元
年
)
で
あ
っ
た
。
彼
の
名
は
三
郎
、
当
時
二
六
歳
。
三
条
実

美
の
臣
下
で
あ
り
、
天
皇
の
命
に
よ
り
は
る
ば
る
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
た
彼
は
、
英
語
の
知
識
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
が
、

と
り
あ
え
ず
一
軒
の
下
宿
屋
に
そ
の
荷
を
解
い
た
。
英
語
を
学
ぶ
に
は
イ
ギ
リ

ス
人
と
一
つ
屋
根
の
下
で
生
活
す
る
の
が
一
番
の
近
道
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
事
は
全
く
彼
の
考
え
た
よ
う
に
う
ま
く
運
ば
な
か
っ
た
。

彼
は
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
だ
が
、
武
士
の
出
で
あ
り
、
い
く
さ
を
す

る
と
と
が
自
分
の
使
命
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
彼
は
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
の
知
識
さ
え
も
満
足
に
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
毎
日
彼
は
英
語
の
個

人
教
授
に
通
い
、
日
が
な
一
日
z
出
色
-
o
J
a
同町】
H
o
-
-
a
国
O
謡
曲
同
叩
司

O
H
M
-
T
-

a
図
。
謡
曲
同
作
可
O
ロ

iy
と
オ
l
ム
の
ご
と
く
口
真
似
し
て
い
た
が
、
実
の
と
と

ろ
そ
の
意
味
は
ち
っ
と
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
幾
週
間
も
が
過
ぎ
た
が
、

彼
の
そ
ん
な
状
態
は
少
し
も
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
彼
は
朝
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か
ら
晩
ま
で
ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
っ
た
ま
ま
で
起
き
れ
な
か
っ
た
。
下
宿
の
内
儀
が

運
ん
で
や
っ
た
食
物
に
も
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
な
い
。
内
儀
は
て
っ
き
り
彼
が

病
気
に
な
っ
た
と
思
い
こ
み
途
方
に
暮
れ
て
、
も
う

一
人
の
円
本
人
留
学
生
に

電
報
を
打
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
彼
は
病
気
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

絶
望
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

自
分
の
英
語
の
上
達
の
ス
ピ
ー
ド
の
遅
さ
に
絶
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
や
っ

て
き
た
友
人
に
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
た
彼
は
、
気
を
取
り
直
し
再
び
勉
強
を

続
け
た
。
た
だ
し
、
今
度
は
少
し
方
法
を
変
え
て
、
ま
ず
日
本
人
か
ら
基
礎
的

な
英
文
法
を
学
ぶ
こ
と
に
し
た
。

後
に
彼
は
英
国
人
の
安
を
妥
り
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
大
学
に
進
ん
だ
。
日

本
に
帰
国
し
て
か
ら
は
、
憲
法
の
草
案
の
起
草
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
。

ζ

の
披
初
の
日
本
人
留
学
生
が
英
国
花
や
っ
て
き
て
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
の
年

月
が
流
れ
、
今
日
で
は
多
数
の
日
本
人
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ギ
リ
ス
に
往
ん

で
い
る
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
二

O
数
年
前
私
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
根

拠
に
、
日
本
の
繊
維
機
械
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
す
る
と
い
う
仕
事
を
始
め
た

の
だ
が
、
様
々
な
困
難
に
で
く
わ
し
た
。
主
に
そ
れ
ら
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
相
互
理
解
が

か
な
り
す
す
み
仕
事
も
大
分
や
り
や
す
く
な
っ
た
の
だ
が
、
未
だ
、
と
う
て
い

充
分
と
は
い
え
な
い
。
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
に
お
い
て
は
日
本
の
産
業
技
術
と
、
そ
の

精
神
的
・
文
化
的
側
面
と
で
は
ま
だ
ま
だ
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
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ヨ
l
ロ

ッ
パ
で

「
近
代
化
」

を
考
え
る

は
じ
め
に

「
近
代
」
お
よ
び
「
近
代
化
」
の
問
題
は
、
今
日
な
お
我
々
現
代
人
に
と
っ

て
大
き
な
テ
1
7
で
あ
る
。
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
世
界
の
国
々
は
依
然

と
し
て
近
代
化
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
同
じ
発
展
途
上
国
と
恩
わ

れ
て
い
た
国
々
の
中
で
も
N
I
C
S諸
国
の
よ
う
に
目
覚
し
い
勢
い
で
近
代
化

を
推
進
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
進
国
の
聞
で
は
近
代
化
の
生
み
出

し
た
病
理
現
象
が
深
刻
化
し
、
近
代
そ
の
も
の
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

ス
%

「
近
代
化
」
は
、
現
在
の
我
々
が
置
か
れ
た
歴
史
的
位
相
と
国
際
環
境
を
把

握
す
る
上
で
、
重
要
な
軸
と
な
る
問
題
で
あ
る
。

「
近
代
」
を
生
み
出
し
た
地
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
初
め
て
訪
れ
て
、
無
意
識
の
う

ち
に
「
近
代
」
と
は
何
か
を
問
う
に
至
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
必
然
的
な
と
と

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
近
代
化
」
と
は
何
か

我
々
は
安
易
に
「
近
代
化
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
が
、
近
代
化
と
は
本

曽

根

雄

康

質
的
に
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

比
較
的
最
近
ま
で
、
日
本
で
は
近
代
化
H
西
欧
化
と
い
う
図
式
が
一
般
に
認

め
ら
れ
て
き
た
。
と
乙
ろ
が
、
乙
の
図
式
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

第
三
世
界
の
国
々
を
含
め
地
球
上
の
殆
ん
ど
の
国
家
が
近
代
化
を
目
標
と
し
て

い
る
以
上
、
近
代
化
と
は
普
遍
的
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
乙
と
を
要
求
さ

れ
る
。
シ
ュ
ベ
ン
グ
ラ
1
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
西
欧
の
地
位
が
相
対

化
さ
れ
た
今
日
、
西
欧
型
近
代
化
に
普
遍
性
を
認
め
る
乙
と
に
は
限
界
が
あ
る
。

西
欧
型
近
代
化
は
近
代
化
モ
デ
ル
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
べ
き
で
あ

ろ・つ。で
は
、
普
遍
的
に
通
用
す
る
近
代
化
の
特
徴
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的

に
考
え
れ
ば
、
都
市
化
、
世
俗
化
、
科
学
化
、
識
字
化
、
情
報
化
、
官
僚
制
化
、

国
民
国
家
化
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
乙
ろ
で
、
乙
れ
ら
は
「
産
業
社
会
」

と
呼
ば
れ
る
社
会
の
諸
特
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
欧
諸
国
は
も
ち
ろ
ん
の

乙
と
、
日
本
や
N
I
C
S諸
国
に
お
い
て
も
乙
う
し
た
現
象
は
該
当
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
と
の
よ
う
な
特
質
を
総
括
し
て
、
近
代
化
H
産
業
化
と
い
う
図
式

を
用
い
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

近
代
化
と
は
産
業
社
会
の
形
成
過
程
を
さ
す
と
し
た
。
乙
れ
に
は
産
業
化
そ

れ
自
体
の
進
展
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
根
源
的
に
見
る
な
ら
ば
、
産
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業
化
d
y
支
え
る
に
足
る
価
値
観
と
、
産
業
化
を
支
え
る
に
不
可
欠
な
社
会
シ
ス

テ
ム
の
成
立
を
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
前
者
は
、
と
れ
ま
で
の
近
代
化

論
の
中
で
は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
る
と
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

乙
ろ
が
、
産
業
化
を
い
ち
早
く
達
成
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ス
テ
ム
が
移
植
さ
れ

た
は
ず
の
イ
シ
ド
ゃ
、
中
国
の
よ
う
に
綿
密
な
計
画
経
済
の
も
と
に
国
家
建
設

が
な
さ
れ
る
は
ず
の
社
会
主
義
国
に
お
い
て
近
代
化
が
遅
れ
て
い
る
事
実
を
見

る
と
き
、
乙
れ
ら
の
国
の
近
代
化
に
伴
う
問
題
を
解
く
鍵
は
、
そ
の
国
民
の
も

つ
価
値
観
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然

条
件
や
歴
史
的
背
景
・
地
政
学
的
環
境
な
ど
も
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
近
代
化
の
障
害
を
そ
う
い
っ
た
不
変
的
、
不
可
逆
的
な
も
の
に
求
め

る
の
は
、
近
代
化
の
普
遍
性
と
い
う
前
提
に
抵
触
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
、

ζ

乙
で
は
近
代
化
を
支
え
た
価
値
観
、
と
り
わ
け
近
代
を
生
み
出

し
た
西
欧
の
人
々
の
価
値
観
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
観

霧
の
ロ
ン
ド
ン
・
ヒ

l
ス
ロ

I
空
港
を
飛
ぴ
発
ち
お
よ
そ
四
十
分
。
厚
い
雲

海
を
く
ぐ
り
抜
け
て
初
め
て
自
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
。
そ
乙
に
広
が
っ
て

い
た
の
は
、
果
て
し
な
く
続
く
作
物
畑
と
、
大
洋
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
「
島
」
の

ど
と
く
点
在
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
村
落
で
あ
っ
た
。
「
島
」
の
中
心
に
は
、
燈
台
の

役
割
を
す
る
か
の
よ
う
な
カ
テ
ド
ラ
ル
が
そ
そ
り
立
ち
、
「
島
」
と
「
島
」
の
聞

に
は
白
く
細
い
糸
の
よ
う
な
道
が
張
り
め
ぐ
事
り
さ
れ
て
い
た
。
雑
誌
や
絵
葉
書

で
紹
介
さ
れ
見
慣
れ
て
い
た
つ
も
り
の
乙
れ
ら
の
風
景
も
、
自
分
の
目
で
実
際

に
見
た
と
き
に
は
日
本
で
は
決
し
て
味
わ
っ
た
乙
と
の
な
い
よ
う
な
一
種
の
衝

撃
を
私
に
与
え
た
。

そ
の
衝
撃
と
は
、
た
だ
単
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
か
美
的
感
覚
の
違
い
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。
眼
前
に
広
が
る
風
景
が
太
古
の
昔
か
ら
の
姿
を
残
し
た

も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
ら
の
力
で
創
り
上
げ
た
「
自
然
」
の
姿
で
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
に
と
そ
私
は
衝
撃
を
う
砂
た
の
で
あ
る
。

今
か
ら
千
年
前
に
同
じ
よ
う
に
空
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
乙
の
地
を
眺
め
た
と
す

れ
ば
、
そ
乙
に
広
が
っ
て
い
る
の
は
高
さ
二
十
1
四
十
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
ミ

ズ
ナ
ラ
や
ぷ
な
の
木
が
生
い
茂
っ
た
樹
海
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
人
聞
が
住
ん
で

い
た
の
は
そ
う
い
っ
た
森
林
に
隣
接
し
た
地
域
で
あ
り
、
森
林
は
人
聞
に
と
っ

て
恐
怖
で
あ
る
と
同
時
に
神
聖
な
対
象
で
あ
っ
た
。
中
世
の
後
半
以
来
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
々
は
乙
の
よ
う
な
自
然
に
敢
え
て
戦
い
を
い
ど
み
、
自
然
に
対
し

て
働
き
か
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
・
目
然
を
人
間
に
と
っ
て
扱
い
易
い
も
の
に
作
り

変
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
自
然
と
は
人
聞
が
征
服
し
従
属
さ
せ
る
べ

き
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
能
動
性
を
看
取
す
る
乙
と
が

で
き
る
。
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と
乙
ろ
で
、
乙
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
観
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
た
の

が
、
パ
リ
の
ノ
!
ト
ル
ダ
ム
寺
院
と
シ
ヤ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
で
あ
っ
た
。
い
ず

れ
も
非
常
に
有
名
な
ゴ
チ
ッ
ク
調
の
建
物
で
十
二

1
十
三
世
紀
に
か
け
て
建
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
パ
リ
の
中
心
地
に
あ
る
ノ
l
ト
ル
ダ
ム
寺
院
は
、
一
歩

そ
の
内
部
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
そ
の
中
は
石
に
固
ま
れ
て
冷
ん
や
り
と
し
て

お
り
、
俗
界
か
ら
は
遮
断
さ
れ
た
別
世
界
の
よ
う
な
感
じ
を
う
け
る
。
両
側
に

そ
そ
り
立
っ
た
太
い
柱
は
天
井
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
枝
分
か
れ
し
、
ち
ょ
う
ど

真
中
の
と
乙
ろ
で
交
差
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
方
の
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
か
ら
ほ
の
か
な
光
線
が
差
し
込
み
、
暗
い
聖
堂
の
中
の
空
聞
に
白
い



線
を
描
き
出
し
て
い
る
。
乙
れ
ら
は
あ
た
か
も
、
上
下
四
方
を
大
き
な
木
々
に

固
ま
れ
た
森
の
中
に
立
ち
、
頭
上
の
枝
の
わ
ず
か
な
隙
間
か
ら
入
る
木
洩
れ
陽

を
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
と
と
は
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
掌
に
も
よ

り
は
っ
き
り
と
感
じ
と
ら
れ
る
。

森
に
固
ま
れ
て
い
た
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て
、
自
然
と
は
決

し
て
人
間
と
調
和
す
る
も
の
で
は
な
く
、
動
的
な
、
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
は
放
っ
て
お
け
ば
人
聞
に
襲
い
か
か
り
、
人
聞
を
呑
み
込

ん
で
し
ま
う
か
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら

乙
そ
、
自
然
は
人
聞
に
と
っ
て
、
人
聞
が
そ
れ
に
立
ち
向
か
い
、
人
間
の
生
活

に
適
す
る
も
の
に
改
造
す
べ
き
対
象
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
然
は
人

聞
に
と
っ
て
順
応
す
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
人
聞
が
支
配
す
べ
き
対
象
で
あ
っ

た
。
そ
う
考
え
る
乙
と
が
生
き
て
い
く
上
で
の
原
則
で
も
あ
っ
た
。
中
世
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
乙
の
よ
う
に
自
然
を
自
ら
の
手
中
に
お
さ
め
る
、
す
な

わ
ち
支
配
す
る
乙
と
の
象
徴
と
し
て
、
都
市
の
中
に
大
聖
堂
の
よ
う
な
「
人
工

森
」
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

森
と
大
聖
堂
の
関
係
に
象
徴
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
自
然
に
対
す
る

積
極
的
な
態
度
が
顕
著
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
一

1
十
三
世
紀
に
か

け
て
の
大
規
模
な
開
墾
運
動
の
頃
で
あ
る
。
が
、
そ
の
後
、
乙
う
し
た
態
度
は

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
展
開
さ
れ
た
様
々
な
技
術
の
革
新
に
波
及
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
乙
の
時
期
の
変
革
を
一
貫
し
て
支
え
て
い
た
の
は
、
人
間
の
主
体

的
能
動
性
、
す
な
わ
ち
自
ら
が
社
会
変
革
の
担
い
手
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
精

神
的
態
度
で
あ
っ
た
。
乙
れ
乙
そ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
し
て
他
の
地
域
に
先
駆

け
て
近
代
特
有
の
文
化
的
諸
形
象
を
現
せ
し
め
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ

た。ー

近
代
化
を
支
え
た
価
値
観

西
欧
の
近
代
化
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
近
代
化
を
支
え
た
価
値
観
と
い
っ
た
場

合
、
次
の
三
つ
が
柱
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
①
能
動
主
萎
切
個
人
主
義
③

手
段
主
義
。

能
動
主
義
と
は
、
自
然
に
対
立
し
そ
れ
を
征
服
す
べ
き
「
神
の
似
姿
」
と
し

て
の
人
間
中
心
の
思
想
で
あ
り
、
進
歩
の
思
想
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
乙
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
潜
在
す
る
要
因
が
西
欧
の
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
イ
ズ
ム
を
通
じ
て
徹
底
化
さ
れ
、
尖
鋭
な
内
容
の
世
俗
的
倫
理
を
生
み
つ

つ
、
広
く
俗
人
層
に
浸
透
し
た
も
の
で
あ
る
。
能
動
主
義
と
対
立
す
る
価
値
観

は
受
動
主
義
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
自
然
と
人
間
と
は
宇
宙
の
有
機
的
部
分
で
あ

っ
て
互
い
に
調
和
す
べ
き
も
の
だ
と
す
る
儒
教
、
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
な
ど
の

東
方
型
有
史
宗
教
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

絶
対
者
と
一
対
一
で
向
い
合
う
べ
き
個
人
の
尊
厳
性
を
強
調
す
る
個
人
主
義

の
感
覚
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
そ
の
根
源
を
見
出
す
乙
と
が
で
き
る
。
そ
う

し
た
意
味
で
、
発
生
論
的
に
は
能
動
主
義
と
か
な
り
深
い
関
係
に
あ
る
わ
け
だ

が
、
近
代
化
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

日
本
や
N
I
C
S諸
国
の
よ
う
に
集
団
主
義
の
伝
統
を
維
持
し
な
が
ら
も
近
代

化
に
成
功
し
た
例
を
見
れ
ば
、
乙
の
乙
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

手
段
主
義
と
は
、
目
標
を
明
確
に
意
識
し
経
験
的
知
識
を
生
か
し
て
、
手
段

坦
行
為
を
積
極
的
に
評
価
し
、
い
わ
ば
美
徳
と
み
な
す
と
と
を
さ
す
。
人
閣
の

行
為
に
は
手
段
的
行
為
と
即
自
的
行
為
と
が
あ
り
、
人
類
史
の
大
部
分
に
お
い

て
両
者
は
中
庸
を
え
て
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近

代
に
お
い
て
「
科
学
」
と
「
技
術
」
の
結
合
は
、
手
段
的
行
為
を
そ
れ
自
体
美
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徳
と
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ζ

う
し
て
み
る
と
、
産
業
化
過
程
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
か
っ
決
定
的
な
効

果
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
中
核
的
な
価
値
観
は
、
能
動
主
義
と
手
段
主
義
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
乙
の
よ
う
な
価
値
観
の
背
景
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
く
影
を

落
と
し
て
い
る
。

能
動
主
義
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
背
景
は
、
前
述
の
森
と
カ
テ
ド
ラ
ル
の
関

係
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
が
近
代
の

科
学
と
技
術
を
鋳
造
し
た
母
体
で
あ
っ
た
と
と
を
「
神
か
ら
機
械
が
」
と
形
容

し
た
ア
メ
リ
カ
の
農
業
史
家
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
表
現
は
、

ζ

の
意
味
で
ま
さ

に
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

手
段
的
行
為
を
美
徳
と
す
る
考
え
方
も
そ
の
根
源
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に

求
め
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
聞
が
現
世
に
生
命
を
授
か
っ

た
の
は
、
本
来
、
神
の
栄
光
を
と
の
世
に
お
い
て
増
す
た
め
で
あ
る
。
人
聞
は

神
の
「
器
」
す
な
わ
ち
「
道
具
」
で
あ
り
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
「
職
業
」
に

持
続
的
に
専
念
す
る
乙
と
が
神
の
意
志
に
従
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
う
し
て
人
間

は
、
労
働
を
そ
れ
自
体
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
高
い
理
想
を
達
成
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
的
生
活
態
度
の
出
現

キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
、
近
代
化
を
支
え
る
に
足
る
価
値
観
を
生
む
母
体
で

あ
っ
た
と
と
を
と
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
が
、
次
に
、
何
故
二
千
年
と
い
う
古
い

歴
史
を
も
っ
キ
リ
ス
ト
教
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
七
世
紀
に

至
る
ま
で
近
代
を
表
出
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

ロ
1
7
教
皇
は
十
六
世
紀
に
至
る
ま
で
、
皇
帝
を
も
左
右
す
る
よ
う
な
絶
大

な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
が
、
ル
タ
ー
に
始
ま
る
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
そ
の

地
位
は
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
宗
教
改
革
は
ロ

1
マ
教
会
に
対
す
る
挑
戦
で

あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
世
俗
化
し
民
衆
の
生
活
態
度
を
規
定
す

る
も
の
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
で
き
た
乙
と
は
大

き
な
効
果
を
伴
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
司
祭
を
通
し
て
、
儀
式
に
よ
っ
て
神
と
つ
な
が

る
の
で
は
な
く
、
民
衆
が
個
々
に
直
接
に
神
と
向
い
合
う
と
と
に
も
な
っ
た
。

自
然
の
脅
威
や
ベ
ス
ト
の
蔓
延
な
ど
の
た
め
に
共
感
し
う
る
も
の
を
求
め
て
教

会
に
集
ま
っ
て
い
た
人
々
が
、
単
な
る
儀
礼
的
束
縛
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
同

じ
信
仰
を
も
ち
、
同
じ
よ
う
な
生
活
態
度
を
保
持
す
る
同
朋
と
し
て
教
派
を
作

る
よ
う
に
な
っ
た
。

彼
ら
の
生
活
態
度
の
中
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
価
値
感
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

能
動
主
義
と
手
段
主
義
は
、
具
体
的
な
職
業
労
働
の
中
で
「
勤
勉
」
と
「
禁
欲
」

と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
社
会
の
発
展
と
と
も
に
人
間
の
信
仰
心
は
稀
薄
に

な
っ
て
い
っ
た
が
、
生
活
態
度
の
中
に
脈
々
と
流
れ
る
倫
理
観
だ
け
は
残
り
美

徳
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
勤
勉
」
「
禁
欲
」
と
い
う
人
聞
の
本

性
か
ら
す
れ
ば
非
合
理
的
な
生
活
態
度
が
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
近
代
の

合
理
的
思
惟
生
活
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

ウ
ェ

l
パ

1
は
乙
う
し
た
生
活
態
度
に
見
ら
れ
る
人
閣
の
性
格
の
持
続
的
な

個
闘
を
「
エ
ー
ト
ス
」
と
呼
ぴ
、
乙
の
「
エ
ー
ト
ス
」
と
そ
が
他
な
ら
ぬ
西
欧

の
地
に
お
い
て
近
代
を
発
生
せ
し
め
た
と
と
を
実
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ

っ
た
。
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お
わ
り
に
l
近
代
化
と
『
エ
ー
ト
ス
」

乙
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
な
が
ら
、
「
近
代
化
」
に
づ
い
て
考

え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
と
い
う
今

回
の
旅
行
の
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
行
き
つ
く
と
と
ろ
は
当
然
の
乙
と
な
が
ら

ア
ジ
ア
諸
国
の
近
代
化
で
あ
る
。
乙
れ
も
ま
た
大
き
な
テ
!
?
な
の
で
あ
る
の

で
、
別
の
機
会
に
詳
述
す
る
必
要
か
あ
る
と
は
思
う
が
、
今
回
の
旅
行
を
終
え

て
の
雑
感
と
し
て
最
後
に
、
発
展
途
上
国
の
近
代
化
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お

き
た
い
。

今
回
、
近
代
化
は
世
界
的
な
規
模
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
先
進
国
は
後
進
国

に
対
し
て
資
本
、
技
術
、
シ
ス
テ
ム
な
ど
多
く
の
も
の
を
援
助
し
て
い
る
。
援

助
さ
れ
る
国
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
乙
れ
ら
は
一
種
の
近
代
化
の
輸
入
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
乙
う
し
た
近
代
化
の
輸
入
が
、
必
ず
し
も
そ
の
国
の
近
代

化
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

な
ぜ
援
助
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
援
助
を
す
る
国
が
偏
狭
な
利

己
主
義
か
ら
脱
し
て
い
な
い
と
と
も
あ
ろ
う
が
、
援
助
さ
れ
る
国
に
も
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
優
れ
た
技
術
や
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
も
、
結
局

そ
れ
を
動
か
す
の
は
人
間
で
あ
る
。
人
聞
が
そ
れ
ら
を
運
用
す
る
に
足
る
知
識

や
良
識
、
倫
理
観
、
そ
し
て
持
続
的
な
生
活
態
度
す
な
わ
ち
「
エ
ー
ト
ス
」
を

も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
機
能
す
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
進
国

か
ら
輸
入
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
目
的
合
理
主
義
的
人
聞
が
使
用
す
る
ζ

と
を

想
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
主
義
の
遺
制
が
残
存
す
る
国

々
で
大
衆
を
近
代
的
な
人
間
類
型
に
作
り
変
え
よ
う
と
い
う
の
は
並
大
抵
の
乙

と
で
は
な
い
。
が
、
近
代
化
は
究
極
的
に
は
人
間
H
個
人
の
問
題
に
還
元
し
て

考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
エ
ー
ト
ス
」
抜
き
の
近
代
化
は
ひ
ず
み
を
生
む
。
独
裁
体
制
の
出
現
も
そ

の
一
例
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
生
活
態
度
な
ど
一
朝
一
夕
に
し
て
変
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
だ
か
ら
乙
そ
、
近
代
化
に
お
い
て
理
念
や
宗
教
が
果
た
す
役
割
も
見

逃
が
せ
な
い
の
で
あ
る
。

今
世
紀
の
初
め
す
で
に
乙
う
し
た
点
に
着
目
し
て
い
た
ウ
ェ
l
パ
ー
に
は
敬

服
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
の
巨
視
的
な
比
較
文
化
史
論
は
未
完
に
終

わ
っ
た
が
、
「
エ
ー
ト
ス
」
論
と
し
て
の
近
代
化
論
は
ま
だ
ま
だ
深
め
て
い
く
余

地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

番
考
文
献

p
n
u
 

n
t
 

木
村
尚
三
郎
『
西
欧
文
明
の
原
像
』
(
講
談
社
、
一
九
七
四
年
三

村
上
泰
亮
、
公
文
俊
平
、
佐
藤
誠
三
郎
『
文
明
と
し
て
の
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央
公
論
社
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一
九
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マ
ッ
ク
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・
ウ
ェ

1
パ
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『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
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義

の
精
神
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邦
訳
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岩
波
文
庫
、
一
九
五
五
年
)
。
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ド
イ
ツ
人
に
と
っ

て
の
生
活
の
質

ほ
じ
め
に

体
裁
が
悪
い
事
に
、
私
は
西
ド
イ
ツ
に
来
て
か
ら
も
う
十
年
に
な
る
。
小
学

校
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
六
年
間
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
留
学
を
し
て
い
た
一

年
を
加
え
る
と
、
半
生
を
外
国
で
生
活
し
た
乙
と
に
な
る
。
「
体
裁
が
悪
い
」

と
い
う
言
い
方
は
変
な
言
い
方
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
乙
ん
な
に
長
く
ド
イ
ツ

に
い
て
、
私
は
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
多
少
後
ろ
め
た

い
気
持
が
時
折
す
る
の
で
あ
る
。
外
国
に
お
け
る
初
め
の
一
、
二
年
間
は
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
が
む
し
ゃ
ら
に
見
聞
し
、
生
ま
れ
た
子
供
が
次
か
ら
次
へ
と
新

し
い
経
験
を
吸
収
す
る
勢
い
で
様
々
な
知
識
を
摂
取
し
て
い
け
る
の
だ
。
し
か

し
、
五
年
目
ぐ
ら
い
を
過
ぎ
る
と
、
日
本
に
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に
い
て
も
、
大

し
て
変
わ
ら
な
い
日
常
の
生
活
が
続
い
て
し
ま
い
、
月
日
だ
け
が
経
過
し
て
し

ま
う
。
乙
れ
は
、
け
っ
し
て
長
期
滞
在
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
文
化
に
同
化
さ
れ

る
と
と
を
意
味
し
な
い
。
い
く
ぶ
ん
無
感
覚
に
な
る
と
い
う
も
の
の
、
ド
イ
ツ

人
の
思
考
と
行
動
様
式
を
日
本
人
の
そ
れ
と
比
較
す
る
日
頃
の
習
慣
は
な
か
な

か
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
乙
の
態
度
は
「
外
国
人
(
〉
ロ
回
忌
ロ
向
日
常
)
」

積

口

牧

子

(ボ

l
フ
ェ
ム
・
ル
ー
ル
大
学
大
学
院

p
h
・
D
取
得
・
西
ド
イ
ツ
在
住
)

で
い
る
乙
と
が
第
三
者
的
立
場
を
強
め
て
い
る
か
ゑ
も
し
れ
な
い
。
「
後
め
た

い
気
持
」
と
い
う
の
は
、
今
だ
に
ド
イ
ツ
人
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
評
価
が

で
き
な
い
で
い
る
事
に
よ
る
。
時
に
は
、
日
本
人
と
ド
イ
ツ
人
は
似
て
い
る
な
、

と
思
い
、
時
に
は
、
乙
ん
な
に
も
違
う
の
か
な
、
と
驚
い
た
り
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
乙
で
は
敢
え
て
「
生
活
の
質

F
m
v
g
Zロ
包
広
飢
同
)
」

に
対
す
る
ド
イ
ツ
人
の
概
念
み
た
い
な
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

目
下
、
私
の
ド
イ
ツ
で
の
生
活
に
お
よ
そ
「
活
躍
し
て
い
る
O
B
」
の
そ
れ

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
家
に
い
て
、
婦
人
を
抑
圧
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
コ
ニ

つ
の
K
」
》

E
E
R
(子
色
《
一
》
関
岱

n
Z
(台
所
)
《
一
一

V
5
2
Z
(教

会
)
《
の
前
者
二
つ
に
振
り
因
さ
れ
て
い
る
。
(
「
教
会
」
が
な
い
だ
け
楽
で
は

な
い
か
、
と
お
思
い
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
品
目
は
婦
人
は
教
会
に
毎
日
行

っ
て
は
居
眠
り
を
し
た
り
、
世
間
話
し
を
し
た
り
し
て
い
た
と
言
う
。
)
家
庭

に
お
い
て
、
大
学
で
学
ん
だ
論
理
的
思
考
方
法
が
多
少
は
役
に
立
つ
(
た
と
え

ば
お
掃
事
す
る
上
で
、
ネ
ッ
ク
ハ
随
路
)
は
ど
と
か
と
考
え
た
り
す
る
事
)
と

は
言
う
も
の
の
、
本
を
読
む
時
間
は
殆
ど
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
学
者
的

な
百
匂
三
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
そ
の
た
め
、
乙
乙
で
ド
イ
ツ
人
の
生
活
の
質
を
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語
る
に
及
ん
で
、
ま
と
ま
っ
た
科
学
的
な
も
の
は
書
け
ず
、
台
所
で
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
み
な
が
ら
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
乙
と
を
徒
然
な
る
ま
ま
に
メ
モ
っ
て
い
る

姿
を
想
像
し
て
読
ん
で
頂
き
た
い
。

ド
イ
ツ
人
隠
勤
勉
か

一
般
の
ド
イ
ツ
人
と
話
し
て
よ
く
感
じ
る
と
と
は
、
彼
ら
の
生
活
の
質
と
い

う
概
念
の
基
盤
に
は
、
総
じ
て
家
と
車
と
休
暇
(
余
暇
活
動
を
含
め
て
)
が
あ

る
と
い
う
事
だ
。
か
な
り
物
質
的
な
生
活
の
三
要
素
だ
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
戦
争
直
後
の
二
十
年
間
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
当
時
は
仕
事
に

対
す
る
勤
勉
さ
な
ど
と
い
う
精
神
的
な
要
因
が
生
活
の
質
を
左
右
す
る
も
の
と

し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
労
働
そ
の
も
の
が
生
活
の
目
標
の
よ
う
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
仕
事
は
生
活
の
質
を
維
持
す
る
た
め
の
一
手
段
に
過

ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
仕
事
自
体
に
生
き
甲
斐
を
覚
え
て
い
る
と
言
い

き
れ
る
の
は
、
失
業
者
(
二
千
万
人
)
の
大
部
分
や
婦
人
位
の
も
の
だ
と
い
う

印
象
を
と
か
く
受
け
る
。
(
特
に
、
子
供
の
い
る
主
婦
は
よ
く
生
き
甲
斐
の
た

め
に
働
き
た
い
と
言
う
が
、
意
外
に
も
西
ド
イ
ツ
の
保
育
園
の
設
備
は
不
十
分

だ
し
、
ま
た
、
共
働
き
の
場
合
、
税
金
が
む
や
み
に
高
い
な
ど
、
婦
人
が
職
に

つ
く
不
利
な
条
件
が
重
な
っ
て
い
る
J

仕
事
に
対
す
る
勤
勉
さ
そ
の
も
の
を
軽
蔑
す
る
傾
向
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。

子
供
の
本
の
一
例
を
御
紹
介
し
よ
う
。
』

g
g
n
v
と
い
う
人
が
描
い
て
い
る
絵

本
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
の
童
話
を
皮
肉

っ
て
い
る
の
が
あ
る
。
あ
ら
ま
し
伐
と
う
だ
。
夏
中
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
過

ご
し
て
い
た
コ
l

ロ
ギ
(
女
性
)
が
、
冬
に
な
っ
て
雪
の
中
を
、
助
け
を
求
め

て
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
を
訪
ね
歩
く
が
む
な
し
く
断
わ
ら
れ
る
。
し
か
し
最
後

に
、
や
っ
と
モ
グ
ラ
(
男
性
)
に
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
は
共
に

vzza-

-
&
5
2
R
《
(
人
生
の
芸
術
家
)
で
あ
り
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
た
り
、
お

料
理
を
作
っ
た
り
、
お
酒
を
飲
ん
だ
り
し
て
す
ば
ら
し
い
冬
を
送
る
。
最
後
の

絵
は
二
人
が
ベ
ッ
ド
の
中
で
仲
良
く
寝
て
い
る
と
乙
ろ
だ
。

職
場
に
お
い
て
も
度
を
過
ぎ
た
勤
勉
さ
は
、
同
僚
の
聞
だ
け
で
な
く
会
社
側

か
ら
も
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
。
私
は
三
年
半
、
日
本
の
オ
リ
ン
パ
ス
光
学
の
ハ

ン
ブ
ル
グ
支
庖
(
三
百
人
の
職
員
と
技
術
者
の
う
ち
日
本
人
は
三
十
人
足
ら
ず

で
、
ド
イ
ツ
人
に
経
営
が
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
数
少
な

い
現
地
人
経
営
日
本
企
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
J

に
勤
め
て
い
た
乙
と
が
あ
る

が
、
パ
リ
パ
リ
働
く
人
間
は
嫌
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
。
乙
の
私
で
も
、
初
め
の

頃
は
よ
く
私
の
勤
勉
さ
は
子
供
っ
ぽ
い
、
と
か
愚
か
だ
、
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
。

家
に
戻
れ
ば
家
事
が
あ
る
の
だ
し
、
自
分
の
生
活
を
も
っ
と
大
事
に
す
る
べ
き

だ
、
と
根
は
親
切
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
会
社
で
は
契
約
ど
お
り
に
働
い

て
、
ち
ゃ
ん
と
決
ま
っ
た
時
聞
に
帰
る
の
が
普
通
の
職
員
の
す
る
事
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
同
僚
の
考
え
方
な
の
だ
。
ド
イ
ツ
人
の
支
庖
長
も
(
日
本
人
支
庖

長
も
い
る
が
)
、
時
間
外
労
働
(
乙
れ
に
は
手
当
が
つ
か
な
い
訳
だ
が
)
を
し

な
く
て
は
仕
事
を
完
成
で
き
な
い
「
無
能
な
人
間
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
.

い
切
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
自
分
の
仕
事
を
計
画
し
、
勤
務
時
間
内
に
終
え
る

能
力
の
な
い
者
の
九
あ
る
い
は
部
長
が
仕
事
を
与
え
過
ぎ
た
際
に
、
部
長
に
対

し
て
自
分
の
要
求
を
も
通
せ
な
い
腰
ぬ
け
で
し
か
な
い
、
と
。
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以
上
は
仕
事
に
対
す
る
勤
勉
さ
の
評
価
の
推
移
だ
が
、
ド
イ
ツ
人
が
勤
勉
さ

そ
れ
自
体
を
重
ん
じ
る
傾
向
は
依
然
と
し
て
変
わ
り
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
矛
先
が
家
、
車
と
、
余
暇
活
動
に
向
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

ド
イ
ツ
人
の
生
活
と
家
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
会
社
で
も
よ
く
感
じ
た

ζ
と
だ
っ
た
。
同
僚
に
何
で
い
ら
い
ら
し
て
い
る
の
か
尋
ね
て
み
る
と
、
今
日

は
家
で
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
仕
事
(
大
工
仕
事
と
か
庭
掃
事
な
ど
)
が
山
ほ

ど
あ
る
の
だ
、
と
善
一
一
回
う
。
と
れ
は
男
の
職
員
が
言
う
乙
と
で
あ
る
。
女
の
職
員

も
カ
ー
テ
ン
を
洗
わ
な
く
て
は
、
と
か
、
窓
を
拭
か
な
く
て
は
、
と
か
よ
く
言

う
。
そ
ん
な
の
今
日
し
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
の
、
と
言
う
と
、
》
回
口
町

ヨ
ロ
切
¥
-
n
F
Bロ
切
¥
《
(
ど
う
し
て
も
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
よ
)
と
慣

習
的
な
V
E
g
-
w
《
を
連
発
す
る
。
ま
た
、
大
の
男
が
廊
下
で
一
時
間
に
も
及

ん
で
最
近
や
っ
と
買
っ
た
》
思
ロ

σ
2
5
n
Z
《
(
日
本
に
も
近
頃
出
回
っ
て

い
る
と
言
う
が
、
ド
イ
ツ
に
は
八
十
年
以
上
も
歴
史
の
あ
る
備
え
付
け
台
所
セ

ッ
ト
で
、
百
万
円
以
上
も
す
る
の
が
多
く
あ
る
。
)
に
つ
い
て
い
か
に
も
う
れ

し
そ
う
に
話
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
は
一
般
的
に
夕
食
は
ハ
ム
と
か
パ
ン
で

す
ま
せ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
お
料
理
は
し
な
い
。
》
同
色
神
《
(
冷
た
い
〉

と
呼
ば
れ
る
食
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
外
国
人
の
我
々
は
よ
く
、
お
料

理
も
し
な
い
の
に
台
所
だ
け
は
立
派
ね
、
な
ど
と
陰
で
皮
肉
っ
た
り
す
る
。

家
が
生
活
の
質
を
左
右
す
る
一
大
要
因
に
な
っ
て
い
る
理
由
に
は
、
多
く
の

ド
イ
ツ
人
が
戦
争
で
家
を
失
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
願

望
が
強
い
と
い
う
事
も
あ
る
。
だ
が
、
幾
世
代
も
か
か
っ
て
一
生
懸
命
働
い
て

た
め
た
資
金
で
や
っ
と
家
を
買
っ
た
昔
と
違
っ
て
、
今
で
は
政
府
の
援
助
な
ど

で
一
般
市
民
も
か
な
り
生
活
を
切
り
つ
め
れ
ば
(
自
己
資
金
十
五
か
ら
二
十
パ

ー
セ
ン
ト
で
、
あ
と
は
借
金
て
マ
イ
・
ホ
l
ム
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
昔
は
家
が
労
働
の
一
結
果
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
家
を
所

有
す
る
事
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
、
仕
事
が
借
金
と
利
子
を
払
う
た
め
の
手
段

と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
政
府
の
援
助
と
は
、
例
え
ば
、
家
を
買
う
と
税
金

の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
免
除
さ
れ
た
り
(
乙
れ
が
理
由
で
お
金
持
ち
は
家
を
買
わ

な
い
と
損
だ
と
い
う
事
に
な
る
)
、
》

z
g巾
国

agH
《
(
新
故
郷
)
と
い

A
建
設
組
織
に
安
価
な
信
用
貸
し
を
し
て
(
原
則
的
に
貧
し
い
者
を
優
先
す
る

と
い
う
た
て
ま
え
で
)
マ
イ
・
ホ
l
ム
建
設
を
促
進
し
て
い
た
り
す
る
事
な
ど
・

で
あ
る
。

車
が
家
と
並
ん
で
生
活
の
質
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
時
、
車
が
家
と

切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
都
心
か

ら
離
れ
た
家
の
交
通
の
便
は
往
々
に
し
て
悪
い
の
で
あ
る
。
又
、
ド
イ
ツ
の
公

の
交
通
機
関
も
赤
字
に
悩
ま
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
台
数
を
減
り
に
減
ら
し
て
い

る
の
で
、
土
曜
、
日
曜
や
ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ワ
1
以
後
は
車
な
し
で
は
移
動
が
困

難
だ
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
自
動
車
道
路
建
設
に
見
込
ま
れ
て

い
る
国
家
予
算
は
余
り
過
ぎ
て
い
て
、
新
し
い
道
や
ア
ウ
ト
パ

1
ン
が
次
か
ら

次
へ
出
来
る
。
〈
時
に
は
森
ゃ
い
い
景
色
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
問
題
も
生
じ

て
い
る
J
無
料
で
、
速
度
制
限
が
基
本
的
に
な
い
の
が
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ト
パ

1
ン
の
魅
力
な
訳
だ
が
、
貨
物
運
輸
は
電
車
で
な
く
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
と
い

う
決
定
が
な
さ
れ
て
以
来
、
日
曜
日
以
外
の
ト
ラ
ッ
ク
の
台
数
は
か
な
り
多
い

し
、
道
が
大
分
い
た
む
の
で
修
理
が
絶
え
な
い
。
車
を
持
っ
て
い
る
事
は
一
般

家
庭
で
は
普
通
の
事
で
あ
り
、
子
供
を
学
校
に
連
れ
て
い
っ
た
り
、
買
物
に
行

っ
た
り
す
る
の
に
二
台
持
っ
て
い
る
家
族
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
仕
事
の
関

係
(
医
者
と
か
荷
庖
主
な
ど
)
で
車
の
免
税
が
あ
る
の
で
、
乙
れ
を
利
用
す
る

者
は
多
い
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
交
通
機
関
の
う
ち
、
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

no 
勾

t



の
人
は
休
暇
の
目
的
地
に
到
達
す
る
た
め
に
、
自
家
用
車
を
利
用
し
て
い
る
と

、・つ。
余
醸
の
変
質

話
が
休
暇
の
乙
と
に
及
ん
だ
と
と
ろ
で
話
題
を
ド
イ
ツ
人
の
生
活
の
質
を
語

る
上
で
第
三
の
点
と
な
る
余
暇
活
動
に
移
そ
う
。
休
暇
は
法
律
上
決
め
ら
れ
た

「
働
い
て
は
い
け
な
い
期
間
」
と
も
い
え
る
わ
け
だ
が
、
多
く
の
人
は
倹
約
し

て
い
て
、
あ
ま
り
遠
乗
り
は
せ
ず
、
家
で
過
ご
し
た
り
し
て
い
る
。
現
在
討
論

さ
れ
て
い
る
週
三
十
五
時
間
労
働
(
ド
イ
ツ
で
は
昼
食
の
時
聞
は
労
働
時
聞
に

含
ま
れ
て
い
な
い
が
〉
の
問
題
に
し
て
も
、
勤
務
時
間
を
縮
少
す
る
と
い
う
要

求
の
根
底
に
は
、
勤
務
時
間
の
文
化
活
動
を
通
じ
て
個
人
を
高
め
、
生
活
を
豊

か
に
し
よ
う
、
と
い
う
理
想
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

け
っ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
て
い
た
思

想
を
具
現
し
売
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
(
中
国
で
も
文
革
時
に
お
け

る
「
業
余
作
家
(
余
暇
、
又
は
ア
マ
チ
ュ
ア
)
」
の
奨
励
も
、
実
は
労
働
者
の

余
暇
文
化
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
)
実
際
に
は
、

》
甲
包

Na号
g
岳
民
位
向

gm《
(
余
暇
活
動
)
と
よ
ば
れ
て
い
る
活
動
の
内

容
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
さ
ほ
ど
個
人
を
高
め
た
り
す
る
も
の
で
は

な
い
乙
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
ス
ポ
ー
ツ
を
し
た
り
映
画
や
劇

を
見
に
行
っ
た
り
す
る
事
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
結
局
は
テ
レ
ビ
の
前
に
一
晩

か
じ
り
つ
く
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
早
起
き
(
七
時
頃
か
ら

出
社
し
た
り
す
る
者
も
い
る
て
早
寝
の
ド
イ
ツ
人
で
も
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
は

火
曜
の
夜
九
時
四
十
五
分
か
ら
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
の
連
続
テ
レ
ビ
番
組
a

ロ〉・

問、円、〉

ω
ョ
(
乙
の
番
組
を
「
資
本
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
代
表
作
」
と
呼
ぶ
人
も

い
る
が
1
)
を
見
て
い
る
と
い
う
。
(
日
本
で
は
乙
の
番
組
は
人
気
が
な
か
っ

た
と
聞
い
て
い
る
が
、
ち
な
み
に
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
毎
日
一
時
間
上
映
さ
れ
て

い
る
と
言
う
J

今
の
と
乙
ろ
、
ま
だ
ド
イ
ツ
に
は
民
間
の
テ
レ
ビ
局
は
な
い

が
、
将
来
、
民
間
が
加
わ
る
と
、
テ
レ
ビ
の
前
で
夜
を
過
ご
す
事
が
も
っ
と
多

く
な
る
に
違
い
な
い
。
余
限
活
動
の
他
の
例
と
し
て
、
庭
の
手
入
れ
や
家
で
の

大
工
仕
事
が
非
常
に
人
気
が
あ
る
。
(
建
築
材
料
を
売
っ
て
い
る
会
社
は
常
に

黒
字
だ
と
聞
い
て
い
る
J

そ
の
た
め
に
、
現
在
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
、

職
人
の
余
暇
を
利
用
し
て
の
「
黒
い
労
働
〈
m
n
目
玉
同
日
開
〉
号
冊
目
仲
〉
」
(
つ
ま

り
、
税
金
の
対
象
に
で
き
な
い
不
正
な
労
働
)
が
ま
す
ま
す
増
え
る
と
と
も
予

想
で
き
る
。
と
の
論
拠
を
も
っ
て
週
三
十
五
時
間
労
働
に
反
対
す
る
人
も
い
る

の
で
あ
る
。
日
本
人
が
ド
イ
ツ
を
恩
う
時
に
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
ド
イ
ツ
の
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、
古
典
文
学
書
、
法
律
書
や
、
哲
学
書
な
ど
を
亨
受
し
て
余
暇

を
過
す
一
般
の
人
は
と
て
も
少
な
い
よ
う
だ
。
例
外
は
医
学
書
的
な
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
今
、
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
本
で
、
市
場
に
出
回
っ
て

い
る
薬
の
効
果
と
副
作
用
な
ど
を
、
医
者
で
な
い
四
人
の
学
者
が
医
学
学
会
に

出
席
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
。
》
の

2
ロ
ロ
角
田
町
包
ケ
《
(
健
康
)
は
ド
イ
ツ

人
に
と
っ
て
、
大
き
な
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
一
般
の
人
に
人
気
が

あ
る
の
は
、
大
衆
小
説
や
外
国
の
事
情
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
に
ま
と
め
た
書

物
の
よ
う
で
あ
る
。

と
う
見
て
来
る
と
、
ド
イ
ツ
人
に
は
家
、
車
、
休
暇
を
重
ん
じ
る
社
会
的
、

経
済
的
な
前
提
条
件
が
揃
っ
て
い
る
乙
と
に
気
が
つ
く
。
た
だ
、
家
、
車
、
休

眠
を
大
切
だ
と
思
う
価
値
概
念
は
ド
イ
ツ
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。

日
本
に
お
い
て
も
、
客
観
条
件
が
撃
っ
て
く
れ
ば
、
日
本
人
の
生
活
の
価
値
感

-79ー



そ
の
も
の
も
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
現
に
、
乙
の
傾
向
が
す
で
に
現
わ

れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。

「
生
」
の
証
明
と
し
て
の
『
賓
」

し
か
し
、
ド
イ
ツ
人
の
持
っ
て
い
る
精
神
的
な
価
値
観
の
う
ち
に
、
私
の
持

っ
て
い
る
そ
れ
と
大
分
違
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
彼
ら
の
生
活

の
質
を
精
神
的
に
支
え
て
い
る
柱
み
た
い
な
も
の
で
、
歴
史
の
長
い
、
土
の
匂

い
が
す
る
も
の
な
の
だ
。
(
ド
イ
ツ
の
童
話
「
三
匹
の
子
豚
」
は
日
本
で
は
生

ま
れ
な
い
と
い
う
の
も
乙
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
)
彼
ら
の
衣
食
住
す
べ
て
の

面
に
お
け
る
質
的
に
よ
り
高
い
も
の
、
つ
ま
り
丈
夫
で
長
持
ち
で
、
健
康
に
良

ノ
¥
体
に
害
の
な
い
、
よ
り
「
自
然
な
も
の
」
を
追
求
す
る
際
の
厳
し
さ
と
徹

底
し
た
意
見
は
私
に
は
到
底
ま
ね
が
で
き
な
い
。
乙
つ
乙
っ
と
、
実
に
地
道
に

成
し
遂
げ
る
一
つ
の
生
活
経
験

(
7

イ
ス
タ
l
制
度
下
に
お
砂
る
専
門
的
教
育

な
ど
〉
は
彼
ら
に
人
生
を
渡
っ
て
い
く
上
の
底
知
れ
な
い
自
信
と
自
己
主
張
の

態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
上
、
対
話
に
慣
れ
て
い
る
彼
ら
に
は
、

自
分
の
要
求
や
意
見
を
目
を
見
張
る
率
直
さ
で
述
べ
る
訓
練
が
で
き
て
い
る
。

「
標
の
王
様
」
の
正
体
を
暴
く
子
供
の
よ
う
な
正
直
さ
に
は
敬
服
す
る
事
が
あ

る。
貧
乏
性
な
日
本
人
に
は
、
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
本
当
に
欲
し
い
物
や
欲
し

く
な
い
物
を
口
に
出
す
の
を
嫌
い
恥
じ
ら
う
傾
向
が
あ
り
、
他
人
か
ら
そ
う
い

う
要
求
を
聞
く
の
も
嫌
う
。
ド
イ
ツ
社
会
は
個
人
の
わ
が
ま
ま
を
取
り
入
れ
ら

れ
る
程
富
ん
で
い
る

ιも
い
え
る
が
、
大
事
な
事
ほ
ど
言
い
出
し
難
く
、
口
を

も
ご
も
ご
し
て
い
る
日
本
人
の
態
度
は
、
か
え
っ
て
自
分
と
社
会
の
要
求
を
実

現
さ
せ
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
は
よ
く
、
日
本
人
は
小
さ
な
、
つ
ま
ら
な
い
事
ば
か
り
問

題
に
す
る
と
言
う
。
会
社
で
も
会
議
中
に
話
が
長
時
間
詳
細
に
及
ん
で
く
る
と
、

重
之
揺
す
り
を
し
て
い
る
ド
イ
ツ
人
を
見
か
け
た
も
の
だ
っ
た
。
(
も
っ
と
も
、

日
本
側
は
と
れ
が
日
本
企
業
の
強
み
だ
と
も
雪
ロ
う
。
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
に

対
す
る
と
の
感
覚
は
百
年
前
も
同
じ
た
っ
た
。
先
日
、
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
が
軍
艦

》
司
包
E
日
《
号
で
日
本
を
訪
れ
た
時
の
視
察
記
を
ド
イ
ツ
語
で
読
ん
で
い
た

ら
、
似
た
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
時
は
ク
リ
ミ
ア
戦

争
が
行
わ
れ
て
い
る
一
八
五
三
年
で
、
所
は
長
崎
で
あ
る
。
旧
ロ
シ
ア
皇
帝
が

ア
メ
リ
カ
よ
り
早
く
日
本
を
開
国
さ
せ
、
通
商
条
約
を
結
ぼ
う
と
し
た
二
度
目

の
試
み
で
あ
る
。
長
崎
の
「
知
事
」
、
》

o
g
g
g
p
∞smog-関
釦

E
-

E
S由
《
(
ち
な
み
に
、
乙
の
本
の
中
で
は
江
戸
の
事
を
ペ
包
o
と
称
し
て

い
る
)
に
面
会
の
申
し
出
を
し
て
か
ら
何
ヶ
月
も
軍
艦
の
上
で
待
た
さ
れ
た
揚

句
、
や
っ
と
承
諾
が
出
た
も
の
の
、
日
本
人
側
は
儀
式
の
事
ば
か
り
に
話
の
焦

点
を
合
わ
せ
て
い
る
。
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
書
い
た
手
紙
の
中
で

「
今
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
死
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
時
、
私
は
(
椅
子
に
)

座
る
か
(
畳
の
上
に
〉
座
ら
な
い
か
を
問
題
に
し
て
い
る
:
:
:
」
と
言
っ
て
い

る。

nu 
nmuw 

一
九
八
四
年
の
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
確
か
に
ま
た
生
死
の
問
題
に
も
似
た

情
勢
に
直
面
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ず
が
に
自
己

主
張
の
強
い
ド
イ
ツ
人
で
も
多
く
は
黙
っ
て
い
る
。
生
活
の
「
質
」
を
維
持
す

る
と
い
う
次
元
を
越
え
た
手
に
負
え
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
手
に
負
え
な
い

か
ら
余
計
に
物
質
的
な
目
標
に
固
執
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
ま
た
、
物

質
的
生
活
の
質
を
追
求
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
現
在
の
状
況
は
、
満
た
さ



れ
た
衣
食
住
の
も
と
に
「
生
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
証
明
に
も
な
ろ
う
。

『
質
』
を
支
え
る
人
間
性
の
肉
よ

一
部
の
人
を
除
い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
の
多
く
は
「
鳴
か
な
い
ホ
ト
ト
ギ
ス
は

オ
ロ
カ
な
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
あ
る
」
と
か
、
「
乙
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
自
分
と
は
何

の
関
係
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
、
他
人
を
無
視

(
H
m
g
B
)
す
る
態
度
を
よ

く
と
る
。

(
g
z
z
gで
な
く
、
ま
し
て
や

Z
名
目
仲
で
も
到
底
な
い
J

「無

視
で
き
る
人
間
ど
う
し
の
社
会
な
ら
ば
、
大
い
に
進
ん
だ
社
会
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
か
/
」
と
反
駁
さ
れ
る
に
違
い
な
い
彼
ら
の
考
え
方
で
あ
る
。
個
人

が
自
分
の
生
活
の
質
を
高
め
る
た
め
に
掲
げ
る
要
求
が
、
総
じ
て
社
会
を
富
ま

せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
雪
早
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

明
日
は
明
日
の
風
が
吹
き
、
三
年
寝
太
郎
的
考
え
方
を
今
だ
に
し
て
い
る
私

に
と
っ
て
、
生
活
の
質
を
高
め
る
必
要
性
を
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
肌
で

は
つ
か
め
な
い
で
い
る
。
私
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
大
学
卒
が
多
く
い
る
か

ら
日
本
の
社
会
が
な
か
な
か
よ
く
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
自
分
本
位
の
生
活
の
質
の
向
上
ば
か
り
目
指
し
て
い
る
と
、
い
つ

の
間
に
や
ら
世
界
の
情
勢
が
変
化
し
、
恐
慌
な
ど
に
な
れ
ば
生
活
の
「
質
」
ど

乙
ろ
の
話
で
な
く
な
る
は
ず
だ
。
生
活
の
質
の
概
念
に
も
っ
と
文
化
的
な
側
面

が
加
わ
れ
ば
、
人
間
ど
う
し
の
歩
調
を
あ
わ
せ
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
方
が
理
論
的
に
出
て
来
て
も
い
い
。
そ
し
て
現
に
出
て
来
て
い

る
の
だ
。
今
日
の
世
界
情
勢
を
見
て
乙
れ
も
か
な
り
は
か
な
い
希
望
で
は
な
か

ろ
う
か
、
と
私
な
ど
は
考
え
て
し
吏
・
つ
の
だ
が
、
ド
4
ツ
で
は
緑
の
人
々
(
思
刊

の
品
目

Mg)
や
進
歩
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
人
智
派
(
〉
己
可

8
8
0
Z
g
)

な
ど
を
始
め
と
す
る
少
数
派
は
、
ゆ
っ
く
り
と
地
道
に
社
会
を
改
善
し
て
い
く

事
を
ド
イ
ツ
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
考
え
て
い
る
。
人
智
派
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
l

aszm吋
)
が
建
て
た
ヴ
7

ル
ド
ル
フ
学
校
(
巧
包
向
古
え

ω
n
v
a叩
)
は
日
本

で
も
知
ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
社
会
を
良
く
す
る
た
め
に
子
供
の
教
育
ま
で

湖
る
の
で
あ
る
。
(
ヴ
ァ
ル
ド
ル
フ
学
校
は
一
九
一
九
年
に
設
立
さ
れ
、
ナ
チ

の
下
で
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
現
在
は
か
な
り
人
気
が
あ
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
新

し
い
学
校
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
全
ド
イ
ツ
人
で
八
十
校
に
近
い

J
彼
ら
に

よ
る
と
、
人
間
と
い
う
も
の
は
発
展
性
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
体
と
心
の
両
面

の
健
全
な
発
達
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
文
化
的
に
社
会
に
寄
与
す
る
教
育
を
労

働
や
芸
術
を
通
じ
て
具
体
化
し
て
い
く
事
を
目
指
す
べ
き
だ
と
言
う
の
だ
。
彼

ら
は
「
人
間
の
質
」
は
努
力
と
活
動
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
の
だ
と
主
張

す
る
。ゲ

ー
テ
や
シ
ラ
l
の
「
人
間
性
」
の
理
想
が
、
も
う
今
日
の
問
題
に
直
面
し

て
解
決
法
を
与
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
乙
乙
で
新
た
に
「
人

間
」
が
話
題
の
中
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
質
的
な
生
活
の
質
の
・

み
を
追
求
す
る
事
に
対
し
て
、
精
神
的
な
生
活
の
質
の
重
要
性
を
省
み
、
見
直

そ
う
と
い
う
機
運
が
現
代
ド
イ
ツ
に
は
生
ま
れ
て
い
る
。
乙
れ
が
オ
ー
ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ
(
〉
-
S門
口
同
包
括
)
と
呼
ば
れ
る
生
活
様
式
の
芽
生
え
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
け
っ
し
て
家
、
車
、
休
暇
の
重
要
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
の
質
的
改
造
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
だ
。
社
会
的
に
も
、
経
済
的
に

も
豊
か
な
社
会
で
の
、
よ
り
人
間
性
豊
か
な
要
求
な
の
で
あ
る
。
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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
研
究
に
お
け
る
修
正
主
義
台
頭
の
意
義

ー

l

同

o
e
O
2
巧
・
、
H
，
E
W
2
著

MZE
同
a
n
t
n
ミ
ト
h
」「

H
h
H
ミ
b
透
明
司
札

nhH
唱
曲
、
ミ
尚
武
芯

3
丘
町
、
を
手
掛
り
と
し
て
|

は
じ
め
に

冷
戦
の
起
源

(
1
)
を
め
ぐ
る
論
争
は
特
に
ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、

と
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
単
に
ア
メ
リ
カ

が
当
事
国
で
あ
っ
た
と
か
、
当
時
の
政
策
形
成
者
の
回
顧
録
、
外
交
公
文
書
な

ど
の
研
究
資
料
が
ソ
連
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
多
く
入
手
で
き
る
と
い
う
理

由
か
ら
で
は
な
い
。
「
冷
戦
」
と
は
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
主
題
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る

(
2
1
と
の
と
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
以
前
に
ア

メ
リ
カ
の
指
導
者
が
ど
の
よ
う
な
戦
後
構
想
を
抱
い
て
い
た
に
せ
よ
、
ア
メ
リ

カ
が
予
想
以
上
に
大
き
な
国
際
的
責
任
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
と

関
係
が
深
い
。
一
九
四

0
年
代
末
か
ら
相
次
い
だ
東
欧
・
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け

る
共
産
主
義
政
権
の
成
立
、
内
戦
の
勃
発
が
民
主
主
義
に
対
す
る
最
大
の
脅
威

で
あ
る
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
と
っ
た
一
連
の
行
動
の
正
当
性
は
、
冷
戦
開
始
責

任
の
有
無
に
止
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
外
交
全
体
の
有
効
性
と
信
頼
に
も
関
わ
っ

小

林

美

智

子

(
東
外
大
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

て
く
る
の
で
あ
る
。

冷
戦
論
争
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
初
期

に
は
、
政
府
・
政
策
決
定
者
の
公
式
見
解
を
反
映
し
た
も
の
が
支
配
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
も
よ
り
現
実
主
義
的
な
解
釈
(
「
現
実
主
義
学
派
」
と
し
て
区

別
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
)
を
含
め
て
、
広
く
「
正
統
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
と
の

解
釈
に
真
向
か
ら
挑
戦
し
た
「
修
正
主
義
学
派
」
は
、
一
般
に
好
都
合
な
資
料

の
み
に
基
い
て
、
個
人
的
、
あ
る
い
は
党
派
的
立
場
か
ら
当
時
の
政
府
を
批
判

し
た
も
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
に
対
し
、
よ
り
広
範
な
リ
サ
ー
チ
と
徹
底
的
な
資

料
の
検
討
・
分
析
を
踏
ま
え
て
、
結
論
的
に
は
前
出
の
二
つ
の
学
派
の
立
場
を

「
折
衷
」
し
、
長
期
的
に
は
不
可
避
だ
っ
た
冷
戦
の
責
任
を
一
方
に
押
し
つ
げ

ら
れ
な
い
と
す
る
新
世
代
の
研
究
が
多
く
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

冷
戦
論
争
が
一
段
と
白
熱
し
た
の
は
、
一
九
七

0
年
代
初
頭
に
ベ
ト
ナ
ム
反

戦
ム

1
ド
の
中
で
特
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
修
正
主
義
学
派
に
よ
っ
て
政

府
の
陰
謀
説
が
提
示
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
正
統
l
現
実
主
義
学
派
を
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凌
駕
し
た
後
、
多
く
の
欠
陥
を
指
摘
さ
れ
、
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
そ
の
勢
力

は
減
退
し
て
行
っ
た
。

修
正
主
義
的
解
釈
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

A
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
代
表
さ
れ
る

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
学
派
を
中
心
に
継
承
さ
れ
た
が
、
中
西
部
の
持
つ
民
族
的
背

景
、
精
神
風
土
ハ
「
農
民
急
進
主
義
」
の
持
つ
反
東
部
、
反
独
占
、
反
英
的
思

想
の
伝
統
)
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
想
を
培
っ
た
と
い
う
指
摘
は
注
目
に
値
す

る
と
き
守
え
よ
う

(
3
1
彼
ら
の
主
猿
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
が
、
比
較
的

大
き
な
行
動
の
自
由
と
多
く
の
選
択
肢
を
持
っ
て
い
な
が
ら
対
立
を
招
い
た
と

し
て
ト
ル
1
7
ン
政
権
を
非
難
し
、
ア
メ
リ
カ
を
膨
張
主
義
的
帝
国
主
義
国
家

と
規
定
し
て
そ
の
道
義
性
を
問
う
と
い
う
点
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
学
派
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
末
に
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
国
務
長
官
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
列
強
花
向
け
て
発
し
た
門
戸
開
放
宣
言
が
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
世
界
戦
略
・

戦
術
の
基
本
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
膨
張
主
義
」
は
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
概

念
に
由
来
し
、
そ
れ
は
「
一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
西
部
の
安
定
化
と
高
度
の
生

産
力
を
持
つ
機
械
社
会
の
出
現
に
よ
っ
て
、
拡
大
す
る
領
土
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

の
必
要
性
と
い
う
概
念
は
、
次
第
に
、
不
断
に
鉱
大
す
る
対
外
市
場
の
必
要
性

と
い
う
観
念
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
く

(
4
)
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
乙
れ
を
特

に
強
調
し
た
の
が
ガ
プ
リ
エ
ル
・
コ
ル
コ
の
説
で
、
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
の
規

定
要
因
を
資
本
主
義
体
制
の
構
造
的
要
請
に
見
出
し
て
い
る

(
5
1

彼
ら
の
問
題
点
は
何
で
あ
り
、
ま
た
冷
戦
研
究
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
た

の
か
。
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
に
発
表
さ
れ
た
ロ
パ

l
ト
・

w
・
タ
ッ
カ
l
の

g

斗
吉
田

g
b古
色
問
、
叩
ロ
自
角
田
〉
自
開
江
口
同
ロ
司
O
吋
刊
日
間
ロ
句

oznu『
祖
を
手

が
か
り
と
し
て
、
冷
戦
論
争
に
お
け
る
修
正
主
義
台
頭
の
意
義
を
探
る
も
の

で
あ
る

(
6
1
も
と
よ
り
冷
戦
と
は
非
常
に
大
き
な
研
究
テ
1
7
で
あ
る
乙

と
か
ら
、
各
学
派
の
業
績
に
細
か
く
分
け
入
る
乙
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
く
、

修
正
主
義
者
を
個
別
に
批
判
し
た
他
の
著
作

(
7
)
に
比
べ
て
や
や
概
略
化
は

免
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
タ
ッ
カ
l
の
前
掲
書
を
選
択
し
た
の
も
、
同
じ
理

由
か
ら
で
あ
る
乙
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

一
、
正
統
学
派
と
修
正
主
義
学
派
の
見
解

い
く
つ
か
の
争
点
に
お
い
て
、
正
統
学
派
と
修
正
主
義
学
派
の
見
解
は
以
下

の
よ
う
に
対
置
さ
れ
る
。

ま
ず
、
冷
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
に
つ
い
て
、
正
統
学
派
の
主
張
は
次

の
三
点
に
要
約
さ
れ
る

(
8
1

山
ア
メ
リ
カ
が
大
固
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
あ
っ
た
。

2
2
E
g
g
-
冊目
Z
B
)

問
国
益
の
規
定
が
不
明
確
で
一
貫
し
な
い
た
め
、
政
策
全
体
に
混
乱
を
招
い
た
。

間
政
策
目
標
と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
力
、
手
段
と
が
均
合
わ
ず
、
合
理
性

に
欠
け
た
。

具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
冷
戦
開
始
期
に
打
曲
さ
れ
た
ト
ル
!
?

ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
お
い
て
は
そ
の
適
用
範
囲
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
て

い
た
が
、
ア
ジ
ア
に
拡
大
し
、
普
遍
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
国
益
規
定
が
暖
昧

に
な
り
、
無
差
別
介
入
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
最
初
は
穏
健
だ
っ
た
行
動
が
次

第
に
強
制
力
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
。
乙
の
政
策
の
変
貌
は
、
多
元
的
世
界
の

認
識
が
欠
落
し
て
い
る
と
と
を
反
映
し
、
し
か
も
合
理
的
計
算
に
基
い
た
も
の

で
も
な
か
っ
た
。

一
方
、
修
正
主
義
学
派
は
正
統
派
の
逆
イ
メ
ー
ジ
だ
と
さ
れ
る

(
9
1
彼
ら

の
主
張
の
大
前
提
は
、
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
的
膨
張
の
決
定
的
要
因
が
経
済

部



的
利
益
の
追
求
に
あ
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
よ
っ
て
冷
戦
は
経
済
上
の
対
立

か
ら
必
然
的
に
起
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
介
入
し
た
の
は
、
そ
の

安
全
が
脅
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
利
益
が
危
く
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ソ
速
の
態
度
が
硬
化
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の

行
動
が
多
分
に
覇
権
主
義
的
で
あ
り
、
東
欧
問
題
で
譲
歩
し
な
か
っ
た
乙
と
に

起
因
す
る
。

政
策
形
成
者
は
ア
メ
リ
カ
が
好
都
合
な
世
界
秩
序
を
確
立
す
る
と
い
う
明
確

な
目
標
を
持
ち
、
そ
の
達
成
に
見
合
う
だ
け
の
力

(
H経
済
力
、
原
爆
〉
が
あ

る
た
め
に
、
合
理
的
に
政
策
を
遂
行
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
冷
戦
が
ア
ジ
ア
に

拡
大
し
た
の
も
、
政
策
に
一
貫
性
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
最
初

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
曲
さ
れ
た
最
優
位
の
国
益
が
ア
ジ
ア
に
移
っ
た
だ
け
で
、
政

策
の
一
貫
性
は
保
た
れ
て
い
た
。

二
、
修
正
主
議
学
派
の
問
題
点

(
叩
)

修
正
主
義
学
派
の
議
論
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
の
膨

張
主
義
的
性
格
が
、
圏
内
の
社
会
H
経
済
体
制
に
端
を
発
す
る
と
い
う
指
摘
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
相
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
明
確
に
さ
れ
て
い

な
い
。

W
・
A
-
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
門
戸
開
放
宣
言
に
関
す
る
主
張
〈
日
)
に
せ

よ
、
そ
の
真
の
意
味
は
何
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
要
因
が
作
用
し
て
い
た

か
の
検
討
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い

(
U
Y
彼
の
「
膨
張
主
義
」
、
「
帝
国

主
義
」
、
「
門
戸
開
放
」
の
概
念
は
暖
昧
で
あ
り
、
「
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新

し
い
土
地
の
獲
得
や
、

4

セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
時
代
の
『
帝
国
主
義
外
交
』

に
も
、
ア
メ
リ
カ
経
済
を
特
徴
づ
け
る
『
経
済
成
長
』
の
意
味
に
も
、
西
部
の

農
民
に
よ
る
農
産
物
市
場
獲
得
へ
の
積
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
、
通
常
の
意
味

で
の
『
対
外
貿
易
』
に
も
、
適
用
可
能
」
に
す
る
乙
と
に
よ
り
、
彼
の
理
論
を

弁
護
す
る
の
で
あ
る
(
日
)
。

「
資
本
主
義
体
制
必
然
論
」
を
説
く
G
・
コ
ル
コ
に
し
て
も
、
「
大
国
の
論

理
」
を
理
解
し
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
の
国
際
的
地
位
を
得
れ
ば
、
勢
力

の
バ
ラ
ン
ス
が
自
固
に
不
利
に
な
る
と
と
に
よ
っ
て
被
る
損
失
は
物
質
面
に
止

ま
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
を
持
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
が

広
義
の
「
安
全
」
を
資
本
主
義
体
制
の
安
定
に
見
出
し
て
い
た
乙
と
は
正
統
学

派
も
認
め
て
お
り
、
そ
れ
を
冷
戦
開
始
に
直
結
さ
せ
る
乙
と
自
体
に
無
理
が
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
コ
ル
コ
も
、
膨
張
の
原
動
力
が
「
資
本
主
義
体
制

の
構
造
的
要
請
」
に
起
源
を
持
つ
と
性
急
に
結
論
づ
け
た
た
め
に
、
国
家
聞
の

経
済
競
争
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
ア
メ
リ
カ
国
民
経
済
の
成
り
立
ち
、
地
理
的
・

心
理
的
条
件
な
ど
の
検
討
が
十
分
で
は
な
い
。
一
般
に
修
正
主
義
学
派
の
「
経

済
決
定
論
」
に
は
一
貫
性
が
な
く
、
解
釈
が
狭
す
ぎ
る
と
い
う
指
摘
は
多
く
な

さ
れ
て
き
た
。

冷
戦
の
起
源
に
つ
い
て
、
修
正
主
義
学
派
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
が

架
空
の
「
ソ
速
の
脅
威
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
介
入
の
口
実
に
し
た
と
す
る
が
、
タ

ッ
カ
l
は
現
実
を
全
く
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
と
い
う

(
M
)
。
米
ソ
の
対
立
は
、

第
二
次
大
戦
前
の
勢
力
均
衡
が
崩
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
じ
た
力
の
真
空
を
め

ぐ
っ
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
両
圏
内
の
当
時
の
状
況
や
、
そ
の
他
の
客
観
的

要
因
の
検
討
な
く
し
て
は
一
方
に
責
任
を
押
し
つ
け
る
ζ
と
は
で
き
な
い
。

「
ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
は
自
国
の
安
全
が
経
済
的
膨
張
に
か
か
っ
て
い
た
と
誤

っ
て
信
じ
て
い
た
」
と
す
る
議
論
が
全
面
的
に
否
定
で
き
な
い
も
の
だ
と
し
て

も
、
客
観
的
な
判
断
材
料
が
提
示
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
推
測
の
域
を
脱
す
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る
乙
と
は
で
き
な
い
。
修
正
主
義
学
派
が
、
冷
戦
の
「
原
因
」
を
社
会
H
経
済

体
制
の
内
在
論
理
に
根
ざ
し
た
経
済
決
定
論
と
歴
史
的
必
然
ヰ
習
乞
と
る
一
方
で
、

ア
メ
リ
カ
の
力
と
選
択
権
に
お
け
る
優
位
、
そ
し
て
政
治
指
導
者
の
意
志
決
定

の
完
全
な
自
由
を
挙
げ
て
「
責
任
」
を
問
う
と
い
う
二
重
基
準
を
操
作
し
て
い

る
乙
と
は
、
永
井
陽
之
助
氏
も
指
摘
す
る
点
で
あ
る
(
日
)
。

ま
た
ジ
ョ
ン
・

L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
は
米
ソ
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
責
任
を
押
し

つ
け
た
り
冷
戦
の
必
然
的
開
始
を
説
く
乙
と
が
で
き
る
ほ
ど
冷
戦
は
単
純
な
事

象
で
は
な
い
と
す
る
(
時
三
力
や
機
会
の
点
で
ア
メ
リ
カ
が
優
位
に
立
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
政
治
指
導
者
が
そ
れ
を
自
由
に
利
用
で
き
な
い
国
内
拘
束
要

因
は
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
圏
内
・
国
外
要
因
の
複
雑
な
相
互
作

用
を
度
外
視
し
て
は
冷
戦
の
起
源
の
分
析
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
タ

ツ
カ
!
と
ギ
ャ
デ
ィ
ス
の
見
解
は
一
致
す
る
。

三
、
修
正
主
義
学
派
の
評
価

修
正
主
義
学
派
の
偏
っ
た
資
料
の
取
扱
い
、
し
ば
し
ば
非
科
学
的
な
検
証
手
・

続
き
、
狭
い
解
釈
は
鋭
い
批
判
を
受
け
た
が
、
彼
ら
の
研
究
成
果
が
全
く
評
価

さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
タ
ッ
カ
l
は
、
彼
ら
が
正
統
学
派
の
問
題
点

を
指
摘
し
、
冷
戦
研
究
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
光
を
あ
て
た
と
す
る
(
げ
)
。

彼
は
正
統
学
派
の
議
論
の
非
妥
当
性
を
三
つ
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
。

第
一
に
当
時
の
客
観
的
状
況
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
の
東
欧
政
策
に

反
対
し
た
の
は
、
ソ
連
が
追
求
し
た
安
全
保
障
上
の
利
益
や
そ
の
方
法
を
不
当

と
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
死
活
的
利
益
を
脅
か
す
要
因
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
(
悶
)
。
ア
メ
リ
カ
の
力
が
優
位
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ソ
速
が
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
介
入
す
る
と
と
を
許
せ
ば
勢
力
バ
ラ
ン
ス
は
一
挙
に
逆
転
し
、

ア
メ
リ
カ
の
安
全

Q-qm-s-
回
冊
目
ロ
ユ
ミ
)
が
危
く
な
る
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
為
政
者
に
と
っ
て
第
二
次
大
戦
前
か
ら
の
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
の
危
機

1
l
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勢
力
圏
競
争
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
|
|
の

経
験
は
、
ソ
速
の
行
動
に
対
す
る
認
識
、
対
応
を
規
定
す
る
大
き
な
要
因
と
な

っ
た
の
で
あ
る

(my

正
統
学
派
は
、
初
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
封
じ
込
め
が
一
九
六

0
年
代
ま
で
に
は
完
全
に
グ
ロ

1
パ
リ
ズ
ム
に
姿
を
変
え
た
乙
と
を
ア
メ
リ
カ

外
交
批
判
の
根
拠
と
す
る
が
、
実
際
は
政
策
自
体
が
変
容
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
実
施
さ
れ
る
状
況
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四

0
年
代
後
半
に
は
、

封
じ
込
め
政
策
を
適
用
で
き
る
状
況
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

結
果
的
に
も
そ
れ
は
勢
力
均
衡
政
策
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
情
勢
、
ア
メ

リ
カ
の
利
益
、
ま
た
対
外
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
範
囲
・
度
合
い
の
変
化
に
つ
れ

て
「
ア
メ
リ
カ
の
安
全
」
の
拡
大
解
釈
の
必
要
性
が
生
じ
た
(
初
)
。
即
ち
、

「
安
全
」
と
は
国
土
ば
か
り
で
な
く
民
主
主
義
を
含
め
た
国
家
の
全
体
的
繁
栄

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
意
味
で
の
「
安
全
己
と
は
、
特
に

軍
事
的
政
策
の
正
当
化
の
手
段
で
し
か
な
く
な
っ
た
。

第
二
は
、
ア
メ
リ
カ
が
広
義
の
「
安
全
」
を
目
指
し
て
い
た
と
と
は
、
暖
昧

な
が
ら
ト
ル
1
7
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
(
幻
)
。

タ
ッ
カ
l
は
、
ト
ル
!
?
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
「
安
全
」
の
機
能
を
国
家
聞
の

勢
力
均
衡
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
国
の
安
定
を
図
る
手
段
で
あ
る
と
規
定
す

る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
安
全
」
の
基
盤
を
広
く
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
た
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
経

済
援
助
政
策
に
対
し
て
国
民
の
承
認
を
取
付
け
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う

一郎一



だ
同
り
で
な
く
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
的
役
割
と
利
益
の
認
識
を
内
外
に
示

し
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
冷
戦
当
初
の
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
及
び
自
己
認
識

・
利
益
認
識
と
後
年
に
お
け
る
そ
れ
と
の
聞
に
は
断
絶
、
あ
る
い
は
曲
折
が
あ

る
と
い
う
正
統
学
派
の
指
摘
は
的
を
得
て
い
な
い
。
対
外
政
策
理
念
は
、
論
理

的
に
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
外
交
の
性
格
に
関
し
て
は
、

F
B
E
g
s
-
o
g匂
即
日
論
」
ひ
と
つ

と
っ
て
も
、
正
統
学
派
の
主
張
に
は
ア
メ
リ
カ
の
政
策
が
全
く
無
私
・
無
垢
で

あ
る
か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
利
益
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
解
釈
が
狭
す
ぎ
る
に
せ
よ
、
経
済
的
利
益
の
追
求
を
指
摘
し
た
修

正
主
義
学
派
の
見
方
は
現
実
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ

カ
の
介
入
政
策
は
そ
の
役
割
認
識
を
反
映
し
た
も
の
で
、
大
国
と
し
て
は
決
し

て
例
外
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
本
質
は
修
正
主
義
学
派
が
強
調
す
る
よ
う

に
、
世
界
秩
序
の
維
持
が
も
た
ら
す
物
質
的
利
益
の
追
求
と
も
違
う
。
経
済
発

展
は
確
か
に
世
界
大
国
へ
の
飛
躍
台
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
対
外
関
係
の
パ
タ

ー
ン
を
規
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
一
方
で
福
音
主
義
に
根
ざ

し
た
「
人
類
解
放
」
の
使
命
を
認
識
し
て
、
結
果
は
い
ず
れ
に
せ
よ
ア
メ
リ
カ

対
外
政
策
は
国
益
追
求
を
最
優
先
さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
他
方
で

は
、
大
国
の
地
域
を
得
て
か
ら
で
さ
え
、
根
強
い
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
伝
統
が
抑

制
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
に
、
政
策
は
介
入
と
不
介
入
の
聞
を
揺
れ
動
い
た

の
で
あ
る
(
忽
)
。
そ
し
て
独
自
性
意
識
と
普
遍
主
義
の
併
存
す
る
ア
メ
リ
カ

思
潮
の
流
れ
の
中
で
考
え
る
時
、
世
界
の
模
範
で
あ
る
べ
き
ア
メ
リ
カ
像
を
汚

す
勢
力
を
制
圧
し
よ
う
と
す
る
動
機
も
理
解
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
に

現
れ
る
理
想
主
義
は
、
国
際
関
係
へ
の
ア
メ
リ
カ
自
己
像
の
投
影
、
即
ち
ア
メ

リ
カ
の
成
功
を
可
能
に
し
た
特
殊
状
況
が
国
際
社
会
に
も
あ
て
は
ま
る
と
信
ず

る
と
と
か
ら
生
じ
、
過
去
の
教
訓
を
色
濃
く
反
映
し
た
「
原
則
」
は
、
し
ば
し

ば
暖
昧
で
非
現
実
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
拘
束
力
を
持
つ
。
そ

の
た
め
に
、
圏
内
状
況
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
で
御
し
難
い
国
際
関
係
に
対
し

て
本
来
柔
軟
で
あ
る
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
硬
直
的
に
な
り
、
行
動
の
選
択
肢

を
狭
め
る
の
で
あ
る
(
泊
三

修
正
主
義
学
派
が
正
統
学
派
に
提
示
し
た
も
う
一
つ
の
反
証
は
、
ア
メ
リ
カ

の
戦
後
世
界
観
に
関
し
て
で
あ
る
。
現
実
主
義
者
と
言
わ
れ
る
ア
l
サ
1
・
シ

ュ
レ
ジ
ン
ガ
1
は
、
「
冷
戦
の
起
源
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
戦
後
構
想
を

め
ぐ
っ
て
園
内
に
は
「
普
遍
主
義
論
(
ロ
包
括
Z
包

Z
2
z
d『
)
」
と
「
勢
力
範
囲

論
(
呂

Z
2
0同
E
P
M
g
n刊
誌
自
宅
)
」
の
二
つ
が
あ
り
、
政
府
当
局
者
の
中
で

は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
l
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
を
含
め
た
前
者
が
ジ
ョ
ー
ジ
・

ケ
ナ
ン
を
始
め
と
す
る
小
数
派
の
後
者
を
圧
倒
し
、
国
連
中
心
主
義
を
掲
げ
た

政
策
が
遂
行
さ
れ
た
と
す
る
(
泊
三
し
か
し
実
際
の
展
開
で
は
、
シ
ュ
レ
ジ

ン
ガ
!
の
雪
国
う
、
す
べ
て
の
国
が
世
界
情
勢
に
共
通
の
利
益
を
持
つ
と
い
う
意

味
で
の
普
遍
主
義
は
ア
メ
リ
カ
の
行
動
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
ア

メ
リ
カ
は
大
西
洋
憲
章
、
国
連
、
多
辺
主
義
の
ど
れ
に
対
し
て
も
全
面
的
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
宣
言
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
連
を
指
導
力
を

効
果
的
に
発
揮
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
る
と
見
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
関

係
全
般
に
つ
い
て
は
、
単
独
主
義
の
伝
統
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
修
正
主
義
学
派
の
主
張
は
正
統
学
派
の
陥
穿
を
鋭
く
指
摘

し
、
現
実
主
義
的
な
側
面
を
見
せ
た
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
せ
ば
次
の
三
点
に
嬰

約
で
き
る
(
お
)
。

凶
ア
メ
リ
カ
対
外
政
策
は
決
し
て
無
私
で
は
な
く
、
支
配
的
地
位
の
維
持
を
含

め
た
利
益
追
求
を
特
徴
と
す
る
。

部



間
前
記
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
外
交
は
大
国
の
外
交
と
し
て
決
し
て
例
外
的
で

は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
対
キ
ュ
ー
バ
、
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
政
策
に
表
明
さ
れ
た
理
念
と
実
際
の
行
為
に
は
大
き
な
隔
り
が

あ
っ
た
。

間
「
安
全
」
が
広
義
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
好
都
合
に
均
衡
・
安

定
し
た
世
界
秩
序
の
維
持
を
意
味
す
る
限
り
に
お
い
て
、
今
世
紀
の
ア
メ
リ

カ
の
世
界
戦
略
を
解
く
鍵
が
門
戸
開
放
政
策
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
的
を
得

て
い
る
。

修
正
主
義
学
派
の
議
論
の
特
徴
は
、
二
百
で
言
え
ば
発
想
に
お
い
て
の
思
考

法
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
理
想
主
義
と
道

垂
土
義
が
一
時
的
現
実
主
義
と
入
り
混
じ
り
、
批
判
や
判
断
の
根
拠
に
は
い
つ

も
道
義
的
絶
対
主
義
が
現
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
史
料
に
主
と
し
て
頼
り
な

が
ら
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の
意
味
を
解
釈
し
直
そ
う
と
い
う
修
正
主
義
学
派
の
問

題
接
近
の
し
か
た
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
自
に
は
一
方
で
ア
メ
リ
カ
の
独

義
呈
義
を
裏
返
し
た
も
の
で
あ
っ
て
自
己
中
心
主
義
で
あ
る
乙
と
に
変
わ
り
は

な
く
、
他
方
で
は
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
後
退
す
る
た
め
の
一
つ
の
口

実
と
し
て
映
じ
た
の
で
あ
る
(
お
)
。

圏
、
冷
戦
修
正
主
穫
台
頭
の
背
最
と
諭
争
の
収
束

修
正
主
義
学
派
が
台
頭
し
た
一
九
七

O
年
初
頭
と
い
え
ば
、
米
ソ
緊
張
緩
和

の
気
還
が
高
ま
る
一
方
で
、
長
期
戦
と
な
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
も
た
ら
さ
れ

た
疲
弊
と
無
力
感
が
社
会
に
沈
滞
し
て
い
た
と
と
を
見
逃
せ
な
い
。
第
二
次
大

戦
後
ま
も
な
く
東
西
関
係
が
悪
化
し
、
朝
鮮
・
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
介
入
が
た
て

続
凶
り
に
行
わ
れ
て
、
莫
大
な
軍
事
費
を
投
じ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
「
ア
メ
リ
カ

の
戦
争
」
と
化
す
中
で
、
国
民
の
聞
に
介
入
の
正
当
性
を
疑
問
視
す
る
雰
囲
気

が
高
ま
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
介
入
に
ア
メ
リ
カ
の
本
質
を
見
い

出
し
た
と
考
え
た
者
が
、
ア
メ
リ
カ
の
過
去
の
出
来
事
の
中
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
影
を
見
い
出
し
た
と
乙
ろ
に
「
ア
メ
リ
カ
の
中
の
反
米
主
義
」
が
強
ま
り
、

一
九
四

0
年
代
を
経
験
し
な
い
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
修
正
主
義
学
派
の
政
府

批
判
は
大
い
に
興
味
を
引
か
れ
る
仮
説
で
あ
っ
た
(
幻
)
。

修
正
主
義
台
頭
の
土
境
は
、
実
際
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
激
化
以
前
か
ら
で
き
つ

つ
あ
っ
た
。
一
九
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
の
反
知
性
主
義
、
反
文

化
主
義
の
雰
囲
気
の
中
で
、
黒
人
、
女
性
、
学
生
な
ど
が
社
会
的
地
位
を
向
上

さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
体
制
、
「
ベ
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
イ
テ
ス
ト
」
の

指
導
者
に
挑
戦
的
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
ま
さ
に
社
会
に

起
り
つ
つ
あ
っ
た
変
化
を
一
気
に
促
進
さ
せ
た
と
い
っ
て
良
い
。
反
戦
ム
l
ド

と
反
米
主
義
|
|
実
際
は
愛
国
心
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
が

1
l
の
高
ま
り
の
中

に
ア
メ
リ
カ
的
な
道
義
的
絶
対
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
修
正
主
義
解
釈
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。

修
正
主
義
学
派
の
登
場
で
熱
っ
ぽ
く
展
開
さ
れ
た
冷
戦
論
争
は
、
対
ソ
平
和

共
存
路
線
を
と
っ
た
ニ
ク
ソ
ン
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
に
よ
っ
て
冷
却
化
し
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
収
束
状
態
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
方
で
修

正
主
義
解
釈
の
陥
穿
が
鋭
く
批
判
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
修
正
主
義
新

世
代
の
新
左
翼
が
「
冷
戦
」
と
い
う
タ
l
ム
を
用
い
な
く
な
っ
た
乙
と
に
あ
る

と
福
田
茂
夫
氏
は
指
摘
し
て
い
る
(
お
)
。
福
田
氏
に
よ
れ
ば
、
新
左
翼
が
独

自
の
浬
論
展
開
を
模
索
す
る
中
で
発
表
さ
れ
た
G
・
コ
ル
コ
夫
妻
の
『
力
の
限
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界
』
は
、
「
戦
後
の
国
際
政
治
関
係
を
、
米
ソ
関
係
を
軸
と
し
て
、
つ
ま
り
冷

戦
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
不
毛
と
断
定
し
、
し
た
が
っ
て
冷
戦
と
い
う
タ
l
ム

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
問
題
は
資
本
主
義
世
界
内
部
の
矛
盾
、
対
抗

関
係
で
あ
る
と
し
、
ア
メ
リ
カ
の
資
本
の
論
理
と
運
動
、
そ
れ
へ
の
第
三
世
界

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
先
進
資
本
主
義
国
の
自
由
性
要
求
の
対
抗
の
解
明
が
課
題

と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
却
〉
。
」
結
論
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経

済
政
策
と
、
よ
り
広
い
世
界
戦
略
が
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
体
制
の
膨
張
的
性
格

に
導
か
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
と
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
前
作
と
同
様
に
用
語

の
定
義
が
不
明
確
で
議
論
展
開
に
矛
盾
が
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
分
析

視
角
の
提
示
に
よ
り
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
登
場
が
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン

ト
の
冷
戦
論
争
を
冷
却
化
・
収
束
さ
せ
た
の
と
相
倹
っ
て
、
左
翼
の
問
で
も
冷

戦
論
争
が
冷
却
化
し
、
収
束
に
向
っ
た
と
い
う
(
初
〉
。

結

語

収
束
を
迎
え
た
冷
戦
論
争
か
ら
ひ
と
た
び
現
実
の
世
界
情
勢
に
目
を
向
け
れ

ば
、
米
ソ
の
緊
張
状
態
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
「
五

0
年
代
末
以
降

の
国
際
体
系
の
多
極
化
や
、
政
治
的
、
経
済
的
、
更
に
は
文
明
的
諸
体
系
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
分
極
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
ソ
閣
の
軍
事
的
二
緩
体
系
は
潜
在

的
に
一
貫
し
て
き
た
」
(
幻
)
。
そ
し
て
、
現
代
の
複
雑
な
国
際
政
治
構
造
及
び

国
際
関
係
は
、
乙
の
基
軸
を
中
心
に
様
々
の
個
別
要
因
が
相
互
連
関
、
相
互
作

用
し
な
が
ら
成
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
デ
タ
ン
ト
崩
壊
H
冷
戦
再
開

〈
あ
る
い
は
新
冷
戦
)
論
に
関
し
て
も
、
冷
戦
論
争
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
一
方

的
責
任
転
嫁
論
を
始
め
、
南
北
対
立
論
、
古
典
的
国
家
関
係
論
か
ら
階
級
闘
争

論
に
至
る
ま
で
多
機
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
認

識
な
く
し
て
一
面
的
に
と
ら
え
た
の
で
は
、
冷
戦
修
正
主
義
者
の
轍
を
踏
む
乙

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

冷
戦
期
に
比
べ
て
諸
分
野
に
お
け
る
国
際
交
流
が
は
る
か
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
多
様
化
す
る
一
方
で
、
止
む
と
と
の

な
い
軍
拡
競
争
や
地
域
紛
争
の
飛
び
火
に
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
る
状
況
の
中
に
生

き
る
我
々
は
、
現
代
の
世
界
情
勢
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
文
脈

に
お
い
て
解
釈
す
べ
き
か
を
自
分
自
身
に
問
う
時
、
「
冷
戦
の
起
源
」
を
め
ぐ

る
論
争
乙
そ
が
、
真
の
意
味
で
「
歴
史
の
教
訓
」
と
し
て
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る
。
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行
き
て
告
げ
よ
、

普
く

ー
キ
リ
ス
ト
教
と
ア
ジ
ア
政
策
|

は
じ
め
に

十
九
世
紀
後
半
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
飛
躍
的
発
展
の
原
因
を

国
際
政
治
と
の
関
速
に
よ
り
考
察
す
る
と
、
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一

に
、
西
欧
諸
国
が
そ
の
優
位
性
を
ア
ジ
ア
諸
国
に
押
し
つ
け
、
そ
れ
ま
で
宣
教

活
動
に
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
た
国
々
に
対
し
開
放
を
強
要
し
た
乙
と
。
第
二
に
、

西
欧
諸
国
が
宣
教
師
の
活
動
を
容
易
に
す
る
様
な
植
民
地
体
制
を
創
出
し
、
宣

教
を
保
護
・
奨
励
し
た
乙
と
で
あ
る
。
と
の
小
論
で
は
、
宣
教
と
政
治
と
の
関

連
を
中
心
に
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
ア

ジ
ア
進
出
を
検
討
す
る
。

ケ
ー
ス
1

舗
民
地
体
制
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
貯
る
キ
リ
ス
ト
敬

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
は
独
立
国
が
相
次
い
で
誕
生

し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
中
で
も
最
も
早
い
時
期
に
「
独
立
」
を
供
与
さ
れ
た
国

で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
乙
の
国
を
ア
ジ
ア
政
策
の
中
の
「
成
功
例
」
と
み
な
し

樫

祥

子

原

て
い
る

(
1
1
と
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に

支
配
さ
れ
た
際
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
双
方
が
浸
透
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
統
治
時
代
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
中
世
的
封
建
制
と
結
託
し
た
カ

ト
り
ッ
ク
教
会
が
植
民
地
支
配
体
制
を
覆
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
人
民
を

教
化
し
従
順
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
乙
の
時
期
、
教
会

領
主
や
地
主
、
商
人
か
ら
農
奴
に
至
る
ま
で
、
そ
の
生
活
が
何
ら
か
の
形
で
植

民
地
支
配
と
関
係
す
る
者
は
全
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る
乙
と
が
前
提
条
件
で

あ
っ
た

(
2
1

一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
で
ア
メ
リ
カ
が
勝
利
す
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ス

ペ
イ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
手
に
渡
っ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
一
貫
し
て
見
ら

れ
る
の
は
、
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
民
主
主
義
を
も
た
ら
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
自
治

を
準
備
す
る
た
め
に
」
と
い
う
崇
高
な
使
命
感
で
あ
る
。
乙
の
時
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
宣
教
師
も
数
多
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
や
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
乙
の
ア
メ

リ
カ
の
出
現
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
次
の
様
に
な
る
。
「
一
八
九
八
年
マ
ッ
キ

ン
レ

I
米
大
統
領
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
上
に
神
の
恩
寵
豊
か
な
ら
ん
と
と
を
願

ぃ
、
一
夜
を
徹
し
て
神
に
祈
り
、
暁
方
に
神
の
声
を
聞
き
、
ス
ペ
イ
ン
に
対
し
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て
宣
戦
布
告
す
る
。
神
の
恩
寵
と
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
数
十
万
の
虐
殺
と
折
し

も
高
ま
っ
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
革
命
の
鎮
圧
、
そ
し
て
今
日
に
至
る
収
奪
で
あ

っ
た

(
3
)
。」

植
民
地
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
政
治
と
の
関
連
の
形
態
と
い
う
も
の
を
考

え
る
と
、
植
民
地
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
体
制
と
事
実
上
協
調
し
て
い

る
場
合
ハ
ス
ペ
イ
ン
型
〉
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
が
植
民
地
支
配
者
の
意
識

を
支
え
、
大
義
名
分
を
与
え
て
い
る
場
合
(
ア
メ
リ
カ
型
〉
と
が
あ
る
と
と
に

気
付
く
。

ケ
ー
ス

2

二
十
世
紀
初
頭
の
朝
鮮
に
お
防
る
大
日
本
帝
国
の
宗
敏
政
策

と
キ
リ
ス
ト
敏

キ
リ
ス
ト
教
が
朝
鮮
に
入
っ
た
の
は
十
八
世
紀
後
半
の
中
国
か
ら
ロ
!
?
・

カ
ト
リ
ッ
ク
が
浸
透
し
て
来
た
と
と
に
始
ま
る
が
、
一
八
八
二
年
の
開
国
頃
に

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
流
入
も
始
ま
っ
た
。

一
九

O
五
年
十
一
月
の
保
護
条
約
に
よ
っ
て
一
九

O
六
年
緯
国
総
督
府
が
設

置
さ
れ
、
初
代
総
督
と
な
っ
た
伊
藤
博
文
は
、
当
初
外
国
人
宣
教
師
を
優
遇
懐

柔
し
て
対
外
宣
伝
に
利
用
し
、
知
識
人
や
青
年
の
多
く
集
ま
る
教
会
や
Y
M
C

A
(
4〉
に
多
額
の
寄
附
を
し
て
反
日
気
勢
の
減
殺
に
務
め
た

(
5
1
し
か
し
、

本
来
、
個
人
並
び
に
民
族
の
自
立
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
朝
鮮
に
お
い
て

も
民
族
主
義
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
本
質
的
に
敵
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

政
治
原
理
と
し
て
確
立
し
た
日
本
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
神
社
制
度
と

し
て
発
現
し
、
日
韓
合
併
と
共
に
朝
鮮
に
入
っ
て
き
た
。
植
民
地
に
お
け
る
神

社
制
は
、
日
本
の
植
民
地
政
策
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
地
人
に

対
す
る
皇
民
化
政
策
強
行
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
神
社
参
拝
強
要
は
、

日
本
が
侵
略
を
開
始
し
た
時
か
ら
の
癌
的
存
在
で
あ
っ
た
現
地
の
キ
リ
ス
ト
教

会
を
屈
服
せ
し
め
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
朝
鮮
で
の
植
民
地
支
配
に
手
を
貸
す
と

い
う
歴
史
を
歩
ん
だ
。

日
本
組
合
基
督
教
会
の
朝
鮮
伝
道
計
画
は
日
露
戦
争
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
始
ま

る
。
一
九
一

O
年
八
月
に
韓
国
併
合
条
約
が
調
印
さ
れ
朝
鮮
の
完
全
植
民
地
化

が
実
現
す
る
と
、
組
合
教
会
は
公
然
と
朝
鮮
同
化
政
策
に
協
力
す
る
乙
と
を
表

明
し
た

(
6
1
朝
鮮
の
植
民
地
化
を
神
の
摂
理
と
み
な
し
、
そ
の
独
立
思
想

を
抑
え
る
と
と
を
目
的
と
し
た
組
合
教
会
の
朝
鮮
伝
道
は
、
伝
道
方
法
に
お
い

て
も
総
督
府
の
庇
護
の
下
に
外
国
人
経
営
の
教
会
か
ら
信
徒
を
掠
奪
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ζ

の
朝
鮮
伝
道
も
、
三
-
一
運
動
に
よ
っ
て
促

さ
れ
た
総
督
府
の
政
策
転
換
に
よ
る
絶
縁
と
、
朝
鮮
民
族
意
識
の
高
揚
に
よ
っ

て
や
が
て
崩
壊
じ
た
。

以
上
の
乙
と
か
ら
、
第
一
に
、
植
民
地
政
策
の
中
で
キ
リ
ス
ド
教
が
対
外
的

宣
伝
お
よ
び
現
地
人
の
慰
撫
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
第
二
に
、
組
合
教
会
の
例
に
み
ら
れ
る
知
く
、
帝
国
主
義
の
手
先
と
化
し

て
、
御
用
宗
教
ぶ
り
を
発
揮
す
る
場
合
が
あ
る
乙
と
も
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
乙
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
本
来
の
精
神
を
失
い
、

歪
ん
だ
愛
国
主
義
の
論
理

l
l日
本
の
伝
道
は
日
本
人
の
手
で
、
と
い
う
よ
う

な
ー
ー
に
よ
っ
て
形
骸
化
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト

教
が
本
来
の
信
仰
を
取
戻
し
、
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
厳
し
い
眼
を
も

っ
て
被
抑
圧
者
の
側
に
立
つ
時
、
当
局
と
の
対
決
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

n
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ケ
ー
ス
S

戦
後
日
本
に
お
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
と
キ
り
ス
ト
歓

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
に
続
い
て
九
月
ニ
自
に
降
伏
文
書
の
調
印

が
行
な
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
よ
る
日
本
本
土
進
駐
が
開
始
さ
れ
た
。

同
年
十
二
月
に
占
領
軍
か
ら
発
布
さ
れ
た
「
神
道
指
令
」
は
国
家
に
よ
る
国

家
神
道
の
支
持
支
援
を
禁
じ
、
政
教
分
離
の
実
施
を
命
じ
た
。
占
領
軍
の
宗
教

一
般
に
関
す
る
公
式
方
針
は
、
全
て
の
宗
教
に
関
し
て
信
教
の
自
由
を
確
立
し
、

天
皇
崇
拝
の
問
題
を
中
心
と
す
る
政
教
分
離
の
推
進
に
お
か
れ
て
い
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
総
司
令
官
マ
ッ
カ
l
サ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
占
領
軍
全
体
の
親

キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

特
に
マ
ッ
カ
l
サ
l
の
企
図
す
る
と
と
ろ
は
、
第
一
に
、
日
本
人
の
意
識
の

根
底
を
な
す
神
道
を
キ
リ
ス
ト
教
に
す
げ
替
え
る
乙
と
に
あ
っ
た
。
神
道
は
日

本
人
の
熱
狂
的
戦
闘
精
神
の
根
源
に
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
を
彼
ら
は
持
っ
て

お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
土
着
の
宗
教
よ
り
も
原
理
的
に
あ
る
か
に
優
れ
た

も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
た
日

本
の
「
野
蛮
性
」
を
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
克
服
し
よ
う
と
し
た
。

第
二
に
、

7

ッ
カ
l
サ
l
は
キ
リ
ス
ト
教
を
共
産
主
義
へ
の
防
壁
と
し
て
考

え
て
い
た
。
就
寝
前
に
は
必
ず
聖
書
を
読
み
、
黙
想
の
時
を
持
つ
7

ッ
カ
1
サ

ー
は
、
「
日
本
が
キ
リ
ス
ト
教
固
に
な
ら
な
い
う
ち
は
真
の
民
主
化
は
な
い
」

「
日
本
人
は
精
神
的
真
空
状
態
に
あ
り
、
今
キ
リ
ス
ト
教
化
せ
ね
ば
共
産
主
義

に
荒
さ
れ
て
し
ま
う
」
「
ア
ジ
ア
を
共
産
主
義
の
魔
手
か
ら
守
る
に
は
キ
リ
ス

ト
教
し
か
な
い
」
と
い
う
堅
い
信
念
を
持
っ
て
い
た

(
7
)
。
マ
ッ
カ
l
サ
l
個

人
に
限
ら
ず
、
世
界
の
様
相
が
冷
戦
の
激
化
に
伴
い
変
化
し
て
く
る
と
、
ア
メ

リ
カ
の
対
日
政
策
も
、
日
本
を
ア
ジ
ア
に
お
げ
る
反
共
体
制
の
要
所
と
み
な
す

方
向
へ
変
化
し
て
い
る

(
8
1

以
上
の
と
と
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
を
神
道
や
共
産
主
義
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し

て
用
い
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
圧
政
を
求
め
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
浸
透
す
る
と
と
に
対
す
る
無
敵
の
精
神
的
砦

(
9と
と
み
な
し

て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
民
主
化
に
先
立

つ
精
神
的
基
盤
と
考
え
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。

ケ
ー
ス

4

ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
中
国
政
策
と
キ
リ
ス
ト
敏
宜
敏

十
九
世
紀
に
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
の
膨
張
の
特
色
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
そ
の

キ
リ
ス
ト
教
宣
教
に
明
白
に
表
わ
れ
て
い
る
(
叩
)
。
乙
の
頃
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、

ア
メ
リ
カ
乙
そ
人
類
の
最
先
端
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
特
有
の
自
負
を
持
ち
、

海
外
宣
教
は
ア
メ
リ
カ
圏
内
に
お
け
る
価
値
の
表
現
で
あ
っ
た
。
又
、
暗
黒
の

中
に
さ
ま
よ
う
ア
ジ
ア
の
民
衆
を
救
済
す
る
と
い
う
使
命
感
に
燃
え
て
い
た
。

殊
に
十
九
世
紀
末
か
ら
「
新
し
い
中
国
」
の
誕
生
の
た
め
に
と
い
う
意
気
込
み

で
多
数
の
宣
教
師
が
教
育
事
業
な
ど
を
行
な
っ
て
お
り
、
と
の
よ
う
な
親
華
的

態
度
は
、
日
露
戦
争
以
後
、
反
日
感
情
と
表
裏
一
体
を
な
す
ア
メ
リ
カ
の
親
華

論
へ
と
発
展
し
た
(
日
)
。

辛
亥
革
命
以
後
一
九
一

0
年
代
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
は
積
極
的
に
米
華
友
好

と
い
う
方
針
を
打
ち
出
す
。
中
国
で
の
米
人
宣
教
師
の
活
躍
も
そ
の
頃
特
に
顕

著
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
関
心
の
度
合
い
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
宣
教
師
た

ち
は
本
固
に
対
し
、
「
新
し
い
中
国
」
の
好
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
役
割
を
果

し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
日
本
の
対
華
二
十
一
か
条
要
求
に
対
す
る
非

-92一



難
な
ど
を
通
し
、
「
不
幸
な
」
中
国
人
を
助
け
、
中
国
の
国
家
的
地
位
や
領
土

を
守
り
抜
く
べ
き
と
す
る
政
策
論
が
生
ま
れ
た
原
因
を
、
入
江
昭
氏
は
次
の
よ

う
に
分
析
す
る
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
利
益
拡
張
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

中
国
の
近
代
化
を
ア
メ
リ
カ
の
手
で
育
成
し
て
い
き
た
い
と
い
う
考
え
で
あ
る

(
2
1
 

し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
心
情
主
義
や
宗
教
的
使
命
感
に
基
く
中

国
政
策
は
、
現
実
と
の
聞
に
か
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
含
ん
で
い
た
。
宣
教
と
政

治
と
の
関
連
形
態
の
一
つ
と
し
て
列
強
が
独
立
を
維
持
し
て
い
た
国
々
に
お
い

て
宣
教
師
に
外
交
上
の
保
護
ま
た
は
特
権
を
与
え
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
当

時
最
も
平
等
を
重
ん
ず
る
宣
教
師
で
さ
え
、
中
国
に
お
げ
る
最
恵
国
民
待
遇
や

治
外
法
権
と
い
っ
た
も
の
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、

人
道
主
義
の
理
想
と
戦
略
上
の
現
実
主
義
と
の
間
の
矛
盾
(
臼
)
で
あ
り
、
乙

う
し
た
矛
盾
が
、
ア
メ
リ
カ
の
対
中
イ
メ
ー
ジ
と
中
国
の
対
米
イ
メ
ー
ジ
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
発
展
し
た
様
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
に
代
表
さ

れ
る
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政
策
に
お
け
る
態
度
が
、
結
局
中
固
に
受
け
入
れ
ら
れ

ず
挫
折
に
終
わ
っ
た
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
に

存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
過
去
一
世
紀
半
に
お
よ
ぶ
ア
メ
リ
カ
の
中

国
政
策
に
み
ら
れ
る
過
度
の
期
待
や
一
方
的
な
使
命
感
と
い
っ
た
も
の
が
、
ア

メ
リ
カ
を
し
て
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
対
し
無
神
経
に
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
中
国

側
か
ら
「
帝
国
主
義
」
の
熔
印
を
押
さ
れ
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

以
上
回
ケ
国
を
ケ
I
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
大
ま
か
で
は
あ
る

が
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
を
検
討
し
た
。
日
米
両
国
と
も
当
時
の

姿
は
、
帝
国
主
義
の
名
の
も
と
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
歪
曲
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
論
理
、
一
方
的
・
独
善
的
な
使
命
感
の
欺
騎
等
は
双
方
に
見
ら
れ
る
。

被
抑
圧
者
の
心
情
に
無
理
解
・
無
感
覚
で
あ
る
乙
と
は
帝
国
主
義
の
心
理
的
特

性
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
を
な
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

G
m教
)
と
の
関

速
に
着
目
す
る
と
、
両
国
に
は
あ
る
種
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
存
在
す
る
よ
う
に

思
え
る
。

教
会
を
国
家
と
同
列
に
置
く
欧
米
の
発
想
に
対
し
て
、
日
本
は
歴
史
的
に
「

国
家
と
教
会
」
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
島
国
で
あ

り
中
央
集
権
化
し
易
い
風
土
を
持
つ
日
本
で
は
、
民
族
の
自
然
宗
教
(
神
道
〉

か
ら
外
来
宗
教
(
仏
教
)
に
至
る
ま
で
全
く
土
着
化
し
て
い
た
。
国
家
が
宗
教

を
内
政
に
利
用
す
る
ζ
と
が
あ
っ
て
も
、
国
家
と
教
会
が
対
崎
す
る
乙
と
は
な

か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
宗
教
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
国
家
論
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
は
、
政
治
的
決
断
と
宗
教
的
な
そ
れ
と
を
同
一
視
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
。
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
以
来
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
選
民
意
識
を
持
つ

彼
ら
に
と
っ
て
、
政
治
の
問
題
は
即
座
に
信
仰
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
き
た
。

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
を
特
色
e

つ
け
る
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
強
烈

な
倫
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
始
め
と
す
る
様

々
な
理
念
を
支
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
乙
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
の
意
識
下
に

あ
る
価
値
体
系
が
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
時
、
そ
れ
は
文
化
的
・
精
神
的

帝
国
主
義
と
し
て
作
用
す
る
。

政
治
と
宗
教
、
国
家
と
宗
教
と
い
う
テ
!
?
は
莫
大
な
意
味
を
含
ん
で
お
り
、

乙
の
よ
う
な
小
論
で
扱
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い

(
U
Y
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
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て
言
え
ば
、
福
音
宣
教
が
歴
史
上
必
ず
し
も
純
粋
に
そ
の
使
命
を
果
た
し
て
き

た
と
は
き
ヲ
'
九
な
い
。
時
の
権
力
に
お
も
ね
り
、
政
策
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た

あ
る
時
代
は
、
「
聖
戦
」
が
神
の
名
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
て
き
た
。
人
聞
が

乙
の
「
地
上
に
生
き
る
者
」
で
あ
り
、
一
定
の
環
境
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
限

り
、
国
家
や
政
治
と
の
関
係
を
一
切
断
絶
し
た
信
仰
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
信
仰
者
は
歴
史
の
教
訓
と
い
う
神
の
賜
物
を
謙
虚
に
受
け
留
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
万
物
を
造
ら
れ
た
神
は
、
そ
の
摂
理
に
お
い
て
一
切
の
物
事
を
益
に

な
し
給
う
と
い
う
。
し
か
し
、
神
の
摂
理
を
楯
に
と
っ
て
人
聞
の
罪
悪
を
正
当

化
す
る
と
と
は
許
さ
れ
な
い
。
教
会
は
絶
え
ず
聖
書
の
言
葉
に
よ
っ
て
正
し
く

教
え
ら
れ
、
自
己
を
厳
し
く
吟
味
し
浄
化
し
続
け
る
と
と
が
必
要
な
の
で
あ
る

(
時
三注

(
1
)
牛
島
秀
彦
「
皇
太
子
が
ジ
ミ
ィ
と
呼
ば
れ
た
日
」
『
文
暮
春
秋
』
(
一

九
八
三
年
九
月
号
)
、
四
六
四
ペ
ー
ジ
に
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
、
キ
リ
ス
ト

教
を
核
と
し
た
ア
メ
リ
カ
的
民
主
主
義
国
に
仕
立
て
た
ー
と
い
う
大

い
な
る
自
負
が
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
2
)
ア
マ
ド
・
ゲ
レ
ロ
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
と
革
命
』
北
沢
正
雄
訳
(
亜
紐

書
房
一
、
一
九
七
七
年
)
、
二
四
七
1
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

(
3
)
ア
マ
ド
・
ゲ
レ
口
、
前
掲
書
、
二
四
三
ペ
ー
ジ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
産
党

書
記
長
ホ
セ
・
シ
ソ
ン
乙
と
ア
マ
ド
・
ゲ
レ
ロ
の
発
言
。

〈
4
)
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
、
ペ

ogm
宮
帽
弓
由
。
F
『

z
s
g
〉

ESE-o白

の
略
。

ジ飯緯
。招曾
ニ峨
郎「
、戦

l 義時
在下

雪B
植の

量型
車警
の強
社要
会と
とキ
抵リ

岳?
三者
五の

三豊

(
6
)
飯
坂
良
明
「
キ
リ
ス
ト
教
の
自
由
と
抵
抗
ー
そ
の

1
l
」
『
世
界
』

(
一
九
七
三
年
七
月
号
〉
、
九
五

0
ペ
ー
ジ
花
、
「
一
九

O
三
年
十
月
組

合
教
会
第
十
九
回
総
会
は
海
外
伝
道
を
決
議
し
、
そ
の
第
一
着
手
と
し

て
伝
道
師
を
朝
鮮
に
派
遣
す
る
乙
と
を
決
定
し
だ
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、

一
九
一

O
年
九
月
一
日
付
『
基
督
教
世
界
』
の
社
説
「
韓
国
併
合
と
韓

人
伝
道
」
に
よ
る
と
、
「
朝
鮮
併
合
は
あ
た
か
も
神
意
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
同
化
を
促
進
す
る
と
と
は
キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
で
あ
る
。
」
と

い
う
論
旨
で
あ
る
。

〈
7
〉
牛
島
秀
彦
、
前
掲
論
文
、
四
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
8
〉
神
谷
不
二
『
朝
鮮
戦
争
』
(
中
公
新
書
、
一
九
六
六
年
)
、
一
七
九
ベ

l

ジ
、
ロ
イ
ヤ
ル
陸
軍
長
官
の
一
九
四
八
年
一
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

演
説
日
「
自
立
へ
の
育
成
に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
日
本
は
、
ア
ジ
ア
に

お
砂
る
全
体
主
義
の
氾
猿
に
対
す
る
防
波
堤
の
役
割
を
果
た
す
と
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
9
)
阿
部
美
哉
「
キ
リ
ス
ト
教
|
う
た
え
ど
も
変
わ
ら
ず
」
共
同
研
究
『

日
本
占
領
軍
い
そ
の
光
と
影
(
下
)
』
(
思
想
の
科
学
研
究
会
、
一
九
七

八
年
て
六
九
ペ
ー
ジ
。

ハ
印

)
J
・
k
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
『
中
国
〈
下
)
』
市
古
宙
三
訳
(
東
大
出
版
会
、

一
九
七
二
年
て
三
五
六
ペ
ー
ジ
日
「
国
内
で
新
し
い
民
主
主
義
を
誇
る

ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
者
は
、
圏
外
の
民
衆
に
対
す
る
場
合
、
国
家
の

独
立
・
改
革
と
社
会
平
等
と
い
う
見
地
か
ら
そ
の
反
逆
を
喜
ん
で
助
け

-94ー



た
。
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
は
、
我
々
自
身
が
慈
善
の
目
的
を
も
っ
て

い
る
も
の
と
感
じ
、
そ
の
感
情
を
楽
し
ん
で
き
た
。
十
九
世
紀
を
通
じ

て
着
実
に
発
展
し
た
外
国
伝
道
は
、
乙
の
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
人
の
態

度
の
唯
一
の
表
現
で
あ
っ
た
。
」

(
日
)
入
江
昭
『
米
中
関
係
史
』
(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
一
年
)
、

三
七

ペ
ー
ジ。

J
-
K
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
、
前
掲
書
、

三
七
三
ペ
ー
ジ
に
よ

る
と
、
「
中
国
の
独
立
は
政
治
的
正
義
の
問
題
と
し
て
ア
メ
リ
カ
人
に

訴
え
る
と
乙
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
主
要
な
政
治
感
情
の
一
つ
で

あ
る
弱
小
民
族
の
自
決
と
主
権
に
関
す
る
主
張
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ

た。」

(
ロ
)
入
江
昭
、
前
掲
書
、
四
七
ペ

ー
ジ。

(日
)
J
-
K
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
、
前
掲
書
、
三
六
三
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
ア

メ
リ
カ
人
は
そ
の
道
徳
的
理
想
を
中
固
に
お
け
る
積
極
的
な
政
策
の
中

で
反
映
さ
せ
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
ζ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
U
H
)

「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
権
利
が
、
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
利
、
相

対
的
自
由
で
は
な
く
、
絶
対
的
自
由
、
人
間
固
有
の
権
利
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
国
家
権
力
と
対
決
し
、
「
薄
い
取
る
」
と
い
う
と
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
場
合
が
当
然
生
ず
る
だ
ろ
う
。

(
日
)
新
約
聖
書
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
十
三
章
五
節
・
「
あ
な
た

が
た
は
信
仰
に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
自
分
自
身
を
た
め
し
、
ま
た
、

吟
味
し
な
さ
い
。
」

前
記
以
外
の
参
考
文
献

-
葎
正
彦

『南
北
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
史
論
』

九
八
二
年
)
。

・
飯
坂
良
明
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
抵
抗
ー
そ
の

2

1
」

こ
九
七
三
年
、
十
一
月
号
)
。

-
奪
津
珍
彦
「
神
道
|
占
領
政
策
へ
の
対
応
と
抵
抗
1

私
の
証
言
」
共

同
研
究

『
日
本
占
領
軍

リ
そ
の
光
と
影
(
下
)
』
(
患
想
の
科
学
研
究
会
、

一
九
七
八
年
)

0

-
井
尻
秀
憲
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
意
識
と
ア
ジ
ア
」
『
思
想
』
(
岩
波
書

庖
、
一
九
八
三
年
六
月
号
)
。

(
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、

『世
界
』

(
か
し
は
ら
・
よ
し
乙

中
国
語
科
四
年
)

rhυ 
n
日



日
韓
ア
ン
テ
ィ
パ
シ

l
の
構
造

ー
日
本
と
朝
鮮
の
異
文
化
間
接
触
|

一
、
は
じ
め
に

昨
年
(
一
九
八
三
年
)
の
中
曽
根
首
相
の
訪
韓
、
今
年
(
一
九
八
四
年
)
の

全
斗
燥
大
統
領
来
日
と
、
日
本
と
韓
国
で
史
上
初
め
て
の
公
式
的
な
相
互
訪
問

が
実
現
さ
れ
、
日
韓
関
係
は
新
た
な
時
代
を
む
か
え
た
と
い
わ
れ
る
。

N
H
K
「
ハ
ン
グ
ル
講
座
」

の
開
講
を
は
じ
め
、
「
釜
山
港
へ
帰
れ
」

κ代

表
容
れ
る
韓
国
演
歌
の
ブ
l
ム
や

『
ソ
ウ
ル
の
練
習
問
題
』
と
い
う
新
感
覚
の

書
も
よ
く
売
れ
、
近
頃
、
国
民
レ
ベ
ル
で
も
日
本
人
の
韓
国

・
朝
鮮

(1
)
へ

の
関
心
は
以
前
と
は
異
な
っ
て
き
て
い
る

(
2
1

し
か
し
な
が
ら
、
日
緯
関
係
は
隣
国
同
士
と
い
う
も
の
の
、
な
お
根
深
い
ア

ン
テ
ィ
パ
シ
l

(相
互
嫌
悪
)
の
構
造
が
現
存
す
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

韓
国
で
「
好
き
な
国
嫌
い
な
国
」
の
世
論
調
査
を
す
る
と
，
嫌
い
な
国
'
の

一
位
か
二
位
は
い
つ
も
日
本
で
あ
る
し
、
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
世
論
調
査
を

す
る
と
南
北
朝
鮮
が
ソ
連
と
肩
を
な
ら
べ
て
，
嫌
い
な
国
'
で
あ
る

(
3
1

隣
国
同
士
で
あ
り
な
が
ら
、
乙
の
よ
う
な
日
本
と
斡
国
・
朝
鮮
の
相
互
無
理

解
の
構
造
を
文
化
を
越
え
る
異
文
化
間
接
触
の
必
要
性
の
立
場
か
ら
論
じ
て
み

、、j
 
f
 

金|ー

進

h

』、。
1
b
 

二
、
日
本
人
の
朝
鮮
観

韓
国
・
朝
鮮
に
一
般
の
日
本
人
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
現
情
は
「
暗
い
、
卑
屈
、

劣
る

(
4
)
」
な
ど
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
支
配
し
て
い
る
と
と
は

否
め
な
い
。

今
日
の
歪
ん
だ
朝
鮮
感
の
根
源
は
何
な
の
か
。
ま
た
、
日
本
人
は
古
代
よ
り

現
代
に
至
る
ま
で
朝
鮮
お
よ
び
朝
鮮
人
を
ど
の
よ
う
に
見
て
き
た
か
。

日
本
と
朝
鮮
は
日
中
関
係
と
同
じ
く
、
古
代
か
ら
深
い
関
係
が
あ

っ
た
乙
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
の
古
代
文
化、

古
代
国
家
の
形
成
に
地
理
的
に
非

常
に
近
い
乙
と
か
ら
、
先
進
文
化
を
も
っ
朝
鮮
半
島
と
の
人
間
往
来
、
文
化
交

流
と
い
う
密
接
な
関
係
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
乙
と
は
自
明
で
あ
る

(
5
1

た
と
え
ば
、

『続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
奈
良
時
代
末
期
、
大
和
朝
廷
の
あ

っ
た
飛
鳥
の
住
人
の
八
、
九
割
が
百
済
系
、
新
羅
系
の
渡
来
人
で
あ
っ
た
と
い

う。

『
万
葉
集
』
で
異
彩
を
放
っ
た
山
上
憶
良
は
百
済
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う

-96ー



説
も
あ
る

(
6
)
。
ま
た
、
「
奈
良
」
は
朝
鮮
語
で
「
国
」
を
意
味
す
る
〔

E
E〕

と
閉
じ
発
音
で
あ
る
し、

吉
岡
松
塚
古
墳
は
朝
鮮
系
の
古
衣
裳
を
お
も
わ
せ
る
高

句
麗
様
式
と
酷
似
し
た
線
刻
壁
画
で
あ
る

(
7
)
o

そ
の
他
、
埼
玉
県
の
高
麗

神
社
に
代
表
さ
れ
る
「
日
本
の
中
の
朝
鮮
文
化
」
な
と
か
ら
古
代
朝
鮮
が
日
本

に
及
ぼ
し
た
影
響
が
察
せ
ら
れ
る
。

乙
の
よ
う
な
と
と
か
ら
、
古
代
の
日
本
人
の
朝
鮮
観
は
良
好
で
あ

っ
た
ζ

と

の
想
像
が
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
大
和
朝
廷
が
朝
鮮
半
島
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
任
那
日
本
府
説
」
の
見
解
が

『古
事
紀
』
と
『
日
本
占
紀
』

に
の
み
表
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
古
代
日
本
人
K
と
っ
て
朝
鮮
は
偏
見
や

差
別
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

中
世
・
近
世
に
お
い
て
は
倭
窓
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
文
禄

・州
成
長
の
役
(
壬

辰
倭
乱
)
と
い
う
不
幸
な
関
係
が
あ
っ
た
も
の
の
、
お
お
ら
か
な
関
係
が
続
い

て
、
日
本
人
の
朝
鮮
観
は
慈
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
く
に
、
江
戸
時
代
は
徳
川
鎖
国
下
の
二
百
年
の
あ
い
だ
、
日
本
に
と
っ
て

李
氏
朝
鮮
の
み
が
正
式
な
外
交
関
係
が
あ
る
国
で
あ
っ
た

(
8
)
。
し
か
も
、
朝

鮮
の
使
節
の
来
日
(
朝
鮮
通
信
使
)
は
日
本
側
の
求
め
る
形
で
実
現
し

(
9
)
、

幕
府

・
諸
大
名
は
彼
ら
を
優
待
し
敬
意
を
は
ら
い
、
イ
ン
テ
リ
と
く
に
儒
者
(
林

羅
山
な
ど
)
は
朝
鮮
の
学
問
と
学
者
を
尊
敬
し
、
そ
の
吸
収
に
つ
と
め
た
よ
う

で
あ
る
(
叩
)
。
現
代
の
歴
史
教
科
書
な
ど
で
徳
川
鎖
国
下
に
お
け
る
中
国
と

オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
関
係
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
の
は
歴
史
認
識
の
欠
如
と
い
え

ま
い
か。

当
時
の
通
信
使
の
一
人

・
申
維
翰
に
よ
る
日
本
旅
行
記

『海
続
録
』
に
よ
る

と、

高
度
の
儒
教
文
明
社
会
で
あ
っ
た
朝
鮮
か
ら
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
日
本

お
よ
び
日
本
人
を
見
る
と
、
日
本
社
会
は
お
そ
ろ
し
く
野
蛮
に
み
え
た
そ
う
だ
。

一
方
、
一

般
の
日
本
人
は
朝
鮮
人
と
い
え
ば
み
ん
な
学
者
だ
と
思
い
込
ん
で
朝

鮮
は

「文
」
の
国
だ
か
ら
と
あ
が
め
て
、
「
一
筆
書
い
て
く
れ
」
と
通
信
使
と

そ
の
従
者
に
ま
で
あ
乙
が
れ
た
(
日
〉
。
民
衆
の
朝
鮮
観
も
羨
望
の
ま
な
ざ
し

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
乙
う
い
う
朝
鮮
観
も
明
治
時
代
に
な
る
と
日
本
人
か
ら
消
え
、
乙

う
し
た
事
実
の
存
在
さ
え
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

日
本
は
朝
鮮
よ
り
約
二
十
年
早
く
欧
米
と
妓
触
し
、
開
国
が
約
三
十
年
早
か

っ
た
。

ζ

の
朝
鮮
よ
り
一
歩
先
じ
た
日
本
の
近
代
化
が
、
日
本
人
の
朝
鮮
観
K

与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
「
征
斡
論
」
、
「
脱
亜
論
」
、
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
、
「臼

鮮
同
祖
論
」
な
ど
朝
鮮
は
日
本
の
支
配
下
に
あ
る
べ
し
と
い
う
考
え
が
(
ロ
)
、

欧
米
を
模
範
と
す
る
近
代
化
の
裏
と
し
て
多
く
の
日
本
人
の
心
に
植
え
つ
け
ら

れ
た
。日

清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
そ
し
て
「
日
韓
併
A
E
K
至
り
朝
鮮
が
日
本
の
完

全
な
植
民
地
と
な
る
。

ζ
ζ

で
日
本
と
朝
鮮
は
支
配
と
被
支
配
の
関
係
に
な
り
、

異
民
族
閣
の
支
配
と
被
支
配
関
係
は
支
配
民
族
の
な
か
に
被
支
配
民
族
を
劣
等

視
す
る
優
越
感
を
う
え
つ
け
る
も
の
で
、
ζ

れ
が
現
在
の
朝
鮮
感
の
大
き
な
原

占
…
ル
」
い
-
え
る
。

と
ζ

ろ
で
、
同
じ
支
配
と
被
支
配
の
関
係
な
ら
ば
日
本
と
台
湾
の
聞
に
も
あ

っ
た
が
、
日
本
と
朝
鮮
の
よ
う
な
ア
ン
テ
ィ
パ
シ
1
の
構
造
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
台
湾
の
場
合
、
清
朝
に
な
っ
て
中
国
大
陸
の
行
政
権
が
及
ん
だ
の
で
あ
り
、

日
本
の
植
民
地
化
は
主
の
代
が
単
に
か
わ
っ
た
だ
け
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
よ

う
で
、
日
本
に
対
す
る
大
き
な
抵
抗
は
あ
ま
り
表
面
化
せ
ず
に
す
ん
な
り
い
っ

た
と
い
う
(
印
)
。

一
方
、
朝
鮮
の
場
合
、
地
政
学
的
に
も
外
圧
の
多
い
地
域
で
は
あ
っ
た
が
、
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日
本
の
植
民
地
と
な
る
ま
で
は
異
民
族
の
支
配
を
受
け
た
乙
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
併
合
前
後
に
お
け
る
朝
鮮
人
に
よ
る
日
本
へ
の
抵
坑
は
激
し
か
っ

た
。
抗
日
義
兵
運
動
や
安
重
栂
に
よ
る
伊
藤
博
文
射
殺
、
三
・
一
独
立
運
動
の

激
し
さ
を
知
る
当
時
の
日
本
人
は
、
そ
と
に
朝
鮮
民
族
の
反
骨
精
神
の
象
徴
を

み
て
、
日
本
人
は
朝
鮮
人
を
か
わ
い
く
な
い
'
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
が
歪
ん
だ
朝
鮮
観
を
受
け
入
れ
た
決
定
的
な
表
れ
は
、
三
・
一
独
立

運
動
の
四
年
後
に
起
っ
た
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
K
み
る
と
と
が

で
き
る
。

「不
逗
鮮
人
暴
動
デ
マ
」
を
信
じ
、

一
般
民
衆
が
大
量
虐
殺
に
参
加

し
た
と
と
は
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
優
越
感
の
み
な
ら
ず
偏
見
と
差
別
意
識
が
一

般
民
衆
に
も
深
く
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ば
起
と
り
え
な
い
乙
と
で
あ
る
(
比
三

乙
の
よ
う
に
、
朝
鮮
を
植
民
地
と
す
る
中
で
日
本
人
の
朝
鮮
感
は
そ
の
優
越

感
か
ら
朝
鮮
を
偏
っ
て
扱
い
、
朝
鮮
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
に
も
無
知
と
な
り

歪
ん
だ
認
識
を
生
み
だ
し
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
日
本
の
朝
鮮
統
治
政
策
が
朝
鮮
民
族
を
一
つ
の
民
族
と
し
て
認
め
な

い
皇
民
化
の
「
同
化
政
策
」
(
朝
鮮
語
の
抹
殺
、
創
民
改
名
、
神
社
強
制
参
拝

な
ど
)
が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
人
は
朝
鮮
を
「
内
地
と
外
地
」
と
い
っ

た
一
つ
の

「外
国
」
と
し
て
み
る
視
点
を
欠
落
さ
せ
、
乙
れ
が
無
関
心
と
無
知

を
よ
び
、
現
在
に
も
再
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

戦
後
、
日
本
と
朝
鮮
は
支
配
と
被
支
配
の
関
係
が
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
歪

ん
だ
朝
鮮
観
は
克
服
さ
れ
ず
、
あ
ら
た
な
，
朝
鮮
蔑
視
'
も
あ
わ
せ
て
、
政
府

も
国
民
も
マ
ス
コ
ミ
も
韓
国
・
朝
鮮
に
関
し
て
は
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
，
冷
淡
が

に
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
交
渉
の
過
程
で
マ
ッ
カ
l
サ

1
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
吉
田
茂
首
相
は
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
の
す
べ
て
を
本
国
に
強
制
送
還
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
(
日
)
。

ま
た
、
岸
政
権
が
一
九
五
九
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
の
北
朝
鮮
へ
の

帰
国
運
動
を
韓
国
の
強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て
公
認
し
た
と
と
も
、
実
は
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
が
一
人
で
も
多
く
離
日
す
る
の
を
望
む
意
図
が
あ
っ
て
、
国
民

レ
ベ
ル
の
支
持
運
動
も
多
く
は
そ
れ
と
同
じ
乙
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
だ
(
凶
)
。

も
ち
ろ
ん
、
敗
戦
直
後
の
ヤ
ミ
市
に
代
表
さ
れ
る
経
済
混
乱
期
に
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
果
し
た
動
向
と
日
本
の
革
命
運
動
へ
の
彼
ら
の
参
加
、
李
ラ
イ
ン

K
よ
る
日
本
漁
船
に
対
す
る
韓
国
の
会
捕
な
ど
が
日
本
人
及
び
日
本
政
府
の
戦

後
に
お
け
る
朝
鮮
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
(
打
)
。
し
か
し、

一
九
五
三
年
の
第
三
次
日
韓
会
談
K
お
け
る
「
臼
本
の
朝
鮮
統
治
は
朝
鮮
人
に

思
恵
を
与
え
た
」
と
す
る
「
久
保
田
発
雪
己
な
ど
は
戦
前
の
朝
鮮
観
の
延
長
線

上
に
あ
る
乙
と
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
乙
の
「
久
保
田
発
二一-E
の
語
り
を
追
求
す

る
日
本
の
世
論
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
と
も
(
凶
)
象
徴
的
で
あ
る
。

ま
た
、
臼
本
の
知
識
人
で
「
進
歩
派
」
と
い
わ
れ
る
人
々
や
マ
ス
コ
ミ
の
韓

国
問
題
の
扱
い
方
に
は
偏
向
と
も
い
え
る
ほ
ど
非
常
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

韓
国
の
反
体
制
運
動
K
関
し
て
ま
る
で
自
国
の
と
と
の
よ
う
に
論
評
し
韓
国
社

会
を
「
日
本
人
」
が
非
難
す
る
と
と
に
、
「
ひ
と
の
国
の
と
と
に
ま
で
干
渉
し
、

税
国
を
ま
だ
植
民
地
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
(
印
)
」
と
い
う
よ
う
に
体
制
l
反

体
制
を
問
わ
ず
韓
国
人
は
、
日
本
人
の
優
越
感
と
大
国
主
義
と
受
け
と
め
て
い

る
(
初
)
。

口
本
人
は
一
般
に
韓
国
問
題
を
本
質
的
な
面
で
避
け
よ
う
と
す
る
反
面
、
中

国
問
題
に
は
決
し
て
見
せ
な
い
高
飛
車
な
言
動
を
韓
国
問
題
で
は
行
う
(
幻
)
。

た
と
え
ば
、
「
進
歩
派
」
の
立
場
で
「
韓
国
民
衆
と
連
帯
し
:
:
:
」
な
と
と
き
一回

っ
て
い
る
人
々
は
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
圏
内
矛
盾
を
不
問
に
す
る
と
同
時

κ、
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韓
国
の
反
体
制
運
動
が
あ
く
ま
で
，
反
共
'
で
あ
る
乙
と
に
不
認
識
で
あ
る
と

と
に
象
徴
さ
れ
る
。

要
す
る
に
、
朝
鮮
半
島
の
実
情
に
無
知
あ
る
い
は
中
途
半
端
な
認
識
で
言
動

す
る
と
い
う
乙
と
は
、
日
本
人
が
過
去
に
み
せ
た
朝
鮮
問
題
へ
の
中
途
半
端
な

認
識
と
安
易
な
か
か
わ
り
方
と
間
質
で
あ
る
。

同
時
に
、
務
国
あ
る
い
は
北
朝
鮮
を
「
外
国
」
と
し
て
級
わ
ず
日
本
の
尺
度

で
、
非
難
攻
撃
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
手
放
し
で
賛
美
す
る
傾
向
が
あ
る
乙
と
も

き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
。

三、

軸韓国
の
反
日

韓
国
人
の
国
民
感
情
の
底
流
に
は
「
反
共
」
の
ほ
か
に
「
反
日
」
が
あ
る
よ

う
に
思
う
が
、
韓
国
人
の
日
本
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
田
中
明
氏
は

『
ソ
ウ
ル

実
感
録
』

(
北
洋
社
、
一
九
七
五
年
)
の
中
で
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
複
合

だ
と
し
て
い
る
。

て
李
朝
時
代
ま
で
朝
鮮
か
ら
文
化
を
摂
取
し
て
き
た
文
化
的
後
進
因
。
明

治
維
新
以
後
は
西
欧
文
明
の
吸
収
K
狂
奔
し
東
洋
の
な
か
の
西
洋
に
な
っ
た

因。二
、
日
帝
三
十
六
年
間
、
わ
が
民
悠
を
弾
圧
し
搾
取
し
て
き
た
好
悪
な
因
。

三
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
朝
鮮
戦
争
に
便
乗
し
て
経
済
を
復
興
し
、
利
益
追

求
に
敏
な
そ
の
特
殊
才
能
で
経
済
大
固
に
の
し
あ
が
っ
た
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・

ア
ニ
マ
ル
の
国
。

四
、
経
済
発
展
と
と
も
に
軍
事
力
も
増
強
さ
れ
、
ふ
た
た
び
ア
ジ
ア
制
覇
の

道
へ
乗
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
警
戒
す
べ
き
国
。

五
、
北
朝
鮮
を
含
む
共
産
圏
と
も
接
触
す
る
乙
と
で
利
滋
を
え
て
、
共
産
圏

と
二
股
を
か
け
る
破
廉
恥
な
外
交
を
す
る
国
。

六
、
米
国
や
中
国
な
ど
強
者
に
弱
く
、
弱
小
国
に
は
強
く
出
る
因
。

韓
国
に
と
っ
て
「
日
本
」
の
存
在
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
「
斡
国
」
の
存
在

よ
り
は
る
か
に
大
き
く
、
先
に
日
本
人
の
韓
国
・
朝
鮮
に
関
す
る
無
知
を
指
摘

し
た
が
、
韓
国
人
は
過
去
の
植
民
地
時
代
や
現
在
の
対
日
経
済
関
係
か
ら
日
本

に
つ
い
て
「
原
体
験
」
を
持
っ
て
お
り
、
日
本
に
関
し
て
決
し
て
無
知
、
無
関

心
で
は
な
い
よ
う
だ
。
い
ま
右
に
示
し
た
一
の
よ
う
な
「
文
化
的
優
越
意
識

(
辺
)
」
を
除
い
て
は
、
体
験
を
通
し
て
の
「
反
日
意
識
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。

そ
乙
か
ら
く
る
「
反
日
意
識
」
は
常
に
国
民
感
情
と
し
て
底
に
あ
る
ば
か
り

か
、
何
か
の
事
件
が
あ
る
と
一
気
に
「
反
日
感
情
」
が
盛
り
上
り
一
触
即
発
の

状
態
で
表
面
に
出
る
の
も
特
徴
が
あ
り
、
日
韓
会
談
や
金
大
中
事
件
、
朴
大
統

統
狙
墜
事
件
で
の
日
本
側
の
対
応
に
関
す
る
韓
国
人
の
反
応
は
そ
の
典
型
的
な

例
で
あ
り
、
最
近
で
は
「
教
科
書
問
題
」
で
そ
れ
が
み
ら
れ
た
。

以
前
、
朝
刊
紙

『朝
鮮
日
報
』
が
対
日
銀
の
調
査
を
し
た
と
乙
ろ
「
日
本
は

警
戒
す
べ
き
相
手
だ
」
と
答
え
た
の
は
九
七
Mm
に
の
ぼ
っ
た
が
、
「
日
本
に
学

ぶ
点
が
あ
る
」
と
し
た
人
も
九
六
%
を
占
め
た
(
お
)
。
筆
者
も
最
近
の
訪
韓

時
に
高
校
生
に
同
じ
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し
た
と
と
ろ
、
若
い
世
代
に
も
同

じ
よ
う
な
結
果
を
み
た
。

と
の
ζ

と
は
「
反
日
」
が
感
情
の
底
流
に
あ
る
も
の
の
、
経
済
急
成
長
で
笠

か
に
な
り
ゆ
く
物
資
生
活
の
影
に
日
系
企
業
と
の
提
携
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
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非
常
に
日
本
色
の
濃
い
消
費
物
質
が
氾
濫
し
て
い
る
な
ど
の
「
日
本
化
(
川
崎
)
」

の
傾
向
が
あ
る
乙
と
か
ら
「
日
本
に
学
ぶ
点
が
あ
る
」
と
答
え
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
日
本
化
」
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
そ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
し
て
の
「
反
日
」
の
声
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
だ
。

つ
ま
り
、
現
代
緯
国
の
反
日
は
儒
教
的
な
「
文
化
的
優
越
意
識
」
と
「
体
験
」

を
通
し
て
の
「
反
日
」
の
み
と
い
う
の
で
な
く
、
圏
内
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
日

本
化
現
象
に
対
す
る
内
な
る
「
反
日
」
も
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
内
な
る
「
反

日
」
は
日
本
化
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
あ
る
わ
け
だ
が
、
今
日
の
「
日
本
化
」

は
植
民
地
時
代
の
「
皇
民
化
」
に
よ
る
日
本
化
、
つ
ま
り
外
部
か
ら
強
制
と
は

違
い
、
日
本
と
い
う
外
国
の
利
点
を
導
入
し
自
固
に
利
用
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
決
し
て
民
族
意
識
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
乙
ろ
で
、
一
九
八
二
年
の
「
教
科
書
問
題
」
は
韓
国
に
お
い
て
外
な
る

「
反
日
」
が
根
強
く
存
在
し
、
な
に
か
あ
っ
た
ら
爆
発
し
か
ね
な
い
韓
国
人
の

対
日
感
情
を
み
た
。
そ
の
「
教
科
書
問
題
」
の
後
半
に
お
い
て
、
韓
国
の
マ
ス

コ
ミ
論
調
は
「
反
日
」
で
は
な
く
「
克
日
」
へ
変
っ
た
(
お
)
。

「
克
日
」
と
は
、
今
ま
で
の
「
反
日
」
が
日
本
全
体
を
悪
者
と
す
る
「
日
本

全
面
否
定
論
」
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
と
を
省
み
て
、
情
念
的
な
「
反
日
」
で
な

く
韓
国
自
身
が
力
を
養
っ
て
日
本
に
打
ち
克
つ
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
お
)
。

そ
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
乙
れ
ま
で
反
固
ま
た
は
排
日
感
情
を
憎
悪
の
よ
う

な
安
易
な
感
情
処
理
だ
妙
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
今
後
、
日

本
研
究
に
導
き
、
日
本
の
実
相
を
過
去
・
現
在
・
未
来
に
分
け
て
、
あ
る
が
ま

ま
に
冷
静
に
研
究
す
る
姿
勢
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
」
と
い
う

社
説
が
一
九
八
二
年
九
月
七
日
付
『
東
亜
日
報
』
に
曲
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い

て
も
韓
国
・
朝
鮮
研
究
は
等
閑
視
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
の
と
と
を
研
究
す
る
機
関

な
ど
い
く
ら
も
な
い
の
が
現
状
(
た
と
え
ば
七
百
近
い
大
学
の
中
で
朝
鮮
語
科

が
あ
る
の
は
わ
ず
か
四
つ
)
で
あ
る
の
と
同
様
、
韓
国
に
お
け
る
日
本
研
究
も

貧
弱
な
よ
う
だ
。

そ
の
原
因
を
と
の
社
説
は
「
第
一
に
は
、
乙
れ
ま
で
の
植
民
地
世
代
が
日
本

を
体
系
的
に
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
く
知
っ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い

る
た
め
で
あ
り
、
第
こ
に
は
、
日
本
研
究
す
な
わ
ち
親
日
と
規
定
す
る
周
囲
の

誤
っ
た
認
識
と
雰
囲
気
、
第
三
に
は
、
日
本
研
究
に
対
す
る
国
民
の
全
般
的
な

認
識
不
足
と
無
理
解
の
た
め
と
見
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
韓
国
に
お
け

る
対
日
感
情
を
韓
国
人
自
身
が
見
直
す
べ
き
転
換
に
き
て
い
る
と
と
を
主
張
し
、

そ
の
上
で
「
日
本
研
究
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
画
期
的
な
論
調
と
い
え
よ
う
。

韓
国
の
反
日
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
り
、
日
本
人
の
対
韓
関
心
度
や
知
識

よ
り
も
韓
国
人
の
日
本
認
識
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
い
が
、
不
正
確
な
知
識
や

中
途
半
端
な
認
識
か
ら
く
る
不
当
な
「
反
日
」
が
あ
る
乙
と
も
事
実
で
は
な
か

ろ
う
か
。
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回
、
む
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6
3

文
化
を
越
え
て
1

米
国
の
文
化
人
類
学
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・

T
・
ホ
l
ル
は
『
文
化
を
越
え
て
』

(
開
晶
君
凶
同
色
叶
・
出
血
=
・
切
巾
可
O
口
内
問
。
ロ
ロ
ロ
コ
y
z
m当
ペ

S

F

k

F
ロn
F
O吋

閉

MEg--sm-
岩
田
慶
治
・
谷
泰
訳
『
文
化
を
越
え
て
』
、

T
B
S
プ
リ
タ

ニ
ヵ
、
一
九
七
九
年
)
で
、
国
際
化
し
た
現
代
人
に
向
け
て
、
個
々
の
文
化
が

持
つ
限
界
を
人
聞
が
超
越
す
る
乙
と
に
よ
り
異
な
る
文
化
を
考
察
し
、
外
国
理

解
を
深
め
て
自
ら
の
文
化
を
も
見
直
す
と
い
う
異
文
化
間
接
触
の
重
要
性
を
論

じ
て
い
る
。



常
に
見
知
ら
ぬ
人
と
相
E
作
用
を
も
っ
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
人
聞
は
、

も
う
一
歩
踏
み
出
し
て
自
分
の
属
す
る
文
化
を
超
越
す
る
努
力
は
始
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
〈
中
略
〉
人
間
同
士
が
互
い
に
与
え
合
う
と
と
が
で
急
る
の
は
、

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
経
験
で
な
く
、
自
分
の
属
す
る
体
系
の
構
造
に
気
づ
く
機

会
な
の
で
あ
る
。
と
れ
は
向
じ
シ
ス
テ
ム
を
共
有
し
て
い
な
い
人
々
、
つ
ま

り
異
性
と
か
、
年
齢
の
離
れ
た
人
、
人
種
を
異
に
す
る
人
々
や
、
別
の
文
化

に
属
す
る
人
々
と
の
交
流
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
で
き
る
の
で
あ
る
(
幻
)
。

本
来
、
日
本
人
と
韓
国
・
朝
鮮
人
は
同
じ
「
儒
教
文
化
圏
」
に
属
し
、
古
来

か
ら
の
接
触
度
、
人
種
的
類
似
、
酷
似
し
た
両
国
語
、
そ
の
他
の
文
化
的
類
似

性
か
ら
み
て
欧
米
人
あ
る
い
は
中
国
人
よ
り
も
両
民
族
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
感
じ
て
も
い
い
は
ず
だ
。

し
か
し
、
現
実
ぽ
逆
で
あ
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
お
ろ
か
ア
ン
テ
ィ
パ
シ

ー
が
相
E
K作
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
日
本
語
が
い
ち
ば
ん
朝
鮮
語
に
近

い
な
ん
て
シ
ョ
ッ
ク
」
な
ど
と
両
民
族
の
類
似
性
す
ら
知
ら
ず
、
さ
ら
に
は

「
ま
だ
中
国
語
に
近
い
方
が
い
い
、
朝
鮮
語
に
似
て
る
な
ん
て
イ
ヤ
ネ
1
」
と

ま
で
嫌
悪
す
る
(
お
)
。

日
本
人
と
韓
国
・
朝
鮮
人
(
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
も
含
む
)
は
当
然
、
今
後

も
つ
き
あ
う
乙
と
を
避
け
て
通
れ
な
い
境
過
に
あ
り
、

E
-
T
・
ホ
1
ル
が
先

に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
相
E
に
「
も
う
一
歩
踏
み
出
し
て
自
分
の
属
す
る
文

化
を
超
越
す
る
努
力
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
の
属
す
る
体

系
の
構
造
」
た
と
え
ば
両
民
族
の
類
似
性
を
認
識
し
、
両
文
化
の
ル
l

ツ
を
探

る
な
ど
と
い
っ
た
乙
と
も
可
能
で
あ
る
う
。
文
化
交
流
と
は
、
相
互
の
社
会
に

共
通
す
る
も
の
を
探
り
出
し
た
り
、
ま
た
相
違
を
認
識
す
る
と
い
う
と
と
に
あ

る
〈

mg。
乙
の
時
、
普
通
の
相
当
に
教
養
あ
る
日
本
人
に
し
て
も
日
本
と
朝

鮮
半
島
の
類
似
性
を
認
識
す
る
に
も
抵
抗
が
あ
る
障
碍
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
韓
国
人
の
側
で
も
心
理
的
屈
折
が
あ
ろ
う
が
、
「
他
の
文
化
の

正
当
性
を
認
識
す
る
ま
で
は
、
自
分
自
身
が
属
す
る
文
化
を
真
に
理
解
す
る
乙

と
は
で
き
な
い
(
却
と
の
で
あ
り
、
乙
れ
乙
そ
文
化
を
越
え
る
意
味
が
あ
る
。

「
文
化
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
内
側
か
ら
見
る
に
せ
よ
、
外
側
か

ら
見
る
に
せ
よ
、
他
文
化
と
の
比
較
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
泊
)
」

と
い
う
よ
う
な
比
較
文
化
の
方
法
論
は
日
本
に
お
い
て
確
か
に
と
ら
れ
て
き
て

は
い
る
が
、
土
居
健
郎
氏
の
『
「
甘
え
」
の
構
造
』
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
欧
米
文

化
と
の
比
較
が
多
い
。
し
か
し
、
欧
米
と
日
本
で
は
文
化
や
価
値
観
が
違
う
の

が
当
然
で
あ
り
、
そ
の
違
点
が
日
本
の
み
の
特
殊
性
だ
と
言
っ
て
も
、
朝
鮮
半

島
を
は
じ
め
と
す
る
儒
教
文
化
圏
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
比
べ
る
と
日
本
と
同
じ
で

あ
っ
た
り
す
る
。
近
隣
同
士
で
比
較
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
国
の
「
特
殊
性
」

が
み
い
だ
せ
る
。
韓
国
の
文
芸
評
論
家
李
御
寧
氏
の
『
「
縮
み
」
志
向
の
日
本

人
』
(
学
生
社
、
一
九
八
二
年
〉
は
韓
国
文
化
と
の
比
較
で
日
本
文
化
の
特
殊

性
を
論
じ
た
秀
作
で
あ
り
、
今
ま
で
の
欧
米
と
の
単
純
比
較
だ
け
で
の
日
本
文

化
論
を
批
判
し
て
い
る
点
に
は
驚
嘆
す
る
。

と
乙
ろ
で
、
先
に
日
本
人
と
韓
国
・
朝
鮮
人
は
そ
の
類
似
性
か
ら
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ
て
も
い
い
は
ず
だ
と
述
べ
た
が
、
「
文
化
聞
に
深
い
相
違
が
あ

る
と
と
を
認
め
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
沼
)
」

と
い
う
乙
と
、
つ
ま
り
「
外
国
」
と
し
て
相
E
K見
る
と
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
日
本
人
に
し
ろ
韓
国
人
に
し
ろ
ア
フ
リ
カ
の
セ
ネ
ガ
ル
と
い
う
国

の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
人
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
日
本
人
で
韓
国
の
存
在
を
知
ら

な
い
人
は
い
な
い
し
、
韓
国
人
も
日
本
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
。
近
い
か
ら

-101ー



知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
い
が
ゆ
え
に
両
民
族
の
相
五
の
感
情
は
高
飛
車

な
も
の
に
陥
り
や
す
い
。
と
れ
は
「
完
全
に
」
知
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
互
い

に
「
中
途
半
端
に
」
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
中
途
半
端
に
」
で
な
く
「
完
全

に
」
知
り
合
う
た
め
に
は
、
「
外
国
」
と
し
て
相
互
に
見
る
と
と
が
必
要
で
あ

る
。
と
れ
ま
で
日
本
人
は
樟
国
・
朝
鮮
人
を
考
え
る
場
合
に
、
「
外
国
人
」
で

も
な
く
、
「
日
本
人
」
で
も
な
い
と
い
う
礎
昧
模
糊
と
し
た
範
鴫
に
お
い
て
い

た
の
で
は
な
い
か
(
お
)
。
同
様
に
、
韓
国
・
朝
鮮
人
の
日
本
に
対
す
る
意
識
も

他
の
外
国
を
見
る
時
と
は
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
を
感
じ
る
。

ま
た
、
「
自
分
の
文
化
を
基
準
に
し
て
他
の
文
化
を
見
る
傾
向
は
常
に
相
互

理
解
の
障
害
(
泊
と
に
な
っ
て
い
る
ζ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
朝
鮮
人

は
あ
あ
い
う
と
と
を
す
る
が
、
日
本
人
は
あ
ん
な
乙
と
は
し
な
い
」
と
い
っ
た

言
動
は
自
己
の
文
化
を
尺
度
に
し
た
優
越
感
か
ら
で
あ
り
、
「
斡
国
は
日
本
と

と
う
い
う
と
と
ろ
が
同
じ
だ
。
だ
か
ら
韓
国
は
臼
本
と
同
様
で
優
れ
て
い
る
」

と
い
っ
た
言
葉
も
、
自
己
の
国
を
基
準
と
し
た
，
善
意
の
見
下
し
'
で
あ
る
。

そ
し
て
、
外
国
お
よ
び
外
国
人
を
み
つ
め
る
時
に
心
情
的
、
感
覚
的
、
観
念

的
な
像
を
描
き
、
特
殊
な
シ
ン
パ
シ
ー
に
と
ら
わ
れ
る
乙
と
は
危
険
で
あ
る
。

戦
後
、
日
本
の
知
識
人
は
文
化
大
革
命
に
対
す
る
態
度
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

情
緒
的
な
「
対
中
国
シ
ン
パ
シ
l
」
と
中
国
に
対
す
る
加
害
者
意
識
と
贈
罪

感
に
よ
っ
て
、
中
国
認
識
に
心
情
的
に
な
り
、
科
学
的
・
客
観
的
な
中
国
認
識

を
阻
害
し
た
(
お
)
。
韓
国
・
朝
鮮
を
み
つ
め
る
場
合
、
過
去
に
日
本
が
朝
鮮
半

島
で
強
い
た
と
と
に
民
族
的
責
任
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
心
情
的
な
も
の
や

臨
界
意
識
の
み
で
緯
国
・
朝
鮮
を
認
識
す
る
と
と
は
避
砂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
韓
ア
ン
テ
ィ
パ
シ
I
の
構
造
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
日
本
に
お
砂
る

「
韓
国
・
朝
鮮
研
究
」
お
よ
び
韓
国
に
お
砂
る
「
日
本
研
究
」
が
本
格
的
に
お

と
な
え
る
環
境
を
整
備
し
、
研
究
を
進
め
る
と
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、
国
際
環
境
の
安
定
に
不
可
欠
な
相
互
理
解
・
相
五
認
識
の
深
化
の
た
め

に
「
地
域
研
究
」
と
い
う
学
聞
が
重
要
で
あ
る
乙
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
(
お
)
。

と
に
か
く
、
隣
国
同
士
が
「
文
化
を
越
え
る
」
乙
と
を
せ
ず
、
相
E
に
「
外

国
」
と
し
て
知
る
努
力
を
怠
れ
ば
、
ア
ン
テ
ィ
パ
シ
l
の
解
消
な
ど
あ
り
え
ず
、

「
型
に
は
ま
っ
た
」
イ
メ
ー
ジ

(
m
g
g
o
H
3
a
z
g
m
m
)
を
相
手
民
族
に

対
し
て
持
ち
続
け
る
だ
ろ
う
。

注

(
1
)
近
年
、
「
緯
国
・
朝
鮮
」
、
「
韓
国
・
朝
鮮
人
」
の
よ
う
に
穴

R
S
の

全
体
呼
称
と
し
て
「
韓
国
・
朝
鮮
」
を
用
い
る
ケ
l
ス
が
多
い
。
本
稿

で
は
、
全
体
呼
称
と
し
て
「
韓
国
・
朝
鮮
」
を
多
く
用
い
た
が
、
現
代

の
南
北
を
表
す
場
合
に
「
韓
国
」
、
「
北
朝
鮮
」
を
用
い
た
以
外
は
「
朝

鮮
語
」
、
「
朝
鮮
観
」
な
ど
「
朝
鮮
」
の
呼
称
も
多
く
使
用
し
た
。

(
2
)

『
現
代
コ
リ
ア
』
第
二
四
三
号
(
一
九
八
四
年
八
月
)
六
九
ペ
ー
ジ
。

(
3
〉
『
東
亜
日
報
』
〈
ソ
ウ
ル
)
一
九
八
二
年
一
月
十
二
日
の
世
論
調
査
で

は
、
「
嫌
い
な
国
」
と
し
て
日
本
は
北
朝
鮮
に
次
い
で
第
二
位
で
あ
っ

た
。
な
お
、
日
本
で
の
調
査
に
つ
い
て
は
、

N
H
K放
送
世
論
調
査
所

編
『
図
説
戦
後
世
論
史
・
第
二
版
』
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八

二
年
)
一
八
三
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
金
達
寿
・
萎
在
彦
・
李
進
照
・
萎
徳
相
『
教
科
書
に
書
か
れ
た
朝
鮮
』

ハ
講
談
社
、
一
九
七
九
年
〉
一
九
ペ
ー
ジ
。

(
5
〉
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
の
歴
史
』
〈
三
省
堂
、

ペ
ー
ジ
。
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一
九
七
四
年
)



(
6
)
林
建
彦
『
近
い
国
ほ
ど
、
ゆ
が
ん
で
見
え
る
』

一
九
八
二
年
て
三

1
二
七
ペ
ー
ジ
。

(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

〈7
)
雀
鍾
法
「
高
松
塚
古
墳

(I)
」
辻
村
明
・
金
圭
燥
・
生
田
正
輝
編
『
日

本
と
韓
国
の
文
化
摩
擦
』
(
出
光
書
庖
、
一
九
八
二
年
)
三

O
三
ペ

ー
ジ
。

(
8
V
萎
在
彦
『
朝
鮮
の
接
夷
と
開
化
』

(
9
)
林
、
前
掲
書
、
二
ペ
ー
ジ
。

(
叩
)
旗
田
鍋
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』

ー
ジ
。

(
平
凡
社
、

一
九
七
七
年
〉
参
照
。

(
勤
草
書
房
、

一
九
六
九
年
)
一
三
ベ

(
U
)
鮮
子
輝
・
高
柄
甥
・
金
逮
寿
・
森
浩
一
・
司
馬
遼
太
郎
『
日
緯
理
解
へ

の
道
』
(
読
売
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
)
一
三
ペ
ー
ジ
。

〈
ロ
)
旗
回
、
前
掲
書
、
一
七
1
四
六
ペ
ー
ジ
。

〈
臼
)
岡
崎
久
彦
『
隣
の
国
で
考
え
た
と
と
』
(
〈
中
公
文
庫
〉
中
央
公
論
社
、

一
九
八
三
年
)
三
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
U〉
萎
徳
相
『
関
東
大
震
災
』
〈
〈
中
公
新
書
〉
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五

年
)
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
時
〉
佐
藤
勝
巳
「
日
本
政
府
・
日
本
人
の
朝
鮮
人
観
」
『
朝
鮮
研
究
』
第
一

九
五
号
(
一
九
七
九
年
一
一
月
)
六
5
八
ペ
ー
ジ
。

(
路
)
佐
藤
勝
己
『
わ
が
体
験
的
朝
鮮
問
題
』
(
〈
東
経
選
書
〉
東
洋
経
済
新

報
社
、
一
九
七
八
年
)
一
四
ペ
ー
ジ
。

(η)
加
藤
晴
子
「
戦
後
日
韓
関
係
史
へ
の
一
考
察
(
上
)

1
李
ラ
イ
ン
問
題

を
め
ぐ
っ
て
l
」
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
・
文
学
部
』
第
二
八
号
、
一

九
七
九
年
、
ニ

0
ペ
ー
ジ
。

(
惜
四
〉
林
、
前
掲
書
、
一
五
五
ペ
ー
ジ
。

(
m
m
)

田
中
明
『
朝
鮮
断
想
』
〈
草
風
館
、
一
九
八
四
年
)

(
初
)
岡
崎
、
前
掲
書
、
三

O
二
ペ
ー
ジ
。

一
九
ペ
ー
ジ
。

(
北
洋
社
、

一
九
七
七
年
)

一O
七

(
幻
)
中
嶋
嶺
雄
『
逆
説
の
ア
ジ
ア
』

ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
田
中
、
前
掲
書
、
一
一
七
1
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

〈
お
)
朝
日
新
聞
社
編
『
日
本
と
韓
国
』
(
朝
日
新
聞
社
、

五
三
ペ
ー
ジ
。

(
泊
)
家
坂
和
之
『
日
本
人
の
人
種
観
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八

O
年
)

二
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
黒
田
勝
弘
「
別
便
・
ソ
ウ
ル
便
り
日
本
、
日
本
、
日
本
」
『
朝
鮮
研
究
』

第
二
二
四
号
こ
九
八
二
年
一

O
月
)
二
二
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
回
前
、
前
掲
書
、
一
一

0
ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
エ
ド
ワ
ー
ド
・

T
・
ホ
l
ル
『
文
化
を
越
え
て
』
(
岩
田
慶
治
・
谷
泰

訳、

T
B
Sプ
リ
タ
ニ
ヵ
、
一
九
七
九
年
)
五
九
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
の
歴
史
を
ど
う
教
え
る
か
』
ハ
龍
渓
書
舎
、

一
九
七
六
年
)
八
ペ
ー
ジ
。

(
泊
)
河
部
利
夫
『
外
国
学
乙
と
は
じ
め
』
(
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
七
九

年
)
二
四
ペ
ー
ジ
。

(
鈎
)
ホ
l
ル
、
前
掲
書
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
ホ
1
ル
、
前
掲
書
、
二
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
沼
)
ホ
l
ル
、
前
掲
書
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
東
京
・
緯
国
研
究
院
、
国
際
関
係
共
同
研
究
所
『
総
合
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・

韓
国
に
と
っ
て
日
本
と
は
何
か
政
治
・
経
済
篇
』
(
図
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
)
六
一

1
六
六
ペ
ー
ジ
。

一
九
七
五
年
)
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(
担
)
ホ

l
ル
、
前
掲
書
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
中
嶋
嶺
雄
『
文
明
の
再
鋳
造
を
目
ざ
す
中
国
』

四
年
)
一
六
九

1
一
七
三
ペ
ー
ジ
。

(
お
〉
中
嶋
嶺
雄
『
新
冷
戦
の
時
代
』

(
T
B
Sプ
リ
タ
ニ
ヵ
、

一
八

0
ペ
ー
ジ
。

(
筑
摩
董
一
房
、

一
九
八

一
九
八

O
年
)

(
乙
は
り
・
す
す
む

朝
鮮
語
科
四
年
)
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〈

旅

行

記

〉

桂

林

京己

行

乙
の
『
桂
林
紀
行
』
は
、
拙
稿
『
中
国
南
方
小
紀
行
』
か
ら
一
部
を
抜
粋
し

た
も
の
で
あ
る
。
今
、
読
み
返
え
し
て
み
る
と
、
舌
足
ら
ず
の
箇
所
が
自
に
つ

き
、
組
雑
な
印
象
記
と
い
う
感
は
免
れ
な
い
が
、
当
時
の
新
鮮
な
感
動
を
い
く

ら
か
は
伝
え
て
い
る
、
と
考
え
て
、
敢
え
て
筆
を
入
れ
な
か
っ
た
。

(
昭
和
五
十
八
年
)

六
月
五
日
。

前
日
式
を
挙
げ
た
ば
か
り
の
ユ
キ
を
従
え
て
、
「
香
港
・
広
州
・
桂
林
七
日

間
」
と
い
う
三
十
一
名
の
ツ
ア
l
k
参
加
。
午
後
八
時
、
成
田
空
港
を
発
つ
。

香
港
の
現
地
時
間
午
後
十
一
時
、
啓
徳
飛
行
場
着
。

フ
ラ
マ
l
ホ
テ
ル
に
投
宿
。

六
月
六
日
。

午
前
中
、
タ
イ
ガ
1
パ
l
ム
ガ
ー
デ
ン
見
物
。

午
後
、
カ
オ
ル
1
ン
駅
よ
り
、
広
州
へ
の
直
行
列
車
に
乗
車
。
広
州
駅
へ
到

着
後
、
中
山
記
念
館
を
見
学
。
広
州
郊
外
の
南
湖
ホ
テ
ル
に
宿
泊
。

(
ツ
ア
l
で
一
緒
に
な
っ
た
新
婚
カ
ッ
プ
ル
の
岡
田
さ
ん
夫
妻
と
親
し
く
な
る
。
)

渋

谷

司

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
)

六
月
七
日
。

午
前
中
、
民
芸
品
製
造
工
場
を
見
学
。
続
い
て
、
名
刻
、
六
熔
寺
を
拝
観
。

(
寺
前
で
、
旅
行
者
相
手
に
自
家
製
の
粗
末
な
土
産
品
の
商
い
を
す
る
男
の
姿

に
、
侍
然
と
す
る
。
)

昼
食
後
、
広
州
空
港
区
向
か
い
、
十
三
時
十
分
発
ボ
ー
イ
ン
グ
七
三
七
桂
林

行
き
に
乗
り
込
ん
だ
。
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
の
空
の
旅
は
快
適
だ
っ
た
。
お
よ
そ
四

十
五
分
で
桂
林
空
港
に
着
陸
し
た
。

釣
鐘
状
の
小
高
い
山
々
が
、
視
界
の
背
後
に
無
数
に
存
在
し
た
。
三
億
年
の

歳
月
を
か
け
て
現
在
の
形
状
に
落
ち
着
い
た
、
と
言
わ
れ
る
。
平
野
部
か
ら
、

平
均
的
な
高
さ
の
山
々
を
真
横
に
見
る
と
、
そ
の
奥
に
控
え
た
山
々
の
影
が
徐

々
に
薄
く
な
り
、
幻
想
的
な
シ
ル
エ
ッ
ト
を
映
し
出
し
て
い
る
。

と
乙
ろ
で
、
桂
林
の
旅
と
い
う
よ
り
中
国
旅
行
全
体
を
大
変
有
意
義
な
も
の

に
し
て
く
れ
た
現
地
ガ
イ
ド
の
凌
さ
ん
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

彼
は
二
十
八
才
の
独
身
で
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
に
富
む
好
青
年
で
あ
る
。

自
ら
の
自
己
紹
介
に
拠
る
と
、
文
革
中
、
彼
は
紅
衛
兵
だ
っ
た
そ
う
だ
。
当
時

一
学
年
八
千
人
の
中
学
(
日
本
の
高
校
に
あ
た
る
)
を
卒
業
し
た
が
、
そ
の
う

ち
、
た
っ
た
十
五
人
し
か
大
学
に
進
学
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
無
論
、
彼
は
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そ
の
中
の
一
人
で
あ
り
、
広
西
大
学
で
日
本
語
を
学
ん
だ
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。

卒
業
後
、
ガ
イ
ド
の
仕
事
に
就
い
た
が
、
ま
だ
一
度
も
日
本
に
行
っ
た
と
と

が
な
い
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
わ
り
に
は
上
手
な
日
本
語
で
あ
る
。
ま
た
、

彼
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
頭
脳
の
明
断
さ
を
示
す
、
何
よ
り
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
だ
っ

た
。
我
々
専
用
の
冷
房
パ
ス
は
、
し
ば
し
ば
彼
の
ジ
ョ
ー
ク
で
笑
い
の
渦
と
化

し
た
。人

口
六
十
数
万
の
と
じ
ん
ま
り
し
た
桂
林
の
町
は
、
名
勝
地
に
恥
じ
ぬ
景
観

を
呈
し
て
い
た
。
十
年
前
迄
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
外
国
人
客
し
か
訪
れ
な
か

っ
た
ら
し
い
が
、
乙
の
数
年
来
、
観
光
客
が
急
増
し
、
昨
年
は
、
実
に
二
十
万

人
も
の
外
国
人
旅
行
客
が
訪
れ
て
い
る
。
今
年
は
、
更
に
増
加
が
見
込
ま
れ
る
、

井】い・っ。
パ
ス
は
、
町
の
郊
外
に
あ
る
伏
波
山
・
畳
彩
山
に
向
か
っ
た
。
そ
そ
り
立
つ

岩
壁
の
中
腹
花
、
文
革
中
太
く
大
き
く
堀
ら
れ
た
「
毛
主
席
万
歩
(
才
)
」
な

る
文
字
を
指
差
し
て
、
元
紅
衛
兵
の
凌
さ
ん
が
二
一
Z

弓
「
あ
れ
も
歴
史
の
造
物

で
す
よ
。
」
と
、
さ
ら
り
と
言
つ
て
の
け
た
。
そ
の
言
葉
と
そ
、
文
化
大
革
命

(H文
革
)
の
本
質
が
端
的
に
物
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
彼
の
言

う
通
り
、
文
革
の
歴
史
の
一
断
面
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

中
国
共
産
党
が
政
権
奪
取
以
来
、
党
内
は
た
え
ず
「
専
」

(
H専
門
重
視
)

と
「
紅
」

(
H理
論
重
視
)
の
聞
を
、
振
り
子
の
知
く
揺
れ
動
い
た
。
毛
沢
東

主
席
が
存
命
中
、
社
会
主
義
永
久
革
命
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
の
で
、
振
り
子
も

「
紅
」
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
文
革
は
、
最
大
限
「
紅
」
に
傾

斜
し
た
時
期
で
あ
ろ
う
。

毛
主
席
逝
去
以
後
、
振
り
子
は
再
び
「
専
」
の
方
向
へ
傾
い
て
い
る
。
党
内

奪
権
闘
争
が
激
し
い
中
国
共
産
党
な
の
で
、
『
北
京
之
春
』
で
予
言
さ
れ
た
よ

う
に
、
将
来
、
ま
た
い
つ
振
り
子
が
「
紅
」
へ
揺
れ
戻
る
か
、
予
測
で
き
な
い
。

始
め
、
畳
彩
山
花
登
っ
た
。
頂
上
付
近
に
、
日
本
語
を
し
・
ゃ
べ
る
写
真
屋
が

た
く
さ
ん
い
た
。
「
安
い
よ
。
」
と
か
言
っ
て
、
我
々
に
近
づ
い
て
来
る
。

頂
上
の
一
歩
手
前
の
石
碑
に
ふ
と
目
が
留
ま
っ
た
。
毛
沢
東
と
共
に
「
偉
大

な
る
道
」
を
歩
ん
だ
革
命
家
、
朱
徳
と
、
教
育
方
面
を
担
当
し
た
徐
特
立
が
、

互
い
の
深
い
友
情
を
読
み
込
ん
だ
石
碑
で
あ
っ
た
。
草
書
の
た
め
解
読
で
き
ぬ

文
字
も
あ
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

徐
老
々
英
雄

向
上
明
月
峯

登
高
不
用
杖

脱
帽
喜
東
風

一
九
六
三
年
一
月
廿
九
日

同
徐
老
同
登
畳
繰
小
明
月

峯
更
年
徐
老
正
〈
巳
?
)
八
十
七
歩

朱
徳
贈
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鋭
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潟
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廿
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・
韻
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特
立



天
候
は
ど
ん
よ
り
と
曇
り
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
頂
上
か
ら
の
眺
め
は
爽
快
で

あ
っ

た
。
減
江
を
挟
ん
だ
街
並
み
の
景
観
は
、
と
ζ

か
で
見
か
け
た
写
真
の
西

欧
の
そ
れ
に
似
て
い
た
。

満
江
の
反
対
側
を
見
れ
ば
、
乙
ん
も
り
と
一
山
、
ち
ょ
う
ど
寺
の
鐙
を
伏
せ

た
よ
う
に
小
高
い
。
そ
の
山
の
一
一袋
手
に
は
、
桂
林
独
特
の
奇
観
が
迫
る
。
一
番

手
前
の
連
山
は
濃
紺
色
。
そ
の
背
に
別
の
遠
山
が
続
く
。
そ
し
て
、
肉
眼
で
確

認
で
き
る
最
後
の
遠
山
は
、
空
の
色
に
溶
け
て
し
ま
っ
て
い
た
。

頂
上
か
ら
下
る
時
、
写
真
屋
が
、
日
本
語
で
ま
た
「
写
真
撮
る
よ
。
」
と
言

い
寄
っ
て
き
た
の
で
、
「
撮
り
終
っ
た
か
ら
、
も
う
要
ら
な
い
。
」
と
、
北
京

語
で
や
り
返
し
た
ら
、
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。

今
度
は
、
見
学
す
べ
く
伏
波
山
へ
行
っ
た
。

凌
さ
ん
に
案
内
さ
れ
、
洞
窟
に
入
っ
た
。
唐
時
代
に
創
ら
れ
た
石
仏
が
、
背

の
高
さ
ほ
ど
の
奥
ま
っ
た
場
所
に
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
仏
像

:
t
z主
【

〉

コ

こ
O

u
h
h
一川
町
古
た
・
刀
，
士

文
革
中
、
士
口
い
物
は
何
で
も
惑
い
、
と
い
う
風
潮
の
た
め
、
仏
像
さ
え
紅
衛

兵
の
標
的
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
所
で
、
文
革
の
傷
跡

を
目
撃
し
た
。

輔
胞
の
公
園
で
は
、

三
、
四
人
の
可
愛
ら
し
い
子
供
達
が
遊
ん
で
い
た
。
彼
ら

の
服
は
、
決
し
て
見
す
ぼ
ら
し
く
な
か
っ
た
。

そ
の
中
に
、
首
に
赤
い
ネ
ッ
カ
チ
ー
フ
を
巻
い
た
男
の
子
が
い
た
。

「少
年

先
鋒
隊
」
に
所
属
し
て
い
る
ら
し
い
。
木
に
登
り
訴
し
げ
な
自
で
乙
ち
ら
を
見

つ
め
て
い
る
そ
の
子
を
織
ろ
う
と
し
て
、
思
わ
ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
た。

公
園
に
は
、
平
日
の
昼
間
だ
と
い
う
の
に
、
初
老
の
人
達
が
、
四
、
五
人
ず

っ
、
二
ク
ル
1

プ
区
分
か
れ
て
、
石
卓
で
ト
ラ
ン
プ
に
興
じ
て
い
た
。
私
と

ユ
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キ
が
近
づ
い
て
も
、
全
く
知
ら
ぬ
素
振
り
で
あ
っ
た
。
正
面
切
っ
て
、
カ
メ
ラ

を
向
け
て
は
ま
ず
い
と
思
い
、
ユ
キ
を
撮
る
振
り
を
し
て
、
そ
っ
と
彼
ら
の
姿

を
カ
メ
ラ
に
収
め
た
。

彼
ら
の
血
走
っ
た
眼
と
無
言
の
や
り
と
り
か
ら
察
す
る
に
、
ど
う
や
ら
賂
砂

て
い
る
よ
う
だ
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
金
銭
授
受
が
あ
る
か
否
か
は
定
か
で
な
い

し
、
単
な
る
推
測
の
域
を
出
な
い
が
。

一
体
、
彼
ら
は
、
既
に
定
年
退
職
し
た
人
逮
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
の

年
齢
と
も
見
受
け
ら
れ
ず
、
ま
だ
ま
だ
、
十
分
に
働
け
そ
う
だ
っ
た
。

潟
江
の
浅
瀬
に
は
、
人
前
で
は
ま
ず
、
肌
を
見
せ
な
い
と
言
わ
れ
る
中
国
人

の
若
い
女
性
違
が
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
水
着
姿
で
、
水
遊
び
を
し
て
い
た
の
が
印

象
的
だ
っ
た
。
資
本
主
義
的
自
由
化
の
波
が
、
旧
来
の
習
慣
を
少
し
づ
っ
変
え

よ
う
と
し
て
い
る
。

桂
林
の
宿
泊
ホ
テ
ル
に
到
着
前
、
ホ
テ
ル
の
す
ぐ
近
く
の
外
国
人
向
砂
民
芸

品
底
に
案
内
さ
れ
た
。

パ
ス
を
降
り
る
と
、
突
然
幼
い
子
供
が
私
の
目
の
前
に
飛
び
出
し
て
来
た
。

日
本
語
で
「
乙
れ
一
元
、
安
い
よ
。
」
と
言
っ
て
、
龍
の
形
を
し
た
稚
拙
な
お

も
ち
ゃ
を
差
し
出
し
た
。

私
は
、
一
瞬
、
我
を
疑
っ
た
。
広
州
六
槍
寺
門
前
の
若
い
男
の
姿
を
見
た
以

上
に
、
否
、
と
の
中
国
旅
行
を
通
じ
て
、
最
も
驚
樗
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

東
南
ア
ジ
ア
・
ツ
ア
ー
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
乙
の
よ
う
な
場
吾
に
出
く
わ
す
、

と
聞
く
。
し
か
し
、
乙
乙
は
社
会
主
義
中
固
な
の
だ
。
旅
行
者
目
当
て
の
幼
子

を
使
っ
た
商
売
が
許
さ
れ
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

た
た
み
か
け
る
よ
う
に
、
今
度
は
中
年
の
農
婦
が
、
マ
ン
ゴ
ー
を
我
々
の
前

に
差
し
出
し
た
。

そ
の
時
、
ふ
と
思
っ
た
。

文
箪
中
の
中
国
の
清
廉
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
で
き
な
い
日
本
人
知
識
人
が
、

乙
の
現
実
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
「
人
民
中
国
の
墜
落
」
と

し
か
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中
国
四
千
年
の
歴
史
の
中
で
、
文
革
の
時

代
乙
そ
「
特
殊
」
な
の
で
あ
り
、
現
在
は
中
国
本
来
の
姿
に
回
帰
し
た
に
過
ぎ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

農
婦
を
無
視
し
て
、
庖
に
入
っ
た
。
二
階
に
は
掛
軸
や
墨
・
硯
、
磁
器
や
陶

器
が
並
ん
で
い
た
が
、
私
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
な
物
は
何
も
な
か
っ
た
。

下
に
降
り
て
、
フ
ィ
ル
ム
を
購
入
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
時
で
あ
る
。
階
段

を
上
り
か
け
て
い
る
十
代
の
若
い
中
国
人
女
性
の
後
ろ
姿
を
見
て
、
思
わ
ず
ハ

ッ
と
し
た
。
見
て
は
な
ら
ぬ
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
、
と
感
じ
て
、
慌
て
て
目

を
そ
'
り
し
た
。

断
じ
て
、
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
の
ゆ
え
に
下
着
が
の
ぞ
い
た
の
で
は
な
い
。
ス
カ

ー
ト
は
普
通
の
丈
で
あ
る
。
。

実
は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
化
織
の
ス
カ
ー
ト
に
裏
地
が
な
い
の
で
、
白
と
黒
の

大
き
な
水
玉
模
様
の
下
着
が
完
全
に
透
け
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
現
在
で
も
、

布
地
が
配
給
制
と
い
う
中
国
で
は
、
布
の
節
約
の
た
め
に
ス
カ
ー
ト
に
裏
地
を

付
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

町
で
、
彼
女
の
他
に
も
、
一
人
二
人
、
同
じ
よ
う
な
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い

る
女
性
を
見
か
け
た
。
と
れ
は
、
日
本
人
男
性
に
と
っ
て
、
か
な
り
刺
激
的
で

あ
る
。
(
万
が
一
、
日
本
で
と
の
よ
う
な
挑
発
的
な
ス
カ
ー
ト
が
流
行
す
る
な

ら
ば
、
恐
ら
く
性
犯
罪
も
増
え
よ
う

J

し
か
し
、
ス
カ
ー
ト
自
体
珍
ら
し
い
と
す
る
中
国
人
に
は
、
た
と
え
、
女
性

の
下
着
が
透
け
て
見
え
て
も
、
そ
乙
に
、
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
は
感
じ
な
い
の
か
も
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し
れ
な
い
。
文
化
に
よ
る
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
感
覚
の
違
い
を
見
た
患
い
で
あ
る
。

後
で
、
岡
田
さ
ん
夫
妻
に
と
の
話
を
す
る
と
、
御
主
人
の
方
は
私
と
同
様
の

体
験
を
し
て
い
た
。
が
、
な
ぜ
か
奥
さ
ん
と
ユ
キ
の
女
性
群
の
自
に
は
留
ま
ら

な
か
っ
た
ら
し
い
。
乙
の
手
の
ζ

と
は
、
男
性
の
方
が
目
敏
い
と
、
彼
女
ら
は

結
論
し
た
。

ホ
テ
ル
に
到
着
し
た
が
、
夕
食
ま
で
に
多
少
時
聞
が
あ
っ
た
。
そ
乙
で
、
ユ

キ
と
連
れ
だ
っ
て
、
街
中
を
散
策
に
出
た
。
一
種
の
冒
険
で
あ
り
、
胸
が
と
き

め
い
た
。

先
程
の
民
芸
品
庖
の
斜
め
向
か
い
ま
で
来
る
と
、
マ
ン
ゴ
ー
を
売
る
例
の
農

婦
が
、
我
々
を
野
鳥
し
、
急
ぎ
足
で
近
寄
っ
て
き
た
。
知
ら
ぬ
振
り
を
し
て
、

と
ち
ら
も
歩
み
を
早
め
た
が
、
農
婦
は
大
き
な
か
ど
を
抱
え
な
が
ら
、
必
死
に

追
っ
て
く
る
。
「
符
現
。
(
い
ら
な
い
J
」
と
言
っ
て
も
、
機
関
銃
の
知
く
中
国

語
を
浴
び
せ
て
く
る
の
だ
。
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ
た
と
乙
ろ
で
、
よ
う
や
く

彼
女
は
あ
き
ら
め
て
つ
い
て
来
な
く
な
っ
た
1

ホ
ッ
と
し
た
の
も
束
の
間
、
今
度
は
通
り
を
横
切
ろ
う
と
し
た
が
、
次
か
ら

次
へ
と
や
っ
て
く
る
自
転
車
に
、
い
つ
横
断
し
た
ら
よ
い
も
の
か
と
、
思
案
に

く
れ
た
。
二
、
三
人
の
歩
行
者
の
後
ろ
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
渡
る
乙
と
が
で

き
た
。散

策
中
、
行
き
交
う
人
々
の
好
奇
の
自
に
曝
さ
れ
、
多
少
の
不
安
は
拭
い
切

れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
欧
米
の
旅
行
者
と
す
れ
違
う
ど
と
に
、
彼
ら
に
対

し
言
い
得
ぬ
親
し
み
と
安
ら
ぎ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
異
国
の
地
を
旅
す

る
者
同
士
の
親
愛
の
情
だ
う
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
今
回
の
中
国
大
陸
の
旅
行
で
は
、
昼
食
の
夕
食
の
た
び
に
、
ジ
ュ
ー

ス
と
ピ
l
ル
が
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
。
昼
夜
を
問
わ
ず
、
酒
を
欽
ん
だ
私
に
は
、

持
病
の
勝
脱
炎
が
気
花
な
り
だ
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
夕
食
時
に
ち
ょ
っ
と
し

た
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

頭
を
黒
に
リ
ボ
ン
で
結
っ
た
可
愛
ら
し
い
服
務
員
が
、
ビ
ー
ル
を
つ
ご
う
と

し
た
時
に
、
私
は
、
「
結
構
で
す
。
」
と
、
断
わ
っ
た
。

料
理
を
給
仕
す
る
人
達
の
表
情
は
、
広
州
南
湖
ホ
テ
ル
の
服
務
員
を
除
き
、

常
に
固
く
険
し
か
っ
た
。

彼
女
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
厳
し
い
顔
つ
き
で
、
「
ど
う
し
て
で
す
か
。
」

と
尋
ね
て
き
た
。
「
病
気
だ
か
ら
。
」
と
答
え
る
と
、
眉
聞
に
し
わ
を
寄
せ
、
更

に
険
し
い
表
情
で
、
「
病
気
だ
と
、
な
ぜ
お
酒
が
飲
め
な
い
の
で
す
か
。
」
と
、

私
に
迫
っ
た
。

ま
さ
か
勝
脱
炎
だ
か
ら
、
と
も
言
え
ず
、
答
え
に
窮
し
て
い
る
と
、
彼
女
は
、

仕
方
な
い
と
い
う
風
で
、
向
乙
う
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

食
事
が
終
わ
り
、
席
を
立
っ
た
時
、
彼
女
が
食
堂
の
入
口
に
い
た
の
で
、
「
お

腹
が
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。
有
難
う
。
」
と
、
声
を
か
け
た
。
す
る
と
、
先
程

と
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
、
「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
ど
う
い
た
し
ま
し
て
よ
と
、

明
る
く
屈
託
の
な
い
笑
顔
で
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

仕
事
中
と
違
い
、
普
段
は
日
本
の
普
通
の
女
の
子
と
同
じ
雰
囲
気
な
の
で
、

ス
1
と
安
堵
感
を
覚
え
た
。
近
く
に
往
ん
で
い
る
の
か
、
と
尋
ね
た
ら
、
そ
う

だ
、
と
答
え
た
。

そ
乙
で
、
「
あ
な
た
方
は
皆
、
締
麗
で
す
ね
。
」
と
、
率
直
に
褒
め
て
み
た
と

乙
ろ
、
彼
女
は
振
り
返
っ
て
早
速
、
仲
間
の
服
務
員
連
に
「
乙
の
方
が
、
私
達

を
締
麗
だ
っ
て
言
っ
て
い
る
わ
。
」
と
、
声
を
大
に
し
て
叫
ん
だ
。
彼
女
の
言

葉
に
、
他
の
女
性
服
務
員
の
後
片
付
け
の
手
が
一
瞬
止
ま
っ
た
。
食
堂
全
体
に

張
り
つ
め
て
い
た
緊
張
の
糸
が
プ
ツ
ン
と
切
れ
、
一
斉
に
な
ご
や
か
な
笑
い
が
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起
と
っ
た
。

現
代
中
国
で
、
女
性
の
美
醜
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
と
と
は
、
失
礼
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
達
が
ど
の
よ
う
に
選
抜
さ
れ
て
、
ホ
テ
ル

に
勤
務
し
て
い
る
の
か
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
実
際
化
症
も
せ
ず
素
顔
な
の
に
、

目
鼻
立
ち
も
整
っ
て
美
人
揃
い
で
あ
る
。
・
思
え
ば
、
南
湖
ホ
テ
ル
で
も
美
し
い

女
俳
服
務
員
が
多
か
っ
た
。

日
本
に
帰
っ
て
か
ら
よ
く
渋
谷
を
歩
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
1
フ
7
1
」

と
呼
ば
れ
る
女
の
コ
達
が
、
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
か
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
パ
ン
ツ
を
は
き
、

皆
同
じ
格
好
で
街
を
閥
歩
し
て
い
る
。

長
い
髪
は
、
サ
1
フ
7
1
カ
ッ
ト
で
ま
と
め
、
小
麦
色
の
肌
を
パ
ス
テ
ル
カ

ラ
ー
調
の
服
で
被
う
。
ア
イ
シ
ャ
ド
ー
は
ブ
ル

1
0
唇
及
び
手
と
足
の
爪
は
、

パ
1
ル
カ
ラ
ー
で
仕
上
げ
る
。

美
醜
の
差
を
感
じ
さ
せ
ぬ
、
恐
ろ
し
い
程
の
均
等
化
を
狙
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
、
と
も
昔
守
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
没
個
性
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な
い
が
。

最
近
、
中
国
で
は
、
パ

1
7
が
流
行
し
て
い
る
、
と
い
う
。
だ
が
、
テ
レ
ビ

・
映
画
・
演
劇
に
出
演
す
る
女
性
以
外
は
、
ま
だ
化
症
を
す
る
風
潮
は
な
い
。

従
っ
て
、
生
来
の
美
醜
が
、
そ
の
ま
ま
差
と
な
っ
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
わ
れ

て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
美
し
さ
に
関
す
る
美
人
と
不
美
人
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
日
本
以
上
に

拡
大
し
、
美
人
に
チ
ャ
ン
ス
が
多
く
な
る
。
先
の
、
外
国
人
向
け
ホ
テ
ル
勤
務

の
彼
女
ら
は
、
美
の
思
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
好
例
で
あ
ろ
う
。

意
外
に
中
国
は
、
美
人
に
と
っ
て
、
ハ
イ
パ
ー
ガ
ミ
l

(
階
級
上
昇
婚
)
の

容
易
な
社
会
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
よ
・
っ
た
化
粧
の
技
術
が
発
達
す
れ
ば
、

と
の
限
り
で
は
あ
る
ま
い
。

夕
食
後
、
市
内
の
劇
場
に
曲
芸
を
観
賞
し
に
行
っ
た
。
桂
林
雑
技
団
の
演
技

は
素
晴
し
い
。
初
め
の
出
し
物
を
見
て
、
厳
し
く
鍛
練
さ
れ
て
い
る
と
と
が
、

す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。

一
輪
車
に
乗
り
な
が
ら
、
足
で
一
つ
一
つ
カ
ッ
プ
を
頭
に
載
せ
て
い
く
演
技

も
良
か
っ
た
し
、
女
性
が
仰
向
け
に
な
り
な
が
ら
、
四
角
い
布
団
を
両
足
で
独

楽
の
よ
う
に
ク
ル
ク
ル
回
転
さ
せ
る
演
技
も
見
ご
た
え
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
一
番
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
声
態
模
写
で
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
外
国
人
客
で
占
め
ら
れ
て
い
た
場
内
も
、
二
人
の
演
技
者
が
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
に
豚
や
北
京
ダ
ッ
ク
を
真
似
る
の
で
、
大
い
に
湧
い
た
。

総
て
の
出
し
物
が
終
わ
り
、
場
内
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
時
、
天
井
か
ら
下

ヂ
ア
ン

E

Y
電

ン

ヂ

T
h
'
'
lマ
オ

げ
ら
れ
た
「
琳
(
講
)
文
明
、
曲
折
(
講
)
礼
貌
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
私

は
ふ
と
目
を
留
め
た
。

ζ

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
既
に
大
陸
に
足
を
踏
み
入
れ
て
以
来
、
二
、
三
度
見

ヂ
ア

νウ
孟

νミ
y
ヂ
V
ン
9
1
aマ
オ
ヨ

t
a

ヂ

T

'

フ

E
gウ
t
E

か
け
て
い
た
。
「
務
文
明
、
悦
礼
貌
、
枕
(
優
)
蹟
(
質
〉
服
第
(
務
)
」
と
か
、

-
ミ
シ
ヂ
ア
ン
リ

l
マ
才
ガ
イ
ザ
オ
グ
オ
ヂ

7

「
沸
文
明
、
俳
礼
貌
、
改
造
国
家
」
と
か
で
あ
る
。
初
め
は
気
に
留
め
て
い

な
か
っ
た
が
、
何
回
と
な
く
自
に
触
れ
て
い
る
う
ち
、
妙
に
気
に
な
り
出
し
た
。

旅
行
中
、
唯
一
門
目
立
っ
た
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
「
一
人
っ
子
政
策
」
の

ヂ
7
yウ
エ

u
f
y
ヂ

7
y
q
l

そ
れ
だ
っ
た
。
が
、
行
く
先
々
で
漠
然
と
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
洪
文
明
、
焼
札

結
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
深
い
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
感
じ
、
い
ろ
い
ろ
思
案
し
た
。

乙
れ
を
素
直
に
と
れ
ば
、
「
文
明
を
重
ん
じ
、
礼
儀
を
重
ん
じ
て
、

ょ
う
」
と
な
る
。
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い
な
い
だ
ろ
う
。
乙
れ
を
突
き
詰
め
る
と
、
「
中
華
思
想
」

l
近
代
西
欧
の

発
明
品
の
原
理
は
、
中
国
古
典
の
中
に
既
に
記
さ
れ
て
い
る
式
発
想
|
の
昂

楊
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

次
に
、
「
礼
儀
を
重
ん
ず
る
」
で
あ
る
が
、
儒
教
的
な
「
礼
」
を
重
く
見
る

ζ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
人
の
感
覚
な
ら
、
社
会
通
念
に
準
じ
た
交
際
の

作
法
を
守
れ
ば
、
確
か
に
礼
儀
を
重
ん
じ
る
乙
と
に
な
る
が
、
無
論
、
中
国
で

は
、
そ
ん
な
あ
い
ま
い
か
つ
抽
象
的
な
意
味
で
使
わ
れ
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、

「
儒
教
的
精
神
復
活
運
動
」
と
も
、
と
れ
る
。

現
在
、
な
ぜ
乙
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
。

乙
れ
は
、
行
き
過
ぎ
た
文
革
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
駕
」
を
宣
言
し
た
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

文
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
「
四
旧
(
古
い
思
想
・
文
化
・
風
俗
・
習
慣
)
」

を
打
破
し
、
人
問
、
す
な
わ
ち
固
随
な
中
国
人
を
、
利
他
主
義
を
モ
ッ
ト
ー
に

す
る
理
想
的
な
社
会
主
義
者
に
変
え
よ
う
と
し
た
理
念
で
あ
る
。

孔
子
出
現
以
来
、
二
千
数
百
年
も
の
長
期
・
に
わ
た
り
、
中
国
人
の
心
の
底
に

深
く
根
付
い
た
儒
教
的
精
神
は
、
結
局
、
秦
の
始
皇
帝
の
弾
圧
と
今
次
の
文
革

の
迫
害
に
も
屈
し
な
か
っ
た
。
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
る
精
神
的
遺

産
は
、
中
国
人
の
深
層
心
理
に
完
全
に
腰
を
据
え
て
い
る
の
だ
。
少
々
の
荒
波

で
は
、
び
く
と
も
し
な
い
と
と
が
証
明
さ
れ
た
よ
う
だ
。

ホ
テ
ル

K戻
っ
て
、
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
。

部
屋
に
冷
房
が
完
備
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
冷
蔵
庫
が
な
く
、
就
寝
前
の
飲

酒
が
ま
ま
な
ら
な
い
の
は
残
念
だ
っ
た
。
一
階
の
土
産
売
場
に
て
、
缶
ビ
l
ル

が
販
売
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
暖
ま
っ
て
し
ま
う
。

ト
イ
レ
や
浴
室
も
南
湖
ホ
テ
ル
に
比
べ
れ
ば
、
随
分
と
貧
弱
だ
っ
た
。
ベ
ツ

ド
の
シ
1
ツ
や
蒲
団
カ
バ
ー
は
純
白
で
清
潔
だ
っ
た
も
の
の
、
派
手
な
絵
柄
を

ほ
ど
と
し
た
紺
色
の
ジ
ュ

l
タ
ン
に
、
無
数
の
塵
が
付
着
し
て
い
る
の
が
気
に

な
っ
て
仕
方
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
旧
式
で
は
あ
る
が
湯
ざ
ま
し
の
入
っ
た
ポ

ッ
ト
は
、
注
意
深
く
常
に
満
杯
に
さ
れ
て
い
た
。

六
月
八
日
。

乙
の
目
、
中
国
旅
行
最
大
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
「
鴻
江
の
川
下
り
」
を
楽

し
ん
だ
。

朝
、
目
覚
め
る
と
、
雲
一
つ
な
い
快
晴
に
恵
ま
れ
、
期
待
に
思
わ
ず
胸
が
膨

ら
む
。我

々
の
乗
り
込
ん
だ
遊
覧
船
は
、
一
階
は
日
本
人
客
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、

二
階
は
ア
メ
リ
カ
人
観
光
客
で
一
杯
だ
っ
た
。

船
は
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
に
映
え
る
満
江
を
滑
る
よ
う
に
進
ん
だ
。
朝
の

ま
ば
ゆ
い
陽
光
の
せ
い
か
、
両
岸
の
先
は
霞
ん
で
見
え
る
。
擦
れ
違
う
水
上
生

活
者
逮
の
船
は
、
昔
、
荒
川
や
墨
田
川
に
浮
か
ぶ
「
ボ
ン
ボ
ン
蒸
気
船
」
を
眺

め
て
過
ご
し
た
少
年
の
日
々
を
思
い
出
さ
せ
た
。

船
内
、
我
々
の
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
は
、
一
組
の
中
国
人
の
若
い
カ
ッ
プ
ル
が

坐
っ
て
い
た
。

男
性
の
方
は
、
髪
を
短
く
刈
り
上
げ
、
顔
は
よ
く
日
焼
け
し
て
い
る
。
ブ
ル

ー
の
T
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
腕
は
太
く
逗
し
か
っ
た
が
、
隣
り
の
女
性
を
見
つ
め

る
眼
は
、
誠
に
優
し
か
っ
た
。
純
朴
な
青
年
陀
見
え
た
。

彼
女
は
と
言
え
ば
、
青
白
い
顔
に
臆
病
そ
う
な
大
き
な
瞳
を
輝
か
せ
て
い
る
。

髪
は
後
ろ
で
丸
く
た
ば
ね
、
花
柄
プ
リ
ン
ト
の
く
す
ん
だ
ピ
ン
ク
の
ブ
ラ
ウ
ス

を
着
て
い
た
。
彼
の
話
に
対
し
て
、
恥
ず
か
し
そ
う
に
い
ち
い
ち
小
さ
く
領
い



て
い
る
清
純
な
姿
は
、
ま
る
で
戦
前
の
つ
つ
ま
し
い
日
本
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。

ガ
イ
ド
の
凌
さ
ん
が
、
私
達
の
席
の
近
く
に
い
た
の
で
、
む
や
み
に
彼
ら
に

話
し
か
砂
て
は
ま
ず
い
、
と
思
っ
て
、
自
粛
し
て
い
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
お
茶
が
出
さ
れ
た
が
、
ユ
キ
が
誤
っ
て
茶
椀
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
し
ま
っ
た
。
服
務
員
が
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
を
替
え
に
来
た
時
、
私
が
、

a
，

才

ヂ

ヤ

「
労
ハ
労
)
萄
(
駕
)
。
(
御
苦
労
様
。
ご
と
言
っ
た
ら
、
服
務
員
で
は
な
く
、
前

に
居
た
男
性
の
方
が
、
ピ
ク
ッ
と
し
た
様
子
で
乙
ち
ら
に
視
線
を
投
げ
た
。

船
内
で
昼
食
の
時
間
と
な
り
、
ビ
ー
ル
や
ジ
ュ
ー
ス
が
運
ば
れ
、
彼
ら
に
対

し
て
よ
う
や
く
話
す
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
た
。

彼
ら
は
新
婚
旅
行
で
、
北
京
か
ら
遥
々
桂
林
に
や
っ
て
来
た
そ
う
だ
。
汽
車

で
三
日
か
か
っ
た
ら
し
い
。

中
国
で
は
、
大
衆
の
モ
ピ
リ
テ
イ
(
移
動
性
)
が
著
し
く
低
く
、
旅
行
が
難

し
い
、
と
言
わ
れ
る
。
が
、
彼
ら
は
、
特
権
階
級
で
あ
る
党
の
幹
部
に
は
見
え

ヨ
y
レン

な
い
。
実
際
、
彼
自
身
、
「
工
人
〈
労
働
者
)
」
と
、
言
っ
て
い
た
。

乙
の
極
く
普
通
の
カ
ッ
プ
ル
の
長
距
離
ハ
ネ
ム
ー
ン
に
は
、
驚
か
さ
れ
た
。

中
圏
内
部
に
吹
き
始
め
て
い
る
さ
さ
や
か
な
自
由
化
の
新
風
を
感
じ
な
い
わ
け

と
は
い
か
な
い
。

彼
ら
が
北
京
か
ら
来
た
と
い
う
の
で
、
よ
う
や
く
北
京
語
が
い
き
る
、
と
患

っ
た
の
が
甘
か
っ
た
。

通
常
、
我
々
の
学
ぶ
北
京
語
は
、
標
準
北
京
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
場
の

7
'
B
ル

彼
の
北
京
語
は
、
「
凡
化
」
が
激
し
く
、
単
語
の
終
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
巻
き
舌

と
な
っ
て
し
ま
う
。
聞
き
慣
れ
な
い
北
京
語
の
た
め
、
彼
の
話
が
よ
く
わ
か
ら

ず
、
が
っ
か
り
し
た
。

私
に
と
っ
て
、
標
準
北
京
語
を
学
ん
で
い
る
地
方
の
入
々
の
北
京
語
の
方
が
、

余
程
理
解
し
易
か
っ
た
と
は
、
皮
肉
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
地
方
の
人
は
、
標

準
語
を
話
す
時
に
、
襟
を
正
し
て
丁
寧
に
発
音
す
る
か
ら
わ
か
り
や
す
い
、
と

も
言
え
る
が
。

そ
の
新
婚
の
初
々
し
い
女
性
と
ガ
イ
ド
の
凌
さ
ん
が
話
し
始
め
た
。
小
声
の

せ
い
も
あ
っ
て
か
、
話
の
内
容
は
さ
っ
ぱ
り
掴
め
な
か
っ
た
が
、
完
全
に
凌
さ

ん
は
彼
女
を
見
下
し
て
い
た
。
三
日
間
、
彼
と
過
ご
し
た
が
、
た
だ
一
度
だ
け

見
せ
た
侮
蔑
の
表
情
だ
っ
た
。

日
本
人
で
あ
る
我
々
と
接
す
る
時
の
凌
さ
ん
は
、
明
る
く
さ
わ
や
か
だ
っ
た

が
、
そ
の
倣
慢
な
態
度
は
、
一
体
、
ど
乙
か
ら
き
た
の
か
。

恐
ら
く
、
エ
リ
ー
ト
意
識
か
ら
だ
ろ
う
。
後
で
、
添
乗
員
の
山
本
さ
ん
に
そ

の
乙
と
を
洩
し
た
と
乙
ろ
、
彼
女
も
私
同
様
に
感
じ
て
い
た
ら
し
い
。

中
国
で
は
、
中
学
か
ら
大
学
に
進
学
す
る
人
は
、
せ
い
ぜ
い
三
、
四
パ
ー
セ

ン
ト
だ
と
い
う
。
特
に
彼
の
中
学
時
代
、
八
千
人
中
た
っ
た
の
十
五
人
し
か
大

学
へ
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
は
選
良
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
を
抱
く
の
は
、

当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い

日
本
の
よ
う
に
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
優
に
越
え
る
進
学
率
と
な
れ
ば
、
あ

る
特
定
の
大
学
を
除
き
、
エ
リ
ー
ト
意
識
を
持
つ
人
聞
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

し
か
し
、
中
国
で
は
、
子
数
百
年
に
わ
た
り
、
広
く
人
材
を
求
め
る
た
め
科

挙
を
実
施
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
今
世
紀
初
頭
、
科
挙
が
廃
止
さ
れ
た
と
は

い
え
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
大
学
入
試
が
、
代
役
を
果
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
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従
っ
て
、
現
在
に
至
っ
て
も
、
支
配
者
た
る
エ
リ
ー
ト
階
級
と
被
支
配
者
の

一
般
人
民
の
精
神
的
隔
差
は
、
日
本
人
の
想
像
以
上
で
あ
ろ
う
。



船
に
は
、
も
う
一
人
興
味
深
い
人
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
。
姓
名
ζ

そ
思
い

出
せ
な
い
の
だ
が
、
大
連
語
言
学
院
〈
日
本
の
外
国
語
大
学
に
当
た
る
)
三
年

の
女
子
学
生
だ
っ
た
。
大
連
で
は
日
本
語
を
実
際
に
使
う
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
た

め
、
わ
ざ
わ
ざ
観
光
地
化
し
た
桂
林
ま
で
来
て
、
ガ
イ
ド
の
実
習
生
と
し
て
乗

船
し
て
い
る
の
だ
。

彼
女
は
、
我
々
の
ツ
ア
1
・
グ
ル
ー
プ
と
は
違
う
グ
ル
ー
プ
に
混
じ
っ
て
い

た
の
で
、
な
か
な
か
話
を
す
る
機
会
が
掴
め
な
か
っ
た
が
、
二
階
の
屋
根
甲
板

に
一
人
で
い
る
の
を
見
つ
け
て
話
し
か
け
て
み
た
。

彼
女
の
日
本
語
は
誠
に
索
晴
し
か
っ
た
。
習
い
始
め
て
ま
だ
二
年
二
ヶ
月
だ

そ
う
だ
が
、
完
壁
に
近
か
っ
た
。

ζ

ち
ら
も
中
国
語
を
学
ん
だ
乙
と
を
告
げ
る
と
、
「
ど
う
ぞ
、
中
国
語
で
話

し
て
み
て
下
さ
い
よ
と
い
う
の
で
試
し
た
。
彼
女
に
、
「
発
音
は
正
し
い
で
す
。

お
上
手
で
す
。
」
と
言
わ
れ
た
が
、
ど
う
考
え
て
も
、
彼
女
の
日
本
語
の
方
が

私
の
中
国
語
よ
り
数
段
優
っ
て
い
た
。
そ
乙
で
、
会
話
は
日
本
語
で
行
な
っ
た
。

彼
女
に
拠
れ
ば
、
大
学
の
授
業
は
大
変
厳
じ
い
、
と
い
う
。
一
般
に
、
卒
業

し
て
も
望
み
通
り
の
就
職
が
難
し
い
ら
し
い
が
、
彼
女
は
日
本
語
の
教
師
を
希

望
し
て
い
た
。
学
友
達
は
、
通
訳
や
ガ
イ
ド
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
だ
。

以
前
は
、
大
学
入
学
前
に
二
年
程
の
労
働
に
就
き
、
周
囲
の
人
に
そ
の
働
き

ぶ
り
や
人
柄
を
評
価
さ
れ
ね
ば
、
大
学
へ
進
め
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
が
、

現
在
で
は
、
中
学
卒
業
と
同
時
に
大
学
へ
進
学
す
る
ら
し
い
。

も
し
、
大
学
受
験
に
失
敗
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
尋
ね
て
み
た
。
浪
人
し

て
家
で
勉
強
し
、
再
度
受
験
す
る
の
だ
、
と
い
う
意
外
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

そ
乙
で
、
翌
年
ま
た
失
敗
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
聞
く
と
、
更
に
も
う
一

年
浪
人
す
る
、
と
い
う
。
で
は
、
浪
人
し
て
い
る
閥
、
誰
が
彼
を
養
う
の
か
、

と
問
え
ば
、
親
だ
、
と
い
う
の
だ
。

働
か
ず
勉
強
だ
砂
に
没
頭
す
る
浪
人
生
を
支
え
ら
れ
る
富
裕
な
親
逮
が
、
存

在
す
る
の
は
事
実
だ
っ
た
。
社
会
主
義
中
国
に
於
い
て
も
、
親
の
職
種
や
熟
練

度
等
の
違
い
で
収
入
に
大
き
な
格
差
が
生
じ
る
た
め
、
裕
福
な
家
庭
と
貧
困
な

家
庭
が
現
出
し
て
い
る
。

仮
り
に
、
能
力
が
等
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
豊
か
な
家
庭
の
子
女
は
、
そ
う

で
な
い
家
庭
の
子
女
よ
り
も
断
然
有
利
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
の

子
女
は
勉
強
に
適
し
た
家
庭
環
境
を
作
り
易
い
し
、
多
く
の
時
間
を
勉
強
に
割

け
る
か
ら
だ
。
そ
の
上
、
受
験
に
失
敗
し
て
も
、
再
度
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ

ス
v
。従

っ
て
、
現
代
の
経
済
的
上
流
階
級
(
乙
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
呼
ぶ
の

だ
ろ
う
か
?
)
の
子
弟
は
、
中
流
階
級
以
下
の
子
弟
に
比
べ
て
、
大
学
進
学
率

が
高
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

大
学
へ
進
ん
だ
子
弟
は
、
や
が
て
必
然
的
に
経
済
的
上
流
階
級
を
形
成
す
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
の
子
供
遥
は
、
彼
ら
と
同
様
の
コ
l
ス
を
進
む
に
違
い
な
い
。

経
済
的
上
流
階
級
の
再
生
産
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

中
国
の
生
活
水
準
に
話
題
を
転
じ
た
。

「
乙
う
言
つ
て
は
失
礼
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
予
想
以
上
に
生
活
レ
ベ
ル
が

高
い
の
に
は
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
」
と
、
私
は
正
直
に
告
白
し
た
。
彼
女

は
、
す
か
さ
ず
「
大
連
の
方
が
も
っ
と
豊
か
で
す
よ
。
将
来
、
是
非
来
て
下
さ

い
。
桂
林
の
方
が
貧
し
く
感
じ
ま
す
。
」
と
答
え
、
私
を
驚
か
せ
た
。

私
は
、
「
一
人
っ
子
政
策
」
に
つ
い
て
も
意
味
を
求
め
た
。
「
伝
統
的
に
中
国

人
は
子
沢
山
を
喜
び
、
そ
れ
を
幸
福
と
考
え
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
現
在
子

供
が
一
人
し
か
生
め
な
い
の
で
、
人
民
か
ら
不
満
が
起
乙
る
の
で
は
な
い
で
し

-113ー



ょ
う
か
。
」
と
。

彼
女
は
、
毅
然
と
し
て
、
中
国
指
導
者
の
公
式
見
解
の
よ
う
に
乙
う
言
っ
た
。

「
幸
福
は
時
代
や
所
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
現
在
で
は
、
そ
の
政
策
は

ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
す
。
」

た
だ
し
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
彼
女
が
ま
だ
若
く
未
婚
だ
と
い
う
留
保
条

件
を
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
が
。

私
は
、
文
革
の
評
価
を
始
め
と
す
る
様
々
な
政
治
問
題
に
つ
い
て
彼
女
の
話

が
聞
き
た
か
っ
た
。
し
か
し
、

ζ

の
種
の
微
妙
な
話
題
を
切
り
出
す
に
は
、
か

な
り
の
勇
気
が
い
る
も
の
だ
。
結
局
、
強
烈
な
陽
射
し
の
た
め
に
私
は
日
射
病

に
な
り
か
け
て
い
た
の
で
、
彼
女
と
の
楽
し
い
会
話
は
中
座
し
て
し
ま
っ
た
。

一
階
に
降
り
て
く
る
と
、
日
中
友
好
の
た
め
と
称
し
、
若
い
ハ
ン
サ
ム
な
服

務
員
が
、
二
曲
目
本
の
歌
を
唄
っ
て
く
れ
た
。
一
曲
目
が
、
現
在
東
南
ア
ジ
ア

で
流
行
っ
て
い
る
千
昌
夫
の
「
北
国
の
春
」
で
あ
り
、
も
う
一
曲
は
、
民
謡
「

ソ
1
ラ
ン
節
」
だ
っ
た
。

彼
は
中
国
語
の
調
を
つ
け
て
唄
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
歌
手
と
し
て
通
用
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
ぐ
ら
い
音
程
が
し
っ
か
り
し
て
明
る
く
は
り
の
あ

る
歌
声
で
あ
っ
た
。
日
本
人
の
テ
レ
ビ
歌
手
で
、
彼
程
の
歌
唱
力
を
持
つ
人
が

何
人
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
誘
っ
た
。

現
代
の
国
際
社
会
の
中
で
、
歌
が
下
手
で
も
歌
手
と
し
て
生
き
て
い
け
る
国

を
挙
げ
れ
ば
、
恐
ら
く
世
界
広
し
と
言
え
ど
も
、
日
本
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

テ
レ
ビ
世
代
に
出
現
し
た
歌
の
下
手
な
若
い
歌
手
(
そ
も
そ
も
、
歌
が
上
手
で

な
い
な
ら
、
歌
手
失
格
な
の
が
当
然
で
あ
る
は
ず
)
の
曲
が
爆
発
的
に
売
れ
て
、

ヒ
ッ
ト
チ
ャ
ー
ト
の
上
位
を
占
め
る
時
、
日
本
が
落
ち
ζ

ぼ
れ
救
済
原
理
の
働

く
「
ナ
ア
ナ
ア
社
会
」
で
あ
る
乙
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ル
ボ
ー
ド
を
飾
る
上
位
四
十
曲
は
、
ど
れ
を
取
っ

て
も
音
楽
的
に
水
準
が
高
い
。
下
手
な
歌
手
の
曲
は
、
容
易
に
淘
汰
さ
れ
て
し

ま
う
の
だ
。
能
力
至
上
主
義
の
ア
メ
リ
カ
は
、
厳
し
い
完
全
競
争
社
会
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
落
ち
乙
ぼ
れ
は
、
置
い
て
き
ぼ
り
を
喰
う
。

と
と
ろ
が
、
日
本
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
競
争
社
会
で
は
な
い
。
圏
内
で
日

本
人
と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
、
彼
は
社
会
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
乙
と
を

許
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
、
彼
に
能
力
が
な
く
と
も
、
社
会
は
彼
を
見
捨
て

な
い
の
だ
。

「
ま
あ
、
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
将
来
に
期
待
し
て
、
大
自
に
み
よ
う
。
」
と
「
ナ

ア
ナ
ア
」
で
彼
を
受
砂
入
れ
て
し
ま
う
。
温
情
主
義
の
「
ナ
ア
ナ
ア
社
会
」
で

あ
る
。
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無
論
、
歌
謡
界
で
も
同
様
な
乙
と
が

4

一
一
回
え
る
。
「
ま
あ
、
歌
は
ヘ
タ
で
も
構

わ
な
い
。
ル
ッ
ク
ス
と
振
り
付
砂
で
カ
バ
ー
す
れ
ば
、
何
と
か
売
れ
る
だ
ろ
う
」

乙
ん
な
調
子
で
あ
る
。

そ
の
下
手
な
歌
を
聞
か
さ
れ
る
我
々
大
衆
側
も
、
「
ま
あ
、
乙
ん
な
も
の
で

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
大
自
に
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
」
と
、
寛
容
に
も
許
し
て

し
ま
う
。

ζ

の
よ
う
な
訳
で
、
下
手
な
歌
手
で
も
淘
汰
さ
れ
ず
に
、
何
と
か
生

き
残
れ
る
の
だ
。

大
連
語
言
学
院
の
彼
女
も
指
名
さ
れ
、
唄
わ
せ
ら
れ
る
は
め
に
陥
っ
た
。
最

初
、
嫌
が
っ
て
い
た
が
、
い
ざ
立
ち
上
が
っ
て
中
国
の
歌
を
唄
い
始
め
る
と
、

上
手
な
と
と
が
す
ぐ
知
れ
た
。

今
度
は
、
日
本
側
か
ら
代
表
が
出
た
。
我
々
の
ツ
ア
ー
の
中
よ
り
、
大
阪
か

ら
参
加
し
た
若
い
男
性
が
、
返
礼
と
し
て
「
四
季
の
歌
」
を
唄
っ
た
。
我
々
も

一
諸
に
合
唱
し
、
船
内
は
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。



満
江
上
流
を
目
指
す
遊
覧
船
の
行
く
手
の
景
色
は
、
刻
々
と
様
相
を
変
え
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
始
終
、
私
の
興
味
の
対
象
と
な
っ
た
一
般
大
衆
の
様
子
も
。

岩
か
げ
で
、
カ
ヌ
ー
の
よ
う
な
一
人
用
の
舟
に
乗
り
、
釣
り
糸
を
垂
ら
す
約

人
達
。
川
中
の
藻
を
採
る
人
達
。
水
牛
の
背
に
乗
っ
て
遊
ぶ
子
供
達
。
川
岸
で

洗
沼
を
す
る
三
つ
編
み
の
少
衣
達
。
水
泳
を
楽
し
む
少
年
達
。

我
々
を
乗
せ
た
遊
覧
船
は
、
彼
ら
の
耳
目
を
集
め
て
い
た
。
速
く
異
国
人
を

じ
っ
と
見
つ
め
る
彼
ら
の
瞳
に
は
、
私
達
の
姿
が
ど
の
様
に
写
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
彼
ら
と
膝
を
交
え
て
じ
っ
く
り
話
し
て
み
た
い
、
と
い
う
激
し
い
心

の
欲
求
を
抑
え
る
の
に
苦
労
し
た
。

船
は
、
一
た
ん
上
流
の
某
地
点
ま
で
行
っ
て
か
ら
引
き
返
し
、
途
中
の
桟
橋

で
下
船
と
な
っ
た
。

遊
覧
船
の
到
着
時
刻
を
知
っ
て
い
る
付
近
の
住
民
ら
は
、
粗
末
な
民
芸
品
や

帽
子
を
並
べ
て
、
賑
や
か
に
我
々
を
迎
え
て
い
た
。
馴
染
み
と
な
っ
た
例
の
日

本
語
「
安
い
よ
。
」
が
、
乙
乙
で
も
聞
か
さ
れ
た
。

暑
い
陽
射
し
の
中
を
進
み
、
我
々
を
待
つ
冷
房
パ
ス
に
よ
う
や
く
た
ど
り
着

い
た
。
そ
の
時
、
人
家
の
軒
下
に
男
が
三
人
、
暇
そ
う
と
座
り
込
ん
で
い
る
の

に
気
付
い
た
。

と
の
よ
う
な
人
逮
に
出
く
わ
し
た
の
は
、
今
度
が
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
。

広
州
市
内
で
も
自
に
つ
い
た
。
昼
間
か
ら
、
全
く
動
乙
う
と
も
せ
ず
、
た
だ
道

端
に
座
り
込
ん
で
、
ぼ
ん
や
り
と
人
の
行
き
交
い
を
眺
め
て
い
る
。
そ
れ
も
必

ず
複
数
の
人
間
で
い
る
の
が
、
特
色
で
あ
る
。
実
に
異
様
な
光
景
だ
。

彼
ら
と
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
待
業
青
年
」
で
あ
ろ
う
。
「
待
業
」
と
は
、
語
感

は
心
地
よ
く
響
く
が
、
実
際
の
と
乙
ろ
「
失
業
」
・
と
同
意
で
あ
る
。

現
在
の
中
固
に
は
、
一
体
、
ど
れ
く
ら
い
の
「
待
業
人
口
」
が
存
在
す
る
の

か
。
最
近
の
統
計
で
は
、
都
市
部
で
二
千
万
人
、
農
村
部
で
一
億
六
千
万
人
と

と
い
・
っ
。

乙
乙
で
、
大
雑
把
な
が
ら
も
失
業
率
を
計
算
し
て
み
よ
う
。
仮
り
に
、
十
億

の
人
口
中
、
約
七
割
を
就
業
人
口
と
考
え
る
。
総
待
業
人
口
一
億
八
千
万
人
を
、

就
業
人
口
七
億
で
割
れ
ば
、
失
業
率
二
十
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
剖
目
す

べ
き
数
字
が
得
ら
れ
る
。

近
頃
、
ア
メ
リ
カ
で
、
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
い
失
業
率
が
、
重
大

な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
と
、
シ
リ
ア
ス
な
事

態
さ
え
生
じ
か
ね
な
い
、
と
予
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
と
経
済
体
制
が
異
な
る
と
は
い
え
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
失
業

率
は
、
い
か
に
中
国
社
会
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
か
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
よ

う
。
暴
動
や
反
乱
が
起
乙
ら
な
い
の
が
、
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。

パ
ス
は
、
真
っ
青
な
水
田
や
と
う
も
ろ
乙
し
畑
を
抜
け
て
走
っ
た
。
そ
し
て
、

し
ば
ら
く
す
る
と
停
車
し
た
。
そ
乙
は
、
先
史
時
代
を
う
か
が
い
知
る
と
と
の

で
き
る
甑
皮
岩
遺
跡
、
及
び
そ
の
陳
列
館
だ
っ
た
。

赤
い
太
陽
が
西
に
傾
く
頃
、
ホ
テ
ル
へ
の
帰
路
に
つ
い
た
が
、
車
中
、
私
に

閃
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。

広
大
な
田
園
風
景
の
中
に
、
煉
瓦
が
正
方
形
に
う
ず
高
く
積
ま
れ
、
井
戸
に

似
た
形
で
あ
ち
ら
乙
ち
ら
に
散
在
し
て
い
る
。
始
め
井
戸
と
感
違
い
し
て
い
た

の
が
、
あ
れ
と
そ
が
、
四
半
世
紀
前
「
大
躍
進
」
時
に
全
中
国
が
熱
狂
し
、
創

出
し
た
「
土
法
高
炉
」
の
残
骸
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
十
五
年
で
イ
ギ
リ
ス
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
」
等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、

全
国
の
農
村
で
原
始
的
粗
鋼
製
法
が
試
み
ら
れ
た
。
各
農
家
か
ら
鍋
や
釜
が
持

ち
出
さ
れ
、
「
土
法
高
炉
」
に
投
げ
と
ま
れ
た
が
、
大
し
た
粗
鋼
も
で
き
ず
、
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結
局
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

今
や
、
風
化
さ
れ
、
五
磯
と
化
し
た
が
、
中
国
人
は
、
ど
の
様
な
思
い
で
高

炉
を
眺
め
て
い
る
の
か
。
ガ
イ
ド
の
凌
さ
ん
の
よ
う
に
、
「
歴
史
の
造
物
」
と

割
り
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

夕
食
ま
で
に
聞
が
あ
っ
た
。
再
び
私
達
は
桂
林
の
町
に
探
険
に
出
た
。
二
度

目
の
せ
い
か
、
・
少
し
も
不
安
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
日
本
か
ら
二
、
三
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
と
の
桂
林

で
、
日
本
と
全
く
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
が
作
動
し
て
い
る
か

と
思
う
と
奇
妙
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
。

一
般
的
に
、
日
本
は
、
地
縁
・
血
縁
関
係
を
越
え
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
家
を

中
心
と
す
る
「
タ
テ
社
会
」
で
あ
る
し
、
一
方
、
中
国
は
、
強
固
な
地
縁
・
血

縁
を
人
間
関
係
の
基
本
に
据
え
る
「
宗
族
社
ふ
歪
で
あ
る
。

小
室
直
樹
氏
が
、
『
資
本
主
義
中
国
の
挑
戦
』
の
中
で
、
鋭
く
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
中
国
社
会
の
中
に
は
、
依
然
村
落
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
状
況
が
根
強
く
残
存
し
、
「
近
代
化
」
(
換
言
す
れ
ば
、
「
資

本
主
義
化
」
)
に
必
要
な
、
利
益
勘
定
に
基
づ
く
社
会
関
係
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
へ
の
転
換
が
、
今
だ
に
見
ら
れ
な
い
。

最
近
の
人
民
公
社
解
体
傾
向
は
、
「
近
代
化
」
に
対
す
る
逆
転
現
象
、
と
さ

え
受
取
れ
る
。
畢
覚
、
偏
狭
な
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
牢
固
な
た
め
に
、
人

民
公
社
化
、
す
な
わ
ち
人
為
的
統
合
化
が
困
難
な
よ
う
だ
。

大
通
り
を
行
く
と
、
様
々
な
底
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。

普
通
、
ど
と
へ
出
か
け
て
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
は
楽
し
い
も
の
だ
。
と
乙
ろ

が
、
中
国
で
は
、
客
が
庖
に
入
っ
て
来
て
も
、
大
概
庖
員
は
お
し
ゃ
べ
り
に
夢

中
で
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
の
一
言
も
な
い
。

物
を
売
っ
た
後
も
、
客
に
向
か
っ
て

4

一
一
回
う
べ
き
「
あ
り
が
と
う
ど
ざ
い
ま
し

た
」
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
客
に
物
を
売
る
気
が
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
。

接
客
態
度
は
、
横
柄
か
つ
面
倒
く
さ
そ
う
だ
っ
た
。
買
い
物
を
し
た
私
の
方

ラ

オ

ジ

ヤ

h

v

z

h

y

z

が
、
「
芳
(
労
)
甥
(
駕
〉
。
謝
(
謝
)
油
開
(
謝
)
。
〈
御
面
倒
様
。
有
難
う
。
)
」

と
、
言
っ
て
、
庖
を
出
る
始
末
だ
っ
た
。

更
に
驚
く
べ
き
乙
と
に
、
釣
銭
の
紙
幣
を
ト
ラ
ン
プ
を
配
る
時
と
同
じ
要
領

で
、
投
げ
る
の
で
あ
る
。
花
札
遊
び
の
よ
う
に
、
パ
シ
ッ
と
叩
き
つ
け
る
と
と

ぜ
に
が
た

も
あ
っ
た
。
私
は
、
か
か
る
行
為
を
是
非
、
「
銭
形
式
畦
け
銭
」
と
呼
び
た
い
。

中
国
で
は
、
買
い
手
よ
り
も
売
り
手
の
方
が
エ
ラ
イ
の
で
あ
る
。
買
い
手
は
、

し
お
ら
し
く
売
り
手
に
お
願
い
し
て
、
物
を
分
け
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

乙
れ
が
、
現
代
中
国
の
商
売
の
実
態
で
あ
る
。

思
い
起
乙
せ
ば
、
広
州
南
湖
ホ
テ
ル
の
土
産
売
場
の
服
務
員
の
態
度
が
、
稀

有
で
、
賞
賛
に
直
す
る
乙
と
が
、
十
分
に
証
明
さ
れ
た
。

大
通
り
か
ら
、
出
底
の
並
ぶ
小
路
に
折
れ
た
。
大
通
り
に
面
し
た
公
営
商
庖

よ
り
も
、
乙
ち
ら
の
方
が
活
気
が
あ
る
。

農
家
で
産
出
す
る
野
菜
や
果
物
が
売
ら
れ
て
い
た
。

特
に
、
西
瓜
の
切
り
売
り
が
自
に
つ
い
た
。
蝿
が
た
か
ら
な
い
よ
う
に
と
、

食
卓
用
の
網
を
か
ぶ
せ
で
あ
る
。
が
、
食
欲
は
湧
か
な
か
っ
た
。
中
国
人
に
は

人
気
が
あ
る
ら
し
く
、
歩
き
な
が
ら
西
瓜
を
食
べ
て
い
る
人
も
多
い
。

た
だ
、
皮
を
ポ
イ
と
捨
て
て
し
ま
う
の
で
、
舗
道
が
汚
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

と
そ
「
む
や
み
に
果
物
の
皮
を
捨
て
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
標
語
が
、
掲
げ
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

私
は
、
真
っ
赤
で
美
味
し
そ
う
な
す
も
も
を
発
見
し
て
、
急
に
食
欲
が
そ
そ

ら
れ
、
裸
足
の
浅
黒
い
農
婦
に
近
づ
い
て
行
っ
た
。
一
見
、
若
い
女
性
と
も
映
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っ
た
が
、
か
が
ん
で
み
る
と
、
窓
外
に
ふ
け
て
い
た
。

一
元
分
(
約
百
二
十
円
分

l
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
大
変
な
買
い
物
だ
。
)

の
す
も
も
を
く
れ
、
と
言
っ
た
ら
、
ニ
コ
リ
と
も
せ
ず
、
ピ
ン
ポ
ン
玉
よ
り
少

し
大
き
め
の
よ
く
熟
れ
た
す
も
も
を
、
秤
に
か
け
始
め
た
。
「
乙
乙
が
自
由
市

場
か
。
」
と
尋
ね
る
と
、
た
だ
一
度
コ
ッ
ク
リ
領
い
て
見
せ
た
だ
け
で
、
無
感

動
を
装
う
冷
た
い
表
情
を
崩
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

予
想
外
に
多
く
の
す
も
も
が
き
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
「
も
う
結
構
。
」
と
言
っ

た
ら
、
更
に
、
二
、
三
個
無
理
や
り
よ
乙
し
た
。

M
V
Z
M
V
Z
 

社
会
主
義
的
公
営
商
庖
な
ら
、
「
謝
謝
。
」
を
言
わ
れ
な
く
と
も
仕
方
な
い
と

y
z
u
v
z
 

思
う
が
、
資
本
主
義
的
商
売
を
営
む
彼
女
の
口
か
ら
さ
え
、
「
謝
謝
。
」
と
い
う

言
葉
は
、
つ
い
に
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

次
に
]
「
新
華
有
(
書
〉
庖
」
の
名
を
冠
す
る
本
屋
に
立
ち
寄
っ
た
。
庖
内

は
広
く
、
書
籍
の
数
も
多
か
っ
た
が
、
節
電
の
た
め
か
薄
暗
く
て
、
立
ち
読
み

に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
所
だ
っ
た
。

私
の
眼
は
、
自
然
に
自
分
の
専
攻
の
社
会
科
学
、
と
り
わ
け
中
国
政
治
に
関

す
る
本
が
並
ん
だ
書
棚
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
角
に
、
『
中
共
六
十
年
紀

(
紀
)
念
文
造
(
選
ご
と
い
う
本
を
見
つ
け
、
是
非
と
も
買
い
求
め
た
く
な

った。長
い
黒
髪
を
三
つ
編
に
し
た
二
人
の
若
い
女
庖
員
に
「
私
は
日
本
人
な
の
で

す
が
、
乙
の
本
が
買
え
ま
す
か
。
」
と
尋
ね
た
。
一
瞬
、
彼
女
達
は
互
い
の
目

で
確
認
し
合
っ
た
。
「
は
い
、
結
構
で
す
。
一
・
六
五
元
い
た
だ
き
ま
す
。
」
そ

う
、
言
っ
た
の
で
、
私
は
ほ
っ
と
し
て
、
代
金
を
カ
ウ
ン
タ
ー
に
差
し
出
し
た
。

ホ
テ
ル
に
戻
り
、
夕
食
を
と
っ
た
後
、
満
江
下
り
の
疲
れ
を
も
の
と
も
せ
ず
、

再
度
蒸
し
暑
い
夜
の
町
に
出
た
。
町
は
、
街
灯
が
少
な
い
せ
い
か
全
体
的
に
暗

か
っ
た
が
、
通
り
は
涼
を
と
る
人
達
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
農
村
な
ら
い
ざ
し
ら

吏
町
で
は
夜
遅
く
ま
で
人
が
起
き
て
い
る
の
に
感
心
し
た
。

時
計
の
針
が
既
に
九
時
を
回
っ
て
い
た
の
で
、
さ
す
が
に
開
い
て
い
る
庖
は

少
な
か
っ
た
。
一
軒
、
飲
盆
脂
風
の
庖
が
半
分
閉
め
ら
れ
て
い
た
が
、
庖
内
か

ら
淡
い
電
灯
の
明
か
り
が
洩
れ
て
い
た
。

そ
の
前
を
通
る
や
い
な
や
、
突
然
聞
き
慣
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
耳
に
飛
び
込

ん
で
き
た
。
三
浦
ハ
山
口
)
百
恵
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
あ
る
。
ま
さ
か
桂
林
の
町
中

で
、
日
本
の
歌
謡
曲
を
「
原
曲
」
で
聞
く
と
は
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
た

ぶ
ん
、
ラ
ジ
オ
・
カ
セ
ッ
ト
の
テ
l
プ
か
ら
流
れ
て
来
た
も
の
だ
ろ
う
。

暗
が
り
で
、
猫
を
発
見
し
た
。
縁
台
に
ち
ょ
乙
ん
と
座
っ
て
い
た
が
、
私
達

が
近
づ
く
と
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。

中
国
で
は
、
日
本
の
よ
う
に
、
む
や
み
に
犬
猫
を
飼
え
な
い
。
旅
行
中
、
猫

は
乙
の
時
の
一
回
だ
け
し
か
探
し
出
せ
な
か
っ
た
が
、
犬
は
三
、
四
国
見
か
け

て
い
る
。

二
、
三
軒
ま
だ
営
業
し
て
い
た
庖
で
、
土
産
に
な
り
そ
う
な
品
物
を
買
っ
た

が
、
売
り
子
の
、
あ
の
、
人
を
軽
蔑
し
た
よ
う
な
視
線
と
け
だ
る
そ
う
な
態
度

そ
れ
に
「
銭
形
式
投
げ
銭
」
に
遭
遇
し
た
。
し
か
し
、
も
う
驚
か
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
一
般
的
風
潮
だ
と
、
得
心
し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
行
く
と
、
公
園
が
あ
っ
た
。
門
の
入
口
付
近
に
照
明
付
き
の
掲
示

板
が
設
置
さ
れ
、
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
写
真
が
、
数
多
く

張
ら
れ
て
い
た
。

圏
内
は
薄
暗
か
っ
た
。

若
い
男
女
の
グ
ル
ー
プ
が
、
到
る
所
に
腰
か
け
な
が
ら
会
話
を
交
わ
し
て
い

た
。
意
外
に
思
っ
た
の
は
、
街
中
で
も
公
園
で
も
、
二
人
連
れ
の
ア
ベ
ッ
ク
が
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極
端
に
少
な
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
。
東
京
の
繁
華
街
な
ど
で
、
何
百
、
何
干

の
男
女
ベ
ア
が
寄
り
添
っ
て
歩
く
姿
は
、
ま
さ
に
日
常
の
風
景
で
あ
る
。

人
口
抑
制
の
た
め
、
中
国
で
晩
婚
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
話
は
余
り
に
有
名
だ

が
、
換
言
す
れ
ば
、
・
早
婚
に
つ
な
が
る
自
由
恋
愛
は
、
暗
黙
裡
に
抑
圧
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
祉
会
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
彼
や
彼
女
に
対
す
る
恋
心
を
無
残
に

も
打
ち
砕
く
。

欧
米
で
は
、
恋
愛
が
「
基
本
的
人
権
」
の
一
部
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
、
自
由
恋
愛
を
抑
え
つ
け
る
と
は
、
人
権
の
侵
害
だ
、
砂
し
か
ら

ん
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
が
、
中
国
人
の
論
理
を
欧
米
の
尺
度
で
計
る

の
は
、
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
普
遍
的
な
は
ず
の
「
基
本
的
人
権
」
も
、
異
文

化
内
に
於
い
て
は
、
普
遍
性
が
薄
れ
、
独
自
性
を
帯
び
て
く
る
か
ら
だ
。

と
も
あ
れ
、
清
く
明
る
い
グ
ル
ー
プ
交
際
の
み
が
現
代
中
国
で
、
市
民
権
を

得
て
い
る
。

圏
内
奥
に
は
、
大
き
な
扉
の
隙
聞
か
ら
講
堂
を
覗
く
人
が
い
た
。
私
達
も
そ

の
人
に
倣
っ
た
。
す
る
と
、
赤
光
が
限
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ
の
怪
し
く
舷

し
い
光
の
中
で
、
舞
台
に
立
つ
人
物
の
影
が
揺
れ
る
。
ど
う
や
ら
京
劇
が
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

背
後
か
ら
、
プ
1
ン
と
強
烈
な
汚
積
の
臭
い
が
鼻
を
つ
い
た
。
振
り
返
る
と
、

麦
わ
ら
帽
に
長
靴
の
姿
の
女
性
に
押
さ
れ
、
汚
物
運
搬
車
が
通
り
抜
け
た
と
と

ろ
だ
っ
た
。
公
園
の
ど
と
か
に
収
集
所
が
あ
る
ら
し
い
。

灯
り
の
方
に
眼
を
や
れ
ば
、
氷
水
を
売
る
信
が
あ
っ
た
。
入
口
に
食
券
売
場

が
あ
り
、
十
数
種
も
の
メ
ニ
ュ
ー
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
値
段
は
、

0
・
二
五

元
(
約
三
十
円
)
前
後
で
あ
る
。
メ
ニ
ュ
ー
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
、
ど
ん
な

氷
水
か
見
当
も
つ
か
ぬ
。

入
ろ
う
か
、
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
時
、
庖
内
か
ら
私
達
に
向
か
っ

て
叫
ん
だ
者
が
い
た
。
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
椅
子
に
立
て
膝
を
っ
き
、

酒
瓶
を
抱
え
て
い
る
。

そ
の
瞬
間
、
庖
全
体
が
爆
笑
の
渦
に
包
ま
れ
た
。
何
を
言
わ
れ
た
の
か
、
わ

か
ら
な
い
。
そ
の
酔
っ
ぱ
ら
い
が
、
手
ま
ね
き
を
し
て
い
た
が
、
さ
す
が
に
底

に
入
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
た
。

公
園
を
出
る
と
、
中
国
人
民
銀
行
の
隣
り
に
、
大
勢
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い

る
の
で
、
近
づ
い
て
み
た
。
そ
乙
は
、
峡
函
館
の
入
目
だ
っ
た
。
と
っ
く
に
上

映
は
終
了
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
掲
示
板
の
中
の
映
画
の
カ
ッ
ト
シ
1
ン
を
覗

く
若
者
は
、
絶
え
な
か
っ
た
。
が
、
私
に
は
暗
く
て
、
上
映
中
の
映
画
の
題
名

さ
え
、
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
。

桂
林
の
別
の
所
で
上
映
さ
れ
て
い
た
映
画
は
、
次
の
四
本
で
あ
る
。

付
「
特
殊
身
紛
(
分
)
的
警
官
」

口
「
被
控
告
的
人
」

臼
「
大
津
龍
蛇
」

冊
「
佼
(
僅
)
有
愛
〈
愛
)
情
是
不
惨
的

(
愛
情
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
と

時
間
的
制
約
で
、
そ
の
映
画
館
に
も
入
場
で
き
ず
、
映
画
鑑
賞
で
き
な
か
っ

た
の
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
察
す
る
に
、
政
治
的
色

あ
い
の
漉
い
映
画
と
は
見
受
砂
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
、
付
の
「
特
殊
身
分
の
警
官
」
は
、

0
0
7
Hジ
ェ

1
ム
ス
・
ポ
ン

ド
の
よ
う
な
秘
密
諜
報
部
員
の
活
躍
を
描
い
た
ア
ク
シ
ョ
ン
も
の
を
連
想
さ
せ

る
。
ま
た
、
仰
の
「
愛
情
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
」
は
、
ラ
プ
・
ロ
マ
ン
ス
を
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主
題
と
し
た
映
画
に
間
違
い
な
い
、
と
思
う
。

即
断
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
ど
う
や
ら
現
在
上
映
中
の
映
画
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
色
が
か
な
り
薄
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
脱
文
革
を
目
指
す
党
の
意
志

の
反
映
か
。
そ
れ
と
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
に
疲
弊
し
た
民
衆
の
要
望
の
具

現
化
な
の
か
。

映
画
館
の
先
に
、
陪
々
と
灯
り
が
と
も
る
底
が
あ
っ
た
。
喫
茶
庖
風
の
狭
い

居
内
は
、
大
声
で
会
話
を
交
わ
す
若
い
人
達
で
、
ど
っ
た
が
え
し
て
い
た
。
ユ

キ
が
、
少
し
休
ん
で
い
乙
う
、
と
提
案
し
た
が
、
夜
も
ふ
け
て
き
た
の
で
、
彼

女
を
促
し
て
ホ
テ
ル
に
戻
っ
た
。

(
明
日
か
ら
日
本
へ
の

U
タ

l
ン
コ
1
ス
を
辿
る
。
)

六
月
九
目
。

午
前
中
、
桂
林
最
後
の
観
光
コ

1
ス
を
二
箇
所
回
っ
た
。
始
め
は
、
七
星
公

園
で
あ
る
。

広
い
圏
内
に
は
動
物
園
も
設
置
さ
れ
、
お
決
ま
り
の
ラ
イ
オ
ン
や
猿
や
鳥
達

が
飼
わ
れ
て
い
た
。

が
、
無
論
主
役
は
パ
ン
ダ
で
あ
る
。
飼
育
係
の
方
が
、
わ
ざ
わ
ざ
我
々
の
た

め
に
、
パ
ン
ダ
を
極
か
ら
追
い
出
し
て
く
れ
た
。
ガ
ラ
ス
越
し
に
対
面
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
上
野
動
物
園
の
パ
ン
ダ
よ
り
も
、
じ
か
に
見
る
乙
と
の
で
き
る
七
星
公

園
の
パ
ン
ダ
の
方
が
、
ず
っ
と
親
し
み
が
湧
く
。

係
員
の
人
が
、
笹
を
や
る
と
、
ぬ
い
ぐ
る
み
の
よ
う
な
そ
の
生
き
物
は
、
可

愛
ら
し
く
足
を
投
げ
出
し
て
食
べ
て
い
た
。

朝
が
早
い
せ
い
か
、
我
々
の
ツ
ア
l
客
以
外
、
ほ
と
ん
ど
見
物
人
は
見
あ
た

ら
な
か
っ
た
が
、
中
国
人
の
若
い
夫
婦
が
、
子
供
を
抱
い
て
、
パ
ン
ダ
を
見
せ

て
い
る
姿
は
、
ほ
ほ
え
ま
し
か
っ
た
。

パ
ン
ダ
は
、
棲
息
地
中
国
で
も
人
気
者
な
の
で
あ
っ
た
。
他
に
は
、
珍
獣
と

さ
れ
て
い
る
馬
鹿
(
ウ
マ
シ
カ
〉
が
い
た
の
が
特
筆
で
き
よ
う
。

七
屋
公
園
の
次
は
、
名
高
い
大
鍾
乳
洞
の
芦
笛
岩
を
参
拝
し
た
。

内
部
は
ひ
ん
や
り
し
て
、
気
持
ち
が
良
か
っ
た
。
歩
く
先
々
に
、
赤
・
青
・

黄
色
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
、
自
然
の
恩
恵
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た

植
物
や
動
物
等
を
形
作
る
氷
の
芸
術
を
、
見
事
に
演
出
し
て
い
た
。

秋
吉
台
の
鐘
乳
洞
を
見
学
し
て
い
る
ユ
キ
の
感
想
で
は
、
芦
笛
岩
は
秋
吉
台

よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
壮
大
と
の
と
と
だ
。
一
方
、
秋
吉
台
は
規
模
は
小
さ
い

が
、
精
級
な
趣
き
が
あ
る
、
と
い
う
。

昼
食
後
、
再
び
広
州
に
戻
る
た
め
、
桂
林
空
港
へ
向
か
っ
た
。
中
国
民
航
乗

っ
取
り
事
件
直
後
の
せ
い
か
、
手
荷
物
検
査
は
厳
し
か
っ
た
。

検
問
所
に
は
、
ナ
チ
ス
を
連
想
さ
せ
る
う
ぐ
い
す
色
の
軍
服
に
身
を
固
め
た

所
長
が
い
た
。
背
が
高
く
体
躯
は
が
っ
し
り
し
て
い
た
。

悠
然
と
爆
撃
を
く
ゆ
ら
せ
な
が
ら
、
ユ
キ
の
手
荷
物
を
調
べ
よ
う
と
し
た
の

で
、
そ
の
火
が
半
袖
の
ユ
キ
の
腕
の
一
部
に
触
れ
た
。

ユ
キ
が
「
ア
ツ
ッ

t
」
と
、
短
く
叫
ん
だ
。

す
る
と
、
彼
は

J
-
g
g
R
U
P
λ
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
)
と
、
ゆ
っ
く
り
し

た
大
き
な
声
で
ユ
キ
に
詫
び
た
。
そ
の
仕
草
が
、
あ
た
か
も
西
欧
の
宮
廷
で
ウ

イ
ン
ナ
l
ワ
ル
ツ
を
踊
る
時
に
か
が
む
姿
勢
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
が
、
何
と
も

お
か
し
か
っ
た
。
絶
対
、
彼
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
ン
ス
を
習
っ
て
い
る
、
と
直
感

的
に
思
っ
た
。
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空
港
待
合
所
か
ら
飛
行
場
へ
歩
い
て
行
く
と
、
鉄
柵
の
向
乙
う
側
で
、
三
日

間
素
晴
し
い
ガ
イ
ド
を
務
め
て
く
れ
た
凌
さ
ん
が
、
手
を
振
っ
て
い
た
。



中
国
民
航
C
A
1
四
四
八
便
広
州
行
は
、
プ
ロ
ペ
ラ
機
だ
っ
た
。
広
州
か
ら

桂
林
に
や
っ
て
来
た
時
に
乗
っ
た
ボ
ー
イ
ン
グ
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
と
は
、
外
見
だ

け
比
べ
て
も
雲
泥
の
差
が
あ
る
。

両
翼
の
プ
ロ
ペ
ラ
が
回
転
し
始
め
、
機
体
が
滑
り
出
し
た
。

窓
際
の
席
だ
っ
た
の
で
、
何
気
な
く
滑
走
路
を
眺
め
て
い
る
と
、
第
一
次
世

界
大
戦
中
に
活
躍
し
た
よ
う
な
双
翼
機
が
、
ま
ず
眼
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
続

い
て
、
最
新
鋭
と
見
受
け
ら
れ
る
ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
が
数
機
、
翼
を
休
め
て
い

た
。
紛
れ
も
な
く
、
軍
用
機
で
あ
る
。

な
ぜ
、
我
々
外
国
人
の
眼
に
触
れ
る
よ
う
な
場
所
に
、
待
機
さ
せ
て
お
く
の

だ
ろ
う
。
軍
事
力
誇
示
の
た
め
か
。
そ
う
と
も
思
え
な
い
フ
シ
が
あ
る
。

一
般
に
、
社
会
主
義
国
に
於
い
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
を

区
分
す
る
観
念
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
。
主
な
生
産
手
段
は
、
国
家
が
所
有

し
て
い
る
か
ら
だ
。
当
然
、
飛
行
機
や
飛
行
場
は
、
国
家
に
属
す
る
。
「
中
国

民
航
」
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
「
民
間
航
空
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

乙
れ
に
対
し
、
我
が
国
の
よ
う
な
資
本
主
義
国
家
は
、
政
府
が
軍
需
飛
行
場

を
、
民
聞
が
民
間
飛
行
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
し
て
い
る
の
で
、
公
私
が
画
然

と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
民
間
飛
行
場
内
に
、
混
然
と
軍
用
機
が
翼
を
並
べ
て

い
る
が
知
き
「
異
常
現
象
」
は
、
見
た
く
と
も
見
ら
れ
な
い
。

だ
か
、
中
国
で
は
、
か
か
る
状
況
を
「
異
常
現
象
」
と
考
え
て
い
な
い
。
緊

急
事
態
が
発
生
し
た
時
に
は
、
と
の
桂
林
空
港
か
ら
最
新
鋭
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
、

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
発
進
す
る
の
だ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
先
の
中
越
国
境
紛

争
時
に
は
、
乙
の
空
港
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
向
け
て
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
次
々
と
飛
び

立
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

プ
ロ
ペ
ラ
機
は
、
よ
う
や
く
そ
の
重
い
機
体
を
空
中
区
浮
か
せ
始
め
た
。
そ

乙
で
、
ハ
タ
と
気
が
付
い
た
の
だ
が
、
実
は
、
翼
か
ら
突
出
し
た
タ
l
ボ
エ
ン

ジ
ン
の
カ
パ

1
の
板
と
板
の
連
結
が
、
ず
れ
て
い
る
の
だ
。
私
は
、
思
わ
ず
ぎ

ょ
っ
と
し
た
。
い
つ
、
パ
カ
ッ
と
開
い
て
墜
落
す
る
か
と
思
う
と
、
心
配
に
な

っ
た
。機

内
で
は
、
冷
気
が
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
煙
の
よ
う
に
、
座
席
頭
上
か
ら
も
く

も
く
と
噴
出
し
て
き
た
。
中
に
は
、
火
災
が
起
き
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
感

違
い
し
た
人
も
い
た
ら
し
い
。

し
か
し
、
機
内
サ
ー
ビ
ス
は
な
か
な
か
良
か
っ
た
。
ジ
ュ
ー
ス
や
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
が
出
さ
れ
た
り
、
扇
子
と
鏡
付
き
の
小
さ
な
く
し
が
配
ら
れ
た
り
し
た
。

飛
行
機
の
フ
ワ
ッ
と
し
た
飛
び
方
に
、
段
々
と
眠
け
が
襲
っ
て
き
た
。
何
と

か
広
州
ま
で
無
事
に
飛
ぶ
気
配
だ
っ
た
の
で
、
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

広
洲
空
港
着
陸
後
、
市
内
見
物
。
光
孝
寺
参
拝
。
白
雲
賓
館
に
宿
泊
。
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六
月
十
目
。

朝
、
広
州
駅
よ
り
香
港
行
の
直
行
列
車
に
乗
車
。
カ
オ
ル

l
ン
駅
到
着
後
、

ピ
ク
ト
リ
ア
ピ
l
ク
に
行
く
。
ア
バ
デ
ィ

1
ン
に
て
会
食
。
夜
、
船
上
パ
ー
テ

ィ
に
参
加
。
フ
ラ
マ
l
ホ
テ
ル
で
、
ツ
ア
l
最
後
の
晩
を
岡
田
さ
ん
夫
妻
と
過

ご
す
。六

月
十
一
日
。

午
前
中
、
香
港
市
内
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
。
午
後
二
時
半
、
啓
徳
空
港
を
発
ち
、

帰
路
に
着
く
。

(
し
ぶ
や
・
っ
か
さ

中
国
語
科
五
四
年
度
卒
)



Whether any such Asiaヂ'acificcommunity is possible will depend on how 

much 'benefit' each country gains from any arrangement. For some this may be 

economic benefit and this seems to be the main argument by proponents from 

the larger nations. However for some nations， particul"arly smaller nations， 

political goals are also important and whether these are reconcilable or not is 

debatable. 

For J apan and Australia， two main supporters of such schemes it is very 

much a question of identity and possible international role. Both are peripheral 

countries searching for a role in maybe both Asia and the world. It could be 

said for Japan its economic progress has forced this upon herselfwhile Australia's 

perception as a white nation in Asia needs justification. 

In Australia there appears to be two contradictory views of Japan. On one 

side is admiration for its design， fashion， food， manufactured goods while on the 

other side there is considerable antipathy towards Japan because of the bad 

treatment given Australia in trade agreements， es pecially beef， coal and sugar. 

This is bringing an awareness that complacency will not help and the only way 

is to create more export opportunities (perhapscomputersoftware， foodstuffs， 

wine) and at the same time to broaden the hitherto economic relations to greater 

political and cultural links. Despite these ideas remains the lack of foresight on 

the part of the government and many companies -which is aptly represented 

by the fact that a market survey commissioned by the Federal Government 

on what Australia could possibly sell to Japan was researched by Japanese 

companies! 

As a new generation of leaders takes over in both countries it will be inter-

esting to see how attitudes will change not only with regards to each other but 

all Asia-Pacific nations and whether plans for a Pacific Community will emerge 

and in what form. 

* * * 
LEON M. BENDER is a graduate of Tokyo Univ. of Foreign Studies (B.A. in 

1981， M.A. in 1984). He returned to Australia this spring (1984) and now 

works for the advancement of mutual understanding between the Japanese and 

the Australian. This distribution is the digest of his M. A. dissertation， originally 

written in Japanese， which is summarized in English by himself and sent from 
Sydney. 
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imaginative plans are needed before the vision of a Pacific Community can be 

realised， for the Ohira plan with all its good intentions remained vague and 

open-ended and recent debate has come to reflect this as well_ 

Despite some fading in interest in any scheme， one fact remains central to 
any plan. That is a central role for J apan and Australia. These two nations， 

because of the very fact of the great trade complimentarity build up over the 

postwar years， symbolize in one way the binding of Western and Asian cultures. 

80th as rich nations are in a position to represent and help other Asia-Pacific 

nations while at the same time being catalysts in any future pacific-community 

plans. 

If Japan were to choose a strongly internationalist and/or militarist road any 

scheme for further integration could be lost. However， if say on the other hand 
Australia and Japan were to choose closer integration by persuing not only 

economic relations but wider political and cultural relations it could eventually 

spillover into the Asia-Pacific region at large. However such are not easy options 

and would not be easy for governments to implement. 

Another important factor to consider is the role of the U.S.A. as the most 

dominant military， economic power in the region and indeed in the world. 

To what extent will the U.S.A. flex its power in any scheme is most important. 

It is easy to look at the Asia-Pacific region and see the various factors which 

are promoting integration such as trade， investment and the world economic 

recovery may add impetus to further contacts. In both Japan and Australia 

the recent liberalization of financial markets can be seen as positive steps. 

However， by the same token import-export problems and protectionism of many 
countries is a negative factor， and one which is very divisive but one which should 

not be allowed to damage relationships permanently. 

Also to be overcome are the insular sentiments of many nation's people. 

For example the recent debate in Australia over too much Asian immigration 

can only harm Australia's relations when it is in the best interests both economi-

cally and strategically to avoid such problems. Such problems are not only 

divisive internationally but also nationally and for if there is no national inte-

gration it is foolhardy to consider any regional integration. On the other hand it 

could be argued that attempts to integrate internationally could force greater 

solidarity a 
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are japan and the U.S.A.. At the same time despite economic crises， high 
economic growth hぉ beenattained from the expanded trade. japan， of course 

has been a very important factor in this growth. The general opinion is that a 

community would further enhance economic activity in the region. 

Politically， the advent of such bodies as ASEAN (Association of South-East 
Asiall Nations) and SPF (South Pacific Forum) alongside the already multitude 

of bilateral relations is increasing the awareness of each nation and that to 

unilaterally take decisions is increasingly difficult thus in one sense political 

integration is progressing. However it is inconceivable that because the region 

contains democracies， autocratic governments and monarchies and ideallike the 

European parliament could be attained. 

Military integration， while not being explicity expressed， is implicitly 

implied as most of the larger capitalist nations have military connections with 

other powers in the region， especially the U.S.A.. For example there are several 
multilateral agreements such as ANZUS (Australia， New Zealand， US Defense 

Treaty)， Manila Treaty and the 5 Power Defense Pact (UK， Australia， 
New Zealand， Malaysia， Singapore) plus there are many bilateral agreements such 

as the japan -US Security Treaty. These provide not only for defense but 

also for combined exercises and training programmes. This military sphere it 

could be said supports both the economic and political integration as it makes 

for a stable base on which to build. 

Social integration， on the other hand is the most underdeveloped because of 
the variety of cultures in the region， but because of this very fact it could be an 

impetus to contact and integration. Thus the interaction of different ethnic 

groups， religions， social systems， so the Ohira plan says should not be divisive 
but create tolerance and be a positive factor. 

These basic factors underlie the various plans for any Pacific Community 

plan. However further factors such as the geographical definition of the area， 
number of nations the problems created by communist nations such as China， 

infrastructure between nations， and leadership worries are often quoted by 
opponents of any scheme. 

The Ohira plan stimulated much thought on the issues and it consequently 

brought about the Canberra conference in 1980 and subsequent meeting which 

have centralized the discussion to some extent. However furth 



exist over the globe. While the systems may be c1assed into several varieties， 
such as global level， socialist state level， industrialized-pluralistic nation level 
and Third World nation level， actual theoretical models have been reduced to 
three. However it should be noted， as Ernest Haas does， that they are still 
no more than pretheories with much refining yet to be done. 

Briefly， these three are the Federalist Approach， the Communications or 
Pluralist Approach and the Neo・FunctionalistApproach. The Federalist 

Approach is one where separate bodies come to form one large entity， like the 
United States of All)erica， through the building of institutions and writing of 

constitutions. The communications approach su田eststhat an intensive pattern 

of communication， contact between national units will result in a c10ser 

'community' with basically the nation remaining intact. While sharing many 

common points， the Neo・Functionalistapproach， which is a derivative of the 

functionalist view that a world government should be set up， states that inte-
gration should start from the economic sector and this will 'spill-over' into 

political and cultural sectors to form a highly integrated community. Here the 

'spill-over' effect is all important but there is much contention whether such an 

effect will occur. The other models also have basic f1aws and Iimitations which 

inhibit their application. 

In the Asia-Pacific area the variety of nations， economies， cultures means 
any integration occurs on many levels and under many models. While some may 

say integration in Asia has been slow in developing， pastefforts such as Malphindo 

(Malaysia， Philippines， Indonesia)， Aspac (Asia Pacific白 uncil)，SEATO (South-

East Asia Treaty Organisation)， PAFTA (Pacific Area Free Trade Agreement) 
have not been too successful， however recently there has been much discussion 

over a possible community， partly due to much publicity given to it by the 

Ohira Pacific Basin Community Concept proposed in 1978. 

Behind the rationale for any such scheme there are several factors. It is 

possible to divide there into four major areas-economic relations， political 

relations， military relations and social-cultural background. 

Economic relations between the Asian-Pacific nations prove that in matters 

of trade and investment the nations are highly interdependent and this trend is 

increasing. Trade figures show that over 50% 



《修論ダイジェスト〉

The Pacific Community Concept 

in the Asia-Pacific International Environment 

Leon M. 8ender 

Human history down through the ages could be expressed as the attempt to 

create a single world government， whether it be by force as in imperialism or by 

voluntalY. means for mutual benefit as in the creation of common markets or 

associations. However opposed to these forces of integration go those of dis-

integration and disunity. 

As the centre of civilisation spread from the Middle East through Europe 

and now to the Pacific area， so too have the forces towards integration and now 

the nations around the Pacific rim are seeking possiblities in this respect as those， 
especially in Europe did 30 years ago and indeed are still trying to achieve. 

There is no simple answer to effecting integration. As nations grow and 

change so do their needs and so unless these needs can be continually met in 

any given community the possibility of complete integration remains elusive. 

Unless nations perceive benefit from any association or grouping the forces of 

disunity will grow and may eventually lead to the collapse of any such com-

munity. It is indeed a fact that economic benefit provides the greatest incentive 

for continuation of a relationship， even where size and power of the members 

may differ. Military pacts， diplomatic unions， same cultural backgrounds do not 
necessarily improve conditions for association， as the case of France and NATO 

shows. 

In looking at the history of the study into integration， more specifically 
regional integration， it could be said it started out in post Second World War 

Europe. With the fundamental failure of the European system in the war， 
integration began as a part of peace research with the realities of US-Soviet 

supremacy， the Atomic 80mb， the break-up of old European empires and most 
importantly as an effort加 explainand understand the formation of the EC 

(European Community). Integration was used as a model to explain these new 

factors and realities and as such does not include brutal imperialism. 

Even after nearly 40 years of research and discussion no one model or 

theory can be considered as covering the various communities which now 
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一

研

究

室

だ

よ

り

一

最
近
の
国
際
情
勢
の
動
き
の
激
し
さ
・
に
は
ま
っ
た

く
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
す
。
乙
の
夏
、
グ
ア
ン
ニ

ヨ
ン
族
H

を
気
取
っ
て
韓
国
へ
出
か
け
た
の
は
良
い

の
で
す
が
「
ソ
ウ
ル
大
洪
水
」
に
遭
遇
し
、
さ
ん
ざ

ん
な
自
に
あ
い
ま
し
た
。
と
乙
ろ
が
そ
の
洪
水
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
南
北
聞
の
交
流
が
ト
ン
ト
ン
拍
子

に
進
ん
だ
の
に
は
ピ
ッ
ク
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

地
球
狭
し
と
飛
び
曲
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
は

春
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
始
め
と
し
て
夏
に
は
一
カ

月
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
講
演
旅
行
、
十
月
に
は
日
ソ

円
卓
会
議
で
モ
ス
ク
ワ
と
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
・
ト
ピ

リ
シ
へ
、
十
二
月
に
は
「
現
代
中
国
の
政
治
と
国
際

関
係
に
か
ん
す
る
セ
ミ
ナ
ー
」
で
パ
リ
へ
、
と
八
面

六
脅
の
ご
活
躍
ぷ
り
で
す
。

著
作
も
東
京
新
聞
連
載
の
論
壇
時
評
を
ま
と
め
ら

れ
た
『
知
識
人
と
論
壇
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
)
、

『
中
央
公
論
』
誌
上
で
評
判
を
呼
ん
だ
百
二
十
枚
論

文
を
収
め
た
『
文
明
の
再
鋳
造
を
目
ざ
す
中
国
』
(
筑

摩
書
房
〉
を
相
次
い
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

今
年
三
冊
目
の
著
書
と
し
て
最
近
の
中
国
の
政
治
と

外
交
を
分
析
し
た
『
現
代
中
国
の
政
治
と
戦
略
』
(
P

H
P研
究
所
)
が
十
二
月
初
旬
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

加
え
て
、
乙
の
九
月
か
ら
は
「
香
港
ー
ー
そ
の
歴
史

と
未
来
」
と
題
す
る
長
期
連
載
が
『
世
界
週
報
』
誌

上
で
続
い
て
お
り
、
毎
週
、
そ
の
書
き
下
し
に
心
血

を
注
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
力
作
ぞ
ろ
い
で

す
の
で
ど
一
読
下
さ
い
。

i
iコ
ロ
キ
ュ
ア
ム
報
告

1
1

当
ゼ
ミ
の
会
で
は
、
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、

一
昨
年
か
ら
「
中
国
・
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
国
際
関
係

コ
ロ
キ
ュ
ア
ム
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、
乙
の

一
O
月
で
丸
二
年
、
一
七
回
を
数
え
る
乙
と
に
な
り

ま
し
た
。
週
末
(
土
曜
)
の
午
後
の
会
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
毎
回
、
多
数
の
参
加
を
得
て
、
研
究
室
で
は

手
狭
に
感
じ
ら
れ
る
と
と
が
し
ば
し
ば
で
す
。

第
九
固
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
は
‘
前
号
の
「
研

究
室
だ
よ
り
」
で
お
知
ら
せ
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

乙
乙
で
は
第
一

O
回
以
降
の
報
告
者
な
ら
び
に
主
題

を
採
録
致
し
ま
す
。

第一

O
副
(
一
九
八
三
年
一

O
月
一
五
日
)
|
|

堀
俊
雄
「
香
港
を
め
ぐ
る
国
際
金
融
事
情
」
、
北
川

智
恵
子
「
外
交
政
策
決
定
に
お
け
る
市
民
参
加
l
ー

レ
ー
ガ
ン
政
権
の
核
政
策
を
め
ぐ
っ
て
」
・
第
一
一

回
(
一
一
月
一
九
日
)
|
|
伊
豆
見
元
「
ラ
ン
グ
l

ン
以
後
の
朝
鮮
半
島
情
勢
」
・
第
一
二
幽
(
一
二
月

一
七
日
)
|
|
大
島
正
「
南
米
み
て
歩
き
」
、
石
山

庸
子
「

H

チ
ベ
ッ
ト
解
放
H

を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

・
第
一
三
回
(
一
九
八
四
年
二
月
一
八
日
)
|
木

村
卓
司
「
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ナ
ダ
侵
攻
と
中
米
情
勢
」

戸
張
昇
「
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
」
・
第
一
四
回
(
四
月

一
四
日
)
|
|
井
尻
秀
憲
「
国
際
交
流
の
場
に
あ
っ

て
|
|
バ
ー
ク
レ
ー
で
の
印
象
ヘ
小
川
水
尾
「
マ
ン

ハ
ッ
タ
ン
雑
感
」
・
第
一
五
凪
(
五
月
一
九
日
)
|

河
原
地
英
武
、
樫
原
祥
子
、
曽
根
康
雄
、
高
木
俊
て

城
芳
久
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
修
旅
行
報
告
|
|
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
・
第
一
六
回
(
六
月

一
言
百
)
|
相
馬
勝
「
中
国
経
済
特
区
を
訪
れ
て
」
ト

渋
谷
司
「
現
代
に
お
け
る
『
中
国
的
世
界
秩
序
』
の
位

復
活
|
|
朝
鮮
戦
争
と
中
越
国
境
紛
争
の
比
較
研
究
」

-
第
一
七
回
(
一

O
月
二

O
日
)
|
|
中
嶋
嶺
雄
、
河

原
地
英
武
「
訪
ソ
報
K
E
、
伊
豆
見
元
「
訪
中
報
告
」

主
題
の
対
象
も
ア
ジ
ア
の
枠
を
越
え
て
国
際
関
係

全
般
に
わ
た
り
、
ま
た
そ
の
内
容
で
も
.
現
地
体
験

を
踏
ま
え
た
も
の
、
最
近
の
事
件
を
扱
っ
た
も
の
等

多
彩
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

運
営
に
つ
い
て
御
意
見
・
御
要
望
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
御
遠
慮
な
く
研
究
室
の
方
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

今
後
と
も
積
極
的
に
御
参
加
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。



…
「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」
の
ぺ
1

ジ…

恒
例

κよ
り
、
乙
の
ベ

l
ジ
を
お
借
り
し
て
、
昨

年
か
ら
現
在
ま
で
の
ゼ
ミ
の
会
の
活
動
及
び
会
員
の

消
息
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
年
の
総
会
を
兼
ね
た
春
の
研
修
会
は
、
三
月
一

一
日
|
一
二
目
、
八
王
子
の
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

・
国
際
セ
ミ
ナ
ー
館
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
レ
ヴ
ェ

ル
の
高
い
卒
論
発
表
は
、
特
に
参
加
者
K
三
年
生
が

多
い
こ
と
も
あ
り
、
皆
に
今
後
の
発
奮
を
促
す
の
に

十
分
な
も
の
で
し
た
。
「
民
族
問
題
へ
の
誘
い
」
と

い
う
共
通
論
題
で
三
年
生
か
リ
ポ
ー
ト
し
、
皆
で
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
試
み
も
な
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
今
年
初
め
て
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア

を
考
え
る
」
乙
と
を
目
的
と
し
て
中
川
町
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

研
修
旅
行
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
各
国

で
大
学
教
授
、
研
究
所
長
等
の
講
演
を
い
た
だ
き
、

ま
た
学
生
中
心
に
行
な
わ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

も
、
他
大
学
の
学
生
の
参
加
も
あ
っ
て
非
常
に
実
り

多
き
も
の
で
し
た。

夏
合
宿
は
、
九
月
七
日

|
九
自
に
渡
り
、
今
回
も

信
州
に
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
宿
は
、
中
央
ア
ル
プ

ス
、
駒
ケ
根
高
原
の
「
す
ず
ら
ん
荘
」

0

天
候
に
は

を
出
版
さ
れ
、
ま
た
、
モ
ス
ク
ワ
留
学
中
で
あ
っ
た

島
田
博
さ
ん
(
凶
八
年
卒

・
朝
日
新
聞
社
)
が
朝
日

新
聞
モ
ス
ク
ワ
特
派
員
に
な
ら
れ
、
中
嶋
先
生
も
参

加
さ
れ
た
日
ソ
円
卓
会
議
で
早
則
記
事
を
舎
か
れ
ま

し
た
。
遅
野
井
茂
雄
S
ん
(
四
九
年
卒

・
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
)
は
三
年
に
渡
る
ベ
ル

l
で
の
研
究
生
活

を
終
え
て
帰
国
さ
れ
‘
一
方
、
古
川
奴
さ
ん
(
凶
四

年
中
退

・
I
S
I
)
は
新
し
い
仕
事
で
ア
メ
リ
カ
へ

行
か
れ
ま
し
た
。
山
田
英
典
さ
ん
(
五
五
年
卒

・
住

友
商
事
)
は
、
今
年
か
ら
北
京
駐
在
、
乙
れ
に
よ
り

川
副
泰
治
さ
ん
(
四
九
年
卒

・
東
京
銀
行
)
、
松
倉

恒
彰
さ
ん
(
凶
九
年
卒

・
日
本
長
期
信
用
銀
行
)
、

寺
谷
官
一
夫
さ
ん
(
五
四
年
卒

・
大
和
証
券
)
を
含
め

て
、
現
在
中
嶋
ゼ
ミ
の
出
身
者
四
人
が
北
京
で
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。

喜
ば
し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
ス
ー
ザ
ン

・
ミ
ネ
ハ

ン
さ
ん
(
五
五
年
卒

・
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
)
が
今

年
九
月
に
日
本
人
の
方
と
結
婚
な
さ
れ
、
林
み
ど
り

さ
ん
(
五
一
年
卒

・
国
会
図
書
館
)
も
今
年
一

O
月

に
め
で
た
く
コ

l
ル
イ
ン
は
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

大
和
田
伶
子
怠
ん
(
五
三
年
-MZ
‘
総
倉
恒
彰
さ
ん

O
B
会
員
の
消
息
に
つ
い
て
は
、

m中
哲
こ
さ
ん
も
結
婚
さ
れ
た
ほ
か
、

7

リ
ア

・
ル
|
デ
ン
ス

・
サ

(
四
一
年
卒

・
日
本
銀
行
)
が
日
頃
の
総
務
を
傾
け
ン
ホ
ア
ン

・
カ
ブ
リ
エ
ル
さ
ん
(
五
六
年
卒
)
は
一

て
処
女
作

『
お
金
の
履
歴
書
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
)
二
月
六
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
挙
式
を
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

恵
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
駒
ケ
根
高
原
、
千
畳
敷

は
や
は
り
す
ば
ら
し
く
、
自
然
の
空
気
を
久
々
に
身

に
浴
び
た
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
『文

明
か
衰
亡
す
る
と
き
』
(
高
坂
正
売
)
、
『
な
ぜ
日
本

は
成
功
し
た
か
』
(
森
崎
通
夫
)
を
参
考
凶
引
と
し

て
、
三
年
生
報
告
は

「
以
後
の
白
木
を
考
え
る
」
、

四
年
生
報
告
は

「
近
代
化
と
エ
1

1

ス
」
、
円
取
終
セ

ッ
シ
ョ
ン
は
「
日
本
の
明
日
を
問
う
」
と
い
う
テ
|

7

で
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
、
大
変
有
意
義
な

合
宿
で
し
た。
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編
集
後
記

-
今
年
度
の
出
版
は
見
送
り
か
、
と
言
わ
れ
て
き
た

本
誌
で
は
あ
っ
た
が
、
完
成
も
間
近
と
な
っ
た
現
在
.

月
並
み
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
や
は
り
出
せ
て
良
か
っ

た
と
思
う
。
乙
の
類
い
の
作
業
に
は
、
苦
労
と
共
に

や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
面
白
さ
が
あ
り
、

ま
た
・
乙
ん
な
機
会
で
も
な
け
れ
ば
、
言
葉
を
交
わ

す
ζ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
人
達
と
の
出
会
い
も
あ

る
。
も
し
も
、
も
う
一
度
と
き
ロ
わ
れ
た
'bi---。
今

回
の
様
な
編
集
長
、
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒
で
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
長
老
学
生
)

会
和
田
誠
監
督
「
麻
雀
放
浪
記
」
を
見
た
。

G
H
Q

占
領
下
の
東
京
が
舞
台
で
あ
る
。
敗
戦
後
の
焼
け
野

原
の
中
、
一
幽
の
パ
ク
チ
で
金
、
土
地
、
財
産
、
女

を
奪
っ
た
り
、
等
わ
れ
た
り
。
浮
世
で
あ
る
。

賭
事
を
私
は
や
ら
な
い
。
が
、
人
生
は
パ
ク
チ
の

連
続
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
。
最
近
も
人
生
の
岐

路
と
な
る
パ
ク
チ
に
失
敗
し
た
。
し
か
し
、
と
の
「
負

け
パ
ク
チ
」
が
ど
う
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
と
も
知
れ
な

い
。
本
誌
を
世
に
問
う
の
も
一
つ
の
パ
ク
チ
だ
。

S
て
、
丁
か
半
か
?
(
凍
土
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
〉

-
原
稿
提
出
の
遅
い
人
を
せ
っ
つ
く
だ
け
が
私
の
仕
事

で
し
た
。
と
ん
で
も
な
い
時
期
に
原
稿
を
依
頼
さ
れ
た

W
さ
ん
、
枕
を
高
く
し
て
眠
っ
て
く
だ
さ
い
。
進
学

準
備
に
忙
し
い
中
、

ζ

の
雑
誌
の
編
集
に
心
血
を
注

い
だ
曽
根
編
集
長
、
本
当
に
ど
苦
労
様
で
し
た
。

(
ア
ン
ニ
ヨ
ン
娘
)

-
今
年
度
の
『
歴
史
と
未
来
』
は
、
当
初
は
秋
口
に

号
'
汀
の
予
定
で
し
た
が
、
一
二
月
に
な
っ
て
よ
う
や

く
完
成
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
ま
し
た
。
学
部
生
か
中

心
に
な
っ
て
編
集
し
た
と
い
う
と
と
で
、
何
か
と
不

手
際
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
と
の
雑
誌
の
命
脈

を
保
つ
乙
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
率

直
な
感
想
で
す
。

ゼ
ミ
の
諸
先
輩
方
が
残
し
た
一

O
号
ま
で
の
も
の

と
比
べ
て
見
劣
り
せ
ぬ
よ
う
に
と
、
で
き
る
限
り
の

努
力
を
払
い
ま
し
た
。
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
‘
普

段
の
ゼ
ミ
活
動
で
話
題
に
な
る
と
と
の
少
な
い
東
欧

地
域
の
専
門
家
で
あ
る
徳
永
康
元
先
生
に
お
願
い
致

し
ま
し
た
。
は
じ
め
従
来
通
り
の
寄
稿
を
お
頼
み
し

た
の
で
す
が
‘
先
生
が
ケ
ガ
の
た
め
に
執
筆
で
き
忽

い
と
い
う
乙
と
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
う
形
に
な
り

ま
し
た
。
特
集
は
、
今
年
の
春
に
行
な
っ
た
欧
州
研

修
旅
行
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
組
み
ま

し
た
。
そ
の
他
に
も
、
旅
行
記
を
掲
載
し
た
り
、
随

所
に
写
真
や
地
図
を
盛
り
込
む
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら

し
て
み
ま
し
た
。
本
号
に
対
す
る
読
者
の
皆
様
の
評

価
を
静
か
に
待
ち
つ
つ
、
『
歴
史
と
未
来
』
の
今
後

の
発
展
を
祈
る
次
第
で
す
。

徳
永
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
今
回
の
企
画
に
御
協

力
下
さ
っ
た
方
々
と
、
適
官
一
御
指
導
頂
い
た
中
嶋
先

生
に
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
本

誌
に
広
告
を
下
さ
っ
た
筑
摩
書
房
、
時
事
通
信
社
、

P
H
P
研
究
所
、
霞
山
会
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す

。

(

曽

根

雄

)
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|筑摩書房|干川州IIH

文
明
の
再
鋳
造
を

日
目
、
ぎ
み
9
山

T
回

凶

中

嶋
嶺
雄
著

現
代
中
国
学
の
再
生
を
め
ざ
し
て
|
揺
れ
動
く
現
代
中
国
の
全

体
像
を
現
代
中
国
学
の
立
刊
明
か
ら
照
射
し
て
、
そ
の
再
構
築
を

目
ざ
す
意
欲
織
れ
る
力
作
論
考
と
各
国
の
中
国
研
究
の
現
状
を

伝
え
る
。
〈
付
〉
戦
後
日
本
の
中
国
関
係
図
書
総
評

1
7
0
0
円

罫E北
31霊京
)著 烈

烈
@
激
動
す
る
中
国

⑦
転
換
す
る
中
国

文
化
大
革
命
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
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世界中に張リめぐらした時事通信社の特派員網をフルに活用して、

主要な国際問題のタイムリーな解説を行い、また諸外国の報告書な

ど重要資料をいち早く取リ寄せ、翻訳掲載し、各界第一線で活躍し

ている皆さんの信頼を得てあ、リます。

~主要論文ロ米国ジ、ヨージ‘タウン大学戦略・国際問題研究所と提携

圃OECDの主要諸国経済見通しを詳報 圃「海外ニューメ手イア

最新情報」 圃特集・コラム・etc.
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