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緊
張
緩
和
の
歴
史
的
な
性
格

|
|
『
歴
史
と
未
来
』
第
十
五
号
発
刊
に
あ
た
っ
て
|
|

中

嶋

嶺

雄

十
九
世
紀
の
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
二
十
世
紀
の
現
実
社
会
で
開
化
し
、
ロ
シ
ア
革
命
、
中
国
革

命
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
シ
ナ
革
命
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ
半
世
紀
ご
と
に
次
々
に
社
会
主
義
国
家
を
誕
生
さ
せ
た
。
現
代
史
の
大
き
な

展
開
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
革
命
」
の
花
々
は
果
た
し
て
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
の

「
東
」
側
世
界
の
経
済
的
停
滞
と
社
会
的
硬
直
、
乙
れ
ら
諸
国
内
部
に
お
け
る
自
由
化
、
民
主
化
へ
の
要
求
そ
し
て
民
族
反
乱
の
相

次
ぐ
発
生
は
、
「
革
命
」
の
成
果
よ
り
も
、
そ
の
コ
ス
ト
の
大
き
さ
を
表
現
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
も
は
や
社
会
主
義
に
は
輝
け
る

未
来
が
な
い
乙
と
を
証
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
今
日
の
経
済
的
・
社
会
的
活
力
に
あ
ふ
れ
る
成
長
途
上
の
ア
ジ
ア
に
は
も
う
「
革

命
」
は
起
乙
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
l
ナ
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
も
、
い
ま
や
終
駕
に
向
か
お
う
と
し
て

い
る
。
世
界
最
大
の
債
権
国
ア
メ
リ
カ
の
出
現
と
い
う
現
実
の
も
と
で
、
双
子
の
赤
字
と
い
わ
れ
る
財
政
危
機
、
国
際
収
支
危
機
は
、

プ
ッ
シ
ュ
新
政
権
下
で
も
簡
単
に
打
開
で
き
な
い
構
造
的
な
病
弊
で
あ
り
、
日
本
や
台
湾
、
韓
国
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
が
ド
ル

を
買
い
支
え
、
ア
メ
リ
カ
を
金
融
的
に
も
支
援
し
な
い
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
経
済
は
深
刻
な
破
綻
に
見
舞
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乙
う

し
て
二
十
世
紀
も
終
わ
り
に
近
づ
く
と
、
東
西
両
陣
営
の
基
本
構
造
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
今
後
二
十
一
世

紀
に
か
け
て
は
、
日
本
・
ア
ジ
ア

N
I
E
Sな
ど
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
に
世
界
経
済
の
重
心
が
ま
す
ま
す
移
行
し
て
ゆ
く
も
の
と
恩
わ

れ
る
。乙

う
し
た
現
実
は
一
方
で
東
西
聞
の
経
済
交
流
を
大
い
に
促
進
す
る
方
向
に
動
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
九
八
八
年
の
大
き
な

出
来
事
で
あ
っ
た
米
ソ
間
の
緊
張
緩
和
は
、
た
ん
に
米
ソ
両
国
の
軍
拡
経
済
の
行
き
詰
ま
り
に
由
来
す
る
の
み
か
、
「
東
」
側
世
界
の

経
済
的
活
力
を
強
化
し
、
「
東
」
側
世
界
も
国
際
経
済
市
場
に
く
み
乙
ん
で
ゆ
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
「
東
」
側
に
ね
む
っ
て
い
る
膨
大
な

資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
活
か
そ
う
と
す
る
歴
史
的
潮
流
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国
が
ソ
連
や
東
欧
と
の
相
互
依
存
関
係
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
乙
と
も
、
乙
う
し
た
文
脈
で
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

-4-



そ
う
し
た
な
か
で
、
乙
の
十
二
月
初
旬
に
は
中
ソ
外
相
モ
ス
ク
ワ
会
談
が
三
十
二
年
ぷ
り
に
実
現
し
、
来
る
五
月
中
旬
に
は
、
郵

小
平
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
会
談
と
い
う
世
紀
の
サ
ミ
ッ
ト
が
北
京
で
関
か
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
社
会
主
義
先
進
工
業
国
ソ
連
と
社
会

主
義
発
展
途
上
大
国
中
国
と
い
う
社
会
構
造
上
の
相
互
依
存
・
相
五
補
完
関
係
の
強
さ
か
ら
見
て
も
、
中
ソ
関
係
は
今
後
、
著
し
く

緊
密
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
進
め
つ
つ
あ
る
ソ
連
と
、
改
革
・
開
放
戦
略
を
進
め
つ
つ
あ
る
中
国
と
の
共
通
基
盤
・
共
通
項

は
、
急
速
に
拡
大
し
つ
つ
あ
り
‘
社
会
主
義
経
済
の
長
期
的
な
困
難
と
停
滞
も
、
相
互
依
存
・
相

E
補
完
関
係
を
強
化
せ
ず
に
は
お

か
な
い
。

乙
の
よ
う
な
中
ソ
関
係
の
大
き
な
変
動
を
軸
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
中
ソ
対
立
が
解

消
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ア
ジ
ア
各
国
・
各
地
域
の
自
主
的
な
対
共
産
圏
外
交
が
今
後
ま
す
ま
す
活
発
化
す
る
徴
候
が
く
っ
き
り
と
浮

か
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
従
来
、
国
際
関
係
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
韓
国
と
中
国
と
の
関
係
な
ど
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
緯
中
関
係

と
い
う
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
が
も
は
や
欠
く
乙
と
の
で
き
な
い
新
し
い
国
際
関
係
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
、
台
湾
と
中
国
大
陸
と
の
経
済
交
流
、
人
物
往
来
が
、
さ
ら
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
乙
の
十
月
初
旬
に
は
台
湾
か
ら

ソ
連
へ
商
務
視
察
団
が
史
上
初
め
て
訪
問
し
て
注
目
さ
れ
た
。
乙
れ
ら
の
新
し
い
現
象
は
、
と
も
に
韓
国
や
台
湾
の
経
済
発
展
と
い

う
自
信
と
、
対
米
依
存
か
ら
脱
却
し
て
経
済
・
貿
易
関
係
も
多
角
化
し
よ
う
と
い
う
経
済
戦
略
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ

.っ。

p
h
u
 

ζ

う
し
て
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
は
、
従
来
の
軍
事
的
・
戦
略
的
枠
組
み
と
は
異
な
っ
た
地
殻
変
動
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
い
ま
や

乙
の
よ
う
な
非
軍
事
戦
略
的
・
経
済
主
導
的
な
国
際
関
係
の
枠
組
み
乙
そ
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

わ
が
国
の
外
交
戦
略
は
果
た
し
て
、
乙
の
よ
う
な
新
し
い
潮
流
を
組
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
台
湾
と
の
関

係
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
一
九
七
二
年
の
日
台
断
交
時
の
古
い
枠
組
み
で
し
か
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
乙
の
よ

う
な
枠
組
み
で
は
も
は
や
台
湾
の
目
覚
ま
し
い
経
済
発
展
に
対
応
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
中
ソ
接
近
に
直
面
し
て
中
ソ
対

立
を
前
提
と
し
た
外
交
戦
略
も
い
ま
や
時
代
お
く
れ
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

今
日
の
緊
張
緩
和
は
、
米
ソ
関
係
や
中
ソ
関
係
の
進
展
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
冷
戦
か
ら
デ
タ
ン
ト
へ
の
従
来
の
サ
イ
ク
ル
と
は

異
な
っ
た
歴
史
的
な
性
格
を
有
す
る
だ
け
に
、
従
来
の
惰
性
に
安
住
し
て
い
る
日
本
外
交
に
は
大
き
な
課
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
乙

と

に

な

り

そ

う

で

あ

る

。

(

一

九

八

九

年

二

月

九

日

)
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フ
ラ
ン
ス
語
は
小
学
校
の
と
ろ
か
ら
な
さ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

串
田
暁
星
は
小
学
校
一
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
が
あ
り
ま
し
た
し
、
唱
歌
も
フ
ラ

ン
ス
の
子
供
の
歌
を
教
わ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
先
生
で
す
。
暗
調
さ

せ
ら
れ
る
乙
と
が
多
か
っ
た
し
、
中
学
で
は
、
ラ
ピ
ッ
シ
ュ
や
モ
リ
エ

l
ル

の
芝
居
を
衣
裳
を
つ
け
て
や
り
ま
し
た
。
高
校
は
文
丙
で
す
か
ら
フ
ラ
ン
ス

語
の
本
は
沢
山
読
み
ま
し
た
。
大
学
の
文
学
部
に
入
っ
た
の
は
哲
学
科
は
入

学
試
験
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
僕
は
試
験
を
さ
れ
る
の
も
嫌
い
だ
し
、
試

験
を
す
る
の
も
嫌
い
だ
し
・
:
・
:
。
哲
学
科
は
定
員
の
数
よ
り
も
志
願
者
の
方

が
遥
か
に
少
な
い
か
ら
み
ん
な
入
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
哲
学
の
講
義
に
は
ド

イ
ツ
語
が
沢
山
出
て
来
て
弱
っ
た
乙
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
ん

な
に
び
く
び
く
す
る
必
要
は
な
い
と
と
が
判
っ
て
来
ま
し
た
。
単
位
が
足
り

な
そ
う
だ
と
思
え
ば
仏
文
の
方
の
試
験
を
受
け
れ
ば
そ
れ
も
単
位
に
な
り
ま

し
た
か
ら
・
辰
野
隆
先
生
の
戯
曲
講
読
、
中
島
健
蔵
先
生
の
ヴ
7

レ
リ
l
、

鈴
木
信
太
郎
先
生
の
ヴ
ィ
ヨ
ン
、
渡
辺
一
夫
先
生
の
ア
ン
ド
レ
・
ジ

ッ
ド
。

串

田

孫

|
|
特
に
先
生
は
モ
ラ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
大
変
お
詳
し
い
わ
け
で
す
が
:
:
:
。

串
田
僕
は
モ
ラ
リ
ス
ト
と
言
わ
れ
る
人
の
範
囲
を
な
る
可
く
広
く
考
え
た
い
の

で
す
。
パ
ス
カ
ル
は
中
学
校
の
特
に
出
会
い
ま
し
た
。

r・
E
g
g
-
ロ
.0a

aロ
.
E
S
S
E
-
F
Eロ田町
F
F
z
e
z
ロ
忠
号
ヌ
ロ
ピ
巴
曲
、
冊
目
骨

己
ロ
『
O
曲
。
釦
E
U
m
w
ロ
B
己
・
を
読
ん
で
う
ま
い
乙
と
を
い
う
人
だ
と
思
い
ま

し
た
。
け
れ
ど
高
校
時
代
に
『
パ
ン
セ
』
を
も
う
少
し
真
剣
に
読
ん
で
み
る

と
、
そ
う
か
な
、
と
恩
う
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
パ
ス
カ
ル
は
何

故
乙
ん
な
乙
と
を
メ
モ
と
し
て
書
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
モ
ン
テ
l
ニ
ュ
は
ど
存
じ
の
よ
う
に
十
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
で

書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
す
ら
す
ら
読
め
ま
せ
ん
。
丁
度
そ
の
頃
、

関
根
秀
雄
先
生
の
『
随
想
録
』
の
最
初
の
訳
が
立
派
な
三
冊
本
で
出
ま
し
た
。

『
随
想
録
』
は
僕
に
も
大
体
よ
く
理
解
出
来
ま
し
た
。
私
は
メ
ロ
ン
が
好
き

で
あ
る
。
ビ
ー
ル
は
嫌
い
だ
け
れ
ど
も
メ
ロ
ン
は
好
き
だ
、
と
書
い
で
あ
れ

ば
、
そ
う
で
す
か
と
思
う
よ
り
し
ょ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
考
え
る
以
前
の

乙
と
で
す
け
れ
ど
も
、
モ
ン
テ
l
ニ
ュ
は
自
分
で
そ
ん
な
乙
と
ま
で
言
う
人

だ
と
思
う
と
面
白
く
な
り
ま
し
た
。
キ
ャ
ベ
ツ
畑
で
キ
ャ
ベ
ツ
の
栽
培
を
し

-6ー



な
が
ら
、
ぽ
っ
く
り
死
ね
れ
ば
そ
れ
が
一
番
い
い
死
に
方
で
は
な
い
か
、
と

言
わ
れ
れ
ば
成
る
程
、
そ
う
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
れ
で

『
随
想
録
』
を
熱
心
に
読
ん
で
、
今
も
読
ん
で
い
ま
す
。
毎
日
モ
ン
テ
l
ニ

ュ
ば
か
り
を
お
経
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
砂
ど
:
:
:
。

そ
の
ほ
か
に
、
ま
だ
モ
ラ
リ
ス
ト
は
沢
山
い
ま
す
ね
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ

l
、

ヴ
ォ
ヴ
ナ
ル
グ
、
ラ
-
ブ
リ
ュ
イ
エ
l
ル
、
ジ
ュ
ウ
ベ

l
ル
、
シ
ャ
ン
フ
ォ

ー
ル
な
ど
。
み
ん
な
人
間
性
、
人
聞
の
内
面
を
気
に
し
て
い
る
人
達
ば
か
り

で
す
ね
。

山と哲学六十年

ー
ー
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
や
は
り
人
闘
が
一
番
難
し
い
と
い
う
と
と
な
ん
で
し
ょ

う
か
。

串
困
難
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
普
段
で
も
勿
論
人
聞
は
難
し
い
厄
介
な
存
在
で

す
け
れ
ど
、
戦
争
中
は
人
聞
の
内
聞
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
と
乙
ろ
も

あ
る
し
、
隠
し
て
い
る
面
も
あ
っ
て
、
ど
れ
が
本
当
な
の
か
全
く
判
ら
な
く

な
り
ま
す
@
戦
争
が
始
ま
る
と
人
聞
が
単
純
に
な
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
け

れ
ど
、
そ
れ
は
外
面
だ
け
で
す
。
大
学
の
研
究
室
に
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
鉄

兜
を
背
負
っ
て
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
い
て
い
な
い
と
、
門
に
忠
実
な
、
或
い
は
忠

実
に
し
て
い
な
い
と
い
砂
な
い
憐
れ
な
守
衛
が
い
て
、
入
れ
て
呉
れ
な
い
の

で
す
@
そ
う
い
う
場
合
に
ど
う
し
ま
す
か
。
大
学
の
先
生
の
中
に
は
最
後
ま

で
頑
張
っ
て
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
か
な
か
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
す
る

方
が
い
い
の
か
、
外
側
だ
け
は
下
ら
な
い
と
思
っ
て
も
み
ん
な
の
し
て
い
る

乙
と
に
従
っ
て
、
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
け
と
善
一
一
口
わ
れ
れ
ば
巻
き
、
鉄
兜
を
常
に
背

負
っ
て
い
ろ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
に
も
従
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
表
を
堂
々
と

気
兼
ね
な
し
に
歩
け
ま
す
。
と
乙
ろ
が
人
聞
は
、
外
側
を
そ
の
よ
う
に
戦
争

串阻孫一

に
協
力
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
ま
す
と
、
気
持
ま
で
そ
う
な
り
易
い
の

で
す
。
一
人
の
人
聞
が
外
と
内
と
に
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
の
は
決
し
て
快
い
状

態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
切
な
筈
の
内
面
の
方
を
外
に
合
せ
て
し
ま
い

ま
す
。
と
れ
で
さ
っ
ば
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
が
僕
達
の
周
囲

に
大
勢
い
ま
し
た
か
ら
、
附
合
い
が
大
変
難
し
く
な
っ
て
、
う
っ
か
り
し
た

乙
と
も
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
モ
ラ
リ
ス
ト
遥
は
乙
の
と
と
を

い
つ
も
気
に
し
て
い
て
、
自
分
を
失
う
よ
う
な
乙
と
が
な
い
よ
う
に
、
つ
ま

り
は
人
間
性
を
失
わ
な
い
よ
う
に
と
い
う
警
告
を
繰
返
し
し
て
い
ま
す
。
勿

論
モ
ラ
リ
ス
ト
だ
け
で
な
く
古
今
東
西
の
心
あ
る
人
は
言
い
方
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
乙
の
警
告
は
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
と
と
は
、
自
分
を

柾
げ
或
い
は
自
分
を
棄
て
て
公
に
従
う
の
が
人
聞
の
弱
さ
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
そ
れ
が
立
派
な
人
間
だ
と
い
う
宣
伝
を
し
て
い
る
者
が
い
つ
の
世
に

も
必
ず
い
る
の
で
し
ょ
う
。
滅
私
奉
公
が
蹟
き
の
は
じ
ま
り
で
す
。

戦
争
が
終
っ
て
間
も
な
い
頃
に
外
を
柾
げ
て
も
自
分
を
在
げ
な
い
よ
う
に

と
乙
の
話
を
し
ま
す
と
、
外
観
を
装
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
卑
屈
な
乙
と
は
自

分
た
ち
に
は
出
来
な
い
と
い
う
若
い
方
々
が
大
勢
い
ま
し
た
。
私
は
い
い
時

代
に
な
っ
た
と
恩
い
ま
し
た
。
外
観
を
装
わ
ず
に
済
め
ば
そ
れ
に
越
し
た
と

と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
は
行
か
な
く
な
る
時
も
必
ず
あ
る
と
言
っ
て
も

承
知
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
嫌
な
と
と
を
嫌
だ
と
言
え
る
時
代
、
そ

れ
が
通
せ
る
時
代
を
想
い
ま
す
と
実
に
爽
か
で
す
よ
。
戦
争
が
終
っ
た
当
座

は
、
若
い
人
達
も
私
た
ち
も
本
当
に
さ
ば
さ
ば
し
ま
し
た
。
ほ
ん
の
僅
か
の

聞
で
し
た
が
@

-7-

l
l好
き
な
と
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と
い
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・
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特別インタヴュー

串
回
そ
の
時
の
気
分
だ
け
で
、
嫌
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
で
す
よ
。
充
分
考
え

た
末
に
、
一
つ
の
結
論
と
し
て
は
っ
き
り
嫌
だ
と
い
う
乙
と
で
す
。
そ
れ
が

い
つ
の
間
に
か
、
嫌
だ
け
ど
も
ま
あ
我
慢
し
て
賛
成
し
て
置
と
う
。
賛
成
し

て
置
か
な
い
と
、
ひ
ど
い
自
に
遭
い
そ
う
だ
、
損
を
す
る
、
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ

ク
を
知
っ
て
し
ま
う
。
僕
自
身
も
騒
々
陥
り
易
い
と
と
ろ
で
、
警
戒
を
弛
め

る
乙
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

ー
『
思
索
の
階
段
』
と
い
う
先
生
の
本
の
な
か
で
、
文
学
に
つ
い
て
書
か
れ

て
あ
り
ま
す
が
、
文
学
と
哲
学
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

串
田
『
思
索
の
階
段
』
と
い
う
の
は
、
赤
坂
山
王
下
の
火
事
に
な
っ
て
大
勢
亡

く
な
っ
た
ホ
テ
ル
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
火
事
の
出
る
少
し
前
に
あ
の
ホ
テ

ル
の
一
室
で
喋
っ
て
、
そ
れ
が
極
く
短
期
間
で
本
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

で
、
無
責
任
極
ま
る
も
の
で
す
・
読
ん
で
下
さ
る
方
々
に
い
ろ
い
ろ
謝
罪
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
で
す
。
と
乙
ろ
で
、
文
学
と
哲
学
で
す
か
。
人
聞
は

分
類
の
好
き
な
動
物
で
す
ね
。
ど
の
分
野
で
も
よ
く
も
ま
あ
、
と
思
え
る
程

分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
す
べ
て
扱
い
易
い
か
ら
で
す
。
確
か
に
そ

う
し
て
置
い
た
方
が
便
利
な
場
合
も
多
い
と
思
い
ま
す
よ
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
窮
屈
で
具
合
の
悪
い
乙
と
も
起
り
ま
す
ね
。
哲
学
科
に
席
を
お
き
な
が

ら
、
小
説
や
詩
や
戯
曲
を
読
む
に
は
何
か
理
窟
っ
け
な
い
と
い
け
な
い
よ
う

で
す
砂
れ
ど
、
そ
ん
な
と
と
に
と
だ
わ
る
必
要
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
正
直

に
雪
ロ
え
ば
読
み
た
く
な
っ
た
か
ら
文
学
に
分
類
さ
れ
て
い
る
本
を
読
み
ま
し

た。

1
1
日
本
の
作
家
の
方
を
よ
く
読
ま
れ
た
の
で
す
か
。

串
田
ど
ち
ら
も
読
み
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
多
か
っ
た
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
乙
れ

は
今
に
続
い
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
翻
訳
家
が
沢
山
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
思

恵
を
受
け
て
外
国
の
そ
れ
も
方
々
の
国
の
本
が
読
め
ま
す
。
乙
れ
を
い
ち
い

ち
原
書
で
読
ん
で
い
た
ら
大
変
で
す
。
で
も
気
紛
れ
な
読
み
方
で
す
か
ら
片

寄
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。

-
|
哲
学
を
な
さ
っ
て
い
る
と
文
学
を
読
ん
で
特
に
人
閣
の
と
と
に
つ
い
て
イ

ン
ス
ピ
レ
l
シ
ョ
ン
を
得
る
乙
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

串
国
文
学
と
い
う
の
は
、
先
ず
作
品
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
触
れ
て
、
乙
ち
ら
は

読
者
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
感
心
し
た
り
気
が
つ
か
な
か
っ
た
現
実
の
中
に
何

か
を
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
せ
い
ぜ
い
文
章
を
書
く
時
の
技

術
、
表
現
な
ど
の
工
夫
の
仕
方
を
教
え
ら
れ
る
と
乙
ろ
ま
で
で
、
学
問
と
し

て
の
深
入
り
は
し
ま
せ
ん
。
で
も
何
年
か
前
に
、
『
哲
学
散
歩
』
(
筑
摩
書

房
四
巻
〉
を
出
す
時
に
、
「
哲
学
は
文
学
を
傷
め
つ
け
る
」
と
い
う
文
章

を
書
い
て
一
種
の
告
白
を
し
ま
し
た
。
哲
学
に
し
よ
う
か
文
学
に
し
よ
う
か

と
迷
い
が
長
い
あ
い
だ
あ
り
ま
し
た
ね
。
詰
り
哲
学
と
文
学
と
い
う
二
軒
の

家
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
よ
。
一

方
に
飽
き
る
と
片
方
へ
移
る
と
い
う
よ
う
な
。
し
か
も
と
そ
乙
そ
と
。
そ
れ

を
両
方
壊
し
て
、
両
方
の
住
み
心
地
を
味
え
る
よ
う
な
別
の
一
軒
を
新
し
く

造
る
乙
と
も
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
も
出
来
そ
う
に
は
思
っ
て
い
ま
す
が

可
能
性
だ
け
で
実
現
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
を
発
表
す
る
場
も
あ
り
ま

せ
ん
し
、
自
分
で
創
る
と
い
う
の
は
政
治
的
手
腕
も
要
る
の
で
僕
に
は
出
来

ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
し
い
も
の
と
雪
ロ
え
ば
、
毎
年
一
冊
の
割
で
出
し
て
い
る
断

-8ー



想
集
(
菰
生
書
一
一
房
〉
で
、
『
不
器
用
な
愛
』
か
ら
始
め
て
『
精
神
の
飢
渇
』

『
概
論
う
女
神
』
『
星
々
の
戯
れ
』
『
隠
さ
れ
た
鍵
』
そ
し
て
最
近
六
冊
目

の
『
可
憐
な
悪
魔
』
が
出
ま
し
た
。
余
り
読
ん
で
下
さ
る
方
も
い
な
い
よ
う

で
す
か
ら
却
っ
て
満
足
し
て
い
ま
す
。

|
|
先
生
の
作
品
を
全
部
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
叫
り
で
は
な
い
の
で
す
が
、

豊
か
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
一
体
ど
乙
か
ら
わ
い
て
く
る
の
で
し
ょ

・つ。

山と哲学六十年

串
田
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
か
。
そ
れ
は
判
り
ま
せ
ん
ね
。
苦
労
し
て
さ

が
し
出
し
た
も
の
な
ら
説
明
出
来
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。
そ
れ
よ
り
本
当
の

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
湧
い
て
文
章
が
書
け
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
は
思
い

ま
す
ね
。

あ
な
た
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
恩
わ
れ
る
も
の
は
、
僕
に
は
苦
し
ま

ぎ
れ
に
し
ぼ
り
出
し
た
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
ね
、

は
っ
き
り
言
え
ば
書
く
乙
と
は
商
売
な
の
で
す
。
だ
か
ら
商
売
の
上
手
下
手

が
よ
く
判
り
ま
す
ね
。
僕
は
比
較
的
忠
実
な
商
人
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
巧

み
な
商
人
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
引
受
け
て
し
ま
っ
て
か
ら
い
つ
も
後

悔
し
て
、
断
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
今
言
っ
た
よ
う

に
忠
実
で
す
か
ら
、
後
悔
は
し
て
も
い
や
い
や
そ
の
仕
事
を
す
る
と
と
は
殆

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
一
生
懸
命
書
き
ま
す
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
乙

の
部
分
は
う
ま
く
書
け
た
ぞ
と
い
う
箇
所
が
出
来
て
来
ま
す
。
自
分
の
才
能

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
う
ま
い
表
現
を
し
て
い
る
と
と
が
あ
り
ま
す
。

乙
の
時
に
僕
は
密
か
な
悦
び
を
味
う
訳
で
、
そ
れ
を
他
人
に
誇
る
よ
う
な
乙

と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
原
稿
料
が
沢
山
戴
け
そ
う
だ
か
ら
う
ま
く

串田孫一

書
け
た
訳
で
も
な
い
し
、
お
金
と
は
関
係
が
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
し
ょ
う
。

内
緒
で
す
げ
れ
ど
。

|
|
『
講
離
』
と
い
う
本
に
、

き
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

串
田
『
講
離
』
は
今
か
ら
五
十
二
年
前
に
出
し
た
僕
の
最
初
の
本
で
す
け
れ
ど
、

山
へ
登
ら
な
く
な
っ
た
男
の
言
訳
で
す
ね
。
少
々
気
取
っ
た
言
訳
で
す
。
し

か
し
、
幾
ら
気
取
っ
て
も
言
訳
は
言
訳
で
あ
っ
て
、
何
か
言
い
た
く
な
い
も

の
を
隠
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
白
状
し
な
さ
い
と
仰
言
る
訳
で
す

ね
。
隠
し
て
い
る
大
き
な
理
由
で
も
あ
れ
ば
幾
ら
で
も
白
状
致
し
ま
す
け
れ

ど
、
そ
ん
な
に
大
き
な
理
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。
乙
の
御
質
聞
に
は
乙
れ
ま
で

も
い
ろ
い
ろ
の
答
え
方
を
し
て
来
ま
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
く
計
画
を
立
て

て
、
大
学
か
ら
許
可
が
出
な
か
っ
た
と
か
、
世
の
中
の
空
気
が
山
登
り
ど
乙

ろ
で
は
な
く
な
っ
て
来
た
と
か
、
大
変
気
が
ね
を
感
じ
た
乙
と
は
事
実
で
す
。

山
登
り
は
ス
ポ
ー
ツ
で
も
な
い
し
、
体
の
鍛
練
で
も
な
く
て
、
精
神
的
な
も

の
だ
と
一
応
自
分
で
は
納
得
し
て
い
て
も
、
結
局
は
遊
び
で
す
か
ら
ね
。
世

間
は
も
っ
と
は
っ
き
り
遊
び
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
時
山
を
登
る
の
を
や
め
ら
れ
た
乙
と
を
お
書

-9ー

ー
ー
と
い
う
の
は
、
山
を
登
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
内
的
な
理
由
と
い
う
よ

h
リ

ahu--:
・・。

串
回
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
思
っ
て
置
い
て
下
さ
い
。
何
か
そ
れ
よ
り
も
内
面
的

な
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
恩
っ
て
下
さ
る
の
は
ま
と
と
に
光
栄
な

の
で
す
が
、
中
学
に
入
っ
て
登
り
出
し
て
八
年
間
も
閉
じ
と
と
を
や
っ
て
い

れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
飽
き
て
来
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
戦
争
が
終
っ
て
か
ら
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ま
た
始
め
ま
し
た
か
ら
、
結
局
外
側
の
諸
条
件
に
左
右
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

ね。

|
|
先
生
に
と
っ
て
哲
学
と
山
に
ほ
ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

a
H
 

串
田
哲
学
の
勉
強
と
言
っ
て
も
、
八
の
字
を
寄
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳

で
は
な
い
し
、
一
方
で
山
登
り
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
ん
な
に
滑
稽
な
乙

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
C

本
当
は
全
部
自
分
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
。
や
や
古
風

な
感
じ
は
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
山
を
思
索
の
場
と
し
て
い
ま
す
、
と

言
え
ば
そ
れ
も
通
用
す
る
し
、
疲
れ
た
頭
を
暫
く
空
っ
ぽ
に
し
て
来
る
と
言

っ
て
山
へ
行
っ
て
も
、
そ
れ
も
通
用
す
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
接
点
が

全
く
な
か
っ
た
と
は
昔
守
え
ま
せ
ん
。
た
だ
僕
は
、
実
際
問
題
と
し
て
余
り
器

用
に
山
と
哲
学
と
を
結
び
つ
け
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
結
び
つ
け
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
後
か
ら
の
繕
え
ご
と
で
す
。
如
何
に
も
そ
れ
ら
し
く
捧
え

ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
乙
れ
は
需
が
少
し
そ
れ
る
け
れ
ど
ね
、
少
し

山
登
り
を
続
け
て
い
る
と
、
随
分
登
っ
て
い
る
よ
う
だ
砂
ど
、
加
賀
の
白
山

は
知
ら
な
い
そ
う
だ
ね
、
北
海
道
の
大
雪
山
花
登
っ
て
い
な
い
の
か
、
な
ど

と
言
わ
れ
る
と
、
若
い
時
に
は
そ
れ
が
口
惜
し
三
な
っ
て
段
々
他
人
の
そ
う

い
う
言
葉
の
た
め
に
義
理
で
登
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
す
。
哲
学
で
も
そ
う

で
、
お
前
は
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
は
読
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
カ
ン
ト
は
ど
う
な

ん
だ
、
へ

l
ゲ
ル
を
知
っ
て
い
る
の
か
と
言
わ
れ
た
り
す
る
と
、
乙
れ
も
義

理
で
読
ん
で
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
気
持
に
な
る
。
そ
れ
と
同
じ

で
す
。
自
分
の
山
、
自
分
の
勉
強
を
自
分
で
納
得
し
な
が
ら
や
れ
る
よ
う
に

な
る
の
に
は
時
聞
が
か
か
り
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
義
理
で
生
き
て
い
る
訳
で

は
な
い
の
だ
か
ら
、
好
き
な
と
と
は
好
き
な
よ
う
に
や
れ
ば
い
い
の
に
、
そ

れ
が
な
か
な
か
そ
う
は
行
か
な
い
。
人
閣
の
弱
さ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
勉
強

の
仕
方
な
ど
は
、
自
分
に
似
合
っ
た
や
り
方
を
見
附
げ
て
や
ら
な
け
れ
ば
面

白
く
な
い
で
し
ょ
う
。

-
|
最
後
に
外
語
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
ら
し
た
頃
の
思
い
出
話
な
ど
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
ま
す
か
。

串
田
外
語
の
思
い
出
で
す
か
。
も
う
辞
め
さ
せ
て
頂
い
て
二
十
何
年
に
も
な
る

の
で
、
記
憶
も
暖
昧
に
な
り
ま
し
た
。
我
偉
で
勝
手
な
教
師
で
し
た
か
ら
、

先
生
方
の
う
ち
に
は
歯
捧
く
思
っ
て
お
ら
れ
た
方
や
、
仕
様
の
な
い
奴
だ
と

思
っ
て
お
ら
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
諸
先
生
と
の
お
附
合
い

は
、
余
り
深
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
大
学
と
い
う
と
乙
ろ
は
、
深
く

お
附
合
い
し
な
く
と
も
済
ま
さ
れ
る
と
と
ろ
で
す
。
他
の
勤
め
の
経
験
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
何
と
も
畳
一
守
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
い
い
と
乙
ろ
で
も
あ
る
の

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
今
か
ら
想
う
と
、
い
ろ
い
ろ
の
語
学
の
先
生
が
お
ら
れ

る
の
だ
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
専
門
の
学
者
が
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
勉

強
を
進
め
な
が
ら
、
も
っ
と
食
欲
に
質
問
を
し
て
教
え
て
い
た
だ
貯
ば
よ
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
中
国
語
の
と
と
で
お
質
ね
し
た
ζ
と
、
法
律
に
関
す
る

質
問
を
し
た
と
と
、
十
五
年
間
お
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
聞
に
教
え
て
頂
い

た
ζ
と
は
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
み
ん
な
憶
え
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
僕
は

「
フ
ィ
リ
l
ヌ
の
日
記
」
の
翻
訳
を
し
た
乙
と
が
あ
り
ま
す
。
一
部
分
の
訳

を
雑
誌
に
載
せ
ま
し
た
。
乙
れ
は
全
く
架
空
の
訳
で
「
フ
ィ
リ
l
ヌ
の
日
記
」

な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
乙
の
堕
翻
訳
が
ば
れ
て
問
題
に

な
っ
た
場
合
、
僕
は
ど
う
な
る
か
が
心
配
に
な
り
だ
し
て
、
法
律
の
先
生
に
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伺
っ
た
乙
と
も
あ
る
。
ど
う
い
う
乙
と
に
な
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。
ま
た

先
生
方
が
ゴ

l
ゴ
リ
の
「
検
察
官
」
を
な
さ
っ
た
時
に
舞
台
監
督
を
し
ま
し

た
。
台
詞
を
な
か
な
か
憶
え
な
い
方
が
い
て
も
叱
る
訳
に
は
行
か
ず
、
閤
り

ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
熱
心
で
し
た
ね
。
変
な
大
学
だ
と
は
恩
い
ま
し
た
け
れ

ど
@

山と哲学六十年

|
|
先
生
が
お
辞
め
に
な
っ
た
際
に
、
何
が
一
番
引
っ
か
か
っ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。

串
悶
辞
め
た
時
に
、
二
つ
三
つ
退
職
の
理
由
を
書
か
さ
れ
た
り
、
室
田
か
れ
た
乙

と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
ど
ん
な
乙
と
を
書
い
た
か
、
書
か
れ
た
か
忘
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
あ
の
、
一
度
山
を
や
め
た
時
と
違
っ
て
僕
個
人
の

乙
と
な
の
で
す
。
教
室
へ
出
る
で
し
ょ
う
。
学
生
さ
ん
が
ち
ら
ほ
ら
い
ま
す

ね
。
話
を
し
て
い
て
乙
の
話
を
聞
い
て
い
て
呉
れ
る
の
か
、
聞
い
て
い
な
い

で
、
全
く
ほ
か
の
乙
と
を
考
え
て
い
る
の
か
は
長
年
喋
っ
て
い
る
と
判
る
も

の
な
の
で
す
。
そ
れ
が
突
然
判
ら
な
く
な
っ
て
、
自
分
の
声
、
自
分
の
言
葉

が
そ
の
億
返
っ
て
来
て
し
ま
う
の
で
す
。
自
分
の
耳
花
。
今
乙
う
し
て
喋
っ

て
い
る
時
、
自
分
の
声
を
聞
乙
う
と
思
え
ば
聞
け
ま
す
け
れ
ど
ね
、
あ
な
た

方
の
顔
、
表
情
を
見
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
反
応
、
返
事
を
待
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
そ
の
ま
ん
ま
戻
っ
て
来
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
話
が
出
来
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。

串田孫一

|
|
考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
、
い
ち
い
ち
ど
自
分
の
仰
言
っ
た
乙
と
を
。

串
回
そ
う
で
す
よ
。
何
故
乙
ん
な
下
ら
な
い
乙
と
を
喋
っ
て
い
る
の
だ
、
と
思

っ
た
途
端
に
話
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
呼
吸
も
お
か
し
く
な
る
し
、
鼓

動
も
激
し
く
な
っ
て
来
る
。
乙
れ
を
無
理
に
続
け
て
い
た
ら
、
本
式
の
精
神
病

に
な
っ
て
し
ま
う
と
恩
っ
て
退
職
を
願
い
出
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
経

験
の
な
い
先
生
方
は
そ
れ
を
何
か
の
口
実
の
よ
う
に
受
取
っ
て
し
ま
わ
れ
る
の

で
、
理
解
し
て
頂
く
の
に
可
な
り
骨
が
折
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
さ
っ
ぱ
り
、
教

師
が
い
や
に
な
り
ま
し
た
。
と
言
っ
て
通
用
す
る
よ
う
.
だ
っ
た
ら
い
い
の
で
す

が
ね
え
。
乙
の
病
気
(
?
)
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
恐
ろ
し
く
て
講
演

も
み
ん
な
お
断
り
し
て
い
ま
す
。
ラ
ジ
オ
の
放
送
は
自
の
前
に
誰
も
い
な
い
か

ら
、
話
を
し
た
乙
と
が
返
っ
て
来
ま
せ
ん
。
妙
な
も
の
で
す
よ
@
自
分
で
は
こ

の
こ
と
は
大
変
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
で
す
が
:
:
:
。

ー
ー
で
は
学
生
と
の
触
れ
合
い
と
い
う
の
も
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

串
国
学
生
さ
ん
達
は
割
合
よ
く
来
ら
れ
ま
し
た
。
僕
は
教
師
の
っ
と
め
の
中
に
は

学
生
さ
ん
個
人
個
人
と
の
応
対
も
含
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
し
、

-
比
重
と
し
て
も
そ
れ
は
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
訪
ね
て
来
る
人
に

も
、
帰
り
道
で
話
し
か
け
て
来
る
人
に
も
、
き
ち
ん
と
応
対
し
て
い
た
つ
も
り

で
す
。
親
し
い
お
附
合
い
が
今
に
続
い
て
い
る
方
も
可
な
り
沢
山
い
ま
す
。
特

に
山
岳
部
の
人
達
は
み
ん
な
遠
慮
が
な
く
な
っ
て
、
乙
の
部
屋
に
も
六
人
か
ら

八
人
ぐ
ら
い
ま
で
は
寝
て
行
っ
た
と
と
も
あ
り
ま
し
た
。
夜
遅
く
や
っ
て
来
て

何
か
食
べ
る
も
の
な
い
か
と
言
い
な
が
ら
戸
棚
を
あ
け
て
探
し
た
り
:
:
:
。
仕

事
も
勉
強
も
休
業
で
す
よ
。
乙
う
い
う
人
の
中
に
は
も
う
孫
が
い
る
人
も
い
ま

す
し
。
最
近
は
、
外
で
名
刺
を
貰
っ
て
・
っ
ゃ
う
や
し
く
お
辞
儀
を
す
る
と
ね
、

私
の
父
が
外
語
で
お
世
話
に
な
っ
た
よ
う
で
・
:
・
:
な
ど
と
言
い
出
さ
れ
る
と
、

何
と
も
返
事
に
困
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
勉
強
家
の
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
勉
強
は
し
て
下
さ
い
。

-11ー
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大
学
と
い
う
と
乙
ろ
は
勉
強
も
す
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
勉
強
の
仕
方
を

会
得
す
る
と
ζ

ろ
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
法
を
訂
正
し
な
が
ら
生
涯

勉
強
を
続
け
る
と
と
を
願
い
ま
す
。

ー

i
今
日
は
お
忙
し
い
中
、

貴
重
な
お
話
を
伺
わ
せ
て
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

串田孫一先生 (88年9月撮影)

内
ノ

ω

一

一

九
一

五
年
(
大
正
四
年
)
東
京
に
生
ま
れ
る
。

暁
星
学
園
を
経
て
、
山

町
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
。
詩
人

・
随
筆
家
と
し
て
積
極
的
な
文
筆
町

一
活
動
を
続
け
る
一
方
、
哲
学
者
と
し
て
も
、
特
に
モ
ラ
リ
ス
ト
研
究
の
第
一

時
一
入
者
と
し
て
名
高
い
。

山

一

一

九

五

O
年
四
月
か
ら
六
五
年
三
月
に
退
官
す
る
ま
で
東
京
外
国
語
大
叩

一
学
に
て
教
鞭
を
と
ら
れ
(
助
教
授
1
教
授
)
、
主
に
倫
理
学
、
哲
学
、
哲
一

一
学
史
、
文
学
等
幅
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
講
義
を
受
け
持
っ
た
。
叩

一

ま

た

、
中
学
時
代
か
ら
登
山
を
始
め
ら
れ
、
登
山
家
と
し
て
も
広
く
知
町

一
ら
れ
て
い
る
。

山
歩
き
を
と
よ
な
く
愛
し
、
見
る
と
と、

考
え
る
乙
と
、
一

一
創
る
と
と
が
調
和
し
た
独
特
の
博
物
学
的
世
界
は
、
多
く
の
人
々
を
魅
了
一

目

し

て

止

ま

な

い

。

明

一

三
七
年
処
女
作

『一
邪
離
|
|
あ
る
い
は
名
宛
の
な
い
手
紙
』
(
泰
文
堂
)
}

-
を
発
表
後
、
現
在
に
到
る
ま
で
精
力
的
な
著
作
活
動
を
続
け
ら
れ
る
か
た
一

一
わ
ら
、
六
九
年
以
降
は
毎
週
自
作
の
ラ
ジ
オ
番
組
を
も
っ
。
時

一
機
械
を
い
じ
り
、
絵
を
錨
き
、
築
刻
し
、
音
楽
に
殖
蓄
を
傾
け
る
な
ど
、一

一
そ
の
豊
か
な
人
生
の
あ
り
か
た
は
、
現
代
社
会
の
疎
外
的
状
況
の
中
で
、

時

F

ま
す
ま
す
輝
き
を
帯
び
て
い
る
。

四

〔主
著
〕
『
懐
疑
』

(
理
想
社
)
、

『哲
学
と
人
間
』

(
河
出
喜
一
際
)
、
山

『山
の
パ
ン
セ
』
(
実
業
之
日
本
社
)
、

『
若
き
日
の
山
』

(
集
英
社
一

文
庫
)
、

『博
物
誌
I
l
V
』

(
社
会
思
想
社
)
な
ど
、
多

数

。

一

串
田
孫
一
先
生
略
歴



特
集
・

N
I
E
s
-
-時
代
の
担
い
手
|
|

韓
国
の

「
政
治
良
識
」
と
民
主
化

ー
全
斗
換
政
権
末
期
か
ら
慮
泰
愚
政
権
発
足
ま
で
|

1ま

じ

め

一
九
八
八
年
、
緯
国
は
史
上
初
の
平
和
的
政
権
交
代
と
ソ
ウ
ル
五
輪
の
開
催

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
関
両
大
事
」
を
つ
つ
が
な
く
成
し
遂
げ
た
。
も
っ
と
も
、

ζ

の
二
つ
が
成
就
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
内
外
で
疑
問
の
声
も
少
な
く

な
か
っ
た
。
と
う
し
た
疑
問
が
起
と
っ
た
主
要
因
は
、
韓
国
内
の
政
局
が
安
定

さ
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
全
斗
換
政
権
末
期
か
ら
慮
泰
愚
政
権
の
発
足
ま
で
の

韓
国
情
勢
、
と
り
わ
け
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
の
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る

韓
国
の
政
局
は
目
ま
ぐ
る
し
い
変
動
を
見
せ
た
。
改
憲
政
局
は
与
野
党
の
対
立

を
先
鋭
化
し
た
ば
か
り
か
、
野
党
分
裂
も
招
く
ほ
ど
混
迷
を
き
わ
め
た
。
結
局
、

与
党
が
野
党
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
「
六
・
二
九
宣
言
」
に
よ
り
、
「
大
統
領

直
選
制
」
を
骨
子
と
す
る
改
憲
が
実
現
し
、
大
統
領
選
で
は
慮
泰
愚
民
か
当
選
、

慮
泰
愚
政
権
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

グ

N
I
B
S
(新
興
工
業
経
済
地
填
)
の
優
等
生

m
と
い
わ
れ
る
韓
国
に
と

っ
て
、
記
録
的
な
経
済
成
長
の
次
は
、
「
政
治
の
奇
蹟
」
、
つ
ま
り
民
主
化
が

成
し
遂
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
混
迷
し
た
改
憲
政
局
は
、
い
わ
ば

針

進

(
国
際
観
光
振
興
会
〉

民
主
化
へ
の
模
索
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
与
野
党
を
含
め
た

韓
国
の
「
政
治
良
識
」
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
事
例
が
多
々
見
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
全
斗
候
政
権
末
期
か
ら
虚
泰
愚
政
権
発
足
ま
で
の
過
程
を
見
直
し

つ
つ
、
韓
国
の
「
政
治
良
識
」
を
再
考
し
た
も
の
で
あ
る
。
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一
、
院
外
で
展
開
し
た
改
憲
論
議
|
与
野
党
の
論
理

一
九
八
五
年
二
月
十
二
日
の
第
十
二
代
国
会
議
員
総
選
挙
で
、
結
党
し
て
一

カ
月
に
も
な
ら
な
い
新
韓
民
主
党
(
新
民
党
)
は
、
「
鮮
明
野
党
」
を
旗
印
に

六
十
七
議
席
を
獲
得
し
て
野
党
第
一
党
に
踊
り
出
た
。
新
民
党
が
台
頭
し
た
背

景
に
は
、
選
挙
期
間
中
の
痛
裂
な
政
府
・
与
党
批
判
の
ほ
か
に
、
「
大
統
領
間

接
選
挙
制
で
あ
る
現
行
憲
法
を
改
正
し
、
大
統
領
を
直
接
選
挙
で
選
ぼ
う
」
と

い
う
公
約
が
一
般
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
点
に
あ
っ
た
。

新
民
党
は
国
会
で
与
党
・
民
主
正
義
党
(
民
正
党
)
に
「
大
統
領
直
選
制
」

を
骨
子
と
す
る
改
憲
を
八
六
年
に
行
う
ζ

と
を
主
張
、
八
六
年
に
入
る
と
「
改
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憲
一
千
万
人
署
名
運
動
」
な
ど
の
院
外
闘
争
ま
で
展
開
し
た
。
乙
れ
に
対
し
、

民
正
党
側
は
「
改
憲
論
議
は
八
八
年
二
月
の
平
和
的
政
権
交
代
と
同
年
秋
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
実
現
後
の
八
九
年
以
降
に
行
う
の
が
順
序
」
(
全
斗
換
大
統

領
、
八
六
年
頭
国
政
演
説
)
と
改
憲
論
議
自
体
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
八
六
年
二
月
二
十
四
日
、
全
斗
候
大
統
領
は
与
野
党
三
党
代
表

と
の
会
談
で
「
国
民
が
望
む
な
ら
八
九
年
に
改
憲
す
る
と
と
が
で
き
る
」
と
改

憲
論
議
を
許
容
し
、
「
八
九
年
改
憲
」
を
政
府
・
与
党
の
方
針
に
変
え
た
。

「
政
局
の
安
定
の
た
め
、
野
党
の
執
鋤
な
改
憲
主
張
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
た
」

(
1
)
と
評
価
さ
れ
た
反
面
、
「
民
正
党
が
改
憲
の
必
要
性
を
認
め
る
の
な
ら
、

な
ぜ
八
九
年
ま
で
延
ば
す
の
か
」
(
李
敏
雨
・
新
民
党
総
裁
)
と
も
攻
撃
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
改
憲
そ
の
も
の
を
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
政
府
・
与
党
側
が
韓

国
の
政
治
で
は
伝
統
的
に
見
ら
れ
な
い
グ
妥
協
'
の
精
神
で
野
党
に
歩
み
寄
り

「
大
人
の
態
度
」
を
見
せ
た
わ
け
だ
が
、
マ
ル
コ
ス
政
権
が
崩
填
し
た
フ
ィ
リ

ピ
ン
政
変
(
八
六
年
二
月
〉
に
全
斗
換
政
権
が
か
な
り
刺
激
さ
れ
た
と
の
見
方

も
あ
り

(
2〉
、
一
貫
し
た
方
針
で
も
な
か
っ
た
「
八
九
年
改
憲
」
を
打
ち
出

し
た
の
も
場
当
た
り
的
で
あ
る
。

一
方
、
「
大
統
領
直
選
制
」
を
骨
子
と
す
る
「
八
六
年
改
憲
」
を
主
張
す
る

野
党
側
に
も
無
理
な
論
理
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
な
ぜ
間
接
選
挙
制
で
は
非

民
主
的
な
の
か
」
と
い
っ
た
政
府
・
与
党
の
反
論
を
ま
と
も
に
論
破
で
き
な
か

っ
た
点
だ
。
ま
た
、
以
前
、
金
大
中
氏
は
間
接
選
挙
制
論
者
で
あ
り
、
金
泳
三

氏
も
議
院
内
閣
制
論
者
で
あ
っ
た
乙
と
か
ら
、
「
憲
法
を
政
争
の
道
具
と
し
て

い
る
」
と
の
非
難
〔
3
)
も
免
れ
得
ま
い
。

そ
し
て
、
改
憲
論
議
は
「
い
つ
改
憲
す
る
か
」
か
ら
、
「
ど
の
よ
う
な
憲
法

に
改
憲
す
る
か
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
全
斗
候
大
統
領
が
「
八
九
年
改
憲
」
か

ら
野
党
の
主
張
す
る
「
八
六
年
改
憲
」
に
や
や
歩
み
寄
っ
て
、
「
国
会
で
与
野

党
が
合
意
、
建
議
す
れ
ば
在
任
期
間
中
に
も
改
憲
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
八
六

年
四
月
三
十
日
に
表
明
し
た
か
ら
だ
。
乙
れ
は
、
新
民
党
に
よ
る
「
改
憲
署
名

運
動
』
が
磁
り
上
が
り
を
見
せ
、
政
権
の
安
定
性
へ
の
危
機
意
識
が
強
か
っ
た

と
読
み
取
る
と
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
朴
正
照
政
権
時
代
の
一
九
七
五
年
に

「
一
維
新
憲
法
」
の
改
憲
を
求
め
る
声
の
中
、
朴
正
県
大
統
領
が
緊
急
措
置
九
号

(
憲
法
誹
誇
・
反
対
の
禁
止
)
を
宣
布
し
た
の
と
比
べ
る
と
、
韓
国
の
政
治
社

会
は
一
つ
の
成
熟
を
見
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
改
憲
論
議
が
与
党
ト
ッ
プ
の
発
言
で
一
転
し
た
り
、
野
党
が
院

外
闘
争
を
行
っ
た
り
と
、
国
会
で
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
は
、
韓

国
に
お
け
る
議
会
制
民
主
主
義
の
未
熟
度
を
示
し
た
一
例
で
あ
る
。

二
、
旧
態
依
然
の
与
党
の
強
硬
策

-14-

全
斗
燥
大
統
領
が
在
任
中
の
改
憲
を
認
め
て
か
ら
、
与
野
党
の
改
憲
論
議
は

政
府
形
態
を
め
ぐ
る
対
立
点
に
集
約
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
与
党
・
民
正
党
は

「
議
院
内
閣
制
」
、
野
党
・
新
民
党
は
「
大
統
領
直
選
制
」
を
骨
子
と
し
た
改

憲
案
を
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

民
正
党
は
「
過
去
六
回
の
大
統
領
直
選
制
は
民
主
発
展
の
面
で
全
部
失
敗
し
、

長
期
独
裁
に
利
用
さ
れ
た
」
(
慮
泰
恩
代
表
委
員
)
と
の
立
場
か
ら
、
内
閣
の

機
能
を
強
化
し
た
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
、
大
統
領
は
象
徴
的
な
国
家
元
首
に

す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
韓
国
民
は
、
朴
正
照
氏
と
金

大
中
氏
が
対
決
し
た
一
九
七
一
年
の
大
統
領
選
挙
以
来
、
自
ら
の
手
で
大
統
領

を
直
接
選
ぶ
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
大
統
領
直
選
制
を
強
く
望
ん
だ
。
議
院
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内
閣
制
そ
の
も
の
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

民
正
党
は
与
野
党
が
歩
み
寄
る
と
と
に
よ
る
「
合
意
改
憲
」
を
目
指
し
た
が
、

野
党
は
「
議
院
内
閣
制
」
の
改
憲
案
を
断
聞
と
し
て
拒
否
す
る
姿
勢
を
続
け
、

与
野
党
双
方
が
一
歩
も
立
場
を
譲
ら
な
か
っ
た
た
め
、
韓
国
の
政
局
は
混
迷
の

度
合
を
深
め
た
。
特
に
憂
慮
さ
れ
た
の
は
、
八
六
年
秋
の
ア
ジ
ア
大
会
終
了
後
、

民
正
党
が
野
党
・
在
野
勢
力
に
強
硬
な
対
応
を
見
せ
は
じ
め
た
と
と
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
八
六
年
十
月
に
は
「
韓
国
の
国
是
は
反
共
よ
り
統
ご
と
述
べ
た

新
民
党
の
食
成
換
議
員
を
国
家
保
安
法
違
反
で
逮
捕
し
た
事
件
、
建
国
大
に
寵

城
し
た
学
生
を
強
硬
措
置
で
排
除
し
た
事
件
な
ど
が
あ
っ
た
。
年
末
に
は
与
党

内
で
「
新
民
党
を
解
体
さ
せ
る
ζ

と
が
で
き
る
」
と
の
声
が
出
た
ほ
ど
で
、

新
民
党
に
対
す
る
姿
勢
は
な
お
強
硬
に
な
っ
て
い
た

(
4〉
。
与
野
党
の
対
決

色
は
一
段
と
強
ま
り
、
政
界
再
編
や
戒
厳
令
発
動
と
い
っ
た
グ
危
機
説

H

の
噂

も
盛
ん
に
流
れ
た
の
で
あ
っ
た

(
5〉。

と
と
ろ
で
、
八
六
年
の
韓
国
に
と
っ
て
、
学
生
運
動
が
昼
間
と
は
違
う
様
相

を
見
せ
、
「
反
米
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
登
場
、
北
朝
鮮
の
主
張
に
近
い
勢
力
が

台
頭
し
て
き
た
の
は
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
「
反
米
自
主
化
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ

民
主
化
闘
争
委
員
会
」
(
自
民
闘
)
と
「
反
帝
反
軍
部
フ
ァ
ッ
シ
ョ
民
族
民
主

闘
争
委
員
会
」
(
民
民
間
〉
と
い
う
二
つ
の
過
激
な
学
生
組
織
が
結
成
さ
れ
、

改
憲
論
議
の
中
で
も
「
憲
法
撤
廃
」
を
主
張
し
、
野
党
勢
力
と
の
亀
裂
も
明
固

化
し
た
。
政
府
当
局
も
学
生
の
動
き
に
触
発
さ
れ
、
「
八
八
年
二
月
の
政
権
交

代
以
前
の
容
共
勢
力
・
分
子
を
抜
本
排
除
す
る
目
的
で
」

(
6〉
、
「
容
共
左

傾
思
想
一
一
掃
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
八
六
年
末
、
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
(
北
朝
鮮
)
が
軍
事
境
界
線
近
く
に
建
設
を
始
め
た
「
金
剛

山
ダ
ム
」
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
大
々
的
に
行
わ
れ
た
。
政
府
系
紙
は

「
国
民
が
一
致
団
結
、
国
力
を
結
集
さ
せ
れ
ば
、
現
代
戦
が
国
家
総
力
戦
と
い

う
形
で
、
北
保
(
北
朝
鮮
〉
の
南
侵
脅
威
か
ら
切
り
抜
け
ら
れ
る
」

(
7
)
と、

コ
致
団
結
」
、
「
結
集
」
な
ど
の
言
葉
で
安
保
意
識
を
煽
っ
た
。
と
の
二
つ

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
改
憲
問
題
で
混
迷
す
る
園
内
政
局
を
引
き
締
め
る
意
味

を
持
っ
た
乙
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
反
政
府
勢
力
の
主
張
を
、
「
反
共
」

や
「
反
北
朝
鮮
」
で
牽
制
す
る
の
も
韓
国
政
治
の
特
徴
で
あ
る
。

三
、
新
民
党
の
内
紛
と
改
憲
政
局

議
院
内
閣
制
改
憲
案
を
一
貫
し
て
拒
否
し
て
き
た
新
民
党
の
李
敏
雨
総
裁
は
、

八
六
年
十
二
月
二
十
四
日
、
言
論
の
自
由
や
拘
束
者
の
釈
放
な
ど
「
民
主
化
七

項
目
」
が
整
え
ば
、
「
議
院
内
閣
制
へ
の
改
憲
に
対
し
肯
定
的
に
検
討
す
る
」

と
述
べ
波
紋
を
広
げ
た
。
乙
れ
は
「
李
敏
雨
構
想
」
と
呼
ば
れ
、
「
破
局
を
食

い
止
め
る
処
方
築
が
野
党
総
裁
か
ら
出
た
」

(
8
)
と
い
う
歓
迎
ム
l
ド
も
あ

り
、
民
正
党
側
も
「
肯
定
的
に
評
価
し
た
い
」
(
李
春
九
事
務
総
長
)
と
応
じ

た
。
し
か
し
、
二
日
後
の
十
二
月
二
十
六
日
に
は
「
李
敏
雨
構
想
」
の
趣
旨
は

「
あ
く
ま
で
大
統
領
直
選
制
改
憲
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
も
の
」
と
、
新
民
党

拡
大
幹
部
会
議
で
位
置
づ
け
が
修
正
さ
れ
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
金
泳
三
・
新
民
党
常
任
顧
問
と
金
大
中
・
民
主
化
推
進
協
議
会
議

長
は
、
「
新
民
党
が
議
院
内
閣
制
を
受
容
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
」
と
反

発
、
年
明
け
の
八
七
年
一
月
七
日
に
は
全
面
白
紙
化
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

乙
れ
を
受
け
た
李
敏
雨
総
裁
も
「
昨
年
末
の
拡
大
幹
部
会
議
で
の
決
定
が
認
め

ら
れ
な
い
な
ら
、
と
れ
以
上
党
を
率
い
て
い
け
な
い
」
と
両
金
氏
に
抗
議
し
た

も
の
の
、
一
月
十
五
日
に
は
「
党
、
両
金
氏
、
国
民
に
対
し
て
申
し
訳
な
か
っ

F
D
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た
」
と
謝
罪
す
る
と
い
う
結
末
と
な
っ
た
。

乙
の
野
党
の
内
紛
劇
は
、
「
公
党
の
代
表
が
党
論
と
し
て
公
言
し
た
約
束
を

い
い
か
げ
ん
に
覆
し
て
良
い
の
か
」

(
9
)
と
い
う
世
論
の
声
ゃ
、
「
両
金
氏

の
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ぬ
越
権
的
な
干
渉
」
と
い
う
党
内
非
主
流
派
の
非
難
で
、

「
李
総
裁
の
無
力
と
両
金
氏
の
党
内
健
在
ぷ
り
」
〈
叩
)
を
露
呈
し
た
。
韓
国

の
野
党
が
両
金
氏
と
い
う
ボ
ス
支
配
に
あ
る
ζ

と
を
再
考
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、

李
敏
雨
総
裁
が
柔
軟
な
対
応
を
見
せ
た
だ
け
で
、
「
『
サ
ク
ラ
』
(
李
総
裁
が

民
正
党
の
回
し
者
の
意
)
と
い
う
言
葉
ま
で
出
た
」
(
日
)
と
い
う
の
も
韓
国

野
党
の
体
質
が
う
か
が
え
る
。

乙
う
し
た
中
、
民
正
党
内
で
は
「
『
合
意
改
憲
』
は
無
理
だ
と
判
断
、
『
合

法
改
憲
』
を
推
進
す
る
た
め
の
具
体
的
戦
略
で
合
意
」
(
臼
〉
し
て
い
る
と
の

観
測
が
有
力
と
な
っ
た
。
「
合
法
改
憲
」
と
は
、
与
野
党
双
方
が
歩
み
寄
る

「
合
意
改
憲
」
で
は
な
く
、
国
会
の
多
数
決
に
よ
る
改
憲
案
の
可
決
で
あ
る
。

改
議
案
議
決
に
は
国
会
在
籍
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
与
党
単

独
で
は
不
可
能
だ
が
、
野
党
の
中
に
は
議
院
内
閣
制
に
賛
成
し
て
る
議
員
が
い

る
た
め
、
乙
れ
も
十
分
可
能
な
の
で
あ
る
。
特
に
、
全
斗
燥
大
統
領
が
八
七
年

一
月
十
二
日
の
新
年
国
政
演
説
で
「
改
窓
の
合
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
重
大

な
決
断
を
下
す
」
と
強
調
し
た
と
と
で
様
々
な
憶
測
を
よ
ん
だ
。

さ
ら
に
、
ソ
ウ
ル
大
生
の
朴
鍾
哲
が
警
察
の
拷
問
で
死
亡
し
た
事
件
は
、
改

憲
政
局
の
見
通
し
を
ま
す
ま
す
暗
く
し
た
。
野
党
の
内
紛
で
政
局
の
主
導
権
を

握
っ
て
い
た
政
府
・
与
党
も
、
旧
時
代
的
な
拷
悶
死
事
件
に
よ
り
、
今
度
は
守

勢
に
回
っ
た
わ
け
で
あ
る
(
臼
)
。
乙
う
し
た
状
況
下
で
「
『
改
憲
白
紙
化
|

八
八
年
以
降
改
憲
』
論
が
ひ
っ
そ
り
と
頭
角
し
て
き
た
」
(
比
)
と
も
い
わ
れ
、

早
期
改
憲
と
い
う
国
民
へ
の
公
約
が
ホ
ゴ
に
さ
れ
る
可
能
性
も
浮
上
し
て
き
た

の
だ
。新

民
党
の
内
紛
、
ソ
ウ
ル
大
生
拷
問
死
事
件
の
み
な
ら
ず
、
改
憲
特
別
委
員

会
が
与
野
党
の
合
意
で
国
会
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
一
度
も
改
憲
内
容

に
つ
い
て
実
質
審
議
も
な
か
っ
た
。
緯
固
に
と
っ
て
、
政
治
良
識
が
改
め
て
問

わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

園
、
国
民
を
裏
切
っ
た
『
四
・
一
三
改
憲
留
保
措
置
』

内
紛
を
続
け
て
き
た
新
民
党
は
八
七
年
四
月
八
日
、
両
金
氏
が
率
い
る
主
流

派
が
大
量
脱
党
し
、
五
月
一
自
に
統
一
民
主
党
(
民
主
党
)
を
結
成
、
反
主
流

派
は
新
民
党
に
残
党
す
る
と
い
う
形
で
分
裂
し
た
。
韓
国
の
野
党
史
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
分
派
に
分
派
を
重
ね
て
き
た
も
の
の
、
「
党
内
多
数
派
が
風
呂

敷
を
提
げ
て
党
を
離
れ
る
と
い
う
の
は
初
め
て
の
ケ
1
ス
」
で
あ
っ
た
(
お
)
。

も
っ
と
も
、
，
両
金
氏
'
を
ボ
ス
と
す
る
新
党
の
民
主
党
は
金
泳
三
系
と
金

大
中
系
の
両
派
が
党
役
職
な
ど
の
運
営
を
五
十
対
五
十
に
分
割
し
た
。
金
泳
三

系
は
国
会
も
重
視
す
る
「
選
挙
革
命
」
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
金
大
中
系
は

「
場
外
闘
争
」
に
重
点
を
置
き
、
両
派
の
路
線
は
異
質
な
側
面
が
あ
っ
た
。
事

実
、
わ
ず
か
六
カ
月
後
に
は
民
主
免
は
分
裂
劇
を
起
と
す
の
で
あ
る
。

新
民
党
の
分
裂
が
、
両
金
氏
の
勢
力
と
「
議
院
内
閣
制
」
を
支
持
す
る
反
主

流
派
間
の
乳
撲
に
原
因
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
民
正
覚
は
「
両
金
氏
が
私
欲
の
た

め
反
民
主
党
・
反
議
会
主
義
的
暴
挙
で
公
党
を
瓦
解
さ
せ
、
統
一
民
主
党
を
結

成
し
た
」
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
「
両
金
氏
が
新
民
党
を
崩
壊
さ
せ
た
乙
と

は
合
意
改
憲
へ
の
努
力
の
抹
殺
を
企
図
し
た
も
の
」
と
、
与
党
の
改
憲
政
局
へ

の
態
度
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

戸。
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四
月
十
三
日
、
全
斗
燥
大
統
領
は
つ
い
に
「
任
期
中
の
改
憲
は
不
可
能
」
と

改
憲
を
棚
上
げ
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
四
・
一
三
措
置
」
を
発
表
し
た
。
乙
の
決

定
は
、
「
わ
ず
か
十
カ
月
程
に
迫
っ
た
平
和
的
政
権
移
譲
へ
の
『
時
限
性
』
と

両
金
氏
が
率
い
る
新
党
出
現
が
そ
の
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
」
(
時
)
と
の

見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
早
期
改
憲
と
い
う
国
民
へ
の
公
約
を
ホ
ゴ
に
し
た
乙
と
の
意
味
は

重
く
、
そ
の
後
の
韓
国
情
勢
の
不
安
定
要
因
を
醸
し
た
。
世
論
も
「
民
主
改
憲

に
か
け
た
国
民
の
期
待
が
結
局
は
虚
脱
と
失
望
に
裏
返
っ
た
」
(
げ
)
、
「
国

民
は
と
う
な
る
な
ら
何
の
た
め
に
あ
の
多
く
の
時
間
と
精
力
を
改
憲
論
議
に
注

い
だ
の
か
」
(
鴎
)
と
い
う
重
苦
し
い
空
気
と
な
っ
た
。
全
斗
換
政
権
の
国
民

へ
の
決
定
的
な
，
裏
切
り
'
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
汎
洋
商
船
事
件
(
海
運
財
闘
の
不
正
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
)
や
一
月
に

発
生
し
た
ソ
ウ
ル
大
生
拷
問
致
死
事
件
に
対
す
る
警
察
当
局
の
真
相
隠
蔽
工
作

が
明
る
み
に
出
る
な
ど
、
国
民
の
公
権
力
へ
の
不
信
感
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。

「
四
・
一
三
措
置
」
以
降
、
韓
国
社
会
の
雰
閉
気
は
一
言
で
い
っ
て
「
国
民
は

当
局
が
白
い
も
の
を
白
い
と
い
っ
て
も
信
じ
よ
う
と
し
な
い
ほ
ど
、
公
権
力
に

モ
信
感
を
抱
い
て
い
る
」
〈
悶
)
状
況
で
あ
っ
た
。

乙
う
し
た
中
、
民
正
党
は
六
月
十
日
の
全
党
大
会
で
、
党
内
ナ
ン
バ
ー
2
の

慮
泰
愚
代
表
委
員
を
次
期
大
統
領
候
補
に
正
式
選
出
し
た
・
韓
国
に
と
っ
て
、

現
職
大
統
領
在
任
中
に
与
党
の
次
期
大
統
領
候
補
が
決
ま
っ
た
の
は
初
め
て
の

乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
韓
国
の
憲
政
史
上
で
画
期
的
な
と
と
で
あ

っ
た
と
評
価
で
き
る
面
も
あ
る
。

「
改
憲
留
保
」
の
撤
回
を
求
め
る
民
主
党
や
在
野
勢
力
は
、
改
憲
棚
上
げ
に

よ
る
大
統
領
選
に
つ
な
が
る
民
正
党
全
党
大
会
の
中
止
を
強
く
求
め
た
。
同
じ

自
の
六
月
十
目
、
野
党
側
は
「
朴
鍾
哲
君
拷
問
死
事
件
糾
弾
・
護
憲
撤
回
要
求

国
民
大
会
」
を
計
画
、
ソ
ウ
ル
で
は
治
安
当
局
の
開
催
阻
止
に
出
会
っ
て
、
全

斗
換
政
権
発
足
以
来
の
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
民
正
党
大
会
以
降
、
反
政
府
デ
モ
が

高
ま
り
、
韓
国
政
局
の
緊
張
ぷ
り
は
「
文
字
通
り
千
尋
の
断
崖
に
立
っ
て
い
る
」

(
初
〉
状
況
に
な
っ
て
い
っ
た
。

五

「
六
・
ニ
九
民
主
化
宣
言
|
直
泰
愚
と
新
中
間
層
の
反
乱

一
九
八
七
年
六
月
二
十
九
日
、
改
憲
留
保
措
置
で
政
局
が
混
乱
す
る
中
、
民

正
党
の
慮
泰
愚
代
表
委
員
は
、
政
府
・
与
党
の
と
れ
ま
で
の
立
場
と
は
百
八
十

度
転
換
す
る
「
特
別
宣
言
」
を
突
如
と
し
て
発
表
し
た
。
大
統
領
直
選
制
の
実

施
、
金
大
中
氏
の
赦
免
・
復
権
な
ど
、
野
党
の
「
民
主
化
」
要
求
を
ほ
ぼ
満
た

す
電
撃
的
な
時
局
収
拾
案
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た
。
七
月
一
自
に
は

全
斗
燥
大
統
領
も
ζ

れ
を
承
認
し
、
両
金
氏
、
野
党
、
在
野
勢
力
も
と
れ
を
歓

迎
す
る
な
ど
、
事
態
は
急
転
回
し
た
の
で
あ
る
。

「
六
・
二
九
宣
告
一
己
の
背
景
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
全
斗
換
政
権
へ
の
批
判

を
一
一
層
強
め
る
と
と
と
な
っ
た
「
四
・
一
三
措
置
」
と
「
六
・
一

O
民
正
党
大

会
」
に
端
を
発
す
る
反
政
府
デ
モ
が
、
在
野
勢
力
や
学
生
ば
か
り
か
、
グ
新
中

間
層
'
と
呼
ば
れ
る
階
層
(
幻
)
を
含
む
一
般
市
民
が
合
流
す
る
形
で
全
国
的

に
広
が
り
を
見
せ
た
ζ

と
だ
。
「
(
学
生
が
)
『
護
憲
撤
廃
』
な
ど
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
叫
ぶ
ご
と
に
市
民
は
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
拍
手
で
支
持
を
表
し
た
り
、

警
察
が
催
涙
弾
を
撃
っ
と
、
年
配
の
市
民
が
あ
ち
と
ち
で
先
頭
に
立
っ
て
『
撃

つ
な
』
と
抗
議
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
」
(
忽
)
ほ
Y
走
っ
た
。
全
国
民
的
と
も
い

え
る
反
政
府
デ
モ
は
収
ま
る
と
乙
ろ
を
知
ら
ず
、
「
最
も
確
実
な
支
持
基
盤
と

勾

t
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信
じ
ら
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
安
定
追
求
勢
力
(
新
中
間
層
)
の
離
反
を
肌
に

感
じ
て
、
民
正
党
は
誰
も
大
き
な
落
胆
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
(
お
)

と
い
う
。
全
斗
燥
政
権
時
代
、
韓
国
経
済
は
毎
年
二
ケ
タ
の
持
続
的
な

成
長
を
見
せ
て
、
新
中
間
層
は
生
活
水
準
の
向
上
を
享
受
し
て
き
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
「
新
中
間
層
の
反
乱
」
は
、
①
ソ
ウ
ル
大
生
拷
問
致
死
隠

蔽
事
件
、
②
「
四
・
一
三
措
置
」
、
③
当
局
の
催
涙
弾
乱
用
な
ど
に
嫌
気
が
さ

し
た
と
と
(
担
)
は
も
と
よ
り
、
全
斗
換
政
権
自
体
が
広
い
国
民
的
支
持
基
鍵

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
乙
と
の
証
明
で
も
あ
っ
た
。

第
二
に
、
直
泰
愚
代
表
自
身
が
独
自
性
を
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
政
治
的
位

相
を
確
立
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
と
だ
。
「
六
・
一

O
民
正
党
大
会
」
で
虚
泰

愚
代
表
委
員
が
次
期
大
統
領
候
補
に
指
名
さ
れ
た
の
も
、
与
党
内
に
断
固
と
し

た
権
力
基
盤
の
土
台
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
全
斗
綾
大
統
領
の
単
な

る
「
後
継
者
指
名
」
と
い
っ
た
印
象
が
強
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
人
々
は
慮
泰

愚
代
表
委
員
を
全
斗
機
大
統
領
の
ロ
ボ
ッ
ト
程
度
の
も
の
と
考
え
て
い
た
」

(
お
)
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
野
党
と
の
「
妥
協
」
で
は
な

く
、
国
民
と
野
党
の
声
を
受
け
入
れ
た
与
党
の
コ
方
的
な
大
譲
歩
」
と
も
い

え
る
収
拾
策
(
部
)
で
、
慮
泰
愚
代
表
委
員
は
全
斗
検
大
統
領
と
の
違
い
を
印

象
づ
け
る
乙
と
に
成
功
し
、
政
局
の
主
導
権
を
確
保
、
次
期
大
統
領
候
補
と
し

て
の
「
正
統
性
」
を
示
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
「
六
・
二
九
宣
言
」
は
「
孤
独
な
決
断
」
(
幻
)
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
泰
車
問
代
表
委
員
自
身
は
、
韓
国
誌
と
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
六
月
十
日
以
降
、
何
回
も
悩
み
孤
独
に
考
え
た
末
に
『
六
・
二

九
宣
言
』
を
し
た
わ
け
で
す
。
全
大
統
領
と
事
前
協
議
が
な
か
っ
た
乙
と
が
後

で
証
明
さ
れ
た
か
ら
、
狐
独
な
決
断
だ
と
い
う
の
で
す
。
様
々
な
分
野
の
多
く

の
人
々
の
意
見
を
聞
い
た
。
し
か
し
、
誰
そ
れ
の
特
定
人
物
の
作
用
で
乙
う
い

う
決
断
を
出
し
た
の
で
は
な
い
と
言
い
た
い
」
(
泊
)
と
述
べ
て
い
る
。

全
斗
燥
大
統
領
は
当
時
、
そ
れ
ほ
ど
事
態
を
深
刻
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
節

が
あ
る
。
あ
る
閣
僚
が
「
現
在
の
政
局
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
」
と
語
っ
た

と
乙
ろ
、
「
何
が
危
機
的
な
の
か
?
」
と
述
べ
た
と
い
う
(
鈎
〉
。
一
方
の
虚

泰
愚
代
表
委
員
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
相
違
と
同
時
に
、
と
れ
か
ら
大
統

領
の
椅
子
を
狙
う
立
場
で
あ
り
、
政
権
の
座
か
ら
去
る
全
斗
燥
大
統
領
と
は
政

局
の
見
方
が
違
っ
て
く
る
。
「
平
和
的
政
権
交
代
」
が
無
か
っ
た
韓
国
で
は
、

乙
れ
ま
で
政
権
の
「
正
統
性
」
が
常
に
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
朴
正
際
大
統
領

も
全
斗
燥
大
統
領
も
軍
事
的
な
ク
ー
デ
タ
ー
の
結
果
に
よ
り
生
ま
れ
た
わ
け
で
、

民
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
間
接
選
挙
の
強
行
に
よ
っ
て
虚
泰
愚
政
権
が
誕
生
し
て

も
、
「
正
統
性
」
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
与
党
内
で
タ
ブ
l
視
さ
れ

て
い
た
金
大
中
氏
の
赦
免
・
復
権
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
の
も
、
全
斗
換
政
権
が

抱
え
て
い
た
大
き
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
「
執
権
勢
力
は
不
公
平
だ
」
と
い

う
国
民
の
意
識
が
あ
り
、
そ
の
核
心
の
一
つ
が
「
金
大
中
問
題
」
で
あ
る
と
い

う
と
と
を
虚
泰
愚
代
表
委
員
も
深
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
慮
泰
愚

代
表
委
員
と
し
て
は
、
乙
う
し
た
問
題
に
関
し
て
全
斗
娯
大
統
領
の
立
場
と
は

訣
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
六
・
二
九
宣
暑
=
E

は
虚
泰
愚
代
表
委
員
独
自
の
判
断
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
六
・
二
九
宣
塁
=E
は
一
年
後
に
控
え
た
ソ
ウ
ル
五
輪
を
危
ぶ

む
海
外
か
ら
の
声
、
米
国
か
ら
の
民
主
化
要
求
、
ま
た
、
大
統
領
直
選
制
で
も

与
党
が
勝
て
る
と
の
計
算
な
ど
も
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
今
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
六
・
二
九
宣
言
」
は
底
泰
愚
代
表
委
員
の
全
斗
換
大

統
領
へ
の
一
種
の
ク
ー
デ
タ
ー
的
な
意
味
を
持
ち
、
「
高
度
に
計
算
さ
れ
た
政

。。



治
的
シ
ョ
l
」
で
は
な
く
、
「
虚
泰
愚
の
反
乱
」
で
あ
っ
た
。
事
実
、
直
泰
愚

代
表
委
員
は
、
「
六
・
二
九
宣
言
」
発
表
後
、
初
め
て
全
斗
候
大
統
領
と
会
っ

た
際
(
六
月
三
十
日
)
に
、
「
閣
下
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
述

べ
た
と
い
う
(
初
)
。

権
威
主
義
的
な
政
治
の
伝
統
を
持
つ
韓
国
で
は
、
重
大
な
政
治
的
措
置
は
最

高
指
導
者
の
声
明
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
き
た
。
「
六
・
二
九
宣
言
」
は
、
与

党
内
の
ナ
ン
バ
ー

2
に
よ
る
有
効
な
措
置
で
あ
り
、
今
ま
で
の
韓
国
政
治
史
の

中
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
乙
と
で
、
野
党
へ
の
譲
歩
と
い
う
面
で
も
「
政
治
的

奇
蹟
を
成
し
遂
げ
る
入
口
に
入
っ
た
」
(
幻
)
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
民

主
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
の
結
果
で
は
な
い
与
党
の
コ
方
的
譲
歩
」
で
あ
り
、

与
党
の
一
幹
部
の
発
表
で
そ
の
後
の
政
治
日
程
が
推
移
し
て
い
っ
た
乙
と
も
事

実
で
あ
る
。
与
野
党
の
議
論
が
収
飲
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
与
党
の
代
表
委

員
が
た
だ
「
宣
一
吉
己
を
し
た
だ
け
で
、
事
態
が
推
移
し
た
の
で
あ
る
。
韓
国
で

議
会
制
民
主
主
義
が
熟
し
て
い
な
い
と
と
を
示
し
た
一
例
で
も
あ
っ
た
。
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一
つ
の
『
成
熟
』
だ
っ
た
与
野
党
の
改
憲
作
業
と
労
使
紛
争

「
六
・
二
九
宣
言
」
で
与
党
が
野
党
の
大
統
領
直
選
制
を
受
け
入
れ
た
と
と

に
よ
り
、
与
野
党
は
七
月
末
か
ら
改
憲
案
を
作
る
交
渉
を
開
始
し
た
。
驚
く
ζ

と
に
、
与
野
党
が
歩
み
寄
る
形
で
わ
ず
か
一
カ
月
後
の
八
月
三
十
一
日
に
、
改

憲
交
渉
は
妥
結
し
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
改
憲
案
を
め
ぐ
る
民
正
、
民
主
両
党

の
対
立
点
は
百
余
り
も
あ
り
、
「
わ
ず
か
二
カ
月
前
ま
で
は
与
野
党
が
新
憲
法

法
案
に
合
意
す
る
と
は
素
直
に
信
じ
る
人
は
多
く
な
か
っ
た
」
(
沼
)
と
い
わ

れ
た
だ
け
に
、
意
外
で
す
ら
あ
っ
た
。

「
六
・
二
九
宣
与
=
一
己
で
さ
え
、
与
党
の
「
一
方
的
な
大
譲
歩
」
で
あ
っ
て
、

与
野
党
の
「
妥
協
」
に
よ
る
産
物
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
与
野
党
の

改
憲
交
渉
の
短
期
妥
結
は
「
四
十
年
の
憲
政
史
上
初
め
て
与
野
党
の
協
商
に
よ

る
合
意
改
憲
の
道
を
開
い
た
」
(
お
)
わ
け
で
、
韓
国
の
政
治
発
展
の
上
で
特

筆
す
べ
き
乙
と
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

乙
の
背
景
に
は
、
「
燦
原
の
火
の
ご
と
く
広
ま
っ
た
労
使
紛
糾
と
九
月
危
機

説
な
ど
の
危
機
感
が
(
与
野
党
の
改
憲
案
の
〉
協
商
妥
結
を
促
進
さ
せ
た
」

(
M
ち
と
い
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
時
期
、
韓
国
で
は
全
土
で
労
使
紛
争
が
吹
き

荒
れ
、
経
済
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
ば
か
り
か
、
警
官
隊
と
の
衝
突
で
労
働

者
に
死
者
が
出
る
な
ど
、
政
情
全
体
に
も
不
安
材
料
を
与
え
た
。
与
野
党
が
労

使
紛
争
を
新
た
な
火
ダ
ネ
と
せ
ず
、
共
同
対
処
の
必
要
性
を
感
じ
て
改
憲
交
渉

で
双
方
が
歩
み
寄
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
乙
れ
も
大
き
な
進
歩
で
あ
ろ
う
。

と
乙
ろ
で
、
労
使
紛
争
は
「
奇
蹟
」
と
い
わ
れ
る
高
度
成
長
政
策
の
構
造
的

弱
点
、
特
に
そ
の
「
配
分
」
の
問
題
を
露
呈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
新

聞
の
社
説
も
「
自
画
自
賛
し
て
き
た
『
韓
国
の
奇
蹟
』
は
一
千
万
勤
労
者
ら
が

持
続
的
な
低
賃
金
政
策
に
耐
え
て
き
た
か
ら
乙
そ
持
ち
堪
え
た
」
(
お
)
と
書

き
た
て
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
グ
来
る
べ
く
し
て
来
た
も
の

H

で
あ
る
。

た
し
か
に
、
短
期
的
に
は
労
使
紛
糾
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
成
長
は
ダ
ウ
ン
す

る
。
し
か
し
成
長
し
な
が
ら
「
配
分
」
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
、
長

期
的
な
先
進
国
型
の
経
済
発
展
の
た
め
に
は
必
要
な
乙
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

乙
れ
ま
で
争
議
権
が
制
限
さ
れ
て
き
た
だ
け
に
、
交
渉
よ
り
も
先
に
労
働
者
は

ス
ト
ラ
イ
キ
、
使
用
者
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を
先
行
し
、
争
議
行
為
の
ル

1
ル
さ

え
知
ら
な
い
で
き
た
。
労
使
紛
争
は
避
け
て
通
れ
な
い
過
程
な
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
ま
た
、
日
本
の
場
合
、
七

0
年
代
か
ら
市
民
が
保
守
化
し
た
要
因
の
一
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つ
に
、
か
な
り
下
の
層
か
ら
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
て
き
た
と
と
が
あ
っ
た
。

「
配
分
」
の
問
題
は
、
今
後
の
韓
国
民
の
政
治
意
識
を
変
え
る
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
で
も
あ
る
。

七、

『
一
直
三
金
』
を
新
中
間
層
が
採
点
し
た
大
統
領
選

八
七
年
十
二
月
十
六
日
、
十
六
年
ぷ
り
の
直
接
選
挙
で
行
わ
れ
た
大
統
領
選

挙
は
、
与
党
・
民
正
党
の
慮
泰
愚
氏
の
予
想
を
上
回
る
大
勝
に
終
わ
っ
た
。
慮

泰
愚
氏
は
三
六
・
六
Mm
の
得
票
率
で
、
二
位
の
金
泳
三
氏
(
得
票
率
二
八
・

O

M
3
K約
二
百
万
票
の
差
を
つ
け
、
三
位
は
金
大
中
氏
(
同
二
七
・
一

Mm)
、

四
位
は
金
鍾
泌
氏
(
同
八
・
一

Mm)
で
あ
っ
た
(
鉛
)
。
「
一
直
三
金
」
の
う

ち
慮
泰
愚
氏
、
金
泳
三
氏
、
金
大
中
氏
の
誰
が
勝
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た

情
勢
で
、
「
一
位
と
二
位
は
五
十
万
票
か
ら
百
万
票
の
差
に
過
ぎ
な
い
と
み
ら

れ
る
」
(
釘
〉
と
い
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た
。

韓
国
憲
政
史
上
で
類
の
な
い
自
由
な
雰
閉
気
の
中
で
の
選
挙
戦
で
あ
っ
た
と

評
価
で
き
る
反
面
、
野
党
の
分
裂
、
候
補
者
同
士
の
中
傷
合
戦
、
地
域
感
情
の

対
立
、
演
説
会
場
で
の
暴
力
事
件
、
金
品
の
授
与
な
ど
も
噴
出
し
、
民
主
化
の

う
ね
り
の
中
で
の
韓
国
の
政
治
良
識
が
問
わ
れ
た
。
と
れ
ら
の
加
熱
ぷ
り
は
大

統
領
直
選
制
の
成
せ
る
技
と
恩
わ
れ
、
「
無
謀
で
、
非
経
済
的
な
選
挙
戦
は
、

大
統
領
直
選
制
が
抱
え
て
い
る
属
性
」
(
お
)
と
指
摘
さ
れ
た
。

ま
ず
、
対
立
候
補
を
激
し
く
攻
撃
す
る
中
傷
、
デ
マ
合
戦
は
凄
ま
じ
か
っ
た
。

「
候
補
一
本
化
を
す
る
と
国
民
を
だ
ま
す
野
党
に
政
権
担
当
能
力
は
な
い
」

(
虚
泰
愚
陣
営
)
、
「
直
泰
愚
氏
は
『
粛
軍
ク
ー
デ
タ
ー
』
の
張
本
人
で
軍
政

の
延
長
。
金
大
中
氏
は
大
統
領
に
な
り
た
い
だ
け
で
民
主
党
を
分
党
し
た
」

(
金
泳
三
陣
営
)
、
「
慮
泰
愚
氏
は
光
州
事
件
の
元
凶
。
金
泳
三
氏
は
軍
部
の

顔
色
を
窺
っ
て
い
る
」
(
金
大
中
陣
営
)
と
い
っ
た
調
子
だ
。

特
に
、
候
補
者
一
本
化
を
め
ぐ
る
両
金
氏
の
訣
別
と
野
党
第
一
党
・
民
主
党

の
分
裂
は
、
国
民
に
大
き
な
失
望
を
与
え
た
。
両
金
氏
は
つ
ね
づ
ね
「
国
民
の

望
み
通
り
候
補
者
一
本
化
は
必
ず
で
き
る
」
と
公
言
し
な
が
ら
も
、
双
方
と
も

相
手
方
に
「
譲
歩
」
を
強
く
要
求
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
十
月
二
十
六
日
に
金

大
中
氏
が
新
党
・
平
和
民
主
党
(
平
民
党
)
を
結
成
、
大
統
領
選
出
馬
を
表
明

す
る
形
で
民
主
党
を
分
裂
さ
せ
た
。
新
民
党
か
ら
分
党
し
た
民
主
党
は
、
わ
ず

か
六
カ
月
で
再
び
分
裂
劇
を
引
き
起
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
韓
国
の
野
党
史
上
、

大
統
領
選
に
臨
む
野
党
第
一
党
が
候
補
一
本
化
に
失
敗
し
た
歴
史
は
一
度
も
な

か
っ
た
だ
叫
り
に
、
野
党
の
醜
態
と
両
金
氏
の
グ
大
統
領
病
'
ぶ
り
を
く
っ
き
り

と
浮
き
彫
り
に
し
た
。
「
国
民
は
失
望
感
を
越
え
て
、
一
種
の
背
信
感
さ
え
感

じ
た
。
候
補
一
本
化
問
題
は
民
主
化
の
実
現
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
民
主

党
内
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
」
(
羽
)
と
両
金
氏
に
対
す
る
世
論
の
風
あ
た
り

は
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
地
域
感
情
の
加
熱
ぷ
り
も
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
慶
尚
道
出

身
候
補
が
全
羅
道
に
行
っ
て
も
遊
説
が
で
き
ず
締
め
出
さ
れ
た
り
、
全
羅
道
出

身
候
補
が
慶
尚
道
で
投
石
を
受
け
る
な
ど
の
地
域
感
情
は
、
選
挙
後
の
民
族
分

裂
を
も
憂
慮
」

(
M
W

〉
さ
せ
た
。
選
挙
結
果
に
も
は
っ
き
り
と
表
れ
、
各
候
補

が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
で
圧
倒
的
な
強
さ
を
誇
っ
た
。
た
と
え
ば
、
直
泰
愚
氏

は
、
大
郎
で
六
九
・
七
Mm
、
慶
尚
北
道
で
六
四
・
八
Mm
の
得
票
率
を
得
て
、
金

大
中
氏
に
い
た
っ
て
は
、
光
州
で
九
三
・
四
Mm、
全
羅
南
道
で
八
七
・
九
第
、

全
羅
北
道
で
八

0
・
九
Mm
と
い
う
皇
帝
ぷ
り
だ
っ
た
。

と
と
ろ
で
、
直
泰
愚
氏
の
勝
因
は
、
野
党
の
分
裂
、
与
党
と
し
て
の
組
織
力

-20ー
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の
強
み
な
ど
も
あ
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
虚
泰
愚
氏
自
身
が
標
梼
し
た
「
安

定
の
中
の
改
革
」
を
多
く
の
国
民
が
望
ん
だ
乙
と
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
新

中
間
層
が
多
い
ソ
ウ
ル
・
京
畿
首
都
圏
で
、
慮
泰
愚
氏
が
予
想
を
上
回
る
得
票

を
得
た
乙
と
に
表
れ
て
い
る
。
ソ
ウ
ル
で
は
約
三
割
、
京
畿
道
で
約
四
割
に
及

ぶ
得
票
率
で
、
都
市
で
は
野
党
が
絶
対
的
に
有
利
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、

首
都
圏
で
の
健
闘
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
ソ
ウ
ル
で
は
、
低
所
得
者
層
に
支

持
基
盤
を
持
つ
金
大
中
氏
が
一
位
で
あ
っ
た
が
、
慮
泰
愚
氏
が
金
泳
三
氏
を
抑

え
て
二
位
に
な
っ
た
と
と
は
、
新
中
間
層
の
票
が
金
泳
三
氏
で
は
な
く
、
慮
泰

愚
氏
に
流
れ
た
と
と
を
意
味
す
る
(
剖
)
。
両
金
氏
は
過
去
の
軍
政
非
難
な
ど

に
徹
し
た
ほ
か
、
両
金
氏
の
長
年
に
わ
た
る
が
宿
命
の
対
決
'
ぶ
り
を
選
挙
戦

に
持
ち
込
み
、
「
過
去
」
に
乙
だ
わ
っ
た
が
、
慮
泰
愚
氏
は
む
し
ろ
今
後
の
民

主
化
方
針
な
ど
を
明
確
に
示
し
、
「
軍
政
を
混
乱
な
く
終
わ
ら
せ
ら
れ
る
の
は

軍
を
知
る
私
だ
け
」
と
ま
で
語
っ
た
。
「
安
定
の
中
の
改
革
」
を
望
む
新
中
間

層
は
、
「
六
・
二
九
宣
雪
己
な
ど
か
ら
来
る
民
主
化
ス
タ
イ
ル
を
今
後
も
期
待

し
た
う
え
で
虚
泰
愚
氏
を
支
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
中
間
層
の
新
し
い
政
治

意
識
が
、
大
統
領
を
選
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
敗
れ
た
両
金
氏
は
敗
北
を
認
め
ず
、
選
挙
結
果
を
「
自
分
が
当
選

し
な
か
っ
た
か
ら
、
不
正
選
挙
だ
」
と
決
め
つ
け
た
が
、
一
般
国
民
は
と
れ
に
同

調
し
な
か
っ
た
。
自
分
の
都
合
の
よ
い
乙
と
し
か
聞
き
入
れ
な
い
、
古
い
政
治

感
覚
を
新
中
間
層
は
拒
否
し
た
格
好
だ
。
虚
泰
愚
氏
は
軍
人
出
身
と
は
い
え
、

十
六
年
ぶ
り
の
比
較
的
公
正
な
直
接
選
挙
で
大
統
領
に
当
選
し
た
わ
け
で
、
歴

代
の
大
統
領
で
み
ら
れ
て
き
た
「
正
統
性
」
問
題
に
決
着
を
つ
け
た
。

八
、
国
民
の
バ
ラ
ン
ス
感
賞
見
せ
た
国
会
議
員
選
挙

八
八
年
二
月
二
十
五
日
、
虚
泰
愚
政
権
が
正
式
に
発
足
し
た
。
大
統
領
選
の

後
遺
症
を
懸
念
す
る
声
が
内
外
で
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
政
局
は
相
対
的
に

安
定
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
全
斗
換
大
統
領
は
、
経
済
成
長
や
日
米
両
国
と
の

外
交
関
係
で
と
れ
ま
で
に
な
い
成
果
を
上
げ
た
わ
り
に
、
不
人
気
な
大
統
領
で

あ
っ
た
が
、
約
束
ど
お
り
韓
国
史
上
初
の
平
和
的
政
権
交
代
を
実
現
し
た
と
と

は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

魔
泰
愚
政
権
の
課
題
は
「
政
治
的
安
定
」
(
何
回
)
で
あ
り
、
「
政
治
が
す
べ

て
を
支
配
す
る
と
い
う
権
威
主
義
的
統
治
の
精
算
」
(
必
)
と
い
わ
れ
た
。
慮

泰
愚
大
統
領
は
、
歴
代
政
権
の
よ
う
な
大
統
領
中
心
の
行
政
ス
タ
イ
ル
を
改
め
、

国
務
総
理
の
権
限
強
化
と
内
閣
の
機
能
充
実
を
新
政
権
の
方
針
に
掲
げ
た
の
を

は
じ
め
、
第
五
共
和
国
(
全
斗
虚
政
権
)
時
代
の
不
正
解
明
も
公
言
し
て
全
斗

換
政
権
と
の
「
精
算
」
も
進
め
た
。

グ
全
斗
換
離
れ

H

の
典
型
は
、
セ
マ
ウ
ル
疑
惑
に
絡
ん
で
全
斗
燥
前
大
統
領

の
実
弟
・
全
敬
燥
氏
を
公
金
横
領
罪
で
逮
捕
し
た
と
と
、
光
州
事
件
(
八

O
年

五
月
〉
を
「
民
主
化
の
た
め
の
努
力
の
一
環
」
と
位
置
付
け
、
「
暴
徒
ら
の
煽

動
に
よ
る
乱
闘
」
と
し
た
前
政
権
と
は
異
な
る
見
解
に
改
め
た
乙
と
だ
ろ
う
。

ζ

う
し
た
大
胆
な
前
政
権
と
の
「
清
算
は
」
「
旧
時
代
と
の
断
絶
を
宣
言
し
て
、

新
し
い
虚
泰
愚
政
権
の
政
治
秩
序
を
再
創
出
し
よ
う
と
の
意
思
表
明
」
(
必
)

と
肯
定
的
な
評
価
も
で
き
る
が
、
「
前
政
権
の
血
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、

変
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
虚
泰
愚
政
権
の
生
き
残
り
作
戦
」
(
何
回
)
と
の
見

方
も
可
能
だ
。

虚
泰
愚
大
統
領
に
と
っ
て
最
初
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
四
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
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た
国
会
議
員
選
挙
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
選
挙
結
果
は
大
方
の
予
想
を
大
き
く
裏

切
る
も
の
だ
っ
た
。
大
統
領
選
挙
で
の
与
党
勝
利
と
虚
泰
愚
政
権
発
足
の
波
に

乗
っ
て
、
日
本
の
自
民
党
型
の
長
期
安
定
政
権
を
狙
っ
て
大
勝
利
す
る
と
の
観

測
が
強
か
っ
た
民
正
党
は
、
過
半
数
に
も
及
ば
な
い
惨
敗
を
喫
し
た
(
必
)
。

韓
国
で
は
新
政
権
発
足
直
後
の
総
選
挙
で
与
党
が
敗
れ
た
例
が
な
か
っ
た
だ
け

に
、
衝
撃
で
あ
っ
た
。

乙
の
総
選
挙
は
、
十
七
年
ぶ
り
の
小
選
挙
区
制
で
争
わ
れ
た
。
小
選
挙
区
制

を
柱
と
す
る
国
会
議
員
選
挙
法
の
改
正
は
、
嘩
泰
愚
政
権
発
足
直
後
に
与
党
が

単
独
で
強
行
採
決
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
小
選
挙
区
制
自
体
は
野
党
も
国
民

も
支
持
し
て
い
た
経
緯
が
あ
る
。
「
国
民
の
大
多
数
が
大
統
領
直
選
制
を
望
ん

だ
が
、
今
回
は
小
選
挙
区
制
に
よ
る
国
会
議
員
選
挙
を
望
ん
で
お
り
、
ど
ん
な

理
由
や
名
分
が
あ
っ
て
も
と
れ
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
何
む
と
の
世
論

が
存
在
し
、
民
意
を
受
け
入
れ
た
「
六
・
二
九
宣
言
」
と
同
じ
方
法
論
で
あ
っ

た
が
、
乙
れ
が
裏
自
に
出
て
「
与
小
野
大
」
に
な
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
小
選
挙
区
制
は
全
羅
道
と
ソ
ウ
ル
で
強
い
平
民
党
に
き
わ
め

て
有
利
に
働
き
、
平
民
党
は
野
党
第
一
党
に
躍
進
し
た
。
し
か

'K
平
民
党
は

他
の
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
議
席
が
な
い
。
民
正
、
民
主
、
共
和
の
各
党
も
そ
れ

ぞ
れ
の
地
盤
で
強
み
を
発
揮
し
、
大
統
領
選
に
続
い
て
地
域
主
義
的
な
古
い
政

治
感
情
が
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
札
国
会
議
員
の
構
成
を
見
る
と
、
ま
ず
気
づ
く
乙
と
は
金
大
中
、

金
泳
三
、
金
銭
泌
の
各
氏
が
い
る
と
と
だ
。
野
党
に
大
物
政
治
家
が
議
員
と
し

て
存
在
す
る
と
と
は
、
「
少
数
与
党
」
の
慮
泰
愚
大
統
領
も
「
三
金
氏
」
と
の

院
内
で
の
接
触
の
中
で
政
局
を
模
索
し
て
い
く
乙
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
あ

わ
せ
て
、
と
の
「
三
金
氏
の
復
活
」
現
象
(
必
)
は
「
与
野
二
大
政
党
」
時
代

が
終
わ
り
、
野
党
が
分
化
し
た
「
多
党
化
」
時
代
に
な
っ
た
と
と
を
意
味
す
る

と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
、
総
選
挙
を
前
に
金
大
中
氏
が
率
い
る
平
民
党
と
金
泳

三
氏
が
率
い
る
民
主
党
は
「
野
党
統
合
」
を
目
指
し
た
も
の
の
御
破
算
と
な
り
、

世
論
の
厳
し
い
非
難
を
浴
び
た
経
緯
が
あ
っ
た
が
、
平
民
党
の
中
に
「
在
野
勢

力
出
身
議
員
」
が
十
二
人
も
誕
生
し
(
紛
)
、
同
党
が
革
新
政
党
的
性
格
を
帯

び
た
乙
と
を
考
慮
す
る
と
、
平
民
、
民
主
両
党
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
路
線
を

歩
む
乙
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
金
鍾
泌
氏
の
率
い
る
共
和
党
が
地
盤
の
忠
清
南
道
以
外
で
も
議
席
を

伸
ば
し
、
大
統
領
選
で
の
得
票
率
を
倍
に
し
た
。
乙
れ
は
、
与
党
の
独
争
を
限

止
す
る
狙
い
か
ら
、
保
守
野
党
に
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
l
ト
を
与
え
た
象
徴
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
総
選
挙
で
の
野
党
勝
利
は
、
政
治
的
安
定
を
第
一
に
考

え
な
が
ら
も
、
大
統
領
選
挙
で
勝
っ
た
与
党
の
独
走
を
望
ま
な
い
、
韓
国
民
の

政
治
的
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
表
れ
と
い
え
そ
う
だ
。
「
勝
ち
馬
に
乗
る
」
と
言
わ

れ
が
ち
な
韓
国
人
は
、
政
治
意
識
を
成
熟
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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む

す

び

に

か

え

て

本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
虚
泰
愚
大
統
領
の
最
大
の
課
題
は
「
権
威
主
義

的
統
治
か
ら
の
脱
却
」
で
あ
る
。
新
政
権
発
足
後
の
政
府
・
与
党
の
政
治
ス
タ

イ
ル
は
、
国
民
に
か
な
り
柔
ら
か
い
姿
勢
で
あ
り
、
野
党
の
反
対
意
見
も
十
分

に
聞
き
入
れ
る
態
度
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
全
斗
機
政

権
(
第
五
共
和
国
)
時
代
の
不
正
事
件
へ
の
対
処
ぶ
り
が
そ
の
一
つ
だ
。

ソ
ウ
ル
五
輪
が
終
了
し
た
八
八
年
十
月
に
、
十
六
年
ぶ
り
の
国
政
監
査
も
行

わ
れ
た
。
全
斗
燥
政
権
時
代
の
不
正
事
件
糾
明
を
目
標
に
野
党
主
導
で
実
施
さ



韓国の「政治良識Jと民主化

れ
た
も
の
で
、
「
少
数
与
党
」
の
民
正
党
も
前
政
権
の
否
定
的
遺
産
清
算
を
主

張
し
た
。
虚
泰
愚
大
統
領
は
「
断
固
と
し
て
第
五
共
和
国
時
代
の
不
正
を
劇
挟

す
る
」
と
述
べ
た
ば
か
り
か
、
国
民
や
野
党
か
ら
批
判
の
多
い
国
家
保
安
法
の

改
正
を
指
示
し
た
り
、
前
政
権
の
不
正
に
関
し
て
全
斗
換
前
大
統
領
自
身
の
釈

明
・
謝
罪
が
必
要
だ
と
の
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
た
。

と
と
ろ
で
、
韓
国
の
「
政
治
良
識
」
を
考
え
る
う
え
で
、
問
題
点
と
な
る
根

源
は
議
会
制
民
主
主
義
が
根
づ
い
て
い
な
い
ζ

と
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
与
野

党
聞
で
火
ダ
ネ
が
持
ち
上
が
る
と
、
与
党
側
は
最
高
指
導
者
が
「
重
大
決
断
」

を
宣
言
し
て
時
局
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
し
、
野
党
側
は
院
外
闘
争
に
訴
え
て

し
ま
う
。
一
方
、
国
民
レ
ベ
ル
で
見
る
と
、
「
大
統
領
直
選
制
」
を
強
く
望
ん

だ
よ
う
に
、
大
衆
民
主
制
の
よ
う
な
も
の
が
先
行
し
て
お
り
、
議
会
制
民
主
主

議
そ
の
も
の
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
雰
囲
気
が
あ
る
。

改
憲
政
局
、
「
六
・
ニ
九
宣
雪
己
、
大
統
領
選
、
総
選
挙
で
見
ら
れ
た
国
民

(
特
に
新
中
間
層
)
の
新
し
い
政
治
意
識
と
、
韓
国
で
大
衆
民
主
制
が
先
行
し

て
い
る
と
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
政
府
が
権
威
主
義
的
ス
タ
イ
ル
を
と
れ
ば
、

国
民
は
拒
否
反
応
を
起
乙
す
だ
ろ
う
。
ま
た
、
野
党
の
協
力
な
指
導
者
に
よ
る

ポ
ス
政
治
も
望
ま
な
い
は
ず
だ
。
与
野
党
と
も
、
「
安
定
の
中
の
改
革
」
を
望

む
国
民
の
顔
色
を
う
か
が
い
な
が
ら
政
治
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

註

ハ
1
)

(
2
)
 

『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
六
年
三
月
二
十
八
日
付
。

当
時
、
「
わ
が
国
と
マ
ル
コ
ス
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
独
裁
国
家
で
あ
る

と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
拷
聞
が
あ
り
、
軟
禁
が
あ
り
、
閥
族
政

治
が
あ
る
」
(
金
泳
三
)
、
「
(
フ
ィ
リ
ピ
ン
革
命
の
)
次
は
韓
国
の

番
だ
」
(
金
大
中
)
な
ど
と
い
っ
た
野
党
指
導
者
の
発
言
が
あ
っ
た
。

(
3
)

『
ソ
ウ
ル
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
六
年
三
月
二
十
五
日
付
。

(
4
〉
韓
国
基
督
教
社
会
問
題
研
究
院
編
『
前
韓
国
政
治
事
情
』
〈
ソ
ウ
ル
、

民
衆
社
、
一
九
八
八
年
、
九
頁
。

(
5
)

『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
六
年
十
一
月
九
日
付
。

〈6
〉
『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
六
年
十
一
月
九
日
付
。

〈
7
)

『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
六
年
十
一
月
六
日
付
。

(
8
)

『
週
刊
韓
国
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
一
月
二
十
五
日
号
。

〈9
〉
『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
一
月
十
六
日
付
、
社
説
。

(
叩
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
一
月
十
六
日
付
。

(
日
)
『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
一
月
十
七
日
付
。

ハ
ロ
)
『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
〉
、
一
九
八
七
年
一
月
二
十
日
付
。

〈
犯
)
『
聯
合
年
銭
』
(
ソ
ウ
ル
、
聯
合
通
信
、
一
九
八
八
年
版
)
、

八
八
頁
。

(
U
H
)

『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
二
月
四
日
付
。

(
日
)
『
中
央
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
四
月
八
日
付
、
社
説
。

〈
日
)
『
中
央
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
四
月
十
三
日
付
。

(
げ
)
『
緯
国
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
〉
、
一
九
八
七
年
四
月
十
四
日
付
。

(
胞
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
四
月
十
三
日
付
、
社
説
。

〈
問
)
『
韓
国
日
報
』
〈
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
五
月
二
十
七
日
付
、

社
説
。

(
却
)
『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
〉
、
一
九
八
七
年
六
月
十
四
日
付
。

(
幻
)
『
韓
国
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
六
月
九
日
付
の
世
論
調
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査
に
よ
る
と
、
国
民
の
七
八
・
八
Mmが
「
中
間
層
に
属
す
る
」
と
答
え
、

「
中
間
層
乙
そ
民
主
化
の
中
心
勢
力
」
と
七
五
・
九
Mmが
考
え
て
い
る
。

(
忽
)
『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
六
月
十
六
日
付
。

(
お
)
準
度
歳
「
虚
泰
愚
体
制
出
帆
の
幕
前
幕
後
」
『
新
東
亜
』
(
ソ
ウ
ル
)

一
九
八
七
年
八
月
号
、
一
五
九
頁
。

(
剖
)
月
刊
朝
鮮
特
別
取
材
班
「
六
月
平
和
革
命
の
大
ド
ラ
マ
」
『
月
刊
朝

鮮
』
(
ソ
ウ
ル
)
一
九
八
七
年
八
月
号
、
一
五
七
頁
。

〈
お
)
斗

Z
S量
長

g
Zて
一
語
監
長
8
・智
6

N
吉
田
笥
・

〈
加
)
伊
豆
見
元
「
民
主
化
へ
の
苦
難
の
プ
ロ
セ
ス
|
1
予
想
外
の
展
開
を

重
ね
る
韓
国
政
治
l
l
」
『
リ
ヴ
ィ
ア
サ
ン
』
第
三
号
(
木
鐸
社
、

一
九
八
八
年
)
所
収
、
五
六
1
l
五
九
頁
、
参
照
。

(
幻
)
き
ロ
ヨ
伺

j
Z
0
4宅
J

問。ユ円・』己司

5
・目白∞
4
・

〈
お
)
「
慮
泰
愚
民
正
党
総
裁
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
『
新
東
亜
』
(
ソ
ウ
ル
)

一
九
八
七
年
九
月
号
。

(
却
)
テ
レ
ビ
朝
日
・
ニ
ュ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
韓
国
l
l
混
乱
か
ら
安

定
へ
、
『
六
・
二
九
』
虚
泰
愚
の
反
乱
」
、
一
九
八
八
年
六
月
二
十
九

日
放
映
。

月
刊
朝
鮮
特
別
取
材
班
、
前
掲
書
、
一
七
二
頁
。

『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
六
月
三
十
日
付
、
社
説
。

『
ソ
ウ
ル
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
九
月
二
日
付
、
社
説
。

『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
九
月
一
日
付
、
社
説
。

『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
九
月
一
日
付
、
社
説
。

『
朝
鮮
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
八
月
十
六
日
付
、
社
説
。

大
統
領
選
の
詳
細
な
結
果
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
日
報
醗
集
局
編
『
第

(
鈎
)

(
泊
)

(
鉛
)

(
お
)

〈
引
剖
)

(
お
)

(
鉛
)

日
代
大
統
領
選
挙
資
料
集
』
(
ソ
ウ
ル
、
朝
鮮
日
報
社
、

参
照
。

(
釘
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
十
二
月
九
日
付
。

(
犯
)
『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
十
二
月
九
日
付
。

(
鈎
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
十
二
月
九
日
付
、
社
説
。

(
却
)
『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
九
月
三
十
日
付
、
社
説
。

(
剖
)
重
村
智
計
・
伊
豆
見
元
「
偉
大
な
指
導
者
』
を
拒
否
し
た
韓
国
」

『
中
央
公
論
』
一
九
八
八
年
二
月
号
、
参
照
。

(
必
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
七
年
十
二
月
三
十
日
付
に
よ
る

と
、
六
九
・
五
Mm
の
国
民
が
新
政
府
の
最
優
先
課
題
と
し
て
、
「
政
治
的

安
定
」
を
挙
げ
た
。

(
必
)
『
ソ
ウ
ル
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
八
年
一
月
一
日
付
、
社
説
。
戸

(
必
)
『
京
郷
新
聞
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
八
年
三
月
十
八
日
付
。
↓

〈
必
)
『
東
亜
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
八
年
三
月
二
十
三
日
付
。

(
組
制
)
総
選
挙
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
山
岡
邦
彦
「
韓
国
政

局
の
行
方
l
l
選
挙
で
変
わ
る
政
治
地
図
|
1
」
『
東
亜
』
一
九
八
八

年
六
月
号
、
参
照
。

(
釘
)
『
韓
国
日
報
』
(
ソ
ウ
ル
)
、
一
九
八
八
年
三
月
二
日
付
、
社
説
。

(
柏
崎
)
小
此
木
政
夫
「
一
三
金
|
|
四
者
四
様
の
道
」
『
中
央
公
論
』

一
九
八
八
年
七
月
号
、
参
照
。

(
必
)
『
東
亜
日
報
』
〈
ソ
ウ
ル
)
、

一
九
八
八
年
)
、

一
九
八
八
年
五
月
三
日
付

(
乙
は
り
・
す
す
む

朝
鮮
語
科
六
十
年
度
卒
)



《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

.t、
口

湾

の

経

済

発

展

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
求
め
て

序
、
今
日
の
台
湾
経
済
の
発
展
と
民
主
化

今
回
、
台
湾
経
済
は
未
曽
有
の
発
展
を
遂
げ
、
ア
ジ
ア

N
I
E
S
に
お
い
て

重
き
を
成
す
に
至
っ
た
。
そ
の
外
貨
保
有
高
は
世
界
一
を
示
し
、
貿
易
黒
字
は

ゅ
う
に
対
外
負
債
の
十
倍
を
上
回
っ
て
い
る
。
乙
う
し
た
全
般
と
し
て
好
調
な

経
済
状
態
を
背
景
に
、
台
湾
は
い
ま
、
新
た
な
る
飛
躍
に
向
け
て
大
き
く
経
済

の
転
換
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
。

台
湾
の
、
そ
の
有
り
余
る
外
貨
を
生
み
出
す
直
後
の
原
因
が
対
米
輸
出
に
あ

る
点
も
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
台
湾
経
済
の
発
展
は
勿
論
、
対
米
貿
易
だ

け
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
農
地
改
革
ゃ
、
一
連

の
建
設
事
業
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
な
ど
が
そ
の
根
底
に

あ
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
事
業
が
台
湾
政
府
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
行
わ
れ
て

き
た
乙
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
乙
に
は
ど
う
し
て
も
台
湾
の
「
開
発
政

菊

池

吉

純

〈
三
井
物
産
セ
メ
ン
ト
資
材
部
)

治
」
的
側
面
が
見
い
出
さ
れ
ず
に
は
お
か
れ
ぬ
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
自
由
主
義
中
国
の
シ
ョ
l
ウ
イ
ン
ド

ウ
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
台
湾
の
国
民
党
政
権
は
民
主
的
な
近
代
国
家
を
指

向
し
て
い
る
が
、
中
国
大
陸
の
共
産
党
勢
力
と
の
対
決
の
た
め
、
や
む
な
く
一

時
的
に
国
民
の
主
権
を
制
限
し
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
し
か

し
事
実
は
、
最
近
ま
で
台
湾
に
お
け
る
民
主
化
は
棚
上
げ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ

た
の
だ
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
今
や
台
湾
の
経
済
力
は
先
進
諸
国
に
迫
る
勢
い
で
あ
る
。

そ
ん
な
中
で
、
台
湾
大
衆
の
民
主
化
を
求
め
る
声
は
日
増
し
に
高
ま
っ
て
い
る
む

強
力
な
党
外
勢
力
で
あ
る
民
主
進
歩
党
の
結
成
ゃ
、
戒
厳
令
の
解
除
な
ど
、
政

治
的
民
主
化
が
い
よ
い
よ
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
事

を
示
す
出
来
事
が
相
次
い
で
い
る
の
は
、
そ
の
事
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

台
湾
の
国
民
党
政
権
は
一
般
に
「
権
威
主
義
体
制
」
の
一
類
型
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
を
正
統
な
中
国
全
土
を
代
表
し
う
る
唯
一
の
政
権
で
あ
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る
と
強
力
に
主
張
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
命
脈
を
保
ち
う
る
支
配
体
制

は
、
反
面
、
そ
の
正
統
性
を
絶
え
ず
ア
ピ
ー
ル
し
、
示
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
会
議
員
が
今
は
実
効
的
支
配
力
を
持
た
な
い
大
陸
各
省
の
代
表
者
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
大
陸
の
反
乱
勢
力
の
為
に
選
挙
が
ほ
ぼ
不
可
能
と
い
う
論

理
で
改
選
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
真
の
意
味
で
台
湾
大
衆
の
意
志
が
反
映
さ
れ

な
い
い
わ
ゆ
る
「
万
年
国
会
」
は
、
非
民
主
的
で
あ
り
な
が
ら
も
国
民
党
支
配

の
正
統
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
な
お
維
持
さ
れ
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
乙
の

乙
と
は
台
湾
の
「
権
威
主
義
体
制
」
の
も
つ
数
あ
る
矛
盾
点
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
が
、
今
回
、
台
湾
の
民
主
化
運
動
が
少
な
か
ら
ず
台
湾
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
問
題
と
し
て
叫
ば
れ
て
い
る
現
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
国
政
の
場
で
あ

る
国
会
の
民
主
化
は
よ
り
早
急
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、
最
近
の

台
湾
で
の
民
主
化
の
動
き
も
、
乙
の
問
題
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
き
た
よ
う

に
恩
わ
れ
る
。

台
湾
に
と
り
、
政
治
的
な
民
主
化
は
避
け
て
は
通
れ
ぬ
道
で
あ
る
。
そ
の
道

は
ま
た
、
台
湾
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
模
索
す
る
道
で
も
あ
る
。
類
い
稀

な
る
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
持
ち
な
が
ら
、
台
湾
は
過
去
、
そ
し
て
現
在
と
、

そ
の
民
族
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
文
化
的
宮
崎
藤
を
克
服
出
来
ず
に
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
民
主
化
を
通
し
て
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
え
た

時
、
初
め
て
台
湾
は
過
去
を
清
算
し
、
近
代
国
家
た
り
つ
る
の
で
は
な
か
る
フ
か
。

一
、
経
済
発
展

仙
台
湾
の
経
済
発
展
の
意
義

昨
今
の
台
湾
の
政
治
変
動
を
見
る
時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
そ
れ
ら
が

少
な
か
ら
ず
台
湾
の
経
済
的
発
展
と
い
う
側
面
に
支
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

台
湾
の
乙
の
よ
う
な
経
済
的
発
展
は
、
勿
論
、
一
夜
に
し
て
成
し
え
た
も
の
で

は
な
い
。
今
日
の
政
治
変
動
と
経
済
と
の
因
果
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
れ

ら
の
変
化
を
時
間
的
に
と
ら
え
な
お
す
乙
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
台
湾

の
政
治
変
動
、
と
り
わ
砂
民
主
化
運
動
の
経
演
的
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
を
解
明
す
る
乙
と
は
、
台
湾
が
、
そ
の
複
雑
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
l
上

の
摩
擦
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
否
か
を
推
し
量
る
意
味
か
ら
も
、
け
っ
し
て
無

意
味
で
は
な
か
ろ
う
@
本
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
、
台
湾
の
経
済
発

展
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
政
治
経
済
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

と
乙
ろ
で
、
民
主
化
運
動
を
政
治
的
進
歩
の
現
れ
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
経

済
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
場
合
、
政
治
仲
卦
歩
比
即
位
官
済
野
島
b

対
し
て
正
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
う
一
面
指
向
的
な
見
方
が
存
在
す
る
。

乙
の
よ
う
な
見
方
は
、
恐
ら
く
、
経
済
発
展
と
政
治
的
進
歩
(
社
会
の
民
主

化
)
が
高
度
に
結
び
付
い
て
い
る
事
実
を
論
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
今
日
な
お
経
済
的
に
立

ち
遅
れ
て
い
る
国
々
は
、
政
治
的
に
停
滞
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
経
済
発
展
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
た
短
絡
的
な
議
論
に
な
り
は
し
ま
い
か
。

高
度
に
民
主
的
な
政
治
体
制
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
経
済
的
基
盤
の
未
成
熟
な

た
め
に
そ
の
政
権
自
体
維
持
し
得
な
く
な
る
例
ゃ
、
経
済
的
未
成
熟
を
脱
却
す

る
た
め
に
い
わ
ゆ
る
「
開
発
独
裁
」
を
行
う
国
々
が
必
ず
し
も
経
済
の
停
滞
に

見
舞
わ
れ
て
い
な
い
例
を
自
に
し
て
、
私
は
そ
う
い
っ
た
見
方
に
賛
同
し
え
な

い
の
で
あ
る
。
今
、
台
湾
の
政
治
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
政
治
の
進
歩

κよ
っ
て
経
済
が
発
展
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
経
済

の
発
展
が
「
民
度
」
を
押
し
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
主
化
要
求
が
高
ま
っ
て
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き
た
、
と
の
説
明
が
よ
り
自
然
か
と
恩
わ
れ
る
。
乙
と
に
、
台
湾
の
経
済
発
展

が
、
必
ず
し
も
そ
の
政
体
の
民
主
性
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
と
は
、
議
論
を
ま

た
な
い
で
あ
ろ
う
。
台
湾
の
経
済
発
展
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
政
府
主
導
に
よ
る
経
済
建
設
の
意
義
が
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

台湾の経済発展

日
川
経
済
発
展
の
過
程

台
湾
の
経
済
発
展
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
開
発
独
裁
」

に
よ
る
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
外
資
を
大
胆
に
導
入
し
工
業
化
を
推

進
す
る
と
同
時
に
、
輸
出
を
伸
ば
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
持
続
的
な
経
済
成
長
を

遂
げ
た
事
に
あ
る
@
終
戦
直
後
お
よ
そ
六
百
万
人
程
度
で
あ
っ
た
人
口
が
、

一
九
八
六
年
に
は
一
九
四
六
万
人
に
増
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
六

年
の
一
人
当
り
G
N
P
は
三
七
四
八
ド
ル
で
あ
り
、
発
展
途
上
国
の
な
か
で
は

中
上
所
得
国
に
当
る
。
乙
の
乙
と
自
体
、
特
に
驚
く
に
は
当
ら
な
い
が
、
次
の

三
点
に
お
い
て
台
湾
は
傑
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

L

国
土
と
人
口
に
比
較
し
て
貿
易
額
が
大
き
く
、
か
つ
大
幅
な
貿
易
黒
字

の
基
調
が
続
い
て
い
る
点
。

Z

外
貨
保
有
高
が
急
激
に
増
大
し
、
公
的
な
対
外
債
務
額
を
は
る
か
に
凌

い
で
い
る
点
。
乙
れ
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
累
積
債
務
な
ど
の
問
題
か
ら
台

湾
は
フ
リ
ー
で
あ
る
。

a
急
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
価
が
安
定
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ

レ
な
き
経
済
成
長
を
遂
げ
、
完
全
雇
用
を
達
成
し
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
り
、

所
得
分
配
に
お
け
る
貧
富
の
差
が
発
展
途
上
国
の
中
で
最
も
小
さ
い
点
。

乙
れ
ら
三
点
に
よ
っ
て
台
湾
経
済
は
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
う
ち
ー

に
つ
い
て
は
、
日
本
と
比
較
し
て
も
そ
の
人
口
に
対
す
る
額
が
相
当
大
き
い
反

面
、
乙
の
と
と
自
体
が
、
ア
メ
リ
カ
で
の
保
護
主
義
の
台
頭
に
伴
い
、
ア
メ
リ

カ
と
の
貿
易
に
多
く
を
依
存
す
る
台
湾
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
て

い
る
。
ま
た
、

Z
に
つ
い
て
も
、
外
貨
が
た
ま
る
一
方
、
産
業
及
び
金
融
が
そ

れ
に
比
し
て
伸
び
き
っ
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
そ
の
園
内
投
資
で
の
使
途
が

限
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
踏
ま
え
、
台
湾
の
乙
の
よ
う
な
経
済

環
境
を
生
み
出
し
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
乙
の
節
で
は
、
そ
の
乙
と
を
、
歴

史
的
に
検
証
し
て
み
た
い
。

〈
終
戦
車
後
の
経
済
混
乱
期
〉
(
一
九
四
五
J
一
九
五
一
年
)

一
九
四
三
年
の
カ
イ
ロ
宣
言
と
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

と
に
よ
っ
て
、
台
湾
は
戦
後
中
国
に
帰
属
す
る
乙
と
が
定
め
ら
れ
た
。
一
九
四

五
年
八
月
一
四
目
、
日
本
が
正
式
に
降
伏
の
意
を
表
明
す
る
と
、
蒋
介
石
は
米

国
海
軍
部
の
ウ
ェ
ド
7

イ
ヤ
l
将
軍
と
交
渉
し
、
結
果
、
台
湾
の
中
国
へ
の
無

条
件
引
き
渡
し
が
確
定
し
た
。
同
年
八
月
二
九
日
、
蒋
介
石
は
長
年
の
部
下
で

あ
る
陳
儀
を
台
湾
の
行
政
兼
警
備
総
司
令
官
に
任
命
し
た
。
乙
の
問
、
台
湾
に

お
け
る
民
意
の
所
在
や
大
陸
と
台
湾
と
の
民
度
及
び
経
済
上
の
格
差
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
側
で
何
の
検
討
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
乙
の
事
が
今
日
の
台
湾
に
お

け
る
内
省
人
と
外
省
人
と
の
対
立
を
生
み
出
す
遠
因
と
な
っ
た
と
の
指
摘
も
あ

る
が
、
乙
の
乙
と
は
大
国
の
選
択
と
小
国
の
運
命
と
い
う
歴
史
的
な
相
関
の
モ

デ
ル
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
多
少
懐
疑
的
と
は
い
え
極
め
て
意
味
深
い
乙
と
で

あ
ろ
う
。

-27-

太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
、
台
湾
は
五
十
年
間
に
及
ぶ
日

本
の
支
配
を
は
な
れ
、
国
民
党
の
統
治
へ
と
移
行
し
た
。
日
本
が
残
し
て
行
っ

た
銀
行
や
各
企
業
は
総
て
「
敵
産
」
と
し
て
国
民
党
が
接
収
し
、
そ
の
殆
ど
が

宮
営
企
業
と
な
っ
た
。
当
時
台
湾
に
お
け
る
資
本
金
二
十
円
以
上
の
株
式
会
社
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の
実
に
九
一
・
一

Mmが
日
本
籍
企
業
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
乙
れ
は
経
済
的
に
は
、
日
本
と
国
民
党
が
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
、
植
民

地
時
代
と
な
ん
ら
変
わ
ら
ぬ
乙
と
を
意
味
し
た
。
同
時
に
そ
れ
と
は
逆
に
、
日

本
時
代
と
の
違
い
と
し
て
、
近
代
経
営
の
能
力
に
欠
け
た
劣
悪
な
腐
敗
官
吏
の

流
入
や
、
当
時
す
で
に
混
乱
状
態
に
あ
っ
た
大
陸
経
済
と
の
接
合
は
、
後
に
来

る
経
済
混
乱
の
時
代
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
民
党
に
よ
る
台
湾
接
収
は
一
九
四
六
年
四
月
末
ま
で
に
完
了
し
、
台
湾
は

五
十
年
聞
に
及
ぶ
日
本
支
配
か
ら
国
民
党
に
よ
る
統
治
下
に
移
さ
れ
た
。
乙
れ

に
対
す
る
台
湾
住
民
の
反
応
は
、
国
民
党
の
解
放
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
為
、

当
初
熱
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
無
能
で
貧
欲
な
中
国
人
官
吏
に
よ
る
腐

敗
し
た
支
配
の
た
め
、
次
第
に
反
中
国
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
「
一
了
二
八
事
件
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
反
乱
蜂
起

事
件
は
、
支
配
者
対
被
支
配
者
の
対
決
と
い
う
意
味
の
他
に
、
中
国
人
対
台
湾

人
の
確
執
と
い
う
構
図
が
初
め
て
具
体
的
な
形
で
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
、
文

化
摩
擦
的
側
面
も
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
、
そ

の
結
果
、
少
な
く
と
も
数
千
人
の
台
湾
民
衆
が
犠
牲
者
と
な
り
、
台
湾
人
と
中

国
人
の
聞
に
深
い
溝
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
反
応
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
・

乙
の
事
件
の
後
、
当
時
米
国
駐
在
華
大
使
で
あ
っ
た
ス
チ
ュ
ア
l
ト
は
蒋
介

石
に
「
台
湾
情
勢
に
つ
い
て
の
覚
書
」
(
冨
冊
目

o
g
E
g自
吾
申
虫
宮
乞
仲

g

g
J
F
E恒
三
を
手
渡
し
、
国
民
党
政
府
の
虐
殺
行
為
に
抗
議
し
た
.
そ
の
中

で
彼
は
、
国
民
党
政
府
に
よ
る
経
済
政
策
が
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず
、
民
心
が

得
ら
れ
て
い
な
い
事
、
か

2
7
二
八
事
件
に
よ
っ
て
将
来
的
に
台
湾
の
民
衆

と
中
国
か
ら
の
移
住
民
と
の
提
携
が
困
難
に
な
る
可
能
性
が
強
い
事
な
ど
を
指

摘
し
て
い
る
。
乙
の
事
件
が
き
っ
か
叫
り
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
台
湾
に
対
す
る

関
心
は
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

乙
の
事
件
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
圏
内
花
、
国
民
党
支
配
に
対
す
る
強
い
不
信

感
を
生
み
出
し
た
。
事
実
、
そ
れ
以
後
の
ア
メ
リ
カ
の
国
民
党
へ
の
対
応
は
急

速
に
冷
却
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
台
湾
そ
の
も
の
に

対
す
る
関
心
自
体
は
決
し
て
低
く
は
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
国
民
党
へ
の

信
頼
が
失
墜
し
つ
つ
あ
っ
た
米
国
も
台
湾
の
軍
事
的
価
値
に
つ
い
て
は
評
価
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
圏
内
で
も
、
国
民
党
以
外
の
手

に
よ
る
台
湾
の
管
理
を
探
る
動
き
も
当
然
生
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
共
産
党

の
台
湾
解
放
の
可
能
性
に
つ
い
て
肯
定
的
な
静
観
論
に
対
し
て
、
台
湾
の
分
離

を
計
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
・
乙
の
時
点
に
お
け
る
米
国

の
台
湾
政
策
が
「
一
つ
の
中
園
、
一
つ
の
台
湾
」
と
い
う
可
能
性
を
も
否
定
し

て
は
い
な
か
っ
た
乙
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、
一
九
六
五
年
九
月
二
六
日
の
北

京
に
お
け
る
元
国
民
党
語
統
代
理
・
李
宗
仁
の
米
国
非
難
の
記
者
会
見
が
あ
る
。

乙
の
時
彼
は
米
国
の
台
湾
へ
の
領
土
的
野
心
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
、
彼
は
ス
チ
ュ
ア
l
ト
米
国
大
使
が
当
時
蒋
介
石
の
台
湾
退
却
へ
の
反
対

し
て
い
た
乙
と
を
明
か
し
、
ス
チ
ュ
ア
l
ト
が
台
湾
の
地
位
の
未
確
定
を
そ
の

理
由
に
あ
げ
て
い
た
と
回
顧
し
て
い
る
。
と
の
乙
と
か
ら
も
、
米
国
が
園
民
党

が
台
湾
に
逃
げ
込
む
の
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
乙
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

総
じ
て
雪
一
守
え
る
乙
と
は
、
乙
の
時
点
に
お
い
て
米
国
は
蒋
介
石
を
見
限
り
な

が
ら
も
、
台
湾
そ
の
も
の
の
価
値
は
高
く
評
価
し
て
い
た
乙
と
で
あ
る
。
そ
の

意
味
か
ら
も
、
当
時
の
米
国
の
対
中
政
策
で
は
中
国
共
産
党
と
の
妥
協
を
国
民

党
に
求
め
て
行
く
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
乙
の
当
時
の
経
済
の
動
き
を
見
て
み
よ
う
。
国
民
党
の
統
治
下
に
入

n内
u

n
d
 



台湾の経済発展

っ
た
台
湾
は
、
日
本
と
一
切
の
関
係
を
断
ち
、
経
済
的
に
中
国
経
済
の
一
部
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
が
、
当
時
の
大
陵
経
済
は
長
年
の
戦
乱
で
疲
弊

し
き
っ
て
い
た
@
同
時
に
、
第
二
次
大
戦
終
了
を
機
に
し
て
の
国
共
内
戦
で
大

陸
で
は
厳
し
い
戦
時
経
済
が
続
い
て
い
た
。
乙
の
よ
う
な
大
変
化
に
対
し
、
植

民
地
的
経
済
構
造
を
持
つ
台
湾
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
を
対
象
と
し
た

貿
易
関
係
を
そ
の
ま
ま
大
陸
と
の
関
係
に
切
り
替
え
る
事
と
な
っ
た
。
乙
う
し

て
米
・
砂
糖
を
主
軸
と
す
る
農
産
品
を
大
陸
に
輸
出
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
、

上
海
・
南
京
地
区
か
ら
日
用
品
を
主
と
し
た
工
業
品
を
移
入
す
る
と
い
う
貿
易

循
環
が
成
立
し
た
。
と
と
ろ
が
、
当
時
の
同
地
区
は
通
貨
の
乱
発
と
物
資
の
欠

乏
に
よ
り
物
価
勝
貴
が
ひ
ど
く
、
必
然
的
に
台
湾
に
移
入
さ
れ
る
工
業
品
も
う

な
ぎ
昇
り
に
高
騰
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

一
九
四
八
年
一
二
月
以
降
、
国
民
党
の
劣
勢
が
明
ら
か
と
な
り
、
大
陸
か
ら

台
湾
へ
い
わ
ゆ
る
「
逃
避
資
金
」
が
短
期
間
の
内
に
大
量
に
流
入
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
台
湾
の
イ
ン
フ
レ
に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
っ
た
。
反
面
、
「
逃
避
資

金
」
は
産
業
資
本
を
も
そ
の
内
に
含
ん
で
お
り
、
全
体
を
通
し
て
見
た
場
合
、

イ
ン
フ
レ
に
よ
り
台
湾
経
済
の
受
け
た
打
撃
の
方
が
大
き
く
、
当
時
の
台
湾
経

済
は
混
乱
に
終
始
し
た
と
一
言
守
え
よ
う
。

大
陸
経
済
と
の
接
合
以
外
の
、
台
湾
に
イ
ン
フ
レ
を
も
た
・
り
し
た
原
因
に
、

官
営
企
業
に
よ
る
産
業
の
独
占
体
制
が
挙
げ
ら
れ
る
。
砂
糖
や
米
の
生
産
な
ど
、

乙
の
当
時
の
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
農
業
が
ま
が
り
な
り
に
も
生
産
の
回
復
を
見

せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
営
企
業
の
強
制
的
な
専
売
制
に
よ
り
、
物
価

の
抑
制
の
効
果
を
果
た
さ
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
ζ

の
た
め
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
の
官
営
企
業
を
近
代
産
業
と
し
て
復
興
さ
せ
る
た
め
の
資
金
は
台
湾

銀
行
の
オ
ー
バ
ー
・
ロ
l
ン
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
紙
幣
増
発
に
拍

車
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
官
営
企
業
の
す
べ
て
が
か
な
り

の
高
利
潤
を
あ
げ
て
な
が
ら
、
共
産
党
と
の
内
戦
を
財
政
的
に
支
援
す
る
た
め

に
そ
の
利
潤
は
上
納
さ
れ
、
再
投
資
に
は
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、

「
官
業
は
台
湾
社
会
の
経
済
的
余
剰
を
擦
取
し
て
、
大
陸
の
内
戦
に
消
耗
さ
れ

て
い
く
太
い
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
苦
墳
を
背
景
と
し
、
一
九
四
七
年
、
台
湾
に
二
・
二
八
事
件
が

起
乙
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
は
台
湾
経
済
に
と
り
、
ひ
と
つ
の
転
機
と
な
っ
た
。
一
月
、
蒋

介
石
の
腹
心
で
あ
る
陳
誠
が
台
湾
省
主
席
に
任
命
さ
れ
、
敗
色
濃
か
っ
た
国
民

党
の
内
戦
最
後
の
拠
点
と
し
て
台
湾
に
背
水
の
陣
が
ひ
か
れ
た
。
四
月
、
農
地

改
革
の
一
環
と
し
て
「
減
租
(
小
作
料
削
減
)
」
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
(
農

地
改
革
は
そ
の
後
も
五
一
年
六
月
の
官
有
農
地
の
払
い
下
げ
、
五
二
年
一
一
月

の
地
主
所
有
地
の
払
い
下
げ
法
案
の
可
決
と
、
三
段
が
ま
え
で
慎
重
に
行
わ
れ

た
。
)
五
月
、
全
島
的
に
戒
厳
令
が
施
行
さ
れ
た
。
乙
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
政

治
的
権
利
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
、
乙
れ
以
後
、
台
湾
経
済
へ
の
当
局
の
指
導
力

は
絶
対
の
も
の
と
な
っ
た
。
六
月
一
五
回
、
旧
台
湾
元
四
万
元
に
対
し
新
台
湾

元
一
元
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
旧
台
湾
元
は
廃
止
さ
れ
た
。
同
時

に
大
陸
の
通
貨
と
の
為
替
関
係
に
も
終
止
符
が
打
た
れ
た
@
乙
れ
は
、
台
湾
の

中
国
経
済
圏
か
ら
の
離
脱
を
も
意
味
し
た
。
そ
し
て
一
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
思

惑
に
反
し
て
国
民
党
が
台
湾
に
「
撤
退
」
し
、
台
湾
経
済
は
新
た
な
局
面
を
迎

え
た
。
乙
れ
を
契
機
と
し
て
、
台
湾
は
再
び
日
本
と
の
経
済
関
係
を
強
め
る
乙

と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
終
戦
か
ら
の
四
年
間
は
、
台
湾
経
済
の
混
乱
期

で
あ
る
と
同
時
花
、
経
済
発
展
へ
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

〈
最
初
の
転
換
期
〉
(
一
九
五
二
J
一
九
六
三
年
)
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一
九
四
九
年
末
、
大
陸
を
追
わ
れ
て
台
湾
に
撤
退
し
た
国
民
党
政
権
は
、
上

述
の
よ
う
に
通
貨
・
農
地
改
革
を
敢
行
し
て
背
水
の
陣
を
し
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
情
勢
は
依
然
と
し
て
厳
し
か
っ
た
。
国
共
内
戦
で
一
貫
し
て
国
民
党
を

支
持
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
が
乙
の
年
発
行
の
「
中
国
白
書
」
の
中
で
、
国
民
党

政
権
の
腐
敗
ぶ
り
を
露
骨
に
非
難
し
、
蒋
介
石
に
見
切
り
を
つ
け
た
か
に
恩
わ

れ
た
。
一
方
、
大
陸
に
も
一

O
月
に
共
産
党
率
い
る
新
中
国
が
成
立
し
、
共
産

党
に
よ
る
台
湾
解
放
は
も
は
や
時
閣
の
問
題
と
恩
わ
れ
た
。

そ
れ
が
一
九
五

O
年
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
事
態
は
一
変
し
た
。
ア

メ
リ
カ
は
台
湾
海
峡
に
第
七
艦
隊
を
派
遣
し
、
共
産
党
の
台
湾
攻
略
を
阻
止
す

る
挙
に
で
た
。
国
民
党
は
ひ
と
ま
ず
乙
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
。
同
時
に
、
ア

メ
リ
カ
は
国
民
党
へ
の
援
助
を
復
活
し
、
台
湾
に
お
け
る
経
済
開
発
に
協
力
の

手
を
さ
し
の
べ
た
。
乙
れ
が
台
湾
と
大
陸
と
の
分
離
が
固
定
化
し
た
契
機
で
も

あ
っ
た
。

戦
後
の
経
済
発
展
の
起
点
を
求
め
る
な
ら
ば
、
お
お
む
ね
一
九
五
二
年
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

L

悪
性
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
経
済
混
乱
が
通
貨
改
革
と
大
陸
と
の
断
絶
に

よ
り
、
と
の
年
よ
う
や
く
収
ま
っ
た
乙
と
。

Z

一
九
四
九
年
に
始
め
ら
れ
た
一
連
の
農
地
改
革
が
と
の
年
に
完
了
し
、

乙
れ
に
付
随
し
て
と
ら
れ
た
四
大
官
営
企
業
(
「
官
業
四
大
公
司
」
と
呼

ば
ば
れ
る
セ
メ
ン
ト
、
製
紙
、
農
林
、
工
鉱
業
の
各
独
占
企
業
体
)
の
民
間

払
い
下
げ
が
実
行
に
移
さ
れ
た
乙
と
。

&
ア
メ
リ
カ
援
助
の
再
開
花
伴
い
、
第
一
次
経
済
建
設
四
カ
年
計
画
が
ス

タ
l
ト
し
た
乙
と
。

4

農
業
生
産
が
急
激
に
伸
び
、
戦
前
の
ピ

l
ク
時
(
一
九
三
八
年
)
の
水

準
に
ま
で
回
復
し
た
乙
と
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
乙
の
時
期
が
、
戦
後
の
台
湾
が
、
新
し
い
経
済
単
位
と

し
て
再
出
発
を
遂
げ
る
転
換
点
と
な
っ
た
と
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
よ
う
。

国
民
党
の
台
湾
撤
退
は
、
同
時
に
、
そ
の
諸
機
構
と
軍
隊
の
台
湾
へ
の
流
入

を
う
な
が
し
、
結
局
百
五
十
万
な
い
し
二
百
万
も
の
人
口
が
乙
の
時
期
、
一
挙

に
台
湾
に
入
っ
て
来
た
。
乙
れ
ら
は
国
民
党
の
官
吏
、
軍
人
お
よ
び
そ
の
家
族

で
あ
る
。
乙
れ
ら
大
量
の
消
費
人
口
の
流
入
は
、
台
湾
経
済
に
と
り
大
き
な
負

担
で
あ
り
、
農
業
生
産
が
回
復
し
た
と
は
言
え
、
ア
メ
リ
カ
の
援
助
な
し
に
は

ま
か
な
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
乙
の
時
期
の
台
湾
経
済
の
成

長
を
支
え
た
の
は
、
農
業
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
で
あ
っ
た
。

乙
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
援
助
は
、
時
期
に
よ
り
異
な
る
が
、
お
お
む
ね

G

N
P
の
五
J
一
O
M
mと
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
と

の
よ
う
な
援
助
は
、
当
時
の
台
湾
の
投
資
と
貯
蓄
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち

資
本
不
足
を
補
う
働
き
を
し
た
。
ま
た
、
綿
花
援
助
花
代
表
さ
れ
る
原
料
援
助

は
、
輸
入
代
替
に
よ
る
軽
工
業
中
心
の
産
業
育
成
の
時
期
に
あ
っ
た
台
湾
に
と

り
、
園
内
基
盤
を
固
め
る
好
材
料
で
あ
っ
た
。
結
果
、
と
の
時
期
に
民
間
産
業

が
大
き
く
成
長
し
、
官
営
と
民
営
の
二
重
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
乙
の

時
期
以
降
の
経
済
発
展
は
、
民
間
企
業
が
官
営
を
追
い
越
し
、
伸
び
る
過
程
で

も
あ
る
。
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乙
の
時
期
の
台
湾
経
済
は
、
年
間
平
均
七
・
七
Mm
の
G
N
P
の
成
長
を
達
成

し
た
。
乙
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
農
業
の
年
平
均
四
・
四
Mm
の
成
長
と
、
工
業

の
年
平
均
一
一
・
六
Mm
の
成
長
で
あ
っ
た
。
輸
出
の
伸
び
は
二
四
・
六
Mm
と
高

い
が
、
内
容
と
し
て
は
主
と
し
て
農
産
物
で
あ
り
、
輸
出
が
工
業
化
を
牽
引
す

る
段
階
に
は
至
巴
っ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
物
価
は
年
平
均
八
・
三
Mm
の
上
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昇
と
、
や
や
高
い
な
が
ら
も
安
定
基
調
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
乙
の
よ
・
つ
に
、

全
般
と
し
て
外
的
要
因
に
刺
激
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
九
六

0
年
代
の
高
成
長
の

時
代
へ
移
行
す
る
条
件
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
第
二
の
転
換
期
と
高
成
長
の
時
代
〉
(
一
九
六
三
J
一
九
七
三
年
)

台
湾
経
済
が
戦
後
二
度
目
の
転
換
期
を
迎
え
た
の
は
、
内
面
的
要
因
と
外
面

的
要
因
の
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
内
面
的
要
因

か
ら
見
て
み
る
。

台
湾
の
経
済
は
、
一
九
五

0
年
代
、
そ
の
成
長
の
原
動
力
を
内
需
主
導
型
の

輸
入
代
替
産
業
に
依
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
輸
入
代
替
産
業
の

生
産
力
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
五

0
年
代
の
終
わ
り
ど
ろ
に
は
生
産
過
剰
に
よ

る
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
。
産
業
の
生
産
力
が
も
は
や
台
湾
市
場
の
購
買
力
を
超

え
て
拡
大
し
つ
つ
あ
る
乙
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
た
め
、
台

湾
国
内
に
は
、
台
湾
経
済
の
一
層
の
発
展
を
期
す
に
は
輸
入
市
場
の
拡
大
に
活

路
を
求
め
る
以
外
に
な
い
と
い
う
気
還
が
盛
り
上
が
っ
た
。
ま
た
、
五
八
年
に

は
、
そ
れ
ま
で
台
湾
の
成
長
を
支
え
て
来
た
ア
メ
リ
カ
の
援
助
に
も
変
化
が
生

じ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
不
足
が
深
刻
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
贈
与
形
態
の
援

助
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
貸
与
形
態
の
援
助
と
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

乙
の
た
め
、
台
湾
に
も
援
助
に
対
す
る
返
済
の
義
務
が
生
じ
、
そ
の
影
響
は
、

台
湾
当
局
の
経
済
政
策
に
た
い
す
る
外
貨
獲
得
の
圧
力
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

乙
う
し
て
、
台
湾
経
済
の
主
眼
が
輸
出
促
進
へ
と
変
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

輸
出
促
進
の
た
め
、
台
湾
当
局
の
と
っ
た
政
策
は
二
つ
の
住
か
ら
な
る
も
の

で
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
貿
易
と
為
替
の
制
度
改
革
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
台
湾
の

為
替
制
度
は
複
式
差
別
レ
l
ト
を
と
り
、
輸
入
に
有
利
な
よ
う
に
、
台
湾
元
を

過
大
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
為
替
制
度
の
改
革
で
は
、
そ
れ
を
単
一
の

レ
ー
ト
に
改
め
、
逆
に
輸
出
有
利
と
な
る
よ
う
為
替
を
実
勢
レ
l
ト
に
近
づ
砂

た
の
で
あ
る
。
ま
た
貿
易
に
つ
い
て
は
外
貨
兇
換
証
制
度
を
取
り
入
れ
、
輸
入

外
貨
取
得
に
外
貨
免
換
証
を
必
要
と
す
る
乙
と
で
、
輸
出
が
相
対
有
利
と
な
る

よ
う
に
し
た
。
ふ
た
つ
目
は
、
外
資
導
入
促
進
政
策
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
の

「
外
国
人
投
資
条
例
」
や
一
九
六
二
年
の
「
技
術
合
作
条
令
」
は
、
そ
の
前
触

れ
で
あ
っ
た
。
乙
の
ほ
か
、
内
外
資
本
を
平
等
に
扱
う
事
を
打
ち
出
し
、
外
資

の
積
極
導
入
の
姿
勢
を
内
外
に
示
し
た
。
ま
た
、
乙
の
時
期
、
農
村
地
域
に
お

い
て
大
量
の
過
剰
人
口
が
存
在
し
た
乙
と
も
、
低
コ
ス
ト
の
労
働
力
を
供
給
で

き
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
外
資
の
誘
致
に
有
利
な
条
件
で
あ
っ
た
。

次
に
、
外
面
的
要
因
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
国
際
的
な
経
済
環
境
の
変
化

が
指
摘
で
き
よ
う
。
当
時
は
資
本
主
義
先
進
国
に
お
い
て
、
企
業
の
コ
ン
グ
ロ

マ
リ
ッ
ト
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
多
国
籍
企
業
の
海
外
進
出
が
活
発
化
し
た

時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
進
国
市
場
の
自
由
化
の
進
行
と
、
高
度

成
長
期
に
あ
っ
た
先
進
国
で
の
賃
金
水
準
の
上
昇
や
労
働
力
の
不
足
な
ど
が
あ

っ
た
。
乙
の
と
と
は
、
台
湾
の
外
資
誘
致
条
件
に
と
り
有
利
に
働
き
、
事
実
、

外
資
の
導
入
が
活
発
化
し
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
し
て
、
外
資
導
入
に
よ
る
工
業
化
と
輸
出
拡
大
と
い
う
台
湾
の

経
済
発
展
の
成
長
軌
道
が
敷
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
れ
は
、
台
湾
経
済
に
と

り
、
二
度
目
の
転
換
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
発
展
途
上
国
の
過
渡
期
に
お
い
て

の
工
業
化
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
の
乙
の
よ
う
な
転
換
は
、
結
果
的
に
六

0
年
代
を
通
し
て
台
湾
に
戦
後

最
高
の
高
度
成
長
を
も
た
ら
し
た
。
六
四
年
に

G
N
Pが
初
め
て
二
ケ
タ
の
伸

び
率
二
一
了
三
M
m
)

を
示
し
、
そ
の
後
の
十
年
間
も
年
平
均
二
ケ
タ
の
伸
び

率
を
示
し
続
け
た
。
乙
れ
と
同
じ
年
、
鉱
工
業
生
産
が
農
業
生
産
を
上
回
っ
た
。
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ま
た
、
輸
出
の
伸
び
も
著
し
く
、
輸
出
品
目
の
重
点
が
農
産
物
か
ら
工
業
品
へ

と
移
っ
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
重
要
な
乙
と
は
、

G
N
P
K
占
め
る
貿
易
依

存
度
が
乙
の
時
期
大
き
く
高
ま
り
、
台
湾
経
済
が
内
需
依
存
か
ら
輸
出
主
導
へ

の
転
換
を
達
成
し
た
乙
と
で
あ
る
。

台
湾
経
済
の
六

0
年
代
に
お
け
る
と
の
よ
う
な
成
長
を
支
え
た
要
因
は
、
経

済
の
転
換
に
成
功
し
た
乙
と
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
が
切
れ
る
と
同

時
に
日
本
か
ら
の
円
借
款
が
得
ら
れ
た
乙
と
や
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
っ
て
特

需
景
気
が
訪
れ
た
乙
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。
乙
の
よ
う
な
条
件
が
存
在
し
て

初
め
て
台
湾
の
テ
イ
ク
・
オ
フ
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
の

経
済
発
展
が
多
く
外
的
要
因
に
支
配
さ
れ
て
き
た
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
乙
の
時

期
、
乙
の
よ
う
な
条
件
に
恵
ま
れ
た
事
は
、
単
に
「
幸
運
」
で
あ
っ
た
と
い
う

以
上
の
意
義
が
あ
っ
た
。

〈
不
安
定
成
長
時
代
〉
(
一
九
七
四
J
一
九
七
九
年
〉

一
九
六

0
年
代
の
成
長
を
基
に
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
す
台
湾
に
と
っ
て
、

乙
の
時
期
は
基
本
的
に
は
高
度
成
長
の
時
代
と
問
機
に
、
労
働
集
約
的
輸
出
加

工
業
が
経
済
成
長
を
引
っ
張
っ
て
行
く
時
代
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
前
の
時
期
と

異
な
る
点
は
、
七
三
年
の
石
油
危
機
に
端
を
発
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
克
服

と
、
輸
入
代
替
を
紬
と
し
た
重
化
学
工
業
の
育
成
が
国
家
的
課
題
と
な
っ
た
乙

と
で
あ
る
。
七
三
年
は
偶
然
、
重
化
学
工
業
化
政
策
を
骨
子
と
し
た
「
第
六
期

四
ヶ
年
計
蘭
」
と
「
十
大
建
設
計
画
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
年
と
も
重
な
っ
た
。

乙
と
で
乙
の
時
期
の
経
済
の
動
き
を
追
っ
て
み
る
。

化
繊
衣
料
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
、
雑
貨
な
ど
、
石
油
を
原
料
と
し
た
加
工

貿
易
で
経
済
成
長
を
支
え
て
き
た
台
湾
経
済
に
と
り
、
七
三
年
の
第
一
次
石
油

危
機
は
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
七
四
年
は
実
質
わ
ず
か
一
・
一
策
成
長
と
い

ぅ
、
極
め
て
低
い
水
準
に
と
ど
ま
り
、
物
価
は
年
率
四
O
M
mも
の
暴
勝
を
み
せ

た
。
乙
の
た
め
政
府
は
物
価
、
金
融
、
為
替
の
各
方
面
で
緊
急
の
対
策
を
と
っ

た
が
、
物
価
対
策
を
最
優
先
と
し
、
為
替
レ
l
ト
を
据
え
置
い
た
の
は
注
目
す

べ
き
動
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
七
五
年
に
は
輸
出
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
で
あ

っ
た
も
の
の
、
イ
ン
フ
レ
の
沈
静
化
に
は
成
功
し
た
。
ま
た
、
圏
内
の
景
気
は

「
十
大
建
設
計
画
」
に
よ
る
重
化
学
工
業
化
へ
の
巨
額
の
投
資
に
よ
っ
て
四
・

三
Mm
の
成
長
を
確
保
す
る
と
と
が
で
き
た
。

七
五
年
に
は
計
画
が
頓
挫
し
た
「
第
六
期
四
ヶ
年
計
画
」
に
代
わ
り
、
新
た

に
「
六
ヶ
年
計
画
」
が
発
表
さ
れ
た
。
乙
の
年
よ
う
や
く
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
後

遺
症
も
収
ま
り
、
台
湾
経
済
は
早
く
も
従
来
の
高
度
成
長
の
軌
道
に
戻
り
、
そ

の
後
七
八
年
ま
で
二
ケ
タ
台
の
成
長
を
維
持
し
た
。
乙
の
乙
と
は
台
湾
の
成
長

基
調
が
定
着
し
た
と
い
う
意
味
か
ら
も
注
目
す
べ
き
と
と
で
あ
る
。
ま
た
、
乙

の
時
期
の
成
長
を
支
え
た
の
は
繊
維
や
電
子
産
業
で
、
重
化
学
工
業
化
の
成
果

は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

乙
の
計
画
の
中
で
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
は
台
中
港
の
建
設

を
除
い
て
は
比
較
的
に
順
調
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
計
画
全
体
で
も
、
成
長
を
維

持
し
つ
つ
重
化
学
工
業
化
を
達
成
す
る
と
い
う
目
標
の
上
で
は
、
無
意
味
と
は

な
ら
な
か
っ
た
。
中
で
も
石
油
化
学
、
鉄
鋼
、
造
船
の
三
つ
は
、
重
化
学
工
業

化
の
住
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
乙
と
に
、
石
油
化
学
は
六

0
年
代
末
か
ら

既
に
発
達
し
始
め
て
い
た
産
業
で
あ
り
、
早
く
も
繊
維
や
雑
貨
な
ど
の
川
下
加

工
産
業
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
間
材
料
の
自
給
率
を
高
め
る
と
い
う
方

向
で
の
発
展
が
見
込
ま
れ
て
い
た
。
事
実
、
石
油
化
学
へ
の
投
資
は
そ
の
後
中

間
材
料
の
自
給
率
を
着
実
に
伸
ば
し
、
現
在
、
繊
維
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
産
業
の

原
料
自
給
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
。
特
に
繊
維
産
業
は
一
貫
し
て
台
湾
最
大
の
産
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業
で
あ
り
、
輸
出
の
首
位
を
占
め
続
け
て
い
る
。
乙
の
意
味
で
も
、
石
油
化
学

へ
の
乙
の
時
期
の
投
資
拡
大
は
重
要
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
鉄
鋼
と
造
船
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
所
期
の
成
果
は
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
「
中
国
鋼
鉄
公
司
」
に
よ
る
粗
鋼
一
貫
生
産
の
も
く
ろ
み
は
、
製
品

が
品
質
面
で
国
際
水
準
に
達
せ
ず
、
中
級
品
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
輸
入
代
替

の
役
割
を
十
分
果
た
せ
ぬ
結
果
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
初
の
意
図
と
は
裏

は
ら
に
、
七

0
年
代
後
半
の
円
高
事
情
に
よ
っ
て
生
産
の
半
分
を
輸
出
へ
振
り

分
け
る
と
と
で
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
つ
に
至
っ
た
。

乙
の
時
期
の
重
化
学
工
業
投
資
は
結
果
的
に
官
業
が
担
い
手
と
な
っ
た
。
例

え
ば
中
国
鋼
鉄
公
司
と
中
国
造
船
公
司
の
場
合
、
当
初
官
民
合
弁
企
業
で
出
発

し
た
が
、
民
間
出
資
の
不
振
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
途
中
か
ら
官
業
に
切
り
替

え
た
。
乙
の
と
と
が
、
官
僚
的
硬
直
性
を
生
み
出
し
、
結
果
的
に
造
船
部
門
の

不
調
の
一
因
と
も
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
石
油
化
学
の

川
下
の
加
工
業
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
民
間
企
業
で
あ
り
、
相
対
的
に
、
七

0
年

代
の
経
済
発
展
は
重
化
学
工
業
化
を
指
向
し
な
が
ら
も
そ
の
成
果
は
十
分
で
な

く
、
基
本
的
に
は
六

0
年
代
同
様
に
民
間
主
体
の
輸
出
加
工
業
が
一
層
の
成
長

を
見
せ
た
時
期
と
い
え
よ
う
。

乙
の
時
期
の
経
済
成
長
は
、

G
N
P
や
輸
出
の
伸
び
が
軒
並
み
ダ
ウ
ン
し
た

の
に
対
し
、
物
価
が
平
均
一
三
Mm
の
高
い
上
昇
を
見
せ
た
。
ま
た
、

G
N
P
の

貿
易
依
存
度
が
初
め
て
九
O
M
m
の
大
台
を
越
え
、
異
常
と
も
言
え
る
状
態
に
な

っ
た
・
二
度
に
わ
た
る
石
油
危
機
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
輸
出
指
向
型
の
経
済
成

長
に
は
な
ん
ら
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
と
の
時
期
に
お
け
る

成
長
は
、
台
湾
に
ア
ジ
ア

N
I
E
S
に
お
け
る
代
表
的
地
域
と
し
て
の
地
位
を

約
束
し
た
の
で
あ
る
。

八
第
三
の
転
換
期
と
新
た
な
発
展
〉
(
一
九
八

0
年
代
以
降
)

八
0
年
代
に
入
り
、
台
湾
は
戦
後
三
番
目
の
転
換
期
を
迎
え
た
・
乙
の
転
換

の
特
徴
は
、
そ
れ
が
経
済
の
転
換
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
の
転
換
を
も
意

味
す
る
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
政
治
に
よ
る
経
済
の
規
定
や
、
経
済
の
み

の
展
開
か
ら
一
転
し
て
、
経
済
発
展
が
政
治
の
転
換
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
状

況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
の
第
二
次
石
油
危
機
を
墳
と
し
て
、
世
界
経
済
は
長
く
停
滞
し

た
。
そ
の
あ
お
り
で
八

0
年
代
以
降
、
台
湾
の
輸
出
お
よ
び
成
長
率
は
鈍
化
し

は
じ
め
た
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
七
年
現
在
、
外
貨
準
備
高
が
世
界
一

に
な
る
な
ど
、
経
済
の
指
標
が
軒
並
み
好
調
で
あ
る
の
は
、
八
四
年
の
ア
メ
リ

カ
の
好
景
気
に
よ
る
対
米
輸
出
の
伸
び
と
、
長
近
の
日
本
の
円
高
状
況
が
台
湾

の
対
日
・
対
米
輸
出
双
方
に
有
利
に
働
い
た
乙
と
に
よ
る
。
と
の
よ
う
に
見
て

来
る
と
、
現
在
の
好
況
は
、
必
ず
し
も
台
湾
自
身
の
手
に
よ
っ
て
勝
ち
得
た
も

の
ば
か
り
と
は
雪
ロ
え
ま
い
。
乙
の
よ
う
な
国
際
環
境
に
よ
る
要
因
を
除
く
な
ら

ば
、
台
湾
の
経
済
成
長
の
基
調
は
中
成
長
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

八
0
年
代
に
は
い
つ
て
の
台
湾
経
済
の
動
き
は
、
国
際
環
境
の
変
化
そ
の
他

に
よ
り
、
全
般
的
に
は
好
調
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、

今
後
、
経
済
政
策
の
主
眼
が
産
業
の
よ
り
一
層
の
高
度
化
に
お
か
れ
る
の
は
自

明
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
政
治
環
境
を
も
当
然
に
規
定
し
よ

う
。
台
湾
に
と
り
三
番
目
の
転
換
期
は
、
実
は
そ
の
意
味
か
ら
の
歴
史
的
重
要

性
を
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
経
済
の
各
々
の
時
期
に
お
け
る
経
済
の
動
き
と
そ
の
背
景
を
見
て
来

た
。
乙
れ
ら
の
事
か
ら
、
台
湾
の
経
済
成
長
が
国
民
党
主
導
の
「
開
発
政
治
」

的
側
面
に
支
え
ら
れ
て
き
た
点
と
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
対
外
関
係
が
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経
済
と
強
く
結
び
付
い
て
い
る
点
が
理
解
で
き
よ
う
。

特集・ NIES一時代の担い手一一

州
経
済
発
展
が
も
た
ら
す
も
の

台
湾
の
経
済
発
展
の
経
緯
に
つ
い
て
今
ま
で
概
観
し
て
き
た
。
乙
の
事
か
ら
、

基
本
的
に
は
台
湾
の
経
済
成
長
が
、
国
際
環
境
の
変
化
と
、
そ
れ
に
対
す
る
圏

内
的
対
応
と
い
う
サ
イ
ク
ル
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
事
が
容
易
に
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
台
湾

政
府
に
よ
る
経
済
問
題
へ
の
対
処
に
経
済
成
長
の
多
く
が
か
か
っ
て
い
た
事
を

意
味
し
た
。
乙
の
意
味
か
ら
、
台
湾
の
国
民
党
政
権
は
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を

充
分
担
っ
て
き
た
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
台
湾
当
局
の
経

済
へ
の
圧
倒
的
な
指
導
力
は
、
根
本
的
に
は
官
営
企
業
の
圧
倒
的
経
済
力
を
基

盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
概
観
し
て
き
た
通
り
、
台
湾
の
経
済
成
長

の
道
筋
は
、
官
営
企
業
を
民
間
企
業
が
追
い
つ
き
、
追
い
越
す
過
程
で
も
あ
っ

た
。
即
ち
、
経
済
の
成
長
は
ま
た
、
台
湾
当
局
の
指
導
力
の
経
済
的
な
裏
付
け

で
あ
る
官
業
の
相
対
的
な
弱
体
化
を
も
そ
の
シ
ナ
リ
オ
に
内
在
さ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。

台
湾
の
国
民
党
政
権
は
、
経
済
政
策
に
関
し
て
、
そ
の
前
半
に
失
敗
を
犯
し

た
と
は
い
え
、
全
般
的
に
は
極
め
て
有
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
台
湾
の
経
済
発

展
が
多
く
を
経
済
政
策
の
成
功
に
図
っ
て
い
る
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
台
湾
の
経
済
発
展
は
同
時
に
、
民
間
資
本
の
充
実
、
ひ
い
て
は
民
衆
の

政
治
意
識
の
向
上
を
も
生
み
出
し
た
・
乙
の
乙
と
は
、
永
い
聞
に
積
み
上
げ
ら

れ
て
き
た
官
業
へ
の
民
業
の
挑
戦
と
い
う
構
図
が
、
民
業
の
相
対
的
優
位
の
構

図
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
潮
流
と
同
一
線
上
に
、
国
民
党
の
政
治
的
権
威
へ
の
民

衆
の
挑
戦
と
い
う
現
在
の
状
況
を
も
た
'
り
し
た
と
言
え
よ
う
。

台
湾
の
経
済
発
展
を
主
導
し
て
き
た
国
民
党
の
「
開
発
政
治
」
は
そ
の
成
果

を
十
分
遣
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
民
度
を
押
し
上
げ
、
「
開
発
政
治
」
へ
の

反
対
者
を
も
育
成
し
て
い
っ
た
。
乙
の
事
が
ま
さ
に
経
済
発
展
が
台
湾
政
治
に

果
た
し
た
歴
史
的
意
義
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
変
化
は
、
反

面
、
国
民
党
に
よ
る
「
開
発
政
治
」
が
終
穏
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
を
も

意
味
し
よ
う
。
乙
と
で
断
っ
て
お
き
た
い
事
は
、
経
済
発
展
と
政
治
的
自
由
の

相
関
関
係
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
政
治
的
自
由
は
経
済
発
展
に

よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

台
湾
の
政
治
潮
流
を
分
析
す
る
方
便
と
し
て
、
乙
乙
で
は
そ
の
よ
う
な
型
に
は

め
て
考
え
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
逆
説
的
主
言
え
ば
、
政
治
的
民
主
化
の
問
題

と
、
経
済
発
展
の
相
関
関
係
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
複
雑
だ
と
い
う
事
で
あ
り
、

そ
の
点
を
強
調
す
る
事
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
だ
砂
で
本
章
を
設
け
た
理
由
と
な

ろ
う
。
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二
、
転
換
期
の
政
治
体
制

山
台
湾
の
権
威
主
義
体
制

今
日
の
台
湾
政
治
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
そ
の
政
治
体
制
を
最
も
適
切
に
規

定
す
る
言
葉
は
恐
ら
く
、
「
権
威
主
義
体
制
」
で
あ
ろ
う
。
台
湾
の
経
済
発
展

が
国
民
党
に
よ
る
「
開
発
政
治
」
に
多
く
を
依
っ
て
い
る
と
と
は
先
に
も
触
れ

た
が
、
そ
の
と
と
は
台
湾
の
政
治
体
制
が
持
つ
権
威
主
義
的
側
面
を
説
明
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
権
威
主
義
体
制
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ス
の
議
論
を
整
理

し
た
恒
川
恵
市
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
権
威
主
義
体
制
」
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と
は
「
政
策
形
成
に
関
わ
り
う
る
主
体
が
国
家
の
『
認
可
』
を
受
け
た
少
数
の

人
間
や
集
団
に
限
ら
れ
、
一
般
大
衆
に
対
す
る
積
極
的
で
恒
常
的
な
動
員
の
努

力
も
、
体
制
を
正
当
化
す
る
洗
練
さ
れ
た
体
系
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
見
ら
れ
な

い
政
治
体
制
で
あ
る
。
た
め
に
国
家
は
政
治
参
加
を
許
さ
れ
た
個
人
や
集
聞
に

対
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
予
測
が
十
分
に
可
能
な

政
策
形
成
上
の
手
続
き
を
保
証
す
る
が
、
一
方
、
一
一
般
大
衆
に
対
し
て
は
『
国

民
的
統
合
』
や
『
社
会
的
協
調
』
の
必
要
性
を
説
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の

政
策
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
」
乙
の
乙
と
を
台
湾
の
政
治

体
制
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
次
の
諸
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

第
一

κ、
政
策
決
定
に
関
わ
る
主
体
が
、
国
民
党
上
層
で
蒋
介
石
・
蒋
経
国

親
子
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
外
省
人
の
少
数
グ
ル
ー
プ
に
限
定
さ
れ
て
き
た
事
。

ま
た
、
そ
の
指
導
体
制
は
高
い
安
定
性
を
持
ち
、
政
治
エ
リ
ー
ト
の
分
裂
は
見

ら
れ
ず
、
政
治
的
動
揺
が
少
な
か
っ
た
事
。
次
に
、
大
陸
で
の
共
産
党
へ
の
敗

北
の
教
訓
か
ら
学
生
・
労
働
者
・
農
民
の
政
治
活
動
の
活
発
化
を
極
度
に
警
戒

し
、
反
共
救
国
青
年
団
・
官
製
労
働
組
合
・
農
業
組
合
及
び
各
種
の
特
務
機
関

に
よ
り
厳
し
い
統
制
を
行
っ
て
き
た
事
。
国
是
と
さ
れ
て
い
る
孫
文
の
「
三
民

主
義
」
は
幅
広
い
解
釈
を
許
す
性
格
の
も
の
で
、
解
放
前
の
中
国
で
な
ら
い
ざ

し
ら
ず
、
台
湾
の
現
政
権
を
正
当
化
し
、
一
般
大
衆
を
動
員
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
と
ろ
か
、
そ
の
民
主
主
義
理
念
に
よ
り
、
逆
に
現
体
制
批
判
の

渥
論
的
背
景
と
な
り
う
る
も
の
だ
と
い
う
事
。
そ
し
て
第
三
に
、
共
産
党
の
脅

威
を
理
由
に
国
民
の
団
結
、
社
会
の
安
定
が
強
調
さ
れ
、
政
治
参
加
の
レ
ベ
ル

が
低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
事
。
ま
た
、
乙
れ
ら
の
事
実
は
、
「
蒋
介
石
は
人
民

に
政
治
的
自
由
を
与
え
な
か
っ
た
が
政
治
を
し
な
い
自
由
を
認
め
た
。
し
か
し
、

毛
沢
東
は
人
民
に
政
治
を
し
な
い
自
由
も
認
め
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
言
葉
が
示

す
よ
う
に
、
台
湾
の
権
威
主
義
的
な
政
治
体
制
が
、
大
陸
の
よ
う
な
政
治
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
大
衆
運
動
と
い
う
形
で
、
経
済
建
設
の
進
行
を
阻
ま
れ
ず
、
逆
に

国
民
党
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
、
今
日
の
発
展
を
築
い
た
事

の
背
景
で
も
あ
る
。

台
湾
の
ζ
う
し
た
「
権
威
主
義
」
的
攻
体
は
、
一
九
五

0
年
代
前
半
の
「
赤

狩
り
」
や
七
九
年
の
「
高
雄
事
件
」
、
選
挙
時
に
お
け
る
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
の

「
と
り
乙
み
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ば
「
飴
と
鞭
」
に
よ
る
自
己
保
存
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
そ
の
政
体
自
体
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
「
自
己
保
存
」

が
も
は
や
限
界
と
な
り
、
「
民
主
主
義
」
体
制
へ
の
移
行
を
迫
ら
れ
て
い
る
の

が
現
在
の
状
況
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
台
湾
の
圃
民
党
政
権
が
そ
の

正
統
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
国
会
は
、
一
九
四
七
年
の
中
華
民
国
憲
法
に
基
づ

く
選
挙
で
選
ば
れ
た
当
時
の
中
国
各
地
の
代
表
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、

中
国
と
の
内
戦
を
理
由
に
改
選
さ
れ
な
か
っ
た
い
き
さ
つ
か
ら
、
議
員
の
高
齢

化
が
進
み
、
も
は
や
欠
員
選
挙
と
い
っ
た
方
法
の
み
で
は
自
己
崩
境
は
避
け
ら

れ
な
い
情
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
乙
う
し
た
事
情
も
国
民
党
の
権
威
主
義
的
支

配
に
変
化
を
求
め
る
物
理
的
な
圧
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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山
政
治
革
新
と
民
主
化

台
湾
の
権
威
主
義
体
制
は
「
正
統
性
」
と
い
う
弱
点
を
抱
え
な
が
ら
も
、
ア

メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
台
湾
の
戦
略
的
価
値
に
基
づ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
が
台
湾
に
与
え
る
国
際
政
治
の
場
で
の
支
持
を
園
内
的
威
信
に
転
化

さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
本
来
的
に
脆
弱
な
正
統
性
を
維
持
し
て
き
た
。

ζ

の

意
味
か
ら
、
朝
鮮
戦
争
期
に
お
い
て
圏
外
に
ア
メ
リ
カ
の
支
持
が
あ
る
と
き
、

台
湾
園
内
で
国
民
党
政
権
が
強
圧
的
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、



特集・ NIES一時代の担い手一一

当
初
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
支
持
は
「
支
援
し
、
承
認
も
す
る
が
大
陸
反
攻
は
許
さ

な
い
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
、
そ
の
外
交
戦
略
の
変
更
に
よ
っ
て
は
、
当
然

変
化
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
に
、
一
九
七
九
年
の
米
中
国
交
正
常

化
に
よ
る
国
際
情
勢
の
変
化
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、
そ
れ
は
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
変
化
は
、
台
湾
園
内
で
の
国
民
党
体
制
の
権
威

を
著
し
く
失
墜
さ
せ
、
そ
の
後
の
対
外
危
機
と
い
う
文
脈
の
中
で
.
国
民
的
基

盤
を
固
め
る
意
味
か
ら
も
「
広
範
聞
な
支
持
の
取
り
付
け
H
H
低
姿
勢
の
権
威
主

義
体
制
」
へ
と
転
移
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
事
情
の
外

に
、
蒋
介
石
の
死
去
に
伴
う
蒋
経
国
の
権
力
獲
得
後
、
自
ら
の
政
治
基
盤
を
固

め
る
必
要
性
が
生
じ
た
事
な
ど
か
ら
、
台
湾
の
政
局
に
、
政
治
権
力
の
民
間
委

譲
の
下
地
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
乙
う
し
た
流
れ
は
、
経
済
の
発
展

に
よ
り
、
民
衆
の
聞
に
経
済
的
不
満
に
よ
る
政
権
へ
の
反
発
と
い
っ
た
不
安
定

要
因
が
無
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
事
と
も
相
ま
っ
て
、
今
日
の
動
き
へ
と
連
な
っ

て
い
く
。

現
在
、
台
湾
の
政
治
局
面
は
激
し
く
揺
れ
動
い
て
い
る
。
一
九
八
七
年
に
入

っ
て
か
ら
の
、
戒
厳
令
の
約
四
十
年
ぶ
り
の
解
除
ゃ
、
国
民
党
以
外
の
野
党
勢

力
が
認
め
ら
れ
、
選
挙
で
大
踊
進
を
遂
げ
た
と
と
、
更
に
は
大
陸
へ
の
渡
航
が

解
禁
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
乙
と
な
ど
、
そ
の
変
化
は
枚
挙
の
暇
が
な
い
穏
で

あ
る
。
乙
れ
ら
の
政
治
変
動
の
主
た
る
テ
!
?
は
、
政
治
的
権
利
の
増
大
や
権

力
の
委
譲
を
い
か
に
達
成
す
る
か
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
向
妙
て
体
制
側
と
民
衆

側
の
双
方
か
ら
反
応
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
の
政
治
舞
台
で
の
変
化
と
な
っ
て

現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
状
に
目
を
移
せ
ば
、
国
民
党
側
の
民
主
化
案
で
あ
る
「
党
改
革
」
と
、
民

衆
側
、
具
体
的
に
は
唯
一
の
野
党
勢
力
で
あ
る
後
述
の
民
主
進
歩
党
(
以
下
、

民
進
党
と
略
す
。
)
が
唱
え
る
、
「
台
湾
自
決
」
を
内
容
と
し
た
民
主
化
要
求
案

と
の
聞
に
は
尚
も
大
き
な
隔
た
り
は
あ
る
。
し
か
し
、
乙
乙
で
は
そ
の
違
い
よ

り
む
し
ろ
、
双
方
が
ま
が
り
な
り
に
も
民
主
化
案
を
提
出
し
て
い
る
と
い
う
点

に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
乙
う
し
た
情
勢
が
意
味
す
る
事
は
、
民

主
化
が
遥
成
す
べ
き
国
家
目
標
と
し
て
の
国
民
的
認
知
を
得
て
い
る
と
い
う
事

実
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
台
湾
に
は
真
の
意
味
で
の
野
党
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
国
民
党
以
外
の
小
政
党
と
し
て
「
民
社
党
」
や
「
青
年
党
」
の
存
在
は
認

め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
国
民
党
の
対
抗
勢
力
と
し
て
は
存
在
せ
ず
民
衆

か
ら
「
便
所
の
花
瓶
」
と
陰
口
を
た
た
か
れ
る
の
が
お
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
戒

厳
令
に
よ
っ
て
政
治
活
動
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
た
情
況
に
あ
っ
て
は
、
反
国
民

党
の
政
治
活
動
は
、
勢
い
、
非
合
法
の
在
野
活
動
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
前
述
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
蒋
経
国
に
よ
る
「
上
か
ら
の

改
革
」
が
進
め
ら
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
蒋
経
国
の
改
革
の
内
容
は
、
大
別
し

て
「
中
央
民
意
代
表
機
関
(
国
会
)
」
の
一
部
改
選
と
い
わ
ゆ
る
「
台
湾
化
」

(
党
・
政
府
へ
の
台
湾
人
登
用
の
拡
大
)
の
二
点
か
ら
な
る
。

一
九
六
六
年
の
国
民
代
表
大
会
に
、
張
知
本
な
ど
か
ら
「
自
由
地
区
」
に
お

け
る
中
央
民
意
代
表
の
定
期
改
選
実
施
の
提
案
が
曲
さ
れ
た
・
し
か
し
、
乙
の

時
は
ま
だ
時
期
尚
早
と
さ
れ
、
代
わ
り
に
台
湾
に
お
け
る
欠
員
と
人
口
増
に
よ

る
定
員
不
足
を
補
う
「
欠
員
補
充
選
挙
」
が
実
施
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
だ
が
、

乙
の
よ
う
な
一
時
し
の
ぎ
の
対
策
で
は
な
ん
ら
「
万
年
国
会
」
の
持
つ
代
表
性

矛
盾
の
緩
和
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
間
も
な
く
到
来
し
た
対
外
危

機
の
中
で
、
蒋
経
国
が
党
内
元
老
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
後
継
者
と
し
て
の
地
位

を
固
め
る
た
め
、
危
機
意
識
を
持
つ
青
年
知
識
人
を
中
心
と
す
る
改
革
論
議
を
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あ
る
程
度
容
認
す
る
や
、
国
会
全
面
改
選
の
要
求
が
噴
出
し
た
。
乙
の
時
は
保

守
派
の
抵
抗
に
よ
り
全
面
改
選
は
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
七
二
年
国
会
の
一
部
定

期
改
選
が
制
度
化
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
乙
れ
が
今
日
行
わ
れ
て
い
る
「
増
加

定
員
選
挙
」
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
決
断
は
、
国
民
党
政
権
に
と
り
、
次
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
。

l

「
欠
員
補
充
選
挙
」
と
共
に
、
時
と
と
も
に
消
滅
し
て
ゆ
く
は
ず
の

「
法
統
」
の
実
体
を
補
修
す
る
意
義
。

Z

「
法
統
」
の
維
持
の
た
め
に
生
じ
て
く
る
代
表
性
の
矛
盾
を
緩
和
す
る

意
義
。
つ
ま
り
、
対
外
危
機
に
よ
る
体
制
へ
の
打
撃
を
、
国
会
の
代
表
性

を
拡
大
し
、
政
権
の
民
意
基
礎
を
固
め
る
と
と
に
よ
り
緩
和
す
る
と
と
が

で
き
る
。

a
大
陸
選
出
議
員
は
そ
の
ま
ま
非
改
選
で
あ
る
か
ら
、
当
分
は
「
増
加
定

員
選
挙
」
の
結
果
に
政
権
及
び
政
策
は
左
右
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
選
挙

実
施
区
域
は
台
湾
全
域
に
及
ぶ
の
で
、
一
種
の
総
選
挙
と
し
て
意
味
が
あ

る
。
ま
た
国
民
党
は
そ
の
圧
倒
的
な
政
治
資
源
を
動
員
し
て
選
挙
で
の
勝

利
は
確
実
で
あ
る
乙
と
か
ら
、
中
央
レ
ベ
ル
の
選
挙
で
の
勝
利
を
ア
ピ
ー

ル
し
、
国
民
の
信
任
を
得
た
と
主
張
す
る
根
拠
を
更
新
し
う
る
と
い
う
意

義。
乙
れ
ら
の
意
義
か
ら
、
蒋
経
国
は
「
増
加
定
員
選
挙
」
に
踏
み
切
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。

蒋
経
国
は
ま
た
、
自
己
の
指
導
権
を
よ
り
一
層
強
め
る
た
め
「
青
年
才
俊
」

の
抜
揺
を
唱
え
て
い
わ
ゆ
る
「
台
湾
化
」
の
意
味
を
持
つ
新
し
い
人
事
政
策
を

打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
乙
れ
ま
で
登
用
の
少
な
か
っ
た
中
央
党
部
幹
部
職
員
や

地
方
党
部
主
任
に
も
次
第
に
台
湾
本
省
人
が
登
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
上
層
で
も
、
七
二
年
に
蒋
経
国
が
行
政
院
長
に
就
任
す
る
や
、
内
閣
閣
員

中
の
本
省
人
を
以
前
の
三
名
か
ら
六
名
に
増
や
し
、
ま
た
初
め
て
台
湾
省
主
席

に
台
湾
人
を
任
命
し
た
。
そ
し
て
蒋
介
石
が
死
去
し
蒋
経
国
自
身
が
党
主
席
な

る
七
六
年
以
降
は
、
党
中
央
常
務
委
員
会
へ
の
台
湾
人
の
登
用
も
次
第
に
増
加

し
て
い
っ
た
。

蒋
経
国
の
乙
の
よ
う
な
「
台
湾
化
」
は
、
台
湾
の
社
会
的
発
展
の
な
か
で
生

ま
れ
て
き
た
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
を
体
制
内
部
に
取
り
込
む
事
に
よ
る
政
権
の
安

定
度
の
増
大
を
狙
っ
た
も
の
で
、
そ
の
進
め
か
た
は
慎
重
か
つ
漸
進
的
で
あ
り
、

そ
の
対
象
も
国
防
、
外
交
、
情
報
、
治
安
な
ど
の
権
力
的
な
官
職
は
除
外
さ
れ

て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
も
く
ろ
み
自
体
は
一
定
の
成
果
を
収
め
た
と
雪
国
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
乙
れ
に
吸
収
さ
れ
な
い
本
省
人
中
産
階
級
の
不
満
の
一
部
が
民
主

化
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
党
外
運
動
に
注
が
れ
て
い
っ
た
事
実
を
見
る
な

ら
ば
、
乙
れ
は
蒋
経
国
に
と
り
、
自
己
の
政
治
基
盤
安
定
の
意
味
で
両
義
的
意

味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
台
湾
政
治
に
お
い
て
、
民
主
化
運
動

が
「
台
湾
化
」
運
動
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

一
九
七
0
年
代
、
台
湾
で
は
選
挙
は
「
民
主
仮
期
」
(
民
主
の
祝
日
)
と
呼

ば
れ
た
。
「
増
加
定
員
選
挙
」
に
よ
っ
て
、
一
部
と
は
い
え
国
政
レ
ベ
ル
に
政

治
競
争
の
領
域
が
聞
か
れ
た
事
に
よ
り
、
選
挙
の
意
義
は
高
ま
り
、
「
民
主
偲

期
」
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
反
対
者
に
と
り
、
ま
た
と
な
い
政
治
的
表
現

の
場
と
な
っ
た
の
だ
。

乙
の
選
挙
で
国
民
党
は
新
た
な
支
持
者
を
獲
得
し
、
潜
在
的
な
反
対
者
を
も

取
り
込
ん
で
い
く
事
が
で
き
る
反
面
、
さ
ま
ざ
ま
な
妨
害
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国

民
党
の
設
定
し
た
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
当
選
し
た
反
対
者
を
正
当
な
存
在
と
し
て
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認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
乙
の
意
味
で
、
「
増
加
定
員
選
挙
」
は
極
め
て
限

定
的
な
意
味
に
お
い
て
は
「
民
主
化
」
と
い
え
る
動
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
乙
の
よ
う
な
台
湾
政
治
の
民
主
化
の
道
筋
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、

ど
く
最
近
の
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
台
湾
に
お
い
て
は
、
と
の
よ
う
な
政

治
要
求
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
、
ま
た
事
実
、
戒
厳
令
を
楯
と
し
た
こ
う
し
た
動
き

へ
の
抑
圧
も
行
わ
れ
て
き
た
。
「
台
湾
独
立
」
を
叫
ぶ
人
々
の
活
動
が
、
香
港
、

日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
お
け
る
海
外
活
動
を
中
心
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

っ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
そ
し
て
乙
う
し
た
事
態
が
最
近
ま
で
永

く
続
い
て
き
た
乙
と
は
、

C
れ
ら
「
台
湾
独
立
派
」
の
人
々
と
台
湾
の
民
衆
と

の
聞
に
あ
る
種
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
み
出
し
た
。
経
済
の
急
激
な
成
長
に
よ
っ
て

生
活
水
準
が
上
が
っ
た
事
、
中
国
と
の
戦
争
状
争
が
「
棚
上
げ
」
さ
れ
た
乙
と

に
よ
っ
て
社
会
的
緊
張
が
緩
ん
だ
事
な
ど
の
諸
事
情
に
よ
り
、
台
湾
民
衆
の
聞

に
国
民
党
の
統
治
に
対
す
る
妥
協
的
な
空
気
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま

た
台
湾
人
と
し
て
の
意
識
に
も
変
化
が
生
じ
た
。
以
前
の
よ
う
な
「
反
中
国
人
」

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
意
味
合
い
が
風
化
し
つ
つ
あ
り
、
新
た
な
共
同
体

意
識
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
情
況
が
そ
れ
で
あ
る
。
乙
う
し
た
変
化
に

伴
い
、
民
主
化
運
動
も
新
た
な
動
き
を
見
せ
て
き
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
心
を
な

す
の
が
後
述
の
民
進
党
で
あ
る
。

印
刷
「
党
外
運
動
」

権
威
主
義
体
制
の
民
主
化
へ
の
移
行
は
、
体
制
現
職
者
に
よ
る
「
自
由
化
」

の
方
向
へ
の
支
配
の
修
正
に
よ
っ
て
始
ま
る
。

台
湾
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
一
九
七
九
年
、
予
想
さ
れ
た
乙
と
と
は
い
え
、

ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
国
交
が
樹
立
し
、
中
国
が
「
平
和
統
こ
攻
勢
を
か
け
て

く
る
と
い
う
対
外
危
機
の
中
で
、
反
体
制
運
動
が
高
ま
り
、
乙
れ
に
政
治
弾
圧

(
高
雄
事
件
)
で
対
処
し
た
と
と
が
結
果
的
に
失
敗
し
た
。
乙
の
事
が
契
機
と

な
っ
て
体
制
側
に
も
軌
道
修
正
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
・
そ

う
し
た
中
、
タ
カ
派
に
よ
る
テ
ロ
ル
と
目
さ
れ
る
一
連
の
事
件
(
林
義
雄
事
件
、

陳
文
成
事
件
、
江
商
事
件
)
が
起
乙
り
、
タ
カ
派
の
後
退
(
王
昇
の
失
脚
)
と

と
も
に
ハ
ト
派
優
位
の
政
治
情
況
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
流
れ
が
八
六
年
の
蒋
経

国
に
よ
る
自
由
化
の
決
断
へ
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
の
台
湾
は
、
八

0
年
代
初
め
か
ら
の
設
備
投
資
の
構
造
的
低
迷

が
も
た
'
り
し
た
経
済
成
長
の
鈍
化
、
「
江
南
事
件
」
に
よ
る
社
会
的
動
揺
、
栢

次
ぐ
中
国
の
「
平
和
攻
勢
」
な
ど
に
よ
り
、
社
会
的
圧
迫
感
が
蔓
延
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
で
蒋
経
国
は
決
断
を
下
し
た
。

八
六
年
三
月
末
、
国
民
党
中
央
委
員
会
総
会
が
二
年
半
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た

が
、
乙
の
時
は
内
外
の
憶
測
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戒
厳
令
や
「
党
禁
」
な
ど
の
セ

ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
乙
ろ
が
四
月

九
日
、
中
央
常
務
委
員
会
内
に
「
政
治
革
新
十
二
人
小
組
」
が
組
織
さ
れ
、
つ

い
で
蒋
経
国
自
ら
の
指
示
に
よ
り
党
外
勢
力
と
の
融
和
工
作
が
始
め
ら
れ
た
。

党
外
勢
力
は
八
三
年
の
立
法
委
員
選
挙
で
の
敗
北
か
ら
立
ち
直
り
、
「
党
外

公
共
政
策
研
究
会
(
公
政
会
〉
」
や
「
党
外
編
集
作
家
聯
誼
会
」
な
ど
を
作
っ

て
運
動
の
組
織
化
努
力
を
怠
ら
ず
、
ま
た
選
挙
時
に
は
「
党
外
後
援
会
」
を
組

織
し
、
政
見
発
表
や
候
補
者
の
推
薦
な
ど
、
準
政
党
的
活
動
の
実
績
を
積
み
上

げ
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
、
八
五
年
末
の
地
方
選
挙
で
一
定
の
成
果
を
挙
げ
る

と
、
そ
の
組
織
化
工
作
を
強
化
し
、
「
公
政
会
」
の
支
部
を
各
地
に
作
っ
て
い

っ
た
。
乙
の
た
め
、
乙
れ
に
対
し
元
々
違
法
団
体
と
し
て
警
告
を
与
え
続
け
て

い
た
当
局
と
の
聞
に
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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五
月
七
B
、
蒋
経
国
は
、
党
中
央
政
策
会
に
対
し
て
誠
心
誠
意
、
党
外
人
士

と
の
「
講
通
(
対
話
)
」
を
は
か
れ
、
と
指
示
し
、
十
目
、
中
央
政
策
会
の
三

名
の
「
講
通
小
組
」
と
七
名
の
主
要
党
外
人
士
と
の
会
合
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

蒋
経
国
直
々
の
乙
の
よ
う
な
指
示
は
、
将
来
の
「
党
禁
」
解
除
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
六
月
に
入
る
と
、
中
央
常
務
委
員
会
の
「
十
二
人
小
組
」
に
六
つ
の

問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
が
設
置
さ
れ
、
「
党
禁
」
解
除
を
も
検
討
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
乙
れ
に
よ
り
、
蒋
経
国
は
体
制
改
革
に
本
格
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
示

し
た
の
で
あ
っ
た
。

国
民
党
と
党
外
人
士
と
の
「
講
通
」
は
、
第
二
回
以
降
、
国
民
党
内
部
で
の

保
守
派
の
反
発
や
、
「
党
禁
」
解
除
に
よ
る
新
党
結
成
に
際
し
、
国
民
党
に
主

導
権
を
取
ら
れ
る
事
を
懸
念
し
た
党
外
勢
力
側
の
対
応
な
ど
に
よ
り
、
空
転
し

て
い
た
。
反
面
、
党
外
勢
力
は
、
一
二
月
の
国
会
選
挙
に
向
け
て
、
ひ
そ
か
に

新
党
結
成
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
九
月
に
入
り
、
林
正
茶
台
北
市
議
会
議
員

に
対
す
る
政
治
的
有
罪
判
決
抗
議
デ
モ
が
成
功
す
る
と
、
そ
の
余
勢
を
か
つ
て
、

九
月
二
八
日
、
台
北
市
内
の
円
山
大
飯
底
で
聞
か
れ
た
党
外
選
挙
後
援
会
公
認

候
補
推
薦
大
会
の
席
上
、
「
民
主
進
歩
党
〈
民
進
党
)
」
の
結
成
が
宣
言
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
乙
れ
に
対
し
国
民
党
は
、
乙
れ
は
党
主
席
、
党
則
、

綱
領
の
決
ま
っ
て
い
な
い
準
備
段
階
の
も
の
だ
と
し
、
取
り
締
ま
り
を
行
わ
な

か
っ
た
。

十
月
七
日
、
蒋
経
国
は
ア
メ
リ
カ
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
会
見
で
、
い
か

な
る
新
党
も
①
中
華
民
国
憲
法
を
遵
守
し
、
②
反
共
国
策
を
支
持
し
、
③
「
台

湾
独
立
派
」
と
決
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
「
党
禁
」
の
解
除
方
針

を
表
明
、
つ
い
で
一
五
目
、
国
民
党
中
央
常
務
委
員
会
は
、
①
新
規
に
「
国
家

安
全
法
」
を
制
定
し
て
戒
厳
令
安
解
除
す
る
。
③
現
行
の
「
非
常
時
期
人
民
団

体
組
織
法
」
と
「
反
乱
鎮
定
時
期
公
職
人
員
選
挙
罷
免
法
」
の
改
正
に
よ
り
、

政
党
活
動
規
制
法
規
を
整
え
、
新
党
結
成
を
認
め
る
と
い
う
「
十
二
人
小
組
」

の
提
案
を
承
認
し
た
。

一
方
、
民
進
党
も
「
組
党
工
作
小
組
」
を
組
織
し
て
、
本
格
的
な
政
党
づ
く

り
に
乗
り
出
し
た
。
各
地
で
集
会
を
闘
い
て
結
党
の
意
義
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
「
公
政
会
」
、
「
党
外
編
集
作
家
聯
誼
会
」
そ
の
他
の
党
外
団
体
の
成
員

に
振
り
替
え
、
党
員
大
会
代
表
を
選
出
し
た
。
そ
し
て
一
一
月
十
目
、
つ
い
に

第
一
回
党
員
代
表
大
会
を
聞
き
、
党
則
、
綱
領
を
採
択
し
、
中
央
執
行
委
員
を

選
出
し
た
。
翌
一
一
目
、
第
一
回
の
中
央
執
行
委
員
会
を
開
き
、
江
鵬
堅
を
初

代
党
主
席
に
選
ん
だ
。
乙
れ
に
対
し
国
民
党
は
ま
た
し
て
も
、
「
承
認
も
し
な

い
が
取
り
締
ま
り
も
し
な
い
」
方
針
を
表
明
、
か
く
し
て
一
二
月
、
台
湾
史
上

初
の
複
数
政
党
選
挙
が
実
現
す
る
乙
と
と
な
っ
た
。

選
挙
の
結
果
は
、
民
進
党
が
立
法
院
(
現
三
二
三
議
席
、
う
ち
改
選
七
三
議

席
)
で
一
二
議
席
と
倍
増
、
国
民
大
会
代
表
(
現
九
七
二
議
席
、
う
ち
改
選

八
四
議
席
)
で
二
議
席
を
襲
但
博
す
る
躍
進
を
み
せ
た
。
得
票
率
で
も
、
立
法

院
で
前
回
を
五
Mm
上
回
る
二
二
・
一
七
M
m
(国
民
党
は
六
九
・
八
七
Mm
で
、
前

回
よ
り
三
・
二
三
Mm
減
少
)
、
国
民
大
会
代
表
で
は
一
八
・
九
O
M
m
を
獲
得
し

た
。
ま
た
国
民
党
の
候
補
で
は
、
強
く
改
革
の
必
要
性
を
唱
え
た
台
北
市
の
趨

少
康
や
台
中
の
洪
昭
男
な
ど
が
人
気
を
集
め
、
高
位
当
選
を
果
た
し
た
。

乙
の
よ
う
な
結
果
は
、
実
績
の
な
い
民
進
党
に
対
し
て
は
民
主
化
運
動
に
対

す
る
民
衆
の
支
持
と
い
う
意
味
で
、
激
励
票
的
意
味
が
、
そ
し
て
越
少
康
ら
国

民
党
改
革
派
へ
の
期
待
に
お
い
て
は
蒋
経
国
の
決
断
に
対
す
る
支
持
の
表
明
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
乙
う
し
た
意
味
で
、
初
め
て

-39-



特集・ NIES一時代の担い手一一

の
複
数
政
党
選
挙
を
通
し
て
、
体
制
内
に
お
げ
る
ハ
ト
派
の
立
場
が
当
面
強
化

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

終
章

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
立
と
民
主
化

台
湾
経
済
は
、
概
観
し
た
よ
う
に
過
去
、
そ
し
て
現
在
と
常
に
民
主
主
義
の

理
想
と
は
離
れ
、
独
自
の
ド
グ
マ
の
中
で
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
乙
と
は
、
台

湾
が
根
本
的
に
は
文
化
・
思
想
の
面
で
中
国
的
世
界
に
属
し
、
た
め
に
儒
教
思

想
の
持
つ
現
世
的
世
界
観
を
社
会
の
基
層
に
保
ち
続
け
て
き
た
点
と
も
関
係
し

よ
う
。
つ
ま
り
国
民
党
の
家
産
制
的
統
治
を
受
け
入
れ
る
土
壊
が
元
々
台
湾
に

あ
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
か
つ
て

M
・
ウ
ェ

I
パ
l
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
イ
ズ
ム
と
儒
教
と
の
比
較
を
試
み
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
家
産
制
的
国
家
に
お

い
て
は
、
「
孝
弟
」
を
怠
る
ζ
と
へ
の
「
罪
」
の
意
識
が
社
会
の
変
革
そ
の
も

の
を
拒
む
。
ま
が
り
な
り
に
も
経
済
的
に
「
徳
治
」
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

社
会
変
革
へ
の
欲
求
を
持
つ
の
は
勢
い
少
数
派
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
台
湾

で
は
政
治
意
識
が
希
薄
と
な
り
が
ち
で
、
民
主
化
運
動
そ
の
も
の
が
民
衆
の
中

で
異
端
視
さ
れ
が
ち
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

現
実
に
台
湾
社
会
に
は
現
在
の
経
済
環
境
に
満
足
し
、
政
治
変
動
を
好
ま
な

い
層
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
層
の
存
在
が
国
民
党
政
権

の
安
定
要
因
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
が
、
同
時
に
、
変
革
へ
の
要
求
が
、

経
済
発
展
を
背
景
と
し
て
高
ま
っ
て
き
た
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
乙
の
経
緯

に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
乙
乙
で
言
及
す
べ
き
事
は
、
乙
の
よ
う
な
社
会
情

況
が
台
湾
の
政
治
文
化
に
影
響
を
与
え
続
け
る
事
で
、
今
日
の
「
上
か
ら
の
改

革
」
と
「
下
か
ら
の
民
主
化
要
求
」
と
い
う
政
治
情
況
を
形
づ
く
っ
て
き
た
と

い
う
点
で
あ
る
。

台
湾
の
民
主
化
は
ま
た
、
近
代
国
家
と
し
て
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
を
確
立
す
る
と
い
う
使
命
を
そ
の
内
に
秘
め
て
い
る
。
新
た
な
「
台
湾
意
識
」

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
乙
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
民
主
化
の
過
程
で
「
内
省
人
」

と
「
外
省
人
」
の
区
別
を
解
消
し
、
新
し
い
国
民
意
識
を
成
長
さ
せ
て
い
く
乙

と
乙
そ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
立
の
内
容
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同

時
に
乙
の
問
題
は
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
先
進
国
の
一
翼
を
担
う
た
め
、

よ
り
大
き
な
飛
躍
を
目
指
す
台
湾
に
と
っ
て
、
国
際
社
会
で
の
認
知
を
得
る
た

め
に
ど
う
し
て
も
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
ハ
ー
ド
ル
で
あ
る
。
台
湾
の
真
の
意
味
に

お
い
て
の
民
主
化
は
、
そ
の
政
権
の
正
当
性
を
問
う
「
法
統
」
問
題
と
も
絡
ん

で
、
一
朝
一
石
に
は
解
決
し
え
ぬ
難
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
矛

盾
を
呑
み
込
ん
で
行
く
乙
と
乙
そ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
創
造
の
真
の
意
味

で
は
な
か
ろ
う
か
。

エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
l
は
「
人
民
に
プ
ラ
イ
ド
を
与
え
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、

パ
ン
と
水
だ
け
で
生
き
、
か
れ
ら
の
搾
取
者
を
た
た
え
、
か
れ
ら
の
た
め
に
生

命
さ
え
投
げ
出
す
、
だ
ろ
う
。
」
と
言
っ
た
が
、
革
命
中
国
は
ま
さ
に
パ
ン
の
代

わ
り
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
大
衆
を
動
員
す
る
、
「
兵
営
国
家
(
の

E
ユg
ロ

m
g
g
)」
と
評
さ
れ
た
時
代
を
自
ら
経
験
し
て
き
た
。
だ
が
、
「
法
統
」
問
題

を
は
じ
め
と
す
る
正
統
性
と
の
葛
藤
に
よ
り
、
脆
弱
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
権
威

し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
国
民
党
台
湾
は
、
大
衆
に
パ
ン
そ
の
も
の
を
与
え
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
日
の
大
陸
中
国
と
台
湾
の
圧
倒
的
な
経
済
格

差
が
生
じ
た
と
い
う
の
は
や
や
逆
説
的
で
あ
ろ
う
か
.
し
か
し
、
も
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、
乙
の
よ
う
な
台
湾
の
経
済
発
展
は
い
わ
ば
、
「
産
み
の
苦
し
み
」
を

持
ち
越
し
た
結
果
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
事
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
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台湾の経済発展

今
後
の
台
湾
の
政
治
変
革
は
我
々
に
そ
の
好
余
曲
折
の
道
程
を
想
起
さ
せ
よ
う
。

ホ
ッ
フ

7
1
は
一
一
冨
う
、
「
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
も
の
を
恐
れ
て
い
る
。
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
言
っ
た
よ
う
に
、
『
新
し
い
一
歩
を
踏
み
だ
す
と
と
、
新
し

い
言
葉
を
口
に
す
る
と
と
は
、
人
び
と
が
一
番
恐
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
』
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
。
些
細
な
事
柄
に
お
い
て
さ
え
、
新
し
い
経
験
は
ほ
と
ん

ど
か
な
ら
ず
い
く
ば
く
か
の
不
安
な
予
感
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
」
と
・

台
湾
は
今
ま
さ
に
、
そ
の
姿
を
根
幹
か
ら
変
え
、
ま
っ
た
く
新
し
い
国
家
と
し

て
再
出
発
し
て
行
ζ
う
と
い
う
時
期
に
き
て
い
る
が
、
当
然
そ
れ
に
伴
う
あ
る

種
の
社
会
不
安
を
我
々
は
過
小
に
評
価
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
社
会
の
不
安

は
時
と
し
て
予
期
せ
ぬ
結
果
を
も
引
き
起
乙
す
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
か
ら
の
台

湾
の
前
途
を
考
え
る
時
、
私
は
そ
の
事
を
恐
れ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

民
主
化
を
通
し
て
、
台
湾
が
新
た
な
台
湾
像
を
創
り
だ
す
事
は
容
易
な
ら
ざ

る
事
で
あ
る
。
四
十
年
あ
ま
り
の
戒
厳
令
体
制
は
変
革
を
求
め
な
い
勢
力
を
作

り
出
し
た
が
、
反
面
よ
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
を
求
め
る
勢
力
と
い
う
相

容
れ
ぬ
諸
勢
力
を
生
み
出
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
勃
興
し
て
い
く

ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
台
湾
は
今
、
そ
の
経
済
的
発
展
を
背
景
と
し
た
新
興
の
機

運
が
大
い
に
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
台
湾
を
一
流
国
家
た
ら
し
め

よ
う
と
す
る
国
家
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
存
在
と
そ
が
、
台
湾
に
民
主
化
を
達

成
目
標
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
か
ら
先
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て

台
湾
が
民
主
化
の
方
向
を
維
持
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
も
、
正
に
乙

の
一
点
を
論
拠
と
し
て
い
る
。

乙
れ
か
ら
の
台
湾
の
民
主
化
を
考
え
る
時
、
政
治
改
革
の
困
難
や
、
前
途
に

横
た
わ
る
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
政
治
課
題
な
ど
か
ら
、
そ
の
険
し
い
道
程
を
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
台
湾
は
過
去
、
政
治
的
孤
立
の
中
で
今
日

の
強
力
な
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
そ
の
事
が
あ
っ
て

と
そ
、
今
日
の
政
治
情
況
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

台
湾
は
今
ま
さ
に
、
永
い
停
滞
か
ら
脱
却
し
、
新
た
な
る
航
海
に
乗
り
出
さ

ん
と
し
て
い
る
。
「
新
生
台
湾
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
創
造
の
道

程
は
永
く
苦
難
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
台
湾

が
国
際
的
孤
立
の
中
で
今
日
の
繁
栄
を
築
き
上
げ
て
き
た
経
験
と
同
様
に
、
民

主
化
と
い
う
難
局
を
乗
り
切
り
、
将
来
、
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
創
造
す

る
で
あ
ろ
う
事
を
信
じ
た
い
。
そ
れ
乙
そ
が
私
を
執
筆
に
駆
り
立
て
た
動
機
で

も
あ
る
か
ら
だ
。

本
稿
の
内
容
は
、
今
日
の
台
湾
を
歴
史
的
に
振
り
返
る
事
に
終
始
し
た
。
そ

れ
は
、
そ
の
事
が
台
湾
を
知
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
事
と
の
判
断
か
ら
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
今
後
の
台
湾
の
前
途
は
、
台
湾
自
身
が
力
強
く
描

き
出
す
べ
き
で
あ
る
と
の
思
い
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
乙
れ
ま
で
の
台
湾
の
歴
史

は
、
「
外
部
か
ら
の
」
歴
史
で
あ
っ
た
が
、
と
れ
か
ら
の
台
湾
は
「
台
湾
人
」

自
身
が
作
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
に
「
始
ま
り
が
あ
る
か
ら
、
人
聞
は
作
ら
れ
た
。
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
そ
ζ

か
ら
「
人
閣
の
誕
生
」

そ
の
も
の
が
始
ま
り
で
あ
る
ゆ
え
に
、
人
聞
は
新
た
な
始
ま
り
を
作
り
う
る
と

い
う
思
惟
を
導
き
出
し
た
。
物
事
を
新
し
く
始
め
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と

と
乙
そ
、
人
聞
が
人
間
た
る
所
以
で
あ
る
。
だ
か
ら
乙
そ
、
変
化
に
立
ち
向
か

う
人
聞
の
姿
に
我
々
は
少
な
か
ら
ず
感
動
を
覚
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
台
湾
は
今

ま
さ
に
新
し
い
旅
立
ち
を
始
め
ん
と
し
て
い
る
が
、
私
は
そ
の
前
途
に
幸
多
か

ら
ん
事
を
祈
り
、
本
稿
の
結
語
に
代
え
た
い
。

〈
き
く
ち
・
よ
し
ず
み
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《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

香
港
中
国
人
と
そ
の
政
治
文
化

ー

l
l
非
政
治
的
社
会
の
政
治
化
の
限
界
|
|
i

は
じ
め
に

英
中
聞
の
パ
ワ
l

・
ボ
リ
デ
ィ
ク
ス
と
香
港
の
沈
黙
。
一
九
八
四
年
秋
の
歴

史
的
な
香
港
返
還
に
関
す
る
英
中
合
意
か
ら
数
年
間
、
乙
れ
は
ほ
ぼ
固
定
し
た

図
式
の
よ
う
に
み
え
た
。

香
港
に
「
政
治
」
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
八
五
年
末
に
出
版
さ
れ
た
中
嶋
嶺

雄
氏
の
浩
翰
な
書
『
香
港
|
|
移
り
ゆ
く
都
市
国
家
|
|
』
は
、
「
港
人
治
港
」

の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
た
く
だ
り
で
、
乙
の
疑
問
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

:
:
:
乙
れ
ま
で
香
港
は
一
方
で
、

H

政
治
'
の
制
度
化
、
つ
ま
り
グ
民
主

主
義
H

と
は
一
切
無
関
係
に
統
治
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、

H

政
治
'
ぬ

き
、
，
民
主
主
義
H

不
在
乙
そ
、
皮
肉
に
も
香
港
の
中
国
人
社
会
が
と
乙
ま

で
発
展
し
た
原
動
力
で
あ
っ
た
と
見
な
す
と
と
さ
え
で
き
な
く
は
な
い
。

な
ま
じ
，
民
主
主
義
H

や
グ
政
治
m
が
存
在
し
、
そ
乙
に
香
港
中
国
人
が
広

範
に
参
与
し
た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
中
国
大
陸
並
み
の
政
治
社
会
に
な
っ
て

畠

山

佐

与

(
時
事
通
信
社
)

し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

乙
の
よ
う
に
、
香
港
は
「
政
治
不
在
の
社
会
」
と
見
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的

で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
八
六
年
夏
、
香
港
の
「
沈
黙
」
が
破
れ
た
か
と
恩
わ
れ
る
よ
う

な
異
変
が
報
道
さ
れ
る
。
香
港
の
中
心
地
か
ら
臼
h
の
地
点
に
中
国
・
香
港
資

本
の
合
弁
で
建
設
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
大
亜
湾
原
子
力
発
電
所
に
反
対
す
る

署
名
運
動
が
香
港
住
民
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
、
統
計
で
は
五
五

O
万
と
さ
れ
る

人
口
の
う
ち
一

O
O万
の
署
名
が
集
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
大
亜
湾
運
動
」
で

あ
る
。
乙
の
運
動
は
は
じ
め
環
境
保
護
団
体
に
よ
り
は
じ
め
ら
れ
、
約
二
ヶ
月

の
う
ち
香
港
全
体
を
巻
き
込
み
、
あ
る
種
の
政
治
的
操
作
を
経
て
嘘
の
よ
う
に

収
束
す
る
。

乙
の
聞
の
経
過
に
つ
い
て
第
三
章
で
詳
述
す
る
と
と
に
な
る
が
、
と
の
「
大

亜
湾
」
問
題
の
発
生
と
終
結
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
関
心
は
次
の
乙
と
に
集
中
し

た
。
す
な
わ
ち
、
香
港
は
い
か
に
「
非
政
治
的
社
会
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
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の
政
治
的
資
質
を
も
し
詳
し
く
問
う
と
し
た
ら
、
ゼ
ロ
と
は
い
え
包
い
の
で
は

な
い
か
。
「
政
治
不
在
」
ぶ
り
に
も
、
何
ら
か
の
指
標
を
あ
て
は
め
ら
れ
な
い

も
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
香
港
を
対
象
と
す
る
地
域
研
究
に
、
「
政
治
文
化
論
」
と
い
う
方
法

論
を
使
っ
て
み
よ
う
と
思
い
た
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と

づ
い
て
い
る
。
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
書
い
て
い
る
今
か
ら
み
て
、
乙
の
試
み
は
決

し
て
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
。
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
そ
う

い
う
試
み
も
あ
っ
た
、
と
い
う
程
度
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ

る。
一
、
政
治
文
化
論

香港中国人とその政治文化

政
治
文
化
と
は
な
に
か
。

D
・
カ
ヴ
ァ
ナ
l
は
、
そ
の
七

0
年
代
の
総
論
的
著

作
『
政
治
文
化
論
』
の
中
で
、
乙
れ
に
「
政
治
シ
ス
テ
ム
が
作
動
す
る
情
緒
と

態
度
の
環
境
を
指
し
示
す
簡
略
的
表
現
」
と
の
定
義
を
与
え
て
い
る
。

政
治
文
化
論
は
は
じ
め
、
比
較
政
治
学
お
よ
び
比
較
政
治
体
系
論
を
そ
の
誕

生
の
中
心
的
な
場
と
し
た
。

政
治
文
化
と
い
う
語
は
、

H
・
フ
ァ
イ
ナ
ー
が
初
め
て
使
っ
た
が
、
彼
は
政
治

文
化
の
概
念
に
つ
い
て
特
に
説
明
は
し
な
か
っ
た
。

G
・
A
-
ア
ー
モ
ン
ド
が

一
九
五
六
年
の
論
文
に
お
い
て
、
彼
の
政
治
体
系
論
を
さ
さ
え
る
概
念
の
一
つ

と
し
て
「
政
治
行
為
へ
の
志
向
性
」
を
提
出
し
、
初
め
て
政
治
文
化
に
明
示
的

な
意
味
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
政
治
文
化
論
と
い
う
乙
の
新
し
い
概
念
を
強
力
に
世
に
ア
ピ
ー
ル

し
た
の
が
、

G
・
A
-
ア
ー
モ
ン
ド
と
S
・
ヴ
ァ
l
パ
と
の
共
著
『
現
代
市
民

の
政
治
文
化
』
で
あ
る
。
「
国
民
の
政
治
文
化
と
は
、
そ
の
国
民
の
中
で
特
殊

に
配
分
さ
れ
て
い
る
政
治
的
対
象
に
対
す
る
志
向
の
パ
タ
ー
ン
の
乙
と
で
あ
る
」

印
と
の
定
義
を
与
え
た
同
書
の
た
め
に
、
彼
ら
は
、
米
、
英
、
西
独
、
イ
タ

リ
ア
、
メ
キ
シ
コ
の
五
カ
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
約
一
、

0
0
0件
|
|

全
体
で
約
五
、

0
0
0件
|
|
の
面
接
調
査
を
お
と
な
っ
た
。
乙
う
い
っ
た
方

法
論
に
よ
っ
て
、
ア
ー
モ
ン
ド
は
「
行
動
科
学
」
と
い
う
現
代
ア
メ
リ
カ
の
土

壌
の
上
に
数
量
分
析
の
た
め
の
彼
独
特
の
ス
キ
l
ム
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た
が
、

乙
れ
は
、
計
算
可
能
性
(
口
巴

E
E
E
E己
へ
の
強
烈
な
志
向
を
反
映
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
ア
ー
モ
ン
ド
ら
の
業
績
の
出
版
の
二
年
の
ち
に

L
・
パ
イ
の

著
し
た
『
政
治
文
化
と
政
治
発
展
』
の
中
の
同
じ
題
の
一
章
は
、
政
治
文
化
に

つ
い
て
の
乙
の
時
期
の
す
ぐ
れ
た
小
論
で
あ
り
、
の
ち
に
た
び
た
び
引
用
さ
れ

る
と
と
犯
な
る
。
パ
イ
は
乙
の
中
で
「
政
治
文
化
と
は
、
あ
る
政
治
体
系
の
集

合
的
歴
史
と
、
現
在
そ
の
体
系
を
構
成
す
る
個
人
の
生
活
史
と
の
産
物
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
、
公
共
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
と
私
的
経
験
の
両
方
に
等
し
く
根
ざ
し

て
い
る
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
意
義
を
、

・
政
治
学
の
ミ
ク
ロ
的
分
析
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
マ
ク
ロ
的
分
析
の
レ
ヴ
ェ
ル
の

間
の
橋
渡
し
的
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。

-
近
代
の
深
層
心
理
学
と
、
社
会
学
の
デ
l
タ
収
集
の
技
術
の
進
歩
を
政
治

学
的
分
析
に
適
用
す
る
た
め
に
、
心
理
学
と
社
会
学
と
を
統
合
す
る
。

「
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
「
合
法
性
」
「
主
権
」
「
国
民
」
「
法
に
よ

る
支
配
」
と
い
っ
た
政
治
学
の
古
典
的
概
念
の
研
究
に
行
動
学
的
分
析
を

適
用
す
る

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

と
の
よ
う
な
政
治
文
化
論
に
は
、
し
か
し
、
八

0
年
代
に
入
っ
て
い
く
つ
か
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の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

有
沢
秀
重
氏
は
、
政
治
文
化
論
は
や
は
り
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
認
識

を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
、
と
す
る
。
有
沢
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
基
本
的
原
因
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

-
政
治
文
化
論
の
元
来
の
問
題
関
心
が
、
ネ
イ
シ
ヨ
ン
の
政
治
文
化
に
お

け
る
一
体
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
ネ
イ
シ
ヨ
ン
相
互
の
差
異
を
追
究
し

よ
う
と
い
う
と
と
ろ
に
あ
っ
た
。

2

ア
メ
リ
カ
(
お
よ
び
イ
ギ
り
ス
)
社
会
の
民
主
主
義
の
あ
り
か
た
を
一

つ
の
モ
デ
ル
と
し
、
他
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
政
治
文
化
を
、
そ
れ
ら
か
ら
の

偏
差
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

3

以
上
の
理
由
か
ら
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
単
純
化
、
さ
ら
に
政
治
文
化
の

類
型
化
が
要
求
さ
れ
る
.

政
治
文
化
は
、
そ
の
発
生
の
時
点
で
「
比
較
可
能
性
」
と
「
計
算
可
能
性
」

と
い
う
期
待
の
も
と
に
生
れ
て
き
た
概
念
の
乙
と
を
考
え
る
と
、
右
の
よ
う
な

批
判
は
出
る
べ
く
し
て
出
た
と
も
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
政
治
文
化
は
政
治
の
中
の
下
位
体
系
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
乙

の
よ
う
な
下
位
体
系
か
ら
マ
ク
ロ
体
系
の
全
体
像
を
推
論
す
る
乙
と
が
困
難
だ

と
い
う
、
政
治
文
化
概
念
の
分
析
手
段
と
し
て
の
限
界
性
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て

い
る
。乙

れ
ら
の
批
判
は
恐
ら
く
・
全
て
的
を
得
て
い
る
。
し
か
し
上
の
よ
う
な
限

界
性
を
認
識
し
て
な
お
、
政
治
文
化
概
念
の
も
つ
表
現
力
と
そ
れ
が
も
た
ら
す

視
野
の
広
が
り
は
、
現
代
の
研
究
者
の
心
を
と
ら
え
て
や
ま
な
い
。
そ
れ
は
特

に
、
地
域
研
究
の
分
野
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
発
展
過

程
で
生
れ
て
き
た
政
治
文
化
概
念
は
、
八

0
年
代
に
布
い
で
ほ
ぼ
地
域
研
究
者

の
手
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
政
治
文
化
を
、
そ
の
発
祥
の
歴
史
的
背

景
に
よ
っ
て
限
定
し
て
し
ま
う
と
と
は
、

ζ
れ
を
歴
史
的
遺
物
と
し
て
取
扱
っ

て
し
ま
う
乙
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

現
代
の
地
域
研
究
者
は
、
政
治
文
化
論
の
発
生
時
に
お
け
る
行
動
科
学
と
の

関
連
ゃ
、
面
接
調
査
の
よ
う
な
方
法
論
か
ら
は
比
較
的
自
由
に
政
治
文
化
を
ア

プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
研
究
者
の
遅
野
井
茂
雄
氏
は
、
政
治
文
化
の
具
体
的
方

法
論
に
つ
い
て
、
:
:
:
政
治
文
化
は
、
各
国
の
地
道
な
研
究
を
通
じ
て
浮
か
び

上
が
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
対
象
国
と
の
様
々
な
分
野
に
お

け
る
接
触
や
人
々
の
行
動
の
深
い
観
察
を
通
じ
て
培
わ
れ
る
一
種
の
感
性
の
よ

う
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
一
方
で
、
小
説
や
評
論
を
熟
読
す
る

と
と
を
通
じ
て
も
、
内
側
か
ら
地
域
の
政
治
社
会
的
秩
序
の
構
成
を
把
握
す
る

乙
と
が
で
き
る
。
と
も
い
う
。
ま
た
、
乙
う
い
っ
た
政
治
文
化
の
実
証
的
な
抽

出
の
ほ
か
に
、
よ
り
演
締
的
な
方
法
を
排
除
は
し
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
治
文
化
論
は
、
あ
る
政
治
体
制
|
|
た
と
え
ば
西
欧
的

民
主
主
義
ー
ー
を
他
の
地
域
に
移
植
し
た
際
に
往
々
に
し
て
生
れ
る
機
能
上
の

変
容
を
説
明
す
る
と
い
う
点
で
、
地
域
研
究
者
に
と
っ
て
限
り
な
い
魅
力
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
て
研
究
を
行
う
に
あ
た
り
、

繰
返
す
よ
う
だ
が
、
西
欧
的
政
治
文
化
か
ら
の
偏
差
を
と
る
と
い
う
研
究
態
度

に
陥
る
と
と
の
な
い
よ
う
、
常
に
自
戒
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

最
後
に
、
東
ア
ジ
ア
と
政
治
文
化
論
ア
プ
ロ
ー
チ
の
近
年
の
関
係
に
つ
い
て

少
し
だ
け
触
れ
た
い
。
「
政
治
文
化
論
は
、
六

0
年
代
に
発
達
し
、
七

0
年
代

に
斜
陽
化
し
、
制
度
主
義
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
八

0
年
代
に
入
り
、
『
儒

教
文
化
』
が
注
目
を
集
め
た
と
と
に
よ
っ
て
、
文
化
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
が
再
び
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勃
興
し
て
き
た
。
」
|
|

八
七
年
七
月
、
後
述
す
る
香
港
中
文
大
学
の
ラ
ウ
・
シ
ウ
カ
イ
博
士
が
語
っ

た
言
葉
で
あ
る
。
や
や
概
括
的
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
一
面
の
真

理
を
つ
い
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
並
び
に
地
域
の
経
済
発
展
と
い
う
現
象
が
、

「
儒
教
文
化
圏
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
注
目
を
促
し
、
い
わ
ば
文
化
主
義

ア
プ
ロ
ー
チ
を
余
儀
な
く
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
乙
の
領
域

で
の
今
日
の
状
況
で
あ
る
。

二
、
香
港
中
国
人
の
政
治
文
化

香港中国人とその政治文化

過
去
に
香
港
政
治
文
化
を
手
が
け
た
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
ホ
l
ド
レ
イ

(出

o
E
H
4・』
O
V
ロ
ω
・
)
は
一
九
六

0
年
代
の
後
半
か
ら
七

0
年
代
前
半
に

か
け
て
、
丁
度
ア
ー
モ
ン
ド
ら
の
業
績
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
世
界
的
に
さ
め
や
ら

ぬ
時
期
に
、
香
港
に
お
い
て
多
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
1
ク
を
行
い
、
そ
の
内

容
は
現
在
で
も
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
の
業
績
を
受
継
い
だ
と
も
い
え
る
の
が

キ
ン
(
関
宮
町

-
K
F
S
V
3
8
吋
・
。
・
)
金
蝿
基
)
で
あ
る
。
彼
の
「
観
塘
の
政
治

文
化
|
|
香
港
の
あ
る
中
国
入
社
会
」
は
、
約
一

O
O
O人
へ
の
面
接
調
査
を

も
と
に
、
ア
ー
モ
ン
ド
ら
が
『
現
代
市
民
の
政
治
文
化
』
に
お
い
て
行
っ
た
五

カ
国
で
の
調
査
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
香
港
政
治
文
化
研
究
史

の
中
で
は
唯
一
の
交
差
国
家
的
比
較
と
い
っ
て
よ
い
。
今
日
乙
の
分
野
で
も
っ

と
も
論
文
数
の
多
い
の
が
ラ
ウ
・
シ
ウ
カ
イ

(rgMmza関
巴
・
劉
兆
佳
〉
で
あ

り
、
彼
の
著
書
『
香
港
の
社
会
と
政
治
』
は
、
香
港
政
治
文
化
に
つ
い
て
今
日

ま
で
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
業
績
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
チ
ェ
ン

(。
v
g
m
-
臼
O
田昌
F
U
『・

m-
鄭
字
碩
)
は
、
政
治
文
化
論
と
い
う
方
法
論
を
は

っ
き
り
打
出
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
部
分
的
に
参
考
に
な
る
資
料
を
提
供
し

て
い
る
。

乙
の
章
で
は
、
彼
ら
の
乙
れ
ま
で
の
業
績
を
紹
介
す
る
乙
と
に
よ
り
、
香
港

政
治
文
化
の
全
体
像
に
近
い
も
の
を
描
い
て
み
よ
う
と
試
み
た
。
原
文
は
、
政

治
体
制
・
社
会
的
諸
団
体
・
香
港
中
国
人
社
会
の
政
治
文
化
・
新
し
い
香
港
人

像
と
変
わ
る
政
治
文
化
・
社
会
調
査
へ
の
依
存
と
そ
の
限
界
・
国
民
文
化
と
香

港
政
治
文
化
|
|
の
各
項
か
ら
成
っ
て
い
た
。
乙
乙
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
香

港
中
国
入
社
会
の
政
治
文
化
お
よ
び
・
新
し
い
香
港
人
像
と
変
わ
る
政
治
文
化

の
二
項
を
中
心
に
述
べ
た
い
。

「
香
港
中
国
人
は
完
全
な
る
中
国
人
の
外
観
を
保
ち
、
い
か
な
る
特
定
の
体

制
に
対
し
て
よ
り
も
、
偉
大
な
る
中
国
の
伝
統
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
っ
て
き
た
。

期
待
さ
れ
た
と
と
ろ
の
、
現
地
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
へ
の
忠
誠
に
基
づ
き
か
っ
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
の
伝
統
の
混
成
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
香
港
市

民
像
の
実
現
は
、
完
全
に
失
敗
し
た
。
香
港
住
民
は
、
個
々
の
メ
ン
バ
ー
か
ら

の
あ
る
程
度
の
忠
誠
を
か
ち
得
て
い
る
ク
ラ
ン
(
宗
族
)
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
分
断
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」

歴
史
家
・
エ
ン
ダ
コ
ッ
ト
の
上
の
慨
嘆
は
、
あ
る
時
期
ま
で
の
香
港
中
国
人

の
政
治
文
化
の
様
相
を
見
事
に
洞
察
し
て
い
る
。

香
港
中
国
人
社
会
を
、
か
つ
て
ラ
ウ
は
「
ば
ら
ば
ら
の

(
S
O
B町
長
u

)

」

社
会
と
よ
び
、
そ
の
主
な
志
向
は
、
「
功
利
的
家
族
主
義
吉
E
P
R
Z民白
an

p
B
E曲
目
}
」
に
あ
る
と
し
た
。

同
時
に
、
香
港
中
国
人
の
政
治
意
識
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
「
政
治
的
無
関

心
」
で
あ
る
。
無
関
心
の
原
因
と
さ
れ
る
も
の
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
中
国

の
伝
統
的
政
治
文
化
の
継
続
と
す
る
見
方
で
、
キ
ン
な
ど
は
乙
れ
を
と
っ
て
い
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る
。
よ
り
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
議
論
は
、
香
港
は
中
園
、
最
近
で
は
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
か
ら
の
難
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
難
民
社
会
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。

彼
ら
は
難
民
と
な
っ
た
経
緯
か
・
り
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
現
象
に
嫌
悪
感
を
も

っ
て
い
る
、
し
か
も
香
港
を
ス
ト
ッ
プ
・
オ
ー
バ
ー
と
し
か
み
て
い
な
い
、
従

っ
て
当
地
の
政
治
に
も
興
味
を
示
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
キ
ン
の
七
二
年
の
調
査
に
よ
っ
て
現
れ
た
「
観
塘
の
政
治
文
化
」

は
、
民
主
主
義
五
カ
国
と
の
比
較
の
上
で
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

-
公
共
の
問
題
や
政
府
の
問
題
へ
の
関
心
は
低
い
(
六
カ
国
・
地
域
中
五
位
)
。

・
あ
ら
ゆ
る
人
と
政
治
を
語
る
自
由
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
率
は
幸
い
(
伺

一
位
)
。

・
自
分
た
ち
の
意
見
や
提
案
に
つ
い
て
政
府
の
役
人
に
考
慮
が
期
待
で
き
る

と
感
じ
て
い
る
率
は
き
わ
め
て
低
い
(
同
六
位
三

-
政
府
の
不
合
理
な
規
定
に
対
し
て
何
か
が
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
率
は
き

わ
め
て
低
い
(
同
六
位
三

こ
の
よ
う
な
観
壊
の
政
治
文
化
を
、
キ
ン
は
ア
ー
モ
ン
ド
ら
の
用
語
を
借
り

て
、
「
未
分
化
型
|
|
臣
民
型
混
成
文
化
」
と
名
付
け
る
。
「
未
分
化
型
政
治

文
化
(
同

M
E
o
o
E曲
目
旬
。
ロ

t
s
-
S
H
E
Z回
)
」
と
は
、
ァ
l
z
ン
ド
ら
に
よ

れ
ば
、
政
治
シ
ス
テ
ム
、
イ
ン
プ
ッ
ト
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
及
び
積
極
的
政
治
参

加
者
と
し
て
の
自
己
と
い
う
四
種
の
対
象
に
つ
い
て
の
志
向
が
い
ず
れ
も
ゼ
ロ

に
近
い
場
合
で
あ
る
。
ま
た
「
臣
民
型
政
治
文
化

2
z
z
g酔
司

O
E
W
色

g
E旬
。
)
」
と
は
上
述
の
対
象
の
う
ち
イ
ン
プ
ッ
ト
と
自
己
に
つ
い
て
の
志

向
が
ゼ
ロ
に
近
く
、
シ
ス
テ
ム
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
感
情
的
な
志
向

を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
観
塘
の
政
治
文
化
は
そ
の
両
者
の
混
成
型
だ
と

い
う
の
だ
。

一
方
で
、
香
港
人
は
適
度
の
政
治
知
識
を
持
っ
て
お
り
、
調
査
に
よ
れ
ば
か

な
り
の
「
ニ
ュ
ー
ス
好
き
」
だ
。
乙
れ
は
一
見
、
「
政
治
問
題
に
関
心
が
低
い
」

香
港
人
像
と
矛
盾
し
そ
う
に
み
え
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
一
つ
の
回
答
は
、
政
治

問
題
に
「
関
心
を
も
っ
」
乙
と
と
「
知
識
を
も
っ
」
乙
と
の
認
識
の
レ
ヴ
ェ
ル

の
差
異
で
あ
る
。

ま
た
、
香
港
人
の
政
治
知
識
の
特
徴
に
つ
い
て
、
香
港
及
び
そ
の
他
の
地
域

で
起
と
る
事
件
に
つ
い
て
適
度
に
知
っ
て
い
る
が
、
政
庁
や
機
関
や
政
庁
の
運

営
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
分
析
も
あ
っ

た。
政
治
知
識
と
実
際
行
動
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
香
港
中
国
人
の

政
治
文
化
は
か
な
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
機
相
を
呈
し
て
い
る
。
乙
の
点
に
つ
い

て
の
ラ
ウ
の
解
釈
は
、
「
(
香
港
人
が
)
政
治
知
識
を
得
る
の
は
、
政
治
参
加

を
容
易
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
社
会
・
政
治
環
境
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
た

め
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
は
主
に
一
九
七
0
年
代
の
研
究
か
ら
み
た
香
港
の
政
治
文
化
だ
っ
た
。

だ
が
、
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
、
香
港
中
国
人
の
質
的
変
化
は
き

わ
め
て
人
目
を
引
く
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
政
治
文
化
の
変
容
も
ま
た

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
香
港
人
の
政
治
文
化
は
重
大
な
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
全
体
的
な
方
向

は
明
ら
か
に
、
い
く
つ
か
の
参
加
的
規
範
の
制
度
化
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

実
際
の
参
加
行
動
は
、
規
範
的
志
向
よ
り
は
遅
れ
て
い
る
」
と
、
八
二
年
の
調

査
の
結
論
部
分
で
ラ
ウ
は
書
い
て
い
る
。

参
加
の
規
範
と
不
参
加
の
規
範
の
共
存
、
社
会
|
|
政
治
参
加
の
分
断
、
グ

ル
ー
プ
聞
で
の
政
治
的
態
度
と
行
為
の
相
違
l
l
ζ
れ
ら
が
、
ラ
ウ
が
同
調
査
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に
お
い
て
発
見
し
た
と
乙
ろ
の
、
変
容
の
途
上
に
あ
る
香
港
政
治
文
化
の
状
況

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
香
港
人
の
権
利
意
識
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
調
査
結
果
が
あ
る
。

ラ
ウ
及
び
香
港
中
文
大
学
当
代
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
・
ク
ワ
ン
・
シ

ン
チ
l

(関
信
基
〉
が
八
五
年
に
行
っ
た
共
同
研
究
に
よ
れ
ば
ブ
香
港
人
は

「
自
由
」
を
極
め
て
重
視
し
て
お
り
、
「
法
律
の
主
要
な
目
的
は
自
由
を
保
障

す
る
乙
と
」
と
考
え
る
比
率
は
七

o
m近
く
に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
「
言
論
の
自

由
は
守
ら
れ
る
べ
き
」
と
考
え
る
も
の
は
九
七
・
六
Mm
に
達
す
る
。
し
か
し
そ

の
認
識
の
程
度
は
さ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
は
な
く
、
「
自
由
は
生
来
の
人
権
で

犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
考
え
る
の
は
わ
ず
か
ニ
・
八
Mm
で
あ
る
。
ま
た
自

由
は
一
般
論
と
し
て
支
持
さ
れ
い
る
が
、
特
定
の
(
人
や
団
体
の
〉
自
由

に
対
し
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
観
念
も
弱
い
。

一
方
、
数
字
か
ら
見
る
限
り
、
香
港
人
は
訴
訟
好
き
で
も
あ
る
。
一
九
七
一

年
、
人
口
て

0
0
0人
あ
た
り
の
訴
訟
件
数
は
五
・
七
件
、
八
六
年
に
は

一
一
・
七
件
と
増
加
し
て
い
る
が
、
乙
の
数
字
は
例
え
ば
日
本
(
七

O
年
で

一
・
二
件
)
、
緯
国
(
六
三
年
で

0
・
二
件
)
と
比
べ
て
も
際
立
っ
て
高
い
。

ラ
ウ
ら
に
よ
れ
ば
、
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
伝
統
的
法
律
文
化
で
は
、
社
会
の

和
を
尊
ぴ
法
律
以
外
の
手
段
で
解
決
を
図
る
。
法
制
に
対
し
て
信
頼
感
が
薄
い

な
ど
の
理
由
か
ら
訴
訟
を
極
力
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
香
港
の
法
律
文
化

は
明
ら
か
に
伝
統
的
な
そ
れ
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。

と
の
よ
う
に
西
洋
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
が
ら
、
し
か
し
ユ

ニ
ー
ク
な
形
で
変
容
し
つ
つ
あ
る
香
港
の
政
治
文
化
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
し
ば

し
ば
提
出
さ
れ
る
疑
問
は
、
香
港
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
果
た
し
て
存
在
す
る

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

「
香
港
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
か
ら

新
規
に
や
っ
て
来
た
移
民
に
対
す
る
差
別
意
識
と
い
う
形
で
判
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
」
と
ラ
ウ
は
述
べ
た
。
と
の
分
野
に
つ
い
て
彼
も
ま
た
研
究
途
中
で
あ
り
、

「
次
の
テ
!
?
に
香
港
人
の
身
分
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
て
い
る
」
と
も

い
う
。
乙
の
テ
!
?
が
多
く
の
場
で
言
及
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
怒
意
的

な
解
釈
に
任
さ
れ
る
と
と
が
多
い
だ
け
に
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
香
港
中
国
人
の
権
力
観
・
試
論

本
章
で
は
、
香
港
の
歴
史
|
|
乙
乙
で
は
「
戦
後
史
」
と
限
定
す
る
ー
ー
に

現
れ
た
香
港
中
国
人
の
政
治
的
行
為
を
も
と
に
、
そ
の
政
治
的
態
度
を
概
観
し

た
い
。
も
と
も
と
は
「
香
港
社
会
運
動
史
」
と
し
て
、
歴
史
的
事
実
を
よ
り
詳

細
に
検
討
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
時
間
と
紙
幅
の
関
係
に
よ
り
、
そ
の
部
分

を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
乙
れ
は
筆
者
の
不
徳
の
い
た
す
と
乙
ろ
で
あ

り
、
今
後
の
補
足
修
正
を
ま
ち
た
い
。
方
法
論
の
説
得
力
の
不
足
と
も
あ
い
ま

っ
て
、
あ
く
ま
で
試
論
と
い
う
性
格
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

香
港
政
治
は
大
ま
か
に
言
っ
て
、
官
僚
政
体
と
中
国
人
社
会
が
、

E
い
に
不

介
入
主
義
を
と
る
と
と
に
よ
っ
て
高
度
の
安
定
を
保
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
香
港
史
上
、
例
外
的
に
乙
の
高
度
の
安
定
が
破
れ
た
時
が
幾
度
か

あ
っ
た
。
五
O
J六
0
年
代
に
は
、
反
英
暴
動
が
頻
発
し
た
が
、
そ
の
代
表
的

な
も
の
に
、
い
わ
ゆ
る
九
龍
暴
動
(
五
六
年
)
、
香
港
暴
動
(
六
七
年
)
が
あ

る。
七

0
年
代
に
入
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
中
文
公
用
語
化
運
動
」
が
知
識
人
に
よ

っ
て
起
と
さ
れ
、
つ
い
で
「
社
区
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
市
民
運
動
が
、
政
庁
に
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対
し
て
福
祉
の
増
大
を
要
求
、
政
庁
も
ま
た
乙
れ
に
応
じ
た
形
で
、
そ
の
福
祉

方
面
の
歳
出
を
増
加
さ
せ
て
き
た
。
乙
れ
ら
を
通
じ
て
、
官
僚
政
体
と
中
国
入

社
会
と
の
聞
に
相
互
作
用
の
ル

l
ト
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
乙
と
は
、
前
章
で
触

れ
た
通
り
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
香
港
に
も
政
治
的
「
不
安
定
」
は
ま
れ
に
起
乙
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
事
件
に
特
徴
的
な
の
は
、
香
港
政
庁
の
政
治
権
力
を
転
覆
す
る
乙
と

を
意
図
し
た
も
の
は
一
つ
と
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

六
七
年
の
香
港
暴
動
の
時
に
は
、
「
我
例
必
勝
、
港
英
必
敗
〈
我
々
は
必
ず
勝

ち
、
香
港
英
国
政
権
は
必
ず
敗
れ
る
)
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
香
港
を
席
巻

し
た
。
し
か
し
、
香
港
暴
動
自
体
、
中
国
に
お
砂
る
文
化
大
革
命
の
影
響
を
多

分
に
受
け
て
い
て
、
香
港
住
民
の
自
発
的
な
歴
史
の
産
物
と
は
い
い
が
た
い
。

し
か
も
反
英
暴
動
に
立
上
が
っ
た
現
地
左
派
勢
力
は
、
政
庁
を
転
覆
さ
せ
、
植

民
地
を
奪
回
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
国
当
局
か
ら
渡
さ
れ
な
い
ま
ま
に

闘
争
を
行
っ
て
い
た
と
と
も
、
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

極
論
を
か
え
り
み
ず
に
言
え
ば
、
香
港
中
国
人
は
一
般
に
香
港
政
庁
の
権
力

の
存
在
を
意
識
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
価
値
観
の
中
で
最
も
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト

を
占
め
る
経
済
活
動
に
つ
い
て
、
香
港
政
庁
は
最
少
限
の
規
制
し
か
設
け
な
か

っ
た
。
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
家
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
政
府
と
財
閥
と
の
結
托
、

中
小
企
業
不
宣
の
経
済
政
策
は
、
香
港
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

ζ

の
よ
う
な

政
庁
の
経
済
不
介
入
政
策
は
、
中
国
人
企
業
家
た
ち
の
自
助
努
力
の
精
神
を
育

て
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
同
時
に
彼
ら
は
政
府
権
力
の
存
在
を

意
識
さ
せ
な
い
と
い
う
作
用
も
も
た
ら
し
た
。

香
港
の
学
校
教
育
に
お
け
る
政
治
教
育
の
不
在
も
ま
た
権
力
の
存
在
を
誇
示

し
な
い
と
い
う
乙
と
の
一
つ
の
証
左
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
部
に
左
傾
、

右
傾
の
教
育
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
香
港
英
国
政
庁
の
政

権
を
正
当
化
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

加
え
て
、
香
港
人
が
享
受
す
る
高
度
の
表
現
の
自
由
も
ま
た
、
権
力
の
存
在

を
実
感
せ
ず
に
き
た
一
因
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
結
社
の
自
由
や
集
会
の
自

由
に
つ
い
て
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
対
す
る
不
満
は
と

れ
ま
で
表
面
化
し
た
例
が
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
し
て
香
港
中
国
人
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
政
庁
の
持
つ
存
在

に
つ
い
て
さ
ほ
ど
意
識
す
る
機
会
を
持
た
ず
に
き
た
。
だ
が
、
そ
の
た
め
か
、

権
力
の
直
接
的
な
呈
示
に
対
し
て
は
強
い
拒
否
感
を
示
す
。
歴
史
的
に
、
香
港

の
暴
動
は
政
庁
の
権
力
の
強
引
な
行
使
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
問
。
ま
た
日
常

的
に
も
、
政
庁
権
力
の
直
接
の
代
表
者
で
あ
る
普
察
官
に
対
し
て
一
般
大
衆
が

嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
と
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

七
0
年
代
に
起
乙
っ
た
一
連
の
社
会
運
動
は
、
究
極
の
と
と
ろ
、
香
港
社
会

に
お
け
る
「
政
治
」
の
存
在
を
増
大
さ
せ
る
乙
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
政
治
」
は
し
か
し
、
権
力
で
は
な
く
、
ラ
ウ
の
い
う
と
乙
ろ
の
「
温
情

主
義
」
的
政
策
を
意
味
し
た
。
社
会
運
動
家
が
、
権
力
の
掌
握
す
な
わ
ち
立

法
・
行
政
両
評
議
会
へ
の
進
出
ー
ー
そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
両
評
議
会
議
員
の

選
出
方
法
を
改
革
す
る
と
と
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
が

ー
ー
を
企
図
し
た
形
跡
は
な
か
っ
た
。
政
治
体
制
改
革
案
は
つ
ね
に
、
政
庁
内

部
か
ら
提
出
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
香
港
政
庁
も
ζ

乙
へ
来
て
そ
の
性
格
を
自
ら
変
化
さ
せ
、
要
求
に
応

じ
て
「
温
情
主
義
」
政
策
を
供
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
変
化
し
た
後
の
権

力
の
性
格
は
、
ど
と
か
中
国
の
伝
統
的
政
治
文
化
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
と

ろ
の
そ
れ
と
類
似
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
い
て
は
権
力
は
従
来
、
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道
徳
及
び
説
得
力
と
強
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
す
る
、
今
日
で
は
定
説
と

な
う
た
感
の
あ
る
パ
イ
の
見
方
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
と
、
七

0
年
代
に
入
っ
て

政
治
社
会
の
安
定
構
造
が
確
立
さ
れ
た
乙
と
と
が
、
無
縁
で
あ
る
と
は
言
切
れ

P
4

、。
-
b
 

九
七
年
問
題
が
微
妙
な
の
は
、
香
港
政
庁
の
七

0
年
代
以
降
の
乙
の
よ
う
な

性
格
を
、
従
来
の
経
済
不
介
入
政
策
と
あ
わ
せ
て
、
未
来
の
「
香
港
特
瑚
行
政

区
」
政
府
が
継
承
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
見
定
め
が
た
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
解
放
後
の
上
海
に
お
い
て
、
資
本
家
た
ち
の
資
産

は
当
初
の
約
束
に
反
し
て
没
収
さ
れ
た
。
い
わ
ば
む
き
だ
し
の
権
力
が
そ
乙
に

作
用
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
中
国
共
産
党
が
、
改
革
派
路
線
に
よ
っ
て
国
内

の
資
本
主
義
的
成
分
に
も
寛
容
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
い
つ
何
時
政
情
が

急
変
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
香
港
経
済
の
自
律
的
発
展
と
政
治
社
会
の
安
定
が

臨
書
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
の
権
力
の
介
入
が
起
乙
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

現
時
点
で
は
、
香
港
住
民
の
信
頼
感
の
動
揺
と
い
う
現
象
が
度
々
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
乙
れ
は
香
港
人
の
希
望
す
る
政
策
を
、
レ
l
ム
・
ダ
ッ
ク
化
し
た

政
庁
が
、
恐
ら
く
は
中
国
の
介
入
に
よ
っ
て
供
給
し
な
い
時
に
最
も
顕
著
と
な

る
の
で
あ
っ
た
。
政
庁
の
レ

l
ム
・
ダ
ッ
ク
化
及
び
中
国
の
介
入
政
策
は
、
香

港
中
国
人
に
と
っ
て
権
力
政
治
と
い
う
も
の
の
性
質
を
改
め
て
知
る
レ
ッ
ス
ン

の
場
に
な
っ
た
。

八
0
年
代
に
九
七
年
問
題
が
顕
在
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
被
治
者
の

側
に
あ
っ
た
香
港
中
国
人
社
会
か
ら
も
、
権
力
に
参
入
し
よ
う
と
い
う
試
み
は

一
部
な
が
ら
起
き
て
い
る
。
八
五
年
の
区
議
会
選
挙
に
お
い
て
圧
力
団
体
人
同
士

が
左
隔
に
議
席
を
増
や
し
た
乙
と
や
、
同
じ
年
に
立
法
評
議
会
合
圧
力
団
体

及
び
宗
教
関
係
者
ら
が
間
接
選
挙
を
通
じ
て
参
入
し
た
と
と
は
そ
の
現
れ
で
あ

る。

ζ

れ
ら
の
人
々
が
声
高
に
要
求
し
て
き
た
立
法
評
議
会
の
一
部
八
八
年
直

接
選
挙
は
八
七
年
暮
れ
、
実
現
不
可
能
と
決
定
し
た
が
、
も
し
実
現
し
た
な
ら
、

や
は
り
同
じ
階
層
か
ら
同
選
挙
に
出
馬
を
期
し
て
い
た
も
の
は
多
数
あ
っ
た
と

恩
わ
れ
る
。
但
し
、
彼
ら
が
仮
に
出
馬
し
た
と
し
て
も
、
同
じ
階
層
の
支
持
を

得
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
の
だ
が
。

回
、
海
外
移
住
問
題
と
香
港
政
治
文
化

一
九
八
七
年
、
そ
れ
ま
で
に
も
可
能
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
香
港
の
頭

脳
・
資
金
の
海
外
流
出
は
、
現
実
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
た
。

行
政
長
官
(
。

ve同

Fqamw弓
)
フ
ォ
ー
ド
が
乙
の
年
五
月
、
立
法
評
議

会
で
語
っ
た
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
九
八

0
1八
四
年
の
間
に
一

O
万
人
が
、

八
五
|
八
六
年
で
は
二
万
五
、
五

O
O人
が
香
港
を
離
れ
海
外
へ
移
住
し
て

い
る
と
い
う
。
過
去
一

0
年
間
で
は
、
一
八
万
三
、
八
六
八
人
と
い
う
数
に
の

ぼ
る
。
こ
れ
ら
の
海
外
移
住
者
は
多
く
管
理
職
、
専
門
職
の
人
々
で
あ
り
、
中

で
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
た
の
は
、
香
港
上
海
銀
行
の
全
中
国
人
ス
タ
引
フ

六
O
O人
の
う
ち
、
八
七
年
の
最
初
の
三
カ
月
だ
け
で
四
O
人
以
上
(
八
六
年

に
は
三

O
人
以
上
)
が
海
外
移
住
を
理
由
に
辞
職
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

移
住
と
同
時
に
、
彼
ら
は
相
当
の
資
産
を
海
外
へ
流
出
さ
せ
、
八
五

l
八
六
年

だ
砂
で
、
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
三
カ
国
に
七
億

香
港
ド
ル
が
吸
い
上
げ
ら
れ
た
。

ま
た
八
八
年
に
な
っ
て
政
庁
が
新
た
に
発
表
十
し
た
数
字
に
よ
る
と
、
八
二
年

か
ら
八
六
年
ま
で
に
香
港
か
ら
移
住
と
い
う
形
で
の
人
口
流
出
は
、
年
平
均
二

万
人
。
乙
れ
が
八
七
年
に
は
三
万
人
と
な
り
、
八
八
年
は
と
れ
を
上
回
る
見
込
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み
と
な
っ
た
。
民
間
の
調
査
で
は
、
乙
の
二
倍
の
数
字
を
計
上
し
て
い
る
と
乙

ろ
も
あ
る
。
移
民
の
規
模
に
つ
い
て
正
確
な
数
字
を
出
す
と
、
海
外
の
投
資
意

欲
を
鈍
ら
せ
る
と
の
懸
念
か
ら
、
政
庁
が
実
際
を
下
回
る
数
字
を
発
表
し
て
い

る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
だ
。

乙
の
現
象
を
ど
う
見
る
べ
き
か
。
研
究
者
の
中
に
は
、
移
住
者
の
多
く
は
海

外
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
香
港
に
戻
っ
て
お
り
、
八
六
年
だ
け
で
八
、

0
0
0

人
が
乙
の
よ
う
に
還
流
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
み
て
、
中
国
の
香
港
回
収

に
は
さ
ほ
ど
の
障
害
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
海
外
の
居
住

権
を
獲
得
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
香
港
に
お
い
て
ほ
ど
経
済
活
動
が
容
易
に
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
海
外
移
住
が
「
九
七
年
以
後
」
へ
の
不
信
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う

事
実
は
否
め
な
い
。

一
方
、
中
国
は
「
信
頼
感
」
回
復
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
段
を
講
じ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
手
段
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
ら
か
に
い
ず
れ
も
姑

息
な
も
の
で
あ
る
。
信
頼
感
回
復
と
い
う
乙
と
の
必
要
性
が
、
北
京
サ
イ
ド
で

真
剣
に
論
じ
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
香
港
は
既
に
北
京
の
眼
中
に
な
く
、
「
台

湾
回
収
」
が
次
の
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
る
せ
い
だ
ろ
う
か
。

香
港
に
お
け
る
政
治
体
制
改
革
は
、
香
港
英
国
政
庁
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
に
よ

り
始
ま
っ
た
。
ま
た
そ
の
前
ま
で
、
香
港
中
国
人
社
会
か
ら
代
議
政
導
入
を
要

求
す
る
声
は
ほ
と
ん
ど
あ
が
ら
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
香
港
中
国
人
内
部
で
政
治
文
化
の
変
容
(
あ
る
い
は
発
展
)

が
起
乙
り
つ
つ
あ
る
乙
と
は
第
二
章
で
み
た
通
り
で
あ
り
、
と
れ
は
九
七
年
問

題
と
は
関
係
な
く
、
香
港
中
国
人
社
会
の
自
律
的
な
変
容
の
過
程
な
の
だ
っ
た
。

北
京
側
は
、
そ
の
政
策
を
見
る
限
り
と
の
点
を
無
視
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
の
仮
説
を
言
え
ば
、
海
外
移
住
は
、
そ
の
政
治
文
化
と
現
実
政
治
と
の
聞

の
破
綻
を
解
決
す
る
た
め
の
香
港
中
国
人
側
の
対
応
策
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

今
年
二
月
、
香
港
の
立
法
機
関
、
立
法
評
議
会
の
中
の
リ
ベ
ラ
ル
派
と
目
さ

れ
る
李
柱
銘
〈
マ
l
テ
ィ
ン
・
リ
1
)
議
員
と
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
折
し
も
、

リ
ベ
ラ
ル
派
の
推
す
立
法
評
議
会
一
九
八
八
年
直
接
選
挙
制
導
入
案
が
、
政
庁

の
発
行
し
た
白
書
(
ホ
ワ
イ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
〉
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
ば
か
り
。

リ
l
議
員
は
案
の
定
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
に
対
す
る
不
満
を
一
気
に
ま
く

し
た
て
た
。

そ
の
リ
l
議
員
の
株
が
香
港
人
の
聞
で
ζ

の
と
と
ろ
上
が
っ
て
い
る
、
と
い

う
乙
と
を
、
同
行
の
地
元
記
者
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
一
月
に
リ
ー
の
ほ
か
数
名

の
リ
ベ
ラ
ル
派
議
員
が
、
「
香
港
の
繁
栄
と
安
定
を
乱
す
人
物
」
と
し
て
政
庁

か
ら
名
指
し
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
と
と
で
逆
に
、
香
港
人
が
彼
ら
を
「
私
利
私

欲
の
た
め
に
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
、
見
直
す
結
果
に
な

っ
た
の
だ
と
い
う
。
現
に
そ
の
後
、
中
国
大
陸
で
の
旅
行
中
出
会
っ
た
香
港
の

若
者
に
、
リ
I
氏
と
会
っ
た
、
と
話
し
た
と
き
、
返
っ
て
き
た
反
応
は
、
「
彼

は
立
派
だ
。
あ
ん
な
に
勇
気
を
持
っ
て
香
港
の
た
め
に
発
言
し
て
く
れ
る
人
物

は
得
難
い
」
と
い
う
も
の
。
数
カ
月
前
な
ら
、
考
え
事
b
れ
も
し
な
か
っ
た
反
応

で
あ
る
。
リ
I
議
員
は
九
月
、
立
法
評
議
会
議
員
に
再
選
さ
れ
た
。

一
方
、
三
月
一

O
自
に
行
わ
れ
た
第
三
回
区
議
会
選
挙
の
投
票
率
は
三

O
%

を
割
り
、
前
回
(
八
五
年
)
を
下
回
る
低
率
。

ζ
れ
に
つ
い
て
、
「
政
庁
が
昨

年
二
月
に
操
っ
た
詐
術
|
|
八
八
年
直
接
選
挙
問
題
に
絡
み
、
民
意
調
査
の
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結
果
を
政
庁
が
ね
つ
造
し
た
と
さ
れ
る
事
件
の
乙
と
ー
ー
の
た
め
に
、
一
般
人

が
ま
す
ま
す
政
治
に
背
を
向
け
た
た
め
だ
」
と
、
別
の
記
者
が
説
明
し
た
。

特
定
の
政
治
家
個
人
の
評
価
が
高
ま
り
、
一
般
人
の
政
治
参
加
の
意
欲
は
ま

す
ま
す
薄
れ
る
。
乙
の
二
つ
を
ど
う
結
び
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
。

一
つ
い
え
る
乙
と
は
、
香
港
の
よ
う
な
土
地
で
社
会
調
査
を
行
う
時
、
い
つ

も
新
た
な
ホ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
ー
に
よ
る
世
論
の
グ
瞬
間
風
速
'
を
考
慮
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
と
だ
ろ
う
。
今
後
九

0
年
代
を
通
じ
て
、
乙
の

地
域
の
政
治
文
化
が
ど
の
よ
う
な
変
容
と
発
展
を
遂
げ
る
か
は
不
透
明
な
ま
ま

で
あ
る
。

も
っ
と
も
言
い
訳
め
く
が
、
今
年
二
月
と
三
月
の
香
港
訪
問
を
最
後
に
、
筆

者
は
乙
の
テ
!
?
へ
の
興
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
書

く
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
論
文
を
書
い
て
い
た
時
と
現
在
(
八
八
年
秋
〉
と
の
あ

ま
り
の
距
離
に
が
く
然
と
し
た
。
よ
く
も
乙
の
テ
!
?
の
た
め
に
延
々
一
八

O

枚
も
書
い
た
と
思
う
。
文
体
も
生
硬
で
、
一
見
し
て
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
執
筆
の
意

欲
が
失
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
乙
う
し
て
改
め
て
ワ
ー
プ
ロ
を
叩
い
て
い
る
と
、
い
つ
か
自
分

が
乙
の
テ
1
7
K
一
一
民
り
そ
う
な
気
も
し
て
く
る
か
ら
不
思
議
だ
。
そ
の
う
ち
ま

た
香
港
へ
飛
ん
で
行
っ
て
、
新
し
い
体
を
買
い
漁
っ
た
り
、
ラ
ウ
博
士
の
研
究

室
を
訪
ね
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

筆
を
置
く
に
当
た
っ
て
、
中
嶋
先
生
を
は
じ
め
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
は

心
か
ら
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
た
い
。

F
h
u
 

(
は
た
け
や
ま
・
さ
よ

中
国
語
科
六
二
年
度
卒
)



へ
の
模
索

社
会
主
義
経
済
の
「
株
式
化
革
命
」

「
先
駆
者
」
中
国
の
動
向
|
|

は
じ
め
に

危
機
に
瀕
す
る
改
革
・
開
放
政
策

七
八
年
末
の
中
共
十
一
期
三
中
全
会
以
来
、
中
国
で
推
進
さ
れ
て
き
た
、
都

小
平
氏
主
導
の
改
革
・
開
放
路
線
は
重
大
な
試
練
に
直
面
し
て
い
る
。
一
時
は

手
放
し
で
賞
賛
さ
れ
た
農
業
改
革
の
成
功
も
、
請
負
制
の
一
過
性
の
増
産
効
果

が
現
れ
た
後
は
頭
打
ち
と
な
り
、
八
八
年
の
食
糧
生
産
も
三
億
九
三
七
九
万
ト

ン
と
、
一
九
八
四
年
の
最
高
生
産
量
四
億
O
七
三
一
万
ト
ン
を
更
新
で
き
な
か

っ
た
。
工
業
の
改
革
に
至
つ
て
は
、
成
長
率
は
高
い
も
の
の
投
資
加
熱
、
集
団

消
費
・
ボ
ー
ナ
ス
の
ば
ら
ま
き
な
ど
浪
費
が
横
行
し
、
企
業
の
生
産
効
率
は
依

然
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
農
業
生
産
の
停
滞
、
価
格
改
革
に
よ
る
影
響
な
ど
も

加
わ
り
、
八
五
年
か
ら
激
し
い
イ
ン
フ
レ
が
続
い
て
お
り
、
八
八
年
の
物
価
上

昇
率
は
一
八
・
五
M
m
K
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
(
1
1
ま
た
、
価
格
改
革
に
よ

っ
て
生
活
の
安
定
を
脅
や
か
さ
れ
た
人
々
が
デ
モ
や
陳
情
を
行
っ
た
り
、
八
八

森

哲

郎

(
東
洋
経
済
新
報
社
)

年
上
半
期
の
刑
事
事
件
が
前
年
同
期
比
三
四
・
八
Mmも
増
加
す
る
な
ど

(
2
)
、

社
会
情
勢
も
混
迷
の
度
を
深
め
て
い
た

(
3
)
。

郵
小
平
・
趨
紫
陽
の
両
氏
が
不
退
転
の
決
意
で
取
り
組
ん
で
い
た
価
格
改
革

も
、
同
八
月
半
ば
以
降
の
買
い
だ
め
騒
ぎ
な
ど
の
混
乱
の
激
化
を
経
て
、
後
退

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

(
4
)
。

n
d
 

F
D
 

資
本
主
義
へ
の
限
り
な
い
接
近
の
試
み

香
港
誌
『
九
十
年
代
』
七
月
号
掲
載
の
二
篇
の
文
章
〈
5
)
に
よ
れ
ば
、
両

氏
は
八
八
年
の
六
月
に
、
訪
中
し
た
ア
フ
リ
カ
の
指
導
者
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
、

「
中
国
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
社
会
主
義
は
や
ら
な
い
ほ
・
つ
が
い
い
、
少
な
く

と
も
あ
や
ふ
や
な
社
会
主
義
は
や
ら
な
い
ほ
・
つ
が
い
い
、
ど
う
し
て
も
や
り
た

け
れ
ば
、
自
国
の
特
色
の
あ
る
社
会
主
義
を
や
る
乙
と
だ
」
、
「
以
前
の
中
国

の
よ
う
に
国
営
経
済
を
発
展
さ
せ
ず
に
、
私
営
経
済
を
大
い
に
発
展
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
」
と
い
っ
た
「
反
社
会
主
義
発
言
己
を
行
っ
て
い
る
。



社会主義経済の「株式化革命Jへの模索

郵
・
越
の
両
氏
は
、
昨
年
「
社
会
主
義
初
級
段
階
論
」
の
提
起
と
と
も
に

「
社
会
主
義
の
優
越
性
」
の
主
張
を
放
棄
し
、
社
会
主
義
の
中
国
を
少
な
く
と

も
経
済
的
に
、
可
能
な
限
り
資
本
主
義
に
接
近
さ
せ
る
と
い
う
路
線
を
理
論
的

に
明
確
に
し
た
と
い
え
る
。

だ
が
、
乙
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
経
済
を
資
本
主
義
経
済
に
「
接
近
」
さ
せ

よ
う
と
す
る
時
に
は
、
社
会
主
義
経
済
が
持
っ
て
い
る
、
物
価
の
安
定
、
雇
用

の
安
定
、
分
配
の
平
等
な
ど
の
特
質
が
犠
牲
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
経
済
学
者
、

J
・
コ
ル
ナ
イ
は
、
「
安
全
の
原
理
」
、
「
連
帯
の
原
理
」

な
ど
の
社
会
主
義
経
済
の
倫
理
原
理
」
と
経
済
改
革
が
め
ざ
す
効
率
性
の
必
要

条
件
|
|
「
効
率
性
の
原
理
」
と
の
聞
に
「
衝
突
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な

い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」

(
6
)
と
し
、
ま
た
「
そ
の
二
つ
の
原
理
を
両
立
さ
せ

よ
う
と
組
み
合
せ
る
と
、
双
方
の
短
所
が
激
化
し
、
長
所
を
帳
消
し
に
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
」

(
7
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
価
格
改
革
の

失
敗
も
、
コ
ル
ナ
イ
の
い
う
二
つ
の
原
理
の
衝
突
の
典
型
的
な
ケ
l
ス
で
あ
る

と
考
え
る
乙
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
為
政
者
が
そ
れ
を

望
ん
だ
と
し
て
も
社
会
主
義
経
済
か
ら
資
本
主
義
経
済
へ
の
「
移
行
」
、
接
近

が
大
き
な
困
難
ぞ
伴
う
理
由
を
、
い
わ
ば
基
本
に
返
っ
て
検
討
す
る
乙
と
は
、

社
会
主
義
諸
国
の
経
済
を
見
る
上
で
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
株
式
化
革
命
」
の
可
能
性

本
稿
で
は
、

ζ

の
困
難
の
根
源
が
社
会
主
義
経
済
の
特
質
で
あ
る
社
会
主
義

的
所
有
制
度
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
近
年
中
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る

株
式
化
な
ど
の
所
有
制
改
革
の
試
み
の
中
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
論
点
、
現

象
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
乙
の
特
質
(
「
属
性
」
)
に
着
目
し
、
直
感
的

に
は
自
明
と
も
恩
わ
れ
る
、
社
会
主
義
的
所
有
制
度
に
よ
っ
て
様
々
の
矛
盾
が

生
じ
る
過
程
を
・
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
ζ
の
矛
盾
の
克
服
の
方
法
と
し
て
の
株
式

会
社
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

筆
者
の
仮
説
は
、
乙
の
「
属
性
」
(
つ
ま
り
所
有
制
度
)
の
も
た
ら
す
矛
盾

の
克
服
(
本
稿
で
は
「
社
会
主
義
経
済
の
民
営
化
」
と
い
う
と
と
に
な
る
〉
は
、

特
に
鉱
工
業
部
門
の
大
・
中
型
企
業
に
お
い
て
は
極
め
て
困
難
だ
が
、
克
服
の

可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
企
業
所
有
権
の
株
式
化
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
法

で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
株
式
化
に
よ
っ
て
現
在

の
社
会
主
義
経
済
の
か
か
え
る
諸
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
(
決
し
て
容
易
で
あ
る

と
は
恩
わ
れ
な
い
が
)
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
乙
れ
は
社
会
主
義
圏
全
体
に
と
っ

て
革
命
的
意
味
を
持
つ
乙
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
点
で
、
現
在
西
側
諸
国
で
推
進
さ
れ
て
い
る
固
有
企
業
の
民
営
化
の
方

法
、
お
よ
び
、
日
本
の
資
本
主
義
経
済
の
、
大
企
業
の
株
式
の
相
互
持
ち
合
い

に
よ
る
「
所
有
の
相
殺
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
「
法
人
資
本
主
義
」
と
も
呼
ば

れ
る
特
殊
な
所
有
制
度
は
、
社
会
主
義
経
済
の
改
革
に
と
っ
て
何
ら
か
の
示
唆

的
意
味
を
持
ち
う
る
よ
う
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
現
実
に
と
れ
ら
の
現
象
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
曲
折
を
経
な
が
ら
も
ソ
連
、
東
欧
諸
国
に
先
ん
じ
て
進
め
ら

れ
て
い
る
、
中
国
の
株
式
化
に
よ
る
企
業
改
革
の
試
み
を
概
観
し
、
そ
の
成
功

の
可
能
性
を
検
討
し
た
い
。

た
だ
し
、
本
稿
で
は
乙
れ
ら
の
問
題
の
検
討
は
、
初
歩
的
、
暫
定
的
な
も
の

で
あ
り
、
よ
り
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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一
、
社
会
主
義
経
済
に
お
け
る
所
有
制
度
改
革
の
重
裏
性

に
お
い
て
、
「
必
要
な
補
充
部
分
」
な
ど
と
し
て
認
め
ら
れ
る
乙
と
は
あ
っ
て

も
、
経
済
の
主
要
部
分
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
状
態
、
つ
ま

(
ご
社
会
主
義
経
済
の
「
属
性
」
と
し
て
の
所
有
制
度
り
、
資
本
主
義
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
大
企
業
を
所
有
す
る
、
公
共
機
関
な
ど

「
社
会
主
義
」
に
は
、
さ
ま
吉
ま
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
で
は
な
い
私
的
な
経
済
主
体
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
ル
l
ル
が
存

い
う
「
社
会
主
義
経
済
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
(
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
在
し
て
い
る
、
と
い
う
ζ
と
で
あ
る
。

義
を
含
む
)
を
様
傍
す
る
政
党
が
事
実
上
一
党
独
裁
に
よ
る
統
治
を
行
っ
て
い
乙
の
特
質
は
、
ュ
l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
に
、
「
社
会
的
所
有
」
を
標
傍

る
、
現
実
に
存
在
す
る
国
家
(
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
国
」
、
あ
る
い
は
「
共
し
、
「
国
家
(
的
〉
所
有
」
を
否
定
し
て
い
る
社
会
主
義
国
に
も
あ
て
は
ま
る

産
主
義
国
」
、
以
下
「
社
会
主
義
国
」
と
す
る
)
の
経
済
を
指
す
も
の
と
し
て
と
い
え
、
ま
た
将
来
に
わ
た
っ
て
も
、
た
と
え
為
政
者
が
そ
れ
を
望
ん
だ
と
し

お
き
た
い
(
つ
ま
り
、
「
本
来
の
姿
は
乙
う
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
規
範
的
な
て
も
、
改
変
す
る
と
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
社
会
主
義
経
済
の

概

念

規

定

は

含

ま

れ

て

い

な

い

)

。

「

属

性

」

で

あ

る

と

さ

え

雪

国

え

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
「
所
有
」
の
定
義
は
、
西
山
忠
範
氏
に
従
っ
て
お
き
で
は
な
ぜ
、
乙
の
社
会
主
義
的
所
有
制
度
を
改
変
す
る
乙
と
が
難
し
い
の
だ

た
い
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
「
所
有
」
と
は
「
客
体
と
し
て
の
物
ま
た
は
組
織
に
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
①
「
社
会
主
議
革
命
」
に
よ
っ
て
「
社
会
化
」
さ
れ

対
す
る
『
支
配
』
を
可
能
に
す
る
社
会
的
な
承
認
す
な
わ
ち
レ
ギ
テ
ィ
マ
ツ
イ
た
、
少
な
く
と
も
大
半
の
生
産
手
段
は
、
ハ
「
国
家
」
、
「
全
人
民
」
、
「
集

オ
ン
で
あ
り
、
支
配
の
根
拠
の
一
つ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
「
支
配
」
団
」
あ
る
い
は
「
社
会
」
な
ど
、
何
に
よ
る
所
有
と
さ
れ
て
い
よ
う
と
〉
そ
乙

の
根
拠
で
あ
る
「
占
有
」
は
、
客
体
を
現
実
に
保
持
し
て
い
る
乙
と
に
よ
る
支
か
ら
な
ん
ら
か
の
思
恵
を
受
け
る
官
僚
層
、
と
き
に
は
労
働
者
な
ど
の
、
集
団
、

配
を
意
味
す
る
。
両
者
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ア
パ
ー
ト
の
家
主
個
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
占
有
さ
れ
て
お
り
、
所
有
制
度
の
改
変
は
そ
の
既

は
所
有
者
で
、
借
家
人
は
占
有
者
で
あ
る
よ
う
に
、
「
遊
離
」
す
る
と
と
も
あ
得
権
益
を
侵
す
た
め
、
彼
ら
の
抵
抗
に
あ
う
、
@
企
業
の
倒
産
の
可
能
性
が
出

る

(
1〉
。

て

く

る

な

ど

、

経

済

シ

ス

テ

ム

の

大

き

な

変

化

を

伴

う

た

め

、

国

民

の

生

活

の

社
会
主
義
経
済
の
本
質
的
な
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
意
味
で
安
定
を
損
な
う
恐
れ
が
強
く
、
国
民
の
支
持
を
得
に
く
い
、
③
社
会
主
義
は
、

は
、
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
現
代
の
社
会
主
義
諸
国
の
経
仮
に
改
革
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
て
も
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
資
本
主
義

済
に
共
通
の
特
質
は
、
そ
の
所
有
制
度
す
な
わ
ち
、
経
済
の
主
要
部
分
に
お
い
と
区
別
の
つ
か
な
い
形
で
認
め
る
、
つ
ま
り
大
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
な
ど

て
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
と
い
う
ル
l
ル
ハ
以
下
の
広
範
な
存
在
を
合
法
化
す
る
乙
と
は
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
革
命
つ
ま
り
共

「
社
会
主
義
的
所
有
制
度
」
と
略
)
の
存
在
で
あ
る
、
と
吾
一
口
え
る
の
で
は
な
い
産
主
義
、
社
会
主
義
政
党
の
正
統
性
の
根
拠
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
た
め
、

だ
ろ
う
か
。
乙
れ
は
、
つ
ま
り
生
産
手
段
の
私
的
所
有
が
、
小
規
模
経
営
な
ど
「
社
会
主
義
か
ら
の
逸
脱
」
と
し
て
反
対
勢
力
の
絶
好
の
攻
撃
対
象
と
な
る
、

-54-



な
ど
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
ニ
)
社
会
主
義
経
済
の
「
属
性
」
の
も
た
ら
す
矛
盾

問
題
は
と
の
、
改
変
が
困
難
な
社
会
主
義
的
所
有
制
度
が
、
社
会
主
義
経
済

に
特
徴
的
な
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
を
も
た
ら
す
根
本
的
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
と

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
口
で
言
え
ば
、
国
民
経
済
の
大
半
が
「
親
方
日
の

丸
」
方
式
で
運
営
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
、
直
感
的
に
も
乙
の
点
は

自
明
と
も
い
え
よ
う
が
、
以
下
で
は
、
社
会
主
義
的
所
有
制
度
と
と
れ
ら
の
矛

盾
・
問
題
と
の
因
果
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

社会主義経済の「株式化革命」への模索

「
無
責
任
」
体
制

上
述
の
よ
う
に
生
産
手
段
の
私
的
所
有
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
経
済

に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
国
の
所
有
で
あ
れ
、
「
社
会
」
の
所
有
で
あ
れ
、
大
半

の
生
産
手
段
の
所
有
者
は
理
論
上
は
「
国
民
全
員
」
と
い
う
乙
と
に
な
る
・
つ

ま
り
、
乙
れ
ら
の
生
産
手
段
の
使
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
益
で
あ
ろ
う
が
、
損

失
で
あ
ろ
う
が
結
局
は
国
民
全
員
で
頭
割
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
事

実
上
所
有
者
が
い
な
い
と
い
う
状
況
に
等
し
い
。

現
実
に
は
、
生
産
手
段
の
多
く
は
社
会
の
各
部
門
の
責
任
者
で
あ
る
官
僚
や
、

労
働
者
あ
る
い
に
企
業
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
主
体
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
お
り
、

占
有
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
占
有
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益
を
得
て
い
る
は
ず

だ
が
、
乙
れ
ら
の
資
産
の
増
減
に
は
無
関
心
で
あ
り
、
い
ざ
損
失
な
ど
が
生
れ

て
も
誰
も
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
状
況
が
普
遍
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る。

国
家
に
よ
る
無
限
の
責
任
負
担

中
国
の
企
業
改
革
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
国
家
の
主
要
財
源
で
あ

る
国
営
予
算
内
企
業
の
一
七

Mmが
八
八
年
の
七
月
末
現
在
赤
字
で
、
そ
の
赤
字
額

は
三
六
億
三
七

O
O万
元
に
上
り
、
八
五
年
の
年
間
赤
字
額
を
三
分
の
一
強
上

回
り
、
前
年
周
期
比
で
は
二
七
%
も
の
増
加
を
示
し
て
い
る

(
2
〉。

ま
た
、
国
有
資
産
中
、
使
わ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
る
も
の
は
約
一

OMmあ

り
〈
3
)
、
中
国
の
国
営
企
業
の
余
剰
人
員
は
一
五

O
O万
人
か
ら
三

0
0
0

万
人
に
達
し
て
い
る
と
い
う
試
算
も
あ
る
。
乙
れ
は
企
業
の
主
管
部
門
が
企
業

の
意
向
を
無
視
し
て
人
員
を
送
り
込
ん
で
い
た
た
め
で
、
企
業
に
よ
っ
て
は
三

人
に
一
人
が
乙
う
し
た
潜
在
失
業
者
で
あ
る
と
い
う

(
4
)
。

北
京
大
学
の
歴
以
寧
教
授
は
、
「
企
業
自
身
は
財
産
責
在
が
な
く
、
生
産
、

経
営
お
よ
び
投
資
の
リ
ス
ク
を
負
わ
ず
、
国
家
が
企
業
の
た
め
に
無
限
の
責
任

を
負
う
。
こ
の
た
め
必
然
的
に
、
国
営
企
業
の
財
産
に
対
す
る
責
任
を
誰
も
負

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
〈
傍
点
引
用
者
〉
と
し
、
さ
ら
に
、
国
家
が
(
マ

ク
ロ
)
経
済
の
管
理
者
と
(
ミ
ク
ロ
の
)
企
業
資
産
の
管
理
者
と
い
う
一
人
ニ

役
を
演
じ
、
後
者
の
機
能
が
前
者
の
機
能
の
発
揮
を
制
限
し
て
お
り
、
「
投
資

過
熱
を
食
い
止
め
る
乙
と
が
難
し
く
、
消
費
基
金
の
増
六
か
激
し
す
ぎ
る
と
い

う
現
象
が
恒
常
的
に
現
れ
る
の
は
、
乙
の
点
か
ら
容
易
に
部
分
的
な
説
明
が
可

能
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
(

5

)

。
乙
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
経
済
で
は
、
以

下
で
ふ
れ
る
「
一
国
一
工
場
」
構
想
が
現
実
化
さ
れ
、
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
経
済
と

マ
ク
ロ
経
済
が
同
義
と
な
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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単
一
の
巨
大
「
独
占
企
業
」
に
よ
る
経
営
責
任
の
「
独
占
的
」
負
担

マ
ル
ク
ス
は
、
工
場
内
分
業
の
調
整
方
法
を
、
社
会
的
所
有
の
確
立
に
よ
っ



て
、
社
会
全
体
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
こ
国
一
工
場
」
構
想
を
示
し
た

(
6
)

が
、
乙
の
社
会
的
所
有
は
、
本
稿
で
い
う
社
会
主
義
経
済
の
属
性
に
対
応
す
る
。

つ
ま
り
、
現
実
の
社
会
主
義
経
済
の
主
要
部
分
に
お
い
て
も
、
乙
の
属
性
に
よ

っ
て
、
個
人
(
資
本
家
)
の
企
業
所
有
へ
の
参
入
が
禁
止
さ
れ
、
国
家
は
、
企

業
財
産
の
唯
一
の
所
有
者
と
し
て
企
業
経
営
に
対
し
最
終
的
に
は
無
限
の
責
任

務
質
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
い
わ
ば
、
国
民
経
済
の
大
部
分
を
包
摂
す
る
単
一
の
巨

大
な
「
独
占
」
企
業
と
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り
中
国
の
改
革
派
の
経
済
学
者

で
あ
る
蒋
一
葦
は
、
一
九
八

O
年
に
「
企
業
本
位
論
」
に
お
い
て
、
当
時
の
中
国

の
集
権
的
経
済
体
制
の
ご
国
一
工
場
構
想
」
的
特
徴
を
、
「
国
家
本
位
論
」

と
呼
ん
で
非
難
し
て
い
る

(
7
〉
。
つ
ま
り
、
重
要
な
乙
と
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
一
九
五

0
年
代
以
降
の
労
働
者
自
主
管
理
モ
デ
ル
の
導
入
や
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
一
九
六
八
年
以
降
の
誘
導
市
場
モ
デ
ル
導
入
な
ど
の
分

権
化
に
よ
っ
て
、
企
業
経
営
に
関
す
る
決
定
権
を
各
企
業
に
分
散
し
、

「
『
一
国
一
工
場
構
想
』
の
放
棄
」

(
8
)
を
試
み
て
も
、
国
家
が
企
業
経
営
に

対
し
て
「
独
占
的
」
に
無
限
責
任
を
負
う
と
い
う
状
況
に
は
い
さ
さ
か
も
変
わ

り
は
な
く
、
乙
の
巨
大
な
単
一
の
「
独
占
」
企
業
と
も
呼
べ
る
経
済
構
造
の
重

要
な
一
部
分
は
な
お
存
在
し
続
け
る
点
で
あ
る
。
同
様
の
所
有
制
度
上
の
属
性

を
持
つ
中
国
経
済
の
改
革
も
ま
た
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
経
済
学
で
は
独
占
の
幣
害
と
し
て
、
①
高
い
独
占
価
格
の
設
定
に
よ
る

資
源
配
分
上
の
ロ
ス
、
②
独
占
化
行
動
K
要
す
る
機
会
費
用
(
独
占
利
潤
に
等

し
い
)
、
そ
し
て
③
企
業
が
競
争
圧
力
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
に
生
じ
る
X
非
効

率
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
ρ

社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
①
の
高
い
独
占
価
格

の
例
は
多
く
な
い
が
、
不
合
理
な
価
格
設
定
に
よ
っ
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
調

節
機
能
が
働
か
ず
、
大
き
な
資
源
配
分
上
の
ロ
ス
が
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
国
家
に
よ
る
「
独
占
」
の
規
模
や
範
囲
の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
企
業

経
営
に
た
い
す
る
無
限
責
任
と
い
う
特
殊
要
因
か
ら
見
て
も
、
社
会
主
義
経
済

に
お
け
る
「
独
占
」
が
非
効
率
な
ど
の
は
る
か
に
大
き
な
矛
盾
を
生
み
出
す
乙

と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
唐
海
燕
は
現
在
の
中
国
経
済
に
お
け
る
独
占
を

非
競
争
型
独
占
と
位
置
付
け
た
上
で
、
特
に
国
家
独
占
と
地
域
独
占
が
市
場
競

争
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
形
成
を
妨
げ
て
い
る
乙
と
が
、
国
営
企
業
に
活
力
が
な
く
、

経
済
効
率
が
向
上
せ
ず
、
有
限
な
資
源
が
有
効
に
配
分
・
運
用
・
5
れ
な
い
乙
と

の
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る

(
9
)
。

国
家
の
無
限
の
責
任
負
担
に
よ
る
「
予
算
制
約
の
ソ
フ
ト
化
」

そ
し
て
、
主
と
し
て
国
家
の
乙
の
無
限
の
責
任
負
担
か
ら
、
社
会
主
義
企
業

に
お
い
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
経
済
学
者
、

J
・
コ
ル
ナ
イ
の
言
う
、
資
本
主

義
経
済
に
比
べ
て
は
る
か
に
「
ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
」
が
生
じ
る
と
い
え
る
。

コ
ル
ナ
イ
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
企
業
は
疑
似
的
に
貨
幣

化
さ
れ
た
経
済
主
体
に
す
ぎ
ず
、
国
家
と
企
業
と
の
聞
に
「
温
情
主
義
」
(
絶

対
的
な
保
護
と
安
全
〉
(
叩
)
が
存
在
し
て
お
り
、
企
業
の
経
済
的
困
難
は
最

終
的
に
は
国
家
が
救
済
す
る
(
つ
ま
り
無
限
責
任
を
負
う

l
l
筆
者
注
)
た
め
、

予
算
制
約
を
超
え
て
も
何
ら
不
利
益
は
生
じ
な
く
な
り
、
企
業
の
予
算
制
約
は

ソ
フ
ト
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
日
)
。

し
か
も
「
ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
」
に
お
い
て
は
、
「
企
業
の
需
要
は
価
格
非

弾
力
的
」
つ
ま
り
価
格
に
左
右
さ
れ
ず
、
「
無
限
」
と
い
え
る
ほ
ど
「
飽
く
乙

b
宇
静
か
か
い
(
傍
点
原
文
)
〈
ロ
)
も
の
と
な
り
、
「
企
業
わ
骨
骨
小
田
町
い

ん』
H
U
や
か
+
か
い
か
ル
仲
か
か
い
」
(
臼
)
。
と
す
れ
ば
、
当
然
、
同
時
に
企

業
に
消
費
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
も
の
も
な
い
(
凶
〉
と
い
う
と
と
に
な
る
。
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社会主義経済の「株式化革命」への模索

乙
の
よ
う
に
、
経
済
改
革
に
よ
る
企
業
自
主
権
の
拡
大
は
、
企
業
の
無
責
任

な
投
資
、
消
費
の
過
熱
を
助
長
し
か
ね
ず
、
経
営
自
体
の
失
調
が
生
じ
や
す
く

な
る
。
請
負
い
制
な
ど
に
よ
り
、
事
実
上
の
個
人
農
化
に
よ
る
所
有
制
度
の
改

変
が
容
易
な
農
業
と
異
な
り
、
一
般
に
集
団
に
よ
る
生
産
が
必
要
な
工
業
部
門

に
お
い
て
は
、
所
有
制
度
、
つ
ま
り
前
述
の
「
属
性
」
の
改
変
は
や
は
り
困
難

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
社
会
主
義
経
済
と
資
本
主
義
経
済
と
の
聞
に
は
、
あ
た
か
も
為
政

者
が
い
か
に
望
ん
で
も
、
突
破
す
る
乙
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
厚
い
壁
が
あ
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
社
会
主
義
諸
国
の
経
済
は
い
わ
ば
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
呪

縛
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
矛
盾
を
普
遍
的
に
内
包
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

だ
が
、
最
近
、
中
国
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
社
会
主
義
国
で
試
み
ら
れ
て

い
る
、
株
式
化
に
よ
る
所
有
改
革
の
試
み
は
、
乙
の
「
呪
縛
」
の
打
破
へ
の
い

ち
る
の
望
み
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
、
と
の
点
を
検
討
し
て

み
た
い
。

二
、
「
無
限
責
任
体
制
」
打
破
の
可
能
性

前
節
で
は
、
社
会
主
義
経
済
の
属
性
で
あ
る
社
会
主
義
的
所
有
制
度
に
着
目

し
て
、
そ
の
か
か
え
る
矛
盾
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
解
決
の
最
大
の
キ
ー

ポ
イ
ン
ト
は
、
い
か
に
し
て
、
乙
乙
ま
で
検
討
し
て
き
た
社
会
主
義
的
所
有
制

度
を
そ
の
存
立
基
盤
と
す
る
、
「
国
家
無
限
責
任
体
制
」
を
打
破
し
、
国
か
ら

企
業
へ
の
「
温
情
主
義
」
の
パ
イ
プ
を
断
ち
切
り
、
国
の
責
任
を
有
限
化
し
、

企
業
を
真
の
独
立
し
た
経
済
主
体
と
す
る
か
に
あ
る
。

本
節
で
は
、
現
在
西
側
諸
国
の
資
本
主
義
経
済
に
存
在
し
て
い
る
、
固
有
企

業
の
民
営
化
の
潮
流
、
ま
た
日
本
の
大
企
業
の
特
有
の
株
式
相
互
持
ち
合
い
と

い
っ
た
所
有
制
度
上
の
(
資
本
主
義
の
歴
史
全
体
か
ら
み
れ
ば
)
新
し
い
現
象

が
、
乙
の
過
程
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
示
唆
的
役
割
に
注
意
し
つ
つ
、
果
た

じ
て
株
式
制
導
入
の
試
み
が
、
矛
盾
の
解
決
、
ひ
い
て
は
属
性
の
改
変
と
い
う

社
会
主
義
諸
国
全
体
に
と
っ
て
も
「
革
命
的
」
な
動
き
に
つ
な
が
る
の
か
を
検

討
し
た
い
。

「
社
会
主
義
経
済
の
民
営
化
」
の
有
効
性

上
述
の
、
国
家
が
無
限
の
責
任
を
負
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
決
し
て
社
会

主
義
に
固
有
の
も
の
で
な
い
乙
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
う
。
資
本
主
義
に
お
け

る
国
営
企
業
な
ど
の
公
企
業
も
、
社
会
主
義
経
済
に
お
砂
る
国
営
企
業
と
国
家

と
の
関
係
に
類
似
し
た
所
有
関
係
を
持
っ
と
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
類
似
の
矛
盾

を
抱
え
ざ
る
を
え
な
い
。

遠
山
嘉
博
氏
は
『
現
代
公
企
業
総
論
』
に
お
い
て
、
一
九
七

0
年
代
以
降
、

多
く
の
資
本
主
義
国
で
民
営
化
の
論
義
と
実
践
が
台
頭
し
た
四
つ
の
共
通
の
背

景
な
い
し
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
公
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
悪
化
を
挙
げ
、

業
績
不
振
の
原
因
と
し
て
、
①
料
金
決
定
や
投
資
政
策
に
お
砂
る
国
家
政
策
へ

の
協
力
の
要
請
、
政
治
や
選
挙
の
圧
力
、
収
益
的
関
連
事
業
へ
の
進
出
に
対
す

る
法
律
上
の
制
約
等
々
、
企
業
的
経
営
を
抑
圧
す
る
外
部
要
因
、
②
労
使
に
は

ぴ
乙
る
「
毅
方
自
の
丸
」
意
識
、
規
模
の
不
適
切
性
(
過
大
ま
た
は
過
少
〉
、

独
占
等
々
、
効
率
的
経
営
を
妨
げ
る
内
部
要
因
、
③
衰
退
産
業
や
破
産
企
業
を

多
く
抱
え
、
本
来
的
に
収
益
化
が
困
難
な
構
造
や
体
質
と
な
っ
て
い
る
と
と
を

挙
げ
て
い
る

(
1
)
。

ま
た
、
公
企
業
の
民
営
化
の
効
巣
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
英
国
に
お
い
て
、

サ
ッ
チ
ャ

l
首
相
の
主
導
に
よ
る
民
営
化
移
行
後
の
企
業
の
業
績
が
お
し
な
べ

n
t
 

ra 



て
好
調
で
あ
り
、
乙
の
英
国
の
成
功
が
、
世
界
的
な
民
営
化
プ
l
ム
の
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
た
乙
と

(
2〉
が
挙
げ
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
国
民
経
済
全
体
に
占
め
る
公
企

業
の
ウ
エ
イ
ト
は
社
会
主
義
経
済
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
さ
く
、
社
会
主
義

経
済
と
は
状
況
は
か
な
り
異
な
る

(
3
)
。

だ
が
、
要
す
る
に
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
遠
山
氏

が
指
摘
す
る
資
本
主
義
経
済
の
業
績
不
振
の
原
因
と
ほ
ぼ
類
似
の
要
因
が
、
ま

さ
に
巨
大
な
単
一
の
「
独
占
」
企
業
が
存
在
す
る
社
会
主
義
経
済
の
マ
ク
ロ
レ

ベ
ル
に
お
い
て
、
は
る
か
に
大
規
模
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
純
化
を

恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
社
会
主
義
経
済
と
は
今
は
な
き
日
本
の
国
鉄
的
な
経
営
が

国
民
経
済
の
最
大
の
部
分
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
「
親
方
日
の
丸
」
経
済
で

あ
り
、
当
然
、
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
社
会
主
義
経
済
に
も
「
民
営
化
」

と
い
う
方
法
が
有
効
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
見
方
が
成
り
立
つ
。
現
に
、
中
国

で
も
最
近
、
経
済
改
革
に
お
け
る
「
民
営
化
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
論
者
が

現
れ
て
き
た

(
4
)
。
で
は
、
社
会
主
義
経
済
の
「
民
営
化
」
は
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。

乙
乙
で
、
「
民
営
化
」
(
官
芝
包
宮
廷
O
ロ
)
と
い
う
用
語
の
意
味
を
明
確
化

し
て
お
く
と
、
遠
山
氏
の
、

M
・
ピ
l
ス
レ
イ
な
ど
を
参
考
に
し
た
位
置
付
H
り

に
よ
れ
ば
、
「
民
営
化
」
と
は
、
「
狭
義
、
厳
密
に
は
、
『
国
有
化
解
除
』
、

『
民
有
化
』
を
意
味
し
、
『
会
社
法
に
基
づ
く
株
式
会
社
を
形
成
し
(
公
有
会

社
の
場
合
は
乙
の
必
要
は
な
い
が

l
l
遠
山
氏
注
〉
、
株
式
の
少
な
く
と
も
五

O
M
mを
私
的
株
主
に
売
却
す
る
』
乙
と
」
を
言
い
、
広
義
に
は
、
「
『
公
的
諸

活
動
の
民
間
移
管
』
、
『
政
府
に
代
わ
る
民
間
代
替
企
業
の
育
成
と
、
売
却
に

よ
る
民
間
化
の
保
護
」
を
意
味
し
、
民
有
化
よ
り
も
よ
り
広
範
な
『
民
間
移
管
』

の
概
念
で
あ
る
」

(
5
〕
が
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
「
民
営
化
」
を
狭

義
の
「
固
有
化
解
除
」
、
「
民
有
化
」
と
し
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
所
有
制

度
上
の
特
質
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
の
根
本
的
改
善
に
は
や
は
り
所
有
制
度
そ

の
も
の
の
改
変
(
そ
の
改
変
の
度
合
い
は
と
も
か
く
〉
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
英
・
サ
ッ
チ
ャ
l
政
権
の
民
営
化
政
策
の
中
心
部
分
も

民
有
化
で
あ
っ
た

(
6
)
。

乙
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
(
注
4
)
で
挙
げ
た
資
料
で
い
う
「
民
骨
量
済
」
、

「
民
営
化
」
は
広
義
の
も
の
と
狭
義
の
も
の
が
あ
る
が
、
広
島
輔
の
も
の
に
は
企

業
自
主
権
の
拡
大
、
請
負
い
制
、
企
業
リ
l
ス
制
な
ど
も
含
ま
れ

(
7〉
、
現

在
中
国
で
す
で
に
広
範
囲
に
試
み
ら
れ
て
い
る
経
済
体
制
改
革
の
諸
政
策
の
ほ

と
ん
ど
を
民
営
化
と
呼
ぶ
乙
と
も
可
能
に
な
る
。
だ
が
、
所
有
関
係
を
改
変
し

な
い
乙
れ
ら
の
方
法
に
は
限
界
が
あ
る

(
8
)
。
い
き
な
り
個
人
経
営
に
移
す

乙
と
が
難
し
い
大
企
業
の
経
営
改
革
に
お
い
て
は
、
所
有
関
係
の
問
題
解
決
の

可
能
性
を
秘
め
た
、
株
式
化
に
よ
る
民
営
化
(
民
有
化
)
の
有
効
性
が
注
目
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
そ
の
理
由
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

一部一

繰
式
化
の
有
効
性
の
根
拠
|
有
限
責
任
、
所
有
の
ニ
重
犠
造

株
式
と
は
「
株
式
会
社
全
体
を
所
有
し
て
い
る
出
資
者
(
株
主
〉
の
持
分
合

計
を
均
等
な
単
位
に
細
分
化
し
た
有
限
責
任
で
し
か
も
自
由
譲
渡
可
能
な
形
態

の
株
主
権
」

(
9
〉
で
あ
り
、
「
乙
の
株
式
を
通
じ
て
構
成
員
と
な
る
乙
と
と
、

有
限
責
任
と
が
株
式
会
社
の
特
色
で
あ
り
、
資
本
を
集
め
る
の
に
も
っ
と
も
適

し
た
形
態
と
な
る
」
ハ
叩
〉
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
主
は
、
「
株
式
の
引

受
金
額
を
限
度
と
す
る
出
資
義
務
を
負
う
だ
け
」

(
U
〉
と
い
う
有
限
責
任
の

シ
ス
テ
ム
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。



社会主義経済の「株式化革命Jへの模索

ま
た
、
株
式
会
社
に
お
け
る
所
有
制
度
は
「
二
重
構
造
」
で
あ
る
点
に
特
徴

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
企
業
資
産
の
所
有
者
は
株
式
会
社
で
あ
り
、
そ
の

株
式
会
社
そ
の
も
の
の
所
有
は
、
株
式
を
通
じ
て
株
主
の
手
に
掌
握
さ
れ
て
い

る
(
ロ
〉
、
乙
れ
は
「
出
資
の
有
限
責
任
化
と
ひ
き
か
え
に
、
現
実
資
本
に
対

す
る
直
接
の
所
有
権
を
『
会
社
そ
れ
自
体
』
に
委
譲
し
」
(
臼
)
た
と
み
る
乙

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
国
が
大
株
主
で
あ
る
企
業
が
経
営
に
失
敗
し
て
、
巨
額
の
負
債
を

抱
え
て
倒
産
す
る
場
合
で
も
、
国
は
理
論
的
・
法
的
に
は
乙
れ
を
救
済
す
る
資

金
供
給
を
せ
ず
に
、
乙
の
企
業
の
株
式
へ
の
出
資
分
の
資
金
を
失
う
だ
け
で
す

む
わ
け
で
あ
り
、
一
方
、
企
業
の
予
算
制
約
は
格
段
に
ハ
ー
ド
化
し
、
効
率
的

企
業
経
営
の
た
め
の
最
も
重
要
な
必
要
条
件
が
満
た
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。

乙
の
よ
う
に
み
る
と
、
社
会
主
義
経
済
の
か
か
え
る
、
国
家
の
「
無
限
責
任
」

の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
企
業
所
有
権
の
株
式
化
に
よ
る
「
無
限
責
任
」
の

「
有
限
化
」
が
か
な
り
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
成
り
立
つ
。
所
有

制
の
改
革
が
経
済
改
革
の
鍵
で
あ
る
と
し
て
、
株
式
化
を
主
張
し
て
き
た
前
述

の
歴
以
寧
も
、
「
た
と
え
、
一

O
O
M
m国
家
株
の
株
式
企
業
で
も
、
現
体
制
の

も
と
で
の
国
営
企
業
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
(
品
。

い
ま
だ
に
国
が
株
式
を
公
開
し
て
い
な
い
日
本
の
J
R
の
、
民
営
化
後
初
め
て

の
決
算
で
あ
る
六
二
年
度
決
算
が
、
グ
ル
ー
プ
七
社
合
計
の
経
常
利
益
が
一
五

二
ハ
億
円
と
年
度
当
初
の
事
業
計
画
の
お
よ
そ
四
倍
と
な
っ
た
乙
と
(
日
)
も
、

と
の
主
張
を
側
面
か
ら
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

岡
野
行
秀
氏
は
、

J
R
活
性
化
は
、
一
方
で
は
収
入
を
増
や
す
経
営
戦
略
の

創
出
と
い
う
形
を
、
他
方
で
は
コ
ス
ト
を
下
げ
る
た
め
の
X
非
効
率
(
第
二
節

参
照
)
の
除
去
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
し
(
日
)
、
ま
た
「
民
営
化
に
よ
っ
て

企
業
の
制
度
と
企
業
を
め
ぐ
る
環
境
を
変
え
る
乙
と
が
、
経
営
成
果
に
極
め
て

大
き
江
変
化
を
も
た
ら
す
と
と
は
、
も
は
や
明
白
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

(
げ
〉
。

し
か
し
、

N
T
T、
日
本
た
ば
乙
産
業
、

J
R
、
日
本
航
空
の
民
営
化
は
全

体
と
し
て
成
果
を
あ
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
四
社
は
依
然
、
監
督
官
庁
の
規
制

下
に
あ
り
、
人
事
に
政
治
の
介
入
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う

レ
ポ
ー
ト
も
あ
る
(
路
〉
。
や
は
り
、
国
家
の
持
株
は
で
き
れ
ば
少
な
い
ほ
・
つ

が
い
い
と
い
え
る
。
だ
が
、
社
会
主
義
所
有
制
度
の
制
約
か
ら
、
「
主
導
的
地

位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
国
家
所
有
の
割
合
い
は
お
い
そ
れ
と
減
ら
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
個
人
に
よ
る
大
企
業
の
株
式
の
購
入
資
金
に
も
限
度

が
あ
る
。
乙
の
点
で
、
社
会
主
義
経
済
に
お
砂
る
企
業
所
有
権
の
株
式
化
の
推

進
に
あ
た
っ
て
は
、
株
式
の
企
業
に
よ
る
相
互
持
ち
合
い
と
い
う
方
法
の
有
効

性
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
法
人
社
会
主
義
」
の
可
能
性

乙
乙
ま
で
一
貫
し
て
所
有
制
度
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
社
会
主
義
経
済
の

に
関
す
る
検
討
を
続
け
て
き
た
わ
同
り
だ
が
、
乙
乙
で
日
本
経
済
の
所
有
制
度
に

目
を
転
じ
て
み
る
と
、
そ
乙
に
は
他
国
に
例
の
な
い
「
株
式
会
社
が
資
本
主
義

の
全
面
を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
体
制
」
が
存
在
し
て
い
る
(
叩
〉
。

パ
l
リ
H
ミ
l
ン
ズ
が
一
九
三
二
年
の
『
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
』
に

お
い
て
、
所
有
と
支
配
ハ
経
営
〉
の
分
離
論
を
提
起
し
て
以
来
、
多
く
の
論
者

が
「
現
代
大
企
業
の
支
配
者
は
誰
か
」
、
「
会
社
は
誰
の
も
の
か
」
と
い
う
問

題
を
論
じ
て
き
た
。
パ
l
リ
H

ミ
l
ン
ズ
は
、
経
営
者
支
配
の
巨
大
株
式
会
社

を
、
名
目
的
に
し
ろ
実
質
的
に
し
ろ
株
主
と
い
う
所
有
者
の
私
有
財
産
と
し
て



み
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
た
か
も
誰
の
所
有
で
も
な
い
よ
う
な
、
独
立
し
た
生

命
を
有
し
」
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
(
加
)
。

さ
ら
に
、
日
本
で
は
株
式
所
有
の
法
人
化
が
進
み
(
幻
)
(
昭
和
六
二
年
度
株

式
分
布
状
況
調
査
で
は
個
人
持
株
数
は
全
体
の
わ
ず
か
二
三
・
六
%
で
あ
る
)
、

法
人
間
で
の
株
式
の
相
互
持
ち
合
い
が
行
わ
れ
(
忽
)
、
「
星
座
(
口

S印

Z
-

口
同
位
。
ロ
)
の
よ
う
な
形
で
、
多
数
の
会
社
が
お
互
い
に
所
有
主
体
で
あ
る
と

同
時
に
所
有
の
客
体
に
な
る
と
い
う
関
係
」
(
泊
)
が
存
在
し
て
い
る
。
乙
の

よ
う
な
特
殊
な
所
有
の
形
態
が
存
在
し
て
い
る
日
本
の
(
企
業
)
社
会
は
、
「

企
業
主
義
」
、
「
会
社
主
義
」
、
ま
た
、
「
法
人
所
有
」
に
よ
る
「
法
人
資
本

主
義
」
、
「
機
関
所
有
」
に
よ
る
「
組
織
中
心
」
(
社
会
)
、
「
会
社
所
有
」

に
よ
る
「
脱
資
本
主
義
」
や
、
あ
る
い
は
「
(
経
営
者
を
含
む
)
従
業
員
主
権
」

に
よ
る
「
人
本
主
義
企
業
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
(
川
崎
)
。

現
在
の
世
界
経
演
に
お
い
て
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
実
現

し
て
い
る
日
本
経
済
に
ζ

の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
所
有
制
度
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
乙
と
は
、
社
会
主
義
経
済
の
改
革
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
意
味
を

持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

中
国
で
は
、
す
で
に
株
式
所
有
制
に
よ
る
経
済
シ
ス
テ
ム
を
「
生
産
手
段
の

共
有
制
」
(
お
)
あ
る
い
は
「
生
産
手
段
の
社
会
共
有
制
」
(
お
)
で
あ
る
と

す
る
見
方
も
で
て
お
り
、
株
式
の
持
ち
合
い
に
よ
る
企
業
集
団
の
形
成
を
重
視

す
る
方
向
も
八
七
年
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
(
幻
)
。
中
国
社
会
科
学
院
世
界
経

済
政
治
研
究
所
の
凌
星
光
氏
は
日
本
に
お
け
る
講
演
で
「
現
代
の
資
本
主
義
と

い
う
も
の
、
特
に
日
本
の
資
本
主
義
の
中
に
は
、
社
会
主
義
的
要
素
が
あ
る
」

と
し
、
中
国
企
業
の
今
後
の
経
営
形
態
は
「
や
は
り
か
な
り
日
本
型
、
と
り
わ

け
日
本
の
法
人
型
株
式
会
社
に
な
る
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
日
本

と
似
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
資
本
主
義
に
な
る
と
は
恩
わ
な

い
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
(
お
)
。
乙
の
よ
う
に
、
「
法
人
資
本
主

義
」
(
仮
に
奥
村
氏
の
言
葉
を
使
っ
て
お
く
)
へ
変
化
し
た
日
本
経
済
の
所
有

制
度
が
社
会
主
義
国
中
国
の
所
有
制
度
の
改
革
に
今
後
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
き
、
も
し
か
す
る
と
「
法
人
社
会
主
義
」
と
い
っ
た
も
の
が
生
れ
る
、
い
わ

ば
、
両
体
制
の
接
近
あ
る
い
は
収
数
の
新
た
な
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
と
き
は
郡
小
平
氏
の
い
う
「
第
二
の
革
命
」
で
あ
る
改
革
も
真
の

文
字
ど
お
り
の
意
味
を
持
つ
乙
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
「
法
人
資
本
主
義
」
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
日
本
人
の
国
民

性
な
ど
の
、
特
殊
日
本
的
要
素
も
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
無
視
で
き
な
い
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
日
本
経
済
と
中
国
経
済
と
の
聞
の
構

造
上
、
体
制
上
の
差
異
は
も
ち
ろ
ん
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
、
あ

る
意
味
で
は
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な
形
で
に
せ
よ
社
会
主
義
経
済
へ

移
植
可
能
か
と
い
う
点
も
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

nu 
po 

株
式
会
社
制
度
導
入
上
の
問
題
点

株
式
会
社
制
度
の
導
入
に
よ
る
所
有
制
改
革
を
真
に
実
効
あ
る
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
仮
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
理
論
的
に
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も

(
乙
の
点
の
困
難
は
今
後
各
国
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
思
わ
れ

る
)
、
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
問
題
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら

に
は
①
有
限
責
任
の
原
則
を
実
現
す
る
環
境
整
備
が
で
き
る
か
、
②
国
が
現
実

に
無
限
責
任
を
回
避
で
き
る
か
、
③
完
全
に
有
限
責
任
化
さ
れ
な
い
場
合
、
株
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式
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
が
新
た
な
投
資
・
消
費
過
熱
を
引
き
起
乙
さ
な
い
か
、

④
有
能
な
経
営
者
な
ど
の
人
材
が
確
保
で
き
る
か
、
⑤
部
分
的
で
な
い
全
面
的

株
式
化
に
党
幹
部
、
大
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
る
か
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
重
要

な
問
題
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
企
業
所
有
権
を
株
式
化
し
、
国
の
責
任
を
有
限
化
す
る
た
め
に
は
、
相
応

の
外
部
環
境
が
必
要
で
あ
る
と
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
証
券
取
引
法
、
破

産
法
な
ど
の
各
種
の
法
体
系
、
証
券
市
場
な
ど
の
整
備
は
無
論
だ
が
、
最
も
問

題
な
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
主
義
国
に
お
い
て
物
価
体
系
が
「
不
合
理
な
」

状
態
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
財
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
完
全
な
ま
ま

に
残
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ま
と
も
に
機
能
し
な
け

れ
ば
、
い
か
に
企
業
所
有
権
が
株
式
化
さ
れ
て
も
、
企
業
経
営
の
合
理
化
、
活

性
化
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
不
合
理
な
物
価
体
系
は
、
特
に
株
式
の
公
開
発

行
の
場
合
花
、
正
当
な
資
産
評
価
を
行
う
乙
と
を
困
難
に
す
る
。

②
仮
に
、
法
的
に
は
、
国
は
株
主
と
し
て
有
限
責
任
し
か
負
わ
な
い
と
規
定

さ
れ
て
い
る
株
式
会
社
で
も
、
万
一
、
現
実
に
倒
産
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
が

生
じ
た
と
き
に
、
社
会
的
混
乱
な
ど
を
招
か
ず
に
乙
れ
を
切
り
捨
て
る
乙
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
無
償
で
資
金
を
供
給
す
る
な
ど
し
て
救
済
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

@
究
極
的
に
は
や
は
り
国
の
援
助
が
獲
得
で
き
る
乙
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

企
業
の
予
算
制
約
は
と
れ
ま
で
ど
お
り
ソ
フ
ト
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、

投
資
・
消
費
の
過
熱
は
さ
ら
に
激
し
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
現
在
、

不
完
全
な
形
で
株
式
化
さ
れ
て
い
る
企
業
に
は
、
国
営
企
業
の
株
式
発
行
を
禁

じ
た
八
七
年
四
月
の
国
務
院
通
達
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
乙
の
種
の
問
題
が
生

じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

@
所
有
制
度
が
改
変
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
企
業
家
精
神
に
富

ん
だ
経
営
者
、
経
営
管
理
者
た
ち
が
誕
生
す
る
乙
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、

そ
の
他
の
人
的
資
源
な
ど
の
欠
如
に
よ
っ
て
社
会
主
義
経
済
に
お
け
る
株
式
会

社
が
結
局
「
切
り
花
」
の
よ
う
に
、
経
済
に
根
付
か
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

⑤
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
国
有
企
業
所
有
権
の
広
範
な
株
式
化
と
い
っ
た
大
規

模
な
改
革
を
実
施
す
る
乙
と
に
対
し
て
、
党
官
僚
、
大
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
西
側
諸
国
で
の
民
営
化
と
同
様
、
所
有
制
度
の
改
革
の
推
進

に
は
、
そ
の
政
策
推
進
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益
を
受
け
る
支
持
階
層
を
社
会

に
獲
得
す
る
と
と
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
社
会
主
義
経
済
に
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
現
在
の
所
有
制
度
に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
い
る
、
党
宮
僚
層
な

ど
が
確
固
た
る
基
盤
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雇
用
の
安
定
を
破
産
法

の
実
施
に
よ
っ
て
失
う
労
働
者
た
ち
は
失
業
保
険
の
導
入
な
ど
で
満
足
で
き
る

の
か
と
い
う
点
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
乙
れ
ら
の
問
題
の
他
に
、
株
式
制
導
入
を
継
続
的
に
推
進
す
る
た
め

に
は
、
西
側
で
の
民
営
化
の
よ
う
に
、
株
式
化
し
た
企
業
群
が
良
好
な
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
(
経
営
成
績
)
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
の
よ
う
に
、
と
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
ζ
と
は
、
ど
の
社
会
主
義
国

に
お
い
て
も
相
当
に
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
、
株
式
化
の
前
途
は
、
相
当

に
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
や
は
り
株
式
化
の
急
激
な
進
行
は
危
険
が
大
き
い
。

し
か
も
株
式
化
は
経
済
改
革
の
成
功
の
必
要
条
件
で
は
あ
り
え
て
も
十
分
条
件

で
は
あ
り
得
な
い
。
経
済
、
そ
の
他
の
要
闘
に
よ
る
困
難
に
よ
っ
て
株
式
制
の

導
入
が
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
も
生
じ
得
る
。

だ
が
、
も
し
中
国
あ
る
い
は
他
の
社
会
主
義
国
で
ζ

の
壮
大
な
実
験
が
あ
る

程
度
成
功
す
る
乙
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
は
、
社
会
主
義
諸
国
の
経
済
に
も
、

E
U
 



ま
た
「
革
命
的
」
変
革
が
起
乙
る
乙
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
し
「
法
人
社
会
主
義
」
的
な
体
制
を
め
ざ
す
の
で
あ
れ
ば
、
官

僚
層
な
ど
の
既
得
権
益
や
社
会
の
安
定
を
明
確
に
は
損
な
わ
な
い
形
で
の
、
ゆ

っ
く
り

F
Uた
改
革
が
望
事
し
い
で
あ
る
つ
。
そ
し
て
、
株
式
会
社
化
さ
れ
た
企
業

群
は
、
例
え
ば
数
十
年
の
長
い
期
聞
に
わ
た
り
、
価
格
改
革
な
ど
が
ゆ
っ
く
り

と
進
め
ら
れ
る
乙
と
に
よ
り
外
部
環
境
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、

次
第
に
倒
産
な
ど
の
危
険
回
避
の
た
め
の
国
の
保
護
を
脱
し
、
同
時
に
増
資
を

繰
り
返
し
、
企
業
聞
の
株
式
の
栢
互
持
ち
合
い
関
係
を
強
め
る
と
と
も
に
、
国

家
の
持
株
比
率
を
徐
々
に
下
げ
て
い
く
乙
と
が
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な

、
中
国
の
「
株
式
化
革
命
」
へ
の
試
み

八
八
年
九
月
二
六
日
か
ら
三

O
固
ま
で
聞
か
れ
た
中
共
十
三
期
三
中
全
会
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、
当
面
の
二
年
間
は
イ
ン
フ
レ
抑
制
に
力
を
注
ぐ
と
し
、
価
格

改
革
推
進
路
線
か
ら
の
後
退
を
明
確
に
し
た
が
、
同
時
に
、
公
有
制
を
主
体
と

す
る
株
式
制
の
テ
ス
ト
と
企
業
集
団
の
テ
ス
ト
を
進
め
る
と
し
て
、
株
式
化
に

よ
る
改
革
の
試
み
の
継
続
を
確
認
し
た
〈
1
〉。

中
国
の
株
式
化
改
革
の
歩
み
は
様
々
の
曲
折
を
経
て
き
た
・
『
人
民
日
報

(
海
外
版
)
』
八
九
年
一
月
三
日
号
の
株
式
制
紹
介
の
記
事
は
、
現
在
中
国
で

は
、
株
式
制
は
六
O
O
O余
の
国
営
、
集
団
、
個
体
企
業
お
よ
び
「
三
資
」

企
業
に
お
い
て
試
験
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

(
2
)
。

以
下
、
本
節
で
は
、
前
節
ま
で
の
問
題
意
識
を
ベ
l
ス
に
し
て
、
他
の
社
会

主
義
諸
国
を
リ
ー
ド
す
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
、
現
実
の
中
国
の
企
業
の
株

式
化
改
革
の
現
状
を
筆
者
な
り
に
概
観
し
た
い
。

(
一
)
株
式
会
社
制
度
導
入
の
過
程

.
初
の
「
株
式
」
発
行

中
国
で
は
、
株
式
会
社
制
度
の
導
入
は
、
一
九
八
一
年
ご
ろ
か
ら
、
資
金
調
達
を

目
的
と
す
る
、
債
券
に
近
い
性
格
を
持
つ
「
股
票
(
株
式
)
」
の
発
行
に
始
ま

っ
た
。
ソ
連
、
東
欧
諸
国
で
は
ル
ー
マ
ニ
ア
が
一
九
八
二
年
に
企
業
の
労
働
者

向
貯
に
株
式
の
内
部
発
行
を
始
め
た

(
3
)
と
さ
れ
る
が
、
株
式
に
よ
る
企
業

改
革
の
試
み
が
本
格
化
し
た
の
は
、
八
七
年
以
降
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ソ
連
が
相
次
い
で
株
式
を
発
行
し
だ
し
て
か
ら
で
あ
り
、
や
は
り
中
国
は
「
株

式
」
化
に
よ
る
企
業
改
革
の
先
駆
者
的
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
@

中
国
で
は
、
限
定
的
な
も
の
で
は
、
八
一
年
に
上
海
の
織
維
工
場
が
ひ
そ
か

に
「
株
式
」
を
発
行
し
、
資
本
主
義
の
道
を
歩
ん
だ
と
批
判
さ
れ
た
と
い
う
も

の
も
あ
り
〈
4
)
、
乙
れ
以
前
に
も
何
ら
か
の
形
で
「
股
富
市
」
と
名
の
つ
く
も

の
が
局
地
的
に
発
行
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
だ
が
、
人
民
日
報
(
海
外
版
〉

八
八
年
五
月
五
日
号
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
各
地
で
発
行
さ
れ
だ
し
た
の
は
八

二
年
に
入
っ
て
か
ら
の
と
と
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
(

5

)

。

-62-

-
中
国
の
「
株
式
」
の
特
徴

中
国
の
，
般
傍
'
(
株
式
〉
の
大
半
は
、
元
本
と
配
当
を
保
証
し
て
お
り
、

配
当
も
、
，
股
息
'
〈
株
式
利
息
〉
と
，
紅
利
'
ハ
割
増
し
配
当
〉
に
別
れ
、

株
式
利
息
の
ほ
う
は
業
績
と
関
係
な
し
に
保
証
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
た
め
、
中

国
の
株
式
は
、
む
し
ろ
、
「
債
券
と
し
て
と
ら
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
」
と

み
ら
れ
る
が
、
最
近
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
株
式
利
息
、
配
当
制
限
の
な
い
本



来
の
株
式
に
近
い
株
式
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

(
6
〉。
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-
初
の
国
営
企
業
の
「
株
式
」
発
行

国
営
企
業
に
よ
る
株
式
発
行
と
し
て
は
、
一
般
に
は
八
四
年
七
月
の
北
京
天

橋
百
貨
商
場
が
最
初
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
八
三
年
七
月
に
は
、
す
で
に
深
別

経
済
特
区
内
の
複
数
の
企
業
が
初
の
株
式
の
公
募
に
よ
っ
て
一
O
O
O
万
元
を

調
達
し
、
食
品
の
製
造
、
販
売
を
行
う
三
和
股
品
川
有
限
公
司
が
設
立
さ
れ
て
い

た
と
い
う

(
7
)
。
ま
た
西
村
明
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
「
長
江
幹
線
第
二
の

大
型
国
営
運
輸
会
社
」
と
し
て
八
五
年
四
月
に
通
源
汽
船
有
限
株
式
会
社
が
開

業
し
た

(
8
)
。

広
東
省
広
州
市
の
三
つ
の
国
営
企
業
が
八
五
年
第
4
四
半
期
に
開
業
し
、
各

企
業
と
も
、
株
式
は
国
と
企
業
の
従
業
員
が
分
割
し
て
保
有
し
、
国
の
持
株
比

率
は
七
七
1
八
五
・
五
M
m
だ
っ
た
(

9

)

と
い
う
。
乙
れ
は
「
初
の
国
営
企
業

の
株
式
化
」
と
さ
れ
て
い
る
。

-
初
の
証
券
会
社

八
五
年
十
一
月
に
は
、
深
刻
特
区
証
券
公
司
な
ど
、
初
の
証
券
会
社
二
社
が

深
捌
と
上
海
に
設
立
さ
れ
た
と
報
道
さ
れ
た
(
叩
)
。
ま
た
、
八
七
年
四
月
に

は
『
渚
河
票
券
公
司
』
が
「
中
国
初
の
証
券
会
社
」
と
し
て
溶
陽
市
で
開
業
し

た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
(
日
)
。

-
初
の
株
式
、
債
券
発
行
の
管
理
規
定
公
布

ま
た
、
八
六
年
一
月
十
日
に
、
広
州
市
が
試
行
規
定
を
全
国
で
初
め
て
公
布

し
、
発
行
株
式
額
の
上
限
は
当
該
企
業
の
純
資
産
の
三
O
%
以
上
、
新
た
に
株

式
会
祉
を
設
立
す
る
際
は
発
起
人
が
株
式
の
三
O
M
m
以
上
を
取
得
す
る
と
と
な

ど
を
定
め
た
、
と
報
道
さ
れ
た
(
ロ
)
。

広
東
省
は
周
年
十
月
九
日
に
「
広
東
省
株
式
債
券
管
理
の
暫
定
方
法
」
を
施

行
、
同
規
定
は
、
全
人
民
所
有
制
(
国
営
)
企
業
、
中
外
合
弁
企
業
な
ど
も
人

民
銀
行
の
認
可
を
受
け
れ
ば
株
式
、
債
券
を
発
行
で
き
る
と
し
た
(
臼
)
。

-
初
の
証
券
市
場

初
の
証
券
取
引
市
場
(
証
券
交
易
市
場
)
は
洛
陽
で
八
六
年
八
月
に
駒
設
さ

れ
た
が
、
当
面
社
債
の
み
が
対
象
と
さ
れ

(
U
)
、
周
年
九
月
に
は
上
海
で
三

十
七
年
ぶ
り
に
株
式
市
場
が
再
開
さ
れ
た
(
日
〉
。

-
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
反
対
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
影
響

八
七
年
一
月
一
六
日
の
胡
耀
邦
氏
辞
任
を
含
む
、
八
六
年
末
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
自
由
化
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
株
式
制
導
入
の
実
験
も

一
時
的
に
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
し
た
。
前
述
の
人
民
日
報
(
海
外
版
)
八
七
年
五
月

五
日
の
記
事
は
、
八
五
年
の
末
か
ら
す
で
に
株
式
制
に
懐
疑
的
風
潮
が
出
て
き

た
と
し
て
お
り
、
乙
の
風
潮
は
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
運
動
の
中
で
さ
ら
に
強

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

胡
耀
邦
氏
辞
任
直
後
の
八
六
年
一
月
一
二
日
に
越
紫
陽
氏
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自

由
化
へ
の
反
対
は
思
想
分
野
に
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
経
済
分
野
に
お
け
る

リ
l

ス
、
請
負
、
株
式
の
各
制
度
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
で
は
な
い
と
述
べ
た

(
路
)
。
ま
た
、
二
四
日
に
は
上
海
で
上
海
電
真
空
公
司
が
岡
市
初
め
て
の
株

式
発
行
国
営
企
業
と
し
て
、
額
面
価
格
の
一
五
%
と
さ
れ
て
い
た
従
来
の
配
当

制
限
を
撤
廃
し
た
、
よ
り
西
側
で
い
う
株
式
に
近
い
株
式
を
発
行
し
た
(
げ
)

ηa 
no 



が
、
引
締
め
の
状
況
に
変
化
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
三
月
一
六
日
の
人
民
日
報

は
、
呉
樹
青
の
「
株
式
化
は
国
営
の
大
中
型
企
業
の
改
革
の
方
向
で
は
な
い
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
を
掲
載
し
、
(
企
業
所
有
権
の
)
株
式
化
に
よ
る
改

革
に
水
を
さ
し
た
。

ま
た
、
一
九
日
に
は
、
全
人
大
常
務
委
員
会
第
二

O
回
会
議
で
、
意
見
の
不

一
致
か
ら
、
全
人
民
所
有
制
工
業
企
業
法
を
第
六
期
金
人
大
第
五
回
会
議
に
は

上
程
せ
ず
、
先
送
り
す
る
乙
と
が
決
定
し
(
飽
)
、
乙
れ
に
よ
っ
て
、
同
法
の

制
定
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
、
企
業
の
真
の
意
味
で
の
株
式
会
社
化
に
と
っ
て

不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
破
産
法
の
発
効
も
延
期
と
な
っ
た
。

だ
が
、
同
紙
=
一
月
三

O
日
号
は
株
式
化
推
進
派
の
蒋
一
葦
の
論
文
「
社
会
主

義
公
有
制
の
一
つ
の
新
し
い
形
式
の
模
索
|

l
労
働
共
有
株
式
制
を
試
論
す
る
」

を
掲
載
、
同
氏
は
現
在
の
全
人
民
所
有
制
企
業
は
事
実
上
国
家
所
有
制
企
業
で

あ
り
弊
害
が
少
な
く
な
い
と
指
摘
し
、
株
式
化
推
進
派
の
主
張
が
完
全
に
圧
殺

さ
れ
て
い
な
い
と
と
を
示
し
た
。
ま
た
同
日
の
人
民
日
報
(
海
外
版
)
は
一
部

の
国
営
企
業
に
つ
い
て
は
引
続
き
株
式
化
の
実
験
を
進
め
て
い
く
と
い
う
国
家

経
済
委
員
会
の
魯
兵
総
合
局
長
の
発
言
を
掲
載
し
た
。

と
れ
に
対
し
、
同
紙
四
月
六
日
号
の
王
夢
蚕
「
株
式
経
済
に
関
す
る
若
干
の

考
察
」
は
国
営
大
中
型
国
営
企
業
に
お
け
る
株
式
化
の
推
進
に
否
定
的
な
見
方

を
示
し
、
さ
ら
に
、
翌
日
の
人
民
日
報
は
、
国
務
院
の
株
式
、
債
券
の
管
理
を

強
化
す
る
通
達
を
報
じ
た
。
乙
の
通
達
は
、
当
面
、
株
式
の
発
行
は
主
と
し
て

認
可
を
受
け
た
少
数
の
集
団
所
有
制
企
業

κ限
る
、
全
人
民
所
有
制
(
国
営
)

企
業
は
株
式
を
公
募
し
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
八
項
目
を
定
め
た
。
株
式
化
に

積
極
的
で
な
い
勢
力
が
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
の
波
に
乗
っ
て
、
株
式
化
の
拡
大

に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
と
と
が
う
か
が
え
る
。

-
初
級
段
階
論
に
よ
る
巻
き
返
し

だ
が
、
乙
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
、
劉
小
平
が
八
七

年
四
月
三

O
自
に
「
最
大
の
危
険
は
や
は
り
『
左
』
だ
」
と
発
言
し
た
乙
と
で
、

潮
流
は
明
ら
か
に
転
換
し
た
と
い
わ
れ
(
印
〉
、
組
紫
陽
は
乙
れ
に
勢
い
を
得

て
、
五
月
一
三
日
の
「
宣
伝
、
理
論
、
報
道
、
党
校
幹
部
会
議
で
の
講
話
」
で
、

「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
に
社
会
主
義
の
初
級
段
階
に
い
る
」
と
し
、
「
社
会
主

義
の
優
越
性
は
十
分
発
鐸
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
は
不
可
能
で
も
あ
る
」
と

し
、
二
期
六
中
全
会
の
「
歴
史
決
議
」
で
初
め
て
使
わ
れ
た
「
初
級
段
階
』

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
「
初
級
段
階
論
」
を
提
起
し
た
。

「
社
会
主
義
初
級
段
階
」
は
、
初
級
段
階
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
資
本
主
義

に
優
越
し
た
社
会
主
義
」
の
建
設
の
た
め
に
は
(
資
本
主
義
の
手
法
で
あ
ろ
う

が
〉
す
べ
て
が
許
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
「
呪
文
」
〈
初
)
的
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
乙
の
「
初
級
段
階
論
」
の
提
起
に
よ
っ
て
、
株
式
制
導
入
に
よ
る
改
革

は
理
論
的
支
柱
を
得
た
形
と
な
り
、
前
述
の
人
民
日
報
〈
海
外
版
〉
八
八
年
五

月
五
日
号
の
記
事
が
位
置
付
げ
る
よ
う
に
「
株
式
制
に
関
す
る
種
々
の
論
争
は

一
段
落
し
た
」
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

『
人
民
日
報
』
八
七
年
七
月
三
日
号
は
、
楊
啓
先
の
「
社
会
主
義
条
件
下
の

株
式
制
の
性
質
と
作
用
」
と
題
す
る
論
文
を
掲
載
し
た
。
乙
の
論
文
は
、
国
営

の
大
中
型
企
業
の
株
式
化
の
試
み
は
、
当
面
阪
ら
れ
た
範
囲
で
行
う
必
委
は
あ

る
が
、
有
益
だ
と
し
、
四
月
の
国
務
院
の
通
達
の
内
容
を
覆
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
乙
う
し
て
再
び
国
営
企
業
の
株
式
発
行
が
肯
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
年
一

O
月
の
中
共
一
三
全
大
会
で
の
趣
紫
陽
報
告
で
も
、
初
級
段
階
論
の

基
本
路
線
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
株
式
制
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
持
株
、
部

門
・
地
域
・
企
業
聞
の
株
の
持
ち
合
い
お
よ
び
個
人
の
株
取
得
を
含
め
、
引
続
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き
試
行
し
て
よ
い
と
し
た
〔
幻
〉
。
乙
れ
に
よ
り
、
各
地
で
株
式
制
導
入
の
実

験
が
再
び
活
発
化
し
た
〈

n)
。

-
初
の
株
式
制
企
業
集
団

同
年
九
月
に
、
日
中
経
済
協
会
訪
中
固
に
対
し
て
、
中
国
側
は
株
式
の
持
ち

合
い
に
よ
る
企
業
関
連
合
を
今
後
、
大
規
模
に
進
め
る
と
の
考
え
を
明
ら
か
に

し
て
い
た
が
〈

mg
、
二
月
一
六
日
、
重
慶
で
中
国
初
の
株
式
制
企
業
集
団

「
中
国
嘉
陵
工
業
股
傍
公
司
」
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
〈
川
告
。

社会主義経済の「株式化革命Jへの模索

-
全
人
民
工
業
企
業
法
採
択

さ
ら
に
、
八
八
年
四
月
二
ニ
自
に
は
、
第
七
期
全
人
大
第
一
回
会
議
で
つ
い

に
「
全
人
民
所
有
制
工
業
企
業
法
」
が
採
択
さ
れ
た
。
八
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
た
同
法
は
、
国
営
企
業
の
権
利
と
し
て
の
株
式
発
行
権
は
認
め
な
い
も
の
の
、

他
企
業
の
株
式
を
保
有
す
る
権
利
を
認
め
、
付
則
で
は
株
式
会
社
に
ふ
れ
、
国

営
企
業
の
株
式
化
は
不
可
能
で
は
な
い
乙
と
を
確
認
し
て
い
る
(
お
)
。

乙
の
採
択
の
直
後
の
四
月
一
四
日
に
は
、
広
州
市
は
法
人
資
格
の
あ
る
国
営

企
業
す
べ
て
に
株
式
発
行
を
認
め
る
「
企
業
株
式
、
債
権
管
理
暫
定
規
則
」
を

公
布
し
た
と
報
道
さ
れ
た
(
お
〉
。

-
大
型
国
営
企
業
の
全
盲
的
株
式
化
の
実
現

周
年
五
月
三
自
に
は
、
大
型
国
営
企
業
が
全
面
的
に
株
式
化
さ
れ
、
「
株
式

会
社
」
と
な
る
事
例
が
現
れ
た
。
渚
陽
市
に
設
立
さ
れ
た
金
盃
汽
車
股
傍
公
司

で
あ
る
。
国
家
所
有
制
が
株
主
所
有
に
変
わ
り
、
母
体
と
な
っ
た
穣
陽
汽
車
工

業
公
司
は
消
滅
し
た
。
乙
の
「
株
式
会
社
」
の
出
現
で
、
中
国
の
経
済
体
制
改

草
は
い
よ
い
よ
「
(
国
家

l
a
筆
者
注
〉
所
有
制
の
領
域
に
そ
の
触
手
を
伸
ば

し
始
め
た
」
(
明
む
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

-
改
革
路
線
の
後
退

一
二
期
三
中
全
会
で
採
択
さ
れ
た
「
経
済
体
制
改
草
花
関
す
る
決
定
」
は
第

五
節
で
「
価
格
体
系
の
改
革
は
経
済
体
制
改
革
全
体
の
成
否
を
決
め
る
鍵
で
あ

る
」
と
う
た
っ
て
い
た
が
、
北
京
大
学
の
歴
以
寧
教
授
が
、
改
革
の
鍵
は
所
有

制
改
革
で
あ
る
と
主
張
す
る
(
お
)
な
ど
、
経
済
体
制
改
革
の
「
鍵
」
問
題
、

ま
た
価
格
改
革
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
論
争
が
続
け
ら
れ
て
い
た

(mg
が、

イ
ン
フ
レ
激
化
の
中
で
、
八
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
ま
で
聞
か
れ
た
政
治
局
第

一
O
回
全
体
会
議
が
、
一
九
八
九
3
九
三
年
ま
で
の
「
価
格
・
賃
金
改
革
に
関

す
る
原
案
」
と
採
択
し
た
直
後
の
一
二
日
か
ら
、
各
地
で
買
い
だ
め
の
た
め
の

そ
れ
以
前
に
も
ま
し
て
大
規
模
な
預
金
引
出
し
騒
ぎ
が
発
生
し
(
鈎
v

、
大
き

な
混
乱
を
招
い
た
。
価
格
改
革
は
九

O
年
ま
で
延
期
さ
れ
る
と
と
と
な
り
、
改

革
の
重
点
は
、
消
極
的
理
由
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
所
有
制

改
革
に
移
っ
て
き
た
と
み
る
と
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
(
泊
)
@

そ
の
背
景
に
は
、
企
業
の
所
有
制
改
革
に
よ
る
活
性
化
と
い
う
従
来
の
目
的

以
外
に
、
株
式
の
公
開
発
行
は
、
消
費
な
ど
に
回
っ
て
い
る
余
剰
資
金
を
吸
収

す
る
乙
と
で
イ
ン
フ
レ
抑
制
に
も
役
立
つ
と
の
点
も
重
視
さ
れ
て
き
て
お
り

(
m
M
)

、
九
月
一
一
六
日
か
ら
関
か
れ
た
中
共
一
三
期
三
中
全
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

は
、
来
年
の
価
格
改
革
の
歩
み
は
小
さ
な
も
の
と
し
、
ま
た
公
有
制
を
主
体
と

す
る
株
式
制
の
実
験
と
企
業
集
団
の
実
権
を
進
め
、
イ
ン
フ
レ
の
処
理
に
重
要

な
作
用
を
持
っ
て
い
る
改
革
に
力
を
い
れ
る
と
し
て
い
る
。

但
し
、
当
面
、
越
紫
陽
氏
の
影
響
力
が
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
と
み
ら
れ
る
乙
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と
も
あ
り
、
株
式
化
に
よ
る
改
革
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
大
々
的
に
進
め
る
と

い
っ
た
積
極
的
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

(
ニ
)
中
菌
の
株
式
化
改
革
の
展
望

以
上
の
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
中
国
の
株
式
化
改
革
の
問
題
点
、
今
後
の
展
望

を
み
て
お
き
た
い
。

第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
株
式
会
社
制
度
導
入
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
①
有
限
責
任
の
原
則
を
実
現
す
る
環
境
整
備
、
@
国
の
真
の
有
限
責

任
の
実
現
、
③
投
資
・
消
費
加
熱
の
回
避
、
@
有
能
な
経
営
者
な
ど
の
人
材
確

保
、
⑤
全
面
的
株
式
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
既
得
権
益
の
補
償
な
ど
に
よ
る
党

幹
部
、
大
象
の
支
持
獲
得
、
な
ど
の
課
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
中
国
の
現
実
の
株
式
化
改
革
に
お
い
て
も
、
そ
の
解
決
は
相
当
に
難

し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

環
境
整
備
の
不
足

商
法
、
証
券
取
引
法
な
ど
の
各
種
の
法
規
体
系
は
い
ま
だ
に
未
整
備
で
あ
り

(
お
)
、
い
わ
ゆ
る
証
券
流
通
市
場
も
、
株
式
の
流
通
量
が
極
め
て
少
な
い
な

ど
、
か
な
り
初
期
的
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
(
鈍
)
。
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機

能
発
揮
も
、
競
争
的
な
市
場
環
境
の
た
め
に
不
可
欠
だ
が
、
価
格
改
革
推
進
の

路
線
が
後
退
し
た
現
在
の
と
乙
ろ
、
株
式
化
の
実
効
を
上
げ
、
国
家
の
企
業
経

営
に
対
す
る
経
済
的
責
任
(
リ
ス
ク
負
担
)
の
有
限
化
を
実
現
す
る
た
め
の
経

済
環
境
の
整
備
は
あ
ま
り
多
く
を
期
待
で
き
な
い
。

有
限
責
任
化
の
困
難
性

有
限
責
任
化
は
合
理
的
企
業
経
営
の
基
礎
で
あ
り
、
乙
れ
が
実
現
で
き
な
け

れ
ば
、
株
式
会
社
化
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
い
え
る
が
、
現
在
の
と

乙
ろ
、
中
国
の
株
式
化
改
革
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
の
定
款
な
ど
の
文
面
上

は
と
も
か
く
、
企
業
の
経
営
責
任
の
有
限
化
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
大
多
数
の
株
式
の
が
、
本
来
の
株
式
の
性

格
を
持
ち
え
て
い
な
い
、
乙
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
国
で
八

0
年
代
の
初
め
か

ら
試
み
ら
れ
て
き
た
、
株
式
制
導
入
の
試
み
は
、
，
股
紛
'
(
株
式
〉
と
い
っ

て
も
、
は
じ
め
は
す
べ
て
元
本
と
配
当
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
性
格
は
債

券
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
(
お
)
。
八
七
年
一
月
に
上
海
で
、
一
五
Mm

以
下
と
さ
れ
て
い
た
配
当
制
限
を
撤
廃
し
た
株
式
が
発
行
さ
れ
(
お
)
、
同
年

九
月
に
は
上
海
の
飛
楽
股
紛
有
限
公
司
が
，
股
息
'
(
株
式
利
息
H
確
定
配
当
)

と
，
紅
利
'
ハ
業
績
に
よ
り
変
動
す
る
割
増
し
配
当
)
の
う
ち
，
股
息
'
を
廃

止
し
た
、
株
主
が
有
限
責
任
を
負
う
本
来
的
な
株
式
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
株

式
を
発
行
し
た
(
明
む
が
、
乙
の
よ
う
な
株
式
に
し
て
も
、
以
下
の
理
由
か
ら
、

経
営
責
任
の
有
限
化
は
困
難
と
み
ら
れ
る
。

第
二
に
、
株
式
会
社
化
さ
れ
た
企
業
に
お
い
て
も
、
配
当
の
分
配
な
ど
に
お
い

て
乙
れ
ま
で
の
所
有
制
度
、
利
濁
配
分
の
シ
ス
テ
ム
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
乙
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
渚
腸
で
は
、
株
式
を
公
募
し
て
い
な
い
国
営
株
式
制
企
業
で

は
、
五
五
Mm
の
所
得
税
を
納
め
た
後
の
(
本
来
は
全
て
企
業
の
留
保
利
潤
と
な

る
部
分
の
)
利
潤
を
、
さ
ら
に
持
株
比
率
に
応
じ
て
分
配
し
て
し
ま
う
と
、
企

業
の
留
保
資
金
が
極
端
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
国
家
は
配
当
を
受
け

取
っ
て
い
な
い
と
い
う
(
お
)
。
ま
た
、
や
は
り
渚
陽
の
、
上
述
し
た
金
杯
汽

車
股
傍
有
限
公
司
の
逆
に
所
得
税
を
二
O
M
m
k
減
ら
し
て
い
る
例

(mm)
や、

四
川
省
の
国
営
大
型
企
業
で
あ
る
自
貢
市
鋳
鋼
廠
で
は
、
国
家
株
と
企
業
株
に
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は
労
働
者
個
人
株
に
は
あ
る
確
定
配
当
が
な
い
が
、
結
局
、
国
家
株
へ
の
配
当

は
六
Mm
が
保
証
さ
れ
て
い
る

(ω
〉
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
株
式
化
に

相
応
し
た
所
有
関
係
の
変
化
が
不
十
分
に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
乙
れ
が
最
も
重
要
な
点
だ
が
、
八
八
年
一
一
月
一
日
塘
行
の
破
産

法
の
適
用
が
い
ま
だ
に
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
(
八
九
年
一
月
七

日
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
が
上
海
で
初
の
、
同
法
に
基
づ
く
企
業
倒
産
を
報
じ

て
い
る
)
。
企
業
倒
産
が
日
常
的
に
発
生
す
る
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
有
限
責

任
が
実
現
で
き
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.

社会主義経済の「株式化革命」への模索

投
資
・
消
費
過
熱
、
経
営
者
の
人
材
不
足

有
限
責
任
が
実
現
で
き
な
い
と
な
る
と
、
上
述
の
八
七
年
四
月
の
国
務
院
通

達
が
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
が
株
式
発
行
に
よ
っ
て
資
金
を
い
た
ず
ら
に

調
達
し
、
盲
目
的
建
設
な
ど
に
走
り
、
投
資
過
熱
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
可
能

性
も
あ
る
。
ま
た
、
独
立
し
た
経
済
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
大
・
中
型
企
業
の
有

能
な
経
営
者
が
育
成
さ
れ
う
る
環
境
が
あ
る
か
、
と
い
う
点
も
疑
問
で
あ
る
。

支
持
層
獲
得
の
難
し
さ

第
二
節
で
も
み
た
よ
う
に
、
国
営
企
業
の
広
範
な
株
式
化
に
対
す
る
支
持
を

ど
う
や
っ
て
、
ど
乙
か
ら
獲
得
す
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
所
有
制
改
革

は
「
老
革
命
家
」
た
ち
の
特
権
を
奪
う
(
似
)
わ
け
で
あ
り
、
労
働
者
の
生
活

の
安
定
を
も
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。
企
業
の
本
当
の
意
味
で
の
株
式
化
を
行
う

た
め
に
は
、
一
一
月
に
施
行
さ
れ
た
破
産
法
は
不
可
欠
の
存
在
だ
が
、
ま
さ
に

乙
の
破
産
法
八
八
年
の
厳
格
な
施
行
は
、
「
老
革
命
家
」
な
ど
の
官
僚
層
、
労

働
者
の
利
益
を
大
き
く
損
な
う
と
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
破
産
企
業

の
吸
収
、
合
弁
な
ど
な
ん
ら
か
の
代
替
的
政
策
、
補
助
的
政
策
を
行
っ
て
も
、

そ
の
有
効
な
施
行
は
か
な
り
難
し
い
と
み
ら
れ
る
。

企
業
集
団

中
国
で
は
八
三
年
頃
か
ら
公
開
発
行
の
刊
行
物
で
株
式
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
、
様
々
の
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
国
家
所
有
制
を
「
集
団
股
傍

制
」
(
必
〉
や
「
法
人
所
有
制
」
(
必
)
な
る
も
の
に
転
換
す
る
、
と
い
っ
た

提
案
も
な
さ
れ
、
上
述
の
よ
う
に
、
八
七
年
九
月
に
は
、
株
式
の
相
互
持
ち
合

い
に
よ
る
企
業
連
合
を
大
規
模
に
進
め
る
と
の
方
針
が
政
府
関
係
者
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
八
七
年
一
一
月
に
は
、
初
の
株
式
制
企

業
集
団
が
重
慶
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
八
八
年
一
期
『
財
経
研
究
』

の
朱
纏
明
の
「
株
式
制
と
企
業
集
団
を
論
ず
」
と
題
す
る
論
文
は
、
厳
密
な
意

味
で
は
少
な
い
が
、
上
海
に
は
一
群
の
株
式
制
企
業
集
団
が
あ
る
と
し
て
い
る

(
八
七
年
一
一
月
の
重
慶
の
例
は
、
大
型
国
営
企
業
で
初
め
て
と
の
意
味
と
考

え
ら
れ
る
〉

(

M

3

0

た
だ
し
、
株
式
制
に
よ
る
企
業
集
団
形
成
の
試
み
は
ま

だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
単
一
の
企
業
の
所
有
権
の
本
当

の
意
味
で
の
株
式
化
も
十
分
に
行
か
れ
て
い
な
い
現
在
、
日
本
の
「
法
人
資
本

主
義
」
的
な
企
業
集
団
と
の
距
離
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
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株
式
化
改
革
の
展
望

上
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
株
式
化
改
革
は
ま
だ
ま
だ
そ
の
初
期
段
階
に
あ
る
。

し
か
も
、
真
の
意
味
で
の
株
式
化
の
障
害
は
多
く
、
八
九
年
一
月
現
在
、
株
式

化
改
革
推
進
の
速
度
は
か
な
り
鈍
っ
て
い
る
。
だ
が
、
十
月
六
日
に
採
択
さ
れ

た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
新
会
社
法
が
五

O
O人
の
従
業
員
を
雇
う
私
営
企
業
の
個
人



に
よ
る
設
立
を
認
め
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
私
営
企
業
の
許
容
規
模
を
拡
大
し
て
、

公
営
企
業
と
競
合
さ
せ
、
ま
た
、
企
業
聞
の
株
式
交
換
に
よ
る
増
資
を
積
極
的

に
進
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
株
式
の
相
互
持
ち
合
い
を
徐
々
に
進
め
、
国
家
の

持
株
比
率
を
徐
々
に
小
さ
く
し
て
ゆ
く
な
ど
、
慎
重
に
改
革
を
進
め
れ
ば
、
企

業
の
所
有
権
の
真
の
株
式
化
そ
し
て
株
式
制
企
業
集
団
の
形
成
も
か
な
り
容
易

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
が
資
本
主
義
に
接
近
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
は
、
物
価
の
安
定
、
雇
用
の
安
定
、
経
済
的
平
等
な
ど
の
社
会
主
義
経

済
の
特
質
が
犠
牲
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
乙
の
時
の
「
社
会
主
義
の
倫
理
原

理
」
と
「
効
率
性
の
原
理
」
の
衝
突
は
や
は
り
、
中
固
に
も
存
在
す
る
。

価
格
改
革
は
主
と
し
て
物
価
の
急
騰
を
恐
れ
た
大
衆
の
反
撃
で
後
退
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
が
、
株
式
化
に
よ
る
所
有
制
の
改
革
も
上
述
の
よ
う
な
課
題
を

解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
結
局
は
挫
折
し
て
し
ま
フ
可
能
性
も
大
き
い
。
だ
が
、
所

有
制
度
の
改
革
は
社
会
主
義
諸
国
が
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
り
、
そ
の
中

で
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
の
は
や
は
り
株
式
会
社
制
度
を
利
用
す
る
方
法
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
@
「
株
式
化
革
命
」
へ
の
模
索
は
ム
寸
後
も
多
く
の
社
会
主
義
国

に
お
い
て
曲
折
を
経
つ
つ
も
続
け
ら
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

株
式
化
改
革
の
理
論
面
な
ど
の
詳
細
な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
が
、

い
ま
、
社
会
主
義
経
済
に
産
声
を
あ
げ
た
株
式
会
社
が
、
切
り
花
の
よ
う
に
経

済
に
根
付
か
ず
に
枯
れ
て
し
ま
う
乙
と
な
く
、
資
本
主
義
経
済
の
法
人
企
業
に

似
た
、
生
き
生
き
と
し
た
経
済
主
体
に
成
長
し
て
い
く
可
能
性
は
皆
無
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

(
注
)

は
じ
め
に

(
1
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
九
年
一
月
一
四
目
。

(

2

)

『
中
国
通
信
』
一
九
八
八
年
九
月
五
目
。

(
3
〉
「
『
社
会
の
荒
廃
』
と
め
ど
な
い
中
国
」
『
選
択
』
(
一
九
八
八
年
五

月
)
。
「
中
国
で
『
暴
動
』
が
多
発
」
『
選
択
』
(
一
九
八
八
年
八
月
三

(
4
)

『
中
国
通
信
』
一
九
八
八
年
八
月
二
二
目
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九

八
八
年
九
月
五
目
、
『
人
民
日
報
』
(
海
外
版
)
一
九
八
八
年
九
月
五
目
、

同
九
月
九
日
、
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
八
年
九
月
三

O
日

を

参

照

。

一

(
5
〉
沙
田
「
社
会
主
義
成
員
事
」
『
九
十
年
代
』
(
一
九
八
八
年
七
月
)
、

4

二
ペ
ー
ジ
、
林
衛
「
劉
小
平
何
故
低
庇
社
会
主
義
?
」
、
同
四
六
1
四

八
ペ
ー
ジ
。

(
6
)
コ
ル
ナ
イ
・
ヤ

l
ノ
シ
ュ
『
反
均
衡
と
不
足
の
経
済
学
』
(
盛
田
、
門

脇
編
訳
、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
〉
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
向
上
書
、
一
九

0
ペ
ー
ジ
。

第
一
節

(

1

)

西
山
忠
範
「
株
式
会
社
と
当
所
有
と
支
配
』
の
概
念
〈
2
)
」
、
総
合

研
究
開
発
機
構
編
『
創
世
紀
の
日
本
の
株
式
会
社
像
』
(
東
洋
経
済
新
報

社
、
一
九
八
五
年
)
所
収
、
一
二
ハ
ベ

l
ジ。

(

2

)

『
中
国
通
信
』
一
九
八
八
年
九
月
五
目
。



『
経
済
研
究
』
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(
3
)
洪
小
源
「
企
業
集
団
的
成
長
与
市
場
機
制
的
発
育
」

円
一
九
八
八
年
一
月
)
、
一
八
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
八
月
六
日
。

(
5
〉
履
以
寧
「
股
備
制
是
明
確
企
業
財
産
関
係
的
最
好
形
式
」

九
八
八
年
一
期
、
二
一
ペ
ー
ジ
。

(
6
)
西
村
可
明
『
現
代
社
会
主
義
に
お
け
る
所
有
と
意
思
決
定
』

底
、
一
九
八
六
年
)
、
五
五

3
六
0
ペ
ー
ジ
。

(
7〉
蒋
一
葦
『
経
済
体
制
改
革
和
企
業
管
理
若
干
問
題
的
探
討
』

民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
)
、
一
二
、
一
七
ペ
ー
ジ
。

(
8
)
西
村
、
前
掲
書
、
六
五
ペ
ー
ジ
。

(
9
)
唐
海
燕
「
略
論
社
会
主
義
経
済
中
的
聾
断
」
『
学
術
月
刊
』
一
九
八
八

年
二
期
、
ニ
五
ペ
ー
ジ
。

(
刊
)
コ
ル
ナ
イ
・
ヤ
l
ノ
シ
ュ
『
「
不
足
」
の
政
治
経
済
学
』
〈
盛
岡
常
夫

訳
、
岩
波
現
代
選
書
、
一
九
八
四
年
〉
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
向
上
、
二
八
、
二
九
、
四

O
t四
九
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
コ
ル
ナ
イ
・
ヤ
l
ノ
シ
で
前
掲
書
(
盛
田
・
門
脇
編
訳
、
一
九
八
三

年
)
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

ハ
お
)
向
上
、
二
ハ
六
ペ
ー
ジ
。

(
M
H
)

中
固
に
お
い
て
は
、
企
業
な
ど
の
社
会
集
団
に
よ
る
消
費
膨
張
は
度
重

な
る
抑
制
の
た
め
の
通
達
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
刻
な
社
会
、
経
済
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
陳
、
魯
「
論
社
会
集
団
消
費
膨
脹
的
根
源
及
其
対
策
」

『
光
明
日
報
』
一
九
八
八
年
六
月
一
八
日
は
問
題
の
社
会
制
度
的
原
因
に

鋭
く
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
欧
陽
明
朗
「
困
擾
中
共
的
通
貨
膨
脹
」
『
争
鳴
』

(
一
九
八
八
年
七
月
〉
に
よ
る
と
、
内
蒙
古
・
フ
フ
ホ
ト
市
の
八
七
年
の

『
紅
旗
』

(
岩
波
書

(
上
海
人

毎
月
労
働
者
一
人
当
り
の
集
団
消
費
は
一
七
九
元
に
達
し
、
月
給
支
給
額

を
上
回
っ
た
(
ニ
二
ペ
ー
ジ
〉
。

(
日
)
劉
国
光
「
中
国
の
所
有
制
関
係
の
改
革
に
つ
い
て
」

九
八
六
年
五
月
一
三
日
号
、
二
一
ペ
ー
ジ
。

『
北
京
周
報
』

第
二
節

(
1
)
遠
山
嘉
博
『
現
代
公
企
業
総
論
』
〈
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
七
年
て

ニ
七
一
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、
遠
山
氏
は
国
鉄
経
営
悪
化
の
原
因
と
し
て
、
園

内
輸
送
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
構
造
変
化
、
労
使
双
方
に
お
け
る
「
親
方
日
の

丸
」
意
識
、
政
治
の
介
入
な
ど
六
つ
の
原
因
を
挙
げ
、
「
国
鉄
の
経
営
悪

化
、
赤
字
の
累
積
に
対
し
て
、
公
企
業
と
し
て
の
地
位
と
体
質
が
い
か
に

大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る

ペ
三
五
一

3
三
五
六
ペ
ー
ジ
)
。

(
2
)
=
一
橋
規
宏
「
欧
州
の
民
営
化
」
『
日
本
経
済
新
関
』
一
九
八
六
年
七
月

九
日
、
一

O
目。

(
3〉
た
だ
し
、
遠
山
、
前
掲
書
、
二
九
五
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

(
4
)
李
徳
偉
な
ど
「
民
営
経
済

l
l
中
国
経
済
体
制
改
革
的
必
然
趨
勢
」

『
世
界
経
済
導
報
』
一
九
八
八
年
七
月
二
五
目
、
お
よ
び
潜
慕
平
「
没
有
企

業
民
営
化
就
没
有
真
正
的
商
品
経
済
」
『
世
界
経
済
導
報
』
一
九
八
八
年

八
月
二
九
目
。

〈
5
〉
遠
山
、
前
掲
書
、
二
七
八
1
二
七
九
ペ
ー
ジ
。

(

6

)

向
上
、
二
八
二

1
二
八
七
ペ
ー
ジ
。

〈7
)
注
の

(
3
〉
で
挙
げ
た
も
の
で
は
、
前
者
は
広
義
の
も
の
、
後
者
は
狭

義
の
も
の
と
い
え
る
。
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〈8
)
例
え
ば
郭
元
鴎
「
股
傍
制
与
承
包
制
、
租
賃
制
比
絞
分
析
」
『
光
明
日

報
』
一
九
八
八
年
三
月
一
九
目
、
及
び
「
世
界
銀
行
専
家
対
中
国
企
業
改

革
的
看
法
」
『
中
国
工
業
経
済
研
究
』
一
九
八
七
年
五
期
、
六
五
ペ
ー
ジ

を
参
照
。

(
9
)
宮
崎
義
一
「
株
式
会
社
と
『
所
有
と
支
配
』
の
概
念

(
3
)
」
、
総
合

研
究
開
発
機
構
編
、
前
掲
番
所
収
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
。

(
叩
)
三
戸
岡
道
夫
『
株
式
会
社
の
知
識
』
(
日
経
文
庫
、
一
九
八
二
年
)
、

三
五
ペ
ー
ジ
。

〈
日
)
向
上
。

〈
ロ
)
宮
崎
、
前
掲
論
文
、
一
三
六
ペ
ー
ジ
。

(
臼
)
富
森
度
児
「
『
所
有
』
と
巨
大
株
式
会
社
」
『
経
済
学
研
究
』
ハ
北
海

道
大
学
)
(
一
九
八
六
年
一
月
)
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

(
M
H

〉
歴
以
寧
、
前
掲
論
文
、
二
三
ペ
ー
ジ
。

(
白
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
五
月
三
一
目
。

(
路
)
岡
野
行
秀
「
J
R
の
活
性
化
」
①
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年

九
月
一
三
目
。

(
げ
)
向
上
⑥
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
八
八
年
九
月
一
九
日
。

(
路
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
八
八
年
九
月
一
八
目
。

〈
問
〉
奥
村
宏
『
日
本
の
株
式
会
社
』
ハ
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
六
年
て

三
ペ
ー
ジ
。

(加
)
A
-
A
・パ

l
リ
l
、

G
-
c・
ミ
1
ン
ズ
『
近
代
株
式
会
社
と
私
有

財
産
』
(
文
雅
堂
書
底
、
一
九
五
八
年
)
、
四
四
五
ペ
ー
ジ
。

(
幻
〉
全
国
証
券
取
引
所
協
議
会
「
昭
和
田
年
度
株
式
分
布
状
況
調
査
結
果
の

概
要
」
『
証
券
』
(
一
九
八
八
年
八
月
〉
。

(
幻
)
「
日
本
の
株
式
保
有
構
造
」
『
証
券
研
究
』
六
七
巻
(
一
九
八
三
年
)
、

『
企
業
系
列
総
覧
』
(
各
年
版
)
、
東
洋
経
済
新
報
社
な
ど
を
参
照
。

(
お
)
奥
村
宏
「
株
式
会
社
と
『
所
有
と
支
配
』
の
概
念
〈
1
)
」
、
総
合
研

究
開
発
機
構
、
前
掲
害
所
収
、
九
一
ペ
ー
ジ
。

(
鎚
)
奥
村
、
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
、
三
戸
浩
「
『
株
式
会
社
革
命
論
』
の
展

関
」
『
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ
』
六
五
3
七
0
ペ
ー
ジ
、
伊
丹
敬
之
『
人
本
主
義

企
業
』
〈
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
)
。

(
お
)
「
唯
一
的
選
択
是
建
立
生
産
資
料
共
有
制
」
『
世
界
経
済
導
報
』
一
九

八
六
年
九
月
一
五
目
。

(
お
)
楊
剣
「
股
傍
制
是
一
一
種
社
会
共
有
制
」
『
光
明
日
報
』
一
九
八
八
年
二

月
二

O
目。

〈
mC
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
九
月
二
三
目
。

(
お
)
凌
星
光
「
沿
海
地
域
発
展
戦
略
の
背
景
と
問
題
点
」

(
一
九
八
八
年
八
月
〉
、
三
一
ペ
ー
ジ
。
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『
中
国
研
究
月
報
』

第
三
節

(
1〉
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
八
年
一

O
月
一
目
。

〈
2
〉
「
六
千
大
中
企
業
試
行
股
紛
制
」
人
民
日
報
ハ
海
外
版
)
一
九
八
八
年

五
月
五
日
の
数
字
か
ら
全
く
増
え
て
い
な
い
点
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、

一
月
三
日
の
記
事
で
は
郷
鎮
企
業
が
な
く
な
り
三
資
企
業
に
変
っ
て
い
る
。

(
3
V
曽
啓
賢
「
商
品
生
産
、
資
金
、
股
傍
公
司
」
『
江
漢
論
壇
』
八
四
年
八

期
、
八
ペ
ー
ジ
。

(
4〉
吋

O
B
何
回
包
刊
・

a
ω
g
n
w
m
H
Z個
当
り
自
国

mmH古
田
白
血
ロ
n
z
-

↓o♀
J

同，

Z
C
E
S
∞g
g
g
m
m
gお
喝

-
C
Bロお円】『
l
F
V吋

g
弓・

s
g
)
・



-u
・
8
・
上
海
の
経
済
学
者
(
上
海
金
融
研
究
所
の
盛
慕
傑
と
恩
わ
れ
る
)

の
詰
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

祷
陽
市
で
は
、
一
九
八
二
年
末
に
、
集
団
所
有
制
企
業
は
，
入
股
'

ハ
共
同
出
資
〉
の
方
法
に
よ
る
資
金
調
達
が
開
始
さ
れ
た
が
、
乙
れ
が
部

分
的
に
「
株
式
制
」
に
転
化
し
た
の
は
八
五
年
だ
と
い
う
(
林
源
な
ど

「
関
於
篇
陽
市
試
行
股
傍
制
情
況
和
若
干
問
題
的
探
訴
」
『
経
済
体
制
改
革
』

一
九
八
八
年
二
期
、
二
九
ペ
ー
ジ
〉
。

〈
6
)
和
田
任
弘
「
中
国
の
金
融
体
制
改
革
」
『
証
券
経
済
』
(
一
九
八
七
年

九
月
〉
、
一

0
1
一
一
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
金
伯
生
「
中
国
の
証
券
市
場
の

現
状
と
展
望
」
『
証
券
月
報
』
(
一
九
八
八
年
八
月
)
、
一
九
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
金
伯
生
、
前
掲
論
文
、
九
ペ
ー
ジ
。

〈
8
)
西
村
明
「
人
民
公
社
の
解
体
と
株
式
制
度
」
『
経
済
評
論
』
〈
八
五
年

八
月
)
、
七
五
ペ
ー
ジ
。

(
9
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
六
年
八
月
一
三
目
。

(
叩
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
五
年
一
一
月
五
日
。

(
U
)

『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
四
月
一
九
日
。

(
ロ
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
六
年
一
月
一
一
目
。

(
臼
)
『
人
民
日
報
』
一
九
八
六
年
一

O
月
一
一
目
。

ハM
H
)

『
国
際
貿
易
』
一
九
八
六
年
九
月
二
目
、
『
世
界
経
済
導
報
』
一
九
八

六
年
九
月
一
五
日
。

ハ
日
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
六
年
九
月
二
七
日
、

一
九
八
六
年
一

.
0月
二
六
日

(
路
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
月
一
一
一
目
。

(
口
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
月
一
一
一
一
目
。

社会主義経済の「株式化革命」への模索

『
日
本
経
済
新
聞
』

(
胞
〉
『
人
民
日
報
』
一
九
八
七
年
三
月
二

O
目。

(
叩
〉
陸
京
土
「
北
京
訪
査
実
録
」
『
九
十
年
代
』

三
0
ペ
ー
ジ
。

〈
初
)
矢
吹
晋
『
ポ
ス
ト
劉
小
平
』

ジ。

(
一
九
八
七
年
七
月
)

(
蒼
蒼
社
、

一
九
八
八
年
)
、
七
九
ベ
l

(
幻
)
『
人
民
日
報
』
一
九
八
七
年
一
一
月
四
目
。

(m)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
二
月
二
九
目
。

(
幻
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
九
月
二
三
目
。

(
M
)

『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
一
月
ニ

O
目、

九
八
七
年
一
一
月
ニ

O
目。

(
お
)
『
人
民
日
報
』
一
九
八
七
年
一
一
月
二

O
日。

ハ
お
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
四
月
一
回
目
。

(
幻
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
五
月
二

O
目。

(
お
〉
例
え
ば
、
歴
以
寧
『
経
済
体
制
改
革
的
採
索
』
(
人
民
日
報
出
版
社
、

一
九
八
七
年
)
、
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(
却
)
例
え
ば
、
『
中
国
経
済
年
鑑
』
(
経
済
管
理
出
版
社
、
一
九
八
七
年
版
)

政

l
二
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(
初
)
『
中
国
通
信
』
一
九
八
八
年
八
月
一
八
日
、
八
月
二
二
目
、
お
よ
び

『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
九
月
九
日
。

(
幻
)
『
人
民
日
報
(
海
外
版
)
』
一
九
八
八
年
九
月
一
四
日
な
ど
を
参
照
。

(
忽
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
八
年
九
月
五
目
。

〈
お
)
金
伯
生
、
前
掲
論
文
、
一
三
ペ
ー
ジ
。
-

Q
C
藤
本
昭
な
ど
『
中
国
の
資
金
市
場
』
(
日
中
経
済
協
会
、
一
九
八
八
年

三
月
)
、
八
三
ペ
ー
ジ
お
よ
び
「
中
国
証
券
市
場
日
趨
活
路
」
『
人
民
日

『
人
民
日
報
』
一

q
t
 



報
ハ
海
外
版
)
』
一
九
八
八
年
一

O
月
六
日
。

(
お
)
和
田
任
弘
、
前
掲
論
文
、
一

0
ペ
ー
ジ
で
は
、
中
国
の
株
式
は
「
償
還

型
の
参
加
的
優
先
株
式
」
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
鉛
〉
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
月
一
一
一
一
日

〈
幻
)
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
九
月
二
二
目
。

(
お
〉
林
源
な
ど
、
前
掲
論
文
、
三
一

1
一
ニ
二
ペ
ー
ジ
。

(
鈎
〉
『
世
界
経
済
導
報
』
一
九
八
八
年
九
月
一
九
日
。

(
川
制
〉
牟
祖
俊
な
ど
「
我
廠
実
行
企
業
般
傍
制
的
実
践
与
体
会
」
『
経
済
管
理
』

八
八
年
一
期
、
ニ
二
ペ
ー
ジ
。

(
州
出
)
林
衛
「
党
内
分
岐
和
経
改
困
境
」
『
九
十
年
代
』
(
一
九
八
八
年
一

O

月
)
、
三

0
ペ
ー
ジ
。

(
必
)
『
光
明
日
報
』
一
九
八
六
年
一
一
月
八
日
。

(
必
〉
韓
志
園
「
関
於
我
国
経
済
体
制
改
革
的
主
線
問
題
」

九
八
七
年
一

O
月一

O
目。

(
川
明
〉
朱
輝
明
「
論
股
俗
制
与
企
業
集
団
」

九
ペ
ー
ジ
。

『
光
明
日
報
』
一
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『
財
経
研
究
』
八
八
年
一
期
、
四

(
も
り
・
て
つ
ろ
う

中
国
語
科
六
0
年
度
卒
)



八
修
論
レ
ヴ
ュ

l
v

フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度

ー
大
統
領
と
首
相
と
の
役
割
分
担

l

ほ
じ
め
に

一
九
八
六
年
三
月
、
フ
ラ
ン
ス
で
国
民
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
、
保
守
派
が
多

数
派
を
制
し
た
。
乙
れ
を
受
け
て
社
会
党
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
は
保
守
派
の

シ
ラ
ク
を
首
相
に
指
名
。
社
会
党
で
小
数
派
の
大
統
領
と
、
保
守
派
で
多
数
派
の

首
相
と
い
う
組
合
せ
が
第
五
共
和
制
発
足
以
来
、
乙
乙
に
実
質
上
初
め
て
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
際
し
て
、
第
五
共
和
制
の
存
続
を
危
倶
す

る
声
が
一
部
に
聞
か
れ
た
。
ま
た
乙
れ
を
乗
り
切
れ
ば
乙
の
第
五
共
和
制
が
政

治
制
度
と
し
て
、
よ
り
完
成
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
意
見
な
ど
も
あ
っ
た
。

乙
の
議
論
の
背
景
に
は
、
首
相
が
国
民
議
会
で
多
数
派
を
握
り
、
小
数
派
の
支

持
し
か
得
ら
れ
な
い
大
統
領
と
対
崎
す
る
と
い
う
事
態
が
第
五
共
和
制
憲
法
に

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
が
あ
る
。

第
五
共
和
制
で
は
半
大
統
領
制
と
い
う
、
議
員
内
閣
制
と
大
統
領
制
と
の
中

松

本

達

也

(
山
一
謹
券
外
国
債
券
部
)

間
形
態
の
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ζ

う
し
た
制
度
上
の
特
徴
に
加
え
、
憲

法
の
唆
昧
さ
な
ど
か
ら
、
大
統
領
と
首
相
と
の
関
係
は
非
常
に
微
妙
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
乙
の
微
妙
な
大
統
領
と
首
相
と
の
役
割
分
担
を
決
定
し
て
い
る

も
の
は
何
か
を
知
る
乙
と
が
私
の
修
論
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度

ー
ー
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
政
権
下
に
お
砂
る
大
統
領
と
首
相
と
の
役
割
分
担
」
の
第
一

目
的
で
あ
っ
た
。
乙
の
中
で
は
、
大
統
領
と
首
相
の
役
割
分
担
を
分
析
す
る
た

め
の
三
つ
の
視
点
を
用
意
し
、
そ
の
理
論
的
側
面
を
記
述
し
た
の
ち
、
乙
の
各

視
点
か
ら
同
じ
事
象
を
検
討
し
、
そ
の
有
効
性
を
確
か
め
、
結
論
に
お
い
て
各

視
点
か
ら
分
析
し
た
像
を
統
合
す
る
手
続
き
を
取
っ
た
。

今
回
の
と
の
小
論
に
お
い
て
は
紙
面
の
制
約
も
あ
る
た
め
、
ケ
ー
ス
・
ス
タ

デ
ィ
の
部
分
を
全
て
削
除
し
、
理
論
面
の
記
述
に
と
ど
め
で
あ
る
。
乙
の
た
め

実
証
性
が
欠
け
、
概
説
的
に
な
っ
て
い
る
ζ

と
を
御
容
赦
願
い
た
い
。
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第
一
章

憲
法
に
お
け
る
大
統
領
と
首
相

修論レヴュー

一
、
憲
法
草
案
の
作
成

憲
法
は
政
体
を
運
営
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
基
本
ル

1
ル
で
あ
る
。
そ
し

て
同
時
に
、
大
統
領
と
首
相
が
互
い
に
権
限
を
保
持
し
、
競
合
し
て
い
く
際
の

「ゲ
l
ム
の
ル

l
ル

(
1
〉
」
と
な
り
う
る
。
大
統
領
と
首
相
と
の
役
割
分
担

を
考
察
し
て
い
く
場
合
、
ま
ず
乙
の
憲
法
自
体
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

五
八
年
の
憲
法
は
ド
プ
レ
と
ド
ゴ
l
ル
の
ニ
人
と
M
R
P、
S
F
I
Oな
ど

議
会
の
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
諸
政
党
と
の
対
立
と
妥
協
の
産
物
で
あ
る

乙
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。

ド
・
ゴ
l
ル
は
と
の
憲
法
に
ど
の
よ
う
な
と
と
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ド
・
ゴ
l
ル
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
四
六
年
六
月
六

自
に
行
っ
た
パ
イ
ユ
ー
で
の
演
説
に
ド
・
ゴ
ー
ル
の
憲
法
思
想
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
第
二
院
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
、
大
統
領
は
国

会
議
員
の
み
な
ら
ず
、
広
汎
な
選
挙
人
固
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
べ
き
と
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
元
首
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
権
限
を
持
ち
、

分
裂
し
た
国
民
の
利
害
や
意
志
を
代
表
す
る
諸
政
党
の
上
に
超
然
と
し
て
立
ち
、

国
民
的
仲
裁
者
と
し
て
国
民
の
統
合
と
国
家
の
独
立
を
確
保
す
る
役
割
を
持
つ

べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
首
相
の
指
名
、
閣
僚
の
選
考
、
閣

議
の
主
宰
、
法
律
発
布
の
権
限
ゃ
、
乙
れ
に
加
え
、
議
会
の
解
散
権
、
国
益
に

量
晶
の
体
現
者
と
し
て
の
大
統
領
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
ド
・
ゴ

l
ル
は
政

党
政
治
に
対
し
て
不
信
感
が
強
く
、
そ
と
か
ら
出
て
く
る
考
え
は
「
政
府
は
議

会
す
な
わ
ち
政
党
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
ら
を
と
ぴ
越
え
、
国
民
全
体
に
よ

っ
て
委
託
を
受
げ
た
ひ
と
り
の
国
家
元
首
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

乙
の
直
接
の
委
託
に
よ
っ
て
、
そ
の
元
首
は
意
志
を
決
断
し
、
行
動
す
る
ζ

と

が
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ

(
2
〉
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
・
ゴ
l
ル
は
強

力
な
行
政
権
の
樹
立
を
目
指
し
た
。

次
に
、
ド
プ
レ
は
乙
の
五
八
年
憲
法
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
構
想
を
抱
い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
プ
レ
は
ニ
つ
の
改
革
す
べ
き
点
を
あ
げ
て
い
た
。
第

一
は
、
共
和
制
君
主
を
作
り
出
す
乙
と
で
、
国
民
議
会
だ
け
に
限
ら
な
い
、
よ

り
幅
広
い
選
挙
人
団
か
ら
選
出
さ
れ
、
あ
る
程
度
実
質
的
権
限
を
持
つ
国
家
元

首
と
し
て
の
大
統
領
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
政
府
が
統
治
す
る
の

を
議
会
が
妨
害
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
種
々
の
改
革
で
あ
り
、
乙
れ
ら
の
点
は

ド
・
ゴ

l
ル
の
考
え
方
と
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ζ
れ
ら
改
革
は
、
政

府
に
統
治
手
段
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
ド
プ
レ
の
意
思
か
ら
出
て
き
て
お
り
、

乙
の
意
思
が
憲
法
の
基
本
的
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ζ

の
基
本
的
目
的
の
た

め
に
取
る
べ
き
体
制
と
し
て
ド
プ
レ
が
選
ん
だ
の
は
大
統
領
制
で
も
な
く
、

「
議
会
優
位
制
(
『
血
在
自
由
時

E
S
E
E
r
-
gロ
4
2巴
8
ロ
色
)
」
で
も
な
く
、

「
真
正
の
議
院
制
(
み
包

g四
百
円
ぽ

g
g
E吋
巴
」
で
あ
り
、
そ
の
中
心
が
大

統
領
で
あ
っ
て
も
、
大
統
領
を
日
常
的
に
統
治
す
る
支
配
者
と
考
え
て
い
な
か

っ
た
。
と
と
が
ド
・
ゴ

l
ル
の
意
図
と
大
き
く
異
な
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
従
っ

て
第
四
共
和
制
の
大
統
領
の
持
っ
て
い
た
権
限
に
加
え
、
さ
ら
に
後
述
す
る
い

く
つ
か
の
権
限
を
第
五
共
和
制
の
大
統
領
が
持
っ
と
と
に
な
る
と
し
て
も
、
そ

れ
ら
は
ド
プ
レ
に
と
っ
て
、
本
質
的
に
は
、
牽
制
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
と
の
手
段

に
留
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

ド
・
ゴ
l
ル
は
合
法
的
に
政
権
に
復
帰
す
る
た
め
に
は
、
議
会
の
権
力
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
諸
政
党
の
意
見
も
憲
法
に
反
映
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
第
五
共
和
制
と
い
う
も
の
が
大
統
領
制
や
議
院
内
閣
制
と
い
っ
た
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フランス第五共和制の政治制度

通
常
の
制
度
類
型
で
は
割
り
切
れ
な
い
複
雑
さ
と
唆
昧
さ
を
持
つ
原
因
と
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
八
年
憲
法
は
で
き
た
当
初
、
国
家
の
政
策
を

決
定
し
、
指
導
す
る
役
目
を
担
っ
た
政
府
が
議
会
の
前
に
責
任
を
負
う
、
議
院

内
閣
制
に
留
ま
っ
て
い
た
。
大
統
領
は
通
常
よ
り
多
く
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た

と
し
て
も
、
地
方
名
士
な
ど
か
ら
な
る
選
挙
人
固
に
よ
る
間
接
選
挙
の
手
続
き

を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
直
接
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ

た
議
会
に
大
統
領
が
挑
戦
し
て
行
く
乙
と
は
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
に
対
す
る

挑
戦
を
意
味
し
た
。
さ
ら
に
選
挙
人
団
が
自
分
遠
の
立
場
を
危
う
く
す
る
強
力

な
大
統
領
を
選
出
す
る
と
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
乙
の
憲
法

が
で
き
た
背
景
に
は
、
第
四
共
和
制
時
代
の
政
府
に
対
す
る
強
力
な
議
会
に
よ

る
支
配
が
あ
り
、
第
三
共
和
制
、
第
四
共
和
制
と
続
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
議
院
制

モ
デ
ル
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
不
均
衡
是
正
と
い
う
目
的
以
上
に
事
態
が
進
み
、

政
府
に
優
位
性
を
与
え
る
危
険
は
な
い
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
の
憲
法
の
運
用
は
、
議
院
制
指
向
の
精
神
と
は
か
け
離
れ
、
大

統
領
が
最
高
の
権
力
を
行
使
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
者
と
し
て
強
力
な
権
力
を

振
る
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
存
在
す
る
。

ま
ず
第
一
に
「
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
と
な
く
、
従
っ
て
ま
た
政
治
責
任
を

負
わ
ず
、
国
民
の
統
合
に
ま
仕
す
る
仲
裁
者
と
い
う
高
度
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
概
念
は
、
そ
れ
が
立
憲
君
主
制
の
観
念
的
支
柱
と
し
て
展
品
閲
さ
れ
た
一
九
世

紀
な
ら
ま
だ
し
も
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
現
実
性
を
欠
い
て
い
た

(3)
」
と
-
い
う
乙
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
の
解
決

と
い
う
非
常
事
態
が
あ
る
。
非
常
事
態
に
お
い
て
の
み
、
合
意
的
独
裁
者
と
し

て
の
執
行
権
行
使
は
、
大
統
領
の
役
割
と
し
て
ド
プ
レ
の
考
え
の
中
に
も
存
在

す
る
も
の
だ
っ
た
。
第
三
の
理
由
は
「
ド
・
ゴ
l
ル
将
軍
と
い
う
並
外
れ
た
政

治
的
威
信
の
存
在
(

4

)

」
あ
る
い
は
ド
・
ゴ

l
ル
自
身
の
性
格
と
い
っ
た
も

の
で
あ
る
。
ド
・
ゴ

l
ル
は
大
統
領
の
基
本
的
機
能
に
つ
い
て
、
ド
プ
レ
と
は

対
照
的
な
解
釈
を
下
す
乙
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ド
・
ゴ

l
ル
は
共
和
国
の
元

首
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
最
高
の
権
力
を
行
使
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
者
を
目

指
し
た
の
だ
。

乙
う
し
て
「
例
外
的
な
状
況
と
例
外
的
な
人
聞
の
協
力
が
制
度
自
体
で
は
な

く
、
制
度
の
運
用
を
決
定
し
た
(

5

)

」
の
で
あ
る
。
乙
の
憲
法
の
ド
・
ゴ
ー

ル
的
解
釈
に
よ
る
運
用
は
、
乙
れ
を
可
能
に
し
た
一
つ
の
要
因
で
あ
る
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
転
機
を
迎
え
た
。
し
か
し
ド
・
ゴ

1
ル
は
直

接
公
選
制
に
よ
っ
て
大
統
領
を
選
出
し
よ
う
と
す
る
重
大
な
憲
法
改
正
を
企
図

し
た
。

ζ

の
ド
・
ゴ

l
ル
の
計
画
に
対
し
て
、
ド
プ
レ
は
反
対
し
た
。
ア
ル
ジ

具
リ
ア
戦
争
終
結
に
お
い
て
、
「
正
常
化
」
と
は
、
ド
プ
レ
に
と
っ
て
平
時
に

戻
っ
た
ζ
と
に
よ
り
、
大
統
領
の
役
割
を
「
道
徳
的
官
職

(
6
)
」
に
戻
す
と

と
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
ド
プ
レ
は
憲
法
修
正
案
に
反
対
を
唱
え
た
も
の
の
、

逆
に
ド
・
ゴ

l
ル
か
ら
辞
任
を
迫
ら
れ
、
首
相
の
座
を
退
く
乙
と
に
な
る
。

ド
・
ゴ

l
ル
は
ド
プ
レ
に
代
え
て
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
を
首
相
に
任
命
し
、
憲
法
修

正
案
に
つ
い
て
は
議
会
を
通
さ
ず
憲
法
第
一
一
条
を
援
用
し
て
、
国
民
投
票
に

よ
っ
て
実
現
さ
せ
る
と
と
を
提
案
し
た
。
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
憲
法
改

正
手
続
き
は
第
八
九
条
に
示
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
改
正
が
第
一
一
条
に
よ
っ
て

可
能
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
議
会
は
当
然
な
が
ら
激
烈
な
反
対
を
し
、
国
民
議
会

で
は
不
信
任
動
議
が
採
択
さ
れ
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
内
閣
は
倒
さ
れ
、
第
五
共
和
制

始
ま
っ
て
以
来
の
危
機
と
な
っ
た
。
乙
の
事
態
に
直
面
し
て
ド
・
ゴ

l
ル
は
議

会
を
解
散
し
た
。
乙
う
し
て
、
憲
法
改
正
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
と
、
立
法

議
会
選
挙
と
が
密
接
に
結
び
付
い
た
形
で
周
期
に
行
わ
れ
る
乙
と
に
な
る
。
国
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修論レヴュー

民
投
票
は
有
効
投
票
に
対
し
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
賛
成
を
集
め
、
承
認
さ

れ
た
。
一
方
そ
の
後
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
も
、
ド
・
ゴ

l
ル
の
支
持
基
盤
で

あ
る
U
D
R
と
U
D
T
は
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
が
中
心
と
な
っ
て
い
る

独
立
共
和
派
の
議
席
を
含
め
る
と
二
六
八
議
席
を
獲
得
し
、
絶
対
多
数
を
国
民

議
会
で
構
成
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
国
民
投
票
が
成
立
し
た
乙
と
に
よ
り
、
大

統
領
は
直
接
国
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
議
院
内

閣
制
国
家
の
元
首
の
よ
う
な
単
な
る
名
誉
職
的
な
も
の
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。

乙
う
し
て
直
接
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
議
会
の
解
散
権
を
持
つ
大
統
領

と
、
不
信
任
案
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
う
る
政
府
を
率
い
る
首
相
の
両
方
を
併
せ
持

つ
「
半
大
統
領
制

(
7
)
」
と
い
う
政
体
が
フ
ラ
ン
ス
に
で
き
た
乙
と
に
な
る
。

法
律
上
も
た
'
り
さ
れ
た
制
度
的
変
更
の
重
要
性
は
、
「
一
九
六
二
年
憲
法
(
8
)

」

と
い
え
る
程
の
変
化
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
第
五
共
和
制
の
大
統
領
の
機
能
を
、
人
民
か
ら
の
直
接
的
授
権
に

基
づ
く
国
民
の
指
導
者
と
し
て
、
国
民
議
会
選
挙
で
絶
対
多
数
を
得
た
ド
・
ゴ

ー
ル
は
大
統
領
の
憲
法
上
の
権
限
を
積
極
的
に
解
釈
し
た
だ
け
で
な
く
、
憲
法

の
規
定
す
ら
侵
し
て
、
第
五
共
和
制
と
い
う
制
度
を
逸
脱
す
る
乙
と
さ
え
あ
っ

た
。
し
か
し
乙
の
点
に
関
し
て
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
は
「
大
統
領
権
力
の
拡
張

は
非
常
に
簡
単
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
憲
法
の
枠
内
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
つ

ま
り
政
府
と
議
会
多
数
派
が
国
家
元
首
の
命
令
に
従
う
ζ

と
を
承
諾
し
た
の
で

あ
る
。
も
し
政
府
や
議
会
多
数
派
が
そ
う
す
る
と
と
を
拒
否
し
、
大
統
領
自
身

が
そ
れ
を
無
視
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
憲
法
が
守
ら
れ
な
い
乙
と
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う

(
9
〉
」
と
述
べ
て
い
る
。

ド
・
ゴ

l
ル
時
代
に
幕
が
降
ろ
さ
れ
た
と
き
既
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
非
常
事

態
は
存
在
せ
ず
、
後
継
者
逮
は
ド
・
ゴ

l
ル
程
の
神
格
化
さ
れ
た
権
威
を
持
つ

て
は
い
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た
も
の
は
第
五
共
和
制
の
政
治
制
度
と
伝
統
だ
け

で
あ
る
。
乙
の
制
度
の
中
で
い
か
に
政
治
が
営
ま
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

二
、
憲
法
の
条
文
ー
ー
そ
の
形
式
と
運
用

乙
乙
で
は
大
統
領
と
首
相
及
び
政
府
各
々
の
権
限
を
そ
の
形
式
及
び
運
用
面

の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

憲
法
第
五
条
で
は
「
大
統
領
は
憲
法
の
尊
重
に
留
意
す
る
。
大
統
領
は
そ
の

仲
裁
に
よ
り
、
公
権
力
の
正
常
な
運
営
お
よ
び
国
家
の
永
続
性
を
確
保
す
る
。

大
統
領
は
国
家
の
独
立
、
領
土
の
保
全
、
条
約
お
よ
び
共
同
体
の
協
定
の
尊
重

の
守
護
者
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
乙
の
条
文
に
出
て
く
る
「
仲
裁
ハ

H
R
E
E

R
白
向
。
一
)
」
と
い
う
言
葉
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
実
際
乙
れ
は
ど
乙
に
も
定
義
さ

れ
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
権
力
を
大
統
領
に
付
与
す
る
も
の
か
を
も
明
確
に
は

示
し
て
い
な
い
。
ド
・
ゴ
l
ル
は
乙
れ
を
憲
法
の
最
高
の
解
釈
者
と
し
て
行
動

す
る
権
利
と
見
倣
し
た
。
一
方
社
会
党
の
ギ
l
・
モ
レ
は
ス
ポ
ー
ツ
・
ゲ
1
ム

の
審
判
に
た
と
え
大
統
領
の
中
立
性
を
重
く
み
た
。
乙
の
よ
う
に
両
極
端
の
考

え
方
が
で
き
、

ζ

の
憲
法
の
唆
昧
さ
の
原
因
と
な
り
、
他
の
条
文
に
も
影
響
を

与
え
る
乙
と
に
な
る
。

第
六
条
で
は
直
接
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
が
選
出
さ
れ
る
と
と
、
そ
し

て
任
期
が
七
年
で
あ
る
乙
と
を
規
定
し
て
い
る
。
再
選
に
関
し
て
は
何
も
記
載

が
な
く
、
理
論
的
に
は
無
制
限
に
再
選
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
直
接
普
通
選

挙
に
よ
る
選
出
は
「
大
統
領
の
優
越
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
が
必
裂
な
土
台

(
叩
〉
」
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
ド
・
ゴ

l
ル
の
後
織
者
に
と
っ
て
乙
の
と
と

が
言
え
よ
う
。
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大
統
領
の
権
限
は
大
ま
か
に
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
い
く
つ

か
の
権
限
は
自
己
の
裁
量
で
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
権
限
は
首
相
の
よ
う
な
他

の
権
威
と
共
に
、
つ
ま
り
副
署
を
伴
っ
て
行
使
さ
れ
る
。

ま
ず
初
め
に
、
副
署
の
入
ら
な
い
権
限
か
ら
検
討
す
る
。
第
九
条
は
閣
議
に

関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
、
第
四
共
和
制
下
で
は
、
大
統
領
が
単
に

討
議
を
司
会
し
、
決
定
権
は
首
相
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
・
ゴ

ー
ル
は
以
前
の
名
誉
的
な
も
の
か
ら
「
単
な
る
主
宰
で
は
な
く
、
作
業
の
指
導

と
有
効
な
方
向
づ
け
(
日
)
」
の
役
割
と
し
た
。

第
八
条
で
は
首
相
の
任
命
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
共
和
制
は
一
九

六
八
年
三
月
の
国
民
議
会
選
挙
前
ま
で
に
九
人
の
首
相
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
と
の
九
人
の
中
で
五
人
が
途
中
で
そ
の
織
か
ら
退
い
て
い
る
。
乙
乙
で

注
意
す
べ
き
乙
と
は
、
自
ら
辞
め
た
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ラ
ク
を
除
い
て
、

残
り
四
人
全
て
の
首
相
が
大
統
領
の
要
求
に
応
じ
て
辞
任
し
て
い
る
ζ

と
で
あ

る
。
大
統
領
に
首
相
の
罷
免
権
は
な
い
。
従
っ
て
首
相
は
大
統
領
の
要
求
に
抵

抗
し
て
辞
任
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
但
し
辞
め
て
い
っ
た
首
相
の
誰
も

が
、
形
式
上
は
自
ら
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
。
乙
れ
は
制
度
の
枠
内
の
行
為
で

あ
り
、
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
首
相
が
辞
め
る
理
由
と

し
て
ド
・
ゴ

l
ル
は
職
務
の
完
了
と
、
大
統
領
と
の
意
見
の
不
一
致
を
挙
げ
て

い
る
。
し
か
し
首
相
が
辞
任
す
る
と
き
、
後
者
の
理
由
が
大
き
な
割
合
を
占
め

て
い
る
。
ド
プ
レ
は
第
五
共
和
制
そ
の
も
の
、
そ
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
後
の
議

会
解
散
に
つ
い
て
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
の
場
合
は
、
一
九
六

八
年
の
五
月
危
機
に
際
し
て
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
ド
・

ゴ
l
ル
を
説
得
し
て
議
会
を
解
散
し
、

ζ

の
危
機
を
脱
し
た
。
乙
の
際
五
月
危

機
を
収
拾
し
た
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
の
個
人
的
影
響
力
が
非
常
に
高
ま
り
、
乙
れ
を
恐

れ
た
ド
・
ゴ

l
ル
は
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
を
首
相
に
指
名
し
な
か
っ
た
。

何
故
首
相
は
辞
任
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
首
相
の
従
属
は
ど
乙
か
ら
く

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
共
和
国
大
統
領
が
ほ
ん

の
僅
か
で
も
首
相
に
対
す
る
信
頼
を
な
く
す
な
ら
、
我
々
の
制
度
の
書
か
れ
た

規
制
で
は
な
く
精
神
が
首
相
に
辞
任
を
諜
す
る
(
ロ
〉
」
と
い
う
シ
ラ
ク
の
言

葉
に
表
れ
、
「
首
相
は
大
統
領
の
意
思
か
ら
の
み
生
じ
る
(
臼
)
」
、
あ
る
い

は
「
両
者
に
対
立
が
生
じ
た
場
合
の
解
決
策
は
首
相
を
変
え
る
乙
と
ハ
U
)
」

と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
ゴ

l
リ
ス
ト
の
伝
統
に
抽
根
差
し
た
と
と
な
の

で
あ
る
。
大
統
領
と
首
相
が
存
在
し
、
た
だ
で
さ
え
両
頭
政
治
に
陥
り
や
す
い

第
五
共
和
制
の
制
度
上
の
弱
点
を
支
え
て
き
た
の
は
と
れ
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

乙
れ
は
大
統
領
と
首
相
が
党
派
を
別
に
し
た
場
合
は
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。

保
守
派
の
首
相
が
左
翼
の
大
統
領
の
辞
任
要
求
に
応
じ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

議
会
と
の
関
係
で
は
第
一
八
条
の
教
書
を
送
る
権
利
の
ほ
か
第
一
二
条
で
は

国
民
議
会
解
散
権
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
統
領
が
議
会
を
解
散
す
る
に
は
首

相
及
び
両
院
議
長
に
諮
問
す
る
だ
け
で
よ
く
、
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
。
従

っ
て
第
四
共
和
制
下
で
の
解
散
権
は
「
政
府
と
国
民
議
会
と
の
閣
の
交
渉
を
経

た
あ
と
の
単
な
る
形
式
(
日
〉
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
第
五
共
和
制

下
で
は
大
統
領
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
う
る
強
力
な
政
治
手
段
の
一
つ
と
な
っ
た
。

た
だ
乙
の
解
散
権
に
は
三
つ
程
制
約
が
あ
り
、
最
も
重
要
な
の
は
解
散
に
よ
る

選
挙
後
一
年
以
内
に
は
再
び
議
会
の
解
散
を
行
う
乙
と
は
で
き
な
い
乙
と
で
あ

る
。
大
統
領
と
議
会
の
多
数
派
が
い
つ
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し

憲
法
に
は
多
数
派
が
不
一
致
の
時
の
状
況
を
想
定
し
た
条
文
は
な
い
。
乙
乙
に

第
五
共
和
制
の
欠
点
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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国
民
と
の
関
係
で
は
国
民
投
票
が
第
一
一
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
条

文
の
中
の
「
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
法
律
案
」
と
い
う
文
言
が
か
な
り
暖
昧

で
、
国
民
投
票
の
適
用
範
囲
を
漠
然
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
。
ド
・
ゴ
l
ル

が
乙
の
文
言
を
利
用
し
て
憲
法
改
正
ま
で
行
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

乙
れ
ら
に
加
え
、
司
法
と
の
関
係
で
い
く
つ
か
権
限
を
持
ち
、
そ
し
て
第
一
六

条
で
、
緊
急
時
に
お
け
る
緊
急
措
置
発
動
の
権
限
を
持
つ
。

ζ

の
権
限
発
動
に

関
し
て
の
実
質
的
要
件
に
関
す
る
文
言
も
か
な
り
一
般
的
で
明
確
さ
に
欠
け
、

か
な
り
の
部
分
大
統
領
自
身
の
主
観
的
認
識
に
よ
る
と
と
に
な
る
。
乙
う
し
た

制
約
の
軽
さ
に
比
し
て
、
大
統
領
に
対
す
る
権
力
の
集
中
が
著
し
く
、
権
限
行

使
期
間
の
明
示
も
な
く
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
重
大
な
危
険
性
を
伴
う
。

次
に
副
暑
を
伴
う
大
統
領
の
主
な
権
限
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
第
八
条
第
二
項
に
閣
僚
の
任
命
に
関
し
て
の
記
述
が
あ
る
。
憲
法
の
規

定
か
'
り
す
れ
ば
、
大
統
領
の
権
限
は
、
首
相
に
よ
る
閣
僚
選
択
を
承
認
す
る
に

留
ま
る
形
式
的
な
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
条
文
の
形
式
と
運
用
は
異
な
り
、

か
な
り
大
統
領
の
意
見
が
入
り
込
む
。
第
一
三
条
に
お
い
て
は
命
令
制
定
権
が

大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

副
署
を
必
要
と
す
る
権
限
は
あ
と
外
交
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
大
使

及
び
、
特
派
使
節
の
信
任
状
授
受
の
権
限
ハ
第
一
四
条
〉
、
国
際
条
約
の
批
准

権
を
大
統
領
は
有
し
、
批
准
に
付
さ
れ
な
い
国
際
的
協
定
に
関
し
す
べ
て
報
告

を
受
け
、
直
接
乙
れ
を
承
認
で
き
、
第
四
共
和
制
で
は
専
ら
政
府
の
権
限
で
あ

っ
た
外
国
と
の
条
約
締
結
交
渉
を
自
ら
行
な
う
権
限
を
認
め
ら
れ
た
(
第
五
二

条
〉
。
実
際
、
各
大
統
領
と
も
外
交
は
自
分
の
専
管
領
域
と
し
、
政
府
で
す
ら

独
自
の
権
限
を
有
し
な
い
重
要
な
決
定
を
下
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
大
統
領
の
権
限
に
対
し
て
首
相
及
び
政
府
の
権
限
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
首
相
は
「
政
府
の
活
動
を
統
率
す
る
」
(
第
二
一
条
)

と
容
れ
、
そ
の
政
府
は
「
国
政
を
決
定
し
指
導
す
る
」
(
第
二

O
条
)
と
な
っ

て
い
る
。

ζ

の
表
現
は
一
般
的
で
あ
る
、
政
府
の
権
限
の
範
囲
は
明
確
で
は
な

い
。
こ
う
し
て
大
統
領
と
、
政
府
を
率
い
る
首
相
と
い
う
行
政
権
の
二
重
性
が

存
在
す
る
な
か
、
両
者
の
聞
の
役
割
分
担
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
役
割
分
担

は
憲
法
の
諸
規
定
を
見
る
だ
け
で
は
漠
然
と
し
て
い
る
。
明
確
な
の
は
文
官
と

武
官
の
任
命
ぐ
ら
い
で
あ
る
(
第
一
三
及
び
二
一
条
〉
。
大
統
領
の
専
管
事
項

と
さ
れ
る
防
衛
面
で
も
大
統
領
は
軍
隊
の
首
長
で
あ
り
(
第
一
五
条
)
、
核
戦

力
の
使
用
を
決
定
す
る
け
れ
ど
も
、
第
二

O
条
に
お
い
て
は
「
政
府
は
行
政
各

部
お
よ
び
軍
隊
を
指
揮
監
督
す
る
」
と
し
、
第
一
二
条
で
は
首
相
が
「
国
防
に

つ
き
責
を
負
う
」
と
な
っ
て
お
り
、
条
文
を
読
む
限
り
、
首
相
と
大
統
領
の
ど

ち
ら
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
る
べ
き
か
解
ら
な
い
。
首
相
は
乙
の
ほ
か
命
令

制
定
権
を
持
つ
。
デ
ク
レ
に
よ
る
法
律
執
行
の
権
限
は
、
伝
統
的
に
行
政
権
の

特
権
の
一
つ
で
あ
り
、
大
統
領
と
な
ら
ん
で
首
相
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
政
府
は
国
会
の
委
任
を
受
け
て
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
立
法
権
限

が
あ
る
。
他
に
首
相
固
有
の
権
限
と
な
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
首
相
は
大
統
領
の
多
く
の
権
限
に
対
し
て
副
署
の
署
名
者
と
な
っ
て
い

る
。
従
っ
て
半
大
統
領
制
を
採
る
七
カ
国
を
憲
法
の
条
文
で
較
べ
て
み
た
場
合
、

大
統
領
の
権
限
の
強
さ
で
順
位
づ
け
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
は
第
六
位
に
な
る
の
で

あ
る
(
日
〉
。
乙
れ
は
憲
法
に
大
統
領
が
統
治
す
る
と
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

副
署
付
き
の
権
限
も
多
く
、
副
署
の
い
ら
な
い
国
民
投
票
に
し
て
も
政
府
か
議

会
の
提
案
が
必
要
と
い
う
状
況
か
ら
く
る
。

と
乙
ろ
が
実
態
は
異
な
る
。
大
統
領
が
い
か
に
そ
の
権
限
を
運
用
し
て
い
る

か
と
い
う
角
度
か
ら
判
断
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
半
大
統
領
制
を
採
用
す
る
国
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家
の
中
で
一
位
で
あ
る
。
乙
れ
は
憲
法
の
ド
・
ゴ
l
ル
的
解
釈
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
国
政
の
実
権
の
多
く
を
大
統
領
が
手
に
し
た
乙
と
に
よ
る
。
副
暑
の
影
響

力
は
と
言
う
と
、
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
。
つ
ま
り
「
行
政
府
で
の
国
家
元

首
の
優
越
は
明
ら
か
で
、
副
署
を
拒
否
す
る
よ
う
な
首
相
あ
る
い
は
大
臣
は
解

任
の
危
険
に
身
を
さ
ら
す
(
打
)
」
乙
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
う
し
た
な
か
で
首
相
の
立
場
が
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。
首
相
は
大
統
領
に

指
名
さ
れ
る
も
の
の
、
責
任
を
負
う
義
務
は
な
い
。
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
は

議
会
に
対
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
首
相
は
大
統
領
に
対
し
て
明
ら
か
に
従
属
的

な
立
場
に
い
る
。
一
方
首
相
は
、
第
四
共
和
制
時
代
に
比
べ
れ
ば
地
位
の
低
下

を
受
け
た
も
の
の
、
閣
僚
の
中
で
は
依
然
第
一
位
で
あ
る
。
大
統
領
に
最
も
近

く
、
発
言
権
も
あ
る
。
も
し
憲
法
の
条
文
通
り
の
権
限
を
十
分
使
い
、
議
会
を

味
方
に
つ
け
、
大
統
領
に
対
抗
す
る
な
ら
、
両
頭
政
治
の
状
況
を
作
り
出
す
と

と
が
可
能
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
憲
法
で
あ
れ
、
そ
れ
が
有
効
に
運
用
さ
れ
る
に
は
、
柔
軟
性
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
五
共
和
制
憲
法
の
場
合
、

制
度
そ
の
も
の
を
危
険
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
但
し
ζ

の
憲
法
の
暖
昧
さ
は

も
う
一
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
首
相
、
議
会
が
認
め
る
な
ら
、

大
統
領
の
権
限
強
化
が
非
常
に
楽
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
暖
昧
さ
は
憲
法
の

柔
軟
性
の
掠
と
な
り
、
「
一
般
的
に
大
統
領
に
有
利
な
憲
法
の
条
文
解
釈
の
継

承
を
可
能
(
泊
四
〉
」
に
し
た
。
形
式
上
は
大
統
領
と
首
相
が
競
争
関
係
に
陥
り

や
す
い
の
に
、
首
相
が
大
統
領
の
要
求
に
よ
っ
て
辞
め
る
と
と
は
そ
の
一
例
で

あ
る
。
従
っ
て
「
憲
法
の
唆
昧
さ
は
障
害
に
は
程
遠
く
、
大
統
領
の
早
ま
っ
た

表
え
を
守
る
弁
(
印
)
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
大
統
領
と
首
相
の
役
割
分

担
が
不
明
確
な
た
め
、
か
え
っ
て
大
統
領
は
首
相
の
政
策
領
域
に
踏
み
込
み
易

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
・
章

政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
大
統
領
と
首
相

て
政
策
決
定
機
関

大
統
領
と
首
相
の
役
割
分
担
を
考
え
る
う
え
で
、
政
策
決
定
に
お
け
る
両
者

の
影
響
力
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

政
策
決
定
機
関
と
見
倣
せ
る
も
の
は
、
第
五
共
和
制
発
足
時
に
は
主
だ
っ
た

も
の
で
五
つ
存
在
し
た
。
そ
れ
は
大
統
領
主
宰
の
閣
議
(
。
。
ロ
窓
口
島

g

冨

E
Z可
g
)
、
首
相
主
宰
の
閣
議

2
8
8ロ
含

S
E
5己
、
大
統
領
主

宰
の
限
定
会
議

(
g
g
a
z
吋
窃
可
由
吉
伸
明
)
、
首
相
主
宰
の
限
定
委
員
会

(nOE

S
常
山
首
円
冊
目
可
包
口
町
)
、
関
係
閣
僚
連
絡
会
議
(
口

O
B
a
z
z
s
g
t田
町
宮
・

ユ四回目

-
g
B泣
m
Z
8
2昆
昆
己
申
立
色
刷
)
で
あ
る
。
と
の
内
首
相
主
宰
の
閣
議

は
大
統
領
の
権
限
上
昇
に
伴
い
そ
の
役
割
を
縮
小
し
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
政
権
下
で

は
完
全
に
機
能
を
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。

大
統
領
主
宰
の
閣
議
も
ま
た
、
一
種
の
儀
式
の
よ
う
な
も
の
で
、
一
度
乙
乙

に
到
達
し
た
提
案
は
、
大
統
領
が
特
別
に
異
議
を
唱
え
る
場
合
を
除
い
て
却
下

さ
れ
る
と
と
は
な
い
。
ま
た
と
の
た
め
閣
議
自
体
が
活
気
づ
く
と
と
も
な
い
。

決
定
機
関
と
は
い
い
な
が
ら
、
閣
議
は
「
実
際
に
議
論
が
起
乙
ら
ず
に
認
め
ら

れ
、
実
際
に
決
定
と
い
う
行
動
が
な
く
て
も
同
意
が
得
ら
れ
る
乙
と
に
関
す
る

認
可
機
関
〈
初
)
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

閣
議
が
既
に
決
定
ず
み
事
項
の
承
認
機
関
と
な
っ
て
い
る
な
ら
、
閣
議
の
た

め
に
決
定
を
用
意
す
る
場
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
目
標
に
向
か
っ

て
政
策
を
用
意
し
、
協
議
し
、
決
定
す
る
機
関
は
、
現
在
関
係
閣
僚
連
絡
会
議
、

-79-



修論レヴュー

限
定
会
議
そ
し
て
限
定
委
員
会
で
あ
る
。
関
係
閣
僚
連
絡
会
議
は
、
構
成
要
員
、

権
限
、
機
能
を
呆
た
す
に
あ
た
っ
て
の
条
件
な
ど
を
定
め
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
る
。
乙
の
会
議
は
定
期
的
に
聞
か
れ
、
そ
の
名
の
通
り
関
係
閣
僚
を

集
め
政
策
の
発
議
、
調
整
を
行
っ
た
り
す
る
。
乙
の
ほ
か
に
不
定
期
に
闘
か
れ
、

法
律
に
よ
る
裏
付
け
も
な
く
、
参
加
者
も
検
討
事
項
に
よ
っ
て
自
由
に
選
べ
る

限
定
委
員
会
が
あ
る
。

ζ
れ
は
首
相
、
あ
る
い
は
首
相
の
補
佐
官
に
よ
っ
て
協

議
が
進
め
ら
れ
る
。
一
つ
の
政
策
を
決
定
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
一
つ
の
省

の
管
轄
内
で
済
む
乙
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
乙
で
関
連
省
庁
聞
の
調
整
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
。
必
要
に
応
じ
て
限
定
委
員
会
が
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
(
首
相
府
)

で
助
か
れ
る
乙
と
に
な
る
。
乙
乙
で
議
論
が
重
ね
ら
れ
、
最
終
的
に
判
断
を
下

す
の
は
首
相
で
あ
る
。
従
っ
て
政
策
調
整
に
お
け
る
首
相
の
役
割
と
は
大
き
な

も
の
と
言
え
よ
う
。
但
し
「
二
人
の
激
し
た
大
臣
の
聞
で
調
停
し
が
た
い
対
立

が
起
と
っ
た
り
、
大
臣
の
一
人
が
首
相
に
う
と
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
た
り

す
る
と
、
不
当
な
扱
い
を
受
砂
た
と
思
う
大
臣
が
大
統
領
に
直
接
裁
定
を
要
請

す
る
ζ
と
も
例
外
で
は
な
い
(
幻
)
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
首
相
が
司
る
会
議
に
対
し
て
、
大
統
領
も
自
分
の
政
策
に
合
わ
せ

て
、
好
き
な
時
に
、
適
当
な
人
材
、
情
報
を
集
め
て
会
議
を
エ
リ
ゼ
宮
(
大
統

領
府
〉
で
闘
く
。
乙
れ
が
限
定
会
議
で
、
法
的
裏
付
け
は
な
い
が
、
閣
議
の
よ

う
に
出
席
者
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
乙
と
は
な
く
、
政
策
に
よ
っ
て
非
常
に
柔

軟
に
対
応
で
き
る
。
例
え
ば
閣
議
に
は
専
門
家
な
ど
参
加
で
き
な
い
が
、
限
定

会
議
で
は
可
能
と
な
る
。
大
統
領
に
と
っ
て
は
決
定
を
下
す
の
に
必
要
な
も
の

が
揃
う
限
定
会
議
に
比
重
を
置
く
の
も
当
然
で
あ
る
。
乙
の
会
議
に
は
大
統
領

の
ほ
か
に
首
相
、
財
政
相
、
関
係
閣
僚
が
参
加
す
る
乙
と
に
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
構
成
員
、
開
催
時
期
な
ど
定
ま
っ
た
形
式
が
な
く
、
あ
る
点
で
は
意

見
調
整
の
場
で
あ
り
、
あ
る
点
で
は
決
定
を
下
す
機
関
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の

性
格
は
暖
昧
で
定
義
し
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

首
相
は
関
係
閣
僚
連
絡
会
議
、
限
定
委
員
会
を
主
宰
す
る
乙
と
で
、
他
の
閣

僚
へ
の
優
越
と
、
首
相
に
課
せ
ら
れ
た
意
見
調
整
の
役
割
に
答
え
て
い
く
乙
と

に
な
り
、
首
相
の
政
策
決
定
に
対
す
る
影
響
力
は
強
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

乙
れ
は
限
定
会
議
と
政
策
領
域
が
重
な
ら
な
い
と
き
に
限
る
。
も
し
重
な
っ
た

場
合
、
関
係
閣
僚
連
絡
会
議
や
限
定
委
員
会
の
性
格
は
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

す
な
わ
ち
「
も
は
や
決
定
機
関
で
は
な
く
て
、
限
定
会
議
の
た
め
の
準
備
機
関

〈
忽
〉
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
特
に
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
時
代
以
後
乙
の
傾

向
が
強
ま
っ
た
と
暑
=
守
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
政
策
決
定
機
関
と
思
わ
れ
る
も
の
を
幾
っ
か
列
挙
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
て
の
機
関
が
同
等
に
決
定
を
下
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ト

ま
た
全
て
の
機
関
が
ば
ら
ば
ら
に
決
定
を
下
し
て
い
る
と
も
言
え
な
い
。
乙
乙
↓

は
リ
ア
ル
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
統
合
(
お
〉
」
が
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
重
要
度
の
低
い
も
の
は
下
の
段
階
で
準
備
・
決
定
が
な
さ
れ
、

重
要
度
の
高
い
も
の
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
、
つ
ま
り
限
定
会
議
、
場
合
に
よ

っ
て
は
閣
議
で
決
定
が
下
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
官
房
の
役
割

乙
の
よ
う
な
政
策
形
成
に
関
す
る
機
関
の
議
事
日
程
作
成
や
、
と
う
し
た
閣

議
に
閣
僚
の
代
理
で
出
席
、
時
に
は
大
統
領
・
首
相
に
代
わ
っ
て
主
宰
す
る
の

は
、
各
閣
僚
に
つ
い
て
い
る
官
房
の
メ
ン
バ
ー
の
役
割
で
あ
る
。
乙
の
宮
房
を

抜
き
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
決
定
過
程
を
語
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

官
房
と
は
い
わ
ゆ
る
「
取
り
巻
き
(
自

S
R印
刷
巴
」
の
い
る
所
で
、
そ
の
役
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割
と
し
て
は
大
臣
に
対
す
る
提
言
、
政
策
の
立
案
、
情
報
収
集
、
他
の
省
に
ま

た
が
る
政
策
の
時
は
そ
の
た
め
の
調
整
、
政
策
執
行
の
監
視
、
そ
し
て
前
述
の

会
議
な
ど
の
準
備
、
あ
る
い
は
大
臣
の
選
挙
区
と
の
つ
な
が
り
を
保
つ
な
ど
、

多
岐
に
渡
る
。

官
房
は
大
臣
が
指
名
さ
れ
る
と
共
に
で
き
あ
が
り
、
そ
の
大
臣
が
辞
任
す
れ

は
当
然
そ
の
官
房
も
解
散
さ
れ
る
。
乙
の
非
常
に
大
き
な
役
割
を
占
め
る
公
務

員
の
中
で
さ
ら
に
震
要
な
人
材
供
給
源
と
な
る
の
が
、
が
る
フ
ン
・
コ
l
ル

R
Eロ
骨

g召
回
)
と
呼
ば
れ
る
高
級
官
僚
集
団
で
あ
る
。
乙
れ
ら
の
集
団
の
占
め
る
割

合
は
常
に
三

O
M
m台
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
官
房
と
は
グ
ラ
ン
ド
ゼ
コ

l
ル、

特
に

E
N
A
-
-
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル

l
l
官
房

l
l
大
臣
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス

の
超
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
の
途
上
な
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
集
め
ら
れ
た
人
材
は
官
房
内
の
幾
つ
か
の
役
職
に
就
く
。
役
職
は

大
き
く
分
砂
て
四
つ
存
在
す
る
。
官
房
内
は
役
職
に
よ
っ
て
か
な
り
階
層
的
に

構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
頭
が
官
房
長
で
あ
る
。
官
房
長
と
は
大
臣
か
ら
最

も
信
頼
を
受
け
、
第
一
の
助
言
者
と
し
て
官
房
を
取
り
仕
切
る
。
官
房
長
の
役

割
と
し
て
は
第
一
に
、
官
房
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
乙
と
、
つ
ま
り
舞
い
込
ん

で
き
た
用
件
を
素
早
く
片
付
け
、
最
も
適
当
な
者
に
割
り
当
て
る
と
と
で
あ
る
。

第
二
に
大
臣
の
で
き
な
い
乙
と
、
や
り
た
く
な
い
乙
と
を
実
行
す
る
。
第
三
に

大
臣
が
望
む
と
き
に
補
助
し
、
助
言
す
る
。
最
後
に
大
臣
に
対
し
て
機
が
熟
し

た
と
き
に
行
動
を
促
す
乙
と
で
あ
る
。
官
房
長
の
職
務
は
広
範
に
及
び
重
労
働

と
善
一
早
え
る
。

次
に
官
房
主
任
。
官
房
主
任
は
官
房
長
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
。
た
だ
大
臣

と
の
個
人
的
関
係
で
官
房
内
の
階
層
を
上
下
し
や
す
い
。
仕
事
は
官
一
房
の
中
で

最
も
政
治
的
で
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
と
会
い
、
大
臣
の
外
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
作

り
や
、
大
臣
の
日
程
作
成
、
大
臣
の
選
挙
区
の
人
々
と
の
対
応
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
大
臣
が
議
員
を
退
く
と
き
、
そ
の
後
選
挙
区
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
あ
る
。

乙
う
し
た
役
職
の
下
に
技
術
顧
問
と
補
佐
官
が
数
名
ず
つ
い
る
。
乙
の
二
つ

の
職
は
、
官
房
内
の
階
層
で
み
た
場
合
、
技
術
顧
問
が
上
位
に
位
置
す
る
だ
け

で
、
仕
事
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
担
当
分

野
に
関
し
て
、
大
臣
へ
の
助
言
や
政
策
草
案
の
作
成
、
あ
る
決
定
が
な
さ
れ
る

受
ロ
は
そ
の
影
響
を
計
り
、
決
定
後
は
そ
の
執
行
を
監
視
す
る
。
そ
し
て
省
庁

の
各
部
局
と
の
調
整
な
ど
も
行
な
う
。
対
応
で
き
る
領
域
は
限
定
さ
れ
る
の
だ

が
、
大
臣
に
と
っ
て
は
有
効
な
助
言
者
と
な
る
の
で
、
官
房
長
と
摩
擦
を
起
乙

す
ζ
と
も
あ
る
。

さ
ら
に
宮
房
の
階
層
か
ら
外
れ
て
大
臣
(
大
統
領
、
首
相
〉
付
き
補
佐
官
が

い
る
。

ζ

れ
は
大
臣
の
信
頼
あ
る
個
人
的
助
言
者
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
官
房
長
一

と
競
合
関
信
号
。
乙
の
ほ
か
に
副
官
房
長
、
官
房
副
主
任
な
ど
を
置
く
ζ

↓

と
が
あ
り
、
さ
ら
に
議
会
担
当
官
な
ど
を
含
め
て
、
官
房
一
テ
ィ
l
ム
が
で
き

あ
が
る
の
で
あ
る
。
官
房
と
い
う
も
の
は
議
会
か
ら
制
約
を
受
け
る
わ
け
で
も

な
く
、
メ
ン
バ
ー
の
指
名
に
当
た
っ
て
誰
か
の
副
署
を
必
要
と
す
る
と
と
も
な

く
、
大
臣
に
と
っ
て
は
自
分
の
考
え
て
い
る
政
策
を
遂
行
す
る
に
は
非
常
に
都

合
の
よ
い
機
関
で
あ
る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
巨
大
な
官
僚
の
壁
を
前
に

し
て
悪
戦
苦
闘
す
る
乙
と
の
多
い
大
臣
は
、
官
房
の
手
助
け
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
官
僚
の
欠
点
と
言
わ
れ
る
硬
直
化
し
た
視
野
、
ル
l
テ
ィ
ー
ン
へ
の
固

執
、
移
り
行
く
要
求
へ
の
適
応
の
鈍
さ
に
対
し
、
一
時
的
な
任
命
者
逮
の
活
力

で
対
抗
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
決
定
を
下
す
た
め
の
準
備
を
す
る
の
に
必
要

な
技
術
が
非
常
に
複
雑
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
官
房
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ

て
い
る
と
雪
弓
え
よ
う
。
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乙
れ
ら
の
官
房
の
聞
に
は
、
官
房
内
と
同
じ
よ
う
に
階
層
が
存
在
す
る
。
階

層
の
上
位
に
位
置
す
る
の
は
、
大
統
領
の
官
房
で
あ
る
エ
リ
ゼ
宮
と
首
相
の
官

房
で
あ
る
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
官
房
も
、
デ
ク
レ
に
よ
る
定

員
制
限
を
免
れ
て
い
る
。
特
に
エ
リ
ゼ
宮
は
大
統
領
の
手
が
け
る
政
策
分
野
全

て
に
技
術
顧
問
、
あ
る
い
は
補
佐
官
が
つ
い
て
お
り
、
一
見
小
内
閣
の
印
象
す

ら
与
え
る
。
エ
リ
ゼ
宮
の
場
合
、
技
術
顧
問
は
官
房
内
で
の
階
層
が
下
だ
と
し

て
も
、
各
専
門
分
野
の
限
定
会
議
の
準
備
を
行
い
、
関
係
官
房
と
の
政
策
調
整

の
中
心
と
な
る
。
大
統
領
の
意
向
を
無
視
し
て
政
策
を
進
め
る
と
と
の
で
き
な

い
各
官
房
は
、
乙
れ
ら
の
技
術
顧
問
と
の
連
絡
を
密
に
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
必
然
的
に
エ
リ
ゼ
宮
の
技
術
顧
問
の
発
言
力
が
増
し
て
く
る
乙
と
に
な
る
。

乙
れ
に
対
し
、
首
相
府
で
は
政
策
調
整
の
会
議
が
大
統
領
府
よ
り
か
な
り
多

く
聞
か
れ
、
そ
の
重
要
性
は
高
い
。
限
定
委
員
会
で
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
り
、

首
相
に
対
し
て
発
言
力
の
あ
る
7

テ
ィ
ニ
ョ
ン
の
技
術
顧
問
も
各
大
臣
が
絶
え

ず
連
絡
を
し
合
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
相
手
で
あ
る
。
但
し
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
が
エ
リ
ゼ

宮
を
無
視
し
て
勝
手
に
行
動
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
も
し
行
き
過
ぎ
が
あ
れ

ば
エ
リ
ゼ
宮
が
介
入
し
て
く
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
策
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
官
房
を
い
か
に
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
か
で
、
大
統
領
あ
る
い
は
首
相
の
支
配
力
の
強
さ
を
左
右
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
は
、
官
房
、
特
に
エ
リ
ゼ
宮
の
果

た
す
役
割
が
大
き
な
も
の
と
な
る
。
ま
さ
に
エ
リ
ゼ
宮
の
メ
ン
バ
ー
と
は
大
統

領
の
「
目
で
あ
り
耳
で
あ
る
(
泊
)
」
の
だ
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
を
例
に
と
る
と
、

首
相
時
代
に
官
房
で
育
て
た
テ
ィ
l
ム
を
エ
リ
ゼ
宮
に
連
れ
て
き
て
機
能
さ
せ

る
乙
と
が
で
き
た
の
は
有
利
だ
っ
た
。
各
メ
ン
バ
ー
の
個
性
は
様
々
で
も
忠
誠

心
と
役
割
認
識
に
つ
い
て
は
確
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
政
体
が
大
統
領
制
的
色

彩
を
強
め
て
い
く
と
、
国
家
元
首
は
中
閣
の
人
物
を
使
っ
て
大
臣
に
対
す
る
後

見
を
強
め
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
首
相
と
の
緊
張
が
高
ま
り
、
大
統
領
と
首

相
の
意
見
が
異
な
る
場
合
、
エ
リ
ゼ
宮
と
首
相
の
対
立
と
い
う
構
図
が
で
き
あ

が
る
。
そ
の
典
型
が
エ
リ
ゼ
宮
と
シ
ャ
パ
ン

H
デ
ル
マ
ス
と
の
対
立
だ
っ
た
。

大
統
領
は
首
相
や
閣
僚
を
常
に
自
分
に
対
す
る
忠
誠
に
よ
っ
て
選
ぶ
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
特
に
大
統
領
に
な
り
た
て
の
時
は
と
の
傾
向
が
強
い
。
乙
う
し
た

と
と
か
ら
も
官
房
の
必
要
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

官
房
は
ド
・
ゴ
ー
ル
時
代
か
ら
既
に
論
議
の
的
と
な
っ
て
お
り
「
超
行
政
府

{E旬
。
『
品
弘

2
毘
)
(
お
)
」
と
も
言
わ
れ
た
。
官
房
の
メ
ン
バ
ー
は
単
な

る
助
言
者
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
影
響
力
を
持
つ
乙
と

が
あ
る
。
乙
う
し
た
乙
と
か
ら
エ
リ
ゼ
宮
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
比
絞
さ
れ
た

り
も
す
る
。
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
方
が
人
員
、
規
模
、
予
算
の
面
で
エ

リ
ゼ
宮
よ
り
は
る
か
に
優
っ
て
お
り
、
エ
リ
ゼ
宮
と
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
同
一

視
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
に
エ
リ
ゼ
宮
の
メ
ン
バ
ー
が
大
臣
に
と
っ
て

代
わ
る
と
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
特
に
首
相
は
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
を
使
つ
て
の
政

策
調
整
、
付
属
機
関
を
使
つ
て
の
情
報
収
集
、
政
策
の
準
備
・
執
行
な
ど
で
か

な
り
権
限
を
持
つ
。
乙
の
た
め
エ
リ
ゼ
宮
を
「
超
行
政
府
」
や
唯
一
の
「
ブ
レ

ー
ン
ト
ラ
ス
ト
」
に
た
と
え
る
の
は
過
大
評
価
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
実
際
、

シ
ャ
パ
ン
H
デ
ル
マ
ス
が

O
R
T
F
K
デ
グ
ロ
ー
ブ
を
入
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、

あ
る
い
は
大
統
領
が
イ
ギ
リ
ス
の

E
E
C加
盟
に
関
し
て
国
民
投
票
を
行
っ
た

り
、
大
統
領
の
任
期
短
縮
を
狙
っ
た
り
し
た
時
い
ず
れ
も
、
大
統
領
付
き
補
佐

官
ジ
ュ
イ
エ
を
は
じ
め
反
対
意
見
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ン

ピ
ド
ゥ
は
実
現
に
向
か
っ
て
動
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
大
統
領
の
持
っ
て

い
る
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
は
一
つ
で
な
く
、
複
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
プ
レ
l
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ン
ト
ラ
ス
ト
は
限
定
会
議
の
形
で
、
首
相
、
関
係
閣
僚
、
高
級
官
僚
、
国
家
元

首
の
個
人
的
協
力
者
を
状
況
に
よ
っ
て
集
め
る
(
お
)
」
と
見
る
の
が
よ
り
正

確
と
言
え
よ
う
。
エ
リ
ゼ
宮
だ
け
で
は
規
模
も
小
さ
く
、
情
報
収
集
な
ど
の
他

の
機
関
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
乙
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
も
し
エ
リ
ゼ
宮
が
な

か
っ
た
場
合
、
大
統
領
は
首
相
や
他
の
閣
僚
に
対
し
て
無
防
備
に
近
く
な
っ
て

し
ま
う
。
政
策
の
提
言
、
執
行
な
ど
大
統
領
自
身
で
で
き
る
乙
と
は
極
め
て
少

な
く
な
り
、
権
限
の
実
質
的
低
下
に
追
い
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

議
会
・
党
と
の
関
係
に
お
け
る
大
統
領
と
首
相

フランス第五共和制の政治制度

一
、
半
大
統
領
制
で
の
議
会
・
党
の
役
割

第
四
共
和
制
か
ら
第
五
共
和
制
に
移
行
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
大
統
領
と
首

相
は
地
位
の
逆
転
を
み
て
、
大
統
領
優
位
が
確
立
さ
れ
た
。
一
方
立
法
府
と
行

政
府
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
行
政
府
が
圧
倒
的
に
優
越
し
た
権
限
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
以
前
に
は
全
て
の
領
域
に
つ
い
て
国
会
は
法
律
を
制
定
す
る
乙

と
が
で
き
た
。
第
五
共
和
制
は
乙
う
し
た
伝
統
を
断
ち
切
り
、
憲
法
第
三
四
条

に
お
い
て
議
会
の
制
定
で
き
る
法
律
事
項
を
限
定
し
て
し
ま
う
。

ζ

れ
に
対
し

政
府
は
議
会
が
法
律
を
制
定
で
き
な
い
分
野
で
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
定
め
、
第
三

八
条
に
よ
り
立
法
権
限
の
領
域
に
も
介
入
で
き
る
。
さ
ら
に
憲
法
第
一
一
条
に

よ
り
、
大
統
領
が
国
民
投
票
を
行
う
権
利
を
得
た
乙
と
も
、
議
会
の
立
法
権
限

を
制
限
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。

政
府
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
議
会
は
不
信
任
案
を
提
出
し
、
可
決

で
き
る
。
但
し
乙
れ
に
も
制
約
が
あ
る
。
不
信
任
案
提
出
に
は
国
民
議
会
議
員

一
O
分
の
一
の
署
名
が
必
要
で
、
可
決
に
は
絶
対
多
数
の
賛
成
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
も
し
否
決
さ
れ
た
場
合
、
不
信
任
案
提
出
署
名
者
は
同
一
会
期
中
に

新
た
な
提
出
の
た
め
に
署
名
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
逆
に
可
決
さ

れ
た
場
合
、
制
約
が
加
わ
る
の
は
大
統
領
で
、
大
統
領
は
首
相
の
辞
表
を
受
理

す
る
か
、
国
民
議
会
を
解
散
す
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
新
た
に
構
成
さ
れ
た
国

民
議
会
に
よ
っ
て
再
び
政
府
が
不
信
任
さ
れ
て
も
、
大
統
領
は
一
年
間
議
会
を

解
散
で
き
ず
、
首
相
の
辞
任
以
外
手
段
は
な
く
な
る
。

乙
の
よ
う
に
立
法
権
限
、
政
府
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
を
共
に
議
会

は
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
ド
・
ゴ

l
ル
は
憲
法
に
隠
さ
れ
た
弱
点
を

認
識
し
て
い
た
。
つ
ま
り
「
乙
の
憲
法
に
は
一
つ
の
弱
点
が
あ
る
。
世
論
に
懸

念
を
抱
か
せ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
首
相
が
大
統
領
と
決
裂
し
、
国
民
議
会

の
多
数
派
が
首
相
に
同
調
す
る
と
、
大
統
領
は
行
動
不
能
に
陥
る
(
幻
〉
」
と

ド
・
ゴ

l
ル
は
述
べ
て
い
る
の
だ
。
大
統
領
が
多
数
派
を
確
保
で
き
ず
、
反
対

政
党
か
ら
首
相
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
事
態
は
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
。
も
し

乙
の
首
相
が
圧
倒
的
な
多
数
派
を
議
会
で
保
持
す
る
な
ら
、

ζ

れ
を
背
景
に
、

首
相
の
権
限
を
充
分
に
行
使
す
る
乙
と
も
可
能
と
な
る
。
第
五
共
和
制
に
お
い

て
大
統
領
の
優
越
を
支
え
て
き
た
首
相
と
議
会
の
従
属
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。半

大
統
領
制
を
採
用
し
て
い
る
七
カ
国
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ

ア
は
七

0
年
代
前
半
ま
で
は
互
い
に
安
定
し
、
一
貫
し
た
多
数
派
が
存
在
し
、

乙
の
多
数
派
か
ら
で
た
大
統
領
を
擁
し
て
い
た
。
乙
の
二
国
は
憲
法
の
形
式
で

み
る
限
り
、
大
統
領
権
限
の
強
さ
は
フ
ラ
ン
ス
が
七
カ
国
中
六
位
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
が
五
位
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
実
際
の
政
体
は
非
常
に
異
な
っ
た
も
の
と
な

り
、
大
統
領
権
限
の
運
用
面
で
は
フ
ラ
ン
ス
が
一
番
強
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は

q
3
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五
位
に
留
ま
る
。
乙
の
状
況
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
両
国

と
も
、
政
府
の
長
で
あ
る
と
同
時
に
多
数
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
「
共
和
制
君

主
(
冨
自
民
各
芯
吋
必
ロ
乞
古
包
忠
)
」
と
呼
べ
る
強
力
な
指
導
者
が
存
在
し

た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
統
領
が
ζ
の
役
割
を
演
じ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

で
は
首
相
が
乙
れ
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。

乙
の
相
違
は
ど
乙
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
表
現
す
れ

ば
、
多
数
派
の
リ
ー
ダ
ー
が
大
統
領
に
な
る
か
、
首
相
に
な
る
か
の
違
い
で
あ

る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
社
会
党
と
国
民
党
の
二
大
政
党
が
連
合
し
て
い
た
時
、

大
統
領
に
党
首
を
送
ら
ず
、
政
府
決
定
は
党
の
参
謀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
一

九
六
六
年
に
国
民
が
絶
対
多
数
を
取
っ
た
と
き
、
大
統
領
は
社
会
党
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
大
統
念
は
従
属
に
慣
れ
て
お
り
、
名
誉
的
な
地
位
に
な
っ
て
い
た
た

め
、
危
機
状
況
は
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
、
一
九
六
二
年
以
降
安
定
し
た
与
党
を
得
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
の

長
は
大
統
領
で
あ
り
、
首
相
は
第
二
位
に
留
ま
る
。
乙
れ
は
半
大
統
領
制
の
成

立
及
び
議
会
与
党
の
出
現
の
際
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
よ
う
。

一
九
六
二
年
、
ド
・
ゴ

l
ル
は
大
統
領
選
挙
を
直
接
普
通
選
挙
に
移
行
す
る

国
民
投
票
で
国
民
か
ら
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
。
乙
れ
と
同
時
に
、
不
信
任

案
を
受
け
て
解
散
さ
れ
た
国
民
議
会
に
は
、
ド
・
ゴ
l
ル
支
持
者
が
大
量
に
送

り
込
ま
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
乙
の
議
員
逮
は
議
会
の
多
数
派
を
制
し
、

U
N

R
を
中
心
に
小
衛
星
政
党
が
緊
密
に
結
び
つ
い
た
規
律
の
固
い
一
大
政
党
を
形

成
し
た
。
乙
の
議
会
与
党
が
構
成
さ
れ
た
の
は
ド
・
ゴ

l
ル
の
威
信
に
よ
る
と

と
ろ
が
大
き
く
、
「
普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
、
か
っ

維
持
さ
れ
て
い
た
(
お
〉
」
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ロ
は
乙
の

選
挙
で
形
成
さ
れ
た
多
数
派
の

U
N
R
に
つ
い
て
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
本
当
に
奇
妙
な
政
党
で
あ
る
。
ド
・
ゴ

l
ル
か
ら
は
彼
の
主
義
の
た

め
に
無
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
党
に
と
っ
て
ド
・
ゴ

I
ル
は
『
存
在
理
由
』

で
あ
り
、
党
の
生
成
時
か
ら
そ
の
カ
の
源
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
党
が
組
織
化
さ

れ
る
前
に
主
要
な
選
挙
に
勝
利
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

U
N
R
は
実

際
、
初
め
は
閣
僚
の
仲
間
の
集
ま
り
、
そ
れ
か
ら
議
会
選
挙
の
た
め
の
候
補
者

選
定
中
央
委
員
会
、
次
に
国
民
議
会
に
お
け
る
最
大
の
議
員
集
団
と
な
り
、
最

後
に
な
っ
て
初
め
て
党
に
な
っ
た
(
鈎
)
」
。
ド
・
ゴ

l
ル
な
く
し
て
は
多
数

派
の
成
立
は
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
大
統
領
の
権
威
の
低
下
を
招
く
よ
う
な
と
と

が
多
数
派
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。

一
九
六
二
年
の
選
挙
で
得
た
多
数
派
を
擁
し
て
ド
・
ゴ
l
ル
は
大
統
領
の
権

限
を
強
化
し
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
U
N
R
は
党
と
し
て
形
を
整
え
て
く
る
。

そ
し
て
一
九
六
五
年
の
大
統
領
選
挙
を
迎
え
る
。
乙
の
な
か
で
一
九
六
二
年
に

大
統
領
を
直
接
普
通
選
挙
に
よ
る
と
決
定
し
た
た
め
、
大
統
領
と
政
党
の
聞
に

新
し
い
関
係
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ド
・
ゴ
l
ル
は
そ
れ
ま
で
政
党
政
治

を
鎌
悪
し
、
諸
政
党
の
上
に
超
然
と
し
て
い
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
大
統
領
候

補
者
が
全
国
的
な
公
選
制
の
立
候
補
者
と
し
て
出
馬
し
、
し
か
も
乙
の
選
挙
が

政
治
的
性
格
を
持
つ
乙
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
乙
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
一
九
六
五
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
明
瞭
と
な
っ
た
。

選
挙
戦
当
初
に
お
い
て
は
政
治
的
討
論
を
拒
否
し
た
り
し
て
超
然
と
し
た
と
乙

ろ
を
見
せ
て
い
た
ド
・
ゴ

l
ル
も
、
世
論
に
対
す
る
効
果
が
よ
く
な
い
と
み
る

と
、
急
速
に
一
候
補
者
と
し
て
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
第
五
共
和
制

に
は
乙
う
し
て
、
第
四
共
和
制
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ド
・
ゴ
l
ル
派
と
い
う

強
力
な
安
定
政
権
が
成
立
し
た
。
と
の
政
党
構
造
の
変
容
は
、
第
五
共
和
制
に

お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
諸
制
度
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
も
っ
と
も
重
要
な
要
因

一白一
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と
さ
れ
る
。

大
統
領
は
行
政
府
の
長
、
一
貫
し
安
定
し
た
多
数
派
の
長
で
も
あ
る
。
そ
し

て
多
数
派
に
対
す
る
大
統
領
の
権
威
は
議
会
に
対
す
る
権
威
を
保
証
す
る
。
立

法
府
の
権
限
低
下
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
政
府
は
多
数
派
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
じ
、
多
数
派
も
議
会
で
の
手
続
き
を
通
さ
ず
、
党
と
し
て
政
策
立
案
、

決
定
と
い
う
と
と
に
関
与
し
て
い
く
た
め
、
議
会
の
権
威
は
ま
す
ま
す
弱
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
多
数
派
の
圧
倒
的
優
位
は
議
会
制
度
を
損
な
う
結
果
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
第
五
共
和
制
で
は
、
議
会
の
権
限
は
著
し
い
低
下
を
み
た
一
方
で
、

安
定
し
た
多
数
派
が
政
党
と
し
て
行
政
府
を
支
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要

性
を
持
っ
て
く
る
。

ド
・
ゴ
l
ル
自
身
は
党
を
従
え
て
行
く
の
に
大
き
な
障
害
な
ど
な
か
っ
た
。

た
だ
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
首
相
が
党
内
の
支
持
を
得
て
き
た
と
き
、
乙
れ
を
解
任
し
て
、

大
統
領
の
優
越
を
守
る
必
要
が
生
じ
た
。
乙
れ
は
党
内
の
支
持
が
、
大
統
領
と

首
相
と
の
聞
の
均
衡
に
変
化
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

ド
・
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
神
格
化
さ
れ
た
人
物
で
な
い
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
以
後
の
大
統

領
に
と
っ
て
は
、
多
数
派
・
党
と
の
関
係
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

結

論

「
一
九
五
八
年
の
憲
法
は
実
際
、
法
律
の
パ
ズ
ル
で
あ
る
。
行
政
上
の
権
限

を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
、
大
統
領
と
首
相
に
分
け
与
え
て
い
る
。
専
管
領
域
は
謎

で
あ
る
一
方
、
〔
権
限
が
〕
共
通
し
て
い
る
部
分
は
現
実
と
し
て
存
在
し
て
い

る
(
初
〉
」
(
〔
〕
内
引
用
者
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
五
共
和
制

は
そ
の
成
立
の
背
景
な
ど
か
ら
、
大
統
領
と
首
相
と
の
閣
の
権
限
分
担
が
不
明

確
な
憲
法
を
持
つ
乙
と
に
な
り
、
一
九
六
二
年
に
は
大
統
領
直
接
選
挙
制
が
導

入
さ
れ
、
半
大
統
領
制
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
憲
法
の
内
容
を
一
見
し
て
み

た
場
合
、
首
相
も
行
政
府
の
長
に
な
る
可
能
性
が
充
分
あ
り
、
憲
法
起
草
者
達

は
行
政
府
が
立
法
府
に
対
し
て
優
越
を
得
る
乙
と
は
予
想
し
て
も
、
大
統
領
が

「
共
和
制
君
主
」
と
呼
ば
れ
る
程
強
力
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
議

会
勢
力
は
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ム
の
再
来
に
は
筈
戒
し
て
い
た
@
元
来
多
数
派
が

崩
れ
、
少
数
政
党
に
分
裂
し
た
状
態
に
お
い
て
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
乙
と
を

乙
の
憲
法
は
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
数
政
党
分
裂
と
は
、
第
三
共
和

制
、
第
四
共
和
制
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
体
の
悩
み
で
あ
り
、
ワ
イ
マ

l
ル
共

和
国
の
失
敗
の
一
因
で
も
あ
っ
た
。

ド
・
ゴ

l
ル
は
国
民
か
ら
直
接
選
ば
れ
て
い
る
と
と
を
よ
り
ど
乙
ろ
に
大
統

領
権
限
を
強
め
て
い
っ
た
の
は
第
一
章
の
通
り
で
あ
る
。
ド
・
ゴ

l
ル
と
い
う

人
物
が
政
治
の
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
も
大
統
領
が
行
政
府
の
長
で
あ
り
、
強

大
な
権
限
を
有
す
る
乙
と
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

乙
れ
が
実
限
さ
れ
る
に
は
、
ま
ず
首
相
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
憲
法
に
大

統
領
と
首
相
と
の
権
限
に
明
確
な
線
が
引
か
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
を
決
め

る
の
は
両
者
の
合
意
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
。
も
し
仮
に
首
相
が
自
分
に
与
え

ら
れ
た
権
限
を
全
て
行
便
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
阻
む
乙
と
は
憲
法
の
形

式
上
で
き
な
い
。
第
五
共
和
制
が
機
能
す
る
な
か
、
首
相
の
大
統
領
に
対
す
る

同
意
、
つ
ま
り
そ
れ
は
服
従
に
対
す
る
同
意
と
も
一
宮
守
え
る
も
の
が
守
ら
れ
て
き

た
。
ド
・
ゴ
l
ル
の
大
統
領
時
代
に
お
い
て
一
つ
の
図
式
が
で
き
あ
が
っ
た
。

す
な
わ
ち
大
統
領
と
首
相
の
役
割
分
担
は
大
統
領
が
主
に
決
定
し
、
首
相
が
そ

れ
を
認
め
る
。
も
し
首
相
が
そ
の
境
界
線
を
越
え
た
り
、
権
威
の
上
昇
が
著
し

一部一



修論レヴュー

い
と
き
は
、
大
統
領
が
首
相
に
対
し
て
拒
否
権
を
行
使
し
た
り
、
時
に
は
辞
任

を
要
求
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
も
う
一
つ
の
図
式
が
加
わ
っ
た
。
つ
ま
り
大
統
領
が
多
数
派
内
の
リ

ー
ダ
ー
で
あ
り
、
首
相
は
第
二
位
で
あ
る
と
言
う
考
え
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

ド
・
ゴ
ー
ル
時
代
の
多
数
派
は
ド
・
ゴ
ー
ル
が
い
な
凶
り
れ
ば
成
立
し
得
な
か
っ

た
。
乙
う
し
た
と
と
か
ら
ド
・
ゴ
l
ル
が
多
数
派
内
で
最
高
の
権
威
を
持
っ
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
首
相
の
付
け
込
む
余
地
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
の

後
時
聞
の
経
過
に
従
っ
て
、
多
数
派
、
な
か
で
も
U
D
R
は
一
つ
の
政
党
と
し

て
形
を
整
え
る
に
至
る
。
一
方
大
統
領
は
諸
政
党
の
上
に
超
然
と
し
て
い
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
な
が
ら
も
、
乙
の
時
点
で
も
党
の
中
で
最
も
実
力
の
あ
る
も

の
が
大
統
領
に
な
る
乙
と
は
変
わ
ら
な
い
。

乙
の
よ
う
に
首
相
や
多
数
派
が
、
大
統
領
を
第
一
位
の
権
威
者
と
見
倣
す
と

と
が
第
五
共
和
制
の
一
種
の
伝
統
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
も
う
一
つ
重
要
な

と
と
は
、
一
九
六
二
年
に
多
数
派
が
形
成
さ
れ
た
と
と
で
あ
る
。
大
統
領
の
権

限
鉱
大
を
容
認
し
て
い
く
乙
の
多
数
派
が
な
け
れ
ば
、
大
統
領
が
困
難
に
遭
遇

し
て
い
た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
五
共
和
制
伝
統
が
守
ら
れ
る
の
も
安
定

し
た
多
数
派
が
存
在
し
て
い
れ
ば
乙
そ
で
あ
る
。
乙
の
た
め
ド
・
ゴ

l
ル
の
よ

う
な
圧
倒
的
な
権
威
者
が
い
な
い
と
き
、
大
統
領
の
次
の
実
力
者
が
首
相
に
な

る
と
、
多
数
派
の
行
動
し
だ
い
で
両
頭
政
治
の
危
機
に
陥
る
可
能
性
も
残
っ
て

い
る
の
だ
。

大
統
領
と
首
相
の
ニ
者
関
係
、
そ
し
て
と
の
両
者
と
党
及
び
多
数
派
と
の
関

俺
乙
の
二
つ
陪
加
え
て
、
大
統
領
と
首
相
の
行
政
権
限
を
規
定
す
る
も
の
に

宮
房
が
あ
る
。
も
う
少
し
正
確
な
表
現
を
す
る
な
ら
、
大
統
領
の
権
限
を
強
化

す
る
手
段
と
し
て
官
房
は
有
用
な
の
だ
。
政
策
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、
準
備
、

決
定
の
各
過
程
で
官
房
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
そ
の
官
房
の
頂
点
に
立
つ

エ
リ
ゼ
宮
に
有
能
な
人
材
を
集
め
る
乙
と
は
政
策
形
成
過
程
で
優
位
を
占
め
る

乙
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
エ
リ
ゼ
宮
が
マ
テ
ィ
ニ
ヨ
ン
に
優
位
を
得
る
乙
と
が
、

大
統
領
の
首
相
に
対
す
る
優
位
に
直
接
つ
な
が
る
と
い
う
よ
り
、
大
統
領
権
限

の
強
さ
が
官
房
閣
の
関
係
に
反
映
さ
れ
る
と
言
う
方
が
正
し
い
。
し
か
し
閣
僚

を
思
い
遜
り
に
選
べ
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
閣
僚
も
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

が
あ
り
、
官
僚
層
か
ら
の
抵
抗
も
加
わ
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
大
統
領
に

と
っ
て
自
分
自
身
の
意
向
が
直
接
反
映
さ
れ
る
エ
リ
ゼ
宮
の
存
在
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
。

特
に
政
策
決
定
が
エ
リ
ゼ
宮
、
マ
テ
イ
ニ
ヨ
ン
、
そ
し
て
大
臣
官
房
と
い
う

「
権
力
の
三
角
形
(
幻
)
」
、
そ
し
て
と
れ
に
党
の
介
入
が
加
わ
っ
て
「
権
力

の
正
方
形
(
鉛
)
」
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
大
統
領
の
立
場
を
強
化
す
る
た

め
に
、
エ
リ
ゼ
宮
を
充
実
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
。
ま
た
党
と
の
関
係
に
お
い

て
も
、
政
治
色
を
嫌
う
官
僚
と
異
な
り
、
官
房
は
議
員
と
の
接
触
も
多
い
。
特

に
エ
リ
ゼ
宮
は
大
統
領
と
党
と
の
パ
イ
プ
役
も
果
た
す
の
で
あ
る
。

第
五
共
和
制
で
は
以
上
述
べ
た
三
要
素
を
中
心
に
し
て
大
統
領
と
首
相
と
の

間
に
お
砂
る
権
限
の
分
割
の
あ
り
方
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
半
大
統
領
制
と
い

う
制
度
が
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
の
ど
ち
ら
に
近
づ
く
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

乙
れ
ら
三
要
素
が
政
権
の
性
格
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る

の
は
、
制
度
化
を
果
し
た
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
政
権
だ
け
に
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
制

度
が
安
定
し
た
そ
れ
以
後
の
政
権
の
性
格
を
知
る
に
あ
た
っ
て
、
乙
れ
ら
の
要

素
を
検
討
す
る
乙
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

節
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八
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

V

ー

経

済

政

策

の

変

化

と

の

関

連

で

|

ル
ト
政
権
下
に
お
け
る
官
僚
制
の
制
度
化

ス
ノ、

は
じ
め
に

ス
ハ
ル
ト
政
権
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
「
開
発
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

は
逆
に
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
な
お
開
発
の
低
レ
ベ
ル
の
問
題
を
抱
え
て
い

守令。
し
か
し
そ
の
統
治
の
ニ

0
年
聞
に
、
社
会
資
本
、
農
業
、
工
業
、
教
育
、
厚

生
な
ど
の
各
分
野
に
お
い
て
、
め
ざ
ま
し
い
前
進
を
遂
げ
た
と
と
は
否
め
な
い
。

そ
の
よ
う
な
開
発
は
、
そ
の
制
度
づ
く
り
、
す
な
わ
ち
、
軍
に
て
乙
入
れ
さ
れ
、

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
経
済
官
僚
の
合
理
的
運
営
に
あ
る
程
度
方
向
づ

け
ら
れ
た
官
僚
制
の
「
制
度
化

2
5吾
ロ
巳

S
色
町
白
神
宮
邑
)
」
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
と
く
に
「
経
済
政
策
決
定
に
お
け
る
シ
ピ
リ
ア
ン
の
地
位
の
向

上
」
と
い
う
同
国
の
変
化
を
通
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
開
発
政
治
に
お
け
る
官

僚
制
の
制
度
化
・
合
理
化
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
制
度
化
に
つ
い
て
論
じ
て
み

た
い
。

沼

野

由

行

〈
野
村
謹
券
国
際
調
査
室
)

一
、
世
銀
・

I
M
F路
線
と
「
国
家
強
靭
性
」
観
点
か
ら
の

経
済
政
策
の
併
存

l
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
四
年
の
マ
ラ
リ
事
件
ま
で

l

ワ
ル
デ
ン
・
ベ
リ
ヨ
(
巧
色
合
話
一
切
叩
】
】
O
)

は
、
そ
の
著
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

挫
折

l
世
銀
・

I
M
F
の
開
発
政
策
と
マ
ル
コ
ス
体
制
l
』
山
に
お
い
て
、

マ
ル
コ
ス
体
制
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
輸
入
代
替
化
路
線

が
、
世
銀
・

I
M
F
の
主
張
す
る
輸
出
志
向
工
業
化
路
線
に
と
っ
て
替
ら
れ
、

民
族
資
本
が
危
機
に
瀕
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
済
が
国
際
資
本
に
組
み
ζ

ま
れ
て

い
く
過
程
を
み
ど
と
に
描
い
て
い
る
。

一
般
に
開
発
途
上
国
の
工
業
化
は
、
先
進
国
か
ら
輸
入
す
る
工
業
製
品
を
自

国
で
生
産
し
よ
う
と
す
る
輸
入
代
替
工
業
化
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
担
い
手
は

も
ち
ろ
ん
外
国
資
本
も
あ
る
が
、
市
場
が
主
と
し
て
圏
内
で
あ
る
た
め
民
族
資

本
も
多
く
発
達
し
、
保
護
貿
易
に
よ
っ
て
市
場
を
守
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
同
時

に
圏
内
市
場
が
狭
く
、
さ
ら
に
工
場
に
よ
る
機
械
プ
ラ
ン
ト
、
原
料
・
部
品
な

ど
の
輸
入
が
増
え
、
困
難
を
抱
え
て
い
た
。

-89ー



卒論ダイジェスト

一
方
、
世
銀
・

I
M
F
は
、
韓
国
、
台
湾
を
モ
デ
ル
と
し
た
輸
出
志
向
工
業

化
を
推
進
し
た
。
そ
の
路
線
は
、
先
進
国
多
国
籍
企
業
の
労
働
集
約
的
な
生
産

過
程
の
一
部
を
開
発
途
上
国
に
持
ち
込
み
、
低
賃
金
労
働
を
利
用
し
た
製
品
を

先
進
国
に
輸
出
す
る
乙
と
で
工
業
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
路
線
の
下
で
は
、
保
護
貿
易
よ
り
も
自
由
貿
易
、
民
族
資
本
よ
り
も
多
国

籍
企
業
の
国
際
分
業
体
制
へ
の
組
み
込
み
、
圏
内
産
業
保
護
よ
り
も
国
際
競
争

力
を
持
つ
効
率
化
に
、
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
世
銀
・

I
M
F路
線
は
、

今
日
完
結
し
た
国
民
経
済
の
建
設
は
無
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
先
進
国
の
飛
び

地
工
業
で
は
な
く
自
前
の
産
業
基
盤
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
立
場
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
対
立
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
み
な
ら
ず
、
他
の
開
発
途
上
国
で
も
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
で
も
展
開
さ
れ
た
。
た
だ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合
、
一
億
六
千
万
と
人
口

が
多
く
、
先
進
国
か
ら
の
投
資
が
園
内
市
場
を
志
向
す
る
輸
入
代
替
工
業
化
の

波
に
乗
っ
て
続
々
と
入
っ
て
き
た
。
ま
た
、
現
在
N
I
E
Sと
呼
ば
れ
る
韓
国
、

台
湾
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
が
順
調
に
輸
出
志
向
工
業
化
を
発
達
さ
せ

て
い
る
な
か
で
、
労
働
力
の
質
が
劣
り
、
腐
敗
体
質
を
持
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が

同
じ
輸
出
志
向
で
競
合
し
て
ゆ
く
と
と
は
簡
単
な
と
と
で
は
な
か
っ
た
。
世
銀

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
要
求
は
、
政
府
の
園
内
産
業
保
護
政
策
の
撤
廃
と
多
国

籍
企
業
の
活
動
の
自
由
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
事
実
上
の
軍
事
政
権
で
あ
り
、
「
国
家
の
強
靭
性
(
問
。

s
v
g
g
Z白
色
0

・

ロ向島

H
Z
即位。ロ同

-
m
g
E
g
n
m
)
」
閣
の
観
点
か
ら
経
済
開
発
戦
略
を
位
置

づ
凶
り
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
成
立
初
期
の
外
資
導
入
・
西
側
寄
り

の
経
済
政
策
は
、
次
第
に
「
国
家
強
制
鴨
性
」
を
重
視
す
る
民
族
派
の
見
解
へ
転

化
し
て
ゆ
く
。

ス
ハ
ル
ト
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
l
グ
で
あ
っ
た
ア
リ
・
ム
ル
ト
ポ
〈
〉
ロ

宮
ロ
ユ

03)中
将
の
下
に
あ
っ
た
C
S
I
S
(戦
略
・
国
際
問
題
研
究
セ
ン
タ

ー
)
の
七
四
年
文
書
聞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
よ
り
強
力
な
国
家
の

強
靭
性
の
達
成
の
た
め
に
は
、
地
方
の
相
互
依
存
と
と
も
に
構
造
的
な
統
合
へ

の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
、
成
長
は
重
要
で
は
あ
る
が
従
属
的
な
問

題
で
あ
る
」
「
工
業
が
国
家
経
済
に
い
か
に
強
く
統
合
さ
れ
る
か
は
、
国
家
の

強
靭
性
の
観
点
か
ら
し
て
、
工
場
の
数
、
広
が
り
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ

る
」
。
国
家
強
靭
性
の
観
点
の
下
で
、
軍
が
社
会
政
治
的
役
割
を
も
担
う
と
す

る
「
国
軍
の
二
重
機
能
」
凶
は
、
経
済
政
策
に
も
強
く
反
映
さ
れ
た
。
ス
ハ
ル

ト
の
外
資
奨
励
政
策
に
よ
る
富
の
増
大
に
と
も
な
い
、
「
箪
の
利
権
や
汚
職
の

増
大
」
と
い
う
形
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。

六
六
年
か
ら
七
四
年
ま
で
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
門
戸
開
放
期
に
、
国
際
資
本

は
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
地
位
を
築
い
た
。
投
資
は
と
く
に
、
石
油
・
ガ
ス
な
ど
鉱
業
、

林
業
、
衣
料
・
食
品
・
家
電
な
ど
の
製
造
業
輸
入
代
替
に
集
中
し
た
。
だ
が
七

O
年
前
後
よ
り
、
政
策
的
に
は
、
先
述
の
ア
リ
・
ム
ル
ト
ポ
や
ス
ジ
ョ
ノ
・
フ

マ
ル
ダ
ニ

S
E』

o
g
出
回
自
由

E
g
o
-
bの
経
済
民
族
派
が
中
核
で
あ
り
、

国
営
石
油
公
社
(
プ
ル
タ
ミ
ナ
)
の
イ
ヴ
ヌ
・
ス
ト
ウ
オ
(
同
ぴ
ロ
ロ

ω己
0
4『
O
)

総
裁
が
実
行
に
移
す
中
心
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
経
済
の
将
来
は
工
業
基
盤
を
形
成
す
る
と
と
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
原
料
の
供
給
と
製
品
の
市
場
に
し
よ
う
と
す
る
国
際
資
本
と

矛
盾
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
の
日
本
の
急
激
な
経
済
進
出
へ

の
反
発
の
発
露
で
も
あ
る
一
九
七
四
年
の
田
中
首
相
訪
問
時
の
反
日
暴
動
・
マ

ラ
リ
事
件
(
富
也
者
ロ
S
E
H
L
B忌
四

円

曲

目

』

B
Eユ
)
は
、
そ
の
意
味
で
と

う
し
た
経
済
民
族
派
の
立
場
を
強
化
す
る
の
に
利
用
さ
れ
た
。
一
方
、
欧
米
で
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経
済
学
博
士
号
を
取
得
し
た
ウ
イ
ジ
ョ
ヨ

(
4
2丘
&
0
)
・スミ
Eaロハ
ω回
目
立

6
8
)

ら
世
銀
・

I
M
F
の
「
自
由
市
場
」
経
済
路
線
を
確
信
す
る
「
バ
ー
ク
レ
ー
-

マ
フ
ィ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
パ
ベ
ナ
ス
(
切
昌
吉
ロ

g

H
国
家
開
発
計
画
庁
)

系
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
が
、
ス
カ
ル
ノ
時
代
の
危
機
的
イ
ン
フ
レ
状
況
を
建

て
直
し
、
高
い
評
価
を
得
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
れ
ら
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
も
、
大
統
領
の
明
確
な
支
持
を
持
つ
民
族
派
の
主
張
す
る
、

外
国
の
所
有
と
支
配
を
制
限
す
る
立
場
に
歩
み
寄
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
更

に
国
営
石
油
公
社
(
プ
ル
タ
ミ
ナ
〉
も
、
多
く
の
既
得
利
権
の
行
使
に
よ
り
独

自
の
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
を
築
き
上
げ
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
ら
の

管
理
が
及
ば
な
い
「
国
家
の
な
か
の
国
家
」
悶
と
い
う
状
況
を
現
出
し
て
い
た
。

モ
l
テ
ィ
マ
l
や
ラ
ン
ソ
ム
の
よ
う
な
従
属
学
派
は
、
六
六
年
か
ら
七
四
年

に
か
け
て
の
と
の
時
期
を
、
外
資
導
入
を
促
進
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
経
済
を
国
際

資
本
の
要
請
に
合
う
よ
う
再
編
す
る
世
銀
・

I
M
F路
線
へ
の
屈
服
で
あ
る
と

み
な
し
た
。
乙
の
よ
う
な
見
方
も
、
確
か
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ス
ハ
ル
ト

政
権
成
立
初
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
開
発
政
策
を
押
し
進
め
る
た
め
に
も
ス

カ
ル
ノ
時
代
末
期
の
国
際
的
孤
立
状
況
附
か
ら
脱
し
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す

る
西
側
諸
国
と
の
協
力
関
係
を
回
復
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

ア
メ
リ
カ
で
高
度
な
教
育
を
受
け
、
世
銀
・

I
M
F的
西
寄
り
路
線
を
主
張
す

る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
を
登
用
し
、
西
側
と
の
強
力
関
係
を
て
と
に
経
済
開
発
を

進
め
、
新
体
制
の
安
定
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ソ
ン
が
「
バ
ー
ク
レ
ー
-

マ
フ
ィ
ア
」

mと
皮
肉
っ
た
乙
れ
ら
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
の

フ
ォ
ー
ド
財
団
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
経
済
学
部
長
ス
ミ
ト
ロ

(ω
ロ
g
-
s
g

g
a
o
E
E吉田口
go)
の
後
押
し
の
下
、
主
と
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

バ
ー
ク
レ
ー
校
で
博
士
号
を
取
得
し
た
経
済
学
者
ら
の
別
称
で
あ
る
。
そ
の
ア

メ
リ
カ
の
意
図
は
冷
戦
政
策
の
一
環
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
開
発
途
上
国
の
エ

リ
ー
ト
に
「
友
人
」
を
つ
く
り
途
上
国
の
近
代
化
を
促
す
と
と
も
に
、
ア
メ
リ

カ
を
主
と
す
る
国
際
経
済
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
完
全
に
取
り
込
む
乙
と
に
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
当
時
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
、
不

適
切
な
経
済
政
策
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な
う
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
自
身
に
限
界
を

内
在
し
て
い
た
。
ラ
ン
ソ
ム
は
、
「
乙
う
し
て
国
際
資
本
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー

ト
を
媒
介
に
、
主
に
華
僑
系
現
地
資
本
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
据
え
て
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
着
々
と
根
付
き
、
支
配
的
地
位
を
確
立
し
た
」
捌
と
見
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
乙
の
時
期
は
特
別
作
戦
部
(
オ
プ
ス
ス
H

O
P
S
U
S
)
、
戦
略
・
国
際
間
題
研
究
セ
ン
タ
ー

(
C
S
I
S
)
の
中
心
的

人
物
に
ア
リ
・
ム
ル
ト
ポ
、
ス
ジ
ヨ
ノ
・
フ
マ
ル
ダ
ニ
と
国
営
石
油
公
社
(
プ

ル
タ
ミ
ナ
)
総
裁
イ
プ
ヌ
・
ス
ト
ウ

f
bの
目
指
す
、
国
家
強
靭
性
の
観
点
に

基
づ
く
「
民
族
経
済
統
合
体
」
と
い
う
構
想
が
徐
々
に
主
流
と
な
り
、
軍
既
得

権
体
系
が
確
立
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
っ
た
問
。
同
時
に
、
家
父
長
的
紐
帯
に
基

づ
く
パ
ト
ロ
ン

1
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
官
僚
制
制
度
化

が
強
化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
合
理
的
運
営
と
は
異
な
る
伝
統
的
体
質
を
基
盤
と

し
て
い
た
。

ス
ハ
ル
ト
政
権
の
開
発
政
治
の
な
か
で
特
徴
的
な
乙
と
は
、
社
会
の
諸
構
成

要
素
の
な
か
で
国
家
あ
る
い
は
そ
の
中
心
で
あ
る
軍
・
宮
僚
機
構
が
突
出
し
て

大
き
い
と
い
う
ζ
と
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
政
府
の
巨
大
な
権
力
が
、
実
態
と

し
て
の
外
資
比
重
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
資
導
入
型
工
業
化
の
枠
内

で
の
経
済
民
族
主
義
を
可
能
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

向日
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ニ
、
民
族
主
義
政
鏡
の
展
開
と
社
会
で
進
む
制
度
化

l
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
八
二
年

l

一
九
七
四
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
政
策
は
一
貫

し
て
ア
リ
・
ム
ル
ト
ポ
ら
を
基
調
と
す
る
「
経
済
民
族
主
義
」
が
主
流
で
あ
り
、

「
国
家
が
開
発
し
、
安
定
さ
せ
、
活
力
を
与
え
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
社
会
に

お
け
る
急
速
な
制
度
化
が
展
開
さ
れ
た
。
だ
が
、
外
資
規
制
や
政
府
「
干
渉
」

の
な
か
で
汚
職
が
常
態
化
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
乙
れ
ら
世
銀
・

I
M

F
路
線
か
ら
の
独
自
性
確
保
は
、
一
九
七
三
年
一

O
月
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
石
油
価
格
四
倍
化
と
日
本
か
ら
の
借
款
に
よ
り
財
政
的
基
礎
が
得
ら
れ
た
乙

と
に
よ
る
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
は
、
財
政
的
に
深
く
依
存
し
て
い
た
先
進
国
の
援

助
体
制
機
関
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
援
助
国
会
議
幽
か
ら
相
対
的
な
フ
リ
l
ハ

ン
ド
を
持
つ
乙
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
政
策
、
外
国
資
本
受
砂
入
れ
規
制
の
結
果
、
七
五
年

以
降
外
国
資
本
投
資
は
減
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
と
く
に
製
造
業
部
門
に
お
け

る
外
資
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
乙
れ
に
対
し
世
銀
は
、
繰
り
返

し
政
府
の
産
業
保
護
政
策
の
縮
小
と
企
業
活
動
の
自
由
化
拡
大
、
各
種
の
補
助

金
の
廃
止
を
迫
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
政
府
の
保
護
政
策

の
な
か
で
、
新
た
な
民
族
系
企
業
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
心
は
、
リ
エ
ム
・
シ
ョ
ウ
・
リ
ヨ
ン

(
F
5
ロ

g
g
E
g
m
)

や

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
リ
ヤ
ジ
ャ
ヤ

(dE-HSω
豆
a
E巴
な

ど

中

国

系

(
華
人
)
企
業
家
で
あ
り
、
ま
た
、
先
の
イ
プ
ヌ
・
ス
ト
ウ
ォ
ら
一
部
の
プ
リ

ブ
ミ
系
間
企
業
家
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
リ
ジ
ャ
ヤ
と
そ
の

家
族
を
中
心
と
し
た
ア
ス
ト
ラ
(
〉
巳

E
)
財
閥
、
リ
エ
ム
・
シ
ョ
ウ
・
リ
ヨ

ン
一
族
を
主
軸
と
す
る
ク
ン
チ
ャ
ナ
(
問
自
白
自
己
財
閥
、
デ
ィ
ポ
ネ
ゴ
ロ

師
団
系
軍
人
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
テ
l
・
キ
ァ
ン
・
シ
ア
ン
(
寸
宮

E
B

2
g
m
)
な
ど
の
財
闘
が
挙
げ
ら
れ
る
問
。
乙
れ
ら
の
企
業
グ
ル
ー
プ
は
、
公

式
非
公
式
に
政
治
権
力
中
枢
に
結
び
付
い
て
お
り
(
図
I
参
照
)
、
許
認
可
や

融
資
、
契
約
を
パ
ト
ロ
ン
に
依
存
し
て
い
る
。
な
か
で
も
「
政
商
(
チ
ュ
コ
ン
)
」

と
呼
ば
れ
る
華
人
系
買
弁
(
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
)
階
級
は
、
乙
の
期
聞
に
一
層
勢

力
を
伸
ば
し
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
政
商
と
政
権
の
担
当
者
た
ち
は
外
資
の
制

約
に
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
と
と
も
に
、
両
者
の
関
係
は
権
利
の
獲
得
と
既
得

権
利
の
維
持
を
め
ぐ
り
、
よ
り
不
透
明
さ
を
ま
し
て
い
っ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
官
僚
制
の
制
度
化
は
、
上
か
ら
の
強
力
な
指
導
の

下
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
軟
性
国
家
と
し
て
の
社
会
の
上
に
、

pー

c

(
パ
ト
ロ
ン
H
H
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
)
関
係
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
た
官
僚
制
が
形
成
さ

れ
る
と
い
う
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
部
資
本
家
を
除
き
、

一
般
大
衆
か
ら
新
た
な
資
本
家
層
が
育
つ
機
会
も
関
さ
れ
て
い
た
間
。

一方、

ζ

の
時
期
に
経
済
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
地
位
の
上
昇
を
示
す
画
期
的

な
変
化
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
「
国
家
の
な
か
の
国
家
」
な
ど
と
呼
ば

れ
、
経
済
民
族
主
義
路
線
の
推
進
母
体
で
も
あ
る
プ
ル
タ
ミ
ナ
(
国
営
石
油
公

社
)
が
、
一
九
七
五
年
に
債
務
危
機
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
プ
ヌ
・
ス
ト
ウ
オ
総
裁
下
の
プ
ル
タ
ミ
ナ
は
、
石
油
収
入
増
に
よ
り
、
脆

弱
な
民
族
資
本
に
か
わ
り
石
油
関
連
事
業
以
外
に
も
参
入
し
た
が
、
七
四
年
後

半
に
は
雲
行
き
が
あ
や
し
く
な
り
、
七
五
年
二
月
に
は
経
営
に
破
綻
を
き
た
し

た
。
総
裁
ス
ト
ウ
ォ
自
身
も
全
容
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
乱
脈
経
営
、

独
断
先
行
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
投
資
に
加
え
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
世
界
経
済
不

況
な
ど
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ウ
ォ
総
裁
の
権
勢
は
乙
の
事
件
を
契
機

に
一
挙
に
崩
壊
し
は
じ
め
た
。
他
方
、
同
事
件
の
処
理
に
ラ
デ
ィ
ウ
ス
商
相
が

-92ー
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抜
擁
さ
れ
た
乙
と
は
、
ゥ
ィ
ジ
ョ
ヨ
・
ニ
テ
ィ
サ
ス
卜
ロ
国
家
開
発
計
画
庁

(
パ
ベ
ナ
ス
)
長
官
を
筆
頭
と
す
る
バ
ー
ク
レ
ー
マ
フ
ィ
ア
以
外
の
テ
ク
ノ
ク
ラ

ー
ト
を
勇
気
づ
け
た
。
プ
ル
タ
ミ
ナ
の
債
務
総
額
は
、
ス
プ
ロ
卜
鉱
業
相
に
よ

る
と
一

O
五
億
ド
ル
に
達
し
て
い
た
。
だ
が
、
ラ
デ
ィ
ウ
ス
商
相
ら
テ
ク
ノ
ク

ラ
ー
ト
た
ち
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
縮
小
、
契
約
の
見
直
し
な
ど
で
、
総
額
六

二
億
ド
ル
に
圧
縮
す
る
乙
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

と
の
期
間
(
一
九
七
四
|
一
九
八
二
)
に
お
け
る
支
配
的
路
線
は
、
ス
ジ
ヨ

ノ
、
ア
リ
・
ム
ル
ト
ボ
ら
を
中
心
と
す
る
経
済
民
族
主
義
で
あ
り
、
ま
た
同
国

の
官
僚
制
に
お
い
て
も
合
理
的
政
策
運
営
か
ら
程
遠
い
汚
職
体
質
が
浸
透
し
て

い
っ
た
。
だ
が
バ
ー
ク
レ
ー
・
マ
フ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
パ
ベ
ナ
ス
系
テ
ク
ノ
ク

ラ
ー
ト
の
活
躍
と
と
も
に
、
乙
の
ラ
デ
ィ
ウ
ス
商
相
ら
の
プ
ル
タ
ミ
ナ
債
務
危

機
救
済
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
地
位
を
一
層
上
昇
さ
せ
た
・
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
過
度
に
世
銀
・

I
M
F寄
り
で
あ
る
と
い

う
欠
点
を
有
し
て
い
た
が
、
プ
ロ
タ
ミ
ナ
危
機
救
済
に
お
い
て
、
そ
の
欠
点
は

逆
に
有
効
に
機
能
し
た
。
先
進
国
か
ら
の
外
資
導
入
に
積
極
的
な
彼
ら
は
、
投

資
環
境
示
す
指
標
の
一
つ
で
あ
る
世
銀
や
西
側
金
融
機
関
に
よ
る
カ
ン
ト
リ
ー
-

レ
l
テ
ィ
ン
グ
を
高
く
維
持
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、

「
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
か
ら
の
援
助
額
や
借
款
の
利
子
率
に
密
接
に
結

び
付
く
格
付
げ
が
悪
化
す
る
」
と
説
得
す
る
乙
と
に
よ
り
、
借
款
や
援
助
、
石

油
収
入
増
に
よ
り
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
無
秩
序
に
推
進
し
よ
う
と
す
る

「
経
済
民
族
主
義
」
派
の
路
線
を
修
正
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ス
ハ
ル

ト
政
権
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
経
済
政
策
は
次
第
に
シ
ピ
リ
ア
ン
に
よ

る
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
軍
既
得
権
体
系
も
規
制
を
受

け
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
国
家
主
導
型
社
会
基
盤
形
成
を
目
指
す
経
済
民
族
主
義
政
策
に
よ

り
、
乙
の
期
聞
に
お
い
て
社
会
に
お
け
る
「
制
度
化
」
が
急
激
に
推
進
さ
れ
た

乙
と
も
特
筆
す
べ
き
乙
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
統
領
特
別
費

(
I
N
P
R
E

S
、
政
府
開
発
予
算
の
一
五
Mm〉
に
よ
る
道
路
、
学
校
、
市
場
な
ど
の
村
落
開

発
政
策
、
都
市
部
の
カ
ン
ポ
ン
改
善
計
画
が
進
め
ら
れ
、
ス
ハ
ル
卜
政
権
発
足

か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
の
聞
に
五
四
五
三
箇
所
も
の
地
域
診
療
所
が
設
立
さ
れ

た
。
ま
た
一
九
七
四
年
か
ら
八
二
年
ま
で
の
九
年
間
花
、
小
学
校
ハ
六
年
制
)

は
五
三
、

0
0
0増
の
一
二
万
校
へ
、
生
徒
数
は
一
一
一
ニ

O
万
人
増
の
ニ
四
七

O
万
人
へ
、
教
員
は
約
四

O
万
人
増
の
八
三
万
人
へ
、
中
学
生
(
三
年
制
)
は

一
三
三
万
人
か
ら
四
一
九
万
人
花
、
高
校
生
(
一
般
過
程
、
三
年
制
〉
は
三
二

万
人
か
ら
一
五

O
万
人
に
と
そ
れ
ぞ
れ
激
増
し
た
凶
。
憲
法
第
一
一
ニ
条
は
「
全

て
の
国
民
は
教
育
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
」
と
定
め
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も

小
学
校
レ
ベ
ル
に
お
け
る
全
入
可
能
な
体
制
を
つ
く
り
あ
り
、
「
国
民
の
ほ
と

ん
ど
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
教
育
へ
の
膨
大
な
渇
望
に
答
え
た
」
聞
の
も
、
ス
ハ
ル

卜
政
権
で
あ
っ
た
。
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三
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
型
官
僚
体
制
へ
の
変
化

l
一
九
八
ニ
年
か
ら
今
日
ま
で

l

ア
リ
・
ム
ル
ト
ポ
は
、
八
一
年
末
の
工
業
セ
ミ
ナ
ー
で
「
工
業
化
の
戦
略
的

分
析
」
と
題
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
七

0
年
代
の
工
業
化
を
総

括
し
、
第
二
次
石
油
危
機
後
の
財
政
の
上
げ
潮
ム
l
ド
の
な
か
で
書
か
れ
た
も

の
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
族
主
義
的
工
業
化
路
線
展
開
を
唱
え
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
世
銀
や
ア
メ
リ
カ
留
学
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
の
経
済
開
発

路
線
と
は
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。



スハルト政権下における官僚制の制度化

と
乙
ろ
が
乙
の
報
告
が
行
わ
れ
た
直
後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
「
第
三
次
石
油

危
機
」
に
見
舞
わ
れ
、
七
三
年
以
来
上
昇
を
続
け
て
き
た
原
油
価
格
は
O
P
E

C
の
生
産
調
整
や
原
油
基
準
価
格
引
き
下
げ
に
よ
り
下
降
に
転
じ
た
。
そ
の
結

果
、
石
油
収
入
増
に
よ
っ
て
拡
大
を
続
け
て
き
た
民
族
主
義
路
線
は
修
正
を
迫

ら
れ
る
。
乙
う
し
た
な
か
一
九
八
三
年
三
月
に
発
足
し
た
第
四
次
開
発
内
閣
は
、

経
済
調
整
相
に
「
バ
ー
ク
レ
ー
-
マ
フ
ィ
ア
」
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
ア
リ

・
ワ
ル
ダ
ナ
、
蔵
相
に
ラ
デ
ィ
ウ
ス
、
鉱
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
相
に
ス
プ
ロ
ト
、

国
家
開
発
計
画
庁
(
パ
ベ
ナ
ス
)
長
官
に
ス
マ
ル
リ
ン
と
い
う
よ
う
に
テ
ク
ノ

ク
ラ
ー
ト
た
ち
が
経
済
政
策
関
係
の
要
職
を
占
め
る
乙
と
に
な
っ
た
。
従
来
乙

れ
ら
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
は
、
軍
と
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
既
得
権
体
系
に
よ

っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
官
僚
制
の
側
近
的
立
場
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
地
位

は
著
し
く
上
昇
し
、
そ
の
発
言
権
も
強
化
さ
れ
た
。
実
際
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

ら
は
岡
三
月
末
に
ル
ピ
ア
通
貨
の
三
八
Mm切
下
げ
を
実
施
'
五
月
に
は
ア
リ
・

ワ
ル
ダ
ナ
経
済
調
整
相
が
五

O
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
石
油
化
学
精
製
と
ア
ル
ミ
ナ

四
大
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
凍
結
、
延
期
を
発
表
し
た
。
近
年
の
ス
ハ
ル
ト
も
、

「
財
政
均
衝
の
枠
内
で
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
す
る
」
と
い
う
慎
重
な

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。

世
銀
は
か
つ
て
八
一
年
に
作
成
し
た
一
報
告
で
、
七
四
年
の
反
日
暴
動
以
後

の
民
族
主
義
政
策
に
よ
る
外
国
資
本
投
資
規
制
や
政
府
の
「
干
渉
」
の
な
か
で

汚
職
が
常
態
化
し
て
き
で
お
り
、
ま
た
、
政
府
の
政
策
が
、
資
本
主
義
的
産
業

効
率
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
も
ろ
も
ろ
の
産
業
聞
に
前
近
代
的
保
護
を
与
え

て
い
る
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
世
銀
は
、
五
つ
の
国
営
銀
行
に
競
争
原
理
を
導

入
し
、
外
資
の
投
資
環
境
を
整
え
る
よ
う
勧
告
し
た
。

ζ
れ
は
、
軍
既
得
権
体

系
の
利
害
を
直
撃
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
制
。

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
よ
る
改
革
の
矛
先
は
、

ζ

う
し
た
汚
職
体
質
を
持
つ
官

僚
制
内
部
に
も
向
け
ら
れ
た
。
八
三
年
の
付
加
価
値
税
、
所
得
税
に
よ
る
非
石

油

(gロ
・
自
信

8
)
収
入
の
大
幅
ア
ッ
プ
、
八
五
年
に
汚
職
の
一
大
源
泉
と
な

っ
て
い
た
税
関
手
続
き
の
大
改
革
を
実
現
し
た
。
さ
ら
に
今
日
、
テ
ク
ノ
ク
ラ

ー
ト
た
ち
は
、
官
・
軍
既
得
権
体
系
の
根
本
と
も
い
う
べ
き
国
営
企
業
群
の
民

営
化
を
唱
え
て
い
る
。
確
か
に
、
腐
敗
の
代
名
詞
と
も
い
わ
れ
る
同
国
の
官
僚

制
が
一
朝
一
夕
に
合
理
化
を
遂
げ
る
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
近
年
の
ス

ハ
ル
卜
も
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
に
同
意
し
、
肥
大
化
し
過
ぎ
た
官
僚
制
の
効

率
化
・
合
理
化
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
が
依
然
と
し
て
将
軍
政
治
の
従
属
的
位
置
に

あ
る
と
し
て
も
、
「
不
適
切
な
政
策
の
シ
ピ
リ
ア
ン
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い

う
機
能
を
充
分
に
果
し
て
い
る
。
背
後
に
世
界
銀
行
を
控
え
る
ζ
れ
ら
テ
ク
ノ

ク
ラ
ー
ト
の
経
済
合
理
性
追
求
路
線
と
、
民
族
主
義
を
基
調
と
す
る
故
ア
リ
・

ム
ル
ト
ポ
ら
の
路
線
を
継
承
す
る
圏
内
大
規
模
投
資
・
民
族
主
義
的
工
業
化
路

線
と
の
聞
の
対
立
と
意
見
調
整
過
程
が
、
逆
に
有
効
な
政
策
展
開
を
生
ん
で
い

る
と
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ワ
ル
ダ
ナ
調
整
相
、
ラ
デ
ィ
ウ
ス
蔵
相
、
サ
レ
商
業
相
ら
が
主
張
す

る
世
銀
・

I
M
F寄
り
の
路
線
が
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
主
要
路
線
と
な
っ
た
場
合
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
国
際
経
済
に
お
け
る
従
属
的
な
地
位
に
帰
着
し
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
リ
チ
ャ

l
ド
・
ロ
ピ
ソ

ン
ら
多
く
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
乙
れ

ら
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
官
・
軍
既
得
権
体
系
に
よ
る
腐
敗
体
質
を
持
つ
同
国
官

僚
体
制
の
改
善
を
実
施
し
う
る
可
能
性
を
最
も
有
す
る
勢
力
で
あ
る
問
。
批
判

勢
力
と
し
て
の
中
間
層
の
成
長
が
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
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卒論ダイジェスト

に
お
い
て
、
筆
者
は
彼
ら
に
希
望
を
託
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
乙
れ
ら
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
機
能
を
持
つ
リ
ベ
ラ
ル
・
イ
ン
テ
リ
も
成
長
し
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
の

影
響
力
は
、
確
か
に
官
僚
・
大
学
・
新
聞
に
限
ら
れ
て
お
り
、
広
く
国
民
に
影

響
を
与
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
シ
ピ
リ
ア
ン
と
し
て
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
は
充
分
期
待
し
う
る
。
例
え
ば
、
国
連
の
プ
ラ
ン
ト
委
員
会
報
告
に

代
表
さ
れ
る
「
成
長
よ
り
も
公
平
な
分
配
、
下
層
の
貧
困
へ
の
注
目
、
非
集
権

化
と
い
っ
た
方
向
」
か
ら
活
動
を
続
け
る
ガ
ジ
ャ
マ
ダ
大
学
の
農
業
経
済
学
者
、

ム
ピ
ヤ
ル
ト
(
窓
口
σ『
R
S
)
。
い
わ
ゆ
る
「
し
た
た
り
(
常
時
口
】
刊
号

45)
」

理
論
を
否
定
し
、
従
属
論
的
見
地
近
い
立
場
に
立
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
経
済

学
部
経
済
社
会
研
究
所
副
所
長
、
ド
ロ
ウ
ジ
ャ
ト
ン
・
ク
ロ
チ
ョ
ヤ
ク
テ
ィ

(
U
R
a』
包
ロ
ロ
沢
民
ロ
t
o
g
・JEW同
時
)
同
じ
く
国
連
大
学
学
長
で
あ
る
ス
ジ

ャ
ト
モ
コ

3
8丘即時
U
B
O
W
O
〉
そ
の
他
、
ス
ハ
ル
ト
批
判
に
も
積
極
的
な

シ
7

ト
ゥ
パ
ン
〈
辺
自
己
ロ
宮
出
向
)
元
陸
軍
参
謀
長
ら
で
あ
る
。

回
、
宮
僚
制
の
変
化

l
定
着
す
る
制
度
化
と
合
理
化
の
兆
し

l

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
制
度
化
の
レ
ベ
ル
が
ま
だ
低
い
乙
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
。
国
民
の
越
境
問
題
も
制
度
化
の
低
レ
ベ
ル
を
象
徴
し
て
い
る
。
マ
レ
ー

シ
ア
の
プ
ラ
ン
テ
l
シ
ョ
ン
な
ど
で
は
就
業
者
が
不
足
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
ス
マ
ト
ラ
を
中
心
に
多
く
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
不
法
入
国
で
出
稼
ぎ

に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
海
洋
民
族
で
あ
る
パ
ジ
ョ
ウ
人
は
、
定
住
す
る
よ
り

も
船
上
で
の
生
活
を
好
む
。
彼
ら
の
獲
っ
た
魚
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
へ
と
直
接
船
で
「
密
輸
」
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
ら
に
「
密
輸
」
と

い
う
認
識
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ジ
ヨ
ウ
人
に
「
国
境
」
と
い
う
感
覚
が
な

い
か
ら
だ
。
あ
る
の
は
各
部
族
へ
の
帰
属
意
識
の
み
で
あ
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
官
僚
制
は
、
今
日
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
「
非
能
率
」
、

あ
る
い
は
「
腐
敗
」
の
代
名
調
で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る
職
員
採
用
は
知
事
な

い
し
県
長
・
市
長
が
学
歴
に
応
じ
て
決
め
る
の
で
あ
る
が
、
採
用
試
験
は
な
い

の
で
、
情
実
任
用
は
避
け
ら
れ
な
い
。
一
般
に
権
限
が
ト
ッ
プ
に
集
中
し
て
い

る
の
で
上
ば
か
り
忙
し
く
、
ま
た
、
資
料
や
技
術
が
上
に
独
占
さ
れ
、
下
の
訓

練
が
な
さ
れ
な
い
。

一
方
、
七

0
年
代
に
お
砂
る
年
平
均
八
Mm
の
経
済
成
長
が
、
急
激
に
社
会
に

お
け
る
制
度
的
合
理
化
を
促
進
し
、
開
発
政
策
の
主
体
で
あ
る
官
僚
制
の
制
度

化
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
合
理
化
を
促
が
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
乙
れ
ら
制
度

化
の
中
心
的
推
進
者
は
、
全
権
を
掌
握
す
る
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
自
身
で
あ
っ
た
。

政
治
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ド
ル
の
言
う
よ
う
に
、
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
官
僚

制
は
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
強
力
で
あ
る
。
第
一
に
そ
れ
は
社
会
に
広
く
浸
透

し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
都
市
、
町
、
村
に
お
い
て
、
そ
れ
は
最
大
の
雇
用
者
で

あ
る
。
そ
の
学
校
網
は
、
近
代
的
な
外
の
世
界
へ
の
ド
ア
を
聞
い
た
。
そ
の
診

療
セ
ン
タ
ー
、
銀
行
(
同
固
に
お
け
る
金
融
機
関
の
大
部
分
は
国
営
)
、
農
業

関
係
機
関
、
流
通
機
関
、
宗
教
省
関
係
機
関
、
身
分
証
明
書
な
ど
は
、
多
く
の

国
民
に
と
っ
て
避
け
て
通
る
と
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
官
僚
制
の
規
模

と
ウ
ェ
イ
ト
は
、
共
産
闘
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
」
間
。
開
発
を
支
え
る
政

府
諸
機
関
の
整
備
全
体
が
、
官
僚
制
的
合
理
化
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
し
て
き
た
。

ス
ハ
ル
ト
政
権
の
発
足
当
初
は
、
軍
の
各
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
企
業
グ
ル

ー
プ
を
つ
く
っ
て
既
得
権
体
系
が
蔓
延
し
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
経
済
政
策
は

全
面
的
に
制
約
を
う
凶
り
て
い
た
が
、
次
第
に
そ
の
地
位
は
上
昇
し
た
。
今
日
、
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スハルト政権下11:おける官僚制の制度化

経
済
調
整
大
臣
の
ア
リ
・
ワ
ル
ダ
ナ

(EHd『印

av自
己
人
口
・
環
境
担

当
国
務
大
臣
エ
ミ
1
ル
・
サ
リ
ム
白
g
ロ

ω乱
首
じ
ら
を
筆
頭
に
大
蔵
省
、

工
業
省
、
商
業
省
、
鉱
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
、
国
家
開
発
計
画
庁
白
書
官
・

ロ
曲
目
)
と
い
っ
た
い
わ
ば
「
う
ま
み
」
の
あ
る
経
済
各
省
が
、
軍
人
で
は
な
く

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
を
ト
ッ
プ
に
据
え
て
い
る
。
シ
ビ
リ
ア
ン
の
支
配
が
必
ず
し

も
政
策
の
遂
行
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
軍
の
介
入
が
遂
行
を
妨

げ
る
要
因
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
エ
マ
l
ソ
ン
が
指
摘
し
た

よ
う
に
「
シ
ビ
リ
ア
ン
が
不
適
切
な
遂
行
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
は
そ
れ
な
り

に
あ
る
」
倒
。
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
地
位
は
、
八

0
年
代
の
不
況
期
に
入
っ
て

さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
・
ワ
ル
ダ
ナ
経
済
調
整
相
に
よ
る
近
年
の
国

営
企
業
の
民
営
化
、
諸
手
続
き
の
簡
素
化

(
U叩
円
高
己
白
色

H
U
R
o
m己
由
民
O
己

は
、
既
得
利
権
の
行
使
に
よ
り
腐
敗
体
質
を
持
つ
現
体
制
を
改
め
、
よ
り
合
理

的
な
官
僚
制
の
制
度
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
乙
の
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。

無
論
、
乙
れ
ら
制
度
化
・
合
理
化
の
動
き
は
や
は
り
軟
性
国
家
の
体
内
か
ら

生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
限
界
を
持
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
制
度
化
合
ロ
師
丘
宮
民
自
色
F
N

由巳
O
ロ
)
」
が
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ま
す
ま

す
大
き
く
な
る
潮
流
で
あ
る
乙
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

註
記

(
1
)
W
・
ベ
リ
ョ
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
挫
折

l
l
世
銀
・

I
M
F
の
開
発
政
策

と
マ
ル
コ
ス
体
制
|
|
』
会
二
書
房
、
一
九
八
五
年
)
と
く
に
、
第

五
章
参
照
。

「
国
家
強
靭
性
(
間
四
件
担

E
Eロ
Z
8
5口
弘

H
Z白
神
宮
包
何
回

m
E
8
8
)」

(
2
)
 

と
は
、
一
九
七
一
年
の
全
国
知
事
会
で
行
わ
れ
た
「
国
防
治
安
面
で
の
近

代
化
促
進
」
と
題
す
る
国
防
治
安
相
報
告
に
初
め
て
現
わ
れ
、
一
九
七
八

年
の
「
国
策
の
大
綱

(
G
B
H
N〉」

K
正
式
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
国
家

強
靭
性
と
は
、
外
部
か
ら
の
強
い
圧
力
に
抗
し
て
乙
れ
に
耐
え
る
国
家
・

国
民
の
力
を
意
味
し
、
政
治
、
外
交
、
経
済
、
軍
事
な
ど
多
方
面
に
わ
た

っ
て
用
い
ら
れ
る
概
念
。
乙
の
「
強
靭
性
」
と
い
う
概
念
は
「
地
域
的
強

靭
性
(
河
内
w
包
自
色
同

2
5
8
2
)
」
と
し
て
、

A
S
E
A
N
の
公
用
概

念
に
も
な
っ
て
い
る
。

ハ3
)
同
・
切
・

ω
g
v
R
C仲
0
・N

円

qngsRhvsミ
也
、
逮

S
H
S
h同
旨
白
HRpb遺
品
、

』柑
S
と
お
宮
崎
・
。

ω同ω
-
H
M
W
R
S
5
2・。・
4
即日・

(
4
)
国
軍
が
国
防
・
治
安
の
み
な
ら
ず
社
会
・
政
治
的
役
割
を
も
果
し
て
い

く
と
す
る
概
念
。

(
5
)
日
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
『
ス
ハ
ル
ト
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
l
伝
統
と
近
代
化

の
ジ
レ
ン
マ

I
』
(
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
二
年
〉
第
七
章
、
一
五

一
l
一
七
四
頁
。

(
6
)
ス
カ
ル
ノ
末
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
「
反
帝
・
反
植
民
地
主
義
的
外

交
」
強
化
に
よ
る
「
マ
レ
ー
シ
ア
対
決
」
な
ど
に
よ
り
、
関
連
、
世
銀
、

I
M
F
か
ら
脱
退
。
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
た
。
詳
細
は
、

H
・
マ
ク
ド

ナ
ル
ド
、
前
掲
書
、
第
四
章
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
」
、
あ
る
い
は
、

M
・

リ
l
フ
ァ

l

『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
外
交
l
変
化
と
連
続
性
l
』
(
勤
草
書

房
、
一
九
八
五
年
)
、
第
四
章
「
対
決
か
ら
対
決
へ
』
を
参
照
。

(
7
)
乙
の
有
名
な
言
葉
は
、
ロ
曲
三
島
知
曲
目
目
。
ロ
・

aJE冊一回由同日同色白河

宮
色
白
自
色
同
宮
町
宮
島

8
2
5
冨曲目

Eng-
ョ

勾

S
官

5・

o
n
g
σ
R
H
2
0・
2
y
N
∞l
N
由・

8
|怠
・
に
由
来
し
て
い
る
。
彼
ら
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は
、
主
と
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
て
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
経
済
論
教
授
、

B
・
グ
ラ
ス
バ
ー
ナ
ー
ら
の
下
で
学
ん
だ
。

(
8
)
U同
44EHN白
H回

目

Oロ・。目
y
a
f
-
U匂・

Apo-AS・

(
9
)
こ
れ
ら
の
動
き
を
「
国
家
が
後
援
す
る
コ
l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
組
織
(
国

家
商
工
会
議
所
、
農
民
協
同
組
合
、
青
年
全
国
委
員
会
な
ど
)
を
背
景
と

し
た
『
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
国
家
構
造
』
目
指
し
て
い
た
」
と
す
る
解

釈
も
あ
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ャ

l
ド
・
ロ
ビ
ソ
ン
『
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
l
政
治
・
経
済
体
制
の
分
析
l
』
(
三
一
書
房
、
一
九
八
七
年
)
一

四
五
頁
参
照
。

(
叩
)
回
口
一
芯
?
の

04叩吋ロ百四ロ
S
】
の
吋
Oロ
HVOロ
目
白
色
。
白
叩
曲
目
白

UHの
の
ア
乙
の

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
援
助
国
(
か
つ
て
は
「
債
権
国
」
と
い
う
語
を
用
い
た
)

会
議
は
、
日
、
米
な
ど
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
援
助
供
与
主
要
国
と
世
銀
、

I

M
F
な
ど
の
国
際
機
関
で
構
成
さ
れ
る
機
関
で
、
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
援
助

額
を
決
め
る
。

(
日
)
胃
手
口
自
ケ
生
粋
(
土
着
)
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
。

(
ロ
〉
乙
れ
ら
企
業
グ
ル
ー
プ
の
事
業
内
容
、
お
よ
び
そ
の
性
格
、
パ
レ
ス

(
大
統
領
官
邸
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ャ
l
ド
・
ロ
ピ
ソ
ン
、
前

掲
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
!
政
治
・
経
済
体
制
の
分
析
l
』
の
第
九
章
お
よ
び

第
十
章
、
二
四
九
l
三
三
五
頁
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(日

)42--EHHFF仏門戸】叩・

a
ω
8
Z
R同0.mHロ向日
8
8
5
υ
同V
R凹
O白色

河
口

-
m
g晶
司

o-E口
白

-
Z
E
E位
g
m
¥
包

n
S
.
n
b
h
a
2
・

回∞(同
)
-
E
8
・
2
y
芯
l
∞0
・

(M巴
ω
S民田
E
n
H
E
g
g
s
-
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
中
央
統
計
局
、

一
九
八
二
年

卒論ダイジェスト

一
九
七
回
l

(
M
M
)
4
5
E
S
E
E
-
0
・。。・
n
?
?
g・

(路

)

Jロ門
YMロ
gH白
.
回
目
ロ
門
吉
田
可

E
-
u
g叩】
OUHHM四
ロ
件
。

ogm師

g
丘四吋

d
『

Oユ
品

切

g
w
〉
円

s
n
y包

NRNwahH喝
さ
同
町

s
s
a
t
q
同
時
唱
軸
亀
戸

包
∞
「
回
-

M
∞
-
E
Y
怠
lAFm-

と
く
に
、
国
営
企
業
と
特
定
の
貿
易
許

可
証
と
数
々
の
産
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
大
統
領
宮
殿
に
結
び
付
叫
り
て
い
る

強
力
な
家
父
長
主
義
的
紐
帯
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、

ζ

の
「
世
銀
報
血
己
の
要
約
は
、
邦
訳
と
し
て
、

R
・
ロ
ピ
ソ
ン
、
前
掲

書
、
第
一
一
章
の
「
世
銀
報
告
」
、
三
四
四
l
三
四
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

(
げ
)
木
村
宏
恒
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
開
発
と
軍
・
官
僚
国
家
〈
一
)
」
、

『
熊
本
法
学
』
第
三
八
号
、
(
熊
本
大
学
法
学
会
、
一
九
八
三
年
)
、
一
一
一
一

頁。

(叩国〉

4
2
5曲
目
】
[
広
島

-po同y
a
p
-
H
M・
三
|
芯
・

(mm)UOロ
色
品
開
・
何
百
語
尾
田

o
p
z
C
E
R
a
g丘
ロ
m
吾叩

Z
m者

o
a
z
h
切
号
E
E吋即位口

E
R釦ロ
m
g
g
H
E
g
g
s
-
s
b
h
s
a

hw挺
可
唱
司

H-H由∞
ω・目
yHMN∞・
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《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

「
未
完
の
革
命
」

|
政
治
と
革
命
の
あ
い
だ

l

と
し
て
の
人
民
中
国

革
命
は
ヤ
ヌ
ス
神
殿
の
扉
の
よ
う
に
、
二
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
の

顔
は
お
だ
や
か
な
表
情
を
も
っ
た
人
聞
の
顔
で
あ
り
、
そ
の
顔
は
革
命
を
夢
見

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
と
に
は
永
遠
の
静
け
さ
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
顔
は
、

悪
魔
の
よ
う
な
粗
野
な
表
情
を
し
て
い
る
。
魔
力
を
も
っ
た
乙
の
顔
に
は
、
あ

る
べ
き
展
望
も
幅
広
い
理
解
力
も
備
わ
っ
て
い
な
い
。

ー

l

ジ
ョ
ン
・
ダ
ン

は
じ
め
に

「
戦
争
と
革
命
が
二
十
世
紀
の
様
相
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
」
(
ハ
ン
ナ

・
ア
レ
ン
ト
)
と
い
わ
れ
る
時
代
に
お
い
て
「
革
命
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」

と
い
う
問
い
掛
り
は
多
く
の
学
者
の
関
心
を
引
き
、
そ
れ
故
に
革
命
に
関
す
る

文
献
の
数
は
汗
牛
充
棟
の
観
を
呈
す
る
ば
か
り
に
存
在
す
る
。
し
か
し
ソ
連
あ

る
い
は
中
国
に
お
け
る
革
命
後
社
会
の
状
況
に
よ
り
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て

丸

山

朗

(
リ
コ
l
電
子
デ
バ
イ
ス
事
業
部
営
業
部
)

革
命
を
論
じ
る
事
は
時
代
遅
れ
か
、
さ
も
な
く
ば
，
好
ま
し
か
ら
ざ
る
'
乙
と

の
よ
う
に
恩
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
現
代
ほ
ど
政
治
が
毛
嫌
い
さ

れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
確
か
に
日
々
、
派
閥
闘
争
に
あ
け
く
れ
て
い
る
政
治

家
た
ち
は
、
「
う
す
ぎ
た
な
く
、
油
断
の
な
ら
忽
い
、
人
を
だ
ま
す
乙
と
に
の

み
長
じ
た
、
無
原
則
、
妥
協
に
あ
け
く
れ
る
非
知
性
的
な
人
間
で
あ
る
」
よ
う

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ろ
ど
ろ
と
捉
え
ど
乙
ろ
の
な
い
、
ま
た
遅
々
と

し
て
進
ま
な
い
国
会
の
審
議
な
ど
も
人
々
に
政
治
に
対
す
る
不
信
感
を
与
え
て

い
る
。
更
に
最
近
の
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
人
々
は
日
常
生
活
で
発
生

す
る
諸
問
題
に
た
い
し
て
政
治
的
解
決
よ
り
も
技
術
的
解
決
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
核
兵
器
の
脅
威
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
保
持
す
る
国
家
聞

に
存
在
す
る
不
信
感
を
取
り
除
き
、
以
て
核
の
削
減
を
図
ろ
う
と
い
う
極
め
て

政
治
的
な
努
力
よ
り
も
、

S
D
ー
と
い
う
、
，
死
の
兵
器
'
か
ら
人
々
を
救
う

，
生
の
兵
器
'
の
開
発
に
努
力
し
て
い
る
の
は
(
そ
の
本
質
が
新
し
い
レ
ベ
ル

の
ハ
イ
テ
ク
化
に
狙
い
が
あ
ろ
う
と
も
)
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

-卯一



卒論ダイジェスト

乙
の
よ
う
に
政
治
と
革
命
が
共
に
毛
嫌
い
さ
れ
非
難
さ
れ
て
い
る
の
に
は
何

か
相
い
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
永
井
陽
之
助
氏
が
そ
の
「
政

治
的
人
間
」
(
『
柔
構
造
社
会
と
暴
力
』
所
収
、
一
九
七
一
年
)
の
な
か
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
代
人
の
政
治
へ
の
不
信
は
、
じ
つ
は
政
治
へ
の

過
信
の
う
ら
が
え
し
で
あ
る
乙
と
に
気
付
か
な
い
」
の
で
あ
る
。
全
て
の
社
会

問
題
が
政
治
的
手
段
で
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
革
命
に
よ

っ
て
も
全
て
の
社
会
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
乙
の
政
治
と
革
命
と
の
あ
い
だ
の
距
隊
と
い
う
の
は
実
は
極
め

て
速
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
政
治
と
は
、
永
井
氏
の
定
義
に
従
え
ば
「
古
い

慣
習
や
伝
統
の
力
で
は
も
は
や
利
害
の
統
合
が
不
可
能
に
な
る
程
度
に
、
個
人

や
グ
ル
ー
プ
の
利
益
の
分
化
が
進
行
し
た
社
会
に
お
い
て
、
単
独
者
の
怒
意
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
不
当
な
実
力
行
使
に
よ
ら
ず
、
不
断
の
利
益
の
調
整
を
行
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
乙
ろ
で
は
、
ど
乙
で
も
必
要
と
な
る
人
間
活
動
で
あ
り
、

『
わ
ざ
』
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
各
人
そ
の
顔
か
た
ち
が
少
し
ず
つ
異
な
っ

て
い
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
感
、
も
の
の
考
え
方
、
晴
好
も
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
事
柄
X
K対
す
る
各
自
の
真
理
A
B
C
も
、
我
々

が
生
き
て
い
る
乙
の
世
界
に
お
い
て
は
単
に
X
K
関
す
る
意
見
A
B
C
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
乙
と
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
別
れ
道
に
さ
し
か
か
っ

た
時
、
あ
る
人
は
右
乙
そ
が
正
し
い
道
で
あ
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
別
の
人
は
左
の
道
乙
そ
が
我
々
の
目
指
す
べ
き
道
で
あ
る
と
考
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
人
聞
は
単
独
で
は
生
き
て
い
く
乙
と
が
で
き
ず
、
互
い
に
共

生
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
る
以
上
、
当
然
そ
と
に
は
葛
藤
、
紛
争
、

困
難
と
い
っ
た
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
選
ん
だ
道
を
勝
手

に
進
ん
で
い
く
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
共
生
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
以
上
、
そ
の
二
つ
の
道
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
か
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
別

の
道
を
探
す
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
政
治
と
は
討
論
・
説
得
、

駆
け
引
き
・
ハ
ッ
タ
リ
、
妥
協
、
買
収
、
義
理
・
人
情
の
結
び
つ
き
、
と
も
か

く
人
聞
を
動
か
す
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
存
在

の
地
底
か
ら
湧
き
出
る
「
紛
争
」
を
「
回
避
」
「
無
視
」
「
折
衝
」
「
妥
協
」

「
抑
止
」
「
対
決
」
と
い
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
と
う
と
す
る
「
わ

ざ
」
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
政
治
は
諸
個
人
聞
の
利
害
の
葛
藤
状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
革
命
と
は
諸
個
人
閣
の
利
害
の
一
致
を
そ
の
基
本
的
性
格
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
中
国
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
見
て
い
く
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
同
じ
人
聞
の
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、
政
治
と
革
命
と
は
全
く
正
反
対
と
い
っ
て
よ
い
程
の
違
い
が
存
在

し
、
革
命
と
は
政
治
の
極
め
て
特
殊
な
、
社
会
を
構
成
し
て
い
る
の
が
様
々
な

価
値
観
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
点
か
'
り
す
れ
ば
、
む
し
ろ

異
常
と
も
い
え
る
現
象
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
一
九
四
九
年
の
中
国
革
命
を
取
り
上
げ
て
、
「
異
常
な
」
現
象

で
あ
る
革
命
を
通
し
て
「
正
常
な
」
状
態
で
あ
る
政
治
的
状
況
を
考
察
し
て
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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序
、
革
命
の
理
念

a
M
N
2
0】
口
広

8
.
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
天
文
学
上
の
用
語
で
、
車
輸

の
一
回
転
と
い
う
ど
と
く
に
完
全
に
ぐ
る
り
と
廻
る
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ギ
リ
シ
ャ
及
び
ロ

1
7
人
の
文
明
の
中
に
あ
っ
た
極
め
て
古
い
概
念
、
却



「未完の革命jとしての人民中国

ち
回
帰
的
な
文
化
の
循
環
を
現
し
て
い
た
。
そ
れ
が
今
日
意
味
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
つ
ま
り
人
聞
社
会
に
お
け
る
漸
進
的
改
善
と
い
う
考
え
、
人
聞
の
運
命

を
素
晴
ら
し
く
改
良
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一

七
世
紀
に
始
ま
り
一
八
世
紀
の
末
年
に
頂
点
に
達
し
た
と
乙
ろ
の
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
実
の
革
命
の
結
果
で
あ
っ
た
。
乙
の
と

と
は
乙
の
時
期
に
伝
統
的
な
社
会
変
動
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
り
、
進
歩
の

概
念
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
。

エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ

l
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
自
分
た
ち
の

存
在
を
形
成
す
る
種
々
の
力
を
自
己
の
外
部
に
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
「
た
と

え
私
達
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
が
、
能
力
・
性
格
・
風
釆
・
健
康
と
い
っ
た
よ

う
な
個
人
的
性
質
か
ら
生
じ
て
い
る
乙
と
が
明
ら
か
な
時
で
さ
え
も
、
す
べ
て

の
原
因
を
、
自
分
以
外
の
も
の
に
求
め
る
傾
向
は
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
」
そ

れ
ゆ
え
現
在
の
社
会
的
な
不
平
等
や
不
公
平
、
さ
ら
に
は
貧
困
と
い
っ
た
も
の

の
全
て
を
旧
秩
序
の
本
質
的
状
態
で
あ
る
と
考
え
る
乙
と
は
容
易
な
の
で
あ
る
。

乙
乙
に
お
い
て
旧
秩
序
の
根
本
的
変
革
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
社
会
正
義
」
の
実
現
に
向
か
っ
て
の
飛
躍
な
の
で
あ
っ
た
。

旧
秩
序
に
お
い
て
平
和
的
に
社
会
変
革
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
多
く
の
努
力

が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
結
果
、
た
と
え
暴
力
を
用
い
て
も
「
悪
し
き
」
旧
秩
序

を
破
壊
し
、
新
た
な
る
輝
か
し
い
秩
序
を
創
設
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
り
、
以

て
究
極
の
社
会
た
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
乙
の
世
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
念
、
つ

ま
り
社
会
正
義
の
革
命
的
成
就
と
い
う
理
念
が
近
代
に
お
砂
る
全
て
の
革
命
に

絶
え
ず
付
き
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
革
命
の
先
駆
を
な
し
た
一
七
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
指
導
者
た
ち
は
、
自
分
が
携
わ
っ
て
い
る
の
は
「
わ
れ
わ

れ
の
聞
に
新
た
な
る
天
地
の
種
子
を
ま
く
偉
大
な
事
業
で
あ
り
、
そ
し
て
偉
大

な
事
業
に
は
大
い
な
る
試
練
が
つ
き
ま
と
う
」
と
信
じ
て
い
た
。
ま
た
フ
ラ
ン

ス
革
命
は
西
欧
の
大
多
数
の
人
々
か
ら
み
る
と
、
「
偉
大
な
良
い
乙
と
な
の
で

あ
り
、
人
類
が
現
世
に
お
け
る
よ
り
よ
い
生
活
へ
と
前
進
し
て
い
く
途
上
の
一

里
塚
」
な
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
点
に
近
代
革
命
を
特
徴
づ
け
る
全
て
の
源
流
が

見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

中
国
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
の
天
命
思
想
に
基
づ
く
革
命
思
想
は
存
在
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
思
想
に
も
と
づ
く
「
革
命
」
は
完
全
な
意
味
の
復
古
で

あ
り
王
朝
の
栄
枯
盛
衰
に
よ
る
権
力
者
の
交
代
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
に

過
ぎ
ず
、
社
会
を
「
輝
け
る
未
来
」
に
む
か
つ
て
根
本
的
に
変
革
す
る
と
い
う

意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
社
会
の
根
本
的
変

革
を
意
味
す
る

a
m
2
0
Z丘
O
ロ
趨
と
し
て
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
太
平
天

国
革
命
を
挙
げ
る
乙
と
が
出
来
よ
う
。
太
平
天
国
の
描
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
革

新
的
な
思
想
家
た
ち
に
、
有
形
無
形
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、

康
有
為
、
孫
文
ら
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
は
受
け
継
が
れ
毛
-
沢
東
に
よ
っ
て
そ
れ

が
頂
点
に
達
し
た
と
一
一
言
守
え
よ
う
。
そ
れ
は
毛
沢
東
の
次
の
言
葉
に
端
的
に
現
れ

て
い
る
@

「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
政
治
的
に
圧
迫
を
う
け
、
経
済
的
に
搾
取
を
う
け
て
い

る
中
国
を
、
政
治
的
に
自
由
な
、
経
済
的
に
繁
栄
す
る
中
固
に
た
ち
か
え
よ
う

と
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
旧
い
文
化
の
支
配
に
よ
っ
て
恩
昧
に
さ
れ
、
た
ち

お
く
れ
て
し
ま
っ
た
中
国
を
、
新
し
い
文
化
の
支
配
に
よ
っ
て
、
文
明
の
進
ん

だ
中
国
に
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

放
に
毛
沢
東
に
よ
る
一
九
四
九
年
の
革
命
は
、
ま
さ
に
ニ
十
世
紀
を
特
徴
づ

け
る
戦
争
と
革
命
に
そ
の
名
を
連
ね
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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て
革
命
へ
と
至
る
道

卒論ダイジェスト

a
、
国
民
党
統
治
下
の
中
国
情
勢

様
々
な
価
値
感
・
も
の
の
考
え
方
を
も
っ
た
人
々
が
、
一
致
団
結
し
て
あ
る

行
為
を
成
そ
う
と
す
る
に
至
る
時
、
そ
と
に
は
彼
ら
の
価
値
感
・
も
の
の
考
え

方
の
違
い
を
越
え
て
彼
ら
を
そ
の
行
動
に
結
び
つ
け
る
何
か
が
存
在
す
る
。
暴

力
は
最
も
手
っ
取
り
早
く
か
っ
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
@
し
か
し
な
が
ら
暴
力

に
よ
っ
て
で
は
積
極
的
な
参
加
は
望
め
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
強
制
で
あ

り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
の
域
を
で
な
い
。
革
命
の
よ
う
に
人
々
が
自
発
的
に
お
る
行
為

を
成
そ
う
と
す
る
時
、
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
の
は
希
望
・
未
来
・
憎
悪
・
不
満

と
い
っ
た
人
間
存
在
に
固
有
の
感
情
に
同
意
・
共
感
・
同
情
し
た
と
き
で
あ
る
。

国
民
党
統
治
下
の
中
国
に
お
い
て
人
々
を
結
び
つ
け
た
粋
に
は
ふ
た
つ
あ
る
。

一
つ
は
封
建
的
な
農
業
社
会
構
造
、
帝
国
主
義
の
政
治
的
・
経
済
的
浸
透
、
さ

ら
に
支
配
体
制
側
の
国
民
党
の
圧
政
・
財
政
破
綻
・
腐
敗
な
ど
に
対
す
る
不
満

.
憎
悪
で
あ
る
。

中
国
人
口
の
八
割
を
占
め
る
農
村
は
、
長
い
あ
い
だ
無
知
と
貧
困
に
閉
ざ
さ

れ
て
お
り
、
「
所
に
よ
っ
て
は
、
農
村
住
民
の
状
態
は
、
丁
度
首
だ
け
出
し
て

い
つ
ま
で
も
水
中
に
立
た
さ
れ
た
人
の
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
漣
が

た
て
ば
溺
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
よ
り
ほ
か
な
い
」

(
R
・
H
・
卜
l
ニ
l
)
の

で
あ
っ
た
。
地
主
の
取
り
立
て
る
小
作
料
は
殆
ど
の
場
合
、
収
穫
の
五
割
を
越

え
、
そ
の
ほ
か
に
労
役
や
鶏
な
ど
の
献
上
品
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
端
境

期
に
食
い
つ
な
ぎ
の
穀
物
を
借
り
れ
ば
、
年
利
に
し
て
五

O
か
ら
八

O
パ
ー
セ

ン
ト
も
の
利
息
を
取
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
一
一
年
の
清
朝
の
終
駕

と
一
九
一
二
年
の
共
和
制
の
宣
言
と
は
、
真
の
権
力
者
が
地
方
の
総
督
の
手
に

移
っ
た
と
い
う
事
実
を
間
接
的
立
憲
的
に
承
認
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
く
、
辛
亥

革
命
以
後
の
中
国
農
村
は
む
し
ろ
軍
聞
の
封
建
的
支
配
の
土
台
と
な
っ
て
い
た
。

軍
闘
の
徴
収
す
る
土
地
税
は
、
彼
ら
の
戦
費
調
達
の
た
め
数
年
先
ま
で
先
取
り

さ
れ
て
お
ち
、
こ
の
よ
う
な
高
租
、
重
利
に
加
え
過
酷
で
雑
多
な
税
金
は
小
農

経
済
を
大
量
に
破
産
さ
せ
、
多
く
の
農
民
を
負
債
に
縛
り
つ
け
、
遂
に
は
土
地

を
借
り
る
能
力
す
ら
な
く
し
、
故
郷
を
捨
て
て
出
稼
ぎ
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
し
た
の
で
あ
り
、
農
民
の
子
供
た
ち
が
借
金
の
か
た
に
売
り
払
わ
れ
て
い
く

乙
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

抗
日
戦
争
勝
利
の
結
果
、
日
本
企
業
等
の
接
収
に
よ
る
膨
大
な
国
家
資
本
の

独
占
、
つ
ま
り
国
家
の
直
接
的
生
産
活
動
へ
の
介
入
は
、
そ
れ
を
テ
コ
に
し
た

急
速
な
民
族
経
済
の
発
展
水
準
の
引
き
上
げ
と
国
民
経
済
的
編
成
と
い
う
可
能

性
を
増
大
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
国
民
政
府
の

指
導
下
に
英
米
流
の
資
本
主
義
化
を
夢
見
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何
ら
経
済

的
裏
付
け
の
な
い
ま
ま
に
始
め
ら
れ
た
内
戦
の
結
呆
、
抗
日
時
期
の
財
政
危
機

を
克
服
で
き
ず
、
む
し
ろ
軍
事
支
出
の
増
大
に
よ
る
財
政
破
綻
を
一
一
層
深
化
さ

せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
軍
事
支
出
を
中
心
と
す
る
膨
大
な
財
政
赤
字
を
支
え
て

い
た
も
の
が
、
約
五

O
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
借
款
あ
る

い
は
援
助
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
財
政
赤
字
を
補
填
す
べ
く
発
行
さ
れ
た

法
幣
は
驚
く
べ
き
勢
い
で
膨
張
し
て
い
っ
た
。
乙
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
援
助
も

「
焼
け
石
に
水
」
で
あ
り
、
経
済
界
は
混
乱
し
、
国
民
党
の
支
配
す
る
大
都
会

で
は
失
業
者
が
巷
に
溢
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
救
済
の
た
め
に
国
民
党
政
府

は
何
ら
の
対
策
も
立
て
な
か
っ
た
。
飢
え
を
前
に
し
て
「
米
よ
乙
せ
」
デ
モ
を

行
う
民
衆
に
対
し
、
内
戦
の
継
続
を
叫
び
弾
圧
を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

政
治
的
に
も
「
清
朝
皇
帝
の
内
閣
総
理
大
臣
」
嚢
世
凱
が
、
そ
の
ま
ま
民
国
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の
最
高
権
力
を
握
っ
た
乙
と
は
、
そ
の
後
の
「
民
の
国
」
の
運
命
を
象
徴
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
蓑
世
凱
は
懐
柔
、
脅
迫
、
監
禁
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
介

し
て
、
そ
の
独
裁
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
辛
亥
革
命
が
も
た
ら
し
た
民
主

主
義
の
「
光
明
」
は
全
て
消
し
去
ら
れ
、
反
動
復
古
の
風
潮
が
全
国
を
支
配
し

た
。
人
々
は
乙
れ
を
「
暗
黒
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

嚢
世
凱
亡
き
後
の
政
治
世
界
は
、
北
洋
軍
閥
の
後
継
者
が
覇
を
争
い
軍
閥
混

戦
が
続
き
、
中
国
政
治
は
泥
沼
へ
と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
中
国
を
支
配
し
た
蒋
介
石
も
ま
た
、
金
と
権
力
に
よ
っ
て
衰
世
凱
に

劣
ら
な
い
政
治
を
行
っ
た
。
反
対
勢
力
弾
圧
の
た
め
に
、
「
暫
定
反
革
命
治
罪

法
」
「
危
害
民
国
緊
急
治
罪
法
」
「
出
版
法
」
な
ど
が
交
付
さ
れ
、
政
府
に
対

す
る
批
判
、
抗
議
は
全
て
共
産
党
の
煽
動
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
、
「
ア
カ
狩

り
」
の
対
象
に
な
っ
た
。
ま
た
地
主
の
武
装
勢
力
で
あ
る
民
団
が
、
保
安
隊
に

改
編
さ
れ
て
国
民
党
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
農
民
の
反
抗
は
徹
底
的
に
抑
え
乙

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
、
中
国
市
民
と
知
識
人
の
閣
で
の

抗
日
運
動
が
発
展
し
、
西
安
事
変
を
転
機
と
し
て
国
共
合
作
が
実
現
し
た
。
日

本
降
伏
後
も
内
戦
の
不
拡
大
と
「
和
平
建
国
」
を
望
む
毛
沢
東
の
呼
び
掛
け
に

よ
っ
て
国
共
調
整
の
た
め
の
会
議
が
聞
か
れ
、
一
九
四
六
年
一
月
、
国
共
間
に

停
戦
協
定
が
成
立
、
同
じ
自
に
政
治
協
商
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
乙
れ
は
ニ

0

年
間
に
わ
た
っ
て
中
国
を
支
配
し
て
き
た
国
民
党
の
一
党
独
裁
を
や
め
さ
せ
、

共
産
党
を
含
め
て
各
党
・
各
派
連
立
の
新
政
府
を
樹
立
し
、
憲
法
制
定
の
国
民

大
会
を
向
く
乙
と
で
立
憲
政
治
に
確
立
を
決
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
全
国
民
の
熱
い
期
待
に
も
拘
ら
ず
、
政
治
協
商
会
議
の
諸
決
議
は
国

民
党
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
共
産
党
員
、
民
主

同
盟
員
及
び
全
て
の
民
主
人
士
に
対
す
る
公
然
・
非
公
然
の
国
民
党
の
圧
迫
は

ま
さ
に
気
遣
い
じ
み
た
も
の
で
あ
り
、
テ
ロ
が
日
常
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
国
民
党
の
力
に
よ
る
政
策
と
そ
の
無
能
さ
は
、
中
国
農
民
を

は
じ
め
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
知
識
人
た
ち
に
対
し
て
「
反
国
民
党
」
と
い

う
感
情
を
抱
か
せ
、
人
々
を
統
一
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ッ
ク

・
ホ
ッ
フ

7
1
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
憎
悪
は
あ
ら
ゆ
る
統
一
の
動
因
の

な
か
で
も
も
っ
と
も
容
易
に
受
砂
入
れ
ら
れ
、
ま
た
包
容
力
の
広
い
も
の
で
あ

る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
民
衆
が
「
反
国
民
党
」
と
い
う
感
情
を
共
有
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
統
一
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
統
一
を
生
み
出
す
温
床
で
あ
っ
て
、
序
で
述
べ
た
革
命
の
理
念
|

l
社
会

正
義
の
革
命
的
成
就
と
い
う
理
念
ー
ー
と
結
び
つ
く
乙
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人

々
を
真
に
統
一
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
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b
、
毛
沢
東
の
勝
利

国
民
党
統
治
下
の
中
国
に
お
い
て
人
々
を
結
び
つ
け
た
も
う
一
つ
の
鮮
は
、

中
国
共
産
党
の
提
示
す
る
希
望
、
未
来
で
あ
っ
た
。
共
産
党
の
成
功
の
多
く
は

「
軍
事
的
戦
略
と
政
治
的
戦
略
を
巧
み
に
結
合
し
た
乙
と
、
乙
と
に
新
し
い
地

域
を
軍
事
的
に
占
領
す
る
と
機
を
失
せ
ず
土
地
革
命
を
お
乙
な
っ
た
乙
と
に
帰

せ
ら
れ
る
」
(
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ボ
l
ル
)
。
当
時
の
農
業
社
会
的
諸
関
係
に
苦

し
め
ら
れ
て
い
た
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
土
豪
劣
紳
や
悪
徳
地
主
な
ど
の
郷
紳

階
級
が
打
倒
さ
れ
た
の
ち
に
自
分
の
土
地
が
持
て
る
と
い
う
乙
と
が
最
大
の
希

望
で
あ
り
、
そ
の
希
望
を
か
な
え
て
く
れ
る
中
国
共
産
党
は
ま
さ
に
「
救
い
の

星
」
で
あ
っ
た
。

具
体
的
な
土
地
革
命
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヒ
ン
ト
ン
『
翻



卒論ダイジェスト

身
』
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ル
デ
ン
『
中
国
は
世
界
を
ゆ
る
が
す
』
な
ど
、
す
で
に

内
外
に
お
い
て
相
当
の
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
そ
れ
ら
ど
の
著
作
も
、

当
時
の
土
地
革
命
の
状
況
が
非
常
に
熱
狂
的
に
行
わ
れ
て
い
た
乙
と
を
あ
り
あ

り
と
伝
え
て
い
る
。

「
次
か
ら
次
へ
と
農
民
が
台
に
上
っ
て
、
林
伝
亨
(
そ
の
地
方
の
最
大
の
ボ
ス

地
主
、
引
用
者
)
の
暴
虐
な
行
為
や
悪
錬
な
搾
取
を
告
発
し
、
地
主
支
配
下
の

苦
し
み
を
訴
え
た
。
宙
吊
り
に
さ
れ
て
ぶ
た
れ
た
と
と
、
村
か
ら
追
わ
れ
て
福

州
で
人
力
車
引
き
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
乙
と
、
息
子
が
惨
殺
さ
れ
た
乙
と
、

な
ど
が
農
民
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
。
息
子
を
殺
さ
れ
た
孤
独
な
老
人
、
伝
応
は

語
り
出
す
と
、
涙
が
あ
ふ
れ
だ
し
、
し
ま
い
に
は
体
中
の
怒
り
を
ζ

ら
え
き
れ

な
く
な
っ
て
、
先
の
ま
が
っ
た
杖
で
林
伝
亨
に
打
ち
か
か
ろ
う
と
し
た
。
会
場

は
騒
然
と
な
っ
た
。
会
場
じ
ゅ
う
の
人
の
顔
に
も
キ
ラ
リ
と
涙
が
ひ
か
り
、
叫

び
な
が
ら
台
の
前
に
す
す
み
で
て
、
声
高
く
さ
け
ん
だ
。

『
な
ぐ
れ
。
な
ぐ
れ
』

『
生
き
な
が
ら
に
ぶ
ち
殺
し
て
や
れ
』

民
兵
・
幹
部
・
工
作
隊
が
、
あ
わ
て
て
、
怒
り
を
お
さ
え
き
れ
な
い
群
衆
を

お
し
と
ど
め
た
」
(
吉
沢
南
『
個
と
共
同
性
』
、
一
九
八
七
年
)
。

以
上
の
よ
う
な
熱
狂
的
な
「
闘
争
大
会
」
は
、
解
放
後
も
各
地
で
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
よ
う
な
大
衆
運
動
H

「
憎
悪
と
執
念
の
政

治
体
系
」
を
農
村
に
導
入
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
共
産
党
は
農
民
を
自
ら
の
側
に

組
織
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

自
ら
も
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
し
て
世
界
に
名
を
馳
せ
た
リ
チ
ャ

i
ド
・
ニ
ク

ソ
ン
は
、
そ
の
著
『
指
導
者
と
は
』
に
お
い
て
指
導
者
の
条
件
の
一
つ
と
し
て

次
の
乙
と
を
挙
げ
て
い
る
。

「
人
聞
は
、
理
屈
に
よ
っ
て
納
得
す
る
が
、
感
情
に
よ
っ
て
動
く
。
指
導
者
は
、

人
々
を
納
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
動
か
さ
な
H

り
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

中
国
の
農
村
に
お
い
て
、
共
産
党
の
指
導
者
た
ち
は
、
ま
さ
に
農
民
の
感
情

に
火
を
つ
け
、
燃
え
上
が
ら
せ
る
ζ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
た

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
は
革
命
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
よ
う
に
恩

わ
れ
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
革
命
は
常
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
を
生
み
出

す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
革
命
は
た
だ
人
々
が
不
満
を
抱
い
て
い
る
だ
け
で
発

生
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
革
命
家
の
陰
謀
に
よ
っ
て
起
乙
る
も
の
で
も
な
く
、

革
命
家
は
人
々
が
不
満
を
抱
い
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
種
を
蒔
き
巧
妙
に
庭

作
り
を
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
共
産
党
が
広
範
な
支
配
地
域
を
確
立
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
は
、
抗
日

戦
争
の
お
か
げ
で
大
衆
動
員
が
可
能
に
な
っ
た
と
と
に
も
大
き
く
因
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
農
村
に
と
っ
て
侵
略
軍
の
国
籍
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
乙

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
共
産
党
の
支
配
下
に
あ
っ
た
農
村
で

の
破
壊
活
動
に
お
い
て
は
、
国
民
党
軍
は
日
本
軍
以
上
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
日

本
軍
が
国
民
党
軍
に
勝
っ
て
い
た
の
は
、
行
動
の
無
法
さ
よ
り
も
効
率
の
よ
さ

と
徹
底
ぶ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
地
方
一
帯
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う

次
の
嘗
え
話
は
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

「
柿
の
実
の
熟
す
る
頃
、
八
路
軍
の
討
伐
に
出
た
日
本
軍
が
村
を
通
過
す
る
と
、

枝
も
た
わ
む
ほ
ど
な
っ
て
い
た
そ
の
村
の
柿
の
実
を
、
一
つ
残
ら
ず
叩
き
お
と

し
て
食
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
の
上
、
鶏
小
屋
の
鶏
も
一
羽
の
乙
ら
ず
盗
ん
で
持

っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

保
安
隊
の
兵
隊
が
村
を
通
過
す
る
と
、
も
ち
ろ
ん
柿
の
実
も
鶏
も
み
な
き
れ

い
に
食
べ
て
し
ま
っ
た
上
に
、
柿
の
木
を
切
り
倒
し
鶏
小
屋
も
乙
わ
し
て
、
自
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分
た
ち
の
燃
料
に
す
る
た
め
に
引
っ
か
つ
い
で
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

八
路
軍
が
村
に
入
っ
て
く
る
と
、
熟
し
て
道
に
落
ち
て
い
る
柿
の
実
も
、
踏

み
潰
さ
ず
に
、
ち
ゃ
ん
と
拾
っ
て
道
端
に
並
べ
て
お
い
て
く
れ
る
し
、
鶏
小
屋

を
見
回
っ
て
、
も
し
破
れ
た
鶏
小
屋
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
の
破
れ
た
と
乙
ろ
を
修

繕
し
て
、
村
を
出
て
い
く
・
・
・
」
(
山
本
市
郎
『
北
京
三
十
五
年
』
〉

と
う
し
た
紅
軍
の
規
律
を
定
め
た
も
の
が
有
名
な
コ
一
一
大
規
律
・
八
項
注
意
」

で
あ
っ
た
。
一
見
あ
り
ふ
れ
た
内
容
で
は
あ
る
が
「
悪
い
乙
と
ば
か
り
を
す
る

政
府
や
特
務
や
軍
隊
に
取
り
巻
か
れ
て
生
活
し
て
い
る
当
時
の
彼
ら
〔
北
京
市

民
、
引
用
者
〕
に
と
っ
て
は
、
何
を
取
り
立
て
て
よ
い
乙
と
を
し
な
く
て
も
、

た
だ
悪
い
乙
と
さ
え
し
な
い
人
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
天
下
無
類
の
と
び
き
り
上

等
の
人
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
紅
軍
の
礼
儀
正
し
さ
は
ま
さ
に
画

期
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
乙
れ
ら
紅
軍
の
規
律
規
則
は
、
非
常
に
具
体
的

で
理
解
し
易
く
、
安
直
に
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
紅
軍
の
兵
士
の
大
半

は
無
学
文
盲
で
あ
っ
た
か
ら
、
高
踏
深
遠
な
理
念
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
は

る
か
に
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
点
に
、
毛
沢
東
の
政
治
的
聡

明
さ
を
垣
間
見
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
毛
沢
東
は
政
策
を
す
べ
て
簡
単
な
分
か

り
ゃ
す
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
形
で
常
に
大
衆
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
乙
れ

は
建
国
後
の
政
治
過
程
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
く
と
と
に
な
る
。
大
衆
運

動
に
お
い
て
は
難
し
い
理
論
や
理
念
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
む
し

ろ
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
「
秩
歌
」
(
田
植
え
歌
)
と
い
っ
た
直
接
視
覚
、
聴
覚
と
い

っ
た
も
の
に
訴
え
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
ζ

と
を
毛
沢
東
自
身
心
得
て
い
た

の
で
あ
る
。
乙
の
時
期
の
毛
沢
東
は
、
何
よ
り
も
各
階
級
の
結
束
に
よ
る
統
一

戦
線
を
乙
そ
最
も
重
要
な
任
務
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
は
二
の

次
で
あ
っ
た
。
乙
の
よ
う
な
毛
沢
東
の
革
命
構
想
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的

一
党
独
裁
に
対
す
る
知
識
人
や
民
主
諸
党
派
、
主
ら
に
は
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
不
安
と
動
揺
を
解
消
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ
り
、
彼
ら
を
革
命
の
側
に
組

織
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

ニ
、
中
華
人
民
共
和
国
の
建
設
と
苦
悩

a
、
革
命
と
「
恐
怖
政
治
」

「
革
命
は
、
確
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
で
も
最
も
権
威
主
義
的
な
事
柄

で
あ
る
。
革
命
は
住
民
の
一
部
分
に
対
し
て
、
銃
や
銃
剣
や
大
砲
を
手
段
と
し

て
、
即
ち
、
お
よ
そ
あ
り
得
る
限
り
の
権
威
的
な
手
段
に
よ
っ
て
自
分
の
意
志

を
押
し
つ
け
る
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
勝
利
し
た
党
派
が
自
己
の
闘
争
を
無

駄
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ
の
武
器
が
反
動
家
た
ち
に
引
き

起
こ
す
恐
怖
に
よ
っ
て
乙
の
支
配
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
エ
ン
ゲ

ル
ス
)
。

ニ
十
世
紀
の
革
命
は
、
社
会
正
義
の
実
現
に
向
か
っ
て
の
飛
躍
で
あ
る
と
い

う
そ
の
理
念
に
も
拘
ら
ず
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
乙

の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
恐
怖
政
治
」

な
る
現
象
を
伴
っ
た
。
革
命
と
は
諸
個
人
閣
の
利
害
の
葛
藤
が
消
滅
し
、
人
々

は
一
つ
の
肉
体
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
特
殊
な
状
態
で
あ
る
。
人
々

を
統
一
に
導
い
た
の
は
「
不
正
義
」
に
満
ち
た
旧
秩
序
を
打
倒
す
る
と
い
う
理

念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
旧
秩
序
を
打
倒
し
た
後
に
は
、
も
は
や
統
一
の
動

因
と
は
な
り
え
な
く
な
る
。
革
命
に
際
し
て
人
冷
が
共
有
し
て
い
た
希
望
・
未

来
の
構
想
も
、
大
義
名
分
と
し
て
は
充
分
で
あ
る
が
実
際
に
そ
れ
を
乙
の
世
に

実
現
し
よ
う
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
過
ぎ
た
。
乙
乙
に
お
い
て
革
命
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が
そ
の
特
徴
と
す
る
利
害
の
一
致
と
い
う
状
況
は
消
滅
し
、
再
び
利
害
の
葛
藤

状
況
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
革
命
を
「
新
た
な
る
天
地
の
種
を
ま
く
偉

大
な
事
業
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
革
命
家
た
ち
に
と
っ
て
、
自
ら
の
側
に
同

調
し
な
い
人
々
は
「
反
革
命
」
で
あ
り
、
た
と
え
暴
力
を
用
い
て
も
葬
り
去
ら

な
H

り
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
乙
の
「
恐
怖
政
治
」
は
幾
百
万

の
人
聞
を
不
正
義
と
圧
政
と
の
恐
怖
の
中
へ
陥
れ
、
ま
た
善
良
な
人
間
な
ら
ば

滅
多
に
受
砂
る
筈
の
な
い
よ
う
な
苦
痛
の
中
へ
陥
れ
た
。
中
国
に
お
い
て
も
ま

た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
毛
沢
東
が
採
っ
た
の
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言

っ
た
よ
う
な
銃
や
銃
剣
、
さ
ら
に
は
大
砲
で
も
な
か
っ
た
。

b
、
毛
沢
東
政
治
に
お
け
る
「
道
徳
主
義
」

J
-
K
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
は
毛
沢
東
の
思
想
的
立
場
を
「
主
意
主
義
」
と
「

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
大
衆
の
意
志
は
、
一
た
び
刺
激

さ
れ
る
と
、
す
べ
て
を
征
服
す
る
乙
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。

「
毛
沢
東
は
ま
た
ル
ソ
l
主
義
と
中
国
の
古
典
、
特
に
孟
子
に
見
え
る
道
徳
的

自
己
修
養
と
の
聞
に
幾
分
か
類
似
す
る
も
の
l
l
す
べ
て
の
人
の
本
性
は
善
で

あ
り
、
教
育
に
よ
っ
て
の
み
善
な
る
性
を
具
体
化
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
と
い

う
考
え
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
倫
理
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
と
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
道
徳
的
な
権
威
は
す
べ
て
の
ひ
と
の
環
境
を
超

克
し
大
衆
を
変
革
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
ー
ー
か
ら
栄
養
を
得
て

い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
乙
と
か
ら
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
は
中
国
共
産
党
花
見
ら

れ
る
伝
統
的
な
ニ
つ
の
見
方
を
紹
介
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
対
比
的

類
型
を
行
っ
て
い
る
。

(
ル
ソ

1
〉
↓
李
大
剣
↓
毛
沢
東
の
系
譜

「
歴
史
は
道
徳
的
な
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
革
命
は
美
徳
の
世
界
に
達
す
る
た
め
の

聖
戦
」
と
見
倣
し
、
「
正
義
と
善
行
と
を
道
徳
的
に
遂
行
す
る
ζ
と
に
重
き
を

お
く
」
観
点
を
採
る
。

(
重
農
主
義
〉
↓
陳
独
秀
↓
劉
少
奇
の
系
譜

「
物
質
面
で
の
技
術
の
発
展
を
革
命
の
動
因
」
と
見
倣
し
、
「
立
案
計
画
と
物

質
的
進
歩
の
必
要
性
を
強
調
す
る
」
観
点
を
採
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
毛
沢
東
の
政
治
意
識
に
は
絶
え
ず
道
徳
主
義
的
な
側
面
が

顔
を
覗
か
せ
て
お
り
、
「
善
悪
」
な
い
し
は
「
正
義
・
不
正
義
」
と
い
う
中
国

の
伝
統
的
な
二
元
的
思
考
様
式
と
相
ま
っ
て
、
毛
沢
東
思
想
の
支
柱
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
毛
沢
東
政
治
と
は
、
大
衆
を
「
つ
ね
に
勧
善
懲
悪
の

立
場
か
ら
道
徳
主
義
的
に
教
化
」
し
、
以
て
「
公
認
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
一
種

の
宗
教
的
熱
狂
を
と
も
な
っ
て
穆
透
さ
せ
」
る
政
治
で
あ
り
、
さ
ら
に
民
衆
に

容
易
に
受
容
さ
れ
得
る
「
敵
」
を
恒
常
的
に
作
り
出
し
「
革
命
的
フ
7

ナ
テ
ィ

シ
ズ
ム
」
を
制
度
化
す
る
と
と
に
よ
っ
て
民
衆
の
自
己
犠
牲
と
献
身
を
導
き
、

以
て
社
会
主
義
建
設
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

建
国
後
三
十
年
間
に
わ
た
る
中
国
の
政
治
過
程
は
、
ま
さ
に
乙
の
よ
う
な
毛

沢
東
政
治
の
発
揚
で
あ
り
、
且
つ
劉
少
奇
型
政
治
と
の
聞
の
「
矛
盾
」
の
現
れ

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
毛
沢
東
政
治
が
主
流
と
な
る
た
び
に
、
中
国
人
民
は

「
快
活
な
熱
狂
と
執
念
の
憎
悪
、
組
織
さ
れ
た
努
力
と
自
己
犠
牲
の
狂
乱
、
深

い
恐
怖
と
疲
労
、
長
い
間
の
欲
求
不
満
、
熱
心
な
自
己
訓
練
、
新
し
い
希
望
と

誇
り
」
に
満
た
さ
れ
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
の
な
か
に
自
ら
を
没
入
さ
せ

て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
」
の
後
に
展
開
さ
れ
た
「
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
」
運

動
は
、
熱
狂
的
な
，
言
論
の
自
由
'
と
な
っ
て
花
開
き
(
玄
白
河
巴

8
8自
己
、
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「未完の革命|としての人民中国

「
革
命
精
神
」
を
失
い
始
め
て
い
た
中
国
共
産
党
に
対
す
る
不
満
を
欝
積
し
て

き
た
知
識
人
た
ち
に
熱
烈
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
予

想
だ
に
し
な
い
中
国
共
産
党
批
判
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ
て
来
た
時
、
毛
沢
東
は

乙
の
運
動
を
「
反
社
会
主
義
の
毒
草
」
を
一
掃
す
る
た
め
の
反
右
派
闘
争
へ
と

急
速
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
革
命
を
美
徳
の
世
界
に
達

す
る
た
め
の
聖
戦
と
見
倣
し
て
い
る
毛
沢
東
に
と
っ
て
「
知
性
の
論
理
に
お
い

て
ば
か
り
で
な
く
て
感
情
の
論
理
に
お
い
て
も
、
自
分
ら
は
絶
対
的
に

E
?氷

速
に
且
つ
自
分
ら
の
み
が
正
し
い
と
い
う
確
信
に
全
く
も
と
づ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
し
も
、
世
の
中
に
一
つ
の
真
理
だ
け
し
か
な
く
、
し
か
も
、
自
分
が

そ
の
真
理
を
完
全
に
把
握
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
異
説
に
対
し
て
寛
容
で

あ
る
乙
と
は
、
誤
謬
、
犯
罪
、
邪
悪
、
罪
悪
を
奨
励
す
る
と
と
を
意
味
す
る
」

か
ら
で
あ
る
。

続
く
「
大
躍
進
」
政
策
は
、
「
衆
人
こ
ぞ
っ
て
薪
を
く
べ
れ
ば
炎
も
高
し
」

と
い
う
中
国
の
諺
を
ひ
い
て
推
進
さ
れ
た
通
り
、
経
済
的
に
立
ち
遅
れ
て
い
る

中
国
で
あ
っ
て
も
、
労
働
力
の
大
量
投
入
に
よ
る
人
海
戦
術
的
な
社
会
主
義
建

設
方
式
を
と
れ
ば
生
産
力
は
飛
躍
的
に
発
達
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
民
衆
の
主
観
的
能
動
性
に
全
面
的
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
毛
沢
東
政

治
の
顕
著
な
現
れ
で
あ
り
、
「
と
の
雄
大
な
構
想
は
、
華
や
か
な
フ
ァ
ン
フ
戸

l
レ
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
熱
岳
を
件

h
v
Fぃ
1

|
た
と
え
ば
、
食
糧
そ
の
他
の
必

要
な
も
の
は
『
必
要
に
応
じ
て
』
自
由
に
供
給
さ
れ
る
制
度
を
試
み
る
な
ど
し

て
l
l
推
進
さ
れ
た
」
(
傍
点
、
引
用
者
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経

済
学
者
で
は
な
く
政
治
家
が
考
え
た
「
大
躍
進
」
政
策
は
、
翌
五
九
年
に
は
は

や
く
も
深
刻
な
か
た
ち
で
各
農
村
に
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
す
べ
て

の
農
村
が
工
場
に
な
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
全
国
の
農
村
で
建
設
さ

れ
た
土
法
高
炉
で
あ
っ
た
が
、
生
産
さ
れ
た
鉄
塊
や
ボ
ー
ル
ベ
ア
リ
ン
グ
の
品

質
が
粗
悪
で
実
際
に
役
に
立
た
な
い
ば
か
り
か
、
市
場
価
格
よ
り
も
は
る
か
に

高
価
な
代
価
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
熱
狂
的
に
休
む
間
も
な
く
労
働

に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
に
過
労
と
栄
養
不
足
が
生
じ
、
肝
炎
、
浮

腫
の
病
人
が
増
加
し
、
生
産
力
の
低
い
地
域
の
農
村
で
は
多
数
の
飢
餓
者
が
出

た
。
乙
れ
に
五
九
年
か
ら
六
一
年
ま
で
続
い
た
自
然
災
害
〈
華
北
の
皐
害
と
掌

中
・
華
南
の
水
害
)
、
さ
ら
に
ソ
速
の
援
助
打
ち
切
り
が
重
な
っ
て
五
九
年
か

ら
六
二
年
に
か
け
て
の
中
国
は
大
変
な
社
会
混
乱
と
経
済
的
困
難
に
み
ま
わ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

「
『
大
鷹
進
』
政
策
の
挫
折
は
『
毛
沢
東
モ
デ
ル
』
が
中
国
の
社
会
主
義
建

設
の
現
実
に
適
合
し
た
、
『
最
適
社
会
経
済
体
制
』

(
J
・
テ
ィ
ン
パ

i
ゲ
ン
)

で
は
な
い
と
と
へ
の
自
覚
を
促
す
か
わ
り
に
、
か
え
っ
て
危
機
意
識
を
増
幅
さ

せ
つ
つ
『
毛
沢
東
モ
デ
ル
』
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
カ
リ
ス
マ
的
権
威
に
よ
っ
て

強
制
す
る
方
向
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
保
守
派
と
の
深
刻
な
対

立
は
毛
沢
東
の
憎
悪
心
、
彼
み
ず
か
ら
の
「
革
命
精
神
」
の
喪
失
に
対
す
る
危

機
感
と
い
っ
た
も
の
を
更
に
毛
沢
東
の
な
か
に
穆
積
さ
せ
、
冗
進
さ
せ
て
い
く

の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
六
年
に
始
ま
り
一

O
年
の
長
き
に
渡
っ
て
中
国
人
民
を
極
度
の
フ
ァ

ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
に
巻
き
込
ん
だ
文
化
大
革
命
と
は
、
ま
さ
に
「
中
国
共
産

党
に
生
起
し
た
深
刻
か
つ
未
曽
有
の
党
内
闘
争
を
あ
ら
ゆ
る
論
理
と
強
権
を
用

い
て
毛
・
林
主
流
派
の
勝
利
に
帰
そ
う
と
し
た
政
治
過
程
」
で
あ
り
、
「
毛
沢

東
独
自
の
政
治
方
式
、
つ
ま
り
大
衆
の
政
治
参
加
の
中
国
的
方
式
の
な
か
で
乙

れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
転
形
化
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
党
内
闘
争
の
大
衆
運

動
化
と
い
う
政
治
方
式
の
究
極
の
形
態
」
で
あ
っ
た
。
公
開
の
舞
台
は
た
ち
ま
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ち
、
毛
沢
東
を
「
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
の
紅
い
太
陽
」
と
賞
め
た
た
え
る
大
衆

集
会
、
パ
レ
ー
ド
、
宣
伝
展
示
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
数
百
万
の
若
者
の
聞

の
も
の
す
ご
い
興
奮
と
さ
ら
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
さ
え
も
が
、
疲
労
と
冷
淡
と
さ
ら

に
沸
き
立
つ
努
力
と
を
も
た
ら
し
た
。

乙
の
よ
う
に
毛
沢
東
の
お
こ
な
っ
た
政
治
は
銃
や
大
砲
を
用
い
て
自
ら
の
意

志
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
々
の
感
情
に
対
し
て
「
正
義
」

を
訴
え
か
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
銃
や
大

砲
を
用
い
た
物
理
的
な
暴
力
を
非
難
す
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
「
正
義
」

な
い
し
「
徳
」
は
科
学
的
真
理
と
お
な
じ
よ
う
に
そ
れ
自
体
と
し
て
は
反
駁
で

き
な
い
。
「
正
義
」
そ
の
も
の
は
決
し
て
非
難
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
人
々
の
感
情
に
直
接
訴
え
る
も
の
で
あ
る
が
故
花
、
本
質

的
に
は
毛
沢
東
の
意
志
の
強
制
で
は
あ
っ
て
も
、
人
々
は
自
発
的
行
動
と
し
て

そ
の
身
を
投
じ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
点
に
乙
そ
毛
沢
東
政
治
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
の
根
源
が
あ
り
、
中
国
民

衆
を
貧
困
と
恐
怖
に
お
い
や
り
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
そ
れ
は
大
き
な
負
の
遺

産
と
し
て
人
々
の
背
中
に
程
い
被
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

、
政
治
と
革
命
の
あ
い
だ

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
革
命
と
は
、
社
会
を
構
成
し
て
い
る
の

が
様
々
な
価
値
観
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
点
か
ヨ
り
す
れ
ば
、

む
し
ろ
異
常
と
も
い
え
る
現
象
で
あ
る
。
革
命
に
お
い
て
は
、
政
治
世
界
に
お

い
て
は
少
な
く
と
も
前
提
と
さ
れ
な
い
「
真
理
」
が
、
自
由
・
平
等
・
博
愛
と

い
っ
た
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
あ
る
い
は
「
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い

世
界
を
築
く
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
姿
を
と
っ
て
人
々
に
容
易
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
人
聞
は
大
義
名
分
な
し
に
は
行
動

し
え
な
い
」
〈
高
坂
正
発
)
の
で
あ
る
か
ら
。

革
命
が
旧
秩
序
の
打
倒
を
目
指
し
て
い
る
問
、
つ
ま
り
真
理
が
単
に
大
義
名

分
と
し
て
機
能
し
て
い
る
聞
は
少
し
も
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
旦

革
命
が
勝
利
し
真
理
が
大
義
名
分
の
枠
を
破
っ
て
そ
れ
自
身
目
的
と
な
る
や
い

な
や
、
「
壷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
悪
魔
が
奇
怪
な
姿
を
現
す
よ
う
に
、
突

然
暴
君
と
化
し
、
士
一
足
で
他
人
の
領
分
に
入
り
込
み
、
尊
大
に
振
る
舞
い
始
め

る
」
(
士
山
水
速
雄
)
の
で
あ
る
。

「
な
ぜ
理
想
は
暴
力
を
呼
び
寄
せ
る
の
か
。
理
想
は
『
見
き
わ
め
が
た
い
多
様
』

で
あ
り
『
連
続
的
異
質
性
』
(
リ
ッ
ケ
ル
ト
〉
で
あ
る
と
乙
ろ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
、
一
つ
の
価
値
を
中
心
に
あ
る
一
定
の
方
向
へ
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
か
つ
大
胆

に
捨
象
し
て
成
立
す
る
一
つ
の
抽
象
で
あ
る
。
乙
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
捨
象
の
過

程
で
見
捨
て
ら
れ
る
の
は
、
し
ば
し
ば
有
機
体
と
し
て
の
人
聞
の
生
命
に
固
有

の
欲
求
で
あ
り
、
有
機
体
と
し
て
の
人
聞
の
生
命
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
る
。
・
:

一
本
の
自
然
の
木
(
リ
ア
リ
テ
ィ
)
が
、
机
や
家
ハ
理
想
)
な
ど
を
つ
く
る
た

め
の
材
木
に
変
革
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
自
然
木
に
物
理
的
な
力
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
理
想
に
似
せ
る
た
め
に
は
暴

力
が
必
要
と
な
る
」
〈
志
水
速
雄
)
。

物
理
環
境
を
相
手
に
、
橋
を
架
け
、
建
物
を
建
て
る
時
な
ら
青
写
真
や
設
計

図
に
あ
わ
な
い
邪
魔
な
障
碍
物
は
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
破
壊
で
き
る
。
し
か
し
、

人
間
環
境
に
お
い
て
そ
れ
を
実
行
す
る
と
ど
う
な
る
か
。

「
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
お
く
れ
た
農
業
国
ロ
シ
ア
を
米
欧
な
み
の
先
進
工
業
国
に

一
気
に
改
進
し
よ
う
と
い
う
雄
大
な
ピ
ィ
ジ
ョ
ン
実
現
の
た
め
、
『
邪
魔
も
の
』
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を
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
破
壊
す
る
よ
う
に
除
去
し
た
。
富
農
を
シ
ベ
リ
ア
に
お
く

り
、
集
団
農
業
化
を
強
行
し
、
反
対
派
を
含
む
幾
百
万
、
幾
千
万
の
罪
の
な
い

人
々
を
飢
餓
、
拷
問
、
大
量
殺
裁
の
地
獄
へ
お
い
や
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
生

存
圏
確
保
と
人
種
改
造
と
い
う
ピ
ィ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、
人
種
問
題
の

，
最
終
的
解
決
'
策
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ロ
シ
ア
人
、
ジ

プ
シ
ー
、
精
神
病
質
者
を
ガ
ス
室
に
お
く
り
、
強
制
収
容
所
の
生
き
地
獄
を
現

出
し
た
」
(
永
井
陽
之
助
〉
。

し
か
し
人
々
が
一
日
一
、
先
に
見
た
革
命
の
理
念
を
受
け
入
れ
た
以
上
、
そ
れ

を
非
難
す
る
乙
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

は
「
正
義
」
あ
る
い
は
「
真
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
非

難
に
寛
容
で
あ
る
乙
と
は
、
誤
謬
、
犯
罪
、
邪
悪
、
罪
悪
を
奨
励
す
る
と
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
、
度
重
な
る
困
難
を
克
服
し
な
が
ら
も
そ
の

身
を
革
命
に
投
じ
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
「
反
革
命
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意

味
は
特
別
で
あ
り
、
感
情
的
に
も
な
か
な
か
非
難
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

革
命
に
お
け
る
と
の
よ
う
な
側
面
は
ま
た
、
政
治
に
お
け
る
「
意
図
」
と
「

結
果
」
の
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
。
序
で
見
た
よ
う
に
、
革
命
の
そ
の
意
図
と

目
的
が
い
か
に
正
し
く
、
崇
高
な
人
類
愛
に
も
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

の
点
を
過
度
に
重
視
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
結
果
責
任
の
厳
し
さ
を
忘
れ
さ
せ
、

歴
史
的
現
実
に
横
た
わ
る
「
意
図
」
と
「
結
果
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
つ
ま
り
「
善

意
か
な
ら
ず
し
も
、
よ
い
結
果
を
生
ま
な
い
と
い
う
古
来
の
英
知
を
忘
れ
さ
せ

る
」
の
で
あ
る
。

「
(
ガ
リ
ヴ
7
1
旅
行
記
の
出
て
く
る
飛
鳥
ラ
ピ
ュ
タ
の
王
国
の
支
配
下
に
あ

る
大
陸
パ
ル
ニ
パ
l
ピ
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
)
あ
る
先
験
的
な
理
念
に
し
た

が
っ
て
行
動
す
る
な
ら
ば
世
の
中
は
よ
く
な
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
の
人
々
の

行
動
様
式
が
実
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
考
え
が
現
実
に
よ
い
成

果
を
も
た
ら
さ
な
く
て
も
、
い
っ
と
う
に
反
省
せ
ず
、
か
え
っ
て
猛
烈
に
計
画

遂
行
に
没
頭
す
る
。
そ
し
て
改
革
を
行
わ
な
い
人
々
を
『
学
問
の
敵
、
そ
し
て

国
家
の
改
善
よ
り
も
自
己
の
安
逸
を
先
に
す
る
無
知
不
遣
の
非
国
民
』
と
し
て

敵
視
す
る
。
二
十
世
紀
に
そ
の
例
を
と
る
な
ら
、
共
産
主
義
者
、
あ
る
い
は
そ

の
礼
讃
者
の
態
度
は
全
く
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
共
産
主
義
が
素
晴
ら
し
い
社

会
を
も
た
ら
す
ど
乙
ろ
か
、
す
さ
ま
じ
い
独
裁
を
も
た
ら
し
て
い
る
乙
と
が
明

白
な
の
に
、
そ
れ
を
弁
護
し
た
り
、
悪
い
と
乙
ろ
に
目
を
つ
ぶ
る
人
が
い
か
に

多
か
っ
た
乙
と
か
。
-

の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
乙
と
で
現
実
の
共
産
主
義
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
乙
と

を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
も
、
彼
ら
は
共
産
主
義
の
理
念
が
悪
い
と
は
言

わ
ず
、
今
固
ま
で
に
存
在
す
る
の
は
真
の
共
産
主
義
で
は
な
く
、
今
後
自
分
た

ち
が
そ
れ
を
作
る
の
だ
と
言
い
張
る
。
彼
ら
は
政
治
や
経
済
、
つ
ま
り
社
会
の

事
柄
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
な
ど
と
は
ま
る
で
考
え
て
み
も
し
な
い
」
(
高
坂
正
実
『
近
代
文
明
へ
の
反

逆
』
、
一
九
八
三
年
)
。

現
在
中
国
で
は
「
民
主
化
」
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
民
主

化
」
も
あ
く
ま
で
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
に
依
拠
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
自
体
、
真
の
民
主
化
と
の
距
離
は
極
め
て
遠
い
と
い
え
よ
う
。
建
国
後
四
O

年
近
く
に
渡
る
社
会
主
義
改
造
が
結
果
的
に
上
手
く
作
動
せ
ず
、
一
人
あ
た
り

G
N
P
が
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
平
均
の
六
一

0
ド
ル
を
大
き
く
下
回
る
僅
か

一一一一

0
ド
ル
で
あ
り
、
先
進
国
の
市
場
経
済
体
制
を
あ
る
程
度
導
入
せ
ざ
る
を

え
な
い
乙
と
を
認
め
な
が
ら
、
一
方
で
現
段
階
を
「
社
会
主
義
の
初
級
段
階
」

で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
乙
と
自
体
、
右
記
の
高
坂
氏
の
言
葉
を
如
実
に
し
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め
す
も
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
に
「
大
公
無
私
」
を
賞
賛
し
た
り
、
雷
峰
精
神
を

見
習
う
よ
う
に
な
ど
と
、
毛
沢
東
政
治
の
遺
産
を
そ
の
ま
ま
用
い
よ
う
と
し
て

い
る
現
郷
小
平
体
制
を
み
る
に
つ
け
、
中
国
に
と
っ
て
明
る
い
未
来
を
目
指
す
、

真
理
に
基
づ
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
を
目
指
す
「
革
命
」
は
い
ま
だ
終
わ
っ

て
い
な
い
の
だ
と
痛
切
に
感
じ
る
。

毛
沢
東
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
コ
パ
ン

派
、
ロ
シ
ア
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
同
様
に
、
全
面
的
完
全
論
者
(
ト
ー
タ
ル

・パ
l
フ
ェ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト
)
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
一
つ
の
社
会
を
形
成
し

て
い
る
人
々
の
大
多
数
の
も
の
の
行
為
を
彼
ら
の
心
に
描
い
て
い
る
よ
う
な
形

へ
合
致
す
る
よ
う
に
変
え
る
乙
と
が
出
来
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
集
団
と
し
て
の
人
聞
が
、
少
な
く
と
も
自
然
の
世
界
と
問
機
に
意
の
ま
ま

に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
毛
沢

東
ら
が
描
い
た
世
界
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ォ
l
エ
ル
の
『
1
9
8
4
』
と
と
も
に
、

全
体
主
義
社
会
の
恐
る
べ
き
逆
ユ
ー
ト
ピ
ア
世
界
を
鋭
く
描
い
た
オ
ル
ダ
ス
・

ハ
ッ
ク
ス
リ
l
の
『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』
ハ
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
四
年
)

を
想
起
さ
せ
る
、
お
ぞ
ま
し
く
も
、
ぞ
っ
と
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
と
に
お
い

て
は
、
諸
個
人
聞
の
利
害
の
対
立
を
「
克
服
」
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
代
わ
り

に
、
人
間
そ
の
も
の
を
遺
伝
子
の
段
階
か
ら
改
造
す
る
と
と
に
よ
っ
て
利
害
の

対
立
を
そ
の
根
本
か
ら
「
解
決
」
し
よ
う
と
す
る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
し

て
実
現
さ
れ
た
世
界
は
人
類
に
と
っ
て
幸
福
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
人
類
が
築
い
て
き
た
文
明
は
、
そ
乙
で
生
活
を
営
む
人
々
の
聞
に

存
在
す
る
利
害
の
対
立
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
も
-
司
守
え
よ
う
。
ス
タ
ン
レ

l

・
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク
の
『
二

O
O
一
年
・
宇
宙
の
旅
』
の
冒
頭
に
、
我
々
の
祖

先
で
あ
る
原
始
人
が
、
水
を
め
ぐ
る
利
害
の
対
立
か
ら
梶
棒
(
道
具
)
の
威
力

を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
握
っ
て
振
り
上
げ
た
時
、
や
が
て
そ
の
根
棒
が
空
中
に

舞
い
上
が
っ
て
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
と
い
う
シ
l
ン
が
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
に
利
害
の
対
立
、
そ
乙
か
ら
生
じ
る
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
卓
越
へ
の

欲
求
は
、
乙
れ
ま
で
の
人
類
の
歴
史
を
築
き
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
そ

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
素
質
が
人
関
に

並
外
れ
て
強
い
闘
争
心
を
持
た
せ
、
殺
し
合
い
を
さ
せ
る
よ
う
に
さ
え
な
る
乙

と
も
事
実
で
あ
る
。
旧
教
徒
と
新
教
徒
が
恐
る
べ
き
ほ
ど
大
量
に
お
互
い
を
殺

し
あ
っ
た
一
七
世
紀
の
宗
教
戦
争
、
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
に
顕
著
に
現
れ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
、
乙
れ
ら
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
も
の
は
「
寛
容
」
の
精
神

で
あ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
乙
の
よ
う
な
闘
争
に
お
い
て
は
、
い
ず

れ
の
側
に
も
妥
協
な
ど
考
え
ら
れ
ず
(
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
真
理
」
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
)
、
そ
れ
が
究
極
的
に
「
死
に
至
る
戦
い
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
乙
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な
権
力
、
破

壊
的
な
暴
力
手
段
を
持
っ
た
側
が
勝
利
す
る
。
乙
の
「
死
に
至
る
戦
い
」
か
ら

脱
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
る
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
毛

沢
東
ら
の
よ
う
に
、
人
間
そ
の
も
の
を
「
真
理
」
に
基
づ
い
て
改
造
す
る
乙
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
真
理
が
単
な
る
意
見
と
し
て
扱
わ
れ
る
乙
と
を
認
め
る
「
寛

容
の
精
神
」
を
持
ち
、
そ
の
精
神
が
保
持
さ
れ
う
る
統
治
体
系
を
創
る
と
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
を
擁
護
す
る
と
と
で
あ
る
。
志
水
速
雄
氏
に
従
う
な
ら

ば
、
政
治
の
擁
護
と
は
「
多
数
者
た
る
他
人
と
の
共
生
の
中
で
、
多
く
の
意
見

が
相
互
に
交
換
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
意
見
が

a
E
R
B
nへ
を
も
っ
て
迎
え
入

れ
ら
れ
る
よ
う
な
空
間
が
存
在
す
る
」
と
い
う
条
件
の
擁
護
を
意
味
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

E
Z
E
S
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
で
「
寛
容
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
原
意
は
も
と
も
と
何
事
か
に
耐
え
る
力
の
と
と
で
あ
り
、
乙
の
場
合
、
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「未完の革命Jとしての人民中国

自
ら
の
真
理
が
真
理
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
乙
と
に
耐
え
る
力
を
意
味
し

て
い
る
。
人
聞
は
そ
の
顔
形
が
一
人
一
人
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
異
な
っ
て
い

る
の
と
同
様
に
、
考
え
方
・
価
値
感
も
多
様
で
あ
り
、
そ
の
多
様
性
を
い
く
ら

か
で
も
尊
重
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
「
寛
容
」
の
精
神
は
ど
う
し
て
も
必
要
と

な
る
。
「
共
生
が
人
間
的
存
在
の
基
本
的
条
件
で
あ
り
、
政
治
は
ほ
か
な
ら
ぬ

乙
の
共
生
の
事
実
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
政
治
を
擁
護
す
る
と
い
う

の
は
、

ζ

の
人
間
存
在
の
基
本
的
条
件
を
守
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
」
。
革
命

は
旧
い
政
治
を
打
倒
し
て
新
し
い
政
治
を
つ
く
る
。
革
命
が
真
の
革
命
の
名
に

値
す
る
た
め
に
は
、
革
命
後
に
政
治
が
復
活
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
ア
メ
リ
カ
建
国
の
祖
父
た
ち
は
、
体
制
へ
の
反
抗
と
破
墳
が
革
命
の
た
ん
な

る
副
次
的
な
任
務
に
す
ぎ
ず
、
公
共
の
領
域
で
の
、
市
民
が
討
論
と
決
定
に
参

加
す
る
よ
う
な
永
続
的
な
共
和
国
を
創
り
だ
そ
う
と
い
う
建
設
的
事
業
に
乙
そ

革
命
の
使
命
が
あ
る
乙
と
を
見
て
と
っ
て
い
た
」
(
永
井
陽
之
助
)
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
、
ロ
シ
ア
、
中
国
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う

な
統
治
体
系
を
創
る
乙
と
に
失
敗
し
、
全
体
主
義
と
独
裁
の
疑
似
政
治
を
も
た

ら
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
人
々
は
そ
れ
を
革
命
あ
る
い
は
政
治
の
結
果
と
取
り

違
え
、
革
命
あ
る
い
は
政
治
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ

う
。
ま
た
、
最
近
の
科
学
技
術
の
目
覚
ま
し
い
発
展
に
よ
っ
て
、
本
来
の
政
治

的
解
決
と
処
理
に
委
ね
る
べ
き
領
域
が
ま
す
ま
す
技
術
的
解
決
に
委
ね
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
事
実
が
乙
の
政
治
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
増
進
さ
せ
て
い
る
。
乙

の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

F
・
ケ
ナ
ン
の
次
の

言
葉
は
深
い
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

「
技
術
変
化
の
自
の
く
ら
む
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
近
代
人

に
と
っ
て
、
最
も
必
要
な
と
と
は
、
人
聞
の
本
性
を
省
察
し
、
人
聞
に
内
在
す

る
制
約
、
人
聞
の
負
っ
て
い
る
条
件
の
本
質
的
要
素
|

l
悲
劇
性
と
有
用
性
と

の
二
元
的
な
要
素
を
想
い
起
乙
す
ζ

と
で
あ
る
」
。

も
と
も
と
政
治
と
は
人
間
生
活
の
外
皮
に
取
り
つ
い
た
、
何
か
偶
然
の
か
さ

ぶ
た
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
乙
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
本
質
的
要
素
そ
の

も
の
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
い
く
ら
「
技
術
的
解
決
」
が
優
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
人
間
と
物
と
が
関
わ
り
合
う
空
聞
に
お
い
て

有
用
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
人
間
と
人
間
と
が
関
わ
り
合
う
空
間
と
は
基
本
的

に
相
い
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

科
学
技
術
と
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
l
の
『
す
ば
ら
し
い
新

世
界
』
は
遠
く
な
い
将
来
に
実
現
可
能
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
乙
の

よ
う
な
時
代
で
あ
る
か
ら
と
そ
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
が
『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』

の
扉
に
引
用
し
た
ニ
コ
ラ
・
ベ
ル
ジ
ャ
ア
エ
フ
の
言
葉
に
、
私
は
共
感
を
覚
え

る
の
で
あ
る
。

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
か
つ
て
人
が
思
っ
た
よ
り
も
は
る
か
に
実
現
可
能
で
あ
ろ
う

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
全
く
別
な
意
味
で
わ
れ
わ
れ
を
不

安
に
さ
せ
る
一
つ
の
問
題
の
前
に
実
際
に
立
っ
て
い
る

1
l
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

窮
極
的
な
実
現
を
い
か
に
し
て
避
く
べ
き
か
?
」
:
:
:
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
実
現
可

能
で
あ
る
。
生
活
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら

く
は
、
知
識
人
や
教
養
あ
る
階
級
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
避
け
、
よ
り
完
全
で
な
い

妙
心
ト
島
岳
か
、
非
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
へ
選
え
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
の
手
段

を
夢
想
す
る
、
そ
う
い
う
新
し
い
世
紀
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う
」
(
傍
点
、
引
用

者
)
。

(
ま
る
や
ま
・
あ
き
ら

中
国
語
科
六
二
年
度
卒
)



《
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
》

国
際
政
治
に
お
け
る
大
国
と
小
国

|
|
小
国
に
翻
弄
さ
れ
る
米
ソ
超
大
国
|
|

は
じ
め
に

私
が
初
め
て
中
東
と
呼
べ
る
地
を
踏
ん
だ
の
は
一
一
昨
年
の
九
月
、
モ
ロ
ッ
コ

を
訪
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
朝
六
時
に
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ラ
ガ
を
出
発
し
、

パ
ス
で
港
の
あ
る
ア
ル
ヘ
シ
ラ
ス
へ
、
そ
乙
か
ら
定
期
船
で
ジ
プ
ラ
ル
タ
ル
海

峡
を
渡
り
モ
ロ
ッ
コ
の
タ
ン
ジ
ェ
へ
、
そ
し
て
一
番
広
く
古
い
メ
デ
ィ
ナ
の
あ

る
フ
ェ
ズ
を
目
指
し
て
六
時
間
余
り
中
古
の
フ
ラ
ン
ス
製
の
電
車
に
揺
ら
れ
、

途
中
で
乗
り
継
い
で
目
的
地
フ
ェ
ズ
に
着
い
た
の
は
既
に
真
夜
中
を
過
ぎ
て
い

た
。
親
切
に
も
、
車
中
で
知
り
合
っ
た
私
と
同
年
代
の
ア
ラ
ブ
人
が
宿
を
紹
介

し
て
く
れ
、
次
の
日
の
ガ
イ
ド
も
買
っ
て
出
て
く
れ
た
。
観
光
シ
ー
ズ
ン
か
ら

外
れ
て
い
た
た
め
、
東
洋
人
は
お
ろ
か
西
欧
人
の
姿
も
見
掛
け
ず
、
独
り
で
少

々
心
細
か
っ
た
私
は
ほ
っ
と
し
て
彼
の
好
意
に
甘
ん
じ
た
。
幸
い
な
乙
と
に
ス

永

沼

千

枝

(
味
の
索
株
式
会
社
飼
料
部
)
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ベ
イ
ン
を
訪
れ
た
日
か
ら
快
晴
で
、
観
光
に
は
最
高
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
続

い
て
い
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
は
も
ち
ろ
ん
、
非
常
に
流
暢
な
英
語
も
操
り
、

様
々
な
所
へ
案
内
し
て
く
れ
た
が
、
や
は
り
今
で
も
感
慨
深
い
の
は
私
が
二
日

間
足
を
運
ん
だ
メ
デ
ィ
ナ
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
四
方
を
壁
で
閉
ざ
さ
れ
た
巨
大

な
迷
路
の
よ
う
な
昔
の
城
下
街
を
、
足
早
に
染
め
物
を
筆
頭
に
多
種
多
様
な

「ス
l
ク
」
へ
と
移
動
し
、
小
さ
な
子
供
達
か
ら
年
寄
り
ま
で
、
人
々
が
何
を

し
て
い
る
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
メ
デ
ィ
ナ
の
中
は
嫌
々
な
臭
気
と
熱
気

そ
し
て
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
が
、
私
は
そ
れ
を
全
身
に
感
じ
な
が
ら

|
|
世
界
と
い
う
の
は
ア
ジ
ア
や
欧
米
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
|
|
と
漠
然
と
し

か
し
現
実
に
悟
り
始
め
て
い
た
。
乙
れ
乙
そ
が
私
に
と
っ
て
の
圧
倒
的
な
異
国

で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
と
い
う
言
葉
は
、
暑
い
が
放
に
熱
く
て
甘
い
カ
フ
ェ
・
オ

・
レ
と
、
そ
れ
と
対
照
的
に
冷
た
い
絞
り
た
て
の
オ
レ
ン
ジ
・
ジ
ュ
ー
ス
の
味



と
と
も
に
、
あ
の
異
国
情
緒
溢
れ
る
、
ア
ラ
ブ
の
悠
久
の
歴
史
そ
の
も
の
を
担

う
メ
デ
ィ
ナ
を
思
い
出
さ
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

国際政治における大国と小国

フ
ラ
ン
ス
語
を
専
攻
し
て
い
な
が
ら
も
、
少
々
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
な
理
由

か
ら
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
中
東
に
ひ
か
れ
て
し
ま
っ
た
私
は
、
米
ソ
と
エ
ジ

プ
ト
の
関
係
に
絞
っ
て

序

章

問

題

意

識

第
一
章
複
合
世
界
と
し
て
の
中
東

(
「
中
東
」
の
定
義
及
び
中
東
紛
争
に
つ
い
て
)

第
二
章
米
ソ
冷
戦
時
代

(
米
・
ソ
の
中
東
政
策
に
つ
い
て
)

第
三
章
サ
ダ
ト
時
代

(
ソ
連
・
エ
ジ
プ
ト
関
係
の
冷
却
化
、
及
び
キ
ャ
ン
プ
デ
1
ピ

ッ
ト
体
制
に
つ
い
て
)

第
四
章
「
小
国
論
L

と
中
東
外
交

お
わ
り
に
|
|
国
際
政
治
に
お
け
る
小
国

以
上
の
内
容
で
卒
論
を
書
き
上
げ
た
。
し
か
し
、
乙
乙
で
は
紙
面
の
都
合
上
、

序
章
と
第
四
章
か
ら
抜
粋
す
る
乙
と
で
卒
論
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
替
え
た
い
と
思

'つ。

一
、
序
章

中
東
を
国
際
政
治
の
枠
組
み
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
際
、
核
時
代
に
お
け

る
軍
事
的
抑
止
状
態
を
背
景
に
し
た
地
政
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
捉
え
る
乙

と
が
可
能
で
あ
る
。
乙
れ
に
関
す
る
永
井
陽
之
助
氏
の
論
点
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

米
ソ
両
国
は
そ
の
政
治
的
中
心
を
ワ
シ
ン
ト
ン
、
モ
ス
ク
ワ
に
置
き
、
そ
乙

か
ら
同
心
円
上
に
広
が
る
地
峨
|
|
同
盟
国
及
び
衛
星
国
l
ー
に
囲
ま
れ
て
い

る
。
乙
れ
ら
の
地
域
を
米
ソ
の
核
の
傘
に
よ
る
「
拡
大
抑
止
」
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
た
「
聖
域
」
と
み
る
と
、
互
い
の
「
聖
域
」
の
聞
に
存
在
す
る
周
縁
部
は
、

両
者
が
間
接
的
に
戦
略
を
展
開
で
き
る
「
作
戦
地
域
」
と
定
義
さ
れ
う
る
。

ζ

の
東
西
の
接
点
で
も
あ
る
「
作
戦
地
域
」
で
は
、
米
ソ
を
は
じ
め
大
国
が
武
器

輸
出
や
軍
事
援
助
に
よ
る
代
理
戦
争
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
米
ソ
の
直
接
的
軍

事
衝
突
の
危
険
性
を
回
避
し
、
デ
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
両
国
内
部
に
鯵
積
し
た
過

剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
散
、
吸
収
、
緩
和
さ
せ
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
機
能
を
果
た
し

て
き
た
。
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こ
の
よ
う
な
「
聖
域
」
と
「
作
戦
地
域
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
米
ソ
両
国
が

作
り
出
し
た
、
「
確
証
破
壊
能
力
の
相
互
保
持
」
と
い
う
状
態
|
|
政
治
的
意

志
や
戦
略
に
よ
っ
て
変
更
不
可
能
な
、
実
存
的
な
相
互
抑
止
の
状
態
|
|
と
不

可
分
に
結
び
つ
き
、
米
ソ
の
二
極
構
造
論
の
要
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
と
の

こ
極
構
造
論
に
は
ど
ん
な
問
題
を
も
米
ソ
側
の
パ
ワ
l
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
み

で
分
析
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
、
他
者
存
在
(
中
東
諸
国
)
の
無
視
と
い
う
危

険
性
が
あ
る
。
中
東
を
二
極
構
造
論
で
切
り
刻
も
う
と
し
て
も
実
際
刃
が
立
た

な
い
と
気
付
く
の
に
、
米
ソ
共
々
か
な
り
の
時
聞
を
必
要
と
し
た
し
、
今
も
っ

て
両
国
が
判
っ
て
い
る
と
は
信
じ
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
に

米
ソ
の
中
東
政
策
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
の
だ
が
、
戦
後
の
四

O
年
に
及
ぶ
「
長



卒論ダイジェスト

い
平
和
」
(
ジ
ョ
ン
・

L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
)
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
時
、
激
化

を
た
ど
る
局
地
紛
争
、
国
際
テ
ベ
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
な
ど
の
「
低
強
度
の
戦
争
」

の
存
在
と
、
そ
れ
へ
の
米
ソ
両
者
、
あ
る
い
は
一
方
の
介
入
と
い
う
事
実
を
無

視
し
て
考
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
八
三
年
四
月
の
米
固
に
よ

る
リ
ビ
ア
爆
撃
は
中
東
世
界
で
孤
立
し
て
い
る
リ
ビ
ア
を
ス
ケ
l
プ
ゴ
l
ト
と

し
て
、
イ
ラ
ン
革
命
以
来
脆
弱
化
し
て
い
る
米
国
の
外
交
能
力
に
対
す
る
圏
内

の
苛
立
ち
を
代
替
化
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
よ

う
な
状
態
を
「
姿
を
か
え
た
第
三
次
世
界
大
戦
」
と
み
る
か
は
別
と
し
て
も
、

米
ソ
の
デ
タ
ン
ト
を
維
持
す
る
た
め
に
余
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
捌
け
口
が
必
要
で

あ
り
、
そ
の
代
替
化
と
し
て
の
代
理
戦
争
と
い
う
概
念
に
は
捨
て
が
た
い
も
の

が
あ
る
上
、
実
際
そ
の
よ
う
な
一
面
も
覗
か
れ
る
た
め
、
米
国
は
イ
ス
ラ
エ
ル

へ
、
ソ
速
は
ア
ラ
ブ
諸
国
へ
武
器
を
供
与
し
、
米
ソ
が
直
接
軍
事
衝
突
を
起
乙

す
代
わ
り
に
中
東
諸
国
が
代
理
戦
争
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
。

中
東
粉
争
が
乙
の
よ
う
な
一
面
を
提
示
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
実

際
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ア
ラ
ブ
諸
国
と
も
に
米
ソ
か
ら
武
器
援
助
を
受
け
て
過
去
四

固
に
わ
た
る
中
東
戦
争
を
戦
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
昨
今
で
は
、
重
要
で

は
あ
る
が
あ
く
ま
で
も
一
分
析
結
果
に
す
ぎ
な
い
「
代
理
戦
争
」
と
い
う
概
念

に
重
点
が
お
か
れ
る
あ
ま
り
、

E
-
H
・
カ
1
も
強
調
し
て
い
る
と
乙
ろ
で
あ

る
、
「
あ
る
目
的
に
先
立
つ
政
治
的
思
考
は
そ
れ
自
体
、
政
治
的
行
為
の
一
つ

の
形
態
と
な
る
」
と
い
う
危
険
性
を
忘
れ
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

a
M
。一

九
六
七
年
の
第
三
次
中
東
戦
争
以
後
、
中
東
で
事
件
が
お
乙
る
都
度
そ
の

背
後
に
は
ソ
連
及
び
米
国
の
積
極
的
な
侵
略
的
野
望
が
あ
る
と
議
論
さ
れ
、
第

三
次
世
界
大
戦
を
扱
っ
た
小
説
は
、
例
外
な
く
ソ
連
の
中
東
侵
攻
か
ら
筆
を
起

乙
し
て
い
る
。
と
の
傾
向
は
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
以
来
強
ま
っ
て
き

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
に
一
人
歩
き
を
始
め
た
コ
ン
セ
ン
サ

ス
は
‘

E
・
サ
イ
l
ド
が
注
意
を
促
し
た
よ
う
に
「
何
が
ど
う
で
あ
る
べ
き
か

に
限
界
を
設
け
、
他
の
側
面
を
見
落
と
さ
せ
て
い
る
」
の
が
現
実
で
あ
る
。
果

た
し
て
米
ソ
は
中
東
諸
国
を
外
圧
に
よ
っ
て
自
由
自
在
に
動
か
し
、
そ
の
侵
略

的
野
望
の
下
に
中
東
紛
争
を
引
き
起
乙
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
れ
に
関
し
て
は
否
定
的
な
事
実
が
数
多
く
存
在
し
、
実
際
中
東
諸
国
に
米
ソ

が
振
り
因
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
恰
好
の
例
が
先
日
の
イ

ラ
ン
・
ゲ
ー
ト
事
件
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
自
ら
が
仲
介
と
な
り
米
国
か
ら

イ
ラ
ン
へ
の
武
器
の
秘
密
取
引
を
斡
旋
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
裏
に
は
イ
ラ

ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
で
形
勢
が
不
利
で
あ
っ
た
イ
ラ
ン
に
加
担
す
る
乙
と
で
戦
争

を
長
引
か
せ
、
エ
ジ
プ
ト
と
の
和
平
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
最
大
の
脅
威
で
あ
っ

た
イ
ラ
ク
を
消
耗
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
従
っ
て

米
国
は
乙
の
目
的
の
た
め
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
結
果
的
に
は
図

体
が
大
き
い
が
故
に
必
然
的
に
振
り
因
さ
れ
る
と
い
う
危
険
に
陥
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
乙
の
事
件
以
降
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
評
価
は
下
が
る
一
方
で
あ
り
、
米
国

は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
癒
着
関
係
と
も
い
え
る
友
好
的
外
交
関
係
を
改
め
る
方
向

へ
と
動
き
始
め
て
い
る
。
ま
た
ソ
連
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
関
係
を
み
て
も
、
中

東
の
「
不
確
実
性
」
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
面
で
「
社
会
主
義
志
向
国
家
」
に
属

す
る
と
は
っ
き
り
限
定
で
き
る
国
は
ま
だ
一
つ
も
な
い
状
態
で
あ
る
。
エ
ジ
プ

ト
に
到
つ
て
は
、
ソ
連
の
対
中
東
諸
国
援
助
の
ほ
ぼ
五
割
を
占
め
る
額
を
年
々

受
け
取
り
、
第
三
次
及
び
第
四
次
中
東
戦
争
で
そ
の
大
規
模
な
軍
事
支
援
に
依

存
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
六
年
三
月
に
は
サ
ダ
ト
・
エ
ジ
プ
ト
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国際政治における大国と小国

大
統
領
に
よ
る
対
ソ
同
盟
条
約
の
一
方
的
破
棄
に
到
り
、
そ
の
後
は
親
米
派
路

線
を
着
々
と
歩
ん
で
い
る
と
い
う
始
末
で
あ
る
。
結
局
ア
ラ
プ
諸
国
に
は
、
ソ

連
が
そ
の
国
の
内
政
を
左
右
で
き
る
ほ
ど
に
深
く
根
を
お
ろ
し
え
た
国
は
存
在

し
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
情
勢
が
米
ソ
と
中
東
の
閣
の
現
実
な
の
で
あ
り
、
そ
乙
に
は

大
き
い
が
故
に
身
動
き
の
と
れ
な
い
超
大
国
が
、
小
さ
い
が
故
に
機
動
力
に
富

む
中
東
諸
国
に
翻
弄
さ
れ
る
姿
が
み
ら
れ
る
。
「
現
代
国
際
政
治
の
著
し
い
特

徴
の
一
つ
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
と
と
も
に
、
大
国
と
小
国
と
の
軍
事
的

不
均
衡
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
の
に
、
逆
に
小
国
の
存
在
が
実
力
以
上
に

際
立
っ
て
き
た
乙
と
で
あ
ろ
う
」
と
永
井
陽
之
助
氏
は
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し

た
小
国
の
拾
頭
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

乙
の
よ
う
な
疑
問
の
下
に
私
は
「
二
極
構
造
を
そ
の
戦
略
の
根
底
に
置
く
米

ソ
超
大
固
に
対
し
て
、
安
全
保
障
の
点
で
ご
く
せ
ま
い
選
択
の
マ
ー
ジ
ン
し
か

も
た
な
い
小
国
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
外
交
能
力
を
駆
使
し
て
渡
り
合
っ
て
き

た
の
か
を
、
中
東
を
そ
の
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
考
察
す
る
」
乙
と
を
卒

論
の
テ
1
7
と
し
て
選
択
し
た
。

現
代
の
国
際
政
治
に
お
い
て
、
一
体
「
小
国
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
付
け
る

の
か
と
い
う
問
題
は
、
乙
れ
以
降
中
東
諸
国
、
特
に
エ
ジ
プ
ト
を
「
小
国
」
と

し
て
論
じ
る
つ
も
り
な
の
で
重
要
で
あ
る
。
永
井
陽
之
助
氏
に
よ
る
と
、
乙
れ
に

は
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
統
計
資
料
な
ど
で
客
観
的
に
表

示
す
る
、
「
実
体
分
析
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
あ
る
特
定
グ
ル
ー
プ
に
特
有

の
行
動
形
式
や
価
値
体
系
な
ど
か
ら
考
え
る
、
「
機
能
分
析
」
で
あ
る
。
前
者

の
立
場
は
主
と
し
て
、
人
口
、
領
土
面
積
、

G
N
P
、
軍
事
力
な
ど
の
「
規
模
」

か
ら
大
・
中
・
小
と
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
も
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合

各
指
標
か
ら
は
一
つ
一
つ
の
分
類
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
総
括
し
て
乙

の
国
は
大
国
で
あ
る
と
か
‘
小
国
で
あ
る
と
か
定
義
す
る
の
は
現
在
の
よ
う
に

争
点
が
多
元
化
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
多
分
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

乙
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
機
能
分
析
」
の
立
場
の
方
が
は
る
か
に
示
唆
に

と
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
乙
の
立
場
か
ら
論
文
を
発
表
し
た
、
ロ
パ
l
ト
・
ロ

ー
ス
シ
ュ
タ
イ
ン
は
大
国
と
小
国
の
外
交
戦
略
行
動
の
違
い
、
つ
ま
り
大
国
の

「
大
国
主
義
」
的
な
論
理
と
は
異
な
っ
た
‘
「
小
国
主
義
」
と
も
い
え
る
特
有

の
行
動
様
式
が
あ
る
乙
と
か
ら
小
国
を
定
義
し
て
い
る
。
「
小
固
と
は
、
も
っ

ぱ
ら
自
国
の
能
力
行
使
に
よ
っ
て
は
、
安
全
を
確
保
し
え
な
い
乙
と
を
自
ら
よ

く
認
識
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
国
の
安
全
確
保
の
た
め
に
、
根

本
的
に
他
の
国
家
、
制
度
、
過
程
、
発
展
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
と
を
よ

く
認
識
し
、
自
ら
の
手
段
に
の
み
頼
る
乙
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
乙
の
自

己
確
信
は
、
同
時
に
、
国
際
政
治
に
参
加
す
る
他
の
諸
国
に
よ
っ
て
も
、
十
分

に
承
認
さ
れ
て
い
る
国
家
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
「
弱
さ
」
の
自
己

像
と
他
者
像
の
一
致
と
そ
、
小
国
的
状
況
の
特
質
で
あ
り
.
そ
の
状
況
か
ら
生

じ
る
行
動
様
式
が
小
国
の
本
質
で
あ
る
と
い
え
る
。
ロ
ー
ス
シ
ュ
タ
イ
ン
の
小

国
論
に
よ
る
と
第
三
世
界
は
も
と
よ
り
、
米
ソ
以
外
の
殆
ど
の
国
が
小
国
と
呼

べ
る
乙
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
「
核
」
と
い
う
時
代
背
景
を
象
徴

し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
乙
の
よ
う
な
小
国
論
の
立
場
か
ら
、
中
東
諸
国
と
米
ソ
の
関
わ
り

合
い
を
過
去
四
固
に
わ
た
る
中
東
戦
争
の
経
過
を
通
じ
て
考
察
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。
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ニ
、
第
四
章

「
小
国
論
」
と
中
東
外
交

卒論ダイジェスト

本
章
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
と
し
た
ア
ラ
ブ
諸
国
の
一
九
六

0
年
代
か
ら

七
0
年
代
に
か
け
て
の
対
外
政
策
を
永
井
陽
之
助
氏
の
小
国
論
に
当
て
は
め
、

比
較
す
る
乙
と
で
中
東
諸
国
の
行
動
定
型
を
推
論
し
て
み
た
い
。

序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
小
国
を
、
安
全
保
障
に
関
す
る
「
弱
さ
」
の
自
己
像

の
一
致
、
つ
ま
り
主
観
的
に
み
て
も
客
観
的
に
み
て
も
そ
の
国
の
能
力
行
使
だ

け
で
は
安
全
を
確
保
し
え
な
い
乙
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
、
と
い
う
定
義

に
求
め
て
き
た
が
、
小
国
も
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
は
自
国
の
現
状
に
満
足
し
て
い
る
が
故
に
、
自
国
の
地
位
向
上
よ
り
も
現
状

を
維
持
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
安
全
確
保
を
得
る
乙
と
に
政
策
の
重
点
を
置
く
、

所
謂
「
先
進
」
小
因
。
こ
の
よ
う
な
国
家
に
と
っ
て
は
秩
序
安
定
及
び
緊
張
緩

和
の
確
立
を
重
視
す
る
大
国
に
よ
る
、
勢
力
均
衡
体
系
〈
例
え
ば
一
八
一
五
年

の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
後
の
神
聖
同
盟
の
成
立
期
、
及
び
一
九
一
九
年
の
第
一
次

世
界
大
戦
直
後
の
十
年
間
等
)
が
有
利
で
望
ま
し
い
と
い
え
る
。
他
方
は
、
反

対
に
現
状
に
満
足
せ
ず
、
安
全
確
保
よ
り
も
自
国
の
地
位
向
上
を
目
指
し
、
勢

力
拡
大
を
狙
う
野
心
的
な
国
家
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
大
国
の
関
心
が
専
ら
安

全
確
保
に
奪
わ
れ
て
い
る
保
守
的
な
勢
力
均
衡
体
系
で
は
秩
序
の
維
持
の
た
め
、

と
も
す
れ
ば
小
国
の
地
位
向
上
と
影
響
力
の
増
大
は
犠
牲
に
さ
れ
や
す
い
。
従

っ
て
現
状
打
破
を
狙
う
固
に
と
っ
て
有
利
な
環
境
と
は
、
最
低
限
の
安
全
の
要

求
と
勢
力
拡
大
の
機
会
と
が
比
較
的
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
や
す
い
、
流
動
的
で
競
争

的
な
勢
力
均
衡
体
系
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
八
五

0
年
代
及
び
六

0
年
代
)

或
い
は
冷
戦
下
の
よ
う
に
自
国
の
安
全
犠
牲
の
上
に
勢
力
上
昇
の
機
会
を
持
ち

や
す
い
、
分
極
的
勢
力
均
衡
体
系
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
乙
乙
で
念
頭
に
お

い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
急
進
派
ア
ラ
ブ

諸
国
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
は
後
者
の
現
状
打
破
を
目
指
す
国
家
に
属
し
て
い
る
と

い
う
乙
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
プ
諸
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
も
に
安
全
保
障

の
問
題
に
決
し
て
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
と
ろ
か
両
者
は
未
だ

相
手
の
軍
事
行
動
を
十
分
に
抑
止
出
来
る
だ
け
の
軍
事
力
を
持
つ
に
は
到
っ
て

い
な
い
が
故
に
‘
自
国
の
安
全
確
保
を
求
め
て
戦
争
を
行
っ
て
き
た
と
も
い
え

る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
九
世
紀
の
国
際
政
治
の
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
協

調
と
競
争
が
微
妙
に
混
合
さ
れ
、
流
動
的
で
多
元
的
な
勢
力
均
衡
体
系
に
お
い

て
小
国
は
最
大
限
の
自
由
を
享
受
す
る
ζ

と
が
出
来
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の

よ
う
な
乙
と
を
踏
ま
え
て
、
冷
戦
下
及
び
デ
タ
ン
ト
下
に
お
け
る
中
東
諸
国
の

行
動
定
型
を
別
々
に
考
え
て
み
た
い
。
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冷
戦
下
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
・
米
国
聞
の
外
交
政
策

米
ソ
冷
戦
下
と
い
う
国
際
環
境
に
お
い
て
は
、
両
国
と
も
二
極
構
造
論
に
則

っ
た
「
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ
l
ム
」
を
展
開
し
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ゾ
l
ン
で
あ

る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
で
の
、
反
共
産
主
義
勢
力
及
び
反
帝
国
主
義
勢
力

の
拡
大
に
対
外
政
策
の
優
先
順
位
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
中
東
諸
国
に
対
し

て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
英
・
仏
の
後
退
に
よ
っ
て
「
力
の
真
空
地
帯
」

と
化
し
た
同
地
域
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
両
陣
営
と
も
共
産
或
い
は
自
由
主
義

体
制
を
確
立
す
べ
く
働
き
掛
け
て
き
た
。

乙
れ
に
対
し
て
中
東
諸
国
、
特
に
ア
ラ
プ
諸
国
は
革
新
色
の
濃
い
積
極
的
中

立
主
義
を
掲
げ
た
軍
部
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
親
西
欧
型
政
権
を
打
倒
し
独
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立
し
た
ば
か
り
で
、
未
だ
内
政
も
整
わ
ず
外
交
政
策
に
十
分
な
対
処
を
と
る
余

裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
国
家
の
独
立
性
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
外
部
干
渉
に
対

し
て
は
乙
の
時
期
非
常
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
乙
の
た
め
、
同
地
域
の
元
宗
主
国

の
一
つ
で
あ
る
英
国
を
中
心
と
し
た
バ
グ
ダ
ー
ド
条
約
機
構
の
設
立
を
進
め
る

米
国
に
対
し
て
は
、
ナ
セ
リ
ズ
ム
に
よ
る
反
帝
国
主
義
運
動
が
高
ま
り
を
み
せ
、

乙
れ
に
反
感
を
抱
い
た
英
・
米
が
軍
事
・
経
済
援
助
を
渋
り
、
最
終
的
に
は
ソ

連
カ
l
ド
を
ち
ら
つ
か
せ
て
い
た
ア
ラ
プ
連
合
が
対
共
産
圏
接
近
に
踏
み
切
る

と
い
う
状
況
に
到
っ
た
。
乙
の
時
期
の
エ
ジ
プ
ト
の
対
外
行
動
を
小
圏
外
交
の

行
動
定
型
に
当
て
は
め
、
考
察
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
乙
の
時
期
の
エ
ジ
プ
ト
が
非
同
盟
主
義
を
そ
の
外
交
政
策
の
基
盤
に
置

い
た
の
は
、
米
ソ
か
ら
等
距
離
を
保
ち
、
自
国
の
独
立
を
犠
牲
に
せ
ず
、
等
し

く
両
大
国
に
依
存
す
る
可
能
性
を
残
し
て
置
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
小
国
エ
ジ
プ
ト
が
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
動
は
、
「
大
国
の
競

争
関
係
を
利
用
し
、
両
大
固
に
と
り
、
そ
の
小
国
(
エ
ジ
プ
ト
)
の
「
中
立
」

を
保
障
す
る
ζ

と
が
大
国
双
方
の
利
益
に
な
る
と
思
い
込
ま
せ
る
と
と
で
‘
勢

力
争
い
の
局
外
に
立
つ
」
ょ
う
外
交
能
力
を
駆
使
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
大
国
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
強
制
力
行
使
の
代
償
が
、
そ
の
利
得
よ
り
も
上

回
る
と
い
う
乙
と
を
大
国
に
確
信
さ
せ
る
能
力
に
多
く
依
存
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ナ
セ
ル
は
そ
れ
に
失
敗
し
た
。
何
故
な
ら
米
国
に
対
し
て
、
ア
ス

ワ
ン
・
ハ
イ
・
ダ
ム
の
建
設
費
用
、
及
び
武
器
供
与
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
負

い
目
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ナ
セ
ル
が
あ
ま
り
に
強
固
な
態
度
を
と
り
、
あ
か
ら

さ
ま
に
「
ソ
連
カ
l
ド
」
を
利
用
し
て
「
弱
者
の
恐
喝
」
を
行
い
、
米
国
の
反

感
を
強
め
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ジ
プ
ト
同
様
米
国
も
、
そ
の
結
果
大
き

な
痛
手
を
お
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
米
国
は
ソ
連
が
対
エ
ジ
プ
ト
援
助
に
関
し

て
何
も
公
言
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
本
気
で
エ
ジ
プ
ト
が
ソ
速
に
接
近
す
る

と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
米
国
の
強
硬
策
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
と

い
う
中
東
へ
の
大
き
な
足
掛
か
り
を
ソ
速
に
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
状
況
に
到
る
背
景
に
は
大
国
と
小
国
の
指
導
層
の
も
つ
「
視
座

構
造
」
の
非
対
称
性
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
の
第
一
は
、
両
者
聞
の
関
心
領

域
の
相
違
で
あ
る
。
大
国
の
指
導
層
は
国
際
政
治
の
全
領
域
と
全
争
点
に
限
無

く
視
角
を
広
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
特
定
の
一
固
に
の
み
焦
点
を
固
定

さ
せ
、
そ
の
特
定
国
の
利
害
の
み
に
関
心
を
限
定
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
乙

れ
に
対
し
て
、
小
国
の
指
導
層
は
自
国
の
運
命
と
直
接
利
益
|
|
エ
ジ
プ
ト
の

場
合
同
防
衛
力
増
強
の
た
め
の
武
器
援
助
及
び
ア
ス
ワ
ン
・
ハ
イ
・
ダ
ム
建

設
の
経
済
援
助
ー
ー
の
み
に
関
心
を
持
つ
。
そ
の
た
め
小
国
の
制
御
能
力
を
超

え
た
長
期
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
力
の
構
造
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
小
国
指
導
層

の
外
交
目
的
は
単
純
且
つ
明
瞭
で
、
短
期
的
・
直
接
的
と
な
る
。
つ
ま
り
大
国

は
一
小
国
の
運
命
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
な
い
非
情
さ
を
持
つ
反
面
、
一
小
国
の

問
題
の
み
に
関
心
を
向
け
る
十
分
な
余
裕
を
持
た
な
い
と
い
う
死
角
を
持
つ
た

め
、
今
回
の
エ
ジ
プ
ト
の
対
ソ
接
近
を
許
す
と
い
っ
た
よ
う
に
度
々
情
勢
を
見

誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
大
国
が
小
国
を
自
国
の
勢
力
圏
内
に
巻
き
込
も
う

と
す
る
際
、
共
同
行
動
に
よ
る
長
期
的
利
得
と
い
う
視
野
に
立
っ
て
そ
の
誘
導

を
正
当
化
す
る
が
、
小
国
の
指
導
層
に
と
っ
て
は
、
遠
い
将
来
に
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
脅
威
に
対
し
て
よ
り
も
、
そ
の
政
治
体
制
が
生
き
残
れ
る
か
否
か
と
い

う
目
前
の
障
害
を
短
期
間
の
内
に
取
り
除
く
乙
と
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
問
題

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
.
米
国
が
ソ
速
の
脅
威
に
備
え
る
べ
く
パ
ク
ダ
l
ト

条
約
機
構
体
制
を
築
乙
う
と
ナ
セ
ル
に
も
ち
か
け
た
際
も
、
ナ
セ
ル
は
「
ど
う

し
て
?
ソ
連
は
乙
乙
か
ら
八
千
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
我
々
は
未
だ
か
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っ
て
ソ
連
と
何
の
ト
ラ
ブ
ル
も
起
と
し
た
と
と
も
な
い
。
ソ
連
は
エ
ジ
プ
ト
に

基
地
を
置
い
た
乙
と
も
な
い
。
八
千
キ
ロ
彼
方
で
万
を
持
っ
て
い
る
男
を
心
配

し
て
、
乙
乙
か
ら
百
キ
ロ
の
ス
エ
ズ
運
河
で
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
構
え
る
殺
人

者
(
イ
ギ
リ
ス
軍
)
を
無
視
す
る
乙
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
国
民
に
話
せ
る
だ

ろ
う
か
」
と
答
え
、
パ
ク
ダ
1
ド
条
約
機
構
へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
当
時
エ
ジ

プ
ト
が
一
番
望
ん
で
い
た
も
の
を
、
「
紐
付
き
で
は
な
く
」
与
え
て
く
れ
た
ソ

連
へ
の
傾
斜
を
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。

両
者
の
視
座
に
お
け
る
第
二
の
相
違
点
は
、
小
国
の
指
導
者
は
そ
の
軍
事
的
、

経
済
的
劣
勢
を
心
理
的
に
補
完
し
、
政
権
の
正
統
性
を
創
造
す
る
た
め
に
も
、

国
家
威
信
と
誇
り
に
対
し
て
は
、
過
敏
と
も
い
え
る
感
受
性
を
持
ち
、
「
独
立
」

の
侵
害
に
対
し
て
激
し
い
民
族
的
反
応
を
示
す
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
乙

と
で
あ
る
。
乙
の
小
国
の
持
つ
民
族
的
感
情
を
理
解
す
る
感
受
性
に
お
い
て
大

国
は
極
め
て
鈍
い
。
故
に
パ
ク
ダ
l
ド
条
約
機
構
の
構
築
に
関
し
て
、
エ
ジ
プ

ト
国
民
の
感
情
を
一
番
害
し
た
の
は
、
そ
の
盟
主
が
元
宗
主
国
の
イ
ギ
リ
ス
で

あ
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
ナ
セ
ル
は
「
英
国
人
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
地
位
が
占

領
者
か
ら
提
携
者
の
関
係
に
か
わ
る
な
ど
と
い
っ
た
ら
、
国
民
は
私
を
噸
笑
す

る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
は
新
植
民
地
主
義
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
と
反
発
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
両
者
の
視
座
構
造
の
相
違
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
所
に
米

国
の
対
エ
ジ
プ
ト
外
交
の
失
敗
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に

エ
ジ
プ
ト
が
米
国
を
自
国
に
有
利
に
動
か
せ
な
か
っ
た
の
は
、
米
圏
内
に
、
エ

ジ
プ
ト
と
相
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
に
同
情
的
で
尚

E
つ
強
力
な
政
治
的
影
響
力

を
持
つ
ユ
ダ
ヤ
ロ
ビ
ー
が
存
在
し
て
い
た
乙
と
や
、
当
時
の
外
交
政
策
に
お
い

て
エ
ジ
プ
ト
は
優
先
さ
れ
る
べ
き
国
家
で
は
な
か
っ
た
乙
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ

つ。

口

デ
タ
ン
ト
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
・
ソ
連
聞
の

外
交
政
策

乙
の
よ
う
に
、
米
国
の
強
硬
策
を
し
て
ソ
連
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

エ
ジ
プ
ト
は
対
ソ
接
近
を
図
り
、
巨
額
の
軍
事
・
経
済
援
助
を
引
き
出
し
た
。

地
中
海
に
接
し
、
ス
エ
ズ
運
河
の
所
有
と
い
う
高
い
戦
略
的
価
値
を
持
つ
エ
ジ

プ
ト
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
た
ソ
連
は
、
エ
ジ
プ
ト
を
懐
柔
す
る
乙
と
で
中
東

で
の
綴
ソ
体
制
の
要
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
試
み
た
が
、
ナ
セ
ル
及
び
サ
ダ
ト

は
帝
国
主
義
同
様
共
産
主
義
も
自
身
の
政
権
を
維
持
す
る
上
で
の
大
き
な
脅
威

と
見
倣
し
、
圏
内
の
共
産
主
義
者
を
悉
く
弾
圧
し
た
た
め
、
ソ
連
は
エ
ジ
プ
ト

に
支
配
体
制
を
確
立
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ソ
速
は
エ
ジ
プ

ト
の
そ
の
よ
う
な
態
度
に
憤
り
と
矛
盾
を
感
じ
な
が
ら
も
、
折
角
得
た
機
会
を

逃
す
ま
い
と
周
囲
へ
の
援
助
を
米
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
な
い
程
度
に
続
け

た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
場
合
に
も
両
者
の
視
座
構
造
の
相
違
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
常

に
国
際
環
境
を
考
慮
に
入
れ
て
対
外
政
策
を
選
択
せ
ね
ば
な
ら
な
い
大
国
ソ
連

は
、
エ
ジ
プ
ト
よ
り
も
そ
の
行
動
に
制
約
が
多
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
地
域
紛

争
に
深
入
り
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
米
国
と
の
対
立
が
余
儀
な
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
る
乙
と
を
懸
念
し
た
ソ
速
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
争
に
お

い
て
決
定
的
な
武
器
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
エ
ジ
プ
ト
の
関

心
は
国
際
環
境
の
秩
序
維
持
に
は
な
く
、
現
状
を
打
破
し
過
去
二
(
或
い
は
三
)

回
の
戦
争
で
の
屈
辱
を
は
ら
す
乙
と
に
あ
っ
た
た
め
、
強
力
な
武
器
を
求
め
て
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時
に
は
「
米
国
カ
l
ド
」
を
ち
ら
つ
か
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ロ
シ
ア
人
の
軍

事
要
員
を
追
放
す
る
な
ど
強
硬
な
手
段
を
と
っ
て
ソ
連
指
導
層
を
揺
さ
ぶ
っ
て

き
た
。
乙
の
両
者
の
駆
け
引
き
は
、
結
果
的
に
努
力
が
徒
労
に
終
わ
っ
た
ソ
連

の
敗
北
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

小
国
エ
ジ
プ
ト
が
超
大
国
ソ
速
に
対
し
て
乙
の
よ
う
に
上
手
が
と
れ
た
の
は
、

ナ
セ
ル
及
び
サ
ダ
ト
の
外
交
手
腕
に
よ
る
と
乙
ろ
も
大
き
い
が
、
次
の
よ
う
な

「
他
者
制
約
的
」
条
件
を
満
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

山
大
国
の
関
心
領
域
が
そ
の
小
国
以
外
の
広
い
領
域
に
お
か
れ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
小
国
に
有
利
と
な
る
。

|
|
ソ
連
は
中
東
で
の
勢
力
拡
大
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の

盟
主
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。

凶
小
国
の
管
理
下
に
あ
る
稀
少
な
戦
時
必
需
品
と
サ
ー
ビ
ス
が
特
に
一
方
ま

ま
た
は
双
方
に
と
っ
て
決
定
的
価
値
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
有
利
と
な
る
。

l
l
ソ
連
は
地
中
海
で
唯
一
使
用
を
認
め
ら
れ
た
港
湾
施
設
を
エ
ジ
プ
ト

に
依
存
し
て
い
た
。
ま
た
第
三
次
中
東
戦
争
後
は
エ
ジ
プ
ト
圏
内
に
ソ
速

の
軍
事
施
設
を
設
け
る
と
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。

問
中
立
国
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
有
利
と
な
る
。

-

1

非
同
盟
主
義
を
掲
げ
た
数
多
く
の
国
と
の
友
好
な
外
交
関
係
が
樹
立

さ
れ
て
い
た
。
乙
れ
は
小
国
の
管
理
可
能
の
与
件
で
あ
る
が
、

凶
隣
国
た
る
小
国
と
の
友
好
関
係

ー
ー
一
時
期
で
は
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
同
様
に
ソ
連
が
肩
入
れ
し
て
い
た

シ
リ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
が
連
合
国
を
結
成
し
た
た
め
、
そ
の
盟
主
と
な
っ
た

ナ
セ
ル
の
発
言
権
が
増
し
た
。

米
ソ
聞
が
「
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ
l
ム
」
を
展
開
し
て
い
る
限
り
は
、
以
上
の

よ
う
な
諸
条
件
を
満
た
す
乙
と
で
小
国
の
持
つ
「
脆
弱
性
」
を
逆
に
「
強
さ
」

に
転
化
す
る
機
会
が
増
大
す
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
陣
・
の
小
国
が
経
済
的
に

後
進
的
で
、
軍
事
的
に
弱
く
圏
内
の
不
安
定
性
を
も
っ
国
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

小
国
の
位
置
す
る
領
域
が
米
ソ
の
抗
争
上
(
例
え
ば
地
政
学
的
に
み
た
場
合
等
)

重
要
な
戦
略
的
地
位
を
占
め
、
そ
の
局
地
紛
争
が
長
引
き
持
久
戦
的
様
相
を
と

れ
ば
と
る
ほ
ど
、
そ
の
小
国
の
要
求
に
対
し
て
援
助
を
公
約
し
た
大
国
の
立
場

は
弱
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
中
東
紛
争
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
そ
の
局
地
紛
争
に
参
加
す
る
小
固
に
対
し
て
、
超
大
国
が
明
確

E
つ
公
然

た
る
公
約
を
し
て
い
る
限
り
、
超
大
国
双
方
が
そ
の
小
国
を
制
御
す
る
力
が
弱

く
、
逆
に
小
国
の
援
助
大
国
に
対
す
る
支
配
力
が
強
ま
る
。
ま
し
て
米
国
の
よ

う
に
、
圏
内
に
そ
の
紛
争
当
時
者
の
一
方
側
を
支
援
す
る
特
定
の
利
益
集
団

(
ユ
ダ
ヤ
・
ロ
ビ
ー
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
)
を
持
つ
場
合
、
そ
の
拘
束
は

一
層
著
し
い
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
弱
者
の
恐
喝
」
は
国
際
緊
張
が
和
ら
ぎ
、
ニ
ク
ソ
ン

H
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
政
権
に
よ
る
意
図
的
な
多
極
外
交
時
代
が
到
来
す
る
と
と

も
に
段
々
効
力
を
弱
め
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

-119-

日

米
ソ
デ
タ
ン
ト
下
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
・

米
国
聞
の
外
交
政
策

ソ
連
が
デ
タ
ン
ト
政
策
を
重
視
し
始
め
た
た
め
、
中
東
問
題
に
関
し
て
は
ア

ラ
ブ
側
の
立
場
に
立
っ
て
断
固
と
し
た
態
度
で
米
国
と
乙
と
を
構
え
る
つ
も
り

が
な
い
と
判
断
し
た
サ
ダ
ト
は
、
中
東
紛
争
の
解
決
は
唯
一
イ
ス
ラ
エ
ル
に
圧



卒論ダイジェスト

力
を
か
け
う
る
米
国
が
握
っ
て
い
る
と
考
え
、
米
国
に
接
近
を
図
る
と
と
で
米

国
を
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
譲
歩
を
得
ょ
う
と
決
心
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
乙
の
時
期
米
国
の
対
外
政
策
を
牛
耳
っ
て
い
た
キ
ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
は
時
期
尚
早
と
し
て
本
格
的
に
中
東
問
題
解
決
に
乗
り
出
そ
う
と
し
な
か

っ
た
。
乙
乙
に
サ
ダ
ト
の
持
久
戦
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
小
圏
外
交
の
基
本
戦

術
は
大
国
の
う
つ
ろ
い
や
す
い
「
関
心
焦
点
の
移
動
」
を
待
つ
、
タ
イ
ミ
ン
グ

感
覚
と
持
久
力
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
サ
ダ
ト
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
待
ち
自
ら
何

回
か
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
交
渉
し
た
が
、
米
国
は
腰
を
上
げ
な
か
っ
た
た
め
、

国
民
の
「
戦
争
で
も
平
和
で
も
な
い
」
状
態
に
対
す
る
不
安
、
焦
燥
感
な
ど
の

欝
積
し
た
感
情
は
高
ま
る
一
方
だ
っ
た
。
そ
乙
で
サ
ダ
ト
は
米
国
を
中
東
へ
引

っ
張
り
だ
す
た
め
限
定
的
な
戦
争
を
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
仕
掛
け
る
事
を
決
意
し
、

そ
の
計
画
を
成
功
さ
せ
た
。
サ
ダ
ト
は
ソ
連
と
の
関
係
を
全
て
断
ち
、
米
国
の

中
東
戦
略
の
一
端
を
自
ら
担
う
乙
と
で
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
の
全
占
領
地
を
回
復

し
中
東
紛
争
の
舞
台
か
ら
降
り
た
の
で
あ
っ
た
。

「
ソ
連
カ
l
ド
」
を
用
い
た
「
弱
者
の
恐
喝
」
が
米
国
に
は
効
き
目
の
な
い

乙
と
が
、
最
早
サ
ダ
ト
に
は
判
っ
て
い
た
。
米
国
は
ソ
連
ほ
ど
に
は
エ
ジ
プ
ト

に
そ
の
戦
略
的
重
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ブ
の
盟
主
で
あ
り
、

ス
エ
ズ
運
河
を
所
有
す
る
エ
ジ
プ
ト
が
西
側
陣
営
に
加
わ
れ
ば
、
乙
の
地
域
で

「
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ
l
ム
」
を
展
開
す
る
米
ソ
に
と
っ
て
は
、
米
国
の
大
き
な

勝
点
と
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
米
国
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、

西
側
諸
国
が
そ
の
石
油
供
給
の
五
割
以
上
を
依
存
し
て
い
る
ア
ラ
ブ
産
油
国
の

ほ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
核
時
代
に
お
け
る
小
国
の
交
渉
力
の
源
泉
で
あ
っ

た
「
弱
者
の
恐
喝
」
は
冷
戦
二
極
構
造
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
そ
の
多
く
を
負
っ

て
お
り
、
ニ
ク
ソ
ン
H
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
路
線
で
の
多
極
外
交
の
展
開
の
中
で

は
あ
ま
り
効
果
的
な
戦
術
で
は
な
か
っ
た
。
乙
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
を
十
分

に
把
握
し
た
上
で
の
サ
ダ
ト
の
決
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

超
大
国
と
い
う
の
は
、
そ
の
巨
体
の
能
力
を
十
分
に
効
率
良
く
発
揮
さ
せ
う

る
優
れ
た
指
導
者
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
指
導
者
の
能
力
以
前
に
そ
の
国

本
来
が
保
持
し
て
い
る
力
|
|
例
え
ば
防
衛
力
、
食
糧
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
力
、

及
び
外
へ
向
け
ら
れ
た
軍
事
力
、
経
済
力
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
政
治

外
交
カ
ー
ー
を
全
面
に
押
し
出
す
乙
と
で
他
を
圧
倒
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
小
国
は
大
国
の
よ
う
な
、
そ
の
国
の
戦
略
を
支
え
る
経
済
力
も

軍
事
力
も
保
有
し
て
い
な
い
上
、
た
と
え
稀
少
な
資
源
を
所
有
し
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
生
か
し
て
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
だ
け
の
技
術
力
も
持
た
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
現
代
の
よ
う
に
国
際
体
系
が
流
動
的
な
場
合
ほ
ど
小
国
外
交
の

成
功
如
何
は
そ
の
指
導
者
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
点
サ
ダ
ト

は
小
国
指
導
者
に
必
要
な
、
大
固
に
関
す
る
正
確
な
政
治
・
軍
事
情
報
の
所
有

と
使
用
、
及
び
大
国
の
行
動
性
向
を
正
し
く
計
算
す
る
能
力
、
そ
し
て
経
験
、

構
想
力
、
柔
軟
性
、
剛
気
を
も
っ
て
交
渉
す
る
能
力
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の

能
力
を
十
分
に
生
か
し
き
る
行
動
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に
|
|
国
際
政
治
に
お
け
る
小
国

以
上
の
よ
う
に
、
小
国
は
冷
戦
下
に
お
い
て
「
弱
者
の
恐
喝
」
を
そ
の
外
交

政
策
の
常
套
手
段
と
し
、
核
時
代
に
お
い
て
外
部
か
ら
の
敵
対
行
動
に
対
す
る

超
大
国
の
報
復
手
段
が
限
定
さ
れ
る
中
、
そ
の
「
弱
さ
」
を
逆
に
武
器
と
し
て

国
際
政
治
に
拾
頭
し
て
き
た
。
ま
た
国
連
、
そ
の
他
の
国
際
機
関
を
通
じ
、
紛

争
の
場
を
拡
大
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
大
国
の
経
済
制
裁
等
の
圧
力
に
抵
抗
し
、



国際政治における大国と小国

或
い
は
反
対
に
大
国
に
経
済
制
裁
を
突
き
つ
け
る
な
ど
、
そ
の
国
際
舞
台
で
の

存
在
に
は
際
立
つ
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
よ
う
な
多
極
的

E

つ
流
動
的
な
国
際
環
境
に
お
い
て
は
、
最
早
そ
う
し
た
小
圏
外
交
の
機
動
力
の

源
泉
は
、
冷
戦
二
極
構
造
時
代
の
よ
う
な
「
弱
者
の
恐
喝
」
に
求
め
る
と
と
は

難
し
い
。
何
故
な
ら
現
在
の
国
際
政
治
を
動
か
し
て
い
る
も
の
は
、
安
全
保
障

を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
外
交
戦
略
ゲ
!
ム
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
国
家
主

権
の
枠
を
越
え
て
広
が
る
、
新
し
い
次
元
の
争
点
|
|
多
国
籍
企
業
の
発
展
、

科
学
技
術
の
伝
播
、
文
化
交
流
の
拡
大
、
通
商
・
通
貨
・
金
融
等
の
経
済
問
題
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
天
然
資
源
問
題
、
環
境
汚
染
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
な
ど
の
テ
ロ
行

為
l
1等
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
軍
事
的
に
は
依
然
と
し
て
二
極
構
造

で
あ
っ
て
も
政
治
的
に
は
多
極
、
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。
冷
戦
二
極

時
代
に
お
い
て
は
概
し
て
、
前
者
の
「
高
次
の
外
交
政
策
」
の
領
域
に
後
者
の

「
低
次
の
外
交
政
策
」
の
諸
問
題
が
無
制
限
に
侵
入
す
る
乙
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
所
調
「
複
線
体
系
」
と
そ
が
、
西
欧
資
本
主
義
議
国
に
対
し
て
安

全
と
繁
栄
の
保
障
を
与
え
、
自
由
世
界
に
属
す
る
小
国
群
に
対
し
て
「
弱
者
の

恐
喝
」
を
許
す
基
本
構
造
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
多

極
化
の
進
行
す
る
現
代
世
界
で
は
、
超
大
国
の
中
立
化
や
非
同
盟
主
義
を
以
前

ほ
ど
恐
れ
な
く
な
っ
た
し
、
戦
略
地
域
に
お
け
る
紛
争
(
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
紛
争

等
)
を
局
地
化
し
う
る
可
能
性
も
以
前
よ
り
増
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
一
九

五
0
年
代
以
降
独
立
し
た
ア
ジ
ア
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
の
主
要
な

自
己
主
張
の
形
態
で
あ
る
、
「
非
同
盟
主
義
」
或
い
は
「
積
極
的
中
立
主
義
」

は
権
力
政
治
の
「
実
」
の
世
界
で
は
「
政
治
的
代
価
が
高
く
」
な
っ
て
い
く
の

に
対
し
て
、
そ
の
「
虚
」
の
性
格
|
|
主
権
の
独
立
と
行
動
の
自
由
を
象
徴
化

す
る
た
め
の
「
外
交
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
一
手
段
」
的
性
格
は
、
一

層
濃
厚
と
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
新
し
い
次
元
の
争
点
が
表
面
に
上
昇
し
て
き
た
結
果
、
争
点

ど
と
に
交
差
し
た
連
合
形
成
の
可
能
性
が
生
じ
て
き
た
。
小
国
に
と
っ
て
最
も

望
ま
し
い
形
態
は
小
国
相
互
閣
の
同
盟
や
、
米
ソ
ど
ち
ら
か
一
方
と
の
二
国
同

盟
で
は
な
く
、
逃
げ
場
所
が
多
数
あ
る
多
国
間
と
の
混
合
形
態
で
あ
ろ
う
。
確

か
に
一
般
に
超
大
国
と
呼
ば
れ
る
国
は
、
安
全
保
障
・
国
際
経
済
を
始
め
と
し

て
多
く
の
争
点
に
関
し
て
、
小
国
よ
り
も
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
全
て
の
争
点
に
つ
い
て
影
響
力
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
現
代
の
よ
う
に
安
全
保
障
の
問
題
が
今
日
明
日
を
争
う
よ
う
な
危
機

感
を
呈
し
て
い
な
い
国
際
状
況
に
お
い
て
は
、
個
別
争
点
ど
と
の
多
角
的
な
交

差
連
合
形
成

(
O
P
E
C諸
国
の
形
成
等
)
の
可
能
性
は
益
々
増
し
、
同
時
に

あ
る
特
定
の
争
点
(
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
糧
問
題
等
)
に
関
し
て
強
力
な
影
響
力

を
行
使
し
う
る
小
国
が
拾
頭
し
始
め
、
国
際
体
系
の
流
動
化
に
伴
っ
て
、
小
圏

外
交
の
機
動
力
を
発
揮
し
う
る
機
会
が
高
ま
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

-121-

(
な
が
ぬ
ま
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ち
え

フ
ラ
ン
ス
語
科
六
二
年
度
卒
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中
国
の
通
貨
制
度
と
海
口
市

「
ポ
ス
ト
台
湾
」
を
目
ざ
す
海
南
島
を
旅
し
て
ー
ー
ー

ー
は
じ
め
に

l

昨
秋
(
一
九
八
八
年
十
月
J
十
一
月
に
か
け
て
て
海
南
島
を
中
心
に
中
国
を

二
週
間
ほ
ど
旅
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
し
か
し
、
今
度
の
中
国
の
旅
は
、

大
阪
か
ら
上
海
入
り
す
る
や
い
な
や
、
風
邪
で
発
熱
す
る
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン

ト
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
そ
乙
で
数
日
間
十
分
休
養
を
と
っ
た
後
、
単
身
(
上

海
↓
)
広
州
↓
海
口
(
海
南
島
〉
↓
三
亙
(
海
南
島
)
↓
海
口
↓
広
州
↓
深
釧

↓
香
港
と
い
う
コ
I
ス
を
た
ど
り
、
成
田
に
舞
い
戻
っ
た
@
旅
行
の
収
獲
と
言

え
ば
、
「
経
済
開
放
政
策
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
諸
都
市
を
目
の
あ
た
り
に
し

て
、
中
国
の
「
近
代
化
」
へ
の
可
能
性
及
び
そ
の
限
界
等
を
感
じ
と
る
乙
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
今
回
、
『
歴
史
と
未
来
』
に

拙
稿
を
掲
載
す
る
に
あ
た
り
、
当
時
の
見
聞
と
雑
感
を
交
え
な
が
ら
、
ど
う
し

て
も
今
書
き
残
し
て
お
き
た
い
①
「
甘
え
」
と
い
う
よ
り
も
「
外
国
人
搾
取
」

の
「
二
重
通
貨
制
度
」
②
発
展
の
可
能
性
の
極
め
て
高
い
海
南
島
と
い
う
二
点

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

渋

谷

司

(
関
東
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
)

一
、
通
貨
体
制

周
知
の
ど
と
く
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
、
中
国
銀
行
や
ホ
テ
ル
(
中
国
銀
行

の
支
庖
)
な
ど
で
日
本
円
等
の
外
貨
を
中
国
の
通
貨
に
換
え
る
と
、
外
貨
免
換

券

(
J
o
E何
回
自
白

za由

S
E
E
m
s
-
い
わ
ゆ
る
「
F
-
B
・
C
-
」
)

を
渡
さ
れ
る
。
〈
そ
の
時
に
渡
さ
れ
る
「
外
貨
(
貨
)
見
(
免
)
換
水
単

〈
単
)
」
〔
E
X
C
H
A
N
G
E
M
E
M
O〕
は
、
外
貨
免
換
券
を
再
度
外

貨
に
両
替
す
る
時
に
必
要
と
な
る
。
)
乙
の
他
に
中
圏
内
部
で
し
か
通
用
し
な

い
ロ
ー
カ
ル
・
カ
レ
ン
シ
l
の
人
民
元
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
人
民
元
は
、

中
国
内
部
で
す
ら
貨
幣
と
し
て
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
.
外
貨
免
換
券
は

必
ず
人
民
元
に
交
換
で
き
る
が
、
そ
の
逆
は
難
し
い
。
ま
し
て
や
、
一
度
外
国

人
が
、
人
民
元
を
握
っ
た
ら
最
後
、
外
貨
一
免
換
券
に
還
元
す
る
道
は
、
ま
ず
な

い
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
人
民
元
を
使
い
き
る
か
、
百
元
以
下
だ
っ
た
ら
そ
れ
を

土
産
に
す
る
し
か
な
い
。
乙
れ
が
、
一
方
通
行
の
、
両
替
の
不
可
逆
的
「
二
重

通
貨
制
度
」
だ
。
一
九
八

O
年
四
月
一
日
か
ら
、
当
初
「
外
貨
の
集
中
管
理
」
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中国の通貨制度と海口市

と
「
ヤ
ミ
市
場
取
締
ま
り
」
を
目
的
と
し
て
、
外
貨
免
換
券
が
発
行
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
政
府
の
意
図
と
は
お
そ
ら
く
関
係
な
く
、
結
果
と

し
て
、
外
貨
免
換
券
が
「
外
国
人
搾
取
機
能
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
廃
止

の
噂
は
あ
る
の
だ
が
、
い
っ
こ
う
に
姿
を
消
す
機
子
が
な
い
。
世
界
で
と
の
よ

う
な
「
二
重
通
貨
制
度
」
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
中
国
(
台
湾
を
除
く
)
と
北

朝
鮮
(
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
)
ぐ
ら
い
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
社
会
主
義
国
や
第
三
世
界
で
は
、
米
ド
ル
と
自
国
通
貨
が
、
機
能

的
に
中
国
の
外
貨
免
換
券
と
人
民
元
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
、
と

恩
わ
れ
る
。

同
時
に
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
二
重
価
格
制
度
」
の
問

題
で
あ
る
。
外
国
人
に
対
し
て
は
、
中
国
人
民
よ
り
価
格
が
高
く
見
積
も
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
人
な
ら
ば
、
一
元
で
す
む
も
の
を
、
外
国
人
だ
と
二

元
請
求
さ
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
を
外
貨
換
券
で
支
払
お

う
も
の
な
ら
ば
、
「
二
重
価
格
制
度
」
と
「
二
重
通
貨
制
度
」
に
よ
っ
て
、
文

字
通
り
「
二
重
」
に
「
搾
取
」
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
外
国
人
差
別
(
中
国
人

の
ゼ
ノ
フ
ォ
l
ピ
ア

a

揺

5
1
H
O
V
E
-
〔
外
国
人
嫌
い
〕
と
は
無
関
係
で
あ
ろ

う
が
〉
の
「
二
重
価
格
制
度
」
は
、
多
少
改
善
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
「
二
重
通
貨
制
度
」
は
、
外
貨
獲
得
の
「
隠
し
玉
」
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
か
、
依
然
と
し
て
廃
止
さ
れ
ず
に
「
健
在
」
で
あ
る
。
以
上
の
点
に
つ
い

て
は
、
早
く
か
ら
中
嶋
嶺
雄
氏
が
喝
破
し
て
い
る
。

結
局
、
中
国
に
お
い
て
「
二
重
通
貨
制
度
」
の
問
題
は
根
深
く
、
乙
れ
を
明

ら
か
に
せ
ず
、
中
国
経
済
を
語
っ
た
り
、
同
国
の
経
済
統
計
を
提
示
し
た
り
す

る
の
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
。

m
「
ニ
重
通
貨
制
度
」
の
「
外
国
人
搾
取
機
能
」

「
二
重
通
貨
制
度
」
に
つ
い
て
少
し
詳
述
し
た
い
。
も
し
、
中
国
側
の
建
前

通
り
、
本
当
に
外
貨
免
換
券
が
人
民
元
と
一
対
一
の
等
価
で
あ
れ
ば
、
人
民
元

を
つ
か
ん
で
日
本
円
に
再
交
換
で
き
な
く
と
も
、
が
ま
ん
も
で
き
よ
う
。
一
九

八
八
年
秋
、
上
海
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
外
貨
調
節
セ
ン
タ
ー
」
を
唯
一
の
例
外

と
し
て
、
実
際
、
人
民
元
の
真
の
実
勢
を
示
す
公
定
為
替
レ
l
ト
が
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
験
的
に
言
っ
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、

(
一
九
八
八
年
の
十
一
月
時
点
で
)
外
貨
免
換
券
と
人
民
元
は
一
対
二
前
後
で

取
引
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る

マネ
l
・
チ
ェ
イ
ン
ジ
ャ
l
(
ヤ
ミ
の
両
替
人
〉
が
、
筆
者
の
知
る
限
り
の
最
高
値

一
対
一
・
八
で
、
外
貨
免
換
券
と
人
民
元
の
交
換
を
求
め
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

(
北
京
と
上
海
で
一
対
二
・

O
で
交
換
し
た
人
も
い
る
と
い
う
。
)
当
然
、
利

鞘
を
稼
ぐ
隠
は
、
一
対
一
・
八
を
超
え
る
レ
l
ト
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
外
貨
免
換
券
の
一
元
(
以
下
一

F
-
B
・
C
-
と
略
す
)
は
、

お
お
よ
そ
二
人
民
元
(
二
R
-
M
・
B
-
と
も
い
う
)
の
価
値
を
有
す
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一

F
-
E
・

c
・
で
、
断
り
書
き
の
な
い
一
元
の

正
札
の
買
物
を
す
る
と
、
一
人
民
元
を
中
国
に
「
搾
取
」
さ
れ
る
。
直
接
に
は
、

買
物
先
の
中
国
人
民
に
対
し
余
分
に
支
払
う
乙
と
に
な
る
が
、
全
体
的
に
は
、

中
国
の
外
貨
獲
得
政
策
に
大
い
に
「
寄
与
」
す
る
乙
と
に
な
る
。
(
乙
乙
で
使

用
す
る
「
F
-
B
・
C
-
」
と
は
、
公
の
対
外
的
・
形
式
的
な
レ

l
卜
を
有
す

貨
幣
〔
正
確
に
は
、
外
貨
と
の
交
換
証
明
書
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
人
民

元
」
と
表
示
さ
れ
、
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
〕
の
と
と
マ
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
、
「
人
民
元
」
は
対
内
的
・
実
質
的
な
レ
l
ト
を
有
す
貨
幣
を

い
・
っ
。
)
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研究ノート

中
国
を
訪
問
す
る
外
国
人
が
中
固
に
ど
の
く
ら
い
「
貢
献
」
し
て
い
る
か
を

試
算
す
る
前
に
、
上
海
の
「
外
貨
調
節
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
人
民
一
元
が
ど
の
程

度
で
取
引
さ
れ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。
中
国
側
の
公
定
為
替
レ
I
ト
で
は
、

一
九
八
七
年
、
世
界
通
貨
と
し
て
の
米
ド
ル
を
基
準
と
す
る
と
、
一
米
ド
ル
H

=
7
七
二
二
て
P

・
E
-
c
-
〈
一
F
・
E
・
e
-
H
0
・
二
六
八
七
米
ド
ル
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
外
貨
調
節
セ
ン
タ
ー
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
昨
年
九
月

二
八
日
当
日
の
取
引
は
、
実
に
、
一
米
ド
ル
1
七
・
O
二
人
民
元
(
一
人
民
元

H
0
・
一
四
二
回
米
ド
ル
)
で
成
立
し
て
い
る
。

比
較
の
日
時
が
違
う
の
で
、
為
替
レ
l
ト
の
変
動
が
ぎ
っ
て
、
多
少
不
正
確

で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
こ
米
ド
ル
1
)
三
・
七
二
二
F
-
B
・

C
・
-

七
・
O
二
人
民
元
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
F
・
E
・
c
・
1
一
・
八
八
六
O

人
民
元
の
等
式
が
得
ら
れ
る
。
我
々
の
体
験
的
推
測
値
の
一
F
・
E
・

C
・
-

約
二
人
民
元
に
近
い
数
値
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
外
貨
免
換
券
が
出
現
し
た
一
九
八
O
年
か
ら
一
九
八
七
年
ま
で
の

対
米
ド
ル
の
推
移
を
見
て
お
乙
う
。

一
九
八
O
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
六
六
七
四
米
ド
ル

一
九
八
一
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
五
八
六
七
米
ド
ル

一
九
八
二
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
五
二
八
四
米
ド
ル

一
九
八
三
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
五
O
六
一
米
ド
ル

一
九
八
四
年
一
F
-
E
・
c
-
M
H
O
-
四
=
二
O
米
ド
ル

一
九
八
五
年
一
F
・
E
・
c
・
1
0
・
三
四
O
五
米
ド
ル

一
九
八
六
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
二
八
九
六
米
ド
ル

一
九
八
七
年
一
F
・
E
・
e
・
-
0
・
二
六
八
七
米
ド
ル

米
ド
ル
に
対
す
る
日
本
円
の
強
さ
と
は
対
照
的
な
、
目
を
覆
う
ば
か
り
の
外

貨
免
換
券
の
下
落
で
あ
る
。
(
ち
な
み
に
、
一
九
八
O
年
の
一
米
ド
ル
1
二
O

一
一
7
0
0
円
が
「
中
心
相
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
円
高
を
想
起
せ
よ
。
)

以
上
の
数
字
は
、
あ
く
ま
で
も
人
民
元
で
は
な
く
、
外
貨
免
換
券
に
よ
る
公
定

為
替
レ
l
ト
で
あ
る
と
と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

さ
て
、
一
九
八
七
年
に
お
け
る
訪
中
観
光
客
総
数
は
、
二
六
九
0
・
二
万
人

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
非
中
国
系
観
光
客
は
、
一
七
二
万
人
を
か
ぞ
え
る
。

乙
と
で
、
簡
単
な
計
算
を
試
み
た
い
。
も
し
、
一
九
八
七
年
末
の
公
定
為
替

レ
I
ト
で
、
彼
ら
一
人
一
人
が
、
日
本
円
で
一
万
円
を
中
国
大
陸
で
使
用
し
た

と
し
よ
う
。

ζ

の
時
、
仮
に
一
米
ド
ル
1
一
二
五
円
、
一
米
ド
ル
H
三
・
七
二

二
一
F
・
B
・

C
-
と
す
る
な
ら
ば
、

(
約
)
一
万
円

1
約
八
O
米
ド
ル
H
約
三
O
O
F
-
E
・
e
-

前
述
の
通
り
、
貨
幣
価
値
の
実
勢
は
、
一
F
・
E
・
c
-
H
豹
二
人
民
元
ほ

ど
な
の
で
、

(
約
)
一
万
円

H
約
八
O
米
ド
ル

l
約
六
O
O
人
民
元
:
・
・
:
(
*
)

と
乙
ろ
が
、
建
前
は
一
F
・
E
・
c
・
1
一
人
民
元
で
あ
る
か
ら
、
三
O
O

F
-
E
・
e
・
(
H
豹
六
O
O
人
民
元
)
を
中
国
で
使
用
す
る
と
、
同
額
の
約

三
O
O
人
民
元
の
「
利
益
」
が
中
国
側
に
も
た
ら
さ
れ
た
乙
と
に
な
る
。
(
*
)

か
ら
、
当
然

約
三
O
O
人
民
元
H
約
四
O
米
ド
ル
1
約
五
千
円

そ
ζ

で
、
非
中
国
人
系
の
一
七
二
万
人
の
旅
行
者
数
を
か
け
て
み
よ
う
。

四
O
(
米
ド
ル
)

X

一
七
二
(
万
人
)
1
六
八
八
O
万
(
米
ド
ル
)

〔

H
約
八
六
億
円
〕

今
度
は
、
中
国
系
を
含
む
観
光
客
総
数
を
か
け
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う

4
H

。
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四
O
(米
ド
ル
)
×
二
六
九

0
・
二
(
万
人
)

ー
一

O
億
七
六
O
八
万
(
米
ド
ル
)

〔H
豹
一
三
四
五
億
一
千
万
円
〕

と
乙
ろ
で
、
観
光
客
が
、
旅
費
や
滞
在
費
を
含
め
、
一
人
あ
た
り
、
た
っ
た

一
万
円
し
か
中
園
内
で
使
わ
な
い
と
も
思
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
人
を
は
じ

め
と
す
る
非
中
国
系
観
光
客
は
、
中
国
に
多
額
の
金
を
落
と
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
仮
に
、
中
国
系
・
非
中
国
系
を
問
わ
ず
総
て
の
旅
行
者
が
平
均
一

O
万

円
を
中
国
大
陸
内
部
で
使
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
一
年
聞
に
一

O
O億
ド
ル
以

上
の
「
利
益
」
が
、
苦
も
な
く
中
国
側
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
観
光

業
か
ら
得
た
真
の
「
利
潤
」
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
ち
な
み
に
、

一
九
八
七
年
末
の
中
国
の
外
貨
準
備
高
は
、
一
五
二
億
三
六
O
O万
米
ド
ル
で

あ
っ
た
。

以
上
の
単
純
な
試
算
は
、
あ
く
ま
で
も
観
光
客
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
一
方
、
ビ
ジ
ネ
ス
(
貿
易
や
合
弁
事
業
な
ど
〉
で
訪
中
す
る
外
国
人
も
、

同
様
の
「
搾
取
構
造
」
の
中
で
、
中
国
相
手
に
大
小
様
々
な
商
売
を
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
乙
れ
が
、
「
隠
し
玉
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

中国の通貨制度と海口市

間
外
貨
貸
換
券
へ
の
拝
脆

外
貨
免
換
券
の
価
値
の
下
落
は
、
当
然
中
国
経
済
の
脆
弱
性
を
物
語
る
。
乙

乙
数
年
間
(
一
九
八
二
年
J
一
九
八
七
年
)
で
、
お
よ
そ
外
貨
免
換
券
は
半
分

の
価
値
と
な
っ
て
い
る
。
中
国
政
府
は
、
人
民
に
盛
ん
に
貯
蓄
を
勧
め
る
の
だ

が
、
一
九
七
八
年
十
二
月
の
中
国
共
産
党
第
十
一
期
三
中
全
会
以
降
「
経
済
開

放
政
策
」
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
の
貯
蓄

は
、
目
減
り
傾
向
が
著
し
い
。
人
民
元
も
同
様
で
あ
る
が
、
同
じ
目
減
り
す
る

な
ら
ば
、
外
貨
免
換
券
の
方
が
ま
し
で
あ
る
。

数
年
前
と
違
っ
て
、
か
な
り
の
輸
入
品
が
人
民
元
で
買
え
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
も
の
の
、
や
は
り
一
部
の
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ド
商
品
な
ど
は
、
外
貨
免
換

券
で
な
い
と
手
に
入
り
に
く
い
。
従
っ
て
、
中
国
人
民
は
、
外
貨
免
換
券
を
欲

し
が
り
、
か
つ
そ
れ
を
得
ょ
う
と
血
眼
に
な
る
。
一
た
ん
外
貨
免
換
券
を
獲
得

し
た
な
ら
ば
、
余
程
で
な
い
限
り
乙
れ
を
手
放
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
い
ざ
と
な
れ
ば
、
一
対
ニ
前
後
の
レ

i
ト
で
人
民
元
と
チ
ェ
ン
ジ
で
き

る。
外
貨
免
換
券
の
入
手
先
は
、
無
論
外
国
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
人
相
手

の
商
売
が
、
花
形
職
業
と
雪
ロ
え
よ
う
。
そ
れ
も
で
き
れ
ば
、
国
営
な
ど
で
は
な

く
個
人
事
業
が
良
い
。
外
貨
免
換
券
が
簡
単
に
得
ら
れ
る
か
ら
だ
。
比
較
的
手

軽
な
の
は
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
気
商
売
な
の
で
、

最
近
で
は
運
転
手
の
な
り
手
が
多
す
ぎ
る
、
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

運
転
手
は
実
入
り
が
良
い
そ
う
だ
。
彼
ら
乙
そ
、
い
わ
ば
都
市
の
新
し
い
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
大
陸
内
の
一
流
ホ
テ
ル
で
は
、
外
貨
免
換
券
が
な
い
と
宿
泊
で

き
な
い
。
驚
く
べ
き
は
、
「
米
ド
ル
の
み
使
用
可
、
外
貨
免
換
券
は
不
可
」

(
広
州
市
流
花
路
の
中
国
大
酒
庖
〔
C
H
I
N
A
H
O
T
E
L〕
)
ま
た
は

「
香
港
ド
ル
の
み
使
用
可
、
外
貨
免
換
券
も
不
可
」
(
深
洲
市
建
設
路
の
新
都

酒
庖
〔
C
E
N
T
U
R
Y
P
L
A
Z
A
H
O
T
E
L〕
)
と
い
う
ホ
テ
ル

さ
え
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
外
貨
免
換
券
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
、
当
然
、
米

ド
ル
や
香
港
ド
ル
に
両
替
は
可
能
で
あ
る
が
。
乙
れ
は
、
明
ら
か
に
一
般
の
中

国
人
排
除
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
前
、
中
国
大
陸
に
存
在
し
た
い
わ

ば
列
強
の
「
租
界
」
と
悶
じ
機
能
を
持
つ
。
当
時
、
「
組
界
」
で
は
「
犬
と
中
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国
人
は
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
立
札
や
掲
示
板
が
、
至
る
と
乙
ろ
で
見
ら
れ
た
、

と
い
う
。
戦
後
、
無
論
「
組
界
」
は
消
滅
し
た
。
し
か
し
、
「
経
済
開
放
政
策
」

が
実
施
さ
れ
て
以
来
、
中
国
人
民
を
排
除
す
る
形
で
突
知
出
現
し
た
の
が
、

「
租
界
」
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
超
近
代
的
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、

外
国
人
と
外
貨
を
稼
げ
る
「
新
し
い
特
権
階
級
」

(
H
「
新
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
)

の
み
踏
み
込
め
る
空
間
で
あ
る
。

ω
「
準
公
定
レ

l
ト
」
固
定
化
へ
の
試
み

と
こ
ろ
が
、
海
南
島
の
省
都
、
海
口
市
内
一
流
ホ
テ
ル
、
海
口
国
際
金
融
大

鹿
(
海
口
市
大
同
路
)
で
は
、
外
貨
免
換
券
で
も
人
民
元
の
ど
ち
ら
を
使
用
し

て
も
、
宿
泊
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一

F
-
B
・
C
-
に
対
し
て
、
一
・
三

人
民
元
の
比
率
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
実
に
画
期
的
な
「
準
公
定
レ
l
ト
」
だ
。

乙
の
ホ
テ
ル
は
、
お
金
さ
え
持
っ
て
い
て
そ
の
気

κな
れ
ば
、
人
民
元
で
も
泊

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
人
と
「
新
し
い
特
権
階
級
」
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
広
く
一
般
中
国
人
民
花
開
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
外

貨
免
換
券
と
人
民
元
と
の
、
実
勢
と
は
か
け
離
れ
た
建
前
と
し
て
の
一
対
一
の

レ
l
ト
を
、
多
少
な
り
と
も
是
正
し
、
実
勢
に
近
づ
け
る
試
み
と
し
て
、
高
く

評
価
で
き
る
。

乙
の
ホ
テ
ル
内
に
あ
る
地
下
の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
上
記
の
比
率
と
ほ
ぼ
同
じ
で

人
民
元
が
使
用
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
普
段
の
自
に
は
、
若
者
が
し
ば
し
ば

利
用
す
る
し
、
日
曜
B
K
は
、
家
族
連
れ
で
娠
わ
う
。
同
様
に
、
ホ
テ
ル
内
の

ポ
ー
リ
ン
グ
場
で
は
、
一
円
P
・

E
-
c
・
κ対
し
て
、
一
・
五
人
民
元
の
レ
ー

ト
で
あ
る
が
、
人
民
元
が
使
え
る
。
も
っ
と
も
、
乙
ち
ら
の
比
較
の
方
が
、
脆

弱
な
人
民
元
の
実
勢
に
よ
り
近
い
で
あ
ろ
う
。

乙
れ
に
対
し
、
前
述
の
広
州
の
中
国
大
酒
庖
の
一
角
に
あ
る
友
誼
商
庖
で
は
、

外
貨
免
換
券
を
使
用
す
る
と
、
商
品
が
九
掛
け
に
な
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
人

民
元
で
買
う
よ
り
、
一

OMmオ
フ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
民
元
で

買
え
る
物
な
ら
ば
、

0
・
九
F
・
E
・

e-を
支
払
え
ば
良
い
の
で
あ
る
。

乙
の
レ
l
ト
だ
と
、
外
貨
党
換
券
対
人
民
元
の
比
較
は
、
一
対
一
・
一
一
と
な

る
。
だ
が
、
乙
の
実
勢
を
極
端
に
か
け
離
れ
た
レ
l
ト
で
、
一
体
、
誰
が
外
貨

免
換
券
で
買
い
物
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
中
国
人
な
ら
ば
、
誰
一
人
と

し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
乙
乙
で
重
要
な
と
と
は
、
外
貨
免
換
券
と
人
民
元
の
レ
l
ト
の

「
固
定
化
」
で
あ
る
。
小
室
直
樹
氏
が
緩
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
国
家
に

お
け
る
「
一
物
一
価
制
」
の
重
要
性
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
乙
と

は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
中
国
が
「
近
代
化
」
を
望
む
限
り
、
前
近
代
的
な

「
駆
け
引
き
」
(
パ

l
ゲ
ニ
ン
グ
)
と
い
う
手
段
に
よ
る
値
段
の
決
定
で
は
、

「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
(
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
〉
で
あ
る
資
本
主
義
的
な
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
原
理
を
利
用
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
社
会
主
義
に
お

い
て
、
「
一
物
一
価
制
」
で
な
け
れ
ば
、
計
画
経
済
な
ど
全
く
成
立
し
な
い
わ

け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
海
口
市
に
お
け
る
と
の
「
準
公
定
レ
l
ト
」
試
み
は
、

将
来
的
に
「
二
重
貨
幣
制
度
」
の
不
合
理
さ
を
是
正
す
る
た
め
の
突
破
口
に
な

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
全
国
的
に
と
の
「
準
公
定
レ
ー

ト
」
が
、
採
用
さ
れ
れ
ば
、
中
国
の
「
近
代
化
」
は
一
歩
前
進
す
る
の
だ
が
。

こ
の
よ
う
に
、
海
口
市
に
は
、
「
資
本
主
義
的
合
理
主
義
」
の
萌
芽
が
見
ら

れ
る
。
我
々
は
、

ζ

の
点
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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二
、
海
南
島

中国の通貨制度と海口市

さ
て
、
乙
の
進
ん
だ
「
準
公
定
レ
l
卜
」
を
採
用
し
て
い
る
海
口
市
と
は
、

ど
ん
な
都
市
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
海
南
島
と
は
、
一
体
、
ど
ん
な
島
な
の
だ

ろ
う
か
。
乙
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

熱
帯
の
島
、
海
南
島
は
、
中
国
で
ほ
ぼ
最
南
端
に
位
置
す
る
。
島
の
東
側
と

南
側
は
、
南
シ
ナ
海
に
面
し
、
西
側
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
隣

接
し
て
い
る
。
総
面
積
は
三
万
三
九
二

0
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
台
湾
よ
り

や
や
小
さ
い
。
一
九
八
七
年
の
統
計
に
拠
る
と
、
人
口
は
六
一
五
万
人
で
中
国

総
人
口
の
約
五
・
七
Mm
で
あ
る
。
漢
族
の
ほ
か
、
少
数
民
族
が
多
数
居
住
し
、

そ
の
人
口
は
九
八
・

O
五
万
人
、
省
総
人
口
の
お
よ
そ
一
五
・
九
Mmを
占
め
る
。

特
に
、
築
族
が
多
く
、
九

0
・
八
四
万
人
、
苗
族
四
・
五
六
万
人
、
回
族
0
・

五
四
万
人
と
続
く
・
そ
の
他
の
少
数
民
族
の
合
計
は
、
二
・
一

O
万
人
で
あ
る
。

海
南
島
は
、
軍
事
戦
略
上
の
重
要
性
の
た
め
か
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ

れ
ず
、
閉
ざ
さ
れ
た
島
と
し
て
長
ら
く
外
界
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
一
九
三
九
年
J
一
九
四
五
年
に
、
一
時
日
本
が
、
海
南
島
を
侵
略
し
た
歴
史

を
も
っ
@
)
と
こ
ろ
が
、
一
九
八

O
年
以
来
、
海
南
島
に
大
き
な
経
済
自
主
権

が
与
え
ら
れ
て
、
俄
然
、
内
外
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
更
に
、

一
九
八
八
年
四
月
の
第
七
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
一
回
会
議
で
、
広
東
省
か

ら
昇
格
し
、
海
南
島
自
身
で
省
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
経
済
特

区
に
指
定
さ
れ
、
以
来
、
開
発
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で
い
る
。
海
南
島
の
特
色

の
ひ
と
つ
は
、
海
外
で
活
躍
す
る
海
南
籍
を
持
つ
華
僑
・
華
人
が
ニ

O
O万
人

も
い
て
、
海
南
島
の
発
展
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
乙
の
支
え
は
、

海
南
島
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、

海
南
島
の
政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ
る
省
都
、
海
口
市
こ
九
八
七
年
末
で
三

一
万
一
七
三
三
人
の
人
口
を
有
す
)
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
乙
の
都
市
乙
そ
、

海
南
島
の
行
く
末
を
暗
示
す
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

川
海
口
市
の
風
景

始
め
に
、
街
の
景
観
で
あ
る
が
、
概
子
の
木
々
が
、
道
路
の
両
面
を
埋
め
尽

く
し
、
舷
い
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
。
い
か
に
も
南
国
ム
l
ド
に
満
ち
溢
れ
て
い

る
。
市
内
の
整
備
さ
れ
た
道
路
は
、
中
央
か
ら
両
端
に
向
か
っ
て
、
自
動
車
道
・

自
転
車
道
・
歩
行
者
道
と
き
ち
ん
と
区
分
け
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
通
り
が
整

然
と
し
た
印
象
を
与
え
る
。
中
国
の
一
部
の
都
市
で
し
ば
し
ば
見
か
け
る
、
自

動
車
と
自
転
車
と
歩
行
者
が
混
然
一
体
化
し
て
し
ま
う
雑
然
と
し
た
道
路
と
は

全
く
異
な
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
信
号
を
見
か
け
な
い
。
吃
立
す
る
超
高
層
ビ

ル
や
雄
大
な
ホ
テ
ル
、
そ
れ
に
高
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ピ
ル
が
、
街
の
景
観
を

特
に
損
ね
る
と
と
な
く
、
街
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
都
市
計
画

が
成
功
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
と
で
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
興
味
が
強
い
せ
い
か
、
パ

1
7
屋

(
H
笈
(
髪
)
廊
)
が
乱
立
し
て
い
る
。
内
部
の
壁
や
外
墜
に
は
、
日
本
で
人

気
の
あ
る
ア
イ
ド
ル
・
ス
タ
l
、
少
年
隊
や
松
田
聖
子
・
菊
池
桃
子
な
ど
の
ポ
-

ス
タ
ー
が
さ
り
げ
な
く
貼
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
が
、
へ
ア
l
・
ス
タ
イ
ル
の

モ
デ
ル
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
・
セ
ン
タ
ー

(
H
H
電
子
遊
戯
場
〉
も
時
々
見
か
け
る

が
、
ど
う
や
ら
青
少
年
遠
の
良
き
遊
び
場
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
幼
い
子
供

か
ら
若
者
に
至
る
ま
で
、
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
。

少
し
路
地
に
入
り
込
む
と
、
中
国
で
は
お
な
じ
み
の
老
朽
化
し
た
住
宅
が
並

-127-



研究ノート

ん
で
い
る
が
、
他
の
地
方
と
異
な
り
、
な
ぜ
か
と
の
人
々
は
「
絶
望
的
貧
困
」

の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
南
洋
の
明
る

い
自
由
な
島
国
と
い
う
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
も
、
新
築
の
住
宅
や
建

物
が
、
そ
れ
ら
老
朽
化
し
た
住
宅
の
周
り
に
次
々
と
建
設
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

街
で
は
、
中
国
で
珍
し
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
や
金
物
の
雑
貨
類
(
お
そ
ら

く
N
I
B
S
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
ろ
う
)
が
、
か
な
り
出
ま
わ
っ
て
い
る
。
山

積
み
さ
れ
て
い
る
所
が
多
い
。
す
す
け
た
り
、
汚
れ
た
り
し
て
お
ら
ず
、
新
品

で
あ
る
せ
い
か
、
思
わ
ず
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
る
。
食
料
品
庖
で
は
、
包
装

が
し
っ
か
り
し
て
い
て
清
潔
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
た
め
か
、
土
産
に
な
り
そ

う
な
菓
子
類
が
多
く
散
見
で
き
る
。
賑
や
か
な
市
場
(
い
ち
ば
)
で
は
、
海
産

類
・
果
物
類
が
新
鮮
か
つ
豊
富
で
、
熱
気
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
台

湾
で
よ
く
見
ら
れ
る
吉
凶
を
占
う
ポ
エ
や
祖
先
祭
祖
の
時
に
使
用
す
る
紙
銭

(
あ
の
世
で
先
祖
が
使
う
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
)
な
ど
も
売
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
製
の
オ
ー
ト
バ
イ
が
、
庖
先
に
立
ち
並
ん
で
い
る
。
昼
、
メ
イ
ン
・

ス
ト
リ
ー
ト
の
歩
道
に
は
、
女
性
の
靴
の
修
理
工
が
数
メ
ー
ト
ル
間
隔
で
並
び
、

夜
に
な
る
と
、
今
度
は
本
屋
が
多
く
自
に
と
ま
る
よ
う
に
な
る
。
面
相
や
手
相

の
占
い
師
も
出
没
す
る
。

と
と
ろ
で
、
一
一
般
に
庖
の
品
物
が
、
一
つ
一
つ
実
に
「
規
則
的
」
に
並
べ
ら

れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
特
に
、
街
の
巣
物
屋
の
出
庖
で
、
そ
の
よ
う

な
光
景
が
日
常
的
に
見
ら
れ
る
。
中
国
の
他
の
都
市
で
、
乙
れ
ほ
ど
見
事
に
秩

序
だ
っ
た
商
品
の
陳
列
を
見
い
だ
す
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

般
の
中
国
人
と
は
違
っ
て
、
海
南
島
の
人
々
に
は
「
秩
序
を
重
ん
じ
る
」
風
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
.
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
一
体
、
ど
と
か
ら
そ
れ

を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
り
ん
ご
・
み
か
ん
類
は
、
紙
や
布
で
奇
麗
に

拭
か
れ
て
、
光
り
を
帯
び
て
い
る
。
乙
れ
も
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

実
に
「
衛
生
的
」
な
感
じ
を
与
え
て
く
れ
る
。
「
清
潔
さ
」
を
売
り
物
に
す
る

感
覚
は
、
と
て
も
中
国
人
的
で
は
な
い
。
乙
れ
も
、
他
の
唾
市
で
は
見
ら
れ
ぬ

特
色
あ
る
風
景
で
あ
ろ
う
。
コ

l
ラ
・
ジ
ュ
ー
ス
等
の
飲
料
水
は
、
日
本
製
の

冷
蔵
庫
に
冷
や
さ
れ
て
い
る
と
と
が
多
い
。
乙
れ
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
精
神
」
の

表
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
暑
い
か
ら
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
な
の

だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
規
則
的
」
な
商
品
陳
列
と
「
衛
生
的
」
な
商
品
の
二
点

は
、
絶
対
に
看
過
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
乙
ζ

に
、
海
南
島
の
人
々
の
、
一

般
の
中
国
人
と
は
全
く
異
な
る
エ
ー
ト
ス
(
行
動
様
式
)
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
と
、
「
資
本
主
儀
の
精
神
」
を
結
び
付
げ
る
の
は
、
短
絡
的
と
の
諮
り
を

免
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
何
ら
か
の
連
闘
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ω
海
口
市
の
人
々

次
に
、
街
の
人
々
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
海
南
島
の
未
来
を
占
う
意
味
で
、

重
要
な
と
と
で
あ
る
が
、
海
口
市
の
人
々
は
、
一
人
一
人
別
々
に
、
そ
し
て
楽

し
く
労
働
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
中
国
の
他
の
都
市
で
は
、
同
じ

場
所
に
何
人
も
の
人
が
集
ま
っ
て
、
お
客
に
は
か
ま
わ
ず
、
お
し
ゃ
べ
り
を
続

け
る
場
面
に
よ
く
出
会
う
。
そ
れ
は
、
日
常
茶
飯
の
光
景
で
あ
る
。
労
働
力
の

浪
費
(
社
会
的
非
効
率
〉
で
あ
ろ
う
乙
と
は
間
違
い
な
い
。
と
ζ

ろ
が
、
乙
の

衝
の
人
々
に
は
、
不
思
議
と
労
働
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

も
う
ひ
と
つ
重
大
な
乙
と
だ
が
、
乙
乙
で
は
、
昼
一
聞
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
遊
ん
で
い

る
人
達
を
見
か
け
な
い
。
彼
ら
は
、
一
般
に
、
「
待
業
青
年
」
と
呼
ば
れ
る
失



中国の通貨制度と海口市

業
中
の
人
々
で
あ
る
。
同
時
に
、
服
装
が
乱
れ
、
薬
・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
よ

う
な
目
つ
き
を
し
た
青
年
が
少
な
い
。
み
な
、
何
か
目
標
が
あ
っ
て
行
動
し
て

い
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
男
性
女
性
と
も
実
に
生
き
生
き
し
た
眼
差
し
を
持
つ
。

ま
た
、
乙
と
の
人
達
は
、
物
や
金
銭
を
投
げ
ず
に
、
「
丁
寧
」
に
差
し
出
す
。

中
国
人
の
あ
の
悪
名
高
き
「
投
げ
銭
」
は
、
か
の
「
投
げ
銭
」
の
名
人
、
銭
形

平
次
親
分
も
顔
負
け
で
あ
っ
た
。
外
国
人
に
は
無
礼
に
し
か
映
ら
な
い
行
為
が
、

な
ぜ
か
と
の
街
で
は
ほ
と
ん
ど
呂
に
し
な
い
。
乙
れ
も
「
資
本
主
義
の
精
神
」

と
何
や
ら
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
経
済
大
国
日
本
に
対
す
る
好
奇
心
が
強
い
た
め
か
、
日
本
人
に

対
し
て
大
変
親
切
で
、
我
々
に
と
っ
て
親
し
み
ゃ
す
い
。
一
部
の
日
本
語
を
学

ん
で
い
る
人
々
は
、

ζ
ち
ら
が
日
本
人
だ
と
知
る
と
、
必
ず
日
本
語
で
何
か
話

し
か
け
よ
う
と
努
め
て
く
れ
る
。
彼
ら
の
素
朴
な
微
笑
み
と
偽
り
の
な
い
優
し

さ
は
、
乙
れ
ま
た
中
国
人
的
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
「
台
湾
人
」

的
で
あ
る
。

ど
ん
な
国
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
大
概
、
子
供
は
大
人
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま

ま
う
け
つ
い
で
い
る
。
だ
か
ら
、
子
供
は
、
大
人
達
の
生
き
写
し
(
コ
ピ
l
)

で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
乙
の
街
の
子
供
達
は
、
月
並

み
の
表
現
だ
が
、
無
邪
気
で
明
る
い
。
ま
た
、
屈
折
感
が
な
く
、
素
直
そ
う
で
、

あ
る
。
外
見
だ
け
だ
が
、
子
供
達
の
服
が
、
非
常
に
新
し
く
、
清
潔
感
に
あ
ふ

れ
で
い
る
。
汚
れ
た
衣
服
を
着
た
子
供
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。

現
在
、
海
南
島
は
、
教
育
熱
が
盛
ん
な
よ
う
だ
@
し
ば
し
ば
、
小
学
生
が
、

自
分
の
家
の
庖
の
中
で
、
英
語
を
勉
強
し
て
い
る
姿
を
目
撃
す
る
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
ノ
I
ト
に
何
度
も
書
い
て
練
習
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
バ

イ
オ
リ
ン
か
そ
れ
に
似
た
弦
楽
器
を
習
っ
て
い
る
モ
ダ
ン
な
子
供
達
が
い
る
の

に
は
、
驚
か
さ
れ
る
。

余
談
で
は
あ
る
が
、
海
口
市
か
ら
三

E
市
へ
の
「
豪
華
」
長
距
離
パ
ス
の
中

に
は
、
ビ
デ
オ
が
備
え
ら
れ
て
い
て
、
道
中
ビ
デ
オ
鑑
賞
し
な
が
ら
パ
ス
の
旅

が
楽
し
め
る
。
ビ
デ
オ
は
、
必
ず
中
国
語
の
字
幕
ス
ー
パ
ー
が
画
面
下
に
出
る
。

画
面
で
は
、
会
話
は
い
わ
ゆ
る
北
京
語
で
行
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
、
中
国
人

民
が
、
す
べ
て
北
京
語
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
字
幕
ス
ー

パ
ー
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
海
南
島
で
は
、
方
言
と
し
て

の
「
海
南
語
」
が
話
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
ビ
デ
オ
・
テ
l
プ
が
放
映
さ
れ
る

が
、
主
に
香
港
・
台
湾
の
も
の
が
、
多
い
よ
う
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
韓

国
の
ビ
デ
オ
・
テ
l
プ
ま
で
海
南
島
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
と
だ
。
よ
く
注
意

し
て
見
な
い
と
、
韓
国
製
で
あ
る
と
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
。
韓
国
製
ビ
デ

オ
に
字
幕
ス
ー
パ
ー
を
付
け
、
更
に
韓
国
語
を
北
京
語
に
吹
き
替
え
る
と
い
う

手
の
込
ん
だ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
建
物
に
ハ
ン
グ
ル
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
韓
国
製
で
あ
る
乙
と
を
見
破
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
に
は
、
カ
ン
フ

l
中
心
の
バ
イ
オ
レ
ン
ス
も
の
、
お
色
気
も
の
、
欧
米
の
ア
ク
シ
ョ
ン
も
の
な

ど
が
放
映
さ
れ
る
。
膚
の
露
出
も
か
な
り
激
し
い
。
乙
れ
も
「
経
済
開
放
政
策
」

の
一
環
で
あ
ろ
う
か
。
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お
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り
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さ
て
、
海
南
島
は
、
中
国
大
陸
か
ら
涼
(
種
)
州
海
峡
を
隔
て
て
、
わ
ず
か

数
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
に
浮
か
ん
で
い
る
。
だ
が
、
中
国
大
陸
と
陸
続
き
で

は
な
い
。
地
理
的
に
、
過
去
を
引
き
ず
る
大
陸
の
伝
統
的
農
村
部
か
ら
完
全
に

寸
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
と
の
意
味
は
、
重
大
で
あ
る
。
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一
般
に
、
伝
統
的
農
村
部
で
は
、
社
会
的
慣
習
に
よ
る
個
人
に
対
す
る
締
め

付
け
や
束
縛
が
き
つ
い
。
共
同
体
(
ゲ
7

イ
ン
デ
)
の
存
続
は
、
各
構
成
員
の

慣
習
順
守
の
程
度
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
因
習
は
厳
し
く

個
人
を
律
し
、
枠
を
か
す
。
農
村
部
に
お
い
て
は
、
地
縁
・
血
縁
を
媒
介
と
す

る
共
同
体
が
、
個
人
の
役
割
を
規
定
し
、
慣
習
を
守
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
は

そ
の
中
に
安
住
で
き
る
。
つ
ま
り
、
構
成
員
が
そ
の
共
同
体
の
要
請
に
従
い
行

動
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
明
確
化
さ
れ
、
強
固
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
、
中
国
人
は
、
過
去
を
崇
め
つ
つ
、
悠
久
の
歴
史
時
聞
の

中
に
自
己
を
埋
没
さ
せ
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
乙
の
伝
統
的
農

村
部
が
、
中
国
の
「
近
代
化
」
を
阻
害
す
る
と
い
う
ζ

と
は
、
大
い
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
乙
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
「
近

代
化
」
へ
の
離
陸
に
と
っ
て
大
変
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
海
南
島
は
、
経
済
特
区
と
し
て
、
よ
う
や
く
開
発
に
着
手
さ
れ
た
ば

か
り
で
あ
る
。
彼
ら
の
目
標
は
、

N
I
E
S
の
優
等
生
と
し
て
飛
躍
す
る
台
湾

に
、
近
い
将
来
経
済
的
に
追
い
付
く
乙
と
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
の
島
の
人
口

が
六

O
O万
人
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
と
の
六

O
O万
人
と
い
う
数
字
は
、
記

憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
敗
戦
に
伴
う
「
光
復
」
直
後

の
台
湾
の
人
口
が
、
実
は
お
よ
そ
六

O
O万
人
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
(
ち
な
み
に
、
一
九
八
七
年
五
月
の
統
計
で
は
台
湾
の
人
口
は
、
馬
祖
・

金
門
を
除
き
約
一
九
五
三
万
人
で
あ
る
。
)
海
南
島
と
台
湾
と
で
は
、
歴
史
や

経
済
発
展
開
始
の
時
期
が
異
な
る
が
、
奇
し
く
も
、
島
の
総
面
積
が
ほ
ぼ
同
じ
、

人
口
も
同
規
模
の
状
態
で
、
「
近
代
化
」
に
向
け
て
テ
イ
ク
・
オ
フ
し
始
め
た

わ
け
で
あ
る
。

海
南
島
は
、
台
湾
同
様
、
周
囲
空
聞
が
海
洋
で
、
自
由
の
風
で
満
ち
て
い
る

小
さ
な
島
国
で
あ
る
・
自
由
な
発
想
を
す
る
「
海
洋
国
」
と
し
て
の
条
件
を
十
，

分
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
来
の
も
の
を
抵
抗
な
く
受
容
す
る
資
質
を
持

つ
は
ず
で
あ
る
。
(
過
去
に
と
ら
わ
れ
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
な
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
)
と
の
乙
と
は
、

お
そ
ら
く
資
本
主
義
型
経
済
に
プ
ラ
ス
の
要
因
に
働
く
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の

ζ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
経
済
開
放
政
策
」
が
中
断
さ
れ
な
い
限
り
、
海

南
島
の
将
来
は
、
パ
ラ
色
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
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献
|

(1)
涛
(
許
)
土
木
山
(
傑
)
主
繍
(
編
)
『
海
南
省
l
自
然
、
防
(
歴
)
史
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)
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)
小
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近
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光
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八
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京
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夫
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図
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資
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み
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版
、
一
九
八
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《
書

評
》

杉
山
光
信
著

間『

モ
ラ
リ
ス
ト
の
政
治
参
加

ー

l

l

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
と
現
代
フ
ラ
ン
ス
知
識
人

|
|
l
』

一
九
八
七
年
)

事
実
、
社
会
学
者
が
革
命
的
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
が
、
革
命
的
な
社
会
学

と

い

う

も

の

は

存

在

し

な

い

。

レ

イ

モ

ン

・

ア

ロ

ン

一
、
ア
ロ
ン
論
の
出
現

一
九
八
七
年
の
春
、
ゼ
ミ
の
研
修
旅
行
で
パ
リ
を
訪
れ
る
直
前
に
ア
メ
リ
カ

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
著
わ
し
た
印
象
深
い
本
に
め
ぐ
り
合
う
乙
と
が
で
き
た
。

『
左
岸
』
と
題
す
る
そ
の
著
書

(
1
)
は
、
一
九
三

0
年
代
か
ら
一
九
五

0
年

代
に
パ
リ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
知
識
人
た
ち
の
ド
ラ
7

を
価
値
判
断
を
抑
え
て

禁
欲
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
時
期
、
パ
リ
は
世
界
の
知
的
中
心

地
と
し
て
空
前
絶
後
の
影
響
力
を
行
使
し
た
。
ジ
イ
ド
の
、
サ
ル
ト
ル
の
、
そ

し
て
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
一
挙
手
一
投
足
を
世
界
は
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た

(
中
央
公
論
社
、

中

本

義

彦

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
〉

の
で
あ
る
。
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丸
山
真
男
、
清
水
幾
太
郎
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
I
コ
l
、
ア
ラ
ン
・
ト
ゥ
レ
l

ヌ
と
い
っ
た
知
識
人
を
論
じ
て
き
た
杉
山
光
信
氏

(
2
)
が
今
回
取
り
上
げ
た

の
は
、
人
生
の
大
半
を
と
の
「
左
岸
」
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
生
き
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
一
人
物
|
|
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
(
一
九

O
五
J
一
九
八
三
)

で
あ
る
。マ

ル
ク
ス
主
義
は
疑
い
も
な
く
、
言
葉
の
も
っ
と
も
低
俗
な
意
味
か
ら
云

っ
て
、
一
種
の
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
的
な
救
い
の
あ
ら
ゆ
る
低
劣
な
形
と
同
・

様
に
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
自
身
の
適
切
な
言
葉
を
借
り
れ
ば
民
衆
の
阿
片
と

し
て
引
き
続
き
使
わ
れ
て
い
る

(
3
)
。
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マ
ル
ク
ス
主
義
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
一
九
五
五
年
、
乙
の
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
を
巻
頭
に
鋸
え
て
知
識
人
た
ち
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
情
熱

に
警
告
を
発
し
た
ア
ロ
ン
は
、
文
字
通
り
思
想
界
の
〈
異
端
〉
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
哲
学
の
強
い
影
響
の
も
と
に
確
立
さ
れ
た
日
本
の
論
壇
も
、
戦
後
、

「
左
岸
」
の
影
響
を
受
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
否
、
そ
れ
ど
乙

ろ
か
、
「
お
そ
ら
く
世
界
で
最
も
生
真
面
目
に
、
か
っ
、
し
お
ら
し
く
彼
ら
の

考
え
を
受
け
入
れ
た

(
4
)
」
の
だ
っ
た
。
ア
ロ
ン
は
、
『
知
識
人
の
阿
片
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
@

書

日
本
の
文
化
は
基
本
的
に
は
文
学
的
で
あ
り
、
美
術
的
で
あ
る
。
知
識
人

た
ち
は
、
民
主
主
義
的
な
用
語
を
使
っ
て
、
自
由
主
義
的
で
あ
り
社
会
主
義

的
で
も
あ
る
思
考
に
忠
実
で
あ
る
と
心
か
ら
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
無
意
識

的
に
何
よ
り
も
美
と
生
昏
技
併
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
だ

(

5

)

。
(
傍

点
引
用
者
)

志
水
速
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
美
」
「
有
用
性
」
は
、
本
来

「
物
」
を
対
象
と
す
る
〈
社
会
的
空
間
〉
を
見
る
際
に
問
題
と
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
「
人
間
」
を
対
象
と
す
る
〈
政
治
的
空
間
〉
の
観
点
に
は
な
り

得
な
い
。
政
治
的
空
間
の
媒
体
で
あ
る
「
雪
ロ
葉
」
す
な
わ
ち
「
意
見
」

「
説
得
」
を
蔑
視
す
る
態
度
ほ
ど
政
治
的
未
熟
さ
を
物
語
る
も
の
は
な
い
の
で

あ
る

(
6
)
。
ア
ロ
ン
が
我
が
国
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
自
然
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
日
本
の
言
論
界
に
、
な
ぜ
ア
ロ
ン
論
が
出
現
す
る
乙
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一
に
、
現
実
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
退
け
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
沖
仲
仕
の
哲
学
者
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
l
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
「
事
実
は
反
革
命
的

(7)
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
速
、
中
園
、
東
欧
諸
国

の
現
状
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
知
識
人
の
聞
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の

依
拠
が
す
っ
か
り
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア

ロ
ン
評
価
が
一
転
し
て
異
常
な
ま
で
に
高
ま
り
を
見
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
思
想
界
に
も
そ
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ア
ロ
ン
は
母
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
評
価

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
パ
ス
カ
ル
・
オ
ル
リ
と
ジ
ャ
ン

1
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
シ
リ
ネ
リ
の
見
解
(
「
以
前
に
人
び
と
を
惹
き
つ
け
て
い
た
抽
象
に
か

わ
っ
て
、
具
体
的
な
も
の
を
基
礎
と
し
、
そ
乙
に
準
拠
を
も
つ
よ
う
な
体
系
へ

の
関
心
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
乙
と
」
「
政
治
参
加
に
た
い
す
る
火
傷
の
後
遺

症
」
)
を
紹
介
し
な
が
ら
も
「
第
六
章
戦
後
思
想
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
の

最
後
で
い
さ
さ
か
力
を
込
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
思
想
界
の
舞
台
装
置
が
回
転
し
そ
の
背
景
が
変
化
し
て
い
く
な

か
で
、
人
権
の
思
想
が
思
想
界
の
新
た
な
流
行
と
な
る
ゆ
え
に
、
ア
ロ
ン
は

そ
の
中
心
と
な
る
人
び
と
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
脚
光
を
あ
び
た
の
で
あ

る。?三
は八
じ 人

E警
か息
え相

守てマ
JE l: -. 

ポピ
:cば唱、

明 -ー園、
さ『

号室
いテ
包ロ

ン
Ib 

の
も
つ

つ
の

戦
後
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
生
活
の
な
か
で
、
マ
オ
イ
ス
ト
や
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
派
の
人
び
と
の
そ
れ
も
含
め
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
圧
倒
的
な
影
響
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カ
が
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
、
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
も
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
「
人
権
」
の
思
想
と
よ
ば
れ
る
、
全
体
主
義
を
批
判
す
る
言
説

で
あ
る
。
ソ
ル
ジ
ェ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
『
収
容
所
列
島
』
の
刊
行
、
東
欧
に
お

け
る
反
体
制
運
動
家
た
ち
の
活
動
、
人
権
の
尊
重
を
宣
言
し
た
ヘ
ル
シ
ン
キ

協
定
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
連
帯
」
労
組
の
活
動
。
人
権
の
思
想
が
フ

ラ
ン
ス
の
知
的
生
活
の
中
心
テ
l

マ
と
な
る
に
は
、
一
方
で
乙
れ
ら
の
乙
と

が
あ
り
、
他
方
で
は
民
主
主
義
と
全
体
主
義
と
の
対
置
、
前
者
の
防
衛
を
テ

ー
マ
と
し
つ
づ
け
て
い
た
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
や
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス

な
ど
、
か
つ
て
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
周
辺
的
な
立
場
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ

っ
た
人
び
と
の
仕
事
の
「
発
見
」
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
去
っ
て
時
代
が
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
も
の
と
な
る
の
に
は
、
乙
の
よ
う
な
理
由
も
働
い
て
い
る
。
そ

し
て
と
の
点
に
つ
い
て
も
、
ア
ロ
ン
は
一
九
六
五
年
に
『
民
主
主
義
と
全
体

主
義
』
と
い
う
先
駆
的
な
著
作
を
出
し
て
い
た
し
、
早
く
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル

の
研
究
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
ア
ロ
ン
は
生
涯
何
よ
り
も
(
政
治
的
な
)
自
由
を
尊
重
し
、

「
自
由
な
議
論
の
対
象
外
と
さ
れ
た
、
国
家
公
認
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は

真
実
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
〈
8
)
」
全
体
主
義
国
家
を
批
判
し
つ
づ
け
た
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
人
権
宣
雪
己
を
そ
の
基
盤
と
す
る
〈
人
権
の
恩

想
〉
の
先
駆
者
と
し
て
ア
ロ
ン
を
と
ら
え
る
乙
と
は
、
果
た
し
て
適
切
で
あ
ろ

う
か
。
「
舞
台
装
置
の
回
転
」
と
と
も
に
〈
人
権
の
思
想
〉
が
現
わ
れ
た
の
だ

と
す
れ
ば
、
ア
ロ
ン
も
ま
た
近
い
将
来
舞
台
か
ら
消
え
去
っ
て
行
く
の
で
あ
ろ

う
か
。

ニ、

「
モ
ラ
リ
ス
ト
」
の
思
想
形
成

ア
ロ
ン
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
一
九
八

O
年
頃
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
彼
の

初
期
の
著
作
の
体
系
的
な
読
み
直
し
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の

「
魔
力
」
に
と
り
つ
か
れ
る
乙
と
な
く
、
透
徹
し
た
現
状
分
析
を
行
な
っ
た

「
賢
者
」
は
、
い
か
に
し
て
自
身
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
。
彼
の
思

想
の
核
と
な
っ
て
い
る
哲
学
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

若
手
の
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
若
か
り
し
頃
の
ア
ロ
ン
は
、
大

方
の
予
想
に
反
し
て
「
冷
徹
」
で
も
「
賢
者
」
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
乙

に
、
戦
争
と
革
命
の
時
代
に
生
き
る
一
青
年
の
「
情
熱
」
と
「
苦
闘
」
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
作
業
の
成
果
と
ア
ロ
ン
自
身
の
手
に
よ
る
『
回
想
録
』
(
一
九

八
三
年
)
を
ふ
ま
え
て
、
著
者
は
「
第
一
章
ア
ロ
ン
以
前
の
ア
ロ
ン
」
と

「
第
二
章
ド
イ
ツ
留
学
」
に
お
い
て
ア
ロ
ン
の
思
想
形
成
過
程
を
紹
介
し
て

い
る
。
そ
し
て
乙
の
紹
介
は
、
あ
る
人
物
と
ア
ロ
ン
の
「
親
交
」
と
「
訣
別
」

に
焦
点
を
当
て
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ア
ロ
ン
が
学
生
時
代
に
尊
敬
し
、
最
も
影
響
を
受
け
た
人
物
は
、
「
懐
疑
主

義
者
」
で
も
「
現
実
主
義
者
」
で
も
な
か
っ
た
。
「
革
命
的
平
和
主
義
者
」
の

ア
ラ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ロ
ン
は
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
時
代
、
『
幸
福

論
』
な
ど
で
我
が
国
で
も
そ
の
名
を
広
く
知
ら
れ
て
い
る
ア
ラ
ン
の
姿
を
し
ば

し
ば
ア
ン
リ
四
世
校
ま
で
求
め
、
一
緒
に
歩
い
て
帰
っ
た
と
い
う
.
そ
し
て
、

ア
ラ
ン
を
囲
む
熱
烈
な
崇
拝
者
の
一
団
(
ア
ラ
ン
の
本
名
エ
ミ
l
ル
・
シ
ャ
ル

テ
ィ
エ
の
名
前
か
ら
〈
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
リ
ス
ト
〉
と
呼
ば
れ
た
)
と
も
彼
は
明

白
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
リ
ス
ト
の
機
関
誌
『
リ
l
プ
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ル
-
プ
ロ
ポ
』
に
も
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
ア
ロ
ン
の
名
が
頻
繁

に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
留
学
地
ベ
ル
リ
ン
で
ナ
チ
ス
の
台
頭
を
目
の
あ
た
り
に
し

た
ア
ロ
ン
は
、
ア
ラ
ン
と
訣
別
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
師
の
平
和

主
義
と
「
権
力
に
反
抗
す
る
市
民
」
の
思
想
に
対
す
る
批
判
を
パ
リ
に
書
き
送

っ
た
の
だ
っ
た
。

書

名
誉
や
自
由
な
ど
の
価
値
は
重
ん
じ
ら
れ
は
し
な
い
と
い
う
あ
ま
り
に
も

陳
腐
な
真
理
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
人
び
と

に
、
諸
国
民
の
紛
争
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
本
物
の
価
値
も
ま

と
も
に
考
慮
さ
れ
る
と
と
は
な
い
乙
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
ラ
ン
の
哲
学
の
な
か
の
権
力
に
反
抗
す
る
市
民
は
、
権
力
に
従
う
が
、

ま
た
自
分
の
頭
で
判
断
を
下
し
も
す
る
。
自
由
な
諸
個
人
に
よ
り
創
出
さ
れ
、

分
散
し
た
形
で
存
在
す
る
精
神
的
権
力
は
、
政
府
の
専
横
化
を
阻
止
す
る
一

方
で
、
そ
の
個
人
の
立
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
に
敬
礼
さ
せ
る
。
し
か

し
、
市
民
が
軽
蔑
す
る
に
と
ど
ま
る
の
み
で
な
く
服
従
を
も
拒
否
す
る
な
ら

国
民
・
社
会
の
な
か
に
秩
序
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
教
義
の
一
一
般
性
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
良
心
的
兵
役
拒
否
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
形
式
で
戦
争
に
対
し

て
受
動
的
に
反
抗
す
る
と
い
う
思
想
は
、
私
に
は
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
り
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
道
義
上
で
戦
争
を
拒
否

す
る
権
利
を
も
つ
た
め
に
は
、
市
民
が
暴
力
や
戦
争
そ
の
も
の
に
よ
り
獲
得

し
た
利
益
を
そ
れ
に
先
行
し
拒
否
す
る
、
と
い
う
と
と
が
必
要
で
あ
る
。

赤
裸
々
な
暴
力
の
支
配
す
る
極
限
状
況
の
な
か
で
、
ア
ロ
ン
は
〈
制
度
H
秩

序
〉
の
尊
さ
を
学
び
始
め
て
い
た
。
ア
ロ
ン
の
分
析
の
背
後
に
潜
む
八
情
熱
〉

を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
で
あ
ろ
う
か
、
著
者
は
上
記
の
言
葉
に
つ
い
て

ほ
と
ん
ど
分
析
を
試
み
て
い
な
い
。
し
か
し
、
乙
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
問

題
乙
そ
、
今
世
紀
の
み
な
ら
ず
ギ
リ
シ
ャ
都
市
国
家
以
来
連
綿
と
つ
づ
く
知
識

人
た
ち
の
論
争
点
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
〈
政
治
的
な
る
も
の
〉
の
擁
護
者

国
際
関
係
論
の
大
家
で
も
あ
っ
た
ア
ロ
ン
は
、
「
権
力
」
「
対
立
」
と
い
っ

た
概
念
を
強
調
す
る
ハ
ン
ス
・
モ

l
ゲ
ン
ソ
l
、
ケ
ネ
ス
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ら
に
対
し
て
、
国
家
を
「
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
」
だ
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ

ェ
l
パ
l
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
国
際
関
係
を
「
合
法
的
な
暴
力
を
独
占
す

る
実
体
の
欠
如
」
と
定
義
し
た

(9)
。
ハ
ン
ス
・
モ
i
ゲ
ン
ソ
l
や
ケ
ネ
ス
・
ボ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、
国
際
関
係
に
固
有
で
な
い
概
念
を
強
調
す
る
だ
け

で
は
、
〈
秩
序
〉
の
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
乙
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

乙
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ア
ロ
ン
が
人
間
を
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
」

(
『
人
権
宣
言
』
〉
だ
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
で
ア
ロ
ン
と
非
常
に
近
い
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
ハ
ン
ナ
・
ア

レ
ン
卜
の
よ
う
に
、
自
由
の
前
提
条
件
と
し
て
の
〈
法
秩
序
〉
の
役
割
を
極
め

て
重
要
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
叩
)
。

そ
し
て
と
の
「
〈
法
秩
序
〉
の
保
持
者
」

H
H
「
国
家
」
を
国
襟
関
係
の
主
体

と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
個
人
を
主
体
と
考
え
る
か
と
い
う
乙
と
は
、
知
識
人
の

思
想
を
根
本
的
に
分
か
つ
問
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
だ
っ
た
@
雪
国
う
ま
で
も
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な
く
、
後
者
の
公
共
哲
学
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
ロ
ッ
夕
、
ヒ
ュ

l
ム
そ
し

て
カ
ン
ト
に
い
た
る
思
想
家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
前
者
の
公

共
哲
学
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ル
ソ
l
、
ヴ
ェ

l
パ
l
そ
し
て
本

書
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い

る
(
日
)
。

乙
の
よ
う
に
、
ア
ロ
ン
は
国
家
を
国
際
関
係
の
枠
組
の
中
で
捉
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
故
に
〈
法
秩
序
〉
の
重
要
性
に
気
付
く
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
政
治
的
秩
序
を
強
調
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ヴ
ェ
l
パ

ー
を
称
賛
し
な
が
ら
、
政
治
的
な
も
の
を
軽
視
し
、
経
済
的
な
も
の
や
社
会
的

な
も
の
を
重
視
す
る
コ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
容
赦
な
い
非
難
を

浴
び
せ
る
(
ロ
〉
の
は
、
乙
の
た
め
で
あ
る
。

む
ろ
ん
上
記
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
理
解
し
て
い
る
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
の
人
間
性
や
人
間
の

条
件
に
つ
い
て
い
?
も
考
え
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
モ
ラ
リ
ス
ト
の
伝
統

に
つ
ら
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
ア
ロ
ン
を
ア
ラ
ン
や
サ
ル
ト
ル
と
同
列
に
論

じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
西
部
選
氏
が
本
書
を
評
し
て
、
「
杉
山
氏
と
ア
ロ

ン
と
の
距
離
感
が
定
か
で
な
い
の
が
気
掛
か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
杉
山
氏
自

身
が
ア
ロ
ン
と
サ
ル
ト
ル
に
挟
撃
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
拭
い
が
た
い

(
臼
)
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
著
者
の
乙
の
視
点
花
は
多
少
無
理
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
え
ば
著
者
は
、
ア
ラ
ン
に
対
す
る
ア
ロ
ン
の
批
判
に
つ
い
て
「
(
回
想
録

で
)
思
い
出
を
語
る
う
ち
ア
ラ
ン
に
対
す
る
厳
し
さ
は
ゆ
る
ん
で
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
ま
た
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
は
「
の
ち
に
回
想
録
を
書

く
と
き
、
ア
ロ
ン
は
『
歴
史
哲
学
序
説
』
を
読
み
か
え
し
て
、
乙
の
巻
末
の
言

葉
(
歴
史
の
目
的
と
し
て
の
真
理
の
探
求
)
と
出
会
う
が
、
そ
の
と
き
ア
ロ
ン

は
一
九
三
八
年
の
ア
ロ
ン
で
は
な
い
。
一
九
五

0
年
代
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

側
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
サ
ル
ト
ル
や
メ
ル
ロ

l
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
の
う

ち
に
実
は
『
歴
史
の
目
的
』
の
観
念
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
と
か
ら
全
人
類

史
の
意
味
が
引
き
だ
さ
れ
る
乙
と
を
き
び
し
く
批
判
し
た
乙
と
が
思
い
曲
さ
れ

て
、
い
さ
さ
か
気
恥
ず
か
し
い
思
い
が
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
ア

ロ
ン
の
気
持
ち
を
推
し
量
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
ア
ロ
ン
は
、
人
間
と
し
て
ア
ラ
ン
や
サ
ル
ト
ル
を
「
有
る
が
ま
ま

に
」
受
け
入
れ
て
い
た
.
し
か
し
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
批
判
の
矛
先
が
鈍

っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
ろ
う
。
か
つ
て
、
論
理
実
証
主
義
者
カ
l
ル
・
ポ

パ
l
の
『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』
を
D
・
リ
l
ス
マ
ン
は
、
「
フ
ァ
ナ
テ

ィ
シ
ズ
ム
に
反
対
す
る
フ
7

ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
十
字
軍
」
と
評
し
た
。
ま
た
、

M
・
オ
l
ク
シ
ョ
ッ
ト
も
ハ
イ
エ
ク
の
『
隷
従
へ
の
道
』
に
つ
い
て
、
「
す
べ

て
の
プ
ラ
ニ
ン
グ
に
反
対
す
る
一
つ
の
プ
ラ
ニ
ン
グ
は
、
そ
の
反
対
物
よ
り
ま

だ
ま
し
に
し
て
も
、
閉
じ
類
い
の
政
治
ス
タ
イ
ル
に
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る

(
川
崎
〉
。
ア
ロ
ン
の
次
の
言
葉
は
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
抗
し
て
対
決
の

姿
勢
を
硬
直
化
す
れ
ば
、
自
ら
も
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
を
彼
も
ま
た
熟
知
し
て
い
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
政
治
は
今
日
で
は
い
さ
さ
か
文
学
的
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が

乙
れ
か
ら
も
ず
っ
と
文
学
的
で
あ
ろ
う
し
、
き
っ
と
そ
れ
は
よ
い
乙
と
な
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
ろ
う
。
私
は
乙
の
現
象
を
批
判
す
る
も
の
の
、
実
怯
愛
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
的
だ
し
、
パ
リ
風
で
あ
る
か
ら
だ
。

パ
リ
の
な
か
に
文
学
者
と
政
治
人
と
が
隣
り
合
っ
て
住
ん
で
い
る
乙
と
は
そ



評

れ
自
体
が
富
で
あ
る
。
わ
た
し
も
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
異
端
外

道
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
(
日
)
。
(
傍
点
引
用
者
)

書

ア
ロ
ン
は
、
ア
ラ
ン
や
サ
ル
ト
ル
を
愛
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
と
ア
ロ

ン
の
見
解
の
違
い
は
、
程
度
の
差
で
は
な
く
本
質
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
実

際
、
一
九
八

O
年
、
サ
ル
ト
ル
へ
の
追
悼
文
で
ア
ロ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、

宿
命
の
論
敵
と
自
己
の
相
違
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
生
涯
を
か
け
て
二
つ
の
乙
と
を
考
え
抜
い
た
。
一
つ
は
純
粋

に
個
人
と
個
人
の
関
係
の
問
題
、
モ
ラ
ル
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
罪
業
を
一
瞬
に
し
て
浄
化
す
る
よ
う
な
革
命
の
集
団

的
実
践
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
が
一
度
も
真
剣
K
考
え
な
か
っ
た
乙

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
乙
の
二
つ
の
中
間
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
制
度
に
つ
い

て
な
の
だ
(
時
)
。
(
傍
点
引
用
者
)

そ
し
て
、
ア
ロ
ン
が
ア
ラ
ン
の
思
想
を
分
析
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
を

下
し
て
い
る
ζ
と
は
重
要
で
あ
る
。

一
方
に
彼
の
思
想
を
導
い
て
い
る
理
念
の
深
さ
や
重
要
性
が
み
ら
れ
る
の

に
、
他
方
、
具
体
的
行
動
に
つ
い
て
の
示
唆
に
移
る
と
き
は
あ
ま
り
に
単
純

で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
対
照
は
な
ぜ
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
欠
点
は

歴
史
研
究
の
媒
介
な
し
に
、
具
体
的
な
事
例
か
ら
永
遠
な
い
し
は
そ
の
よ

う
な
も
の
と
考
え
事
り
れ
た
観
念
へ
と
移
行
す
る
ア
ラ
ン
の
方
法
に
由
来
す
る
。

歴
史
を
の
り
乙
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
歴
史
を
知
る
こ
と
で

あ
る
。

四
、
心
情
倫
理
と
結
果
責
任

本
書
の
第
一
章
に
は
、
あ
る
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
二
年
、
ド
イ
ツ
か
ら
一
時
帰
国
し
た
ア
ロ
ン
は
、
当
時
の
外
相
・
エ
リ

オ
に
ド
イ
ツ
情
勢
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
説
明
を
終
え
て

ホ
ッ
と
し
た
矢
先
、
「
も
し
き
み
が
私
の
立
場
に
い
た
ら
ど
う
す
る
か
ね
」
と

問
い
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
問
い
が
そ
の
後
の
ア
ロ
ン
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
活
動
の
な
か
で
と
る
姿
勢
を
決
め
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
ア
ラ
ン
の
よ
う
に
、
個
人
の
自
由
の
た
め
に
市
民
に
反
抗
す
る
と
い
う
だ

け
で
、
そ
の
時
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
な
い
の
は
「
心
情
倫
理
」
の
政
治
に
す

ぎ
な
い
。

M
-
ヴ
ェ

l
パ
l
の
言
う
「
結
果
責
任
」
に
も
と
や
つ
い
て
乙
そ
、

「
倫
理
的
に
非
合
理
な
」
乙
の
世
界
を
生
き
ぬ
く
乙
と
が
で
き
る
の
だ
。

ア
ロ
ン
と
ヴ
ェ

l
パ
!
の
対
話
を
描
写
し
た
「
第
四
章
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

|
パ

l
体
験
」
に
お
い
て
、
乙
の
「
心
情
倫
理
」
と
「
結
果
責
任
」
の
問
題
が

全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
乙
と
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
評
者
に
は
、
ヴ
ェ

l

パ
l
の
著
作
の
う
ち
、
ア
ロ
ン
が
も
っ
と
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
『
職
業

と
し
て
の
政
治
』
で
あ
り
、
そ
し
て
と
り
わ
け
強
い
影
響
を
受
け
た
の
が
こ
の

「
責
任
」
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
げ
〉
。

第
一
次
大
戦
直
後
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
関
心
は
何
よ
り
も
危
機
に
立
つ
ド
イ
ツ

を
救
う
〈
指
導
者
〉
を
出
現
さ
せ
る
と
と
に
あ
っ
た
。
国
益
よ
り
も
自
ら
の
属

す
る
階
級
の
利
益
を
第
一
義
的
に
考
え
る
ユ
ン
カ
l
、
大
衆
の
政
治
参
加
と
帝

国
の
社
会
政
策
を
恐
れ
る
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
巨
大
化
す
る
一
方
の
官
僚
制
を
前

po 
qo 
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に
し
て
、
ヴ
ェ

1
パ
1
は
〈
カ
リ
ス
マ
〉
に
そ
の
望
み
を
託
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
w
u
b
rい
で
は
な
く
、
政
治
か
か
か
わ
生
き
る
「
職
業

政
治
家
」
は
、
ま
ず
「
内
面
的
資
質
」
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
乙
の
「
内
面
的
資
質
」
と
は
、
端
的
に
旦
言
え
ば
、
情
熱
、
責
任
感
、
バ
ラ

ン
ス
感
覚
の
三
つ
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
人
聞
の
内
面
を
探
る
と
と
は
容
易
で

は
な
い
。
ヴ
ェ

l
パ
1
自
身
も
、
ル
l
デ
ン
ド
ル
フ
将
軍
の
「
内
面
的
資
質
」

を
誤
っ
て
過
大
評
価
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
我
々
は
、
外
面
に
現
わ
れ
る
行
動

に
よ
っ
て
の
み
政
治
家
の
資
質
を
測
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
乙
う
し
て

ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
八
結
果
責
任
〉
の
論
理
を
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
学
生
た
ち
に
説

い
て
聞
か
せ
た
。
約
一

O
年
後
、
ア
ロ
ン
は
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

感
動
の
う
ち
に
受
け
と
っ
た
。
一
方
、
ア
ラ
ン
や
サ
ル
ト
ル
は
、
終
生
決
し
て

受
け
つ
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ア
ロ
ン
は
、
全
面
的
に
ヴ
ェ

l
パ
1
の
考
え
を
受
け
入
れ
た
わ

叫
り
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ア
ロ
ン
は
、
ヴ
ェ

l
パ
ー
に
次
の
よ
う
に
問
い

か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
〈
結
果
責
任
〉
と
い
う
場
合
、
づ
責
任
」
の
定
義
は
知

何
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
指
導
者
は
、
何
を
基
準
に
し
て
自
己
の
行
動

の
結
果
を
測
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ

l
パ
l
は
答
え
て
く
れ
な

い
。
〈
結
果
責
任
〉
は
、
結
果
に
岳
ら
骨
か
ト
指
導
者
の
能
力
の
み
を
問
題
に

し
て
お
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
骨
骨
す
か
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
語
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
が
結
果
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

W
-
リ
l
プ
ク
ネ
ヒ
ト
、

R
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
ら
を
ヴ
ェ

l
パ

ー
は
拒
否
し
た
。
自
己
の
政
策
の
効
果
を
誰
よ
り
も
正
確
に
判
断
す
る
乙
と
の

で
き
た
ピ
ス
マ
ル
ク
は
、
ヴ
ェ
l
パ
ー
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
を
危
機
に
追
い
や
っ

た
唾
棄
す
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。
〈
結
果
責
任
〉
は
、
提
唱
者
自
身
の
価
値
観

に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
叩
己
。

著
者
が
紹
介
し
て
い
る
ア
ロ
ン
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
・
ヴ
ェ

I
パ
ー
へ
の

批
判
」
も
乙
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
政
治
家
と
し
て
は
、
典
型
的
な
権
力
政
治
家
で
す
。
彼

は
ニ

l
チ
ェ
の
同
時
代
人
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
問
機
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ

の
子
孫
の
一
人
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
統
治
形
態
が
よ
り
よ
い
も
の

で
あ
る
か
、
と
い
う
古
代
の
問
い
か
け
を
、
彼
は
無
意
味
な
も
の
と
し
て
片

づ
け
た
と
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
権
力
あ
る
い
は
支
配
を
め
ぐ
る
、
諸
階
級

お
よ
び
諸
個
人
聞
の
闘
争
が
、
彼
に
と
っ
て
政
治
の
本
質
で
あ
り
、
あ
る
い

は
そ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
永
遠
に
政
治
に
は
っ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
由
主
義
的
・
議
会
主
義
的
な
諸
制
度
は
、
彼
の

ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
世
界
的
役
割
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
り
ま

し
た
。
彼
は
そ
れ
ら
の
諸
制
度
を
幾
度
か
勧
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ

れ
ら
の
制
度
が
、
あ
る
民
族
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
民
族
が
、
世
界
的
役
割
を

遂
行
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
と
の
証
拠
と
し
て
役
に
立
つ
と
考
え
た
か

ら
で
あ
り
ま
す
〈
印
〉
。
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乙
う
し
て
ア
ロ
ン
は
、

E
・
H
・
カ
l
、
ハ
ン
ス
・
モ
l
ゲ
ン
ソ
1
、
ジ
ョ

ー
ジ
・

F
・
ケ
ナ
ン
ら
同
時
代
の
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
お
ち
い
っ
た
陥
穿
|
|

ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
自
ら
の
価
値
観
の
存
在
に
気
付
か
ず
、
そ
れ

に
対
す
る
疑
い
を
持
て
な
い
乙
と
ー
ー
か
ら
自
身
を
解
放
す
る
と
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
(
初
)
。

自
然
認
識
と
は
異
な
り
、
歴
史
認
識
は
、
そ
の
認
識
者
を
も
包
摂
し
て
、
存



評

在
を
意
識
さ
せ
る
特
異
な
全
体
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的

存
在
で
あ
る
も
の
が
歴
史
を
解
釈
す
る
と
き
、
徹
底
し
た
自
己
認
識
に
よ
っ
て

の
み
客
観
性
へ
の
道
が
聞
け
る
の
で
あ
る
。
人
は
、
完
全
な
「
観
察
者
」
た
り

え
ず
、
「
政
治
参
加
す
る
観
察
者
」
(
同
四
国
窓
口

S
Z
E
S閃
"
な
)
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
。

書

五
、
ア
ロ
ン
の
歴
史
認
職

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
歴
史
を
知
る
」

乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
@
「
第
三
章
ア
ロ
ン
の
歴
史
認
識
」
に
お
い

て
、
著
者
は
ア
ロ
ン
の
博
士
論
文
『
歴
史
哲
学
序
説
』
(
一
九
三
八
年
)
を
読

み
解
い
て
い
る
。
シ
ル
ヴ
ィ
l
・
ム
ジ
ュ
ー
ル
の
良
心
的
研
究
『
レ
イ
モ
ン
・

ア
ロ
ン
と
歴
史
理
性
』
の
助
貯
を
借
り
な
が
ら
、
著
者
は
乙
の
難
解
き
わ
ま
る

書
物
を
見
事
に
分
析
し
て
み
せ
る
。
以
下
、
著
者
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
て

み
よ
う
。

ア
ロ
ン
に
よ
れ
ば
歴
史
認
識
と
は
、
「
事
実
的
所
与
の
カ
オ
ス
に
向
か
い
、

私
た
ち
が
意
味
を
付
与
す
る
乙
と
で
、
あ
る
い
は
あ
る
価
値
と
所
与
の
事
実
を

関
係
づ
り
る
乙
と
で
、
歴
史
像
を
構
成
し
て
い
く
と
と
」
で
あ
る
。
乙
の
か
ぎ

り
歴
史
認
識
は
限
界
を
も
ち
相
対
的
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

人
閣
の
歴
史
が
事
実
的
所
与
の
カ
オ
ス
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
知
性
の
能

力
の
限
界
に
甘
ん
じ
え
な
い
と
す
る
な
ら
、
歴
史
の
全
体
に
つ
い
て
の
意
味
を

引
き
出
す
と
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
妄
想
」
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

歴
史
認
識
の
限
界
は
、
動
機
の
「
理
解
」
と
因
果
関
係
の
「
説
明
」
の
関
係

を
問
う
と
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
理
解
の
論
理
は
、
全
体
の
な
か
で

の
そ
の
位
置
を
理
解
す
る
乙
と
な
し
に
は
そ
の
要
素
を
理
解
す
る
乙
と
は
で
き

な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
全
体
か
ら
出
発
す
る
乙
と
な
し
に
は
要
素
も
理
解
で
き

な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
全
体
と
は
も
と
も
と
到
達
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
歴
史
家
は
そ
の
な
か
で
諸
々
の
事
件
が
生
起
す
る
因
果
諸
関
係
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
解
明
し
、
そ
の
と
と
に
よ
り
全
体
を
首
尾
一
貫
し
た
歴
史
像
と

し
て
再
構
成
す
る
。
諸
事
件
の
継
起
に
つ
い
て
整
合
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
る

な
ら
、
歴
史
家
は
整
合
性
を
そ
な
え
た
事
件
の
説
明
を
つ
み
か
さ
ね
て
全
体
を

少
し
ず
つ
再
構
成
す
る
。
つ
ま
り
説
明
の
方
法
は
部
分
か
ら
出
発
し
て
全
体
を

め
ざ
す
。
よ
り
完
全
な
康
史
認
識
は
全
体
と
部
分
と
の
聞
の
往
復
運
動
に
よ
り

到
達
さ
れ
る
と
と
に
な
る
と
ア
ロ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

と
う
い
っ
た
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
歴
史
に
お
け
る
因
果
説
明
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
認
識
に
お

け
る
客
観
性
の
限
界
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
因
果
性
の
限
界
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
は
ア
ロ
ン
に
お
い
て
は
、
「
社
会
学
的
因
果
性
」
お
よ
び

「
歴
史
学
的
因
果
性
」
の
分
析
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
乙
乙
で
い
う
社
会
学

と
は
「
普
遍
的
な
関
係
を
探
求
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
歴
史
と
は
「
特
異
性
を

理
解
し
、
事
件
を
記
述
す
る
と
と
を
目
的
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
両

者
に
お
い
て
因
果
関
係
の
判
断
は
、
「
蓋
然
性
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
必
然
性
に
お
い
て
で
は
な
い
。
ア
ロ
ン
が
「
蓋
然
的
決
定
論
」
と
呼
ん
だ

乙
の
立
場
は
、
「
理
解
」
と
「
説
明
」
と
を
う
ま
く
結
び
つ
け
て
く
れ
る
と
い

う
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
説
明
に
よ
っ
て
蓋
然
的
決
定
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
乙
と
は
、
個
別
の
事
件
や
現
象
を
あ
る
全
体
の
な
か
に
組
み
入

れ
る
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
全
体
性
は
完
全
で
も
体
系
的
で
も
あ
り
え
な
い
が
、
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多
く
の
場
合
、
そ
の
事
件
や
現
象
が
理
解
可
能
と
な
る
た
め
に
十
分
に
包
摂
的

で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
ま
た
、
悶
果
関
係
の
探
求
が
と
り
出
す
説
明
の
要
素
が
あ

る
人
物
の
決
断
や
行
為
で
あ
る
場
合
、
説
明
は
浬
解
へ
送
り
も
ど
さ
れ
る
と
と

に
な
る
。
先
行
原
因
に
よ
る
機
械
的
な
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
動
機
に
よ
り

説
明
さ
れ
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
著
者
は
、
難
解
な
著
書
を
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
く
読
者
に

説
明
し
て
く
れ
る
。
著
者
の
解
釈
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
力
は
評
者
に
は
な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
簡
潔
に
し
か
も
図
式
的
に
説
明
さ
れ
て

し
ま
う
と
逆
に
物
足
り
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
う
。
ア
ロ
ン
の
多
面
的
で

複
雑
で
は
あ
る
が
筋
道
を
外
す
乙
と
の
な
い
文
章
の
妙
味
が
い
さ
さ
か
裁
断
さ

れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
乙
の
「
解
釈
学
的
循
環
」
に
つ
い
て
「
悪
循
環
で
は
な
い
か
と
問
う

乙
と
も
で
き
る
」
と
述
べ
て
分
析
を
終
え
て
い
る
。
ア
ロ
ン
の
歴
史
認
識
の
妥

当
性
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
存
在
し
得
ょ
う
が
、
評
者
に
は
ア
ロ
ン
が

『
歴
史
哲
学
序
説
』
の
最
後
で
注
釈
と
し
て
遺
し
た
言
葉
が
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
の
よ
う
に
部
分
的
な
哲
学
研
究
に
は
、
固
有
の
意
味
の
結
論
は
な
い

O

i--疑
問
の
先
に
進
む
た
め
に
は
、
人
間
と
哲
学
と
の
現
在
の
状
況
を
、

具
体
的
に
解
釈
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
。

j
i
-
-
-本
書
の
目
的
は
、
状
況

の
理
解
を
可
能
に
す
る
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
況
の
理
解
そ
の
も
の
は

別
の
研
究
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
(
幻
)
。

三
三
歳
の
若
き
ア
ロ
ン
は
、
将
来
の
自
身
の
業
績
に
よ
っ
て
自
己
の
歴
史
哲

学
が
検
証
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
乙
と
を
自
ら
宣
し
た
の
だ
っ
た
。
著
者
も
認
め

て
い
る
と
ζ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
は
ア
ロ
ン
の
社
会
学
関
係
の
著
作
と
論
文
の

み
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
多
岐
に
わ
た
る
ア
ロ
ン
の
業
績

を
全
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
乙
と
は
大
変
な
作
業
で
あ
る
が
、
「
状
況
の
理
解
そ
の

も
の
」
を
扱
っ
た
歴
史
学
的
分
析
、
時
事
評
論
に
乙
そ
ア
ロ
ン
の
知
的
活
動
の

真
価
が
存
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
@

例
え
ば
、
著
者
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
「
歴
史
」
と
「
社
会
学
」
の
分
類
は
、

ア
ロ
ン
の
思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
う
が
、
現
代
に
お

け
る
国
際
関
係
論
の
古
典
と
も
言
う
べ
き
大
著
『
諸
国
聞
の
平
和
と
戦
争
』
に

お
い
て
、
乙
の
分
類
は
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
著
作
の
な

か
で
ア
ロ
ン
は
、
空
間
、
人
口
、
資
源
、
国
家
と
体
制
、
変
化
の
パ
タ
ー
ン
、

制
度
と
し
て
の
戦
争
の
源
泉
に
つ
い
て
社
会
学
的
分
析
を
試
み
る
一
方
、

熱
核
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
「
歴
史
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
近

年
に
も
ジ
ョ
ン
・

L
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
な
ど
が
再
説
し
て
い
る
よ
う
に
(
忽
)
、

米
ソ
の
両
超
大
国
の
保
有
す
る
核
兵
器
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
国
際
シ
ス
テ
ム

は
、
歴
史
上
〈
例
外
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
会
学
的
分
析
と
歴
史
的
分
析

の
両
者
を
自
由
自
在
に
駆
使
す
る
と
い
う
至
難
の
技
を
体
得
し
よ
う
と
ア
ロ
ン

は
生
涯
知
的
格
闘
を
続
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
『
戦
争
を
考

え
る
|
|
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
|
|
』
で
見
事
に
開
花
す
る
の
で
あ
る
。
一
九
・

七
六
年
、
七
一
歳
で
あ
っ
た
。

-139-

六
、
誤
読
の
も
た
ら
す
悲
劇

ア
ロ
ン
自
身
が
「
最
も
成
功
し
た
作
品
」
と
呼
ん
だ
と
の
著
作
の
内
容
に
つ
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い
て
は
、
本
書
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ロ
ン
は
、
な
ぜ
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
ィ
ッ
ツ
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
ア
ロ
ン
の
も
っ
と
も
よ
き
後
継
者
」

で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
碩
学
ス
タ
ン
レ
l
・
ホ
フ
マ
ン
は
、
次
の
二
点
を

指
摘
し
て
い
る
〈
お
〉
。

第
一
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ゲ
イ
ツ
ツ
は
、
行
為
の
論
理
を
理
解
す
る
た
め
に
「
理

想
型
」
を
使
用
し
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
ま
た
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

卜
ク
ヴ
ィ
ル
、
ヴ
ェ

l
パ

l
そ
し
て
ア
ロ
ン
自
身
と
同
様
に
、
理
想
型
と
具
体

的
事
実
の
狭
間
で
緊
張
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
、
戦
場
に
お
凶
り

る
実
際
の
経
験
か
ら
「
限
定
戦
争
」
(
民
自
仲
骨
骨
肉
同
省
司
)
と
「
無
制
限
戦
争
」

(gロ
自
体
邑
4

『
匝
吋
)
の
概
念
を
、
そ
し
て
想
像
か
ら
政
治
的
考
慮
を
一
切
排

除
し
た
「
絶
対
戦
争
」
官

Z
o
z
g
d
g『
)
の
概
念
を
生
み
出
し
た
。

第
二
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
思
想
は
、
現
在
我
々
が
置
か
れ
て
い
る
窮

地
に
深
く
関
連
し
て
い
る
。
「
絶
対
戦
争
」
の
概
念
は
、
核
戦
争
に
お
い
て
は

敵
も
味
方
も
共
に
滅
亡
し
て
し
ま
う
乙
と
を
警
告
す
る
。
そ
し
て
、
「
現
金
払

い

(1武
力
行
使
〉
」
を
す
る
乙
と
な
く
、
「
信
用
取
引

(
H抑
止
)
」
に
よ

っ
て
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
乙
と
を
我
々
に
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
決
し
て
「
絶
対
戦
争
」
の
提
唱
者
な
ど
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ど
乙
ろ
か
、
む
し
ろ
「
制
限
戦
争
」
を
選
ぶ
思
想
家
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
第
一
次
大
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
、
中
国
革
命
な
ど
今
世
紀
の
悲
劇
は
、

『
戦
争
論
』
の
〈
誤
読
〉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
偉
大
な
精
神
〉
は
、
し
ば
し
ば
複
雑
か
つ
多
面
的
な
一
一
言
葉
を
遣
す
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
〈
偉
大
な
精
神
〉
に
触
れ
、
感
動
す
る
と
と
が
我
々
の
義
務

で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
彼
ら
の
作
品
を
謙
虚
に
、
そ
し
て
慎
重
に
ひ
も
と
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
が
「
誤
読
の
葬
列
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
八
懐
疑
〉
を

書

捨
て
去
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

不
幸
に
も
人
類
は
、
い
ま
だ
に
お
互
い
に
殺
し
合
う
機
会
と
か
動
機
を
、

一
切
も
た
な
く
な
る
境
地
に
ま
で
は
、
達
し
て
い
な
い
。
も
し
寛
容
が
懐
疑

か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
誰
に
対
し
て
も
、
一
切
の
理

想
と
か
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
疑
い
、
全
て
の
救
済
の
預
言
者
と
か
終
末
観
の
使
者

た
ち
に
挑
戦
す
る
よ
う
に
教
え
よ
う
で
は
な
い
か
。
も
し
彼
ら
に
狂
信
を
捨

て
去
る
乙
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
は
懐
疑
主
義
者
の
到
来
の
た
め
に

祈
ろ
う
で
は
な
い
か
(
鈍
)
。

i主
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(
1
)
出
荷
宮
ユ
同

-
E
R
g
s
-
S司
ド
崎
、
思

S
T
手
官
3
・

h
h『

S
E
a
a

弘、
ohEn
師、。
3

S

冊、。
EPH可
甲
o
a
s
を

P
E
司
号
(
回

o
m
g
R
問。ロ伺

v
gロ
宣
告
宮
。

o
s
p
a
-

同
喧
由
回
)
・
邦
訳
、
天
野
恒
雄
訳
『
セ
l
ヌ
左
岸
|

1
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
・

芸
術
家
お
よ
び
政
治
日
人
民
戦
線
か
ら
冷
戦
ま
で
|

l
』
(
み
す
ず
害
一
一
房
、

一
九
八
五
年
)
。

(
2〉
丸
山
真
男
、
清
水
幾
太
郎
に
つ
い
て
は
、
杉
山
光
信
『
戦
後
啓
蒙
と
社

会
科
学
の
思
想
』
(
新
曜
社
、
一
九
八
三
年
)
を
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ

I
、
ア
ラ
ン
・
ト
ゥ
レ
l
ヌ
に
つ
い
て
は
、
杉
山
光
信
『
現
代
フ
ラ
ン
ス

社
会
学
の
革
新
』
(
新
暖
社
、
一
九
八
三
年
》
を
参
照
。

(
3〉
剛

w
a
g
s島
町
o
p
同日

n
v
s
s
a
g
宮
崎
容
を

s
q
E
m
H



杉山光信著『モラリストの政治参加』

。
曲
目
g
E
g
l
v
?
ア
g
m
m
)
・
M
M
-
M
H
・
邦
訳
、
渡
遁
善
一
郎
訳
『
現
代

の
知
識
人
1
1
知
識
人
の
阿
片
l
I
』
(
論
争
社
、
一
九
六

O
年
)
、
一

ペ
ー
ジ
。

〈
4
)
粕
谷
一
希
・
北
岡
伸
一
・
中
西
輝
政
・
袴
田
茂
樹
「
〈
座
談
会
〉
知
識

人
の
国
際
的
命
題
は
何
か
」
『
国
際
交
流
』
第
四
六
号
、
二
六
ペ
ー
ジ
、

中
西
発
雪
ロ
。

〈
5
)

剛

H
a
g
o
ロ
向
田
〉
『
o
p
o
h
u
・
a
H
a
M
M
・
佳
品
・
邦
訳
、
前
掲
書
、
二
九
六

ペ
ー
ジ
。

(
6
〉
志
水
速
雄
『
政
治
と
反
政
治
の
あ
い
だ
|
l
m
m
想
・
暴
力
そ
し
て
言

葉
l
l
』
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
一
年
)
町
二
七
J
三
六
ペ
ー
ジ
。

(
7〉
回
江
口
出
o
F
3
3
冊
、
g
巴
g
a
S
匂
a
向
乳
量
s
a
g
a

。
宮
崎
1
k
h』
u
v
。
可
な
き
帥
(
Z
申
場
ペ
O
『
w
u
出
回
円
刷
X
W
H
-
h
v
回
吋
O
吾
四
月
田

同
日
ロ
V
H
仲
田
町
S
F
S
E
)
・
M
M
・
S
-
邦
訳
、
永
井
陽
之
助
訳
「
情
熱
的
な
精

神
状
態
」
、
永
井
陽
之
助
編
『
政
治
的
人
間
』
(
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
)

所
収
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
。

(
8
)
H
w
a
g
o
ロ
仏
〉
吋
O
P
E伯
母
ヨ
e

g

g

a臥
g
を
白
応
急

(
M
M
曲
目
仲
回
目
白
Z
H
E
R
S
-
H
S
3
・
邦
訳
、
田
所
昌
幸
・
柏
岡
富
英
・

嘉
納
も
も
訳
『
世
紀
末
の
国
際
関
係
1
1
ア
ロ
ン
の
最
後
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
|
|
』
(
昭
和
堂
、
一
九
八
六
年
)
、
一
回
二
J
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

(
9
)
剛

w
m
q
B
o
E
〉
吋
o
p
a
d『
V
E
岡
田
恒
凶
1
5
0
号
丸
岡
田
S
B
m丘
o
u
a

色
刷
申
官
立
O
ロ
白

y
百
切
丘
、
目
。
ロ
向
日
〉
吋
O
P
H
『
世
ロ
回
H
E
a
R
H
円
四

色
体
a
v
u
『
呂
町
宮
自
国
冊
『
口
町
岡
商
品
目
。
g
S
F
M
M
o
h
註
g
a
a弘

同
一
段
E
q
2
2
3
円
昨
日
国
申
早
g
p
g
P
5
2
・
匂
・
5
・

(
叩
)
ア
レ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
『
権
利
章
典
』
と
フ
ラ
ン
ス
の
『
人
権
宣

言
』
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ア
メ
リ
カ
的
立
場
が

実
際
上
宣
言
し
て
い
る
の
は
、
全
人
類
は
文
明
化
さ
れ
た
政
府
を
必
要
と

し
て
い
る
と
い
う
乙
と
以
上
の
と
と
で
は
な
い
。
乙
れ
に
た
い
し
、
フ
ラ

ン
ス
的
立
場
は
、
政
治
体
か
ら
独
立
し
て
、
ま
た
そ
の
外
部
に
権
利
は
存

在
し
て
い
る
と
宣
言
し
て
お
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
乙
の
い
わ
ゆ
る
権
利

ー
ー
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
人
聞
の
権
利
ー
ー
を
市
民
の
権
利
と
同
等

視
し
て
い
る

J
E
5
5
〉

g
邑
r

p

F

S

N

E

S

E

R

-

g
o
ロ
門
戸
曲
者
0
2
v
u
M
M
g
町
民
ロ
回
o
o
w
s
-
司
-
E
由
'
邦
訳
、
志
水
速
雄

訳
『
革
命
に
つ
い
て
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
)
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

〈
日
)
永
井
陽
之
助
「
二
十
世
紀
と
共
に
生
き
て
」
、
永
井
陽
之
助
編
『
二
十

世
紀
の
遺
産
』
(
文
義
春
秋
、
一
九
八
五
年
)
所
収
、
二
五
J
二
六
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
何
回
司
自
o
E
〉
g
p
N
h
a
N
W
O
B
白
骨
向
。
官
a
e
8
1
0
・

向
。
E
A
H
宮
崎
、
足
σ
a
a
A
H
R
R
F
O
σ
S
F
』

h
a
a
-
U
S
E
S
S♂

回
陸
、
客
a
p
M
w
a
3
p
s
e
F
時三
2
2
H
Q匝
H
Z
E
E
-
g
a
d
-

邦
訳
、
北
川
隆
吉
他
訳
『
社
会
学
的
思
考
の
流
れ
I
ー
ー
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

コ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
|
|
』
〈
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
四
年
)
、
お
よ
び
北
川
隆
吉
他
訳
『
社
会
学
的
思
考
の
流
れ
E

|
|
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
パ
レ
l
ト
、
ウ
ェ
l
パ
l
l
l
』
(
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
四
年
)
。

(
臼
)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
四
月
ニ

O
目
、
書
評
欄
。

〈
M
H
)
前
掲
、
永
井
編
『
政
治
的
人
間
』
五

0
ペ
ー
ジ
。

(
時
〉
ト
両
足
。
a
h
明
町
円
四
回
口
目
。
事
冊
目
可
申
-
g
g
・

(
問
)
何
回
司
自
O
国
内
田
〉
g
p
a
冨
O
ロ
宮
吾
口
曲
目
回
目
円
四
申
書
・
旬
、
同
告
認
印
伊

g
s
a
F
5
8
・
ア
ロ
ン
は
『
回
想
録
』
で
も
、
サ
ル
ト
ル
を
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《
留
学
体
験
記
》

西
ド
イ
ツ
留
学
を
終
え
て

秋
の
色
ど
り
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
感
じ
た
昨
秋
が
、
遠
い
昔
の
乙
と
の
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。
自
分
が
も
は
や
モ

l
ゼ
ル
川
沿
い
の
あ
の
寮
に
存
在
し
な
い
の
が

信
じ
ら
れ
な
い
一
方
で
、
帰
国
後
の
日
常
の
中
に
埋
没
す
る
時
、
私
は
す
べ
て

を
忘
れ
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

幸
い
、
去
る
十
一
月
五
目
、
ゼ
ミ
の
会
の
第
三
二
回
コ
ロ
キ
ュ
ア
ム
に
お
い

て
、
そ
の
忘
却
に
歯
止
め
を
か
砂
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
の
報
告
を

も
と
に
、
い
ま
一
度
、
西
ド
イ
ツ
留
学
の
一
年
こ
九
八
七
年
八
月

l
一
九
八
八

年
七
月
〉
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
西
ド
イ
ツ
と
東
ド
イ
ツ
の
聞
で

西
ド
イ
ツ
生
活
の
始
ま
り
は
、
懐
し
い
人
々
と
の
再
会
で
あ
っ
た
。
一
九
八

五
年
の
夏
、
ド
イ
ツ
語
と
ド
イ
ツ
の
家
庭
生
活
を
学
ぶ
目
的
で
ニ
カ
月
滞
在
し

た
東
ド
イ
ツ
の
イ
ェ
l
ナ
の
家
庭
の
お
父
さ
ん
が
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
来

て
い
た
の
だ
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
住
む
彼
の
叔
母
が
七
十
歳
の
誕
生
日

矢

野

久

美

子

(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研
究
研
究
科
〉

を
迎
え
る
た
め
、
ヴ
ィ
ザ
が
お
り
た
の
だ
と
い
う
。
乙
れ
は
数
年
前
ま
で
は
考

え
ら
れ
な
い
と
と
で
あ
っ
た
。
が
、
一
九
八
七
年
九
月
の
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
東
ド

イ
ツ
議
長
の
初
の
西
ド
イ
ツ
訪
問
を
控
え
、
同
年
二
月
以
来
、
東
ド
イ
ツ
市
民

の
西
ド
イ
ツ
訪
問
の
た
め
の
出
国
ヴ
ィ
ザ
の
発
行
状
況
は
、
乙
れ
ま
で
に
例
を

見
な
い
程
、
緩
和
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
ζ

と
か
ら
、
そ
と
に
は

イ
「
ナ
の
お
父
さ
ん
の
み
な
ら
ず
、
二
年
前
東
ド
イ
ツ
で
知
り
合
っ
た
彼
の
兄

弟
な
ど
、
懐
し
い
顔
ぶ
れ
が
揃
っ
て
い
た
。
夢
に
ま
で
見
た
人
と
の
再
会
を
心

か
ら
喜
び
な
が
ら
も
、
し
か
し
私
は
あ
る
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。

東
ド
イ
ツ
か
ら
の
訪
問
者
は
、
西
ド
イ
ツ
滞
在
中
一
日
に
つ
き
二
、
三

0
マ

ル
ク
を
、
い
わ
ば
小
遣
い
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
受
砂
取
る
。
東
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
は
持
出
し
不
可
で
あ
り
通
貨
交
換
も
不
可
能
な
の
で
、
西
ド
イ
ツ
政

府
の
配
慮
は
人
道
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
出
費
の
総
額
は
莫
大
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ク
ラ
イ
ン
孝
子
氏
は
著
書
『
自
由
買
い
』
に
お
い
て

東
ド
イ
ツ
の
政
治
犯
を
西
ド
イ
ツ
政
府
が
「
買
い
取
る
」
と
い
う
構
造
を
取
り

上
げ
、
西
ド
イ
ツ
の
持
つ
デ
ィ
レ
ン
7

を
「
賢
兄
愚
弟
の
悲
劇
」
と
名
付
け
た
。
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東
ド
イ
ツ
に
対
す
る
財
政
援
助
に
よ
っ
て
人
道
的
問
題
の
改
善
を
試
み
る
西
ド

イ
ツ
政
府
の
方
針
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
乙
の
よ
う
な

「
お
ん
ぶ
に
だ
っ
と
」
の
状
態
は
、
は
た
し
て
い
つ
ま
で
持
続
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
外
国
人
労
働
者
問
題
に
見
受
け
ら
れ
る
、
西
ド
イ
ツ
社
会
に
潜
む
建
前
と

本
音
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
対
東
ド
イ
ツ
関
係
に
お
い
て
あ
る
い
は
東
ド
イ
ツ
か
ら

の
人
々
に
対
し
て
は
存
在
し
な
い
と
断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
ド
イ
ツ
は
初
め
て
で
す
か
。
」
「
い
い
え
。
」
「
前
は
ど
と
に
?
」
「
イ
ェ

l
ナ

で
す
。
」
「
え
?
イ
ェ
l
ナ
っ
玄
泉
ド
イ
ツ
の
?
」
と
い
・
2
+
2・6会
話
を
い
っ
た
い

何
度
し
た
と
と
か
。
西
ド
イ
ツ
の
人
々
に
と
っ
て
、
日
本
人
で
あ
る
私
が
二
カ

月
も
東
ド
イ
ツ
の
家
庭
に
滞
在
し
て
い
た
乙
と
は
、
想
像
を
絶
す
る
ら
し
い
。

興
味
を
示
す
人
も
あ
れ
ば
、
不
快
感
を
表
す
人
も
い
た
。
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
の

な
ら
ば
、
何
故
自
分
た
ち
の
国
よ
り
も
先
に
「
向
う
側
」
に
行
っ
た
の
か
、
と

い
う
ζ

と
で
あ
る
。
当
時
、
東
ド
イ
ツ
を
選
ん
だ
の
は
、
ド
イ
ツ
科
に
入
っ
た

か
ら
に
は
少
し
は
ド
イ
ツ
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
か
っ
た
の
と
、
語
学
学

校
よ
り
も
家
庭
生
活
を
望
ん
だ
の
と
、
私
の
遊
び
相
手
〈
?
)
に
な
っ
て
く
れ

る
子
供
が
い
る
家
庭
が
イ
エ
ナ
に
見
つ
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
主
な
理
由
で
あ

っ
た
。
異
文
化
・
異
な
る
体
制
の
中
で
の
二
カ
月
は
、
刺
激
に
み
ち
た
素
晴
し

い
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
抱
い
た
問
題
意
識
が
発
展
し
て
、
も
う
少
し
勉
強

を
続
け
た
い
と
思
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
(
私
が
大
学
院
に
い
る

乙
と
を
完
全
な
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
志
向
で
あ
る
と
し
、
何
か
の
間
違
い
だ
っ
た
と

い
ま
だ
に
主
張
す
る
友
人
も
い
る
が
。
〉
そ
の
よ
う
な
、
満
足
い
く
体
験
が
、

西
ド
イ
ツ
の
人
々
に
否
定
的
に
と
ら
れ
た
ζ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
シ
ョ
ッ
ク
で

あ
っ
た
。
戦
後
世
代
の
西
ド
イ
ツ
国
民
に
と
っ
て
、
東
ド
イ
ツ
は
、
「
速
い
国
」

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
親
戚
を
持
つ
人
は
別
と
し
て
も
、
彼
ら
は
一
般
に
、

東
ド
イ
ツ
の
乙
と
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
し
、
興
味
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
4
-

一回葉

も
伝
統
文
化
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
か
、
「
行
っ
て
み
た
い
と
恩
わ
な
い
国
」
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
政
府
の
印
象
が
あ
ま
り
に
も
悪

す
ぎ
る
。

西
ド
イ
ツ
の
人
々
が
東
ド
イ
ツ
に
行
く
時
、
一
日
二
五
マ
ル
ク
を
換
金
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
の
私
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
安
い
金
額
で
は

な
い
。
人
々
は
言
う
。
強
制
換
金
↓
買
い
た
い
も
の
が
な
い
↓
お
金
は
余
る
↓

誰
か
に
あ
げ
る
、
と
。
「
農
民
と
労
働
者
の
国
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

な
が
ら
外
貨
獲
得
に
精
を
出
し
国
力
増
強
に
努
め
る
東
ド
イ
ツ
政
府
の
主
義
の

内
実
が
疑
わ
れ
る
。

と
乙
ろ
で
、
二
月
頃
で
あ
っ
た
か
、
突
然
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
イ
ェ
l
ナ

の
家
庭
の
長
女
イ
ザ
ベ
ル
が
や
っ
て
来
た
。
彼
女
は
二
十
歳
で
あ
る
。
そ
ん
な

筈
は
、
と
皆
が
目
を
ぱ
ち
く
り
さ
せ
た
が
、
訪
問
許
可
願
い
を
出
し
た
ら
「
何

故
か
」
出
国
で
き
た
と
い
う
と
と
だ
っ
た
。
彼
女
の
恋
人
は
一
年
前
、
西
ベ
ル

リ
ン
へ
移
住
し
て
い
た
。
西
ド
イ
ツ
へ
移
住
す
る
場
合
、
東
ド
イ
ツ
側
さ
え
出

国
許
可
を
出
せ
ば
、
西
ド
イ
ツ
で
は
「
国
籍
」
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
西

ド
イ
ツ
の
国
籍
法
に
よ
り
、
東
ド
イ
ツ
人
は
他
の
西
ド
イ
ツ
市
民
同
様
の
「
ド

イ
ツ
人
」
と
し
て
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
拙
稿
「
東
西
ド
イ
ツ
問
題
の

一
側
面
|
|
東
ド
イ
ツ
か
ら
西
ド
イ
ツ
へ
の
移
民
・
避
難
民
」
『
摩
史
と
未
来
』

第

M
号
参
照
。
)
そ
の
よ
う
な
理
由
も
絡
み
、
近
年
、
安
易
に
「
移
住
申
請
」
す

る
若
者
は
増
加
し
て
い
る
ら
し
い
。
彼
に
会
い
た
い
と
い
う
イ
ザ
ベ
ル
を
引
き

止
め
る
乙
と
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
親
戚
に
も
で
き
ず
、
彼
女
が
も
う
帰

っ
て
乙
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
と
を
覚
悟
し
な
が
ら
、
西
ベ
ル
リ
ン
行
き
の
飛

行
機
に
乗
せ
た
。
彼
女
は
一
週
間
の
ヴ
ィ
ザ
し
か
も
ら
っ
て
と
な
か
っ
た
の
だ
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か
ら
、
西
ベ
ル
リ
ン
に
留
ま
る
と
い
う
乙
と
は
、
東
ド
イ
ツ
側
か
ら
す
る
と
不

法
出
園
、
逃
亡
罪
と
な
る
。
彼
女
は
二
度
と
故
郷
に
帰
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

両
親
の
職
業
状
態
は
娘
の
逃
亡
罪
に
よ
っ
て
悪
化
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女

の
人
生
で
あ
る
。

数
日
後
、
イ
ザ
ベ
ル
は
恋
人
に
別
れ
を
告
げ
、
西
ベ
ル
リ
ン
か
ら
イ
エ
ナ
に

帰
っ
た
。
私
へ
の
手
紙
に
は
、
「
西
ベ
ル
リ
ン
で
の
数
日
は
素
晴
し
く
、
彼
と

離
れ
た
く
な
い
、
も
う
東
ド
イ
ツ
に
戻
り
た
く
な
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
愛
す

る
両
親
や
姉
妹
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
か
っ
た
し
、
悲
し
ま
せ
た
く
な
か
っ
た

か
ら
。
」
と
書
い
て
き
た
。
そ
し
て
「
友
人
の
多
く
が
移
住
し
て
し
ま
う
の
は
と

て
も
寂
し
い
。
」
と
。
決
断
を
彼
女
に
委
ね
た
イ
ェ
l
ナ
の
両
親
の
想
い
に
も
目
頭

が
熱
く
な
っ
た
が
、
二
十
歳
で
そ
の
よ
う
な
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
イ
ザ
ベ
ル
の
乙
と
を
思
う
と
、
ま
た
自
分
の
二
十
歳
の
平
和
な
日
々
を
振
り

返
る
と
、
や
り
き
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

私
が
東
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
の
は
五
月
の
聖
霊
降
臨
節
で
大
学
の
授
業
が
一
週

間
程
休
み
の
時
だ
っ
た
。
話
が
少
し
そ
れ
る
が
、
留
学
生
に
と
っ
て
「
祭
日
」

は
要
注
意
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
と
は
違
う
し
、
前
日
に
な
っ
て
次
の
日
が

休
み
と
い
う
乙
と
に
気
づ
く
乙
と
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
西
ド
イ
ツ
で
は
、
六

月
十
七
日
以
外
の
祭
日
は
、
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
関
係
す
る
。
六
月
十
七
日

は
、
一
九
五
三
年
の
東
ベ
ル
リ
ン
の
デ
モ
の
記
念
日
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
年
の
聖
霊
降
臨
祭
は
、
一
四
歳
に
な
る
イ
ェ
l
ナ
の
三
女
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
竪
信
式
の
お
祝
い
と
重
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
女
の
名

親
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
住
む
ク
ラ
ウ
ス
さ
ん
も
東
ド
イ
ツ
を
訪
問
す
る

と
い
う
と
と
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
彼
の
車
に
便
乗
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
二
時
間
は
か
り
走
る
と
国
境
に
着
く
。
他
の
車
は
隅
々

ま
で
調
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
私
逮
は
何
の
問
題
も
な
く
通
過
し
た
。
七
二
歳
の

老
紳
士
と
ア
ジ
ア
の
女
の
子
(
乙
の
年
で
自
分
の
と
と
を
女
の
子
と
い
う
の
は

情
け
な
い
が
、
乙
の
時
の
自
分
を
表
象
的
に
女
性
と
よ
ぶ
の
は
気
が
ひ
け
る
の

で
)
の
組
合
せ
は
、
何
の
危
険
も
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
乙
の
時
お
か
し
か

っ
た
の
は
、
検
問
宮
と
ク
ラ
ウ
ス
さ
ん
の
会
話
で
あ
る
。
検
問
官
日
く
、
「
あ

な
た
の
お
子
さ
ん
で
す
か
。
」
ク
ラ
ウ
ス
さ
ん
、
『
ニ
人
の
大
人
だ
。
」
|
|
私
は

ふ
き
だ
し
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
で
な
ら
、

ζ

の
組
合
せ
で
誰
も

「
親
子
」
と
は
恩
わ
な
い
だ
ろ
う
。
東
ド
イ
ツ
で
も
西
ド
イ
ツ
で
も
「
養
子
縁

組
」
は
日
本
で
よ
り
も
は
る
か
に
自
然
に
、
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る。
国
境
を
越
え
る
と
色
彩
が
変
わ
る
。
建
物
の
感
じ
な
ど
、
沈
ん
だ
色
に
な
る
。

が
、
ご
つ
ご
つ
と
し
た
自
然
に
、
何
か
忘
れ
て
い
た
す
が
す
が
し
い
も
の
を
感

じ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ル
タ
!
と
バ
ッ
ハ
の
町
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
、
ゲ
ー
テ
と

シ
ラ
l
の
町
ワ
イ
マ

l
ル
を
越
え
る
と
、
イ
ェ

l
ナ
だ
。
ィ
ェ

l
ナ
は
、
へ
-

ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
を
書
き
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
入
械
を
見
て
「
世
界
精
神
」

と
よ
ん
だ
町
で
あ
り
、
ま
た
ド
イ
チ
ェ
・
プ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
盛
り
上
り
を

見
せ
た
所
だ
。
が
、
そ
の
面
影
は
あ
ま
り
な
く
、
カ
ー
ル
・
ツ
ア
イ
ス
の
研
究

所
が
誇
ら
し
く
立
っ
て
い
る
。

再
会
に
感
激
し
、
「
里
帰
り
」
し
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
気
分
を
味
わ
い

な
が
ら
、
二
年
前
は
ま
だ
子
供
子
供
し
て
い
た
ユ
リ
ア
の
声
が
低
く
な
り
ス
ラ

リ
と
女
ら
し
い
体
つ
き
に
な
っ
て
い
る
と
と
に
感
じ
入
る
。
彼
女
は
当
時
、
問

題
を
抱
え
て
い
た
。
「
外
の
世
界
を
見
た
い
」
・
と
い
う
欲
求
と
「
何
故
自
分
は

東
側
に
生
れ
た
の
か
」
と
い
う
不
満
と
反
抗
期
が
あ
い
ま
っ
て
、
精
神
的
に
行

き
e

つ
ま
り
、
暴
力
的
に
な
る
と
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ユ
リ
ア
が
落
ち
着
い
て
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い
た
の
は
、
教
会
で
若
き
牧
師
と
知
り
合
い
、
そ
の
人
と
の
会
話
を
通
じ
て
、

将
来
、
障
害
児
の
た
め
の
看
護
婦
に
な
ろ
っ
と
決
心
し
た
乙
と
が
き
っ
か
け
だ
と

い
う
。
来
年
か
ら
は
教
会
に
属
す
る
看
護
学
校
に
入
る
そ
う
だ
。
東
ド
イ
ツ
の

若
者
で
、
「
人
の
為
」
に
な
る
職
業
に
つ
き
社
会
で
の
自
分
の
存
在
を
確
か
め

た
い
と
い
う
人
々
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
第
三
世
界
の

問
題
に
対
す
る
関
心
は
高
い
。
私
は
そ
乙
に
、
何
か
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
少
し

ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
響
き
と
と
も
に
感
じ
る
・

と
乙
ろ
で
数
日
後
、
私
達
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
跡
の
プ
l
へ

ン
ヴ
ア
ル
ト
に
行
っ
た
・
そ
乙
に
は
、
周
囲
の
国
々
に
対
し
て
あ
る
い
は
内
在

的
に
東
ド
イ
ツ
と
西
ド
イ
ツ
が
共
有
す
る
過
去
が
あ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
が
西
側

陣
営
で
、
東
ド
イ
ツ
が
東
側
陣
営
で
確
固
た
る
位
置
を
占
め
よ
う
と
も
、
隣
接

国
に
と
っ
て
過
去
の
ド
イ
ツ
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
さ
ん
の
説
明
に
無

言
で
い
た
乙
と
は
、
無
言
の
批
判
で
は
な
く
て
、
日
本
の
過
去
を
も
含
め
て
人

聞
の
残
酷
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
か
ら
だ
と
、
そ
の
時
の
私
は
説
明
す
る
乙
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ス
さ
ん
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
恩
う

と
心
残
り
で
あ
る
。

「
西
ド
イ
ツ
と
東
ド
イ
ツ
と
ど
ち
ら
が
よ
か
っ
た
か
」
と
、
西
ド
イ
ツ
の
人

々
、
東
ド
イ
ツ
の
人
々
、
そ
し
て
日
本
の
人
々
に
よ
く
聞
か
れ
る
。
私
に
と
っ

て
最
も
難
し
い
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
乙
の
聞
い
に
自
分
な
り
の
き
ち
ん
と
し

た
答
え
が
出
せ
る
よ
う
、
乙
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い
と
恩
う
。
ベ
ル
リ
ン

の
壁
、
東
ド
イ
ツ
か
ら
西
ド
イ
ツ
へ
の
逃
亡
者
、
東
西
ド
イ
ツ
の
経
済
発
展
の

奇
跡
な
ど
は
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
へ
移
住
申
請
す
る

人
は
い
ま
で
も
多
く
、
経
済
的
要
因
の
挙
げ
ら
れ
る
と
と
は
多
い
。
乙
う
し
た

と
と
を
踏
ま
え
た
上
で
今
の
私
が
思
う
の
は
、
し
か
し
東
ド
イ
ツ
に
残
る
人
々

が
求
め
て
い
る
も
の
乙
そ
「
政
治
的
自
由
」
で
あ
り
、
正
当
な
「
選
挙
」
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

二
、
大
学
生
活
'
|
ト
リ
ア
に
て

留
学
先
の
ト
リ
ア
大
学
は
、
一
九
七
五
年
設
立
の
ま
だ
新
し
い
大
学
で
あ
る
。

そ
の
歴
史
は
一
五
世
紀
に
ま
で
遡
る
の
だ
が
、
国
境
沿
い
の
町
ト
リ
ア
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
嵐
を
う
け
、
そ
の
影
響
下
、
大
学
は
関
さ
れ
た
。
以
後
、
再
建

が
試
み
ら
れ
た
が
、
ポ
ン
、
ケ
ル
ン
に
先
を
譲
り
、
一
九
七

0
年
代
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
卜
リ
ア
は
、
モ
l
ゼ
ル
川
沿
い
に
位
置
し
、
モ

l
ゼ
ル
ワ
イ
ン
の

産
地
で
あ
る
。
ワ
イ
ン
を
も
た
ら
し
た
の
は
ロ
!
?
人
で
あ
る
が
、
ト
リ
ア
は

二
九
三
年
か
ら
西
ロ
l

マ
帝
国
の
皇
帝
の
居
住
地
に
、
二
一

O
六
年
に
は
帝
国
の

首
都
と
な
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
皇
帝
の
居
住
地
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
う

し
た
と
と
か
ら
ロ

1
7
の
遺
跡
と
し
て
黒
い
城
門
の
ボ
ル
タ
・
ニ
グ
ラ
や
浴
場

跡
の
カ
イ
ザ
l
ス
テ
ル
メ
ン
や
パ

l
パ
ラ
テ
ル
メ
ン
が
、
町
の
所
々
に
ど
っ
し

り
と
腰
を
す
え
て
い
る
乙
の
町
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
。
方
言
に

も
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
要
素
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
の
生
地
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
が
、
例
え
ば
へ

l
ゲ
ル
が
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
で
生
ま
れ
た
乙
と
と
比
べ
る
と
き
、
な
る
ほ
ど
、
と
思
っ
て
し
ま
う
乙
と

も
あ
っ
た
。
ト
リ
ア
自
体
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
町
で
、
保
守
的
で
あ
る
。
小
市

民
的
と
も
い
え
な
く
は
な
い
。

さ
て
、
私
は
、
冬
学
期
は
主
に
政
治
学
科
の
授
業
に
、
夏
学
期
は
歴
史
学
科

の
授
業
に
参
加
し
た
。
語
学
コ

l
ス
に
入
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
修

論
の
資
料
集
め
も
や
ら
な
け
れ
ば
、
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
目
移
り
し
た
が
、
せ
っ
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西ドイツ留学を終えて

か
く
の
一
年
間
だ
か
ら
ド
イ
ツ
人
の
学
生
と
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
だ
。
忘
れ
も
し
な
い
の
が
国
際
政
治
学
の
ゼ
ミ
の
第

二
四
回
で
あ
る
。
そ
の
日
は
、

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
政
治
理
論
が
テ
1
7
で
あ
っ

トリ ア，カイザースメンKて(写真は筆者)

うしろはパジ リカクアフェノレステンノマレ，

一147-

た
。
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
う
ち
に
一
言
物
言
い
た
く
な
っ
た
私
は
、
つ
い
手
を

上
げ
て
し
ま
い
、
即
座
に
指
名
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
そ
の
瞬
間
、
ド
イ
ツ

語
が
口
か
ら
出
て
乙
な
く
な
り
、

し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
な
ん
と
か
終
え
た
も
の
の
、



留学体験記

単
語
は
間
違
え
る
し
、
文
法
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
る
し
で
、
顔
か
ら
火
の
出

る
思
い
で
あ
っ
た
。
授
業
終
了
後
、
ト
イ
レ
に
か
け
込
ん
で
涙
を
乙
ら
え
た
の

を
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
乙
で
発
言
し
た
の
は
、
内
容
の
い
か
ん
に
係
ら

ず
よ
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
約
三
固
ま
で
で
、
発
言
す
る
面
々
が
決

ま
っ
て
し
ま
う
そ
う
だ
か
ら
。
と
い
う
わ
け
で
、
私
は
ζ

の
ゼ
ミ
に
関
し
て
は
、

時
々
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
発
言
を
す
る
「
変
な
日
本
人
」
の
役
割
を
演
じ
て
し

ま
っ
た
の
だ
が
、
乙
の
ゼ
ミ
の
内
容
を
ど
紹
介
し
て
お
く
と
、

第
一
部
と
し
て
、
「
思
想
史
・
社
会
史
的
関
速
に
お
い
て
」
と
い
う
乙
と
で
、

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ
l
、
A
・

ス
ミ
ス
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
へ

I
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ

l
ニ
ン
、

c
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

D
・
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ガ
l
、
ハ

l
パ
1
7
ス
、

B
・
ヴ
ィ
ル
ム
ス
が
、
国
際
関
係
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、

第
二
部
で
は
、
「
理
論
と
実
践
」
の
関
係
が
、
初
期
市
民
革
命
期
の
哲
学
、

ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
哲
学
に
分
け
ら
れ
て

問
わ
れ
、

第
三
部
で
は
、
「
国
際
環
境
と
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
そ
の
考
慮
」
と
い

う
乙
と
で
、
「
理
想
主
義
」
、
「
現
実
主
義
」
お
よ
び
「
新
現
実
主
義
」
、
マ

ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
が
扱
わ
れ
た
。

乙
の
よ
う
な
壮
大
な
構
成
に
加
え
、
毎
回
二
人
の
学
生
が
分
担
し
て
発
表
・

報
告
す
る
と
い
う
乙
と
で
、
表
面
的
犯
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
勿
論

の
乙
と
で
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
大
学
か
ら
の
客
員
教
授
で
あ
っ
た
シ
ョ
ス
ラ

i
先
生
の
「
ハ
ー
バ
ー
ド
へ
の
抵
抗
の
試
み
」
と
い
う
口
ぐ
せ
を
交
え
た
ζ

の

授
業
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
約
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
、
興
味
深
か
っ
た
。
ま
た
、

外
国
人
と
し
て
で
は
な
く
一
学
生
と
し
て
参
加
で
き
る
乙
と
は
心
地
よ
く
、
勉

強
を
通
じ
て
友
人
を
得
る
乙
と
が
で
き
た
の
を
、
と
て
も
う
れ
し
く
恩
う
。
キ

ャ
ン
パ
ス
や
寮
で
す
れ
違
っ
た
時
な
ど
、
挨
拶
を
し
な
が
ら
「
ぁ
、
マ
キ
ャ
ヴ

ェ
リ
さ
ん
だ
」
「
ホ
ッ
プ
ス
君
、
だ
」
な
ど
と
一
人
心
の
中
で
に
や
に
や
し
て
い

た
乙
と
を
思
い
出
す
。

と
と
ろ
で
、
ド
イ
ツ
語
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
時
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
人
の
物

の
考
え
方
を
学
ぶ
よ
う
な
気
が
し
た
。
「
論
理
」
の
重
要
性
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

人
の
友
人
二
、
三
人
に
読
ん
で
直
し
て
も
ら
う
と
と
を
常
と
し
て
い
た
が
、

「
全
く
意
味
が
わ
か
ら
な
い
」
と
何
度
言
わ
れ
た
乙
と
だ
ろ
う
か
。
そ
ζ

ま
で

言
い
切
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
、
表
現
を
暖
昧
に
す
る
と
、
も
う
ア
ウ
ト
。
ロ

l
ギ
ッ
シ
ユ
(
論
理
的
)
で
あ
る
か
否
か
が
重
要
な
の
だ
。
し
か
し
私
も
少
し

の
抵
抗
を
試
み
た
く
な
っ
た
り
も
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
毎
晩
遅
く
ま
で
共

に
考
え
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
く
れ
た
友
人
た
ち
に
は
心
か
ら
感
謝
し
て

い
る
。夏

学
期
は
、
主
に
歴
史
学
の
ゼ
ミ
「
ナ
チ
ス
の
芸
術
と
学
問
」
に
集
中
さ
せ

た
。
乙
の
ゼ
ミ
は
、
レ
ベ
ル
が
か
な
り
高
く
、
毎
回
の
準
備
が
き
っ
か
っ
た
か

ら
だ
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
、
ナ
チ
ス
下
に
お
け
る

知
識
人
の
行
動
が
テ
1
7
と
さ
れ
、
彼
ら
が
ナ
チ
で
あ
っ
た
か
否
か
で
は
な
く

ナ
チ
ス
政
権
下
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
か
と
い
う
乙
と
が
、
考
察
さ
れ

た
。
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
そ
の
ゼ
ミ
に
は
数
名
の
年
配
の
方
々
も
参
加
さ
れ

て
い
て
、
自
分
た
ち
の
過
去
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
だ
っ
た
。
が
、

外
国
人
は
私
一
人
で
、
外
国
人
と
し
て
、
し
か
も
日
本
人
と
し
て
、
ナ
チ
ス
時

代
の
研
究
を
ド
イ
ツ
人
の
中
で
行
な
う
の
に
は
と
て
も
抵
抗
を
感
じ
、
自
己
嫌

悪
に
陥
る
と
と
も
多
か
っ
た
。
何
故
私
は
ド
イ
ツ
の
研
究
を
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
、
日
本
人
な
ら
日
本
の
歴
史
を
研
究
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
。
ワ
イ
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7
l
ル
時
代
や
ナ
チ
ス
時
代
の
社
会
研
究
を
行
な
う
時
、
私
は
、
ド
イ
ツ
の
み

な
ら
ず
日
本
も
含
め
た
現
代
社
会
を
見
る
、
と
い
う
観
点
を
忘
れ
る
乙
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
常
に
声
を
大
に
し
て
説
明
す
る
乙
と
も
で
き
な
い
。

対
象
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
、
私
に
は
大
そ
れ
た
乙
と
の
よ
う
に
も
思
え
る

か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
が
例
え
ば
何
を
勉
強
し
て
い
る
か
と
聞
か
れ
て
「
歴
史
」
な
り

「
政
治
」
な
り
と
答
え
る
と
き
、
そ
れ
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
そ
の
も
の
か
、
「
ド

イ
ツ
」
の
〈
つ
ま
り
自
国
の
〉
歴
史
・
政
治
か
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ

れ
を
意
疎
す
る
。
状
況
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
ま
だ
強
い
よ
う

で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
・
政
治
専
門
と
い
う
場
合
は
、
「
日
本
学
」
の
分
野
に

入
る
と
と
も
多
い
。
だ
か
ら
、
私
が
「
歴
史
」
を
学
ん
で
い
る
と
い
う
と
「
日

本
の
」
と
い
う
ζ

と
が
彼
ら
の
頭
の
中
に
浮
ぴ
、
「
で
は
何
故
ド
イ
ツ
に
」
と

な
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ボ
ン
や
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
は
対
応
は
異

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
し
か
し
、
乙
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
の
場
合
、

「
地
域
研
究
」
と
い
う
言
葉
が
重
み
を
増
す
。
と
い
う
の
は
、
私
は
ド
イ
ツ
に

生
ま
れ
育
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
所
与
の
も
の
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、

外
側
か
ら
ド
イ
ツ
社
会
に
つ
い
て
勉
強
し
て
き
た
か
ら
だ
。

西ドイツ留学を終えて

、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
?

一
年
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、
ト

リ
ア
大
学
日
本
学
科
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ア
大
の
日
本
学
科
は
ま
だ

新
し
く
、
一
橋
大
で
助
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
目
地
谷
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト

先
生
を
一
九
八
六
年
に
迎
え
、
以
後
本
格
的
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
乙
と
で
あ

る
。
学
生
は
、
日
本
学
を
主
専
攻
と
す
る
人
が
約
印
人
。
ス
タ
ッ
フ
が
、
教
授

一
名
、
助
手
一
名
、
語
学
教
師
一
名
、
チ
ュ
l
タ
l
二
名
。
小
規
模
な
が
ら
内

容
は
充
実
し
、
活
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
語
学
の
授
業
で
は
、
テ
キ
ス
ト

匂

ZM但
5
8

『

O
『

4
0
向
田
呂
、
が
使
用
さ
れ
、
文
法
、
漢
字
、
発
音
が
徹
底
的
に

指
導
さ
れ
る
。
ま
た
、
乙
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、
日
本
の
地
理
、
歴
史
、
社

会
の
事
情
が
幅
広
く
盛
り
込
ま
れ
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。
プ
ロ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

(
主
に
て
こ
学
年
向
)
で
は
、
新
聞
講
読
、
文
学
(
そ
の
年
は
、
佐
多
稲
子

の
文
学
が
扱
わ
れ
て
い
た
)
が
、
ハ
ウ
プ
ト
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
(
四
学
期
自
に
あ
る

中
間
試
験
を
終
え
た
人
向
き
)
で
は
、
翻
訳
演
習
、
現
代
文
学
、
古
典
文
学
、

作
文
な
ど
の
授
業
が
あ
る
。
先
生
方
は
大
変
熱
心
で
、
か
な
り
厳
し
い
よ
う
だ

つ
た
。
学
生
の
中
に
は
、
既
に
日
本
に
留
学
(
早
稲
田
大
、
名
古
屋
大
な
ど
)

し
た
人
逮
も
い
て
、
修
士
論
文
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
テ
!
?
は
、
「
文
学
に

み
ら
れ
る
部
落
差
別
問
題
」
「
高
群
逸
枝
論
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
助
手
で

現
在
博
士
論
文
を
執
筆
中
で
あ
る
ヒ
ラ
l
リ
ア
・
ゴ
ス
7

ン
さ
ん
は
、
佐
多
稲

子
の
『
く
れ
な
い
』
を
翻
訳
中
で
あ
っ
た
。

彼
女
達
と
の
議
論
は
、
時
に
は
激
し
く
ぶ
つ
か
り
合
い
、
長
時
間
に
わ
た
る

乙
と
も
あ
っ
た
が
、
私
に
日
本
を
対
象
化
す
る
機
会
、
あ
る
い
は
地
域
研
究
と

し
て
の
日
本
研
究
を
考
え
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
異
文

化
理
解
の
難
し
さ
、
|
|
時
に
は
絶
望
的
に
な
る
よ
う
な
ー
ー
を
深
い
と
と
ろ

で
認
識
す
る
と
と
に
も
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
彼
女
た
ち
の
日
本
批
判
は
、

鋭
く
厳
し
か
っ
た
。
時
に
あ
ま
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、

私
は
、
と
れ
は
ク
リ
テ
ィ
l
ク
で
あ
る
と
理
性
的
に
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
フ

ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
自
分
に
気
づ
き
、
ハ
ッ
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
女
た
ち
の
日
本
論
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
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ド
イ
ツ
の
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
み
ら
れ
る
日
本
批
判
に
つ
い
て
も
そ

う
で
あ
っ
た
。
乙
れ
で
は
ま
る
で
不
当
な
「
日
本
い
じ
め
」
で
は
な
い
か
と
思

う
よ
う
な
報
道
に
接
し
、
ド
イ
ツ
の
マ
ス
コ
ミ
の
態
度
を
疑
い
た
く
な
る
よ
う

な
乙
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
@
時
に
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
将
来
ま

で
を
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
な
が
ら
、
感
じ
た
の
は
、
乙
ん
な
時

l
l不

当
と
も
恩
わ
れ
る
日
本
批
判
が
高
ま
る
時
l

|
乙
そ
、
不
当
を
不
当
と
し
て
非

難
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
内
か
ら
外
に
向
け
て
の
自
己
批
判
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
友
と
深
夜
ま
で
口
論
し
た
時
な
ど
、
私
達
は
乙
れ
以
上
は

理
解
し
あ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
恩
う
時
も
あ
っ
た
。
異
文
化
を
相
互
に

認
め
あ
う
の
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

違
い
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
本
当
に
難
し
く
さ
せ
る
。
正
し
い
ド
イ
ツ

語
感
覚
、
正
し
い
日
本
語
感
覚
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
生
じ
る
誤
解
は
大
き

い
。
彼
女
た
ち
は
彼
女
た
ち
の
物
差
し
で
日
本
を
き
り
、
私
は
お
そ
ら
く
、
私

の
物
差
し
で
ド
イ
ツ
を
き
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
「
愛
に
よ
る
和
解
」
の
可
能
性
は
あ
る
。
日
本
と
ド
イ
ツ
の
文
化

の
違
い
、
勉
強
の
と
と
、
政
治
の
と
と
、
恋
愛
・
結
婚
の
乙
と
、
ダ
イ
エ
ッ
ト

の
と
と
な
ど
、
本
当
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
乙
と
を
話
し
、
真
正
面
か
ら
向
き
あ

っ
た
彼
女
た
ち
か
ら
、
「
ク
ミ
コ
が
い
な
い
卜
リ
ア
は
寂
し
い
」
な
ど
の
手
紙

を
も
ら
う
と
、
す
ぐ
に
成
田
か
ら
飛
ん
で
行
き
た
く
な
る
今
日
乙
の
頃
で
あ
る
。

-1印ー
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A
ゼ
ミ
活
動
ノ

l
ト

V

地
域
紛
争
の
新
局
面

は
じ
め
に

地
域
紛
争
と
い
う
視
点
か
ら
一
九
八
八
年
の
国
際
政
治
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
乙
の
一
年
間
は
近
年
に
な
い
変
化
の
著
し
い
年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
侵

攻
以
来
八
年
半
に
及
ん
だ
ソ
速
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
駐
留
は
、
国
連
仲
介
ア
フ

ガ
ン
和
平
交
渉
の
妥
結
に
よ
り
終
止
符
を
打
た
れ
、
ソ
連
軍
は
五
月
一
五
日
を

も
っ
て
撤
退
を
開
始
し
た
。
ま
た
八
年
に
わ
た
っ
た
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
で

は
、
両
国
が
国
連
の
説
得
を
受
け
入
れ
る
形
で
八
月
二

O
自
に
停
戦
が
発
効
し

た
。
そ
の
ほ
か
ア
ン
ゴ
ラ
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、
西
サ
ハ
ラ
な
ど
で
紛

争
解
決
の
た
め
の
動
き
が
活
発
化
し
、
十
一
月
十
五
日
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放

機
構
〈
P
L
O
)
が
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
独
立
宣
言
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
イ

ス
ラ
エ
ル
を
承
認
す
る
と
と
に
よ
り
、
中
東
和
平
に
向
け
て
大
き
な
第
一
歩
を

記
し
た
。

長
期
化
し
て
い
た
各
地
の
地
域
紛
争
が
、
と
う
し
て
解
決
に
向
け
て
動
き
始

め
た
背
最
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
米
ソ
の
関
係
改
善
の
進
展
と
い
う
歴
史
的
な

事
実
が
あ
る
。
ま
た
紛
争
当
事
国
の
聞
に
立
っ
て
仲
介
・
調
停
に
尽
力
し
た
国

高

坂

郎

哲

速
の
功
績
も
評
価
に
値
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
と
の
ほ
か
に
も
慢
性
化
し
た
紛
争
地
域
は
世
界
各
地
に
数
多
く

存
在
す
る
。
ま
た
解
決
に
向
け
て
前
進
し
た
と
い
っ
て
も
ア
フ
ガ
ン
で
の
戦
闘

は
終
結
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
停
戦
後
の
和
平
交
渉
も
難

航
し
て
い
る
ζ
と
を
み
る
と
、
紛
争
の
解
決
に
は
な
お
多
大
の
困
難
を
伴
う
乙

と
が
わ
か
る
。

本
稿
は
と
う
し
た
地
域
紛
争
の
新
局
面
の
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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地
域
紛
争
の
現
在

戦
後
四
十
三
年
間
は
、
超
大
国
の
保
有
す
る
核
兵
器
の
恐
怖
の
均
衡
下
で
世

界
大
戦
が
避
け
ら
れ
る
と
い
う
グ
長
い
平
和

H

と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し

て
本
当
の
意
味
で
の
平
和
で
は
な
か
っ
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
局
地
化

さ
れ
た
紛
争
が
絶
え
ず
世
界
の
ど
乙
か
で
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
八
年
八
月
の
時
点
の
世

界
各
地
で
実
に
三
十
六
も
の
軍
事
紛
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
乙
う
し
た



一
九
八
八
年
に
は
各
地
の
長
期
化
し
た
紛
争
に
重
大
な
変
化

ゼミ活動ノート

状
況
の
な
か
で
、

が
相
次
い
だ
。

プ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
下
の
ソ
連
が
一
九
七
九
年
十
二
月
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人

民
民
主
党
の
党
内
抗
争
に
干
渉
す
る
形
で
ソ
連
軍
を
侵
攻
さ
せ
て
以
来
、
八
年

半
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
た
ア
フ
ガ
ン
紛
争
は
、
国
連
の
仲
介
で
進
め
ら
れ
て

き
た
和
平
交
渉
が
乙
の
四
月
十
四
日
に
よ
う
や
く
実
を
結
び
、
平
和
へ
の
一
歩

を
踏
み
出
し
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
合
意
さ
れ
た
和
平
協
定
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
は

協
定
発
効
の
五
月
十
五
日
か
ら
八
十
九
年
二
月
十
五
日
ま
で
に
十
一
万
五
干
の

兵
力
を
撤
退
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
暫
定
政
権
と
武
器
援
助
停
止
を

め
ぐ
っ
て
合
意
が
成
ら
ず
、
ソ
連
軍
徹
退
開
始
後
に
は
か
え
っ
て
政
府
軍
対
ゲ

リ
ラ
の
内
戦
は
激
化
し
た
。
ゲ
リ
ラ
は
南
東
部
を
中
心
に
攻
勢
を
強
め
、
首
都

カ
プ

1
ル
を
は
じ
め
各
主
要
都
市
へ
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
及
び
、
一
部
の
都
市

を
陥
穫
さ
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
ソ
速
は
撤
退
を
一
時
延
期
さ
せ
、
さ
ら
に
新
た

に
新
型
地
上
攻
撃
機
約
三
十
機
の
配
備
・
戦
術
地
対
地
ミ
サ
イ
ル
の
展
開
に
お

よ
び
、
ナ
ジ
ブ
ラ
政
権
の
延
命
に
努
め
て
い
る
。
安
定
へ
の
道
程
は
依
然
と
し

て
遠
い
。
.

ま
た
混
迷
を
続
け
て
い
た
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
に
も
転
機
が
訪
れ
た
@

八
O
年
九
月
の
開
戦
以
来
、
両
国
の
戦
闘
は
相
手
国
の
首
都
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻

撃
や
化
学
兵
器
攻
撃
(
イ
ラ
ク
軍
)
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
で
の
タ
ン
カ
ー
攻
撃
に
エ

ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。
八
七
年
夏
か
ら
米
国
は
タ
ン
カ
ー
護
衡
の
た
め
機
動
部
隊

を
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
展
開
さ
せ
る
と
い
う
形
で
乙
の
戦
争
に
介
入
し
、
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
も
掃
海
艇
の
派
遣
に
踏
み
切
っ
た
。
米
国
と
イ
ラ
ン
と
の
戦
闘
の

中
で
、
イ
ラ
ン
旅
客
機
が
米
イ
l
ジ
ス
艦
の
ミ
サ
イ
ル
で
撃
墜
さ
れ
る
と
い
う

悲
劇
も
起
き
た
。
地
上
戦
で
の
イ
ラ
ク
軍
の
優
勢
や
圏
内
の
疲
弊
を
み
た
イ
ラ

ン
政
府
は
と
の
五
月
に
、
即
時
停
戦
を
求
め
る
国
連
安
保
理
決
議
五
九
八
を
無

条
件
受
諾
し
、
国
連
の
調
停
の
も
と
に
八
月
二

O
Bを
も
っ
て
停
戦
が
成
立
、

乙
乙
に
八
年
に
お
よ
ぶ
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
は
、
実
質
的
な
終
結
の
舞
台
を

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
両
国
直
接
交
渉
の
場
に
移
し
た
。
し
か
し
当
初
の
予
想
ど
お
り

国
境
線
確
定
(
イ
ラ
ク
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
海
へ
の
出
口
で
あ
る
シ
ャ

ト
ル
ア
ラ
プ
川
の
帰
属
〉
な
ど
で
両
国
の
利
害
が
対
立
、
交
渉
は
難
航
し
て
お

り
、
乙
乙
で
も
恒
夫
的
な
和
平
の
成
立
は
遠
そ
う
で
あ
る
。

変
化
は
ア
フ
リ
カ
・
ア
ン
ゴ
ラ
に
も
起
き
た
。
ア
ン
ゴ
ラ
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

の
植
民
地
支
配
か
ら
の
対
抗
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
民
族
解
放
組
織
に
よ
る
主

導
権
争
い
が
一
九
七
五
年
に
始
ま
っ
た
。
ソ
速
な
ど
共
産
圏
の
援
助
を
受
け
て

優
勢
な
左
派
の

M
P
L
A
(
ア
ン
ゴ
ラ
解
放
人
民
運
動
)
に
対
し
丈
周
年

一
O
月
下
旬
に
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
は
、
右
派
の

U
N
I
T
A
(
ア
ン
ゴ
ラ
完

全
独
立
民
族
同
盟
)
の
側
に
立
っ
て
軍
事
介
入
し
た
。
し
か
し
M
P
L
A
は
キ

ュ
ー
バ
軍
の
支
援
も
あ
っ
て
十
一
月
に
ア
ン
ゴ
ラ
人
民
共
和
国
の
独
立
を
宣
言

し
た
。
以
来
U
N
I
T
A
は
南
ア
軍
の
支
援
と
米
国
の
軍
事
援
助
の
も
と
に
抗

戦
し
、
乙
う
し
て
十
三
年
間
に
及
ぶ
国
際
的
内
戦
が
続
い
て
い
た
。
乙
の
紛
争

の
解
決
に
関
し
て
は
、
最
近
の
米
ソ
首
脳
会
談
で
合
意
さ
れ
た
民
族
和
解
に
よ

る
交
渉
解
決
の
基
本
路
線
と
国
連
安
保
理
決
議
四
三
五
に
沿
っ
て
、
米
国
・
南

ア
・
ア
ン
ゴ
ラ

(
M
P
L
A
)
・
キ
ュ
ー
バ
の
四
ヶ
国
協
議
が
聞
か
れ
た
。
乙

乙
で
は
キ
ュ
ー
バ
軍
の
撤
退
・
現
在
南
ア
の
不
法
統
治
下
に
あ
る
ナ
ミ
ピ
ア
の

独
立
が
主
な
議
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

ζ
の
十
一
月
中
旬
の
協
議
で
撤
退
の
日

程
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
し
、
和
平
に
向
か
っ
て
や
や
前
進
し
た
@

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
以
来
十
年
目
を
迎
え
る
ベ
ト
ナ

ム
軍
十
二
万
の
う
ち
五
万
と
い
う
大
規
模
な
部
分
撤
退
が
八
十
八
年
六
月
末
か
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ら
開
始
さ
れ
、
紛
争
の
政
治
解
決
に
向
け
て
大
き
く
動
き
始
め
た
。
へ
ン
・
サ

ム
リ
ン
政
権
と
三
派
連
合
政
府
に
よ
る
直
接
対
話
で
は
、
政
治
的
手
段
に
よ
る

紛
争
の
解
決
と
い
う
原
則
と
協
議
の
続
行
が
合
意
さ
れ
た
乙
と
の
意
義
は
大
き

い
。
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
完
全
撤
退
後
の
暫
定
政
権
構
想
で
焦
点
に
な
っ
て
い
る
ポ

ル
・
ポ
卜
派
の
最
大
の
援
助
国
で
あ
る
中
国
ゃ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
後
ろ
楯
で
あ
る

ソ
連
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
紛
争
解
決
の
道
を
模
索
し
始
め
て
お
り
、
妥
結
の
見
通
し

が
見
え
始
め
た
が
、
依
然
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
。

乙
の
ほ
か
旧
ス
ペ
イ
ン
領
酋
サ
ハ
ラ
を
め
ぐ
っ
て
七
十
三
年
以
来
対
立
し
て

き
た
モ
ロ
ッ
コ
と
ポ
リ
サ
リ
オ
戦
線
が
、
国
連
和
平
案
を
条
件
付
き
で
受
砂
入

れ
る
乙
と
を
乙
の
八
月
三
十
日
に
デ
ク
エ
ヤ
ル
事
務
総
長
に
伝
え
、
西
サ
ハ
ラ

問
題
は
大
き
く
前
進
す
る
見
通
し
と
な
っ
た
。
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
系
と
ト
ル
コ
系

の
住
民
対
立
で
南
北
分
断
が
続
く
キ
プ
ロ
ス
情
勢
の
政
治
解
決
を
図
る
た
め
、

国
連
仲
介
の
キ
プ
ロ
ス
和
平
首
脳
会
談
が
八
月
に
閲
か
れ
、
三
年
ぶ
り
に
双
方

の
首
脳
が
顔
を
合
わ
せ
、
中
東
紛
争
で
は

P
L
O
(
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
機
構
)

が
乙
の
十
一
月
十
五
日
に
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
の
独
立
・
国
連
決
議
二
四
ニ
・

同
三
三
八
の
受
諾
(
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
在
の
承
認
〉
に
踏
み
切
る
な
ど
1

各
地

で
紛
争
の
政
治
的
解
決
の
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

地域紛争の新局面

米
ソ
関
係
の
改
善
と
地
域
紛
争

ア
フ
ガ
ン
や
ア
ン
ゴ
ラ
で
の
紛
争
の
推
移
か
ら
は
っ
き
り
読
み
取
る
乙
と
が

で
き
る
の
は
、
米
ソ
両
大
園
、
特
に
ソ
連
の
紛
争
へ
の
関
与
の
仕
方
が
明
ら
か

に
変
質
し
て
き
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
ソ
速
が
手
を
染

め
た
世
界
各
地
の
紛
争
は
、
重
い
「
負
の
遺
産
」
と
し
て
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権

に
引
き
継
が
れ
た
。
ま
た
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
ソ
速
で
は

消
費
材
の
生
産
を
極
度
に
低
く
抑
え
っ
て
将
来
の
経
済
成
長
に
不
可
欠
な
投

資
を
犠
牲
に
す
る
形
で
、
資
源
を
軍
備
拡
充
の
た
め
に
投
入
す
る
と
い
う
経
済

運
営
を
強
行
し
て
き
た
。
そ
の
無
理
が
た
た
っ
て
ソ
速
は
現
在
の
経
済
停
滞
に

苦
闘
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
克
服
を
目
指
し
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
主
唱
す
る

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
、
周
知
の
通
り
実
績
の
面
で
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い

ば
か
り
か
、
庶
民
の
生
活
レ
ベ
ル
は
近
年
か
え
っ
て
苦
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。

今
や
死
活
問
題
と
な
っ
た
経
済
改
革
に
不
可
欠
な
西
側
各
国
の
技
術
・
資
金
援

助
を
得
る
た
め
に
は
、
東
西
関
係
改
善
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
各
地
の
紛
争
か

ら
手
を
引
く
乙
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
何
よ
り
も
圏
内
経
済
の
重
荷
に

な
っ
て
い
る
巨
額
の
軍
事
費
お
よ
び
ア
フ
ガ
ン
政
府
軍
や
キ
ュ
ー
バ
、
ベ
ト
ナ

ム
な
ど
へ
の
軍
事
援
助
の
削
減
に
取
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

八
七
年
の

I
N
F全
廃
条
約
や
ア
フ
ガ
ン
か
ら
の
撤
退
、
キ
ュ
ー
バ
や
ベ
ト
ナ

ム
へ
の
圧
力
、
さ
ら
に
米
国
と
の
戦
略
核
兵
器
削
減
交
渉
と
い
う
一
連
の
動
き

と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
ま
た
国
民
の
聞
に
広
が
っ
た
厭
戦
気
分
を
な
だ
め
る

た
め
に
も
、
長
引
い
た
紛
争
か
ら
手
を
引
く
乙
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
乙
う

し
て
ソ
速
に
と
っ
て
の
地
域
紛
争
の
解
決
と
は
、
プ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
の
負
債
処

理
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ソ
連
が
超
大
国
と
し

て
の
世
界
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
縮
小
し
た
と
は
単
純
に
は
言
い
切
れ
な
い
。

実
際
、
ソ
連
は
オ
セ
ア
ニ
ア
や

A
S
E
A
N、
南
米
と
い
っ
た
ζ
れ
ま
で
は
あ

ま
り
関
係
の
薄
か
っ
た
地
域
に
対
し
平
和
攻
勢
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
し
、
韓
国
や
台
湾
へ
の
接
近
を
見
る
と
、
現
在
の
ソ
連
は
米
国
と
の
軍
拡

競
争
・
覇
権
闘
争
よ
り
、
園
内
経
済
の
立
て
直
し
と
軍
事
力
を
伴
わ
な
い
形
で

の
影
響
力
の
拡
大
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
か
つ
て
は
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地
域
紛
争
の
い
わ
ば
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
ソ
速
の
性
格
は
薄
れ
、
そ
れ
ゆ
え

キ
ュ
ー
バ
や
ア
ン
ゴ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ア
フ
ガ
ン
の
よ
う
に
ソ
速
か
ら
援
助
を

受
け
て
い
た
国
と
し
て
も
、
コ
ス
ト
の
か
か
る
戦
争
か
ら
一
刻
も
早
く
脱
却
し
、

疲
弊
し
た
園
内
を
立
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
乙
う
し
た
事

情
か
ら
紛
争
解
決
へ
の
気
運
が
高
ま
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

.n 乙
の
ほ
か
ソ
連
は
最
近
人
権
問
題
で
も
西
側
諸
国
広
譲
歩
を
見
せ
て
お
り
、

ソ
連
側
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
東
西
関
係
を
大
き
く
変
え
つ
つ
あ
る
。
ア
フ

ガ
ン
や
ア
ン
ゴ
ラ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
よ
う
な
「
国
際
的
内
戦
」
に
は
紛
争
当
事

国
の
背
後
に
あ
る
大
国
聞
の
対
立
関
係
の
改
善
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
既
に

過
去
四
固
に
上
る
レ
ー
ガ
ン
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
会
談
や
両
国
の
軍
の
ト
ッ
プ
の

相
互
訪
問
に
象
徴
さ
れ
る
米
ソ
関
係
の
好
転
は
、
乙
の
よ
う
な
紛
争
の
話
し
合

い
に
よ
る
解
決
を
進
展
さ
せ
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
た
。
国
際
政
治
に
お
い
て

は
、
対
決
よ
り
妥
協
を
す
る
と
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
困
難
で
あ
る
と
い
え
る

が
、
他
な
ら
ぬ
米
ソ
両
国
が
自
国
の
支
援
す
る
紛
争
当
事
固
に
和
平
へ
の
圧
力

を
か
け
た
と
と
に
よ
っ
て
、
乙
の
困
難
な
妥
協
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
最
近
の
地
域
紛
争
解
決
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
乙
う
し
た
東
西
関
係
の

改
善
と
い
う
基
盤
の
ほ
か
に
、
そ
の
基
盤
の
上
で
紛
争
当
事
国
の
交
渉
を
う
ま

く
機
能
さ
せ
た
要
因
に
も
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
調
停
者
と
し
て

の
国
連
の
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。

国
連
の
復
権

ア
フ
ガ
ン
か
ら
の
ソ
連
軍
の
撤
退
の
決
定
は
、
公
式
に
は
、
六
年
近
く
続
い

て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
国
連
仲
介
の
ア
フ
ガ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
間
接
交
渉

の
妥
結
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の
停
戦
は
国
連
安
保
理

の
停
戦
決
議
五
九
八
を
イ
ラ
ン
が
受
諾
す
る
と
い
う
形
で
成
立
し
た
。

ζ

の
ほ

か
ア
ン
ゴ
ラ
や
西
サ
ハ
ラ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
な
ど
で
は
国
連
の
和
平
案
を
基
調
に

し
て
解
決
が
図
ら
れ
、
国
連
は
さ
ら
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
問
題
に
つ
い
て
も
独
自
の

和
平
案
を
提
案
し
た
り
、
分
断
キ
プ
ロ
ス
の
両
首
脳
に
よ
る
和
平
会
談
を
仲
介

し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
最
近
の
国
速
に
よ
る
紛
争
調
停
活
動
に
は
目

覚
古

ruい
も
の
が
あ
る
@
八
八
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が
国
連
平
和
維
持
軍
に
与

え
ら
れ
た
と
と
は
、
乙
の
乙
と
を
印
象
づ
け
た
。

乙
う
し
た
い
わ
ば
国
連
の
復
権
を
可
能
に
し
た
条
件
は
い
く
か
ら
考
え
ら
れ

る
・
ま
ず
第
一
に
は
、
さ
き
に
触
れ
た
東
西
関
係
の
改
善
が
国
速
に
行
動
の
自

由
を
与
え
、
米
ソ
双
方
が
紛
争
の
解
決
を
保
証
し
た
乙
と
(
ア
フ
ガ
ン
や
ア
ン

ゴ
ラ
)
で
あ
る
。
第
二
に
、
長
期
に
わ
た
る
紛
争
に
苦
し
む
当
事
固
に
と
っ
て

は
、
国
連
決
議
を
受
砂
入
れ
て
停
戦
に
い
た
る
の
が
最
も
国
家
と
し
て
の
威
信

を
傷
つ
け
ず
に
す
む
方
法
で
あ
る
と
い
う
乙
と
〈
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
や
西
サ
ハ

ラ
〉
。
第
三
と
し
て
は
紛
争
当
事
国
同
士
が
栂
手
と
の
直
接
対
話
を
拒
否
す
る

場
合
、
「
間
接
交
渉
」
と
い
う
手
段
が
有
効
で
あ
り
、
そ
の
調
停
者
に
は
国
連

が
最
適
で
あ
る
と
い
う
と
と
(
ア
フ
ガ
ン
〉
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
デ
ク
エ
ヤ
ル

事
務
総
長
や
コ
ル
ド
ベ
ス
事
務
次
長
に
よ
る
粘
り
強
く
公
正
な
調
停
工
作
も
評

価
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
国
連
で
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
イ
ン
ド
(
カ
シ
ミ
l
ル
〉
・
ア
フ
ガ
ン
・

イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
国
境
線
に
そ
れ
ぞ
れ
軍
事
監
視
団
を
派
遣
、
キ
プ
ロ
ス
と

レ
バ
ノ
ン
に
平
和
維
持
軍
を
派
遣
し
て
紛
争
地
域
で
の
活
動
を
続
け
て
い
る
。
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地域紛争の新局面
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お
わ
り
に

二
十
一
世
紀
に
向
け
て
世
界
に
お
け
る
日
本
の
役
割
が
広
く
語
ら
れ
て
い
る

が
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
地
域
紛
争
情
勢
に
日
本
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し

て
い
く
べ
き
か
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
は
、
乙
乙
で
安
易
に
論
じ
る
乙
と
は
あ

え
て
避
け
た
い
と
思
う
。
各
地
の
紛
争
は
あ
ま
り
に
複
雑
で
あ
り
、
明
る
み
に

出
て
い
る
乙
と
だ
け
で
情
勢
を
判
断
し
、
そ
乙
か
ら
さ
ら
に
日
本
の
行
動
の
指

針
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
危
険
な
態
度
で
あ
る
。
ま
ず
我
々
は
各
地
の
地

域
紛
争
花
関
し
て
、
よ
り
深
い
認
識
を
持
つ
乙
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
単
一
の

民
族
構
成
と
島
国
と
い
う
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
る
日
本
人
に
は
、
多
く
の
地

域
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
民
族
問
題
や
国
境
線
の
問
題
の
持
つ
意
味
が
理

解
さ
れ
に
く
い
。
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
地
域
紛
争
と
は
依
然
「
速
い
国
々

の
出
来
事
」
で
し
か
な
い
と
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
地
域
紛
争
へ
の

日
本
の
役
割
に
つ
い
て
、
本
当
に
改
善
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
外
交
政
策
以
前
に

国
民
の
意
識
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
が
他
国
の
紛
争
を
真
に
自
国
の
問
題
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
本

当
の
意
味
で
の
「
世
界
に
貢
献
す
る
日
本
」
も
な
い
し
、
「
国
際
社
会
に
お
け

る
名
誉
あ
る
地
位
」
も
な
い
。
乙
乙
に
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
経
済
大
国
日

本
の
最
大
の
試
練
が
あ
る
。

(
乙
う
さ
か
・
て
つ
ろ
う

ド
イ
ツ
語
科
三
年
)
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experiments and given them certain direction may or may not be given rise 

to， which can lead us to the happiest 21st century. 

One thing which always causes misunderstandings at any period is 

historically inspired feelings of superiority. What a great number of tragedies 

did we humankind experience because of this 1 do want to believe that 

people on Earth have become much wiser than the past through these 

tragedies， but at the same time， 1 aIways remember what the professor under 

whom 1 learn international relations said. He said，“To understand 

international relations is just the same as to understand human relations." 

One thing he tried to tell us was that those who were stronger always tried 

to control those weaker and that there were always fights even among the 

stronger. Human relations can describe international relations. However， a 

human has reason and wisdom. 1t has always been the main concern of 

international relations how to deal with both of them. 1t is very dangerous 

when a sense of superiority devours reason and wisdom of human. 

Roughly speaking， underdeveloped countries should trust advanced 

countries， even though some parts of their tradition are dissolved and 

advanced countries should try to preserve underdeveloped countries' tradition 

as much as possible， even though some parts of it can hinder economic and 

political developments. 

1t might or might not be impossible to make all countries wholy advanced 

equally at a time， and do so eventually. But it is absolutely worthwhile to 

put much hope in reason and wisdom of human beings on the task of 

bringing about the true prosperity all over the world， which has never been 

done before throughout history. 
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impossible to change one nation's sense of value and to narrow the difference 

of feelings in living livies. 1 would argue that what is more important is not 

to require the others that they should adjust their way to meet yours， but to 

acquire capability to perceive the differenceclearly. It is a quite technical 

problem. When japanese people think that Korean people are very aggressive 

and easy to lose temper， while Korean people think that japanese. people are 

so sly because they always say 'Yes' and the very next moment begin to do 

against it. it is quite natural that both have bad feelings to each other. What 

we have to do is just to restrain ourselves not to require each other to stop it 

that is against the sense of each other. 1t is not sinful or anything bad to 

feel uncomfortable inside to the others. 1t is just natural. What counts more 

is generousity to understand the difference. 1n my view. japanesepeople of 

the older generations lack of this very generousity. 1 would want to appeal to 

the world that we the people of younger generations are different from those 

lacking the generousity. 1t is because we feel so bad and take it immature 

and thoughtless behavior when we see them acting unseemly and shamefully 

and also because we can get to know much more about the other parts of 

the world thanks to the technical advantages. 1 heard that there are less 

Korean and Taiwanese people who dislike japanese recently. and you can not 

easily imagine how happy 1 am. to hear those things. 1 become full of joy and 

hope thinking that we are the very generation to create the new era， the first 

step of which is the rosy 21st century. 

Time goes on and on， as a consequence a century comes to an end. and a 

new century begins. There is really nothing mysterious about this. But 1 

mean that there is something different at the turning point between the 19th 

and the 20th century. The 20th century is the one where systems of the 

great 19th century's thoughts collapse. From the end of the 19th century to 

the beginning of the 20th century. there were so many adventurous 

experiments in the areas of art. philosophy， social science and natural science. 

All these experiments might foretell chaos in the 20th century. Scientific. 

technical and economic developments and liberation and various division of 

human desire give explanations to the situation partly. People have been 

longing for a great thought that brings about order among human-beings and 

still will. And one day 
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among NICs and Japan. The condition is much more favorable than. ever 

before for us to realize the true prosperity， although there is still a possibility 

of nucIear war. 1n spite of this， Japan is still a political dwarf and Japanese 

people lack of common sense on the global leveI. 1. think this isbecause 

Japanese people do not have means of inspection which is suited to the 

people belonging to aGiant Power. 1t is time for us Japanese people to be 

aware of the fact that without proper means of investigation on domestic and 

foreign affairs， there is no hope of fulfilling their own Iives and of prospering 

towards the 21st century and that we Japanese need the complete change of 

attitudes towards money and blind obedience. By achieving those tasks， 

Japan will be qualified enough to take leadership on the global stage. But， as 

to do that cooperation of Korea and Taiwan with Japan is necessary and 

inevitable. 

Towads the "Northeast Asian Era" and the Happiest Century 

Now is the very time for Korea， Taiwan and Japan to work in a body， 

because those countries are sharing mutual national interests among each 

other and， to be sure， they have the soil to achieve it as an assigned task. 1t 

is true that the signs of the war tragedy and colonial policy of Japan toward 

Korea and Taiwan still remain sometimes very big and the two countries are 

under the circumstances of devided countries， but they still could achieve 

superbly drastic economic growth. When Korea， Taiwan and Japan can unite 

themselves to cope with world affairs， it stimulates the world economy and 

thus more drastically can they attain domestic and internationaI political 

stability， and the people will enjoy prosperity. Actually， recently， Taiwanese 

people can go to see ralatives in Mainland China and the conversation 

between South and North Korea is promoted at a high speed. It might be 

that people of the Socialists' part of both countries one day become well 

aware which system can work better to bring about true development and 

the both parts of the countries could be united as one nation which is' the 

earnest wish of the peoples of both contries. 

1 would want to say that it involves pain to certain degree to' attain total 

mutual understanding. It takes vestly a long time or it might be totally 
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叩 idealinternational devision of labor for the global economy. 

5) To develop joint systems for transportation and communication 

The gap in quality of transportation and the meants of communication 

between advanced and less developed countries in the Pacific basin has been 

immensely big and this has been the main factor to prevent people living in 

this region from promotiong cultural exchange. This region is also expected 

to be the most exciting and attractive for the tourist industry. And so， it is 

urgently required to establish some form of joint projects for transportation 

and communication. 

6) To eatablish an international institute 

It is absolutely necessary to tranin and educate many specialists on 

technology， management and so on. ]apan has to contribute to the 

establishment of these institutes to integrate the fruits of studies on industry， 

transportation， communication， advertisement， sales of products and so forth. 

Not to mention， it depends upon how tightly and freindly NICs and ]apan 

are bound that they are well positioned to take advantage of the new era. 

It was in 1920's that ]apan increased militarism and gained evil power and 

in 1930's ]apan expanded its aggression in East Asia， which really was the 

tragedy for the people in those countries. One of the reasons causing 

misunder-standig of ]apanese. attitude towards those countries is that 

]apanese people were so quick to forget historical tragedy. This may be 

partly because of materialism brought by the Amirican view of life under 

which ]apanese people pursue .profit of their own regardless of other 

countries' benefit and partly because people have never had any racial hatred 

of Koreans， Chinese and some other races ]apanese people do not understand 

such feeling because they have never been ruled or conquered by any other 

race. 

1 do not mean to just汀y]apanese activities during the World War II. On 

the contrary， 1 do mean to acknowledge that it was an extremely bad 

mistake. However， more than 40 years have passed since the War was over 

and ]apanese people have become much wiser. We ]apanese people know 

that no country is universally entitled to prosperity， that no region has special 

privileges. 

It is urgent now to realize NIEO as well as to promote cultural exchange 
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The Economic Role of Japan Hereafter 

The role of ]apan from the economic point of view as to take the 

leadership for the brightest future can be summarized as follows : 

1) To extend financial and technological assistance immensely towards 

less developed countries. 

]apan has to extend relationships not only between ]apan itself and other 

counteies but also mutual relashions among them by becoming a bridge so to 

speak. ]apan can do this by increasing imports of primary commodities and 

handiwork products， extending triangular trades， raising investment of private 

sector on agriculture， forestry， fishery and mining industry， channeling 

financial aid and technical assistance to transportation， distribution， and 

services. In this way， ]apan has to promote directly and indirectly mutuala 

economic and cultural relations. 

2) To reinforce horizontal division of labor 

For the last 20 years， great amounts of capital and technology have been 

transferred from advanced countries to NICs and other countries. The 

economic policy of these countries has been based upon extention of exports. 

Recently， these countries are suffering from import restrictions in the 

advanced countries ]apan has to make strong efforts to reinforce the 

structure of the horizontal division of labor in order to maintain the sound 

growth of the global economy. 

3) To raise a mutual fund 

The Pacific region is a potential one of its greater economic development. 

This region is also expected to have various energy resources. Taking these 

favorable conditions into consideration， it is quite significant to examine how 

to establish “Pacific Development Fund，" in order to promote mutual， 

economic， technological and cultural cooperation among countries of the 

Pacific basin. 

4) To develop multinational projects 

The most desirable way to establish the basis of private cooperation is to 

develop multinational projects. These projects will make the soil of mutual 

benefits in the first place. Then they will help to prevail ideas of the 

countries and to transfer the capital. Needless to say， ]apan and NICs have 

to play the most important role. In the long run， this kind of project provide 

-163ー



ゼミ活動ノート

]ap岨nhas been hesitating to transfer the most advanced technology to 

NICs mainly because of being afraid of“boomerang effeCt.>> 1 think that it is 

really a shame on us. Japan has to make really friendly relationships with 

NICs in any case in order to contribute to the.. world. 

The third thing is that in ]apan there is not what is called a ・thinktank' in 

the real sense of term. ]apim is now one of the Giant Powers in the world. 

But， in ]apan， there is really no instilute on America， Soviet， China and 

Korean peninsula study， much less on Southeast Asia and the third world. 1t 

is true that we havean NIRA but it is under taboo to make researches on 

military and international affairs there. What contradiction it is that a Giant 

Power has no official machinery on the most significant affairs 1 have to 

emphasize that to have an institute on military affairs does not necessarily 

mean expansion of armaments and militarism. We ]apanese know much 

better than making a bad mistake again as we did in the past. 

As a consequence， social science of ]apan is less developed comp町 edto 

the global level. 1 think it is an urgent business for Japan to revive resear叶1

on military affairs even geopolitics， not with the objects of repaeating the 

past tragedy but with th氾 objectof bringing abo叫 truepr回 perityall over the 

wotl岨.

These are the explanation of the three main factors concerning why ]apan 

and ]apanese people are unable to take leadership on the global stage. 主is

no easy a task to bring about the tota¥ change of Japanese attitudes into 

which 1 made some inquiries because it means that we have to disso¥ve most 

of our tradition formed in a ¥ong period of the history. To be sure， it takes 

really so long a time or it might be impossible to achieve it. What is 

important is not to change something underlying at the bottom but to restrain 

ourse¥ves from being obsessed by what we were inclined to doin the past. 

It is really a technical prob¥em. It is not sinfu¥ at all to fee¥ greedy inside 

ourse¥ves， what counts more is p也tienceand courage to restrain ourse¥ves 

however painfu¥ it may be. And the same thing can be adopted on the stage 

of mutua¥ understandings among the parthers of the Northeast Asian 

countries. 
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In this way， japanese journalism has almost nothing to do with supporting 

and deepening the people's view on many important affiars. And here， 

again， our attitudes of authoritarian-type， with which we can never catch up 

with the world affairs， must be the target of criticism. 

Along with those two， 1 have some concerns with japanese creativity. 

There are so many sholars and analysts who are warning the situation. 

The first things to be taken is the fact that in japan fundamental research 

is hardly done， compared to other advanced countries. Technology has been 

the key factor of japanese drastic economic development in the postwar 

world. And now japanese technology is the most advanced in the world. 

However， 1 wonder if it is true. 1 am afraid that most of the wonderful fruits 

of japanese technology are just the imitation of American technology or 

something a little advanced. 

Natural science consists of two steps. The first step is the fundamentl 

research and the second is the applied research based upon the first step. 1 

think what creates the true source of technological development is the 

fundamental research. It needs decades of time， a tremendously great 

number of excellent people and a huge expense. Besides， 90 percent of the 

results of experiments can be done for nothing. Great， epoch-making 

technology can be created just by conquering difficulties， 1 belive. 

The second thing is that japanese government does not spend a lot of 

money on researches. The governments of the advanced countries exciuding 

japan bear more than 50 percent of the expenses on various researches， while 

japanese government pays just only 25 percent of the expense at most. In 

other words， they depend much more on the enterprises of the private sector. 

Needless to say， those researches are done mainly to benefit the enterprises 

itself and in that case the fundamental research is hardly done because it 

does not bring about direct benefit. japan has to cultivate the soil where the 

truly fruitful fundamental research is fufilled in order to create very original 

technology which japan is， in the real sense， proud of. When japan can 

make products based upon these original technologies， then japan will not be 

called a ‘country of imitation.' It means that japan is able to make equal 

partnership with a larger number of countries and this surely will cool down 

trade friction partly. 
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government and the Diet. And it is also supposed to support the capability 

of the people for investigation on domestic and international affairs. But， 

sorry to say， 1 have to acknowledge that Japanese journalism is not 

functioning as required. 

Let me take the reporter's club of the Defence Agency for an example. 

There， reporters are required to be changed evety 2 years. Reporters， who 

know littie about military affairs， work there for 2 years and when they get 

used to the job and get to know much more about military affair， things 

come to be changed. And this is cyclically repeated. Not to mention， it is 

impossible to educate any specialist on military affairs within such a short 

time. And this kind of thing is done in almost all the areas of Japanese 

journalism. As a consequence， there can not be any superior specialist on 

anything， who can play a significant role in providing Japanese people with 

the ideas， such as， how we have to cope with domestic problems and what 

attitude we should take towards the world as the people of one of the most 

advanced countries. 

Another thing which must be told is that the press connects deeply with 

the government office in a bad manner. ln Japan， one of the most important 

and reliable news sources are the government office. The press companies 

have to have friendly relations with the government office: lt means that the 

press companies always have to control the reporters not to write or 

announce anything objectionable to the government side. If they ever do， 

they do it all at the same time. Those reporters write something objection-

able alone will not be able to get a scoop and to break a story any more. To 

make matters worse， the press companies are going to give them the cold 

shoulder， so to speak. In Japan， generally， for an employee being neglected 

by the company is tremendously disadvantageous. And so， there are really 

few reporters who dare to take a risk， knowing that it is quite dangerous. 

Under these circumstances， Japanese press is in danger of becoming just 

the official gazette， with no unique characteristics. 

The inflluence of the American press can not be disregarded. Some 

analysts are warning that the world mass media is monopolized by the 

American press. Japan is most strongly influenced by that and the articles 

and especially the analyses on foreign affairs are often just translations. 

-1邸ー



A TASK NEVER DONE BEFORE 

organ of state power， and shall be the sole law-making organ of the State. 

The Diet shall consist of two Houses， and both Houses shall consist of elected 

members， representatives of all the people." 

Speaking of the quality of the members of the Diet， what are their du-

ties? As an official duty， there is law-making. In the process of 

law-making， they have to take part in committees to examine and determine 

various kind of bills， and then， in the Diet. Meanwhile， they have to take 

part in the research activities of their party and some other kinds of meeting 

of their factions. They aIso have to go to their electoral districts to hear 

petitions in order to examine them in the Diet， and so forth. To all 

appearances， the members of the Diet have really a lot of things to do. But 

the truth is that most of them are doing power-broker-sort of things by using 

their privilege and power and get brokerage for their political fund. They 

spend really one-third of their time of on this kind of thing. As a 

consequence， they do not have time to acquire capability to examine political， 

economic problems and international affairs. It can be easily said that they 

are much less qualified to take charge of politics and other affairs. 

Speaking of the Diet， it is such a fabrication. AII the questions are already 

known to the Ministers one week before the Diet is held， and the questions 

are also already examined in anticipation. It means that no member of the 

Diet can drop a bombshell and make surprising questions at the Diet. How 

can we say that the Diet is functioning as required ? 

But we have to remember that it is we ourselves that let the Diet go 

unchecked. 

As stated before， Japanese people are authoritarians in the bad sense of 

the term. We have hopeless tendency to believe in and to put to much on 

what the upper decided and formulated blindly. We have to change this 

attitude of blind obedience into much more autonomous action. 1 firmly 

believe that once this kind of attitude is taken for granted， the Japanese 

people can be much more responsible for the rest of the world. 

The Journalism 

Journalism is partly thought as functioning as an observer on the 
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that the Japanese空回出 could organize people very wel1， with some 

exceptions though， and people gradual1y put much trust on the 生担iand 

subsequently appeared the attitude of the blind obedience because the 

Okami could settle down most of the times thus people were just to hear 

them without doing anything autonomously.-

Through these historical processes， the nature of Japanse attitudes has 

been formed， which produced critical weaknesses at the present time. 1 think 

whether or not we can meet the rosy 21st century depends largely on solution 

of these problems. In the next part of the essay， 1 would seek concrete 

answers to solve the problem that gives us the outlet to being more aware of 

our situation and thus to be able to take leadership on the global stage. 

The two main factors preventing Japan and Japanese from taking leadership 

At least， superficial1y， Japanese people are supposed' to have a 'Diet' 

stipulated in the Constutution as people's investigative machinery，・journalism'

based on freedom of the press both of which are inevitable for supporting 

people's capability of investigation on domestic and international problems. 

However， the truth is that they do not function properly as required to do. 

Japanese people can not feel .that they 'are the people of the wealthiest 

country on the face of the globe and that now is， in the real sense， the very 

time to take responsibility and to contribute to the world as a great power. 

As 1 mentioned in the introduction， Japan is nowadays cal1ed a "political 

dwarf " and becoming an “orhphan on the global stage." Japan and Japanese 

people are driven into a corner in a sense being unable to overcome the 

present and even historical problems. 

It is true that Japanese people have to reconstruct the traditional sense of 

value of pursuing their own interest， but at the same time， we also have to 

reconstruct the systems of people's investigation and consideration on the 

broader level. 

The Diet 

According to the Japanese Constitution， "The Diet shall be the highest 
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Another important fact to explain how jatanese attitudes were formed is 

the existence of Shintoism. Shintoism makes much of secular benefits. 

It this way， the origin of japanese attitudes towards the world economy 

can betraced back to the 12th century. In the postwar society， these 

attitudes might be intensified by an American view of life which encourages 

materialism. The long experience of being influenced by the power of money 

spoiled japanese people in a sense although， in my view， it was the very 

materialism that encouraged japanese people to achieve drastic economic 

giowth. And the materialism has been making japanese people seek a:fter 

their own benefits regardless of the consequences of others. When 

development of a country is at its infancy， this kind of egotistic attitude 

might be accepted. But japan is not a country of the kind. It is， in a real 

sense， an Economic Giant. The country is powerful enough to cotribute to 

the whole world. 

By the way， 1 have to take another unfavorable trait of japanese people 

which， in my view， put japanese people far from being well aware of the 

fact that they are the people of one of the most responsible countries in the 

world. It is the tendency toward blind obedience to the upper stratum， put it 

in japanese， the Okami， *3 1 would rather say that japanese people do not 

usually manage to try to overturn what the upper people have deci祖ed. Let 

me take the japanese Constitution for an example. We have not adjusted 

the Constitution even once since it was established in 1946， while the 

Constitution of West Germany has been adjusted 34 times. 1 think that this 

fact shows that the West Germany is more mature when things come to the 

people's decision on very important issues. It is true that the japanese 

Constitution is based highly upon pacifism， but it must be possible to adjust 

it not to fall into anachronism without losing those high ideals and purposes 

of universal pacifism. 

The problem is that 1 can not find any proper reason persuasive enough to 

explain where the trait of blind obedience came from. Some historians say 

*2 The Dokuritsu-saisan-secan be translated as the independent profit system. 
The rul憎rsattempted not to depend upon any other domain in terms of 
econoπllCS. 

*3 the Okami is a general alias of the emperor or government， used especially to 
describe people's blind obedience. 
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and if so， the situation must be bettered right away. One thing which gives 

me hope about the educational system of a state is that the Taiwanese 

government stipulates the ratio of the education budget. As is often told， the 

bases of building a country highly depend on how to train and educate 

people. The Taiwanese educational policy should be highly appreciated in 

this respect. 

Along with the Confucianism's influence， 1 think that one of the possible 

factors to be the bases on which to be able to consider how japanese 

attitudes were formed is money. P回 ple become well aware of the 

imprortance and influence of money when the concepts of deposit， interest， 

financing， etc. are spread and well understood， in other words， when money 

produces money， and also when it is possible to acquire a certain position and 

even power by paying money. japanese people have lived under these 

circunstances for a long time. They first appeared in the japanese society 

when the Taira clan was annihilated and the Minamoto clan acquired the title 

of shogun at the end of 12th century. The incident meant that japanese 

Aristocracy was ended and the Shogunate was initiated. The samurai began 

to form the core of the ruling class. The samurai dissolved the public 

ownership system of land and established the private ownership system. It 

meant that they could detrive their land f陪 ely. As a consequence， some 

b民 amewealthier and others 10喝ttheir property. And those who became rich 

got a higher position and could exert greater influences upon others. This 

division of the wealthy and the poor occurred also among the public. In the 

process of the division， the monetary economy was gradually formed and 

diffused all over the coutry and people began to believe in the influence of 

money. The life of the japanese people has strongly been influenced by the 

power of money. People sometimes bought social position by paying a lot of 

money and the kind of things were cyclically repeated which strengthen the 

tendency of believing in the influence of money all the more. It is especially 

when in peace that the power of money can exert a much greater influence 

than in chaos. After the civil war era， the rulers could develop industry in 

their domains and thanks to diffusion of the monerary economy， some of them 

could wonderfully fulfill their domains based upon Dokuritsu-saisan-sei-制〈独立

採算制〉
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will mean enhanced livelihood security and an improved standard of living for 

themselves， many japanese identify strongly with their companies. 

What 1 have to emphasize is. that this system was produced only after the 

World War n， but E;ven so there can be very much to do with Confucianism 

in the ways of thinking and the conception to produce the system. japanese 

workers show strong loyalty to their companies mostly because of the Iife 

time employment system partly based on the Confucian teachings. Sorry to 

say， the view of ethics based upon Confucianism was dissolved in the 

postwar society to certain extent that fact causes japanese society to be hard 

to Iive in. 1t was in Korea where Confucianism was preserved most purely of 

all because in Korea， Confucianism was very excIusive when finally introdued 

and developed by Chu-tzu in the 12th century and also because of its 

geopolitical locus on the face of the globe. 

As Pr. Kim I1-gon's third aspect of the Confucianism， in Two China， Korea 

and japan， education is made pretty much of and the peoples of those 

countries are extremely diligent， 1 believe. In order to take advantage of 

those favorable traits of the tendency towards pacifism and esteem for 

education， it is necessary， in my view， to establish the political system to 

which people consent enough. In this sense， socialism， the nature of which is 

to oppress democracy， can not be the better political system. As Pr. 

Nakajima says， there might be no future prospect in socialists' states. 

The existance of high educaation fever itself may well be appreciated in 

terms of the drastic economic growth in the countries ofthe Confucian 

background. But it can hardly be disregarded the fact that the examination 

hell spurred by the education fever produces social distortion. In japan when 

the examination season begins every year， it can be often read on several 

newspapers the articles of the young boys and girls who committed suicide 

out of the failure on the entrance examinatios or suffering from too much 

work on them. 1 agree on the fact that there should definately winners and 

losers as lond as it is a kind of competition to work hard on the entrance 

examinations but it often happens that once lost， one has to take the burden 

for the rest of his or her life. And those pressures often cause the tendency 

of young people toward being delinquent represented by school violences. 1 

wonder the same situation could be eroding the Korean or T 
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economic gravity. They assume that although the traditional family social 

order according to Confucianism is superior. making it easier to form a 

domestic or national consensus and encouraging humanity more than talent or 

capability which to produce strong loyalty to the upper stratum. how can it 

give explanations for the rise of the countries of ASEAN， which are Muslim 

countries and some other countries in South America? How can it be 

proved that it is the right principle after the rise of Protestantism to bring 

about prosperity if other countries without Confucian or Protestant 

background gain ground. which may well be? There has been no coherent 

logic which is persuasive enough on Confucianism. A logic of social science 

is to give explanations for both success and failure of a fact. If not able to 

prove either of them. then it means that the logic has lost its significance. 

1 would neither deny the significance of Confucianism nor fully agree on it 

because 1 know very little about Confucianism and the efforts of many 

scholars are now being done to find how Confucianism really worked and still 

is. But 1 think it is true that in terms of moral we are extremely influenced 

by Confucianism. for there are so many teachings included in Confucianism. 

such as 'You must respect your parents'. 'You must love your brothers and 

sisters. and 'You must not do harm to and trouble the others: which are to 

be the universal standard of moral. 

One of the most seemingly supporting reasons to respond to the questions 

on "Japanese miracle" in the postwar world is that many of the companies in 

Japan take the system of “lifetime employment." Under this employment 

system. an employee who does what he is told. gets along with fellow 

workers. and who makes no major blunders can reasonably expect to be 

employed with the same company guaranteeing his social standing and 

income for the rest of his working time even if he is not an especially 

outstanding performer. Among the many company benefits for which he is 

e¥igible in addition to his basic salary are special allowances. company-owned 

housing or dormitories for single employees. and various health and welfare 

benefits. the generosity being directly proportional to the size of the company. 

Because the Japanese company guarantees its workers' ¥ivelihoods until 

retirement. people can concentrate on their work in the rea¥ization .that they 

and their company share a common fate. K 

-172-



A TASK NEVER DONE BEFORE 

One Idea on the Process of Making Japanese Attitude 

One of .the reasons whichis often taken to give explanations for "Japanese 

miracIe" and immense economic growth of Asian NICs is that. they all have a 

Confucian background. According to Professor Kim I1-gon， oneof the famous 

economists of Korea，. the principle of Confucianism is summarized as fol-

lows: 

The first is “Centralized system under one King." Confucianism was 

originally an idea for the rulers in which all the people are centralized 

under one king. A king is at the top of the hierarchy， under whom 

there is a ruling formation of civil and militaly officers， under which 

there are the ruledor the public. The second is “Loyalty and filial 

piety." Loyalty and filial. piety are extremely important. Loyalty is 

considered ethics of obedience and service to the king or nation， and 

filial piety is incorporated by the family system. The family which 

observes filial piety is an integral unit in the organization of the nation， 

in which ethical human relations of loyalty and filial piety have been 

established. The third is“Tendency towards pacifism and an esteem 

for education." There isa tendency towards pacifism and an esteem 

for education. Demilitarization and conservative pacifism are considered 

to strenghthen and maintain the system because they are considered 

essential for enlightening the public and for maintaining social stability. 

The fourth is “Economic aspects of physiocracy." Confucianism holds 

the economic aspects of physiocracy.' Considering the economic 

conditions of Confucianism's forming period， we may concIude that it 

could not help but be physiocratic. 

Needless to say， the fourth aspect of Confucianism disappeard in the 

process of postwar economic development because the modernization of the 

NlCs was initiated by industriaJization. 

The second aspect， "Loyalty and filial piety，" is the most important one， 

which means loyalty of son towards father. From this aspect all the rulesof 

human relationship and the social orders are derived. The bases and the 

standards of 3.11 social activities come from family collectivism based. upon 

Conf ucianism' s“Loyalty and filial piety." There are some analysts who are 

not to believe in Confucianism as the principle to support the drastic shiftof 
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the trans-Atlantic-trade-nations experiencing a relative decline as their share in 

the world activity falls. But the more remarkable of what is called the 

Pacific phenomenon is still the movement of coutries in Northeast Asia. 

lndeed， the Asian NICs have shown that it is possible not only to achieve 

vigorous growth but to challenge the established industrial countries and even 

to reach out for leadership on the global stage in the 21st century. But， for 

the present， Japan is the country which is the most developed economically. 

Japan is playing one of the most significant roles on the global satge. Despite 

its drastic growth， Japan is still called a “political dwarf，" and becoming an 

“orphan in the world." The reason can be summarized as follows : 

Japan either has no foreign policy in any conventional sense which is 

attractive enough for other countries to follow or has an unusual policy to 

enrich itself regardless of the consequences for other countries， which brought 

about severe anti-Japanese feelings or “Japan七ashing."

Japan is required to be a leader on the global stage， in the real sense of 

the term. What can Japan do toward the 21st century? How can Japan 

contribute to the world? Sorry to say， it is really true that Japanese people 

are so immature when things come to the world affairs. lt is often told that 

Japanese people lack common sense in using diplomacy. Japan's diplomacy is 

often described as “dioplomacy of cowardice". The fact that Japan is 

notorious for its insularity can partly give explanations for this. But the truth 

is that Japanese attitudes are made not mainly from its insularity but as a 

result of long historical and traditional processes and these days these 

attitudes are concentrated and found especially in Japanese Diet and 

journalism， which are required to be the bases of people's capability of 

tnVestlgatlon. 

ln this essay， 1 will make some inquiries into the historical and traditional 

processes of the making of Japanese attitudes and seek the way to get rid 

the country of these attitudes. When Japan can get out of the situation and 

is not called a political dwad anymore， then Japan can contribute to the world 

much more. Meanwhile， 1 have to touch on NICs because those are the 

countries Japan has to cooperate with most tightly to produce “Northeast 

Asian Era，" for 1 think that it is the minimum candition produce the rosy 

21st century. 
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A TASK NEVER DONE BEFORE 

- Japan's Role in the 21st Centuryー

Shigetada Furugori 

Introduction 

Underdeveloped countries in East Asia have followed Japan and have 

become， in the real sense， developing countries. During 1982 for the first 

time in history， Pacific Rim trade became more valuable than Atlantic Rim 

trade. Since the early 1960's， the Pacific Basin has been undergoing more 

rapid economic advances than ever before. Its spectacular growth in 

production and international trade and its immense economic attainments 

have brought about a shift in the world's poliltical and economic center of 

gravity. According to Professor Chalmars Johnson， one of the most famous 

political scientists and authorities on Janpanese studies in the U. S.， in 1960， 

the international commerce of the world's largest economy the United States， 

with the Asia-Pacific region was only 48.1 percent of U. S. trade with 

Europe. Twenty years later the ratio had virtual¥y equalized at 97.8%， and in 

1982 it stood at 109.5%.串 Theworld is becoming more complex with an 

increasing number of actors on the global stage， transforming the postwar 

international economic order. Among these actors the most outstanding are 

members of the Association of the Southeast Asian l¥ations ( ASEAN " the 

Asian newly industrializing countries ( 1¥JCs " and ]apan. These actors have 

been c1aiming and getting a larger role for themselves. And recently， 

Australia and New Zealand freed from their loci as members of the British 

Commonwealth of Nations， and even China and the Soviet Union， suffering 

from endogenous trends of capitalism are trying to define themselves as 

nations in the Pasific， Basin. The Pacific examples are so persuasive， 

although the success of the Pacific countries means other regions， especially 

*1 Chalmers JOHNSON， 'The Role of Japan in the Pacific-Asian Region and 
Japanese relations with the U. S.， PRC， and USSR' University of California， 

Berkeley， 1985. 
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中
嶋
先
生
が
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
仕
上
げ
と
け
て
台
湾
・
香
港
・
中
華
人
民
共
和
国
を
訪
問
さ
れ

し
て
御
尽
力
さ
れ
た
作
品
で
す
の
で
、
是
非
御
一
読
ま
し
た
。
御
自
分
の
足
で
歩
き
現
地
調
査
を
行
な
わ

下

さ

い

。

れ

た

訪

中

で

は

、

大

変

な

御

苦

労

を

さ

れ

た

よ

う

で

今
年
は
平
成
元
年
を
迎
え
、
昭
和
と
い
う
日
本
に
五
月
中
旬
に
，
東
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
問
題
a

を
テ
す
が
、
日
頃
の
招
待
旅
行
で
は
体
験
で
き
な
い
中
国

と
っ
て
大
き
な
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。
国
!
?
に
ワ
シ
ン
ト
ン

D
・
C
-
で
開
催
さ
れ
た
「
東
社
会
の
活
き
た
現
実
を
体
験
で
き
た
、
と
お
っ
し
ゃ

際
社
会
に
お
い
て
は
、
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
、
ア
ジ
ア
専
門
家
六
ヶ
国
会
議
」
に
日
本
側
メ
ン
バ
ー
っ
て
い
ま
し
た
。
九
月
に
は
「
東
ア
ジ
ア
比
較
研
究
」

中
国
の
改
革
、
ア
ジ
ア

N
I
B
S
の
台
頭
な
ど
か
ら
の
一
人
と
し
て
参
加
さ
れ
、
八
月
下
旬
に
は
、
韓
国
の
第
二
回
「
全
体
会
議
」
が
大
磯
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

く
る
新
し
い
国
際
関
係
が
生
ま
れ
、
国
際
関
係
論
研
の
慶
照
大
学
で
，
北
東
ア
ジ
ア
時
代
と
二
十
一
世
紀
で
開
催
さ
れ
、
中
国
・
韓
国
・
ソ
連
等
か
ら
の
外
因

究
が
ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯
び
て
き
て
お
り
ま
す
。
に
お
け
る
韓
国
・
日
本
・
台
湾
の
役
割
'
を
テ
1
7

人
ゲ
ス
ト
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
大
変
有
意
義

中
嶋
先
生
は
、
国
内
外
で
の
御
活
躍
の
上
に
、
大
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
、
報
告
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
内
外

学
内
に
お
い
て
も
大
学
移
転
企
画
委
員
会
委
員
長
、
十
月
中
旬
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
か
ら
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

海
外
事
情
研
究
所
所
長
な
ど
諸
般
の
重
責
を
負
わ
れ
、
「
日
ソ
円
卓
会
議
」
に
参
加
し
、
政
治
(
外
交
)
分
三
年
間
、
当
研
究
室
で
教
務
補
佐
を
務
め
ら
れ
た

多
忙
を
極
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
野
の
パ
ネ
ラ
ー
を
務
め
ら
れ
、
冒
頭
に
「
ア
ジ
ア
の
矢
島
文
絵
さ
ん
が
、
乙
の
四
月
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
外

は
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぎ
た
い
と
い
う
海
外
か
ら
の
国
際
政
治
経
済
と
日
ソ
関
係
」
と
題
す
る
ペ
ー
パ
ー
資
会
社
C
B
M
M
へ
移
ら
れ
ま
し
た
。
後
任
は
小
沢

研
究
生
希
望
者
の
手
紙
が
毎
日
の
よ
う
に
届
き
、
と
に
基
づ
い
て
発
言
し
、
政
治
(
外
交
)
分
科
会
で
は
真
澄
(
六
二
年
度
大
東
文
化
大
学
中
国
語
科
卒
)
と

て
も
す
べ

τの
要
望
に
応
え
る
乙
と
は
出
来
な
い
状
討
論
を
総
括
す
る
と
い
う
重
責
を
負
わ
れ
ま
し
た
。
な
り
ま
し
た
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

況
で
す
が
、
現
在
五
名
の
研
究
生
を
受
け
入
れ
て
い
十
一
月
中
旬
に
は
、
台
湾
で
開
催
さ
れ
た
米
国
グ
ロ
す
。

(
M
・
0
)

ま
す
。

l
パ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
研
究
所

中
嶋
先
生
の
乙
の
一
年
の
活
動
を
簡
単
に
御
紹
介

(
G
E
A
I
)
主
催
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
経
済
発

し
ま
す
と
、
九
月
K
P
H
P
研
究
所
か
ら
『
中
ソ
の
展
戦
略
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
れ
、

戦
略
・
日
本
の
選
択
』
が
出
版
さ
れ
、
ま
た
乙
の
一
乙
の
三
月
に
は
カ
ナ
ダ
の
カ
l
ル
ト
ン
大
学
主
催
の

月
に
、
昨
年
度
当
大
学
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
国
際
シ
東
ア
ジ
ア
学
会
に
出
席
を
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
域
研
究
と
社
会
諸
科
学
」
が
『
地
ま
た
、
昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
文
部
省
科
学
研
究

域
研
究
の
現
在
』
と
い
う
本
に
な
り
大
修
館
書
庖
か
費
重
点
領
域
研
究
「
東
ア
ジ
ア
比
較
研
究
」
の
海
外

ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
実
行
委
員
長
を
務
め
ら
れ
た
現
地
調
査
と
し
て
、
七
月
下
旬
か
ら
八
月
初
旬
に
か

つ
副
知
室
だ
よ
り

」
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新
役
員
の
紹
介

「
中
嶋
ゼ
ミ
の
会
」

代
表
幹
事
:
・
中
本
義
彦
(
策
外
大
大
学
院
)

O
B幹
事
・
:
渋
谷
司
(
関
東
学
院
大
学
非
常
勤

講
師
〉

:
・
河
原
地
英
武
(
慶
応
大
大
学
院
博
士

課
程
〉

事
:
・
古
都
重
忠
(
ロ
シ
ア
語
学
科
四
年
〉

(
『
歴
史
と
未
来
』
編
集
長
兼
任
)

計
:
・
中
山
佳
子
(
ロ
シ
ア
語
学
科
四
年
)

幹会



る
|
|
西
ド
イ
ツ
留
学
を
終
え
て
」
と
題
し
て
、
矢

野
久
美
子
さ
ん
(
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
研

究
研
究
科
)
が
、
留
学
で
得
た
分
断
国
家
東
西
ド
イ

ツ
に
つ
い
て
の
率
直
な
意
見
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
ま

・し↑
ι

。

編

集

後

記

ii 
ゼ.

121 

-
夜
の
と
ば
り
が
辺
り
を
包
み
、
誰
も
居
な
く
な
っ

た
学
校
で
一
つ
、
中
嶋
研
究
室
だ
け
は
明
り
が
と
も

中
嶋
ゼ
ミ
は
今
年
を
も
ち
ま
し
て
二
二
年
目
を
迎
夏
合
宿
も
例
年
に
倣
っ
て
信
州
の
松
本
美
ケ
原
温
り
、
今
も
私
の
隣
り
で
は
編
集
長
が
懸
命
に
ワ
l
プ

ぇ
、
『
歴
史
と
未
来
』
に
付
き
ま
し
て
は
、
記
念
す
泉
に
て
行
な
わ
れ
、
四
年
生
の
古
郡
重
忠
君
が
、
二
ロ
を
叩
い
て
い
る
。
そ
し
て
自
身
も
ζ
う
し
て
編
集

ベ
き
第
一
五
号
の
発
行
と
相
成
り
ま
し
た
。
一
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
役
割
に
つ
い
て
発
表
し
、
後
記
を
書
き
な
が
ら
、
乙
の
一
語
、
一
文
が
微
力
な

さ
て
、
恒
例
に
よ
り
ζ

の
ぺ

i
ジ
を
お
借
り
し
て
、
ま
た
、
三
年
生
も
「
地
域
紛
争
に
つ
い
て
」
と
の
テ
が
ら
も
彼
を
助
け
る
事
に
通
ず
る
の
だ
と
い
う
と
と

昨
年
か
ら
現
在
ま
で
の
ゼ
ミ
活
動
及
び
会
員
の
消
息

l

マ
で
報
告
を
行
い
、
日
頃
の
ゼ
ミ
活
動
の
充
実
ぷ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
。
(
見
付
か
っ
た
僕
)

に

つ

い

て

お

知

ら

せ

致

し

ま

す

。

り

を

披

露

し

ま

し

た

。

-

「

夜

十

一

時

。

雨

。

な

ぜ

私

は

研

究

室

に

い

る

の

今
年
度
の
春
の
研
修
旅
行
は
、
八
王
子
の
大
学
セ

O
B会
員
の
消
息
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
島
正
さ
だ
ろ
う
。
早
く
し
な
い
と
終
電
が
出
て
し
ま
う
。
で

ミ
ナ
l

ハ
ウ
ス
に
て
、
三
月
二
二
白
か
ら
二
三
自
に
ん
(
昭
和
四
四
年
中
国
科
卒
、
第
一
勧
業
銀
行
)
が
も
乙
れ
を
書
か
な
い
と
帰
れ
な
い
。
も
う
じ
き
守
衛

か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
例
年
通
り
の
「
ゼ
ミ
の
会
」
中
国
か
ら
帰
国
さ
れ
、
名
越
健
郎
さ
ん
(
昭
和
五
一
さ
ん
が
追
い
出
し
に
来
る
。
早
く
来
て
。
」

総
会
、
『
歴
史
と
未
来
』
合
評
会
、
及
び
修
論
・
卒
年
ロ
シ
ア
科
卒
、
時
事
通
信
社
)
は
、
モ
ス
ク
ワ
特
大
詰
め
の
晩
の
編
集
後
記
は
、
ま
る
で
乙
乙
数
カ

論
発
表
と
共
に
、
「
E
-
H
・カ
l
の
国
際
政
治
観
」
派
員
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
金
沢
浩
明
さ
ん
(
昭
和
月
の
私
の
生
活
の
あ
わ
た
だ
し
さ
を
知
実
に
物
語
っ

と
い
う
テ
1
7
の
下
に
三
年
生
も
報
告
し
、

O
B
の
六
一
年
英
米
科
卒
、
日
本
経
済
新
聞
社
)
は
、
カ
イ
て
い
る
よ
う
だ
。
守
衛
さ
ん
が
来
た
。
(
二
月
九
日
)

方
々
の
参
加
な
ど
も
あ
り
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
大
学
に
留
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
-
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
を
読
み
ま
し
た
。

れ

ま

し

た

。

ま

た

今

年

は

、

井

尻

秀

憲

さ

ん

(

昭

和

五

O
年
中
「
異
常
な
情
熱
と
異
常
な
体
験
」
に
よ
っ
て
産
み
出

ま
た
、
今
年
度
の
第
一
回
〔
通
算
三
一
回
目
)
コ
国
科
卒
、
神
戸
市
外
国
語
大
学
)
、
渡
辺
啓
貴
さ
ん
さ
れ
た
と
の
作
品
。
自
身
以
外
の
何
も
の
を
も
信
じ

ロ
キ
ア
ム
は
「
第
三
世
界
か
ら
み
た
ア
メ
リ
カ
の
外
(
昭
和
五
三
年
フ
ラ
ン
ス
科
卒
、
京
都
外
国
語
大
学
)
な
い
無
神
論
者
キ
リ
I
ロ
フ
の
自
殺
は
衝
撃
的
で
し

交
政
策
」
と
い
う
テ
1
7
で、

B
-
R
・
パ
プ
氏
(
ボ
重
松
久
仁
子
さ
ん
(
昭
和
六
二
年
ド
イ
ツ
科
卒
、
シ
た
。
現
実
に
生
き
な
が
ら
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
依

ン
ベ
イ
大
学
政
治
学
部
部
長
)
が
講
義
を
行
い
、
第

l
メ
ン
ス
〉
が
御
結
婚
。
な
さ
い
ま
し
た
。
お
め
で
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
自
分
の
弱
さ
を
骨
身
に
し
み
て

二

回

(

通

算

三

二

回

目

)

で

は

、

「

東

西

の

壁

を

考

え

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

感

じ

ま

す

。

(

テ

ン

カ

ン

男

)
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ゐ
先
ず
は
、
乙
の
場
を
お
借
り
し
て
、
発
刊
が
大
幅

に
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
乙
と
を
、
深
く
お
詑
び
致

し
ま
す
。

『
歴
史
と
未
来
』
一
五
号
は
、
一
言
葉
の
真
の
意
味

に
お
い
て
、
そ
の
発
刊
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の

責
任
は
全
て
、
楽
観
主
義
に
染
ま
り
き
っ
た
お
ぽ
っ

ち
ゃ
ん
育
ち
の
編
集
長
の
無
能
さ
に
帰
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
し
た
。
驚
く
べ
き
乙
と
に
、
最
後
に
〈
研
究

ノ

l
ト
〉
の
執
筆
を
お
願
い
し
た
の
が
発
行
予
定
日

の
一
カ
月
前
を
切
っ
た
時
点
で
し
た
し
、
乙
の
編
集

後
記
に
し
て
も
、
最
終
段
階
に
来
て
先
生
に
「
君
は

ツ
メ
が
甘
い
」
と
は
つ
ば
を
掛
け
ら
れ
な
が
ら
仕
上

げ
た
も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
、
遂
に
中
嶋
ゼ
ミ
の

「
誇
り
」
で
あ
る
、
記
念
す
べ
き
一
五
号
は
完
成
し
、

一
0
0
0に
ま
で
膨
ら
ん
だ
発
行
部
数
を
も
っ
て
、

広
く
世
に
問
わ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
乙
の
感

激
は
、
私
の
陳
腐
な
言
葉
の
み
で
は
と
て
も
表
現
し

き
れ
る
類
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
時
代
の
要
請
と
、
先
生
に
お
供
し
て
韓
国

で
N
I
E
S
の
学
生
と
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
の
時
代
」
と
い
う
テ
!
?
で
討
論
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
乙
と
も
あ
っ
て
、
自
分
の
専
攻

と
は
お
よ
そ
掛
け
離
れ
て
い
る
(
勿
論
ソ
速
は
自
ら

を
太
平
洋
諸
国
の
一
員
に
位
置
付
け
よ
う
と
努
力
奮

関
し
て
は
い
ま
す
が
)
特
集
に
敢
え
て
挑
戦
し
て
見

る
乙
と
に
し
ま
し
た
。
先
輩
方
の
若
い
力
に
撮
っ
た

ト
レ
ン
デ
ィ
!
な
諸
論
文
は
、
「
豊
か
な
学
識
に
基

づ
く
、
平
凡
な
智
恵
」
に
満
ち
溢
れ
、
読
者
を
引
き

つ
け
て
放
さ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
予
想
は
立
て
よ
、
し
か
し
『
い
つ
』
と
は
き
一
口
う

な
」
と
い
う
格
言
に
支
配
さ
れ
、
「
意
図
し
て
い
た

結
果
(
?
と
に
甘
ん
じ
る
と
い
う
悪
し
き
編
集
者
が
、

金
輪
際
中
嶋
ゼ
ミ
に
現
れ
な
い
乙
と
を
大
い
に
期
待

し
て
い
ま
す
。

尚
、
各
分
野
の
碩
学
の
方
に
毎
年
玉
稿
を
い
た
だ

き
、
好
評
を
博
し
て
お
り
ま
す
が
、
乙
の
度
第
五
号

に
御
寄
稿
下
さ
っ
た
今
堀
誠
二
先
生
「
中
国
研
究
四

O
年
の
回
顧
」
が
、
先
生
の
最
新
著
(
『
中
国
と
私
、

ヒ
ロ
シ
マ
』
〈
渓
水
社
、
一
九
八
八
年
〉
)
に
転
載

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
十
三
号
に
猪
木
正
道
先
生
が
お
寄
せ
下

さ
っ
た
「
共
産
主
義
研
究
五
十
五
年
」
は
、
先
生
の

古
稀
祝
賀
論
集
(
『
現
代
世
界
と
政
治
』
〈
世
界
思

想
社
、
一
九
八
八
年
〉
)
に
業
績
の
一
つ
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
地
味
な
活
動
が

乙
う
し
て
再
び
世
に
問
わ
れ
る
乙
と
は
こ
の
上
な
い

喜
び
で
す
。

今
回
、
私
ど
も
の
企
画
の
た
め
に
快
く
イ
ン
タ
ヴ

ュ
ー
に
応
じ
て
下
さ
っ
た
串
田
孫
一
先
生
、
ま
た
適

宜
に
そ
し
て
土
壇
場
で
も
救
い
の
手
を
差
し
延
べ
て

下
さ
っ
た
中
嶋
先
生
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
広
告
に
よ
る
貴
重
な
御
援
助
を
し

て
下
さ
い
ま
し
た
中
央
公
論
社
、
時
事
通
信
社
、
大

修
館
書
底
、
霞
山
会
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
古
郡
重
忠
)

第
十
四
号
に
御
寄
稿
下
さ
っ
た
清
水
幾
太
郎

先
生
が
去
る
八
月
十
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

「
社
会
学
研
究
六
十
年
」
は
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
形

式
を
と
っ
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
言
葉
の

使
い
方
に
厳
格
で
あ
ら
れ
た
先
生
が
殆
ん
ど
全

面
的
に
筆
を
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
中
嶋
先
生
の
追
悼
文
(
『
朝

日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
十
月
十
四
日
号
、
及
び
十
月

二
十
一
日
号
)
に
よ
っ
て
乙
の
文
章
が
清
水
先

生
の
絶
筆
で
あ
っ
た
乙
と
を
知
ら
さ
れ
、
悲
し

み
を
新
た
に
し
た
の
で
し
た
。

「
ゼ
ミ
の
会
」
会
員
一
向
、
心
か
ら
哀
悼
の

意
を
表
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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