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グ
の
記
念
碑
と
し
て
歴
史
に
記
憶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
年
、
わ
れ
わ
れ
は
初
版
の
課
題
「
わ
が
国
の
総
合
国
力
の
増
強
」
、
「
大
学
改
革
へ
の
取
り
組
み
」
を
相
続
し
て
、
「
八
○
年
代
、

わ
れ
わ
れ
は
何
を
為
す
べ
き
か
」
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
行
中
で
あ
り
、
特
に
、
「
わ
が
国
の
総
合
安
全
保
障
政
策
へ
の
提

言
」
、
「
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
教
科
書
問
題
」
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
、
常
時
行
わ
れ
て
い
る
『
学
際
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
や
、
毎
年
開
催
す
る
『
学
際
研
究
会
議
』
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）

で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
は
、
来
年
開
か
れ
る
「
東
西
文
明
の
出
合
い
」
を
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
と
す
る
第
十
一
回
『
世
界
平
和

に
関
す
る
国
際
会
議
』
（
Ｉ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
）
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
本
書
の
全
面
的
な
書
き
直
し
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

今
回
は
、
と
り
あ
え
ず
従
来
の
統
計
資
料
に
関
す
る
部
分
だ
け
全
面
的
に
改
訂
す
る
に
留
め
た
。

昭
和
五
十
五
年
十
月
三
日

世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長

松

下

正

寿



i 改訂版まえがき

『
国
際
化
時
代
と
日
本
’
一
○
年
後
の
国
家
目
標
』
の
改
訂
版
を
、
こ
の
度
出
版
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
〃
誠
に
残
念
な
こ
と
に
〃
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
当
初
予
測
し
た
通
り
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
無
視
し
て
未
来
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ

と
を
歴
史
は
実
証
し
て
い
る
。

ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
略
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
し
、
イ
ラ
ン
の
事
態
は
、
当
初
一
般
に
考
え
ら
れ
た
よ
り
は
、
は

る
か
に
深
刻
の
度
を
深
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
自
由
圏
の
足
並
み
が
揃
わ
ず
、
韓
国
や
わ
が
国
に
お
け
る
政
変
等
、
自
由
諸
国
内
部
に
お

け
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
も
続
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
国
際
化
時
代
に
対
す
る
一
般
的
認
識
が
深
ま
り
、
わ
が
国
の
国
策
の
基
本
で
あ
る
国
防
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

資
源
・
食
糧
問
題
等
の
生
き
残
り
に
関
す
る
国
民
的
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
特
徴
は
、
従
来
の
西
欧
主
導
型
の
分
析
主
義
、
科
学
的
論
理
実
証
主
義
の
手
法
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、

哲
学
・
宗
教
・
文
化
・
教
育
と
の
融
合
を
考
え
、
文
明
論
的
視
点
を
踏
ま
え
て
政
策
研
究
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｐ
。
，
（
ポ
リ

シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
）
法
は
、
こ
の
新
し
い
政
策
研
究
の
あ
り
方
を
学
際
的
に
論
ず
る
試
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
意
味
に
お
い
て
、
本
研
究
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
益
々
多
く
の
人
々
の
関
心
を
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン

改
訂
版
ま
え
が
き
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こ
の
間
学
界
、
政
界
、
官
界
、
財
界
な
ど
の
指
導
者
層
の
方
々
か
ら
本
書
に
対
す
る
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
「
難
問
中
の
難
問
’

八
○
年
代
生
き
残
り
の
道
Ｉ
に
挑
戦
し
た
勇
気
と
努
力
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
」
（
笠
井
章
弘
・
政
策
科
学
研
究
所
理
事
長
）
、
「
日
本

の
国
情
や
日
本
人
の
特
質
を
十
二
分
に
分
析
し
た
う
え
に
、
今
後
十
年
間
の
進
む
べ
き
道
を
示
唆
し
て
い
る
」
（
松
下
幸
之
助
・
松
下

電
器
産
業
相
談
役
）
と
い
う
よ
う
に
本
書
の
内
容
を
高
く
評
価
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
あ
る
国
会
議
員
は
、
本
書
が
展
開
し
て
い

る
「
日
本
の
総
合
安
全
保
障
政
策
」
や
「
世
界
平
和
の
た
め
の
科
学
技
術
開
発
」
に
共
鳴
し
、
も
っ
と
詳
し
い
講
義
を
受
け
た
い
と

申
し
込
ん
で
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
以
上
に
、
日
本
が
困
難
な
事
態
に
直
面
し
て
お
り
、
心
あ
る
各
界

の
リ
ー
ダ
ー
達
が
真
剣
に
そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
会
が
今
後
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
見

直
し
作
業
を
進
め
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
方
々
の
意
見
を
反
映
し
、
よ
り
実
際
的
な
日
本
の
フ
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
ト
に
仕
上
げ
て
行
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
き
わ
め
て
心
強
い
こ
と
と
い
え
る
。

本
書
を
ご
購
読
い
た
だ
い
た
読
者
諸
氏
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
と
も
積
極
的
な
ご
意
見
、
ご
批
判
を
お
願

い
す
る
次
第
で
あ
る
。

出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
書
の
第
一
版
（
六
月
十
五
日
出
版
）
、
第
二
版
（
八
月
一
日
出
版
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
月
余
り
で
売
り
切
れ
、
早
く
も
第
三
版
を

第
三
版
に
あ
た
っ
て
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国
内
的
に
は
防
衛
、
教
育
な
ど
国
家
の
根
幹
に
か
か
わ
る
大
問
題
に
つ
い
て
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
国
論
が
分
裂
し
、
そ
の

た
め
多
く
の
国
民
は
ど
の
よ
う
な
選
択
を
し
て
よ
い
・
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。

国
際
的
に
は
自
由
圏
対
共
産
圏
と
い
う
図
式
が
大
き
く
崩
れ
て
、
自
由
圏
内
の
摩
擦
、
共
産
圏
内
の
覇
権
闘
争
、
さ
ら
に
南
北
問
題

や
発
展
途
上
国
内
の
混
乱
な
ど
、
非
常
に
複
雑
化
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
が
誤
り
な
き
進
路
を
ど
う
探
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

民
族
と
国
家
の
将
来
を
左
右
す
る
重
大
問
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
に
取
り
組
ん
だ
契
機
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
が
、
ま
ず
七
○
年
代
の
激
動
す
る

フ

ロ

ー

・

チ

ャ

ー

ト

国
際
情
勢
の
中
で
、
日
本
は
海
図
な
き
航
海
に
乗
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
指
針
が
必
要
だ
と
い
う

わ
れ
わ
れ
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
が
三
年
間
を
か
け
て
「
十
年
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
設
定
」
と
い
う
大
き
な
目
標

に
挑
戦
し
、
ど
う
に
か
こ
こ
に
そ
の
研
究
成
果
を
世
に
問
う
こ
と
に
な
っ
た
。

未
来
と
い
う
研
究
対
象
は
固
定
さ
れ
な
い
研
究
対
象
で
あ
り
、
未
来
を
展
望
す
る
際
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
錯
綜
す
る
た
め
に
、

眺
め
る
ア
ン
グ
ル
に
よ
っ
て
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
見
解
も
出
て
く
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
で
き
う
る
限

り
各
見
解
の
整
合
に
努
め
た
が
、
調
整
の
困
難
な
も
の
は
そ
の
ま
ま
並
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

認
識
で
あ
る
。

ま

え

が

き
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こ
れ
ら
の
問
題
に
解
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
日
本
と
世
界
の
歴
史
を
現
実
に
深
く
携
っ
て
い
る
多
く
の
専
門
家
集
団
の
協
力
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
各
専
門
研
究
を
バ
ッ
ク
に
し
た
問
題
解
決
型
の
共
同
研
究
、
つ
ま
り
学
際
的
研
究
に
よ
ら
ず
し
て
は
、

海
図
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
勿
論
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
描
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
は
現
段
階
で
到
達
し

た
一
つ
の
ド
ラ
フ
ト
で
、
こ
れ
は
ま
だ
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
研
究
と
経
験
を
重
ね
な
が
ら
、
よ
り
精
密

な
海
図
を
作
り
上
げ
て
行
く
べ
き
で
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
丸
の
安
全
航
海
の
た
め
の
確
実
な
指
針
の
作
成
を
期
待
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
一
応
終
了
す
る
に
あ
た
っ
て
最
大
の
収
穫
は
、
学
者
の
社
会
的
使
命
に
対
し
て
、
世
界
平
和
教
授
ア

カ
デ
ミ
ー
内
外
の
二
千
名
に
も
及
ぶ
学
者
の
協
力
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
問
の
社
会
的
還
元
と
い
う
認
識
を
も

つ
学
者
達
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
を
社
会
的
使
命
と
考
え
て
積
極
的
に
協
力
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
日
本
で
は
画

期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
も
大
き
な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
学
者
の
協
力
に
自
信
を
得
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
本
研
究
を
通
じ
て
、
国
際
化
と
い
う
問
題
が
い
か
に
切
実
な
問
題
で
あ
る
か
と
い
う
認
識
を
深
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
日
本
の
歴
史
上
、
か
っ
て
な
い
ほ
ど
大
規
模
な
、
し
か
も
全
国
的
な
国
際
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
、
日
本
は
生
き
の
び
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
」
と
い
う
基
本
認
識
に
立
っ
て
本
研
究
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

本
研
究
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
す
め
た
各
研
究
部
会
の
中
で
も
、
教
育
、
安
全
保
障
、
文
明
と
宗
教
な
ど
の
研
究
部
会
は
と
く
に
組

織
的
、
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
な
研
究
が
す
す
め
ら
れ
た
。
本
研
究
の
期
間
中
、
国
際
情
勢
の
急
激
な
変
化
や
国
内
の
重
要
な
事
件
が
相
次

い
で
発
生
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
研
究
方
針
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
明
日
の
日
本
の
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
の
た
め
の
討
議
材
料
と
し
て
、
研
究
の
一
部
を
ま
と
め
て
出

版
し
、
国
民
の
要
望
に
い
く
ら
か
で
も
応
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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研
究
の
成
果
に
は
未
熟
な
点
も
多
い
の
で
、
読
者
諸
氏
の
忌
揮
の
な
い
ご
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

昭
和
五
十
四
年
四
月
十
五
日

世

界

平

和

教

授

ア

カ

デ

ミ

ー

会

長

松

下

正

寿
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太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
敗
戦
は
近
代
日
本
の
最
大
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
明
治
以
降
、
日
本
は
欧
米
列
強
の
帝
国
主

義
的
侵
略
の
脅
威
に
直
面
し
な
が
ら
、
よ
く
独
立
国
家
と
し
て
の
主
権
を
保
持
し
得
た
の
は
、
一
つ
に
は
民
族
的
同
一
性
を
紐
帯
と

し
て
い
ち
早
く
国
民
国
家
の
形
成
に
成
功
し
た
こ
と
。
二
つ
に
は
欧
米
諸
国
の
先
進
文
明
を
摂
取
し
て
短
時
日
の
う
ち
に
近
代
化
を

達
成
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
過
去
半
世
紀
を
貫
く
日
本
の
国
是
は
日
本
の
独
立
を
保
持
す
る
た
め
の
富
国
強
兵
で
あ
り
、
そ
の
具

体
的
方
途
は
欧
米
先
進
諸
国
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
太
平
洋
戦
争
前
に
お
い
て
は
、
日
本
は
世
界
列

強
の
な
か
で
も
有
数
の
軍
事
大
国
と
し
て
目
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
国
土
が
狭
小
で
資
源
に
乏
し

い
日
本
が
こ
こ
ま
で
到
達
す
る
に
は
、
低
生
活
水
準
に
耐
え
な
が
ら
の
国
民
の
勤
倹
力
行
、
粒
々
辛
苦
の
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
敗
戦
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
成
果
を
一
切
無
に
帰
す
る
と
と
も
に
、
明
治
以
降
の
日
本
の
追
い
つ
け
、
追
い
越

せ
政
策
は
完
全
に
破
産
し
た
わ
け
で
あ
る
。

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
対
日
占
領
政
策
は
、
基
本
的
に
は
日
本
が
軍
事
大
国
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
狙
い
と
し
て
最
も
重
視
し
た
の
は
、
戦
時
中
の
特
攻
隊
に
見
ら
れ
た
日
本
人
の
国
や
民
族
に
対
す
る
自
己
犠
牲
の
精
神
を
根
絶

占
領
政
策
と
日
本
経
済
の
繁
栄

一
、
研
究
の
必
然
性
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こ
の
占
領
軍
の
政
策
は
、
敗
戦
へ
の
反
省
の
中
か
ら
平
和
国
家
、
文
化
国
家
を
目
指
し
て
国
家
再
建
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
日

本
国
民
の
願
望
と
も
共
通
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
戦
後
短
時
日
の
う
ち
に
か
な
り
日
本
国
民
の
な
か
に
効
果
的
に
浸
透
し

て
行
っ
た
。
こ
れ
が
戦
後
三
十
年
に
わ
た
っ
て
精
神
的
に
無
国
籍
国
民
を
つ
く
り
上
げ
て
行
く
も
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
米
ソ
の
冷
戦
構
造
の
激
化
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
占
領
政
策
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
一

九
四
九
年
頃
よ
り
、
占
領
軍
は
ア
ジ
ア
・
に
お
け
る
反
共
の
と
り
で
と
し
て
日
本
を
育
成
す
る
と
い
う
方
針
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
解

体
さ
れ
た
旧
財
閥
は
装
い
を
新
た
に
し
て
復
活
し
、
戦
後
の
日
本
の
経
済
復
興
の
主
役
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
○
年
に
勃

発
し
た
朝
鮮
戦
争
は
日
本
の
経
済
復
興
に
と
っ
て
強
力
な
カ
ン
フ
ル
剤
の
役
割
を
果
た
し
た
。

日
本
は
一
九
五
一
年
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
諸
国
と
の
間
に
講
和
条
約
を
締
結
し
て
独
立
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
日
米

安
保
条
約
を
結
ん
で
、
日
本
の
安
全
保
障
を
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
力
に
依
存
す
る
道
を
選
択
し
た
。
こ
の
選
択
は
、
政
治
的
に
は
日
本

が
自
由
陣
営
の
一
員
と
な
っ
て
自
国
の
復
興
を
期
す
る
道
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
国
民
の
間
に
は
、
社
会
主
義
陣
営
の

一
員
、
も
し
く
は
そ
れ
以
外
の
道
を
選
ぼ
う
と
す
る
声
も
あ
り
、
国
論
は
分
裂
し
て
激
し
い
政
治
的
対
立
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
分
裂
抗
争
は
、
一
九
五
一
年
の
対
日
講
和
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
、
一
九
六
○
年
の
安
保
改
訂
時
に
至
っ
て
頂
点
に
達
し
た
。

革
新
勢
力
は
安
保
阻
止
の
幅
広
い
国
民
統
一
戦
線
の
結
成
に
成
功
し
、
広
く
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
て
大
規
模
な
安
保
阻
止

の
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
時
が
日
本
の
自
由
民
主
主
義
に
と
っ
て
戦
後
最
大
の
危
機
で
あ
り
、
日
本
国
民
は
岸
内
閣
の
退
陣
を
求

め
な
が
ら
も
、
政
治
の
基
本
路
線
と
し
て
は
日
米
安
保
体
制
を
堅
持
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
そ
の
後
の
日

狙
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
国
民
の
精
神
的
支
柱
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
好
戦
国
民
」
の
牙
を
抜
く
こ
と
を
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本
の
運
命
を
決
し
た
歴
史
的
選
択
で
あ
っ
た
。
日
本
は
こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
六
○
年
代
の
十
年
間
に
核
の
傘
、
ド
ル
の
傘
と
オ
イ
ル

の
傘
の
庇
護
の
下
で
、
驚
異
的
経
済
繁
栄
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
は
ア
メ
リ
カ
に
全
面
的
に

依
存
し
、
そ
れ
か
ら
浮
く
費
用
と
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
す
べ
て
経
済
の
再
建
に
投
入
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
面
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ド

ル
を
基
軸
に
し
た
自
由
・
無
差
別
・
多
角
化
貿
易
を
保
障
す
る
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
の
下
で
、
日
本
は
安
価
な
オ
イ
ル
を
輸
入

し
、
工
業
立
国
、
貿
易
立
国
と
し
て
高
度
経
済
成
長
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
七
○
年
代
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
日
本
の
繁
栄
を
保
証
し
て
い
た
内
外
の
環
境
が
次
々
と
崩
壊
し
始
め
た
。

ま
ず
国
際
政
治
面
で
は
、
一
九
六
九
年
の
グ
ァ
ム
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
、
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ

ク
、
七
五
年
の
米
軍
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
敗
退
、
七
七
年
在
韓
米
軍
撤
退
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
、
政
治
、
経
済
に
わ
た
る
国
際
的

地
位
の
低
下
が
進
行
し
、
他
方
中
ソ
の
対
立
、
ソ
連
の
衛
星
国
支
配
力
の
弱
化
が
始
ま
り
、
さ
ら
に
Ａ
Ａ
諸
国
の
台
頭
に
よ
る
第
三

世
界
の
勢
力
が
増
大
し
た
の
で
、
一
九
四
五
年
以
後
の
世
界
を
支
配
し
て
来
た
米
ソ
二
大
陣
営
に
よ
る
東
西
冷
戦
構
造
は
崩
壊
の
兆

し
を
示
し
て
来
た
。
ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘
の
下
に
安
住
し
て
き
た
日
本
と
し
て
は
、
今
後
と
も
核
の
傘
が
絶
対
的
に
信
頼
出
来
る
と

い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
よ
う
や
く
自
前
の
安
全
保
障
を
真
剣
に
模
索
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
が
国
周
辺
で
は
ソ
連
の
兵
力
増
強
が
著
し
く
、
と
く
に
海
軍
、
空
軍
の
そ
れ
は
顕
著

で
あ
る
。
ま
た
ソ
連
の
後
押
し
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
入
、
中
越
国
境
紛
争
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
軍
事
情
勢

に
も
楽
観
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
わ
が
国
の
場
〈
貝
海
上
輸
送
の
安
全
は
国
民
の
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
重
大
事
で
あ
る
。

日
本
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化

〃
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ア
ジ
ア
お
よ
び
わ
が
国
周
辺
で
の
軍
事
情
勢
の
今
日
の
変
化
は
重
大
関
心
事
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
国
際
経
済
面
を
見
る
と
、
日
米
間
で
は
貿
易
の
不
均
衡
か
ら
経
済
関
係
が
も
つ
れ
は
じ
め
、
今
日
で
も
改
善
の
見
通
し
は
明

る
く
な
い
。
日
本
と
Ｅ
Ｃ
諸
国
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
も
、
複
雑
、
困
難
の
度
を
加
え
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
ら
の
日
米
間
、
日
欧
間
の
経
済
的
軋
櫟
は
、
基
本
的
に
は
日
本
の
経
済
成
長
に
伴
っ
て
日
本
経
済
の
利
害
が
ア
メ
リ
カ
や
Ｅ

Ｃ
諸
国
の
利
害
と
衝
突
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
日
本
の
驚
異
的
な
経
済
力
は
安
全
保
障
に
関
し
て
米
軍
に
依
存
し

て
い
る
と
い
う
有
利
な
条
件
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
諸
国
で
は
、
日
本
の
安
保
ダ
ダ
乗
り
論
が
叫
ば
れ
、

日
本
の
安
全
保
障
努
力
の
不
足
を
非
難
す
る
声
が
上
っ
て
い
る
。

資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て
は
、
戦
後
買
手
市
場
に
あ
っ
て
安
価
な
石
油
を
輸
入
す
る
こ
と
の
で
き
た
高
度
経
済
成
長
当
時
の

事
情
は
一
変
し
、
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
来
そ
の
有
限
性
が
急
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
資
源
小
国
日
本
に

と
っ
て
生
存
に
直
接
影
響
を
与
え
る
重
大
な
変
化
で
あ
る
。

他
方
、
国
内
の
政
治
状
況
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
自
民
対
社
会
と
い
う
保
革
二
大
政
党
の
対
立
と
い
う
構
図
が
崩
れ
、
自

民
、
社
会
、
公
明
、
民
社
、
共
産
、
新
自
由
ク
ラ
ブ
、
そ
の
他
小
会
派
な
ど
多
党
化
の
度
を
深
め
て
い
る
。
六
○
年
安
保
以
来
低
迷
し
て
い

た
左
翼
勢
力
は
再
び
力
を
回
復
し
は
じ
め
、
国
会
で
の
自
民
党
勢
力
は
低
落
傾
向
を
た
ど
り
、
一
党
内
閣
の
維
持
が
困
難
視
さ
れ
て
い

る
。
東
京
都
知
事
を
初
め
大
都
市
の
知
事
や
市
長
の
重
要
ポ
ス
ト
も
次
第
に
左
翼
勢
力
の
手
に
落
ち
た
。
ま
た
高
度
経
済
成
長
の
歪

み
と
し
て
の
公
害
が
発
生
し
、
各
地
で
公
害
闘
争
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
内
政
治
の
面
で
も
保
守
党
の
強
力
な
独

裁
体
制
は
崩
壊
し
、
保
守
・
革
新
の
勢
力
伯
仲
の
な
か
で
政
治
的
に
は
不
安
定
な
状
況
が
現
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
七
○
年
代
は
世
界
的
に
も
、
ま
た
日
本
一
国
を
と
り
あ
げ
て
見
て
も
、
戦
後
三
十
年
間
継
続
し
て
き
た
政
治
・
経
済
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構
造
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
た
変
動
の
時
期
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
八
○
年
代
は
国
際
、
国
内
情
勢
と

も
複
雑
化
し
、
世
界
的
な
激
動
の
時
期
と
な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

戦
後
三
十
年
の
日
本
の
対
外
政
策
の
基
本
は
、
世
界
の
超
大
国
の
動
向
を
察
知
し
、
世
界
の
大
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
に
従
う
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
こ
の
大
勢
順
応
の
哲
学
が
こ
れ
ま
で
は
有
効
に
働
い
て
き
た
。
そ
れ
が
有
効
で
あ
り
得
た
の
は
日
本
が
追
随
し
て
き

た
ア
メ
リ
カ
の
国
際
政
治
に
お
け
る
指
導
力
が
強
力
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
方
、
日
本
の
国
力
が
追
随
す
る
だ
け
で
良
い
程
度

の
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
の
日
本
は
、
世
界
の
経
済
大
国
と
し
て
国
際
的
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
日
本
が
外
交
や
経
済
な
ど
の
戦
略

に
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
は
、
国
際
間
に
無
用
の
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
、
世
界
の
発
展
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
八
○

年
代
は
世
界
各
国
が
い
よ
い
よ
相
互
依
存
の
度
を
深
め
、
互
い
に
共
存
共
栄
を
図
る
べ
き
時
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
わ
が
国
が
確
た

る
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
た
ず
、
場
当
り
的
な
歩
み
方
を
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
生
存
を
危
う
く
す
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
平
和
と
発
展
を

も
阻
害
す
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ま
た
国
内
的
に
見
て
も
、
日
本
が
戦
後
必
死
に
な
っ
て
追
求
し
て
き
た
経
済
的

物
質
的
繁
栄
の
道
は
、
今
で
は
完
全
に
行
き
づ
ま
り
、
改
め
て
、
精
神
と
物
質
の
調
和
の
と
れ
た
新
し
い
繁
栄
を
模
索
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
次
の
八
○
年
代
は
日
本
の
戦
後
歴
史
の
転
換
期
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
精
神
と
物
質
の
調
和
し
た
新
し
い

文
明
の
創
造
に
向
っ
て
第
一
歩
を
踏
み
出
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
国
の
目
標
を
持
つ
こ
と

の
必
要
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。



わ
が
国
は
今
日
、
世
界
の
経
済
大
国
と
し
て
、
国
際
社
会
に
生
き
て
お
り
、
八
○
年
代
を
さ
ら
に
い
か
に
生
き
ぬ
く
か
が
、
重
要

な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
た
だ
日
本
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
自
由
圏
全
体
の
生
存
と
繁
栄
、
ひ
い
て
は
世

界
全
体
の
そ
れ
に
通
ず
る
問
題
で
あ
る
。
か
か
る
時
代
に
生
き
る
日
本
に
お
い
て
、
国
内
の
主
体
的
条
件
を
ふ
り
返
る
と
、
わ
が
国

は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。

景背
そ
の
第
一
は
政
治
で
あ
る
。
近
年
と
み
に
豊
か
に
な
っ
た
わ
が
国
民
は
、
物
質
的
豊
か
さ
の
み
で
は
満
足
し
な
く
な
り
、
心
の
豊

の暁
か
さ
、
物
心
両
面
に
調
和
の
と
れ
た
生
き
甲
斐
あ
る
生
活
を
求
め
て
い
る
。
日
本
の
政
治
は
い
ま
だ
に
こ
の
情
況
に
適
応
し
よ
う
と

〃し剣
は
せ
ず
、
選
挙
目
当
て
の
そ
の
日
暮
ら
し
に
終
始
し
て
い
る
。
さ
ら
に
経
済
の
混
迷
、
社
会
の
混
乱
、
国
土
開
発
の
総
合
施
策
の
不

ゴレ
徹
底
な
ど
、
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

ｊ封
未
来
を
先
取
り
す
べ
き
政
治
が
、
不
毛
の
論
争
や
政
党
間
の
権
力
闘
争
に
終
始
し
、
国
際
的
視
野
に
立
つ
未
来
指
向
の
姿
勢
に
欠

、
ンナ

け
、
一
部
政
治
家
の
腐
敗
と
相
ま
っ
て
自
ら
主
導
性
を
失
い
、
政
治
に
対
す
る
国
民
の
期
待
は
ま
す
ま
す
薄
れ
つ
つ
あ
る
。

章
第
二
に
、
国
民
自
身
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
敗
戦
直
後
の
連
合
国
に
よ
る
日
本
無
力
化
政
策
は
見
事
に
奏
功
し
、
日
本
人
は
魂

第
を
失
い
、
国
に
対
す
る
誇
り
や
愛
国
心
を
喪
失
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
物
取
り
型
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
横
行
し
、
社
会
や
国
の

部

Ｉ
た
め
に
生
き
る
と
い
う
高
い
モ
ラ
ル
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
国
や
民
族
の
安
全
を
考
え
る
と

第

い

う

視

点

が

欠

落

し

て

し

ま

っ

た

。

９
第
三
は
大
学
の
問
題
で
あ
る
。
大
学
は
最
高
学
府
で
あ
る
と
い
う
理
念
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
学
問
の
自
由
は

一

国
内
の
主
体
的
条
件
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こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
希
望
に
満
ち
た
未
来
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
国
民
の
多
く
が
協
力
し
て

望
ま
し
い
国
家
目
標
の
達
成
に
逼
進
す
る
他
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
『
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
』
は
小
さ
な
集
団
で
は
あ
る
が
、

一
方
、
今
日
の
大
学
の
大
半
で
は
、
講
座
制
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
温
存
さ
れ
て
、
時
代
の
求
め
る
研
究
の
進
歩
を
阻
害
す
る
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
の
大
学
紛
争
で
、
そ
の
改
革
が
叫
ば
れ
た
時
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の

大
学
で
は
、
つ
い
に
そ
の
改
革
を
実
施
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
大
学
は
、
今
日
の
よ
う
な
変
動
す
る
不
確
実
性
の
時
代
に
こ

そ
人
類
、
な
か
ん
ず
く
日
本
人
に
正
し
い
進
路
を
示
す
べ
き
使
命
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
命
を
果
た
す
に
至
っ

昔
の
夢
で
あ
り
、
教
師
や
学
生
の
多
く
は
「
大
学
自
治
会
」
と
い
う
名
の
専
制
支
配
下
で
苦
難
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。
こ
の
大
学
自

治
会
の
お
お
か
た
は
、
専
ら
外
部
の
政
治
勢
力
と
手
を
握
っ
て
の
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
外
部
勢
力
の
尖
兵
、
手
先
と
な
っ
て
、
反

体
制
運
動
に
憂
き
身
を
や
つ
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
自
治
会
の
大
半
は
共
産
党
代
々
木
主
流
派
に
直
属
す
る
い
わ
ゆ
る
民
青

に
牛
耳
ら
れ
て
お
り
、
日
本
共
産
党
の
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
が
学
内
の
掲
示
板
を
わ
が
も
の
顔
に
占
領
し
て
い
る
。
か
り
に
右
翼
の
学
生

が
グ
ル
ー
。
フ
を
結
成
し
て
反
共
親
自
民
の
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
申
し
出
た
と
し
て
も
、
し
ょ
せ
ん
却
下
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
夜
間

何
者
か
に
破
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
偏
向
が
ま
っ
た
く
何
の
疑
義
も
な
く
通
用
し
て
い
る
の
が
現
在
の
学

生
自
治
会
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
で
は
、
研
究
や
教
育
面
に
創
造
的
な
成
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
難

し

い
◎

て
い
な
い
。

ア
カ
デ
ミ
ー
の
ね
ら
い
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一
群
の
学
者
の
頭
脳
を
結
集
し
て
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
十
年
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
研
究

を
始
め
た
。
二
十
一
世
紀
を
考
え
な
が
ら
も
十
年
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
目
標
に
し
た
理
由
は
、
利
害
・
打
算
の
か
ら
む
目

先
の
問
題
で
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
十
年
ぐ
ら
い
先
の
こ
と
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の

間
に
比
較
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
基
本
認
識
と
し
て
、
第
一
に
「
現
代
は
文
明
的
転
機
」
で
あ
り
、
第
二
に
、
日
本
に
お
け
る
「
当

面
の
課
題
は
国
際
標
準
化
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

第
一
に
「
現
代
は
文
明
的
転
機
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
認
識
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
人
間
中
心
、
物
質
至
上
主
義
の
現
代
西

欧
文
明
は
、
今
日
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
。
た
と
え
ば
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
、
価
値
観
の
混
迷
、
科
学
技
術

の
無
分
別
な
導
入
に
よ
る
弊
害
な
ど
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
恐
る
べ
き
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

欧
米
の
未
来
研
究
の
多
く
は
極
め
て
実
証
的
で
学
問
的
価
値
の
高
い
も
の
は
あ
る
が
、
世
の
中
は
段
々
と
良
く
な
っ
て
い
く
も
の

だ
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
進
歩
史
観
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
無
意
識
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
現
実
の
危
機
を
詳
細

に
分
析
し
て
は
い
る
も
の
の
、
未
来
へ
の
確
た
る
ビ
ジ
ョ
ン
が
提
言
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
が
国
の
研
究
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も

の
が
多
く
、
す
で
に
西
欧
に
お
い
て
は
見
直
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ゞ
皇
も
従
来
の
「
福
祉
」
、
「
平
等
」
、
「
人
権
」
、

「
個
人
主
義
」
と
い
っ
た
理
念
に
基
づ
く
科
学
偏
重
、
物
質
重
視
と
み
ら
れ
る
提
言
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
「
現
代
を
文
明
的
転
機
」
と
し
て
捉
え
、
「
物
と
心
の
調
和
の
と
れ
た
新
し
い
生
き

方
」
、
「
東
西
文
明
を
止
揚
し
た
人
類
共
存
共
栄
の
新
し
い
文
明
的
理
念
」
の
創
造
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
だ
。

第
一
に
、
わ
が
国
の
「
当
面
の
課
題
は
国
際
標
準
化
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
認
識
に
つ
い
て
述
べ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
島
国

基
本
認
識

二
、
研
究
の
特
徴



Z3 第1部第一章ナシ ヨナル・ゴール研究の背景

の
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
特
質
と
し
て
、
国
際
社
会
に
生
き
る
術
を
知
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
基
本
と
な
る
べ
き
外
交
政
策
が
確
立

さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
治
が
目
指
す
べ
き
国
の
安
全
保
障
上
の
基
本
戦
略
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
環
太
平
洋
圏
の
諸
問

題
の
解
決
、
自
由
主
義
国
家
間
の
協
調
な
ど
に
つ
い
て
十
分
な
方
策
を
持
た
ず
、
危
機
に
対
す
る
対
応
策
は
そ
の
場
限
り
で
、
国
際

社
会
に
生
き
る
主
体
性
に
欠
如
し
て
い
る
。

本
格
的
な
国
際
化
時
代
の
到
来
を
前
に
し
て
、
わ
が
国
は
「
世
界
の
中
の
日
本
」
と
し
て
国
際
協
調
の
下
で
し
か
生
き
残
る
道
は

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
が
国
の
研
究
に
は
、
独
立
国
家
と
し
て
具
備
す
べ
き
具
体
的
条
件
の
検
討
が
十
分
で
は
な
く
、
自
ら
の

願
望
を
国
際
社
会
に
希
求
し
、
自
国
に
都
合
良
く
解
釈
し
た
国
際
情
勢
の
分
析
が
往
々
に
し
て
見
う
け
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
厳
し
い
国
際
情
勢
下
に
お
け
る
わ
が
国
の
立
場
を
直
視
し
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
日
本
は
何
を
な
し
得
る
か
、

い
わ
ば
「
国
際
標
準
化
」
と
も
言
う
べ
き
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

歴
史
に
お
け
る
人
間
の
行
動
と
結
果
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
般
に
結
果
の
み
が
重
要
視
さ
れ
、
行
動
は
無
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
し
か
し
、
結
果
の
み
が
歴
史
で
あ
っ
て
、
行
動
は
歴
史
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
歴
史
哲
学
に
お
い
て
も
比

較
的
忘
れ
ら
れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
結
果
も
重
要
で
あ
る
が
、
行
動
は
歴
史
と
し
て
は
も
っ
と
重
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
諸
文
化
が
融
合
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
新
文
明
の
実
現
を
期
待
し
希
望
し
念
願

し
、
そ
れ
に
対
し
て
全
力
を
傾
注
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
も
っ
て
こ
の
研
究
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
は
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
「
歴
史
の
観
察
者
」
と
い
う
立
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、
未
来
の
「
歴
史
を
創
造
す
る

基
本
姿
勢
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主
体
者
」
と
し
て
の
立
場
を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
方
法
論
と
し
て
は
出
来
る
だ
け
学
問
的
で
あ
る
よ
う
に
努
め
た

が
、
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
の
範
囲
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
動
へ
の
指
針
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
高
度
の
政
治
的
内

容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
の
同
意
と
賛
同
と
を
期
待
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
対
立
す
る
意
見

を
も
つ
人
々
が
い
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
。

未
来
予
測
の
手
法
未
来
を
展
望
す
る
に
当
っ
て
、
一
般
的
・
常
識
的
に
は
、
未
来
を
現
在
の
延
長
線
と
し
て
考
え
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
一
見
合
理
的
で
あ
り
科
学
的
な
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
形
式
的
、
唯
物
的
、
非
現
実
的
で
あ
る
。
事
実
、
近

年
に
お
け
る
石
油
シ
ョ
ッ
ク
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
イ
ラ
ン
の
政
変
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
米
華
防
衛
条
約
の
突
然
の
廃
棄
等
を
予
測
し
得

た
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
い
ず
れ
も
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
（
異
変
）
で
あ
り
、
と
く
に
第
二
次
世
界
大

戦
、
朝
鮮
戦
争
な
ど
は
最
大
級
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
る
と
言
え
る
。

未
来
は
「
科
学
的
方
法
」
の
み
に
よ
っ
て
完
全
に
理
解
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
科
学
的
」
以
外
の
方
法
で

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
が
予
知
さ
れ
た
例
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
日
蓮
聖
人
が
蒙
古
の
襲
来
を
予
言
し
て
幕
府

に
警
告
し
た
の
は
有
名
で
あ
る
。
聖
書
に
お
け
る
予
言
者
は
皆
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
予
言
で
あ
り
、
警
告
で
あ
っ
た
。
性
々
に
し

て
、
大
衆
は
予
言
に
耳
を
傾
け
ず
、
か
え
っ
て
予
言
者
を
迫
害
し
殺
害
し
た
。
だ
が
、
予
言
は
的
中
し
、
そ
れ
が
歴
史
を
動
か
す
原

動
力
と
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
科
学
的
」
で
な
い
も
の
も
客
観
的
で
あ
り
、
歴
史
的
現
実
で
あ
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

研
究
方
法
の
特
色
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こ
ろ
で
、
よ
く
歴
史
を
研
究
す
れ
ば
、
「
予
言
」
と
「
科
学
的
方
法
」
と
の
間
に
は
そ
れ
程
大
き
な
開
き
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
蓮
聖
人
の
場
合
も
、
聖
書
に
現
れ
て
い
る
予
言
者
の
場
合
も
、
「
時
の
兆
し
」
は
明
ら
か
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
大
衆

は
従
来
の
も
の
の
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
、
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、
集
団
的
に
し
か
思
考
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
予
言
者
の
言
葉
に

耳
を
傾
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
時
の
兆
し
」
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
予
言
者
の
よ
う
な
偉
大
な
予
言
は
で
き
な
い
に

し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
学
説
」
に
と
ら
わ
れ
た
り
、
派
閥
的
根
性
を
持
っ
た
り
、
自
分
自
身
や
特
定
の
集
団
に
都
合
の
良
い
よ
う
な

未
来
を
夢
想
す
る
と
い
っ
た
邪
念
か
ら
脱
却
し
、
心
を
清
く
純
粋
に
す
れ
ば
「
時
の
兆
し
」
を
感
得
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
を
行
な
う
に
際
し
て
、
実
証
主
義
的
態
度
を
尊
重
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

そ
の
限
界
を
も
認
識
し
、
「
如
是
我
聞
」
の
心
境
で
事
物
に
接
し
、
「
時
の
兆
し
」
を
読
み
と
る
こ
と
に
努
力
し
た
。

問
題
の
抽
出
と
目
的
展
開
の
方
法
今
日
の
諸
現
象
の
中
か
ら
問
題
を
抽
出
す
る
に
当
っ
て
、
手
法
と
し
て
は
Ｋ
Ｊ
法
を
利
用
し

た
。
ま
た
異
な
る
諸
目
的
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
Ｉ
の
選
択
、
お
よ
び
そ
の
体
系
的
展
開
に
は
Ｐ
Ｄ
法
（
ポ
リ
シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
法
）

を
採
用
し
、
全
体
の
整
合
性
の
保
持
に
努
め
た
。
Ｋ
Ｊ
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｐ
．
Ｄ
法
に

つ
い
て
は
第
Ⅲ
部
の
一
で
解
説
を
し
た
。
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最
後
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
体
系
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
一
九
七
六
年
に
発
足
し
た
本
研
究
は
、
八
つ
の
研

究
部
会
に
よ
り
遂
行
さ
れ
て
き
た
。
途
中
で
研
究
の
落
ち
や
重
複
を
避
け
る
意
味
も
あ
り
、
ま
た
研
究
全
体
の
体
系
を
再
確
認
す
る

目
的
か
ら
中
村
信
夫
氏
の
協
力
と
指
導
の
下
に
、
同
氏
の
創
案
に
よ
る
ポ
リ
シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
法
で
再
整
理
を
行
な
っ
た
。
幸
い
に

し
て
従
来
の
研
究
の
進
め
方
で
ほ
と
ん
ど
誤
り
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
得
た
が
、
同
時
に
研
究
の
体
系
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
一
部
を
図
示
し
た
も
の
が
次
ペ
ー
ジ
の
図
で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

上
位
目
的
「
文
明
的
混
迷
の
中
に
あ
る
人
類
社
会
に
方
向
性
を
与
え
る
」

わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
上
、
文
明
形
成
に
宗
教
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
西
欧
で
は
宗
教
は
人
類
社
会
に
思

想
的
、
理
念
的
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
文
明
は
人
間
の
宗
教
自
覚
の
下
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
「
隠
さ
れ
た
宗

教
心
」
と
で
も
言
う
べ
き
形
で
、
宗
教
は
無
意
識
的
に
日
本
文
化
の
形
成
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。

こ
こ
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
世
界
的
に
支
配
し
て
き
た
近
代
西
欧
文
明
が
、
今
日
歴
史
的
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。
近
代
文
明
を
克

服
し
新
文
明
の
創
造
を
模
索
す
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
文
明
形
成
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
自
覚
的
な
問
題
と
し
て
取
上
げ
、
ま
た
、

日
本
お
よ
び
日
本
精
神
史
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
東
洋
文
化
の
遺
産
の
中
に
そ
の
手
掛
り
を
発
見
す
る
べ
く
、
「
文
明
と
宗

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
設
定
の

フ

ァ

ン

ク

シ

ョ

ン

・

ダ

イ

ヤ

グ

ラ

ム

三
、
研
究
体
系
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日本のナショナル・ゴール設定のファンクション･ダイヤグラム

引鑿態日科｜
（教育研究部会）

期待される日本人

を育成する

(付帯条件）

①10年後を指向

②デザインの範囲

I)インプット;学識経

験者の知識と知恵

Ⅱ）アウトプット：提言
③完成期限： 1979．2．1

|

文明的混迷の中

にある人類社会

に方向性を与え

る

国際社会におけ

る日本の役割を

明確にし、その

責任を果たす

国際性のある政治

体制を確立する

〈上位目的＞

(文明と宗教研究部会）

<基本目的＞

（総合班）

斗雷の安全を保鱸 ｜
（安全保障研究部会）

国家の安全を保障
する

’

引

斗

ｊ ’
共存共栄の経済体
制を確立する

（
総合研究部会

(経済研究部会）ワーキング・グループ

’
世界に貢献する自

主技術を開発する

(創造科学研究部会）

､

日本のナショナ

ル・ゴールを設

定する

ナショナル・ゴ

ール研究の新し

い方法論を確立

する



８
教
研
究
部
会
」
を
設
置
し
た
。

Ｚ

基
本
目
的
「
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
明
確
に
し
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
」

国
際
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
が
国
は
、
ア
メ
リ
カ
の
力
の
相
対
的
低
下
と
相
ま
っ
て
、
大
き
く
そ
の
役

割
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
く
に
激
動
す
る
国
際
情
勢
に
対
し
て
、
世
界
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
わ
が
国
の
国
力
（
経

済
的
・
政
治
的
・
軍
事
的
・
文
化
的
）
を
挙
げ
て
、
そ
の
諸
要
素
を
最
善
に
活
用
す
る
総
合
戦
略
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
わ
が
国
の
生
存
の
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識
に
基
づ
き
総
合
班
を
設
置
し
た
。

下
位
の
目
的
（
手
段
）
先
に
述
べ
た
上
位
目
的
の
実
現
を
目
指
し
つ
つ
基
本
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
次
に
掲
げ
る
六
項

目
に
つ
い
て
研
究
し
、
適
切
な
政
策
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

①
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
新
し
い
方
法
論
を
開
発
す
る
」
（
総
合
研
究
部
会
）

②
「
期
待
さ
れ
る
日
本
人
を
育
成
す
る
」
（
教
育
研
究
部
会
）

③
「
国
際
性
の
あ
る
政
治
体
制
を
確
立
す
る
」
（
政
治
研
究
部
会
）

④
「
国
家
の
安
全
を
保
障
す
る
」
（
安
全
保
障
研
究
部
会
）

⑤
「
共
存
共
栄
の
経
済
体
制
を
確
立
す
る
」
（
経
済
研
究
部
会
）

⑥
「
世
界
に
貢
献
す
る
自
主
技
術
を
開
発
す
る
」
（
創
造
科
学
研
究
部
会
）

カ
ッ
コ
内
は
担
当
す
る
研
究
部
会
名
で
あ
る
。
総
合
研
究
部
会
は
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
上
記
の
他
に
、
各
研
究
部
会

の
研
究
調
整
と
整
合
性
確
保
の
努
力
を
行
な
っ
た
。

以
上
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
基
本
構
図
と
担
当
研
究
部
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
上
位
目
的
は
、
い
わ
ば
新
文
明
の
創
造
と

~
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い
う
ビ
ジ
ョ
ン
造
り
で
あ
り
、
基
本
目
的
は
そ
れ
こ
そ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
そ
の
も
の
の
設
定
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の
成
果
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
研
究
は
今
後
も
継
続
し
、
内
容
を
補
充
す
る
と
と
も
に
時
代
の
推
移
に
応
じ
た
改
善
を
加
え
る
予
定

で
あ
る
。
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諺
現
在
の
日
本
の
政
策
の
立
て
方
を
見
る
と
、
そ
の
根
底
に
な
ん
ら
明
確
な
哲
学
も
思
想
も
戦
略
も
な
く
、
激
動
す
る
国
際
情
勢
の

中
で
た
だ
そ
の
場
限
り
の
対
応
策
を
と
る
だ
け
で
、
そ
の
た
め
大
き
な
事
件
が
生
じ
る
た
び
に
木
の
葉
の
よ
う
に
揺
れ
動
き
、
は
な

は
だ
心
も
と
な
く
見
え
る
。
そ
れ
は
長
年
、
島
国
と
し
て
世
界
か
ら
孤
立
し
、
他
国
の
侵
略
や
干
渉
を
ほ
と
ん
ど
受
け
る
こ
と
が
な

か
っ
た
過
去
の
歴
史
が
生
み
出
し
た
民
族
性
か
ら
来
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
未
来
に
向
っ
て
の
明
確
な
国
家
目
標
も
見
通
し
も
な
い
ま
ま
に
、
た
だ
他
国
の
動
き
に
受
動
的
に
追
随
し
て
い
く
と
い

う
だ
け
で
は
、
こ
の
激
変
す
る
国
際
環
境
の
中
で
た
だ
生
き
延
び
て
い
く
こ
と
す
ら
覚
束
な
く
、
ま
し
て
世
界
に
対
し
て
な
ん
ら
か

の
積
極
的
な
貢
献
を
な
す
こ
と
は
は
な
は
だ
む
ず
か
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
一
つ
一
つ
押
さ
え
る
こ
と
は
困
難
だ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
十
年
間
、
日
本
の
あ
ゆ
む
べ

き
大
体
の
方
向
性
と
、
政
策
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
基
本
的
な
原
理
・
原
則
ぐ
ら
い
は
は
っ
き
り
と
確
立
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
十
年
後
の
日
本
の
国
家
目
標
」
を
わ
れ
わ
れ
が
設
定
し
世
に
問
う
根
本
的
な
理
由
で

あ
る
。
期
間
を
「
十
年
」
に
限
定
し
た
の
は
、
世
界
情
勢
の
変
動
の
激
し
い
こ
ん
に
ち
、
そ
れ
以
上
の
長
期
の
展
望
を
持
つ
こ
と
は

む
ず
か
し
く
、
目
標
が
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
全
く
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

か
と
い
っ
て
四
、
五
年
間
の
予
測
で
は
、
あ
る
べ
き
国
家
の
姿
勢
を
見
定
め
る
の
に
あ
ま
り
に
短
き
に
過
ぎ
、
皮
相
的
な
も
の
に
堕

し
て
し
ま
う
憂
い
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
う
し
た
諸
点
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
ち
ょ
う
ど
十
年
ぐ
ら
い
の
長
さ
が
適
当
と
思
わ
れ
た

か

ら

で

あ

る

。
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あ
る
。 と

こ
ろ
で
「
十
年
」
の
展
望
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
十
年
だ
け
を
世
界
の
歴
史
の
大
き
な
流
れ
か
ら
切
り
離
し
て
と
ら
え
た
の
で

は
、
そ
の
根
深
い
最
も
本
質
的
な
特
徴
を
つ
か
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
、
数
千
年
単
位
、
数
百
年
単
位
、
数
十
年
単
位
で

の
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
把
握
し
、
そ
う
し
た
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
に
の
っ
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
十
年
間
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の

五
年
間
、
三
年
間
、
来
年
と
い
う
ふ
う
に
順
を
追
っ
て
的
を
し
ぼ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
世
界
の
歴
史
の
流
れ
は
、
と
く
に
今
日
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
不
可
分
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
し

か
し
同
時
に
、
個
々
の
文
明
民
旋
国
家
に
特
有
の
個
性
ｌ
‐
文
化
や
伝
統
ｌ
が
あ
り
~
こ
れ
を
無
視
し
た
の
で
は
空
虚
な
抽

象
論
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
世
界
全
体
と
し
て
の
流
れ
と
個
々
の
文
化
・
伝
統
と
の
双
方
を
、
立
体
的
に
統
一

し
て
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

世
界
全
体
と
し
て
の
文
明
史
的
な
流
れ
と
、
日
本
独
特
の
文
化
・
伝
統
と
の
双
方
を
考
慮
し
た
上
で
、
今
後
十
年
間
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
研
究
報
告
書
の
基
本
的
な
精
神
で
あ
り
、
ま
た
方
法
論
で

ノ



望
一
、
文
明
史
か
ら
見
た
二
十
一
世
紀
の
展
望

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
確
立
の
た
め
の
第
一
の
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
ま
ず
世
界
歴
史
全
体
と
し
て
の
文
明
史
的
見
地
に
立
っ
て
、
二
十
世

紀
か
ら
二
十
一
世
紀
に
至
る
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
根

本
と
な
る
史
観
の
確
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

史
観
に
は
、
世
界
観
と
い
う
側
面
と
方
法
論
と
い
う
意
味
と
の
二
面
が
あ
る
が
、
「
十
年
後
の
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
」

と
い
う
特
定
の
テ
ー
マ
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
こ
の
両
様
の
意
味
で
の
史
観
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
、
あ
え
て
力
説
す
る
ま
で
も
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
持
た
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
当

然
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
す
ま
せ
て
し
ま
っ
て
そ
の
実
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
問
題
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
こ

そ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
当
然
だ
と
し
な
が
ら
問
題
に
し
て
い
な
い
人
達
の
大
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
者
で
あ
っ
て
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
現
在
ま
で
に
集
め
ら
れ
た
資
料
を
基
礎
と
し
て
未
来
を
予
測
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
八
年
ま
で
過
去
十

年
間
に
日
本
の
人
口
が
ど
の
く
ら
い
増
加
し
た
か
と
い
う
事
実
を
確
か
め
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
に
他
の
要
因
を
考
慮
し
、
今

(1)史
観
の
必
要
性

史
観
の
確
立
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か
ら
十
年
後
に
日
本
の
人
口
が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
の
予
測
を
立
て
る
。
こ
の
方
法
は
人
口
の
問
題
に
限
定
す
れ
ば
効
果
が
あ
る
。

し
か
し
問
題
を
経
済
・
政
治
・
防
衛
と
い
う
ふ
う
に
拡
大
し
て
い
く
と
、
不
確
定
要
素
の
方
が
大
部
分
な
の
で
、
実
証
主
義
の
方
法

で
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
際
可
能
な
唯
一
の
や
り
方
は
、
未
来
を
現
在
そ
の
ま
ま
の
延

長
と
見
る
こ
と
で
、
こ
れ
で
は
世
界
観
と
し
て
も
方
法
論
と
し
て
も
役
に
は
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
史
観
の
確
立
を
「
当
然
」
と

す
る
も
の
の
考
え
方
は
、
結
局
未
来
を
現
在
の
延
長
と
み
な
す
原
始
的
な
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
当
然
」
で
な
い
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
誤
謬
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
証
主
義
が
世
界
観
と
し
て
の
史
観
に
も
、
方
法
論
に
も
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
史
観

を
持
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
漠
然
と
考
え
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
史
観
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
非
常
に
部
分
的
で
不

完
全
で
あ
り
、
世
界
や
歴
史
を
総
合
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
後
に
述
べ
る
も
の
を
除
け
ば
、
総
合
的
史
観
の
名

に
あ
た
い
す
る
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
以
外
に
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詩
人
で
あ
り
、
優
れ
た
文
芸
批
評
家
で
も
あ
る
吉
本
隆
明
氏
は
東
京
大
学
助
教
授
、
樺
山
紘
一
氏
と
の
対
話
に
お
い
て
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
系
譜
が
や
ろ
う
と
し
て
き
た
以
外
の
思
想
で
世
界
の
総
合
把
握
性
の
よ
う
な
も
の
は
、
考
え
ら
れ

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
単
に
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
総
合
的
な
世
界
史
的
な
把
握
ｌ
市
民
社
会
か
ら

国
家
、
あ
る
い
は
も
っ
と
言
い
ま
す
と
そ
の
中
の
主
体
、
個
人
意
志
と
か
意
識
、
そ
う
い
う
も
の
に
至
る
ま
で
の
総
合
的
把
握

と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
的
方
法
以
外
に
は
不
可
能
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ぼ
く
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

へ
ｌ
ゲ
ル
Ｉ
マ
ル
ク
ス
史
観



記
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
多
少
表
現
に
誇
張
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
こ
の
立
論
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
全
面
的
に

否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
史
観
ほ
ど
総
合
的
に
世
界
と
歴
史
を
把
握
す
る
史
観

は
事
実
ほ
か
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
第
一
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
の
史
観
が
他
の
追
随
を

許
さ
な
い
の
は
、
そ
の
優
れ
た
「
科
学
性
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
彼
等
の
信
念
の
強
さ
ｌ
哲
学
者
と
し
て
の
エ
ー
ト
ス
の
強
烈

さ
１
１
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
は
「
科
学
的
社
会
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
適
当
な
呼
称
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
史
観
は

科
学
で
は
な
く
哲
学
の
分
野
に
属
す
る
こ
と
で
、
そ
の
哲
学
の
基
礎
は
エ
ー
ト
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ヘ
ー
ゲ
ル

の
史
観
を
「
科
学
的
」
と
は
言
わ
な
い
。
「
科
学
的
」
な
の
は
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
の
み
だ
と
言
う
。
で
は
ど
こ
に
そ
の
相
違
が

あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
「
精
神
」
の
発
展
と
見
た
の
に
対
し
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
を
「
物
質
」
の
発
展
と
見
た
。

こ
の
点
が
「
科
学
的
」
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

あ
る
意
味
に
お
い
て
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
い
わ
ゆ
る
「
唯
物
論
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
一

度
も
物
質
が
物
質
と
し
て
歴
史
の
原
動
力
に
な
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
歴
史
の
原
動
力
と
な
る
の
は
生
産
力
、
も
し
く
は
生
産
諸

力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
社
会
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
「
物
質
」
は
非
常
に
精
神
化
さ
れ
た
物
質
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
唯
物
論
者
の
い
う
物
質
で
は
な
い
。
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
ど
う
し
て
「
物
質
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
分

か
ら
な
い
が
、
こ
の
「
物
質
」
と
い
う
言
葉
が
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
を
「
科
学
的
」
と
呼
ぶ
口
実
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
口
実
に
過
ぎ
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
物
質
は
決
し
て
本
来
の
意
味
で
の
物
質
で
は
な
い
。
故
に
マ
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ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
お
け
る
「
唯
物
」
を
あ
ま
り
重
要
視
す
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
吉
本
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
ヘ
ー
ゲ

ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
」
と
両
者
を
一
体
の
も
の
と
し
て
規
定
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
う
と
ら
え
れ
ば
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
ｉ
マ
ル
ク
ス

史
観
の
優
秀
性
は
、
「
科
学
性
」
な
ど
と
い
っ
た
見
当
違
い
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
強
烈
な
エ
ー

ト
ス
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ｉ
マ
ル
ク
ス
史
観
の
驚
く
べ
き
総
合
性
が
何
に
由
来
す
る
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
が
非
凡
な
頭
脳
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
つ
と
根
本
的
原
因
は
こ
の
二
人

の
エ
ー
ト
ス
、
す
な
わ
ち
き
わ
め
て
強
烈
な
性
格
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。
い
ず
れ
も
徹
底
的
思
想
家
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
以
上

に
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
情
熱
的
な
実
践
家
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
場
合
と
く
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
割
合
い
気
づ
か
れ
て
お
ら
ず
、
時
に
は
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
逆
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
実
は
実
践
家
こ
そ

総
合
的
で
あ
り
、
ま
た
総
合
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
践
に
関
心
の
な
い
い
わ
ゆ
る
「
理
論
家
」
は
、
研
究
の
都
合

に
よ
っ
て
分
析
し
、
ま
た
分
析
し
た
ま
ま
で
ほ
う
っ
て
お
い
て
も
矛
盾
と
感
じ
な
い
で
す
む
が
、
実
践
家
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
て
い

ら
れ
な
い
。
実
際
、
問
題
が
迫
っ
て
来
た
場
合
に
「
そ
れ
は
専
門
違
い
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
逃
げ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
「
専
門
」
で

も
「
非
専
門
」
で
も
、
来
た
も
の
は
処
理
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
実
践
家
は
総
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
が
総
合
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
実
践
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
は
哲
学
で
あ
り
、
宗
教
で
あ
り
、
経
済
学
で
あ
り
、
政
治
学
で
あ
り
、
戦
略
戦
術
で
も
あ
る
と
い
う

の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
そ
う
い
う
総
合
性
を
備
え
て
い
な
い
他
の
学
問
は
、
そ
れ
だ
け
非
実
践
的
だ
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
彼
ら
は
「
専
門
」
と
「
非
専
門
」
と
に
分
け
、
理
論
と
実
践
と
を
切
り
離
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
「
学
問
的
」
な
の
だ
と



お
錯
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
分
析
は
総
合
の
一
過
程
で
あ
り
、
理
論
と
実
践
と
の
区
別
は
便
宜
的
な
も
の
で
、
両
者
は
実
は

不
可
分
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
た
迷
妄
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
吉
本
氏
が
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
の
史

観
を
「
唯
こ
の
史
観
と
ま
で
絶
讃
し
て
い
る
こ
と
に
同
意
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
「
弁
証
法
」
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
。
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
唯
物
弁
証
法
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
史
観
は

唯
心
的
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
に
お
い
て
こ
の
唯
物
、
唯
心
の
区
別
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
・
両
者
に
共
通
で
、

し
か
も
き
わ
め
て
重
要
な
の
は
、
方
法
論
的
な
「
弁
証
法
」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
実
在
は
正
、
反
、
合
の

過
程
で
発
展
す
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
が
、
そ
の
実
在
は
人
格
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
非
人
格
的
な
も
の

か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
仏
教
そ
の
他
、
東
洋
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
見
え
、
彼
の
「
実
在
」
観
念
は
お
お
む
ね
非
人
格
的
で
あ
る
。

そ
の
点
が
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
神
を
絶
対
に
認
め
て
は
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
者
に
は
ま
こ
と
に
都
合
が
よ
い
の
で
、
そ
れ
に
と
び

つ
い
た
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
へ
ｌ
ゲ
ル
が
、
一
方
に
お
い
て
は
神
を
認
め
つ
つ
、
他
方
そ
れ
と
同
義
で
あ
る
べ
き
実
在
を
と
く
に
非
人

格
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
哲
学
の
問
題
で
は
な
く
、
心
理
学
の
問
題
で
あ
る
。
察
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
時

代
の
子
で
あ
る
か
ら
、
理
性
時
代
の
影
響
を
受
け
、
人
格
神
を
内
心
で
は
信
じ
つ
つ
も
そ
れ
を
公
け
に
認
め
る
こ
と
は
狐
疑
逵
巡
し

て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
仏
教
哲
学
の
支
持
を
受
け
て
、
実
在
を
非
人
格
扱
い
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
れ
は
、
静
よ
り
は
動
を
重
要
視
す
る
弁
証
法
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
不
徹
底
な
考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
。
唯
物
、
唯

心
の
区
別
を
超
え
て
、
弁
証
法
を
貫
い
て
い
け
ば
そ
れ
は
最
後
の
段
階
に
お
い
て
、
「
生
け
る
神
」
に
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ

聖
書
史
観
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で
は
な
ぜ
面
倒
な
迷
路
を
た
ど
ら
ず
に
、
人
格
神
を
明
瞭
に
認
め
る
と
こ
ろ
に
ま
で
行
か
な
か
っ
た
の
か
。
聖
書
学
者
と
し
て
は
ほ

と
ん
ど
最
高
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
故
渡
辺
善
太
氏
は
、
そ
の
著
『
教
会
と
政
治
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
聖
書
全
体
の
ｌ
旧
新
約
と
も
Ｉ
神
学
的
発
展
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
『
神
と
キ
リ
ス
ト
』
対
『
悪
霊
』
の
闘
争
だ
と
い
う
感

じ
を
も
た
せ
ら
れ
る
。
こ
の
『
悪
霊
』
と
い
う
表
現
は
、
今
日
の
歴
史
的
研
究
に
親
し
ん
だ
人
々
に
は
、
神
話
的
に
ひ
び
く
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
根
源
的
宇
宙
的
『
悪
』
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
を
『
悪
霊
』

と
言
わ
な
い
で
、
現
代
的
表
現
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
言
語
的
牽
引
力
に
よ
る
知
的
誘
惑
に
よ
っ
て
、
い
つ
か
論

述
が
聖
書
的
本
質
と
離
れ
、
い
わ
ゆ
る
現
代
的
な
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
を
、
六
十
五
年
間
の
、
聖
書
に
親
し
ん
だ
経
験
と
、

そ
の
立
場
か
ら
、
知
る
限
り
の
聖
書
学
者
お
よ
び
神
学
者
の
間
に
、
こ
の
事
実
の
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
き
た
。
私

自
身
が
こ
れ
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
神
話
的
だ
と
い
う
批
評
や
非
難
を
覚
悟
し
た
上
で
、
こ
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
」

渡
辺
善
太
氏
と
同
様
に
、
「
神
話
的
」
で
あ
る
と
か
神
が
か
り
で
あ
る
と
い
う
批
評
や
非
難
を
覚
悟
の
上
で
、
歴
史
を
「
神
と
悪

霊
と
の
闘
争
史
」
だ
と
見
よ
う
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
「
善
悪
の
闘
争
」
な
ど
と
言
い
か
え
て
は
い
け
な
い
。
善
、
悪
は
抽
象
的
理
念

で
あ
る
と
共
に
社
会
的
理
念
で
あ
る
。
社
会
的
理
念
だ
と
い
う
こ
と
は
道
徳
的
理
念
だ
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
、
相
対
的
で
あ
り
、

時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
百
年
前
の
善
は
必
ず
し
も
今
日
の
善
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悪
で
あ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
故
に
、
歴
史
を

こ
の
よ
う
な
相
対
的
な
意
味
を
持
つ
「
善
悪
」
の
闘
争
と
見
る
の
は
、
自
己
矛
盾
に
陥
る
危
険
が
あ
る
の
で
こ
の
立
場
を
と
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
と
同
様
に
、
歴
史
を
「
闘
争
」
の
過
程
だ
と
見
る
が
、
し
か
し
階
級
闘
争
で
は
な
い
。
神
と
悪
霊
と
の
闘
争
で
あ
る
と

見
る
。
マ
ル
ク
ス
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
終
局
の
勝
利
を
信
じ
た
よ
う
に
、
神
の
終
局
の
勝
利
を
信
じ
る
。
神
は
必
ず
勝
つ
が
、
そ
の

よ
う
に
信
じ
て
戦
う
私
自
身
は
必
ず
勝
つ
と
は
い
え
な
い
。
戦
い
で
あ
る
以
上
、
敗
北
す
る
可
能
性
も
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。
故
に



釦
必
死
で
あ
り
、
危
険
で
も
あ
る
。

こ
の
史
観
１
１
便
宜
上
、
こ
れ
を
「
聖
書
史
観
」
と
呼
称
し
よ
う
１
１
は
、
神
の
摂
理
の
存
在
を
信
ず
る
。
故
に
、
過
去
に
お
い

て
人
智
に
は
不
可
解
な
こ
と
が
種
々
生
起
し
た
よ
う
に
、
今
後
に
お
い
て
も
不
可
解
な
こ
と
が
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
信
ず
る
。

合
理
的
説
明
を
可
能
な
限
り
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
無
理
に
こ
じ
つ
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
不
可
解
は
不
可
解
と
認
め
る
。
こ

れ
が
学
問
的
態
度
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
独
断
を
慎
し
む
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
到
る
と
こ
ろ
で
聖
書
史
観
を
振
り
ま
わ
し
て
そ
の

押
し
売
り
を
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
点
が
唯
物
史
観
を
押
し
売
り
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
史
観

は
、
わ
れ
わ
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
全
体
の
う
ち
に
大
き
く
流
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
本
章
、
す
な
わ
ち
「
太
平
洋
時

射

し

て

代
の
到
来
」
に
そ
の
姿
を
現
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
姿
を
か
く
し
て
表
に
現
れ
な
い
。
し
か
し
姿
を
か
く
し
て
も
存

在
す
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
雲
に
お
お
わ
れ
て
も
富
士
山
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

世
界
的
・
歴
史
的
な
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
土
台
と
し
て
「
十
年
後
の
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
」
を
設
定
す
る
に
は
、
そ
の
基

礎
と
し
て
、
⑩
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
に
足
り
る
明
確
で
信
頼
の
お
け
る
史
観
の
確
立
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。
ま
た
そ
れ
は
、
②
世

界
的
・
歴
史
的
規
模
の
実
践
に
役
立
つ
よ
う
な
総
合
的
な
も
の
ｌ
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
に
対
応
す
る
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ

ル
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
③
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
の
よ
う
に
、
矛
盾
・
対
立
・
闘
争
を
も

歴
史
の
規
定
要
因
を
め
ぐ
っ
て

付

記

ｰ
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っ
て
こ
の
世
界
の
根
本
原
理
、
人
間
の
本
質
と
見
る
弁
証
法
的
世
界
観
な
い
し
方
法
に
よ
っ
た
の
で
は
、
な
に
よ
り
も
人
格
的
存
在

で
あ
る
人
間
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
三
点
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
間
に
広
範
な
合
意
が
あ

る
。
し
か
し
そ
の
細
部
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
完
全
に
意
見
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
は
、
実
践
の
ほ
ぼ
全
領
域
を
網
羅
す
る
総
合
性
を
備
え
た
史
観
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
一
番
根
本
的
な
問
題
点
は
、
現
実
の
人
間
相
互
間
（
あ
る
い
は
人
間
の
諸
集
団
・
社
会
・
階
層
相
互
間
）
の
矛
盾
・

対
立
・
闘
争
が
そ
の
ま
ま
、
弁
証
法
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
る
歴
史
的
必
然
性
に
従
っ
て
、
理
想
的
な
い
わ
ば
「
予
定
調
和
」

に
導
か
れ
て
い
く
と
い
う
安
易
で
没
倫
理
的
な
信
念
を
土
台
と
し
て
築
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
自
分
自
身
の
あ

り
方
、
あ
る
い
は
相
互
の
人
間
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
根
本
か
ら
の
深
刻
な
反
省
と
改
革
が
な
い
限
り
、
願
う
理
想
状
態
に
到
達

す
る
こ
と
は
永
遠
に
不
可
能
だ
と
い
う
倫
理
的
意
識
が
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
全
く
欠
如
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
、
へ
ｌ
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
史
観
が
、
歴
史
の
流
れ
を
に
な
う
実
在
、
本
質
を
「
非
人
格
的
な
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
た
と

こ
ろ
に
根
本
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
の
規
定
要
因
を
情
意
的
な
も
の
を

含
め
た
「
全
人
格
的
な
も
の
」
と
し
て
見
直
す
必
要
が
出
て
来
る
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
の
間
で
ほ
ぼ
合
意
が
得
ら
れ
る

が
、
そ
の
あ
と
は
人
に
よ
っ
て
若
干
、
立
場
や
力
点
の
相
違
が
出
て
来
る
。

そ
の
第
一
は
、
歴
史
を
規
定
す
る
「
全
人
格
的
」
な
要
因
を
、
単
な
る
個
々
の
人
間
の
人
格
的
要
素
の
総
体
と
み
な
す
か
（
こ
の

場
合
に
は
無
神
論
的
な
史
観
と
な
る
）
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に
そ
の
奥
に
そ
れ
ら
の
諸
人
格
の
究
極
な
根
源
と
し
て
人
格
神
の
存
在
と

支
配
を
認
め
、
そ
の
人
格
神
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
歴
史
を
見
つ
め
、
歴
史
の
理
解
な
ら
び
に
そ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
実

践
上
の
指
針
を
得
よ
う
と
す
る
か
（
こ
の
場
合
に
は
有
神
論
的
な
史
観
と
な
る
）
と
い
う
立
場
の
相
違
で
あ
る
。
第
二
は
、
歴
史
の



露
規
定
要
因
を
全
人
格
的
な
も
の
だ
と
と
ら
え
る
と
い
う
点
に
中
心
を
置
き
、
そ
の
「
人
格
的
統
一
性
」
を
強
調
す
る
立
場
に
立
つ
か
、

そ
れ
と
も
、
あ
る
べ
き
人
間
の
理
想
状
態
と
そ
れ
か
ら
の
へ
だ
た
り
（
こ
れ
は
古
来
、
「
善
悪
」
と
い
う
対
立
概
念
で
表
示
さ
れ
る

の
が
一
般
で
あ
る
）
と
い
う
「
倫
理
的
価
値
基
準
」
と
の
関
係
を
強
調
す
る
立
場
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
で
、
史
観
の
あ
り
方
に
つ

い
て
具
体
的
・
積
極
的
な
見
解
が
披
瀝
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
点
が
主
た
る
論
争
点
と
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー

ル
研
究
総
合
班
の
代
表
的
見
解
と
し
て
示
し
た
上
記
の
史
観
（
松
下
氏
）
は
、
こ
の
う
ち
有
神
論
で
、
か
つ
人
格
的
統
一
性
を
と
く
に

強
調
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
倫
理
的
価
値
基
準
と
の
関
係
に
お
い
て
歴
史
を
見
る
こ
と
を
重
視
す
る
い
ま
一

つ
の
有
力
な
見
解
は
、
人
類
の
歴
史
を
「
善
悪
闘
争
史
」
と
見
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
後
者
に
対
し
て
松
下
氏
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
世
界
の
創
造
主
で

あ
る
人
格
神
の
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
意
志
と
そ
れ
に
対
立
す
る
「
悪
霊
」
の
意
志
〈
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
も
の
で

は
な
く
生
け
る
実
体
、
生
き
も
の
と
見
ら
れ
る
）
と
の
闘
争
を
中
心
と
し
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
意
志
は
人
智
を
も
っ
て
完
全
に
定

式
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
善
悪
」
と
い
う
概
念
は
こ
う
い
う
生
き
て
は
た
ら
く
意
志
を
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
は
不
適

切
な
死
ん
だ
抽
象
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
も
の
故
、
こ
の
よ
う
な
相
対
的
な
概
念
を
基
準
と
し
て
歴
史
を
判
断

す
れ
ば
、
判
断
が
絶
え
ず
ぐ
ら
つ
き
、
時
に
は
判
断
が
逆
転
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
た
め
危
険
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
話
的
だ
と

見
ら
れ
て
も
い
い
か
ら
、
「
神
と
悪
霊
と
の
闘
争
史
」
、
あ
る
い
は
も
っ
と
簡
略
に
「
聖
書
史
観
」
と
い
う
名
称
を
付
す
る
方
が
優

確
か
に
こ
の
史
観
確
立
の
方
法
は
、
独
断
を
避
け
、
不
可
解
な
も
の
に
対
す
る
判
断
の
保
留
を
要
請
し
、
意
見
や
仮
説
の
多
様
性

と
修
正
を
原
理
的
に
容
認
す
る
と
い
う
、
慎
重
で
学
問
的
な
態
度
と
両
立
す
る
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
る
。
反
面
、
あ
ま
り
に
も
無

っ
て
い
る
と
。
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規
定
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
を
は
っ
き
り
と
断
定
す
る
共
産
主
義
思
想
に
対
し
て
、
と
も
す
れ
ば
対
応
に
（
と
く
に
主
体
的
な
思
考

力
が
十
分
で
な
い
場
合
）
あ
い
ま
い
さ
が
生
じ
、
明
蜥
さ
と
迫
力
を
欠
い
た
も
の
と
な
る
と
い
う
欠
点
も
あ
る
。

さ
て
、
松
下
氏
の
こ
の
神
話
的
方
法
は
日
本
に
お
い
て
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
西
欧
に
お
い
て
は
む
し
ろ
普
通
の
や

り
方
で
、
そ
の
典
型
を
ト
イ
ン
ビ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
史
観
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
史
観
で
は
な
い
が
、
フ
ロ
イ
ト
な
ど
の

精
神
分
析
に
も
こ
の
神
話
的
方
法
が
随
所
に
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
）

そ
れ
に
対
し
て
、
共
産
主
義
と
の
厳
し
い
対
決
を
行
な
い
続
け
た
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ッ
イ
ン
は
、
共
産
主
義
と
思
想
面
で
闘
う
に
あ

た
っ
て
「
善
悪
」
の
概
念
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
力
説
し
て
い
る
。

「
共
産
主
義
は
自
身
が
、
す
べ
て
の
絶
対
的
な
道
徳
観
念
を
排
斥
す
る
と
い
う
事
実
を
か
く
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
あ

ら
ゆ
る
〃
善
″
と
〃
悪
″
に
関
す
る
概
念
を
議
論
の
余
地
の
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
噸
笑
す
る
。
共
産
主
義
は
道
徳
を
相
対
的

な
も
の
、
階
級
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
．
．
：
：
環
境
と
政
治
的
状
況
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
行
動
も
、
殺
人
も
、
数
千

人
も
の
人
び
と
を
殺
す
こ
と
さ
え
も
、
善
で
あ
り
得
る
し
、
悪
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
：
…
・
共
産
主
義
は
、
全
世
界
に
善
悪

の
相
対
性
に
対
す
る
信
仰
を
伝
染
さ
せ
、
多
く
の
人
び
と
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
。
進
歩
的
な
人
び
と
に
は

〃
善
″
と
か
〃
悪
″
と
か
い
う
言
葉
を
ま
じ
め
に
使
う
こ
と
自
体
が
こ
っ
け
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
共
産
主
義
は
す
べ

て
の
人
に
、
こ
う
考
え
る
こ
と
を
し
み
こ
ま
せ
よ
う
と
は
か
っ
て
き
た
が
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
善
悪
の
観
念
が
奪
わ
れ
た
ら
、

一
体
何
が
残
る
と
い
う
の
か
。
互
い
に
ご
ま
か
し
合
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
動
物
の
段
階
ま
で
落
ち
て
行
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。
」

（
「
煉
獄
か
ら
の
証
言
」
一
九
七
五
年
八
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
公
開
演
説
）
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鍵
「
善
悪
」
の
概
念
規
定

こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、
善
悪
の
概
念
を
、
性
急
に
固
定
化
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
考
え
も
の
だ
が
、
同
時
に
反
面
、
あ
ま

り
に
そ
の
「
相
対
性
」
を
強
調
し
て
こ
の
概
念
枠
で
歴
史
を
評
価
す
る
努
力
を
全
く
放
棄
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
れ
以
上
に
不
毛
の

結
果
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
人
間
的
な
思
考
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
常
に
修
正
と
再
考

の
余
地
が
残
さ
れ
た
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
自
覚
し
た
上
で
、
な
お
で
き
る
限
り
有
意
味
な
「
善
悪
」
の
概
念
規

定
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

上
記
の
聖
書
史
観
と
善
悪
闘
争
史
観
と
は
、
神
の
意
志
と
一
致
す
る
方
向
へ
向
か
う
行
為
を
善
、
そ
れ
と
対
立
す
る
方
向
の
行
為

を
悪
と
定
義
す
れ
ば
、
両
者
は
矛
盾
な
く
一
致
す
る
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
「
善
悪
」
の
概
念
の
所
属
す
る
生
き
た
主
体
だ
け
を
明
確

に
し
、
し
か
る
の
ち
、
徐
々
に
試
行
錯
誤
的
に
そ
の
善
悪
の
内
容
の
具
体
的
な
定
式
化
へ
と
進
む
と
い
う
二
段
階
の
定
義
方
法
に
よ

り
、
こ
の
両
者
の
長
所
を
と
も
に
生
か
す
よ
う
に
試
み
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
神
の
意
志
と
結
び
つ
け
て
善
悪
の
定
義
を
行
な
え
ば
、
た
と
え
ば
、
神
の
こ
と
ば
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
聖
書
の
記
述

を
判
断
の
基
準
と
す
る
伝
統
を
持
ち
、
基
本
的
に
は
神
を
中
心
と
し
、
神
の
意
志
に
従
お
う
と
い
う
志
向
を
持
つ
欧
米
の
ユ
ダ
ャ
ー

キ
リ
ス
ト
教
思
想
ｌ
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
は
、
絶
対
善
の
方
向
と
は
ぴ
っ
た
り
一
致
し
な
い
と
し
て
も
、
相
対
的
に
は
善
の
側
に
近
い

と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
意
志
よ
り
は
人
間
自
体
の
自
由
意
志
を
尊
重
す
る
志
向
を
持
つ
ギ
リ
シ
ャ
ー
ロ
ー
マ
型

思
想
ｌ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
は
、
時
代
に
よ
り
好
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
善
（
神
）
の
側
か
ら
は
遠
い
と
す
る
見
方
も
成
り
立
ち
え
よ

う
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
以
外
の
文
明
圏
で
の
宗
教
対
反
宗
教
の
闘
争
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
こ
の
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ょ
う
な
歴
史
の
見
方
は
一
つ
の
見
解
、
仮
説
に
過
ぎ
ず
、
合
意
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
線
で
見
解
を
統
一
し
よ
う

と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
単
に
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
史
観
の
、
一
つ
の
あ
り
う
べ

き
展
開
の
方
向
を
例
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

な
お
、
聖
書
史
観
も
善
悪
闘
争
史
観
も
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
あ
る
い
は
そ
の
原
典
で
あ
る
聖
書
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
、
キ
リ

ス
ト
教
文
明
圏
で
あ
る
欧
米
に
お
い
て
は
別
段
変
っ
た
考
え
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
統
的
・
常
識
的
な
考
え
方
に
属
す
る
。
し
か

し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
全
人
口
の
一
％
に
も
満
た
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
か
な
り
違
和
感
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
日
本
に
お
い

て
は
少
数
派
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
発
想
で
、
な
ぜ
史
観
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
は
、
人
間
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
犯
罪
的
素
質
に
つ
い
て
、
聖
書
ほ
ど
妥
協
な
く
厳
し
く
見
つ
め
た
思
想
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
罪
思
想
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
民
族
神
そ
の
他
、
部
分
的
一
面
的
な
も
の
を
行
動
の
目
的
や
根
拠
と
し
て
立
て

た
り
信
仰
し
た
り
せ
ず
、
唯
一
の
全
宇
宙
、
全
人
類
の
根
源
で
あ
る
創
造
神
を
そ
の
思
想
の
中
心
に
お
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
思

想
に
世
界
性
・
普
遍
性
が
あ
り
、
ま
た
現
実
に
も
世
界
全
域
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル

ー
マ
ル
ク
ス
史
観
に
対
抗
で
き
る
ほ
ど
の
史
観
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
民
族
・
国
家
を
超
え
た
世
界
性
・
普
遍
性
と
と
も
に
、
と

く
に
マ
ル
ク
ス
が
無
視
し
た
人
間
の
倫
理
性
・
宗
教
性
を
深
く
追
求
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
聖
書
思
想
以
外
に
こ
う
し
た
史
観
を
確
立
し
う
る
も
の
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
史
観

の
確
立
に
は
種
々
の
思
想
的
源
泉
や
方
法
が
あ
り
う
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
期
待
す
る
。
ま
た
か
り
に
聖
書
思
想
を
土
台
と
す
る
史
観

を
立
て
て
も
、
日
本
に
お
い
て
は
当
然
、
日
本
固
有
の
文
化
・
伝
統
を
十
分
に
踏
ま
え
た
理
論
構
成
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
役
に
立
つ

も
の
と
は
な
り
え
ま
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
具
体
的
に
考
察
す
る
。

！
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こ
れ
は
科
学
的
実
証
や
技
術
的
実
践
に
価
値
の
中
心
が
置
か
れ
た
文
明
だ
と
い
う
点
で
、
西
欧
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
は
対

立
す
る
一
面
も
見
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
大
き
く
見
れ
ば
、
世
界
を
造
物
主
と
被
造
物
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
主
従
の
対
立
関
係
と
し

て
と
ら
え
、
世
界
に
対
す
る
支
配
力
の
増
大
を
神
の
祝
福
と
し
て
肯
定
的
に
見
る
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
・
価
値
観
が
そ
の
土
台
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
伝
統
の
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

西
欧
文
明
は
ロ
ー
マ
以
来
、
東
洋
（
黄
色
人
種
）
か
ら
興
っ
た
ユ
ダ
ャ
ー
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
１
１
へ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
、
西
洋
（
白

色
人
種
）
の
ギ
リ
シ
ャ
ー
ロ
ー
マ
的
伝
統
１
１
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
が
、
一
面
統
合
、
一
面
対
立
の
緊
張
し
た
関
係
の
も
と
に
今
日
ま
で

発
展
し
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
科
学
技
術
の
発
展
は
そ
の
う
ち
、
中
世
で
は
従
の
立
場
に
あ
っ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
合
理
主
義
的
伝
統

が
強
く
表
面
に
出
、
そ
こ
に
ゲ
ル
マ
ン
民
族
特
有
の
個
人
主
義
的
・
物
質
的
・
実
践
的
性
格
が
加
味
さ
れ
て
生
じ
て
来
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。

西
欧
世
界
に
端
を
発
し
、
い
ま
や
全
世
界
へ
と
波
及
す
る
に
至
っ
た
「
近
代
文
明
」
の
一
番
基
本
的
な
特
徴
は
「
分
化
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
科
学
技
術
発
展
の
著
し
さ
と
い
う
こ
と
が
、
他
の
い
ず
れ
の
時
代
と
も
区
別
さ
れ
る
き
わ
立

っ
た
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

(2)東
洋
文
明
の
見
直
し

世
界
史
的
観
点
か
ら
見
た
歴
史
の
動
向

ｌ
科
学
か
ら
再
び
宗
教
へ
Ｉ
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し
か
し
、
こ
の
近
代
科
学
技
術
文
明
は
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
、
次
第
に
行
き
づ
ま
り
と
衰
退
の
傾
向
を
示
し
は
じ
め
て
い
る
。

そ
れ
は
近
代
文
明
特
有
の
事
実
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
理
想
を
軽
視
し
、
目
に
見
え
る
物
質
的
な
も
の
を
重
ん
じ
て
目
に
見
え
ぬ
精
神

面
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
欠
陥
が
表
面
化
し
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

人
間
は
肉
体
を
も
っ
て
自
然
界
に
生
き
る
現
実
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
事
実
面
・
物
質
面
の
配
慮
が
必
要
で
あ

る
が
、
反
面
、
精
神
を
も
っ
て
価
値
と
理
想
に
向
っ
て
生
き
る
存
在
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
夢
や
ロ
マ
ン
、
詩
、
芸
術
と
い
っ
た
側

面
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
科
学
技
術
文
明
は
そ
の
う
ち
前
者
に
比
重
を
置
き
過
ぎ
た
た
め
に
、
青
年
に
夢
や
う
る
お
い
が
な
く
な
り

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や
非
行
、
自
殺
が
増
大
す
る
と
い
う
憂
う
べ
き
傾
向
が
生
じ
て
来
て
い
る
。

ま
た
、
あ
ま
り
に
も
急
激
な
進
歩
発
展
に
適
応
で
き
な
く
な
り
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
目
標
を
見
失
う
。
忙
し
過
ぎ

て
自
分
が
な
ん
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
を
じ
っ
く
り
つ
き
つ
め
て
考
え
る
心
の
ゆ
と
り
が
な
い
。
職
業
や
知
識
が
非
常
に
専
門

化
し
て
全
体
像
が
見
え
な
く
な
り
、
人
格
と
し
て
の
統
一
も
失
わ
れ
て
、
個
々
ば
ら
ば
ら
の
無
関
係
な
個
人
に
分
解
さ
れ
て
い
く
な

ど
と
い
っ
た
欠
陥
も
大
き
く
現
れ
て
来
て
い
る
。
人
々
の
心
は
分
裂
症
状
を
き
た
し
て
精
神
的
に
空
虚
、
孤
独
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
Ｉ
精
神
状
況
か
ら
、
再
び
社
会
的
統
一
と
精
神
的
充
実
を
求
め
て
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
宗
教
が
再
び
渇
望
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
か
ら
科
学
へ
と
向
っ
た
近
代
文
明
は
再
び
宗
教
へ
と
回
帰
し
て
い
く
趨
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

西
洋
の
物
質
文
明
か
ら
東
洋
の
精
神
文
明
へ
の
回
帰
、
両
者
の
精
神
面
を
主
体
と
す
る
統
一
へ
の
志
向
の
現
れ
と
も
見
ら
れ
る
。

西
洋
の
文
明
は
個
人
主
義
的
・
物
質
主
義
的
・
分
析
的
・
合
理
的
・
帰
納
的
・
対
立
的
・
科
学
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
の

文
明
は
全
体
的
・
精
神
主
義
的
・
総
合
的
・
信
仰
的
・
演
繰
的
・
調
和
的
・
哲
学
的
で
あ
る
。
一
人
格
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
全

体
と
し
て
の
調
和
あ
る
統
一
を
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
両
方
の
要
素
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
後
者
の
面
が
主
体
と
な
ら
な
け 、
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れ
ば
そ
れ
は
安
定
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
動
的
調
和
へ
向
っ
て
の
動
き
が
、
科
学
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
再
び
宗
教
的
な

も
の
へ
戻
ろ
う
と
す
る
志
向
、
ま
た
、
西
洋
文
明
に
足
場
を
置
き
つ
つ
再
び
東
洋
文
明
へ
の
見
直
し
と
な
っ
て
現
れ
て
来
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
が
数
百
年
単
位
で
見
た
歴
史
の
大
き
な
う
ね
り
で
あ
る
。

現
代
を
世
界
史
の
文
明
発
展
の
歴
史
的
過
程
か
ら
考
察
す
る
と
、
す
で
に
十
九
世
紀
の
中
頃
か
ら
近
代
西
欧
社
会
の
行
詰
ま
り
の

兆
候
が
あ
ら
わ
れ
始
め
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
新
鮮
な
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
国
家
の
参
加
に
よ
っ
て
再
生

へ
の
活
力
を
得
た
が
、
二
十
世
紀
後
半
に
至
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
つ
く
り
あ
げ
た
高
度
の
科
学
技
術
文
明
そ
の
も
の
が
人
類
の
地
球

的
共
存
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
脅
威
を
も
た
ら
す
面
が
出
て
来
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
近
代
文
明
と
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
高
度
に
発
達
し
た
科
学
技

術
文
明
と
を
包
含
し
た
欧
米
文
明
は
大
き
な
壁
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ョ
－
口
シ
バ
と
ア
メ
リ
カ
と
を
含
め

た
大
西
洋
文
化
圏
が
世
界
史
を
牽
引
す
る
主
役
の
座
を
明
け
渡
す
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

古
来
、
世
界
史
の
発
達
を
見
る
と
、
世
界
史
を
牽
引
す
る
文
明
の
主
役
に
は
幾
度
か
の
変
遷
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
黄
河
、
ガ
ン
ジ
ス
河
、
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
、
ナ
イ
ル
河
な
ど
の
河
川
の
流
域
に
発
生
し
た
人
類
の
文
明
は
、

つ
ぎ
の
時
代
に
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
や
エ
ジ
プ
ト
を
包
む
地
中
海
文
明
を
つ
く
り
出
し
た
。
や
が
て
地
中
海
文
明
の
成
熟
は
ア
ル

(3)太
平
洋
時
代
の
到
来

二
十
一
世
紀
へ
の
歴
史
の
胎
動



長
し
か
ら
ば
、
果
た
し
て
文
明
史
上
の
太
平
洋
時
代
が
到
来
す
る
と
見
な
す
こ
と
の
出
来
る
可
能
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ

菫
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
第
一
に
交
通
、
通
信
の
飛
躍
的
な
発
展
に
よ
っ
て
広
大
な
太
平
洋
の
地
理
的
条
件
が
極
端
に
短
縮
さ
れ
、
環
太
平
洋
に
一
つ
の
文

部獅
明
圏
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
の
基
本
的
条
件
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
太
平
洋
は
東
洋
と
西
洋
、

ま
た
は
ア
ジ
ア
と
ア
メ
リ
カ
を
結
ぶ
上
で
の
大
き
な
地
理
的
障
害
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
に

詔
至
っ
て
、
ま
ず
、
こ
の
地
理
的
障
害
と
し
て
の
基
本
的
性
格
が
大
き
く
変
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
・
し
か
も
こ
の
基
本
的
性
格
が
変

第1部第二章長 期ビジョンの設定

ブ
ス
山
脈
を
越
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
拡
大
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
基
盤
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
成
立
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
大
陸
国
家
と
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
海
洋

国
家
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
め
ぐ
る
海
洋
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
交
通
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。

そ
の
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
文
明
の
海
外
へ
の
溢
出
が
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
の
発
見
で
あ
り
、
北
・
中
・
南
米
諸
国
の
成
立
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
二
十
世
紀
以
後
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
で
育
っ
て
来
た
ア
メ
リ
カ
文
明
と
融
合
し
て
、

大
西
洋
文
明
を
つ
く
り
あ
げ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
東
に
発
生
し
た
文
明
は
、
そ
の
後
西
に
向
っ
て
移
動
し
、
地
中
海
文
明
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
経
て
大
西
洋
文
明
へ
と
移
っ
て

来
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
西
洋
文
明
の
つ
ぎ
に
来
る
べ
き
も
の
が
、
大
西
洋
の
西
に
位
置
す
る
太
平
洋
を
中
心
と
し
た
新
文
明
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
世
界
史
の
こ
れ
ま
で
の
動
向
か
ら
見
て
も
容
易
に
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

到
来
の
可
能
的
根
拠
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化
し
た
太
平
洋
を
改
め
て
見
頂
す
と
、
さ
ら
に
よ
り
重
要
な
問
題
が
発
見
さ
れ
て
来
る
。

ま
ず
、
文
明
史
的
に
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
東
洋
と
西
洋
と
が
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太

平
洋
文
明
は
、
西
洋
文
明
と
東
洋
文
明
と
の
融
合
、
統
一
と
い
う
歴
史
的
使
命
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
太
平
洋
文
明
の

持
つ
最
も
重
要
な
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
は
太
平
洋
文
明
こ
そ
、
西
洋
と
東
洋
の
文
明
を
つ
く
り
あ
げ
て
来
た
世
界
の
民
族
、
国
家
が
一
堂
に
会
し
て
新
文
明
を
Ｐ
く

り
あ
げ
る
小
地
球
的
性
格
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
二
十
一
世
紀
の
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
、
一
方
に
は

ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
を
包
含
し
た
大
西
洋
文
明
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
の
西
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
た
太
平
洋
文
明

か

な

の

が
創
出
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
は
両
洋
国
家
と
し
て
、
世
界
文
明
の
要
石
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
大
西
洋
と
太
平
洋
と
い
う
両
洋
文
明
圏
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
両
方
に

ま
た
が
る
ソ
連
を
中
心
と
し
た
大
陸
文
明
が
形
成
さ
れ
て
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
太
平
洋
文
明
は
単
な
る
文
明
史
的

立
場
か
ら
の
必
然
性
と
い
う
以
上
に
、
現
実
の
国
際
政
治
の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
要
請
に
よ
り
、
強
力
に
形
成
さ
れ
る
必
然
性

そ
し
て
第
三
に
は
、
太
平
洋
文
明
を
成
立
さ
せ
る
物
質
的
基
盤
と
し
て
資
源
問
題
と
通
商
貿
易
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
観

点
か
ら
い
え
ば
、
環
太
平
洋
こ
そ
現
代
社
会
が
必
要
と
す
る
資
源
を
埋
蔵
す
る
未
開
拓
の
宝
庫
で
あ
り
、
先
進
工
業
国
と
発
展
途
上

国
と
の
間
に
多
角
的
な
通
商
・
貿
易
の
豊
か
な
可
能
性
を
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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き
る
の
で
あ
る
。

先
に
太
平
洋
時
代
到
来
の
可
能
性
と
特
殊
な
障
害
を
指
摘
し
た
。
太
平
洋
共
同
体
形
成
に
向
け
て
の
協
力
に
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ

ル
の
共
同
体
が
あ
る
。
第
一
に
各
国
が
経
済
的
・
技
術
的
な
協
力
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

異
文
化
間
に
哲
学
的
・
概
念
的
統
一
を
確
立
す
る
こ
・
と
は
も
っ
と
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

分
析
的
・
二
元
的
で
あ
り
、
個
人
の
主
体
性
を
強
調
す
る
西
洋
文
明
と
、
統
合
的
・
一
元
的
で
組
織
を
重
視
す
る
東
洋
文
明
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
を
保
持
し
な
が
ら
新
し
い
文
明
へ
と
昇
華
さ
れ
て
、
共
通
の
価
値
観
を
持
つ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、
実
践

的
・
功
利
的
な
伝
統
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
哲
学
史
は
、
太
平
洋
世
界
の
理
念
と
実
践
に
た
ず
さ
わ
ろ
う
と
い
う
関
心
を
は
っ
き
り
持
ち

続
け
て
い
る
。
こ
の
関
心
は
、
環
太
平
洋
共
同
体
の
出
現
を
奨
励
す
る
こ
と
に
大
い
に
奉
仕
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
第
三
の
レ
ベ
ル
と
し
て
宗
教
的
・
儀
式
的
共
同
体
が
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
東
洋
宗
教
と
の
間
の
争
点
は
死
へ
の
問

い
に
対
し
て
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
で
は
、
死
人
へ
の
心
づ
か
い
は
、
多
く
の
宗
教
的
実
践
の
中
で
も
最
も
重
要
な
実
践
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
は
死
人
へ
の
心
づ
か
い
と
い
う
実
践
を
す
べ
て
廃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
東
洋
と
西
洋
を
隔
て
て
い
る
最
も
扱
い

に
く
い
問
題
で
あ
る
こ
の
死
へ
の
態
度
は
何
ら
か
の
形
で
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
顕
著

な
こ
と
は
、
水
と
油
の
よ
う
な
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
結
合
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
発
生
し
た
こ
と
で
あ

る
。
仏
教
が
神
道
を
は
じ
め
、
も
ろ
も
ろ
の
世
俗
宗
教
と
習
合
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お

い
て
「
東
西
文
化
融
合
」
は
困
難
で
あ
る
が
、
可
能
で
は
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
の
み
、
太
平
洋
文
化
圏
の
構
想
が
で

太
平
洋
共
同
体
の
可
能
性



狸

二

つ

の

シ

ナ

リ

オ

前
述
の
よ
う
な
太
平
洋
文
化
と
共
同
体
が
必
ず
生
ま
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
則
の
よ
う
な
「
歴
史
的
必
然
性
」
は
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
も
し
そ
の
出
現
へ
の
仕
事
に
失
敗
し
た
ら
、
歴
史
的
な
不
幸
を
招
く
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
近
代
的
合
理
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
生
」
を
結
び
つ
け
た
最
高
の
「
宗
教
」
で
あ
る
。
太
平
洋
時
代
の
一
つ

の
可
能
性
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
使
命
感
を
失
っ
て
後
退
し
、
太
平
洋
の
二
大
共
産
国
ソ
連
と
中
国
が
、
現
在
の
対
立
を
つ
づ
け
た

ま
ま
、
あ
る
い
は
戦
略
的
共
同
戦
線
を
張
っ
て
太
平
洋
を
支
配
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
来
た
る
べ
き
太
平
洋
時

代
は
氷
の
ご
と
く
冷
厳
、
深
夜
の
ご
と
く
暗
黒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

他
の
一
つ
の
可
能
性
は
、
過
去
の
東
洋
と
西
洋
の
遺
産
を
含
み
つ
つ
新
し
く
創
造
さ
れ
る
文
明
圏
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
太

平
洋
文
明
圏
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
太
平
洋
時
代
を
楽
し
い
、
輝
か
し
い
時
代
に
す
る
か
、
暗
黒
の
時
代
に
す
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ

太
平
洋
に
面
す
る
諸
国
民
の
英
智
と
努
力
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
る
。

太
平
洋
地
域
に
お
い
て
は
、
日
本
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
か
し
こ
の
役
割
が
何
で
あ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
意

(4)次
に
何
を
す
べ
き
か

太
平
洋
時
代
と
日
本
の
役
割
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わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
自
ら
が
太
平
洋
民
族
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
明
瞭
に
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
列
島
が
世
界
最
大
の
海
洋
の
中
の
島
国
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
し
、
こ
の
事
実
は
日
本
の
開
国
よ
り
は
は
る

か
に
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
に
不
思
議
な
こ
と
は
、
こ
の
明
ら
か
な
事
実
と
国
民
の
意
識
と
が
非
常
に
離
れ
て
い

た
こ
と
、
今
で
も
離
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
鎖
国
が
長
く
続
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

現
代
日
本
人
の
「
平
和
ぼ
け
」
は
必
ず
し
も
日
本
国
憲
法
の
責
任
の
み
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
。
鎖
国
の
結
果
「
外
敵
」
と
い
う

観
念
が
未
発
達
な
ま
ま
来
た
の
が
主
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
外
国
や
外
国
人
に
対
し
異
常
な
好
奇
心
を
持
ち
つ
つ
、
国
際
性
に
乏

し
く
、
正
し
い
外
交
感
覚
を
欠
く
等
の
こ
と
も
鎖
国
時
代
に
養
わ
れ
た
閉
鎖
癖
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
日
本
人
は
、

海
洋
国
民
で
は
な
く
森
林
民
族
で
あ
る
。
こ
の
事
実
と
自
覚
と
の
遊
離
が
明
治
以
来
の
日
本
の
外
交
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

見
の
一
致
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
こ
こ
十
年
間
、
大
い
に
日
本
で
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
は
一
九
六
八
年

に
明
治
維
新
百
周
年
記
念
を
祝
っ
た
。
三
百
年
に
わ
た
る
鎖
国
か
ら
日
本
を
い
ち
早
く
近
代
世
界
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
維

新
か
ら
百
年
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
百
年
間
に
お
け
る
日
本
の
目
標
は
西
洋
に
追
い
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
初
は
植
民
地
大
国
た
ら
ん
と
し
、
自

ら
の
勢
力
圏
を
確
立
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
生
活
水
準
を
最
先
進
国
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
高
め
よ
う
と
し
て

き
た
。
一
九
八
○
年
代
に
入
る
時
に
は
日
本
は
こ
の
戦
後
の
目
標
を
完
全
に
達
成
し
て
い
よ
う
。
日
本
の
政
策
決
定
者
や
思
想
家
の

心
を
最
も
悩
ま
し
て
い
る
の
は
、
日
本
は
次
に
何
を
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

太
平
洋
意
識
の
高
揚



狸
日
本
は
西
洋
文
明
を
十
分
に
取
り
い
れ
な
が
ら
も
常
に
注
意
は
大
陸
に
向
け
ら
れ
た
。
明
治
七
年
の
征
韓
論
は
そ
の
顕
著
な
例
で

あ
る
が
、
日
清
・
日
露
の
両
役
、
満
州
事
変
、
日
支
事
変
、
そ
し
て
最
後
の
太
平
洋
戦
争
は
す
べ
て
日
本
の
ア
ジ
ア
意
識
の
過
剰
の

現
れ
で
あ
り
、
海
洋
国
で
あ
る
と
の
意
識
が
あ
ま
り
に
も
希
薄
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

敗
戦
、
無
条
件
降
伏
の
結
果
、
日
本
は
大
陸
に
お
け
る
既
得
権
を
奪
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
自
分
の
意
思
や
意
識
に
反
し
、

海
洋
国
家
に
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
日
本
の
経
済
的
繁
栄
の
原
因
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
提
案
は
そ
う
い
う
不
幸
な
偶
然
に
頼
る
の

で
な
く
、
進
ん
で
海
洋
国
と
し
て
の
意
識
と
自
覚
を
持
ち
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
太
平
洋
意
識
の
高
揚
は
、
個
々
の
国
内
で
さ
し
迫
っ
た
課
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
何
よ
り
も
わ
が
国
に
と
っ
て
最
高
の

目
標
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
国
の
そ
う
し
た
意
識
の
高
揚
は
、
太
平
洋
圏
諸
国
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
国
内
の
太
平
洋
意
識
の

そ
れ
で
は
日
本
は
大
陸
進
出
は
し
な
い
が
、
大
い
に
太
平
洋
に
雄
飛
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
征
服
し
よ
う
と
い
う

の
か
。
「
太
平
洋
に
雄
飛
」
は
大
い
に
や
る
べ
き
で
あ
る
が
、
外
国
の
征
服
は
不
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
有
害
無
益
で
あ
る
。

陸
地
は
占
領
で
き
る
が
大
洋
は
占
領
で
き
な
い
。
海
洋
は
通
路
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
通
商
で
あ
る
。
通
商
の
た
め
に
は
経

済
的
に
援
助
し
て
相
手
国
を
富
裕
に
す
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
る
が
、
政
治
的
支
配
は
逆
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
洋
は
通
路
と

し
て
安
全
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
シ
ー
レ
ー
ン
の
確
保
は
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
若
干
の
海
上
兵
力
は
必
要
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
専
ら
防
衛
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
攻
撃
は
不
必
要
で
あ
る
。

発
展
に
大
き
な
刺
激
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

絶
対
必
要
な
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
友
好
関
係

r
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日
本
が
海
洋
国
と
し
て
太
平
洋
に
雄
飛
す
る
と
い
う
こ
と
は
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
縁
を
切
る
こ
と
で
あ
る
か
。
否
、
そ
の
反
対
で
あ

る
。
日
本
が
安
心
し
て
太
平
洋
に
進
出
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
と
の
友
好
関
係
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

際
、
日
本
と
し
て
は
ア
ジ
ア
の
一
切
の
国
と
友
好
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
先
方
に
敵
意
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事
実
を

率
直
に
認
識
し
、
群
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
と
し
て
は
「
等
距
離
外
交
」
と
い
う
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
に
と
ら
わ
れ
ず
、

は
っ
き
り
盟
邦
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
異
に
す
る
国
家
と
を
峻
別
し
な
が
ら
、
外
交
関
係
を
保
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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さ
て
、
明
確
な
史
観
の
も
と
に
国
家
目
標
を
は
っ
き
り
定
め
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
目
標
は
当

然
、
達
成
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。
「
達
成
可
能
」
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
と
か
中
華
国
民
で
は
な
く
て

日
本
民
族
と
し
て
達
成
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
の
文
化
・
伝
統
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

文
化
・
伝
統
と
い
う
も
の
は
絶
対
不
変
で
は
な
く
、
運
命
的
な
も
の
で
も
な
い
。
流
動
的
で
あ
る
。
し
か
し
相
当
に
ね
ば
り
強
く
、

一
見
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
い
て
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
文
化
や
伝
統
を
運
命
的
に
見
る
の
は
行
き
過
ぎ
だ
が

そ
れ
を
無
視
ま
た
は
軽
視
し
て
、
結
局
は
「
人
類
は
一
つ
」
と
割
切
る
の
は
非
常
に
危
険
で
、
過
去
の
人
類
の
失
敗
の
多
く
は
一
国

の
文
化
・
伝
統
の
軽
視
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
、
今
後
十
年
間
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

ー
ル
を
設
定
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
こ
の
こ
と
に
深
く
留
意
し
、
日
本
の
文
化
・
伝
統
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
可
能
な
ゴ
ー
ル
を
考
え
て
い
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
文
化
・
伝
統
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
際
、
ま
ず
第
一
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
明
確
な
「
宗
教
的
体
制
」

宗
教
体
制
の
不
在

(1) 二
、
日
本
の
文
化
・
伝
統
に
根
ざ
す
国
家
目
標

日
本
文
化
の
特
質
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が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
「
宗
教
と
は
法
」
と
い
え
る
状
態
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
王
法
・
仏
法
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
刑
事
・
民
事
は
も
ち
ろ
ん
生
活
の
全
般
を
細
か
く
規
定
す
る
法
体

系
を
も
っ
て
日
本
を
統
治
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
宗
教
の
方
か
ら
自
己
を
規
定
し
て
く
る
わ
け
で
な
く
、
自
分
の
方
か

ら
宗
教
を
選
択
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
伝
統
は
ご
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
今
も
な
お
生
き
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
す

べ
て
の
国
も
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
す
ら
抱
い
て
い
る
。

選
択
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
的
対
象
は
絶
対
的
対
象
で
な
く
相
対
的
対
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
聖
書
の

世
界
と
は
逆
で
、
聖
書
で
は
神
を
絶
対
化
す
る
が
ゆ
え
に
人
は
相
対
化
さ
れ
る
が
、
日
本
で
は
人
が
絶
対
化
さ
れ
て
神
は
相
対
化
さ
れ

る
。
こ
の
状
態
で
は
宗
教
的
体
制
が
成
立
し
な
く
て
不
思
議
で
は
な
く
、
同
時
に
、
外
来
宗
教
ま
た
は
外
来
思
想
に
対
し
て
自
分
が

自
由
選
択
権
を
も
つ
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
て
不
思
議
で
は
な
い
。

以
上
の
点
は
、
あ
る
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
、
過
去
に
お
い
て
宗
教
の
果
た
し
た
役
割
も
現
に
果
た

し
て
い
る
役
割
も
、
き
わ
め
て
微
少
で
あ
っ
て
論
ず
る
に
足
り
な
い
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
人
間
が
諸
宗
教
・
諸
思

想
に
対
し
て
自
由
な
る
選
択
権
を
持
ち
う
る
こ
と
を
、
当
然
自
明
の
こ
と
と
し
て
信
じ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
自
体
は
一
つ
の
宗
教
的

信
念
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
由
な
る
選
択
権
と
は
当
然
に
「
受
容
」
と
「
排
除
」
と
い
う
二
要
素
を
含
み
、
そ
の

い
ず
れ
を
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
は
各
人
の
中
に
規
範
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
規
範
は
何
ら
か
の
教
義
に
支
え
ら
れ
て
い
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
受
容
と
排
除
の
歴
史
を
跡
づ
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
伝
統
的
教
義
の
一
端
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
と
思
わ
れ
る
点
を
略
記
し
た
い
。

①
普
遍
主
義
的
思
想
を
普
遍
主
義
と
し
て
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
・
国
民
と
は
関
係
な
く
、
一
つ
の
普
遍



お
主
義
的
思
想
の
一
点
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
よ
う
に
国
家
・
民
族
を
越
え
・
て
メ
ッ
カ

の
方
を
向
き
、
メ
ッ
ヵ
ヘ
と
巡
礼
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
中
心
点
を
自
国
外
に
も
っ
た
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
例
外
者
は
存
在
す

る
が
、
国
民
の
全
部
も
し
く
は
大
部
分
が
、
国
境
外
の
あ
る
地
点
に
対
し
て
諸
国
民
と
と
も
に
向
く
、
な
い
し
は
行
く
と
い
っ
た
国

民
的
体
験
は
な
い
。
日
本
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
も
、
か
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り

ロ
ー
マ
に
忠
誠
で
は
な
い
か
と
の
嫌
疑
の
も
と
に
迫
害
を
う
け
る
と
い
う
事
例
も
生
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
重
の
忠
誠
と
い

う
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
国
際
性
な
い
し
は
国
際
的
連
帯
を
も
ち
う
る
共
通
の
普
遍
的
宗

教
も
し
く
は
思
想
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
す
べ
て
の
人
間
は
日
本
人
と
同
じ
よ
う
な
伝
統
的
教
義
を
も
っ
て

い
る
と
一
方
的
に
信
じ
て
い
る
１
１
す
な
わ
ち
「
人
間
み
な
同
じ
」
の
信
仰
で
あ
り
、
こ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
「
人
間
み
な
日
本

人
と
同
じ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
．
方
的
普
遍
主
義
」
と
で
も
言
う
べ
き
興
味
深
い
信
仰
が
あ
る
。

②
以
上
の
こ
と
は
、
普
遍
主
義
的
宗
教
も
し
く
は
思
想
の
受
容
を
全
面
的
に
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
っ

て
、
何
で
も
一
様
に
受
け
入
れ
る
〃
寛
容
さ
″
を
も
つ
が
、
同
時
に
そ
れ
を
〃
土
着
化
″
す
る
と
い
う
形
で
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
普
遍

性
を
排
除
し
、
日
本
的
な
〃
何
か
〃
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
い
、
あ
る
意
味
で
は
〃
無
毒
化
″
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の
〃
土

着
化
″
の
原
理
が
何
で
あ
る
か
は
、
自
分
で
も
こ
れ
を
意
識
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
〃
土
着
思
想
〃
と
普
遍
主
義
的
な
思
想
・
宗
教
と

の
問
い
は
対
決
も
な
け
れ
ば
、
論
争
も
生
じ
な
い
。
い
わ
ば
、
時
と
と
も
に
ご
く
〃
自
然
″
に
土
着
化
し
て
、
外
来
思
想
が
そ
の
普

遍
性
を
喪
失
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

③
組
織
的
・
論
理
的
発
想
を
嫌
い
、
宗
教
と
こ
れ
ら
の
発
想
が
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
認
め
な
い
。
あ
る
い
は
純
然
た

る
体
系
的
思
想
に
お
い
て
す
ら
こ
れ
を
認
め
な
い
。
そ
の
良
い
例
は
、
儒
教
を
一
つ
の
道
徳
訓
な
い
し
は
倫
理
提
要
と
し
て
は
受
容
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⑥
こ
の
こ
と
は
家
族
神
な
い
し
は
企
業
神
と
も
い
う
べ
き
興
味
深
い
信
仰
対
象
を
発
生
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
宗
教
と
は
「
個
人
に

属
す
る
概
念
」
で
な
く
、
「
家
に
属
す
る
概
念
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
あ
な
た
の
宗
教
は
？
」
と
の
問
い
に
対
し
て
ほ

と
ん
ど
の
人
間
が
「
無
宗
教
」
と
答
え
る
の
に
、
「
お
宅
の
ご
宗
旨
」
を
問
わ
れ
れ
ば
す
べ
て
の
人
間
が
ほ
ぼ
明
確
な
返
答
を
す
る

安
定
を
得
ら
れ
る
。

し
て
も
、
儒
教
的
組
織
と
も
い
う
べ
き
科
挙
は
排
除
し
て
い
る
・
徳
川
期
の
日
本
は
科
挙
抜
き
儒
教
体
制
と
も
い
う
べ
き
状
態
だ
が
、

こ
れ
は
議
会
抜
き
民
主
主
義
体
制
と
も
い
う
べ
き
状
態
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
戦
後
の
日
本
は
こ
れ
と
非
常
に
よ
く
似
た
体
制
に

あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
宗
教
面
で
は
と
く
に
明
確
に
現
れ
、
明
治
的
な
西
欧
文
化
の
受
容
に
た
い
し
て
最
も
批
判
的
で
あ
っ
た
内

村
鑑
三
も
、
組
織
神
学
は
絶
対
に
排
除
し
、
「
神
学
を
学
べ
ば
信
仰
を
失
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
も
、
組
織
的
発
想
は

宗
教
的
信
仰
と
は
絶
対
に
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
明
治
の
行
き
方
と
は
基
本
的
に
は
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

④
こ
の
こ
と
は
相
互
理
解
と
は
す
べ
て
感
性
的
に
達
し
う
る
と
い
う
信
念
に
も
な
っ
て
い
る
。
か
っ
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
大
使
が
、
日

本
は
親
ア
ラ
ブ
と
い
う
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
辞
典
す
ら
な
い
と
新
聞
に
投
書
し
た
が
、
日
本
イ
ス
ラ
ム
親
善
協
会
の
役
員
が
こ
れ
に

対
し
て
「
辞
典
よ
り
も
人
間
的
触
れ
あ
い
が
大
切
」
と
い
っ
た
反
論
を
投
書
し
て
い
た
。
い
わ
ば
組
織
的
・
思
想
的
な
相
互
理
解
が

あ
り
得
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

⑤
以
上
の
よ
う
に
組
織
的
発
想
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
体
制
は
無
思
想
・
無
組
織
の
血
縁
関
係
な
い
し
は
擬
制
の
血

縁
関
係
で
律
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
血
縁
は
思
想
で
は
な
い
。
ま
た
最
も
組
織
的
な
は
ず
の
経
済
的
関
係
で
す
ら
、
親
会
社
、
親

企
業
と
い
う
形
を
と
り
、
》
」
の
間
の
人
と
人
と
の
関
係
は
す
べ
て
「
脈
」
い
わ
ば
擬
制
の
血
脈
的
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
現
実
の
組
織
を
家
族
的
集
団
に
か
え
、
し
た
が
っ
て
、
組
織
の
中
に
「
家
族
の
一
員
」
の
如
き
位
置
を
占
め
う
る
方
が
精
神
的



釦
と
い
う
面
白
い
現
象
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
は
通
常
は
表
に
現
れ
な
い
が
、
世
界
ル
ー
テ
ル
連
盟
に
よ
る
「
受
洗
動
機
調
査
」

に
よ
る
と
、
最
も
広
範
囲
に
わ
た
る
根
強
い
受
洗
反
対
の
理
由
が
「
家
の
宗
教
に
反
対
す
る
か
ら
」
で
あ
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
「
一
家
一
宗
教
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
創
価
学
会
が
そ
の
信
徒
数
を
世
帯
数
で
把
握
し
て
い
る
点
に
も
現
れ
て

い
る
。
同
時
に
企
業
神
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
多
く
の
企
業
に
見
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
世
界
的
な
大
企
業
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
一
企
業
一
宗
教
と
い
う
形
で
の
宗
教
的
団
結
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
神
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
、
そ
の
組
織
を
血
統
的
に
統
合
し

て
い
る
。

⑧
以
上
の
よ
う
な
形
は
、
非
組
織
的
な
、
信
仰
宗
団
的
な
集
団
主
義
と
な
る
。
い
わ
ば
宗
教
的
対
象
と
は
集
団
の
対
象
で
あ
っ
て

個
人
の
対
象
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
個
人
が
集
団
を
越
え
て
直
接
に
あ
る
宗
教
的
対
象
を
信
ず
る
こ
と
は
集
団
へ
の
一
種
の
反
逆

の
ご
と
く
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
新
井
白
石
の
『
西
洋
紀
聞
』
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
否
定
の
論
拠
に
も
出
て
く
る
わ
け
で
、

こ
の
点
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
点
で
は
、
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

⑦
人
間
の
方
に
選
択
権
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
当
然
に
絶
対
主
義
を
嫌
う
。
こ
の
こ
と
は
唯
一
絶
対
神
と
い
う
発
想
を
明
確

に
拒
否
し
排
除
す
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
渡
来
期
に
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
現
象
で
、
神
・
儒
・
仏
と
お
と
な
し
く
併
存
し
て

い
れ
ば
、
そ
し
て
い
ず
れ
を
取
る
か
は
各
人
の
選
択
に
ま
か
せ
る
な
ら
許
容
で
き
る
が
、
「
デ
ウ
ス
の
み
が
絶
対
唯
一
の
神
」
と
い

う
主
張
は
当
然
に
受
入
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
家
人
は
同
一
の
家
神
を
奉
ず
べ
き
だ
と
い
う
思
想
が
一
方
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
選

択
は
完
全
に
自
由
で
は
な
く
、
個
人
の
選
択
の
幅
は
血
縁
的
関
係
に
規
制
さ
れ
、
選
択
の
権
利
は
あ
る
面
で
は
集
団
が
握
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
家
人
の
一
人
が
別
宗
教
を
信
ず
る
こ
と
ま
で
は
許
容
し
得
て
も
、
そ
の
信
仰
の
対
象
が
絶
対
化
さ
れ
て
家
神
を
否
定
す

し
た
が
っ
て
家
人
の

る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
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⑨
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
工
場
や
組
織
が
外
国
人
労
働
者
を
絶
対
に
受
入
れ
な
い
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
組
織
加

入
の
た
め
契
約
を
結
び
、
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
両
者
が
律
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
は
な
い
か
ら
、
日
本
人
以
外
は
そ
の
集
団
に
加
入

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
的
団
体
や
血
族
的
集
団
が
他
宗
教
や
血
族
以
外
の
人
間
を
絶
対
に
加
入
さ

せ
な
い
の
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
き
た
場
合
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
は
決
し
て
微
々
た
る
も
の
で
な
く
、
逆
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
役

割
を
演
じ
て
い
る
と
も
思
え
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
見
え
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
簡
単
に
い
え
ば
「
聖
・
俗
」
あ
る
い
は
「
宗
教
・

世
俗
」
と
い
う
明
確
な
分
化
が
な
い
状
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
あ
る
面
か
ら
見
れ
ば
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ
り
、
あ
る
面
か
ら
見

れ
ば
無
宗
教
的
と
い
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
宗
教
体
制
の
イ
ス
ラ
ム
圏
と
も
、
宗
教
体
制
の
中
か
ら
分
化
・
訣
別
し
た
形
で

世
俗
社
会
を
構
成
し
、
両
者
を
赦
然
と
組
織
的
に
分
け
た
と
い
う
状
態
と
も
、
全
く
違
う
状
態
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
こ
の
状
態
を
解
明
し
、
将
来
へ
の
道
を
探
る
た
め
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
さ
が
す
と
な
れ
ば
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
受
容
」
と
「
排
除
」
の
最
も
大
き
な
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
「
自
然
」
「
不
自
然
」

と
い
う
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
に
あ
げ
た
諸
例
の
受
容
と
排
除
も
、
要
約
す
れ
ば
「
自
然
な
も
の
」
は
受
容
し
、
「
不

自
然
な
も
の
」
は
排
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
け
方
は
「
聖
・
俗
」
と
も
、
「
世
俗
・
宗
教
」
と
も
違
う
分
け
方

で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
「
自
然
」
は
わ
れ
わ
れ
の
内
心
の
規
範
で
あ
っ
て
、
決
し
て
外
界
の
自
然
と
同
一
で
は
な
く
、
ま
た
西
欧
の

自
然
法
と
い
う
概
念
と
も
同
じ
で
は
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
内
心
の
規
範
で
あ
る
自
然
」
が
、
日
本
の
風
土
に
お
け
る

「
受
容
」
と
「
排
除
」
の
基
準
ｌ
「
自
然
」

|‘



露
自
然
と
同
一
の
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
、
ほ
ぼ
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
自
然
」
の
絶
対
視
は
、
同
時
に
「
内
心
の
規
範
で
あ
る
自
然
」
の
絶
対
視
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
こ
の
自
然
に
基
づ
く
秩
序
的
絶
対
で
あ
っ
て
、
こ
れ
へ
の
違
反
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
も
言

葉
の
端
々
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
絶
え
ず
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
態
度
が
不
自
然
」
「
言
い
方
が
不
自
然
」
「
や
り
方
が

不
自
然
」
と
言
わ
れ
た
場
合
、
言
っ
た
言
葉
の
内
容
の
正
否
も
、
や
っ
た
こ
と
の
当
否
も
問
題
と
さ
れ
ず
に
、
拒
否
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
外
来
思
想
や
宗
教
の
受
容
と
拒
否
に
も
現
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
や
宗
教
の
内
容
の
検
討
よ
り
も
、
む

し
ろ
そ
れ
が
「
自
然
と
感
じ
ら
れ
る
か
」
「
不
自
然
と
感
じ
ら
れ
る
か
」
で
受
容
か
拒
否
か
が
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
日
常
生

活
か
ら
思
想
の
受
容
ま
で
律
し
て
い
る
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
教
養
の
最
大
な
も
の
は
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
が
い
か
な
る
内
容
で
あ
る
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
必
要
と
さ
れ
る
の
は
ま
ず
こ
の
解
明
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
が
現

代
お
よ
び
将
来
の
日
本
に
対
し
て
果
た
し
て
合
理
性
を
持
ち
う
る
か
否
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
問
題
と
思
わ
れ
る
点
を
二
、
三
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
自
然
に
対
立
す
る
概
念
は
人
為
で
あ
り
、
人
為
は
こ
の
秩
序
に
反
す
る
行
為
と
さ
れ
る
か
ら
、
人
間
の
意
志
よ
り
も
、
自
然
に

従
う
べ
き
だ
と
い
う
発
想
に
な
る
。
こ
れ
は
真
字
の
「
自
然
」
で
あ
っ
て
「
は
か
ら
い
」
の
な
い
の
が
最
上
と
す
る
考
え
で
も
あ
る
。

こ
れ
は
国
土
防
衛
と
い
う
問
題
に
も
現
れ
、
人
為
的
に
何
か
を
す
る
よ
り
、
「
ご
く
自
然
に
し
て
い
れ
ば
．
．
…
…
・
」
国
際
的
環
境
と

の
調
和
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
、
ど
こ
か
で
信
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
信
仰
が
日
本
に
与
え
る
影
響
は
、

時
と
し
て
は
決
定
的
で
あ
り
得
る
。

②
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
は
「
時
間
」
が
入
る
余
地
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
時
間
」
を
考
え
る
場
合
「
流
れ
」
と
い
う
自
然



現
象
と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
る
以
外
に
把
握
の
方
法
が
な
い
。
そ
の
た
め
未
来
に
予
定
図
を
つ
く
り
、
そ
れ
と
現
状
と
を
対
比
し
た

上
で
、
こ
の
未
来
に
よ
っ
て
現
状
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
流
れ
」
と
い
う
自
然
現
象
は
そ
う
い
う
「
は
か
ら
い
」

を
許
さ
ず
、
い
わ
ば
す
べ
て
は
「
水
の
低
き
に
つ
く
が
如
く
」
ご
く
「
自
然
に
流
れ
る
」
よ
う
に
「
な
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
」
と

い
う
発
想
で
あ
る
。
今
ま
で
の
よ
う
に
、
西
欧
と
い
う
目
標
が
あ
っ
た
場
合
は
、
既
成
の
西
欧
を
日
本
に
移
す
と
い
う
形
で
、
い
わ

ば
空
間
的
移
動
で
〃
進
歩
″
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
時
間
」
と
い
う
概
念
を
必
要
と
し
な
い
〃
進
歩
″
が
あ
り
得
た
。
そ
し

て
「
日
本
へ
移
す
」
と
い
う
作
業
も
ご
く
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
ま
た
「
水
が
低
き
に
つ
く
」
よ
う
に
、
ご

く
自
然
に
一
つ
の
成
果
を
期
待
し
得
た
。
こ
れ
も
い
わ
ば
自
然
調
和
説
の
一
変
形
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
が
行
き
づ
ま
っ
た
場
合
、
今

ま
で
と
同
じ
よ
う
に
「
ご
く
ご
く
自
然
に
し
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
」
で
、
果
た
し
て
日
本
は
存
立
し
う
る
か
。

罐
③
自
然
は
き
わ
め
て
保
守
的
で
停
滞
的
な
は
ず
で
あ
り
、
ご
く
自
然
に
し
て
い
れ
ば
外
部
か
ら
の
刺
激
に
自
然
に
対
応
す
る
以
外

池
に
は
社
会
が
全
く
動
か
な
く
な
っ
て
不
思
議
で
な
い
。
と
同
時
に
刺
激
に
対
応
す
る
と
い
う
形
だ
け
で
外
部
に
接
触
し
て
果
た
し
て

ヨ唾
大
丈
夫
な
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
過
去
に
お
け
る
対
外
的
問
題
の
発
生
は
常
に
、
刺
激
へ
の
ま
こ
と
に
自
然

鋤
的
な
対
応
と
い
う
形
で
出
て
来
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
こ
と
に
無
計
画
と
思
わ
れ
る
対
応
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

菫
以
上
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
あ
り
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
教
義
は
「
自
然
」
だ
け
で
は
な
く
「
人
間
」
も
あ
り
、

第
同
時
に
「
社
会
」
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
日
本
で
は
常
に
一
種
の
〃
宗
教
性
″
を
お
び
て
し
ま
う
と
い
う
未
分
化
状

部Ｉ
態
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
を
解
明
し
、
現
に
わ
れ
わ
れ
が
住
む
世
界
を
把
握
し
う
る
方
法
論
を
確
立
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
な

第

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
〔
第
１
部
第
二
章
仙
は
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
』
中
間
報
告
会
（
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
主
催
、
一
九
七
七
・
一
ｇ

鐙
発
表
論
文
『
日
本
に
お
け
る
受
容
と
排
除
』
山
本
七
平
（
評
論
家
）
の
要
約
で
あ
る
。
〕



鍵

日
本
が
仏
教
国
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
神
道
が
日
本
古
来
の
宗
教
と
し
て
今
日
な
お
国
民
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
何
び
と
も
そ
れ
を
疑
わ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
儒
教
の
影
響
に
つ
い
て
は
案
外
認
識
す
る
者
が
少
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
儒
教
が
日
本
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
と
く
に
徳
川
時
代
に
お
け
る
教
育
の
基
本
理
念
が
儒
教
、

な
か
ん
ず
く
朱
子
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
稀
に
な
り
、

日
本
の
文
化
・
伝
統
を
考
慮
す
る
際
に
、
も
う
一
つ
考
え
る
べ
き
点
は
、
神
・
仏
・
儒
の
三
つ
の
思
想
的
伝
統
と
そ
の
三
つ
が
揮

然
一
体
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
長
い
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
流
動
的
で
あ
る
と
は
い
え
、

当
然
上
記
の
ご
と
く
、
容
易
に
根
本
的
に
は
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
が
開
国
以
来
、
急
速
に
西
洋
文
明
を
取
り
い
れ
て
近

代
化
に
成
功
し
た
こ
と
は
事
実
だ
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
大
き
く
変
革
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
人

の
精
神
構
造
に
は
今
な
お
、
旧
来
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
故
に
、
は
な
は
だ
不
正
確
な
表
現
だ

が
、
日
本
の
文
明
の
性
格
は
依
然
と
し
て
「
和
魂
洋
才
」
だ
と
い
え
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
こ
と
を
明
ら
か
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
神
・
仏
・
儒
は
揮
然
と
一
体
化
さ
れ
て
日
本
民
族
の
性
格
と
な
っ
て
い
る
か

ら
、
い
ま
こ
れ
を
三
つ
に
明
確
に
分
け
て
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
説
明
の
便
宜
上
、
分
析
方
法
の
限
界
を
意
識

し
つ
つ
、
一
応
三
つ
に
分
け
て
日
本
民
族
の
特
性
を
探
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

儒
教
ｌ
勤
勉
・
誠
実
・
節
欲

(2)

神
・
仏
・
儒
の
思
想
的
伝
統
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儒
教
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
儒
教
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
と
く
に
日
本
の
今
日
の
教
育
理
念
と
し
て
は
「
保
守
反
動
」
の
別
名
と
し
て
む
し
ろ
敵
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
人
の
意
識
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
は
依
然
と
し
て
儒
教
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
儒
教
は
わ

わ
れ
の
精
神
の
中
に
大
き
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
き
わ
め
て
勤
勉
、
誠
実
で
、
節
欲
的
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
日
本
人
は
世
界
最
高
に
位
置
す
る
と
い
え

よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
伝
統
は
次
第
に
崩
れ
、
享
楽
思
想
が
浸
透
し
て
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
識
者
は
深
く
こ
れ
を
憂
え
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
病
の
方
が
は
る
か
に
軽
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
は
端
的
に
日
本
経
済
の
鷲
異
的
発
展
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」
と
し
て

非
難
す
る
の
は
自
由
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
非
難
の
う
ち
に
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
大
い
に
自
省
、
自
戒
す
べ
き
こ
と
が
多
い
の

も
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
の
消
極
面
だ
け
を
見
た
場
合
の
反
応
で
、
積
極
面
に
目
を
注
げ
ば
、
こ
れ
が
日
本
民
族
の
非
常
な

力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
徳
性
は
仏
教
的
で
も
神
道
的
で
も
な
く
、
明
ら
か
に
儒
教
的
で
あ
り
、
そ
の
意
識
と
行
動
の
点
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
酷
似
し

て
い
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
勤
勉
と
節
欲
に
よ
っ
て
神
の
栄
光
を
顕
わ
そ
う
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
「
神
の
栄
光
」
は
考
え
な
か
っ

た
が
、
勤
勉
と
節
欲
に
よ
っ
て
「
身
を
立
て
、
父
母
を
顕
わ
す
」
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
た
。
こ
れ
は
単
な
る
立
身
出
世
主
義
で
、

俗
悪
と
い
え
ば
俗
悪
で
あ
る
が
、
そ
の
反
対
の
怠
惰
と
浪
費
に
く
ら
べ
た
ら
は
る
か
に
美
徳
で
あ
っ
て
、
世
界
に
は
他
の
宗
教
の
影

響
の
も
と
に
あ
っ
て
、
事
実
、
怠
惰
と
浪
費
の
た
め
今
な
お
貧
困
か
ら
脱
し
切
れ
な
い
幾
多
の
民
族
の
あ
る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
そ

の
二
つ
の
美
徳
が
い
か
に
尊
い
も
の
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



死
第
二
に
儒
教
は
「
大
義
名
分
」
を
重
ん
ず
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
儒
教
の
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
タ
テ
マ
エ
を
重
ん
ず
る
気
風
を
今
日
も
持
ち
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
会
に
お
け
る
大
臣
と
議
員
と
の
質
疑
応
答
を
見
て

い
る
と
、
諸
外
国
の
国
会
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
問
答
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
タ
テ
マ
エ

を
外
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
日
本
国
憲
法
な
ど
内
心
で
は
軽
視
し
て
い
る
者
も
、
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
「
憲

法
尊
重
」
の
立
場
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
連
な
ど
無
用
の
長
物
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
「
国
連
中
心

主
義
」
を
唱
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
な
の
に
、
口
で

は
「
民
主
主
義
」
を
唱
え
な
け
れ
ば
村
八
分
に
な
る
な
ど
と
い
う
の
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
タ
テ
マ
エ
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
タ
テ
マ
エ
の
ほ
か
に
ホ
ン
ネ
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
日
本
人
な
ら

誰
で
も
知
っ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
を
上
手
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
日
本
的
英
智
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
「
理
想

と
現
実
」
と
か
「
理
論
と
実
際
」
の
対
立
と
い
っ
た
か
た
ち
で
ど
こ
の
国
に
も
多
少
は
あ
る
も
の
で
、
そ
の
点
で
は
こ
の
対
立
は
日

本
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
程
度
の
差
と
い
え
る
。
し
か
し
、
日
本
人
ほ
ど
極
端
に
思
想
的
二
重
性
格
を
持
ち
、
し
か
も
そ
れ
で
平

気
な
国
民
は
稀
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
な
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
る
の
で
何
と
も
思
わ
な
い
が
、
他
の
民
族
や
国
民

と
比
べ
て
み
る
と
非
常
に
特
異
な
性
格
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
是
非
は
別
問
題
と
し
て
、
そ
う
い
う
特
異
な
性
格
を
わ
れ
わ
れ
が
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

こ
の
二
重
性
格
は
明
ら
か
に
儒
教
の
大
義
名
分
の
影
響
で
あ
る
と
共
に
、
儒
教
の
礼
儀
を
重
ん
ず
る
精
神
に
由
来
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
人
間
社
会
に
お
い
て
は
礼
を
重
ん
じ
、
人
間
の
交
わ
り
を
円
滑
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
タ
テ
マ
エ
は
タ

テ
マ
エ
と
し
て
重
ん
じ
、
ホ
ン
ネ
は
ホ
ン
ネ
と
し
て
別
に
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は
必
要
か
つ
賢
明
な
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仏
教
が
日
本
の
文
化
・
伝
統
に
与
え
た
影
響
を
論
ず
る
場
合
、
最
も
困
難
な
問
題
は
、
仏
教
自
体
の
複
雑
多
岐
性
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
も
決
し
て
単
純
と
は
言
え
な
い
が
、
仏
教
に
比
較
す
れ
ば
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
経
典
の
数
か
ら
見
て

も
他
の
宗
教
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
仏
教
と
は
一
つ
の
宗
教
で
は
な
く
、
多
く
の
異
な
る
宗
教
の
総
称
で
あ
る
と
言
う
人
も
い

る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
点
を
注
意
し
な
い
と
、
仏
教
の
影
響
と
い
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
の
教
え
か
ら
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受

け
た
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
問
題
を
追
求
し
て
い
く
と
、
問
題
は
解
決
に
到
達
す
る
よ
り
む
し
ろ
迷
路
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

故
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
で
、
常
識
的
に
考
え
、
仏
教
の
日
本
人
に
与
え
た
重
要
な
影
響
の
一
つ
を
取

り
あ
げ
、
そ
の
意
識
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
一
つ
と
は
、
仏
教
の
「
死
生
観
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
。
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
、
た
だ
し
生
死
す

な
わ
ち
浬
樂
と
心
得
て
、
生
死
を
し
て
厭
う
べ
き
も
な
く
、
浬
藥
を
し
て
欣
ぶ
べ
き
も
な
し
、
是
時
初
め
て
生
死
を
離
る
る
分
あ
り

：
…
・
」
と
は
曹
洞
教
会
修
証
義
の
冒
頭
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
か
に
仏
教
の
真
髄
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

死
生
観
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
宗
教
が
同
じ
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
決
し
て
死
生

一
如
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
は
「
復
活
」
の
宗
教
で
あ
り
、
死
と
闘
い
、
死
を
滅
ぼ
す
宗
教
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ン
ネ
一
点
張
り
の
国
民
か
ら
見
る
と
、
不
正
直
、
偽
善
と
映
る
の
は
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
。
故
に
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
う
し
た
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
認
識
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
二
本
立
て
で

事
を
処
理
し
て
い
く
日
本
人
の
特
性
を
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
設
定
の
場
合
に
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

仏

教
ｌ
死
生
観



詔
教
は
生
に
執
着
し
、
生
を
何
ら
か
の
意
味
で
永
遠
化
し
よ
う
と
す
る
宗
教
だ
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
現
世
的
・
活
動
的
・
積
極

的
・
行
動
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
力
の
源
泉
で
あ
る
。
し
か
し
生
に
執
着
し
過
ぎ
て
現
世
的
と
な
り
、
闘
争
的
に
な

そ
れ
に
反
し
て
仏
教
は
「
死
生
一
如
」
の
教
え
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
生
を
愛
し
死
を
厭
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

仏
教
文
化
の
影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
は
進
歩
や
発
展
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
停
滞
」
に
陥
り
や
す
い
。
（
日

本
が
発
展
し
た
の
は
、
仏
教
の
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
の
行
動
主
義
の
影
響
が
い
っ
そ
う
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
）
し

か
し
そ
れ
ほ
ど
死
を
恐
怖
せ
ず
、
淡
々
と
し
て
生
き
、
淡
々
と
し
て
死
を
迎
え
る
と
い
う
美
点
が
あ
る
。

こ
の
思
想
の
日
本
国
民
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お

そ
の
影
響
下
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
生
観
が
過
去
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
戦
争
や
非
常
事
態
に
お
け
る
行
動
を
い
か
に
規

制
し
た
か
は
、
と
く
に
説
明
の
必
要
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
・
戦
後
ア
メ
リ
カ
か
ら
入
っ
て
来
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
も
と
で
、

人
命
尊
重
、
人
権
優
位
な
ど
幾
多
の
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
日
本
で
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
れ
ら
の
影
響

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
き
わ
め
て
皮
相
的
影
響
に
と
ど
ま
り
、
多
く
の
日
本
国
民
の
死
生
観
は
未
だ
根
本

的
に
変
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
西
洋
人
好
み
の
「
人
権
思
想
」
や
「
生
命
第
一
主
義
」

よ
り
も
、
「
死
生
一
如
」
の
考
え
方
の
方
を
自
然
に
受
け
い
れ
る
性
格
を
今
な
お
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
後
に
述

べ
る
日
本
の
安
全
保
障
問
題
を
考
え
る
場
合
、
と
く
に
重
要
な
要
素
と
な
る
。

る
傾
向
は
避
け
が
た
い
。
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儒
教
や
仏
教
が
そ
れ
ぞ
れ
雄
大
な
理
論
を
持
ち
、
世
界
の
大
宗
教
と
し
て
の
貫
禄
を
備
え
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
神
道
に
は
ほ
と

ん
ど
そ
れ
に
類
す
る
理
論
も
教
義
も
な
い
。
故
に
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
主
張
さ
え
あ
り
、
し
か
も
、
そ
う
い
う
主
張
が
神

道
学
者
自
体
の
中
か
ら
す
ら
生
じ
て
来
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ
で
論
ず
る
の
は
個
別
化
し
た

宗
派
神
道
で
は
な
く
、
日
本
国
民
全
体
に
普
遍
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
神
社
神
道
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
神
社
神
道
は
わ
れ
わ
れ
日

本
国
民
に
一
体
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
過
去
だ
け
の
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に

生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

日
本
が
帝
国
主
義
時
代
に
、
日
本
統
治
下
の
各
地
に
神
社
を
建
立
し
、
現
住
民
に
参
拝
を
強
要
し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
太
平
洋

戦
争
中
、
日
本
の
軍
国
主
義
発
揚
に
神
社
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
愚
劣
な
為

政
者
に
よ
る
失
政
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
国
民
の
心
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
ご
く
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
神
社
神
道
の
日
本
国
民

に
与
え
た
影
響
は
、
そ
の
よ
う
な
一
時
的
、
政
治
的
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
は
る
か
に
深
い
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
る

そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
本
居
宣
長
が
ま
さ
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
「
直
き
心
」
の
形
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
直
き
心
」

と
は
、
現
代
的
に
表
現
す
れ
ば
、
理
性
以
前
の
直
観
の
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
、
そ
れ
に
反
す
る
も
ろ
も
ろ
の
否
定

要
因
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
そ
の
「
直
き
心
」
を
持
ち
続
け
、
今
後
も
そ
れ
は
相
当
に
長
く
続
く
と
思
わ
れ
る
。

西
洋
文
明
の
一
つ
の
特
徴
は
、
理
性
を
尊
重
し
、
理
性
を
中
心
と
し
て
生
活
や
文
化
の
い
と
な
み
を
行
な
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

の
で
あ
る
。

神
道
Ｉ
直
き
心



切
る
。
最
近
に
至
る
ま
で
理
性
は
ほ
と
ん
ど
絶
対
視
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
理
性
よ
り
も
階
級
的
利
益
と
い
う
即
物

的
な
も
の
を
も
っ
と
本
質
的
だ
と
み
な
し
た
点
で
、
従
来
の
伝
統
に
さ
か
ら
う
理
性
否
定
主
義
だ
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
露

骨
に
理
性
の
優
位
を
し
り
ぞ
け
た
の
は
フ
ロ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
学
説
は
さ
ら
に
ユ
ン
グ
に
よ
っ
て
大
き
く
展
開
さ
れ
、

人
間
の
深
層
心
理
は
い
っ
そ
う
深
く
、
ま
た
鋭
く
あ
ば
き
出
さ
れ
た
。

し
か
し
神
道
は
そ
う
い
う
理
論
的
・
分
析
的
立
場
を
と
ら
ず
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
き
な
り
「
直
き
心
」
の
優
位
に
突
入
す
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
古
事
記
は
世
界
に
類
の
な
い
古
典
で
あ
り
、
本
居
宣
長
が
古
事
記
に
日
本
人
の
「
直
き
心
」
を
発
見
し
た
の
は

世
界
文
化
に
対
す
る
偉
大
な
貢
献
だ
と
い
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
文
学
中
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
知
ら
な
い
。
強
い
て
類
例

を
求
め
れ
ば
創
世
記
に
お
け
る
ア
ダ
ム
、
エ
バ
の
堕
落
前
の
状
態
で
あ
る
。
ユ
ダ
ャ
ー
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
堕
落
後
の
歴
史
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
罪
か
ら
の
救
済
史
で
も
あ
る
が
、
堕
落
前
に
ア
ダ
ム
、
エ
バ
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
多
少

の
想
像
の
契
機
と
な
る
の
は
共
観
福
音
書
に
お
け
る
ガ
リ
ラ
ヤ
時
代
の
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
本
居
宣
長
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
古
事
記
の
「
直
き
心
」
は
堕
落
前
の
人
類
の
状
態
を
描
写
し
た
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
「
か
ら
心
」
に
よ

っ
て
「
直
き
心
」
の
大
部
分
を
失
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
今
な
お
若
干
の
「
直
き
心
」
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
日
本
的
英
智
で
あ
り
、
時
に
応
じ
て
こ
れ
が
光
を
放
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
よ
う
と
思
え
ば
そ
れ
は
無
数
に
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
「
直

き
心
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
の
立
場
か
ら
そ
の
光
の
も
と
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
心
が
け
が
必
要

で
あ
ろ
う
。



第
三
章
今
後
十
年
間
の
日
本
の
生
き
残
り
戦
略



露

一

、

現

代

日

本

の

中

心

課

題

現
在
の
日
本
は
上
述
の
ご
と
く
、
太
平
洋
時
代
へ
向
っ
て
き
わ
め
て
急
激
な
変
化
の
た
だ
中
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主

主
義
と
共
産
主
義
と
い
う
世
界
の
二
大
思
潮
が
日
本
で
は
と
り
わ
け
尖
鋭
に
対
立
し
、
国
民
の
間
に
基
本
的
問
題
点
に
関
す
る
コ
ン

セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
難
か
し
い
。
伝
統
的
な
「
島
国
」
的
体
質
の
た
め
に
色
々
な
面
で
国
際
社
会
へ
の
適
応
性
に
欠
け

て
お
り
、
ま
た
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
分
離
、
価
値
観
の
動
揺
に
よ
り
、
国
民
は
一
体
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い

状
態
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
状
況
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
安
全
保
障
の
問
題
で
も
、
ア
メ
リ
カ
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
で
は
与
野
党
の
基
本
的
な
も
の
の
考
え
方
に
さ
ほ
ど
左
右
の

格
差
は
な
い
が
、
日
本
の
場
合
は
極
端
な
差
が
あ
る
。
価
値
観
の
動
揺
の
問
題
で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
の
道
徳
的

退
廃
が
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
よ
う
に
道
徳
観
そ
の
も
の
が
分
裂
・
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が

国
民
の
間
の
共
通
の
悩
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
基
本
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
保
た
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
は
、
単
な
る
与

み
よ
う
。

先
に
述
べ
た
歴
史
観
と
日
本
固
有
の
文
化
・
伝
統
に
つ
い
て
の
考
察
を
土
台
と
し
て
、
次
に
具
体
的
に
、
今
後
十
年
間
の
日
本
の

生
き
残
り
戦
略
に
つ
い
て
の
構
想
を
提
示
す
る
。
日
本
の
繁
栄
や
幸
福
は
、
な
に
よ
り
も
世
界
の
平
和
が
維
持
さ
れ
て
の
話
だ
か
ら
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
と
く
に
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
が
ど
の
よ
う
な
点
で
世
界
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
に
貢
献
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
、
そ
の
戦
略
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
考
え
て

I
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た
と
え
ば
、
教
育
の
問
題
を
採
り
あ
げ
る
と
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
何
を
目
標
と
し
て
大
学
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
確
で

あ
る
。
大
学
生
の
数
が
少
な
か
っ
た
時
代
に
は
一
応
、
し
か
る
べ
き
社
会
的
地
位
を
得
る
た
め
の
パ
ス
ポ
ー
ト
だ
と
い
え
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
今
日
の
よ
う
に
国
民
の
四
○
％
が
大
学
に
行
く
と
い
う
現
状
で
は
無
意
味
に
近
い
。
結
果
的
に
は
青
少
年
の

心
身
を
む
し
ば
む
受
験
地
獄
か
ら
脱
す
べ
く
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
実
り
少
な
い
努
力
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
の

日
本
に
は
、
こ
う
い
う
問
題
を
採
り
あ
げ
て
、
十
年
間
で
日
本
の
教
育
を
根
本
か
ら
考
え
直
そ
う
と
い
う
空
気
が
な
い
。
入
試
に
共

通
一
次
テ
ス
ト
を
導
入
す
る
と
い
っ
た
技
術
的
な
次
元
だ
け
が
先
行
し
て
い
る
。

昔
は
各
高
等
教
育
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
な
責
任
を
持
つ
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
と
い
う
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。
高
等
師
範
は
教
育
界
の
指
導
者
、
帝
国
大
学
は
日
本
の
官
僚
の
中
枢
を
養
成
す
る
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
今

は
全
然
わ
け
が
分
か
ら
な
い
。
旧
帝
大
に
し
て
も
、
た
だ
過
去
の
栄
光
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
ほ
か
の
大
学
と
目
標
に
お
い
て
も

理
念
に
お
い
て
も
何
も
差
が
な
い
。
だ
か
ら
、
名
だ
け
の
栄
光
を
目
指
し
て
無
意
味
な
競
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情

野
党
の
政
策
の
相
違
と
か
時
代
的
変
化
と
い
っ
た
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
最
も
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
欠
け
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
混
乱
は
先
進
国
中
最
大
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
主
要
な
目
標
は
、
今
後
十
年
を
見
通
し
た
上
で
、
ま
ず
そ
の
最
も
根
本
的
な
点
に
お
け

る
「
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
づ
く
り
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
年
す
ぐ
に
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
大
き
な
分
裂
が
生
じ

る
だ
ろ
う
が
、
十
年
単
位
で
考
え
れ
ば
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

(1)

真
の
教
育
改
革



鯉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
を
一
つ
一
つ
掘
り
さ
げ
て
み
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え

な
け
れ
ば
、
大
学
問
題
は
解
決
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
十
年
間
の
戦
略
と
し
て
は
、
ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て
こ
う
い
う
具
体
的
な
問

題
で
国
民
の
ほ
と
ん
ど
の
人
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
基
盤
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
共
通
基
盤
は
十
分

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
が
だ
め
に
な
っ
た
方
が
い
い
と
か
、
自
分
の
子
供
が
赤
軍
派
に
な
っ
た
ら
い
い

そ
こ
で
、
で
は
こ
の
十
年
間
で
普
通
教
育
（
初
等
・
中
等
教
育
）
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど

う
し
て
も
価
値
観
の
問
題
に
は
い
っ
て
来
る
。
な
に
も
東
大
を
出
る
こ
と
だ
け
が
最
善
の
道
で
は
な
く
、
自
分
の
好
き
な
道
で
、
し

か
も
社
会
に
貢
献
で
き
る
道
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
道
に
生
き
が
い
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
風
潮
は
な
く
、

東
大
そ
の
他
の
有
名
校
に
は
い
る
こ
と
だ
け
が
唯
一
の
価
値
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
か
た
む
き
が
あ
る
。
そ
う
し
た
価
値
観
を

ま
ず
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
っ
た
問
題
設
定
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

防
衛
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
％
に
満
た
な
い
防
衛
費
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
少
な
す
ぎ
る
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
こ

れ
を
一
気
に
五
％
に
増
大
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
反
動
的
で
あ
る
と
か
な
い
と

か
い
う
以
前
に
、
実
現
の
た
め
の
社
会
的
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
。
日
本
の
旧
帝
国
陸
海
軍
に
し
て
も
、
軍
事
科
学
技
術
者
な
ど
大

量
の
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
数
十
年
に
わ
た
っ
て
養
成
し
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
に
優
秀
な
飛
行
機
や
軍
艦
、
戦
車
な
ど
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
軍
備
拡
充
の
た
め
に
は
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
だ
け
で
な
く
、
意
欲
を
も
っ
た
学
者
集
団
と
か
な
り
長
期
の
研
究
キ
ャ

と
思
う
人
は
皆
無
で
あ
ろ
う
か
ら
。

(2)

国
防
理
念
の
確
立
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し
た
が
っ
て
現
実
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
十
年
間
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
日
本
の
国
土
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
手
で
一

緒
に
な
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
づ
く
り
、
第
二
に
、
軍
備
拡
充
に
代
わ
る
有
効
な
国
家
総
合
安
全
保

障
の
代
替
策
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

戦
後
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
占
領
し
た
が
、
大
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
戦
後
ボ
ケ
は
間
違
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
が
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
土
台
と
す
る
例
外
的
に
寛
大
で
富
裕
な
占
領
者
だ
っ
た
か
ら
で
、
ソ
連
の
占
領
下
で
共
産
化

さ
れ
れ
ば
、
↓
」
れ
ま
で
の
例
か
ら
し
て
、
人
口
の
一
割
ぐ
ら
い
の
虐
殺
、
さ
ら
に
日
本
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化
・
民
族
的
遺
産
な
ど

の
一
切
を
失
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
は
ソ
連
が
ど
の
よ
う
な
出
方
を
し
て
も
、
日
本
に
は
単
独
で
そ
れ
を
牽

制
す
る
力
が
な
い
が
、
そ
れ
は
日
本
が
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
た
結
果
で
仕
方
が
な
い
。
し
た
が
っ
て

い
ま
わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
が
他
国
、
と
く
に
共
産
国
家
に
躁
州
さ
れ
た
ら
ど
の
く
ら
い
悲
惨
な
こ
と
に
な
る
か
、

国
民
生
活
が
崩
壊
し
て
も
よ
い
の
か
、
侵
略
さ
れ
て
奴
隷
状
態
に
陥
っ
て
も
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
自
分
の
親
や
兄

弟
、
子
供
に
あ
て
は
め
て
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
精
神
的
土
壌
を
国
民
の
間
に
育
て
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
有

事
立
法
な
ど
の
問
題
も
あ
く
ま
で
そ
う
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ァ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
、
ど
ん
な
強
力
な
指
導
者
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
防
衛
力
の
充
実
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
今

後
十
年
間
の
目
標
に
関
す
る
限
り
「
Ｇ
Ｎ
Ｐ
五
％
論
」
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
・
五
’
二
％
を
防
衛
費
に
ま
わ
せ
た

ら
上
々
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
世
界
は
今
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
米
ソ
を
中
心
と
す
る
先
進
諸
国
間
の
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
の
中
に
明
け
暮
れ
ざ
る
を
え

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
に
現
在
の
よ
う
な
平
和
ボ
ケ
が
続
い
て
い
る
限
り
は
、
良
い
悪
い
は
別
と
し
て
、
日
本
が
こ
こ
十
年
間

で
と
う
て
い
世
界
の
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
の
う
ち
に
加
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
が
生
き
残
る
道
と
し
て
は

日
本
の
伝
統
的
価
値
観
を
背
景
と
し
て
、
持
っ
て
い
る
経
済
力
や
技
術
を
生
か
し
て
積
極
的
な
世
界
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取

っ
て
い
く
以
外
に
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
は
軍
事
科
学
に
投
入
し
な
い
余
剰
の
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
十
二
分
に
持
っ
て
い
る
の
で
、

一
割
ぐ
ら
い
の
中
堅
技
術
者
を
発
展
途
上
国
に
送
っ
て
、
そ
の
国
の
社
会
発
展
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
の
商
品
だ
け
で
は
な
く
、
「
日
本
」
そ
の
も
の
が
世
界
中
到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
状
況
、
す
な
わ

ち
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
が
世
界
の
到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
俗
な
表
現
で
い
え
ば
、

日
本
が
倒
産
す
れ
ば
そ
の
関
係
諸
国
が
す
べ
て
倒
産
す
る
と
い
う
状
況
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
国
々
も
日
本
の
防
衛
に
無
関
心
で

い
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
意
味
で
の
技
術
者
と
資
金
は
「
総
合
安
全
保
障
費
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
国
の
独
立
と
安
全
が
保

障
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
（
二
兆
円
）
ぐ
ら
い
は
ふ
や
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
と
と
も
に
自
国
は
自
国
民
の
手
で
あ
く
ま
で
も
守
る
と
い
う
気
概
が
必
要
で
あ
る
。
ス
イ
ス
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
中

立
国
は
、
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
に
は
参
加
し
な
く
て
も
、
侵
略
に
は
最
後
ま
で
抵
抗
し
て
、
国
の
安
全
と
生
活
を
守
ろ
う
と
い
う
気
概

が
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
ス
イ
ス
に
侵
入
し
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(3)’

生
き
残
り
戦
略
の
確
立
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の
三
つ
に
な
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
ど
れ
に
優
先
順
位
を
置
く
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
た
。
政

治
１
軍
事
的
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
見
る
学
者
は
お
お
む
ね
、
国
家
の
独
立
を
第
一
次
的
な
も
の
だ
と
見
、
経
済
Ｉ
技
術
的
観
点
か

ら
と
ら
え
る
学
者
は
国
民
の
生
存
と
繁
栄
を
、
価
値
Ｉ
倫
理
（
宗
教
）
的
側
面
か
ら
考
え
る
学
者
は
国
家
の
存
在
意
義
を
、
概
し
て

そ
れ
ぞ
れ
第
一
に
置
い
て
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
三
つ
の
要
素
は
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
の
一
つ
を
欠
い
て
も
国
家
を
存
続
さ

で
は
、
今
後
十
年
間
の
生
き
残
り
戦
略
と
し
て
、
日
本
の
国
家
目
標
を
基
本
的
に
ど
の
よ
う
に
定
め
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
展

さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
古
来
の
精
神
的
・
文
化
的
伝
統
な
ら
び
に
戦
後
に
形
成
さ
れ
た
日
本
の
特

殊
状
況
を
現
実
的
に
踏
ま
え
て
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
方
策
の
か
た
ち
で
打
ち
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
考
慮
す
べ
き
必
要
不
可
欠
な
要
素
は

国
民
の
生
存
と
繁
栄
（
経
済
的
側
一

国
家
の
存
立
意
義
（
価
値
的
側
面
）

（
経
済
的
側
面

国
家
の
独
立
（
政
治
的
側
面
）

(1)
二
、
国
家
目
標
の
基
本

■

・

■

■

巳

国
家
目
標
の
基
本
と
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
Ｉ

）

一
一一



能
せ
る
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
国
民
が
生
存
し
続
け
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
も
、
国
家
と
し
て
の
独
立
性
を
失
い
、
肉

体
的
、
あ
る
い
は
精
神
的
に
奴
隷
状
態
に
陥
れ
ば
、
そ
の
国
家
は
有
名
無
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
国
家
の
独
立
は
維

持
で
き
て
も
国
民
が
生
き
延
び
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
貧
困
に
陥
る
な
ら
、
こ
れ
も
国
家
存
立
の
意
味
は
な
い
。
ま
た
独

立
と
生
存
の
い
ず
れ
も
が
保
障
さ
れ
て
も
、
そ
の
国
家
が
悪
徳
の
た
め
に
国
際
社
会
で
認
知
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
国

家
を
存
続
す
る
意
義
が
少
な
く
な
る
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
三
つ
の
要
因
の
う
ち
一
つ
が
失
わ
れ
れ
ば
、
他
の
も
の
も
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
来
る
。
た
と
え

ば
、
国
民
が
生
き
延
び
ら
れ
な
い
ほ
ど
貧
困
な
ら
ば
、
生
存
せ
ん
が
た
め
に
国
家
の
独
立
性
を
大
幅
に
犠
牲
に
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

守
る
に
足
る
ほ
ど
の
文
化
も
育
た
な
い
。
ま
た
、
他
の
諸
国
に
と
っ
て
そ
の
国
の
存
続
に
強
い
関
心
が
持
て
な
い
ほ
ど
有
害
無
益
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
世
論
の
支
持
も
得
が
た
く
、
独
立
の
た
め
の
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。

さ
て
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
最
も
緊
急
な
課
題
は
「
生
存
」
の
問
題
で
は
な
く
、
極
東
に
お
い
て
軍
事
力
の
強
化
を
続
け
る
ソ

連
か
ら
「
独
立
」
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
危
倶
で
あ
る
。

そ
こ
で
現
代
日
本
の
緊
急
度
と
い
う
観
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
目
標
に
つ
い
て
、
独
立
、
生
存
と
繁
栄
、
存
立
意
義
と
い
う
順

序
を
考
え
、
ま
ず
政
治
・
軍
事
面
、
次
に
経
済
・
技
術
面
、
そ
し
て
教
育
・
社
会
・
文
化
面
と
い
う
順
序
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
守
る
べ
き
国
家
の
本
質
１
１
国
家
の
何
を
守
り
、
何
の
独
立
を
め
ざ
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
・
制
度

的
に
は
「
自
由
存
立
の
外
的
条
件
」
、
内
容
的
・
精
神
的
に
は
日
本
の
「
伝
統
的
文
化
」
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
す
べ
き
で

(2)

国
家
の
独
立

ノ

～ｰ
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生
ま
た
、
日
本
自
体
に
関
し
て
い
え
ば
、
日
本
の
弱
体
化
を
目
的
と
し
た
戦
後
初
期
の
占
領
政
策
か
ら
の
脱
皮
を
は
か
り
、
真
の
「
国

の本
家
の
主
体
性
」
を
取
り
も
ど
す
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
占
領
政
策
は
、
第
一
に
、
国
軍
の
解
体
に
よ
っ
て
日
本
国
民
の
統

日帥
合
の
力
、
統
合
の
か
な
め
を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
教
育
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
族
の
精
神
的

拝
支
柱
を
奪
い
取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
国
民
は
民
族
国
家
と
し
て
の
独
立
心
と
誇
り
を
失
い
、
す
べ
て
の
力
を
産
業

後今
や
技
術
開
発
に
投
入
し
、
経
済
的
発
展
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
け
が
国
民
の
目
標
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

雲
こ
の
結
果
、
国
民
の
多
く
は
根
本
的
な
国
家
の
目
標
を
見
失
い
、
民
族
の
独
立
感
が
薄
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
日
本

第６
の
現
状
は
、
人
生
目
標
を
見
失
っ
て
金
も
う
け
だ
け
を
生
き
が
い
と
す
る
悪
徳
商
人
の
よ
う
に
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」

昔麺
に
徹
し
て
い
る
と
の
世
界
か
ら
の
批
判
が
聞
か
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
日
本
が
資
源
や
市
場
を
狸
得
し
、
今
日
の
経
済
的
繁
栄
を
満
喫
し
て
お
れ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
お
か
げ
で
あ
り
、

銅
こ
の
点
は
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
国
家
の
よ
っ
て
立
つ
三
本
の
柱
の
う
ち
、
経
済
面
（
生
存
と
繁
栄
）
の
柱
は
確
立
さ
れ
た
。

部第三章今後十年間の日本の生き 残り戦略

あ
ろ
う
。
た
だ
し
伝
統
保
持
と
い
っ
て
も
、
太
平
洋
時
代
へ
と
向
う
歴
史
の
流
れ
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
単
な
る
閉
鎖
的
・

独
善
的
・
排
外
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
全
世
界
の
文
化
に
貢
献
し
う
る
よ
う
な
国
際
性
と
太
平
洋
連
帯
感
を
持
っ
た
国
家

的
・
民
族
的
個
性
で
な
け
れ
ば
意
味
を
持
た
な
い
・

国
家
の
独
立
の
確
立
の
た
め
に
は
、
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
配
慮
と
国
家
自
体
が
み
ず
か
ら
整
え
る
べ
き
側
面
が
あ
る
。
ま
ず
国

際
関
係
に
関
し
て
ば
、
日
本
は
「
自
由
陣
営
」
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
明
確
に
し
、
自
由
諸
国
間
の
相
互
協
力
に
よ
る
「
集

団
安
全
保
障
」
を
第
一
義
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
国
の
安
全
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
有
名
無
実
化
す
る
国
連
に
過
大
な
期
待
を
か
け

る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。



勿
今
や
日
本
は
残
る
二
つ
の
柱
（
国
家
の
独
立
と
存
立
意
義
）
を
確
立
し
、
真
の
意
味
で
戦
後
の
占
領
体
制
か
ら
の
脱
皮
を
は
か
り
、

二
十
一
世
紀
の
太
平
洋
時
代
の
備
え
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
と
し
て
の
真
の
主
体
性
を
取
り
も
ど
す
こ
と
に
よ
り
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
と
批
判
さ
れ
た
日
本
に

も
、
初
め
て
、
他
国
に
対
す
る
親
身
の
愛
情
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
こ
に
は
経
済
・
技
術
面
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
き
づ
ま
り
や
矛
盾
の
打
開
、
人
口
問
題
、
食
糧
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
が
含

ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
国
内
の
数
多
く
の
研
究
機
関
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に
言
及
し

た
だ
一
言
注
意
し
た
い
の
は
、
日
本
の
生
存
と
繁
栄
は
基
本
的
に
は
自
由
諸
国
と
の
経
済
交
流
の
な
か
で
活
路
を
開
い
て
行
く
し

か
方
法
が
な
い
が
、
一
朝
有
事
の
際
に
は
、
日
本
は
海
上
を
封
鎖
さ
れ
て
、
自
由
諸
国
と
の
物
資
の
交
流
は
途
絶
す
る
危
険
が
あ
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
際
に
は
、
あ
る
程
度
の
国
内
自
給
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う

な

い
。

こ
と
で
あ
る
。

国
家
と
は
生
の
様
式
と
し
て
の
文
化
を
同
じ
く
す
る
共
同
体
で
あ
り
、
国
防
と
は
こ
の
共
同
体
の
生
の
様
式
、
つ
ま
り
文
化
を
守

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
教
育
と
は
、
こ
の
共
同
体
の
文
化
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国

(3)(4)

国
民
の
生
存
と
繁
栄

国
家
の
存
立
意
義
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防
と
教
育
は
共
同
体
と
し
て
の
文
化
を
守
り
伝
え
る
と
い
う
点
で
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
後
初
期
の
占
領
政
策
に
よ
り
日
本
の
文
化
と
伝
統
は
破
壊
さ
れ
、
日
本
人
の
精
神
的
基
盤
は

完
全
に
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
教
育
現
場
で
非
武
装
中
立
論
や
、
日
本
文
化
と
伝
統
を
否
定
し
た
、
偏
向

教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
眼
下
の
急
務
は
日
本
の
文
化
・
伝
統
に
基
づ
く
正
し
い
歴
史
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
、

こ
れ
を
通
し
て
国
民
が
民
族
・
国
家
と
し
て
の
自
信
と
誇
り
を
取
り
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
今
日
、
日
本
は
経
済
的
に
は
大
国
で
も
世
界
か
ら
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
と
侮
ら
れ
、
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
非

常
任
理
事
国
の
選
挙
に
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
や
ぶ
れ
る
ほ
ど
、
信
用
を
な
く
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
人
格
的
欠
陥
と
い
う

よ
り
も
、
日
本
を
世
界
全
体
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
国
際
感
覚
の
欠
如
か
ら
来
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
島
国
根
性
の
ま
ま
で
は
、
い
か
に
経
済
大
国
と
な
っ
て
も
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
国
際
社
会
の
主
流
か
ら

切
り
捨
て
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
日
本
は
自
ら
の
長
所
を
生
か
し
て
積
極
的
に
世
界
に
貢
献

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
世
界
か
ら
感
謝
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
と
な
っ
て
こ
そ
、
国
家
の
存
立
意
識
も
さ
ら
に
高
ま

る
と
い
え
よ
う
。



瘤

八
○
年
代
に
も
依
然
と
し
て
自
由
陣
営
対
共
産
陣
営
と
い
う
体
制
問
題
は
残
る
に
し
て
も
、
資
源
・
食
糧
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
危
機

を
背
景
と
し
た
国
家
間
の
利
害
対
立
が
世
界
的
に
表
面
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
共
産
陣
営
内
に
お
い
て
も
、
中
ソ
の
対
立
と
図

式
が
複
雑
化
し
、
対
立
と
抗
争
が
ま
す
ま
す
拡
大
激
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
イ
ラ
ン
革
命
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
発
展
途
上
国
内

部
の
問
題
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
対
立
の
背
景
に
あ
る
宗
教
問
題
な
ど
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
と
も
か
ら
ん
で
二
重
三
重
に
複
雑

な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
激
動
期
の
八
○
年
代
を
暗
示
す
る
事
件
が
あ
い
つ
ぎ
、
さ
さ
い
な
事
件
を
契
機
と
し
て
、
想

様
相
を
呈
し
て
い
る
。

次
に
、
こ
の
国
家
目
標
に
沿
っ
た
具
体
的
な
方
策
を
立
て
る
た
め
、
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
を
展
望
し
て
み
よ
う
。

一
九
七
○
年
代
は
国
際
的
に
も
、
国
内
に
お
い
て
も
ま
さ
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
イ
ラ
ン
革
命
、
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア

制
圧
、
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
、
米
中
国
交
正
常
化
と
台
湾
断
交
と
か
、
そ
の
方
面
の
専
門
家
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
予
想
の
つ
か
な
い

こ
と
の
連
続
で
あ
っ
た
。
一
九
八
○
年
代
は
七
○
年
代
と
は
違
っ
た
か
た
ち
の
い
っ
そ
う
大
き
な
激
動
が
続
き
、
ま
す
ま
す
「
不
確

実
性
」
の
時
代
と
な
る
に
相
違
な
い
・

七
○
年
代
の
国
際
情
勢
は
、
単
に
東
西
問
題
と
か
、
南
北
問
題
と
か
の
図
式
で
は
簡
単
に
割
切
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
化
し
、
混
迷
の

(1)
三
、
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
環
境

一
九
八
○
年
代
の
概
観
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像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
程
の
激
変
が
随
所
に
生
じ
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
激
動
の
時
代
に
あ
や
ま
り
な
く
対
処
し
、

希
望
あ
る
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
た
め
に
は
、
激
変
の
中
に
あ
っ
て
変
化
し
な
い
本
質
的
な
要
素
や
原
則
を
探
り
出
す
こ
と
、
世

界
と
日
本
を
見
つ
め
る
確
か
な
視
点
、
未
来
へ
の
展
望
と
理
念
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
歴
史
観
か
ら
考
え
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
に
は
必
ず
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
イ
ジ
（
地
球
時
代
）
が
訪
れ
、

そ
の
中
心
的
な
足
が
か
り
と
し
て
太
平
洋
文
化
圏
へ
向
っ
て
の
胎
動
が
着
実
に
生
じ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
基
本
的
認
識

の
も
と
に
、
さ
ら
に
日
本
を
め
ぐ
る
政
治
１
軍
事
的
、
経
済
Ｉ
技
術
的
、
社
会
Ｉ
文
化
的
国
際
環
境
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。

ソ
連
の
軍
備
の
水
準
は
、
過
去
十
数
年
に
わ
た
る
大
軍
備
拡
張
の
結
果
、
す
で
に
ソ
連
お
よ
び
東
欧
衛
星
諸
国
の
平
和
と
安
全
を

維
持
す
る
の
に
必
要
な
水
準
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ソ
連
は
、
国
民
経
済
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
さ
ら
に

軍
備
の
拡
充
、
強
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
何
か
。
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
、
米
ソ
の
デ
タ
ン
ト
政
策
以
来
西
側

で
は
あ
ま
り
警
戒
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
米
・
日
・
西
欧
諸
国
の
資
本
主
義
を
屈
伏
さ
せ
、
共
産
主
義
に
よ
り
世
界
制
覇
を
遂
げ
よ

う
と
い
う
ク
レ
ム
リ
ン
の
指
導
者
た
ち
の
野
望
で
あ
る
。

一
九
五
○
年
代
か
ら
六
○
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
ソ
連
の
指
導
者
た
ち
は
、
資
本
主
義
世
界
と
の
経
済
力
競
争
に
よ
っ
て
そ

の
目
標
を
達
成
で
き
る
と
考
え
た
。
当
時
は
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
に
先
が
け
て
人
工
衛
星
第
一
号
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
を
打
上
げ
、
大
陸
間

世
界
制
覇
を
目
指
す
ソ
連

(2)

国
際
政
治
環
境



河
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
完
成
し
た
頃
だ
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
そ
れ
が
可
能
だ
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
、
経
済
力
で
一
九

八
○
年
ま
で
に
ソ
連
は
ア
メ
リ
カ
に
追
い
つ
き
追
い
越
す
と
言
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
経
済
力
の
差
は
開

く
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
希
望
が
う
す
ら
ぎ
か
け
て
来
た
と
こ
ろ
に
キ
ュ
ー
バ
の
ミ
サ
イ
ル
危
機
二
九
六
二
年
十
月
）
が
起

こ
り
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
ケ
ネ
デ
ィ
の
要
求
に
屈
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
に
持
ち
込
ん
だ
ミ
サ
イ
ル
を
引
揚
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
そ
の
主
な
理
由
は
当
時
核
戦
力
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ソ
連
に
対
し
七
対
一
、
な
い
し
十
対
一
の
割
合
で
そ
の
優
位
を
維
持

し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
ソ
連
は
、
経
済
力
の
競
争
で
は
な
く
軍
事
力
に
よ
っ
て
資
本
主
義
を
打
倒
し
よ
う

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
直
接
資
本
主
義
諸
国
と
軍
事
力
で
対
決
す
れ
ば
損
害
が
大
き
い
の
で
、
そ
の
前
に
資
本
主
義
諸
国
が
必
要
と
し
て
い
る

海
外
の
工
業
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
弱
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ソ
連
が
キ
ュ
ー
バ
兵
を
使
っ
て
ア
フ
リ
カ
、

中
東
方
面
に
進
出
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
は
以
前
は
西
欧
の
植
民
地
で
西
欧
諸
国
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、

そ
の
南
三
分
の
一
は
世
界
の
工
業
資
源
の
豊
庫
で
あ
っ
て
、
こ
の
資
源
が
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
諸
国
に
は
い
ら
な
く
な
れ
ば
、
現
在
の

経
済
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ソ
連
は
こ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。

ま
た
七
八
年
春
に
は
二
、
三
十
万
の
軍
隊
を
中
ソ
国
境
に
増
強
、
四
十
三
個
師
団
と
し
北
か
ら
中
国
を
狙
う
と
と
も
に
、
日
中
平

和
友
好
条
約
が
調
印
さ
れ
る
や
否
や
ベ
ト
ナ
ム
と
の
友
好
条
約
を
締
結
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
を
援
助
し
て
、
南
か
ら

も
中
国
包
囲
網
を
か
た
め
つ
つ
あ
る
。
ソ
連
は
日
中
平
和
友
好
条
約
、
米
中
国
交
正
常
化
を
米
・
中
・
日
三
国
の
対
ソ
包
囲
作
戦
だ

と
見
、
そ
れ
に
対
す
る
先
制
攻
撃
を
か
け
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ソ
連
は
最
近
、
海
軍
を
増
強
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
北
大
西
洋
軍
を
南
北
か
ら
包
囲
す
る
準
備
も
進
め
て
い
る
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ソ
連
の
異
常
な
軍
備
拡
張
は
そ
の
経
済
力
と
不
均
衡
な
の
で
、
そ
の
軍
事
力
は
ほ
ど
な
く
頂
点
に
達
し

た
の
ち
下
降
線
を
た
ど
る
よ
う
に
な
る
の
は
必
至
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
頂
点
に
達
す
る
の
が
一
九
八
三
年
な
い
し
八
五
年
と
見
ら
れ

て
い
る
の
で
、
ソ
連
と
し
て
は
そ
の
前
に
軍
事
力
に
よ
っ
て
西
側
の
資
本
主
義
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
戦
場
と
す
る
第
三
次
大
戦
勃
発
の
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
。
ソ
連
の
軍
指
導
者
の
心

配
は
そ
の
際
、
中
ソ
国
境
で
も
戦
争
が
起
こ
り
腹
背
か
ら
の
両
面
作
戦
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
、
中
国
の
方
を
先
に
片
づ
け
て

略
お
こ
う
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
の
前
に
中
ソ
戦
争
の
起
こ
る
可
能
性
が
こ
れ
ま
た
多
分
に
あ
る
。

戦り
そ
の
場
合
、
日
本
は
ど
う
な
る
か
。
ソ
連
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
は
反
覇
権
条
項
を
含
む
日
中
平
和
友
好
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
に

残準
よ
り
、
中
国
の
ソ
連
包
囲
戦
略
に
加
担
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
ソ
戦
の
あ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
戦
争
を
行
な
う
と
す
れ

和
ば
、
ソ
連
の
経
済
力
だ
け
で
は
無
理
な
の
で
、
何
と
か
し
て
日
本
の
資
本
・
技
術
・
労
働
力
を
ソ
連
の
戦
争
目
的
の
た
め
に
動
員
し

日の
た
い
。
》
」
の
両
面
を
考
え
て
、
ま
ず
百
二
十
万
ト
ン
に
上
る
ソ
連
の
太
平
洋
艦
隊
が
日
本
の
太
平
洋
岸
に
出
没
し
、
貿
易
立
国
日
本

間拝
の
生
命
線
で
あ
る
海
路
を
切
断
す
る
ぞ
と
い
う
示
威
運
動
を
行
な
い
、
日
本
国
民
に
心
理
的
脅
威
を
与
え
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
を

雑
ソ
連
の
い
う
こ
と
を
何
で
も
聞
く
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
国
に
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ソ
連
の
戦
略
が
発
火
点
と

雲
な
っ
て
第
三
次
大
戦
が
勃
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
・

第
ま
た
ソ
連
圏
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
経
済
不
調
、
人
種
問
題
、
食
糧
こ
と
に
穀
類
の
不
足
、
旧
バ
ル

部Ｉ
卜
三
国
お
よ
び
東
欧
衛
星
諸
国
民
の
間
に
あ
る
反
ソ
・
反
ク
レ
ム
リ
ン
感
情
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第
三
次
大
戦
が
長

第

び
け
ば
、
ソ
連
側
の
敗
北
す
る
可
能
性
が
大
き
い
・

庵
ソ
連
は
総
合
国
力
で
は
自
由
諸
国
に
及
ば
な
い
の
で
、
軍
事
力
に
よ
っ
て
世
界
の
覇
権
を
に
ぎ
ろ
う
と
し
て
い
る
◎
し
か
し
そ
の



お
軍
事
偏
重
政
策
が
逆
に
反
発
を
ま
ね
き
、
ア
フ
リ
カ
、
中
東
、
ア
ジ
ア
の
一
部
で
現
れ
て
来
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
連
ば
な
れ
が
起
き

て
い
る
。
し
か
し
ソ
連
は
、
そ
う
し
た
欠
陥
を
知
り
な
が
ら
、
あ
わ
よ
く
ば
核
の
優
位
を
獲
得
し
て
、
重
要
事
項
な
ら
び
に
重
要
地

点
に
対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
世
界
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
に
ぎ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
ソ
連
の
軍
謂
的
圧
力
に
日
本
が
屈
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
化
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
で
も
な
れ
ば
、
ア
メ

リ
カ
は
日
本
の
経
済
力
と
技
術
力
が
ソ
連
の
戦
力
強
化
に
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
日
米
協
調
路
線
を
百
八
十
度
転
換
す
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
日
本
は
最
大
の
貿
易
国
ア
メ
リ
カ
を
失
う
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
と
独
立
と
民
主
主
義
を
失

い
、
東
欧
圏
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
み
じ
め
な
状
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
日
本
は
、
八
○
年
代
を
通
じ
て
、
ソ
連
の
圧
力

を
版
否
し
得
る
物
心
両
面
の
態
勢
を
着
実
に
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
の
十
年
間
を
考
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
戦
略
の
う
ち
最
大
の
比
重
を
占
め
る
の
は
対
ソ
戦
略
で
あ
る
。
そ
の
対
ソ
戦
略

の
優
先
順
位
は
、
第
一
は
自
国
の
安
全
の
た
め
の
核
戦
略
、
第
二
は
親
近
性
の
強
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
防
衛
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
な
ど
の
問
題
、

第
三
が
石
油
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
を
め
ぐ
っ
て
中
東
の
防
衛
、
第
四
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
略
と
い
う
順
序
に
な
ろ
う
。

ソ
連
は
上
述
の
よ
う
に
戦
術
的
に
は
デ
タ
ン
ト
政
策
を
と
り
な
が
ら
、
戦
略
的
に
は
共
産
主
義
に
よ
る
世
界
制
覇
を
め
ざ
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
は
数
年
前
か
ら
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
「
新
（
ネ
オ
）
デ
タ
ン
ト
」
政
策
の
方
向
に
向
い
つ
つ
あ
る
。

そ
の
第
一
は
対
ソ
戦
略
で
、
軍
事
的
に
対
ソ
優
位
の
立
場
を
譲
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
本
質
的
同
等
性
を
維
持
し
続
け
る
と
い
う

こ
と
を
基
本
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
軍
事
的
対
決
を
も
辞
さ
ず
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
戦
力
に
お
い
て
は
戦
略
核
（
戦
術
核

ア
ジ
ア
か
ら
後
退
す
る
ア
メ
リ
カ
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さ
て
、
こ
こ
で
日
本
と
し
て
考
え
る
べ
き
重
要
な
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
が
単
独
で
共
産
諸
国
と
対
抗
し
て
い
く
だ
け
の
力
は
も
は

や
な
く
、
そ
の
意
志
も
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
よ
う
に
、
日
本
の
防
衛
を
ア
メ
リ
カ
に
一
方

的
に
肩
代
り
し
て
も
ら
う
よ
う
な
こ
と
は
今
後
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
一
九
七
五
年
の
南
ベ
ト
ナ
ム
陥
落
、
今
度
の
米
中
接
近
、
台
湾
切
捨
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
ア
ジ
ア
戦
略
の
変
化
を
は
っ

き
り
示
す
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
重
要
な
教
訓
を
汲
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
南
ベ
ト
ナ
ム
を
守
る
と

を
含
む
）
を
中
心
と
し
、
地
点
と
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
つ
い
で
中
東
に
力
点
を
置
く
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
対
西
西
戦
略
で
あ
る
。
自
由
諸
国
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
一
元
的
支
配
（
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
）
が
、
国
際
的
に
は

日
本
な
ら
び
に
Ｅ
Ｃ
（
と
く
に
西
独
）
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
国
内
的
に
は
経
済
が
暗
中
模
索
時
代
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ぐ
ら

つ
き
始
め
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
時
代
へ
の
現
実
的
対
応
と
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、
欧
州
な
ら
び
に
日
本
の
経
済
的
・
通
貨
的
・
資
源

的
な
相
互
依
存
関
係
を
重
視
す
る
。
基
本
的
に
は
各
国
が
相
互
に
責
任
を
負
い
ゞ
役
割
分
担
を
遂
行
し
て
い
く
中
で
、
ア
メ
リ
カ
が

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
保
と
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
こ
の
二
つ
の
戦
略
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
中
接
近
は
大
い
に
や
れ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
自
ら
も
「
米
中
正
常
化
」

を
行
な
っ
た
。
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ⅱ
交
渉
も
早
晩
妥
結
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
対
ソ
と
と
も
に
西
側
を
リ
ー
ド
す
る
た
め
の
も
の
と

い
え
る
。
対
ソ
関
係
に
お
い
て
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
な
い
よ
り
は
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
負
担
の
軽
く
な
っ
た
部
分
だ
け
、
資

源
を
他
の
分
野
に
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
と
の
間
で
一
定
の
枠
組
み
を
設
定
し
つ
つ
、

協
調
と
と
も
に
対
立
と
競
争
を
今
後
も
続
け
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
力
の
限
界
を
考
慮
し
た
現
実
的
な
戦
略
と

い
え
る
。

｡



沼
公
約
し
、
そ
の
能
力
も
意
志
も
あ
っ
た
が
、
南
ベ
ト
ナ
ム
自
身
に
自
国
を
守
る
意
志
が
な
か
っ
た
の
で
、
手
を
引
い
た
。
ま
た
台
湾

に
つ
い
て
は
、
西
西
関
係
、
と
く
に
日
本
が
中
国
市
場
を
独
占
し
て
は
困
る
と
い
う
配
慮
か
ら
、
台
湾
を
守
る
能
力
は
あ
る
が
そ
の

意
志
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
日
米
間
で
も
生
じ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
日
米
安
保
条
約
を
成
立
せ
し
め
た
国

際
的
諸
条
件
が
こ
の
よ
う
に
今
日
全
く
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
十
分
に
考
え
日
米
関
係
を
現
実
的
に
再
構
築
す

一
九
七
九
年
一
月
、
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
が
米
華
防
衛
条
約
を
破
棄
し
て
米
中
国
交
正
常
化
を
行

な
っ
た
こ
と
は
国
際
社
会
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
も
と
も
と
台
湾
問
題
は
一
つ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
中
国
対
策
で
あ
っ

た
が
、
対
ソ
戦
略
上
中
国
が
必
要
に
な
る
と
、
台
湾
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

日
中
平
和
友
好
条
約
の
早
期
締
結
に
、
日
本
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
が
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
世
論
操
作
の
地
な
ら
し
だ
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
対
ソ
戦
略
上
か
ら
必
要
と
な
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
も
見
捨
て
る
可
能
性
が
十
分
あ
り
う
る
こ

さ
ら
に
、
日
本
が
十
分
準
備
が
な
い
ま
ま
に
中
国
と
の
関
係
を
深
め
て
い
け
ば
、
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
真
た
だ
中
に
飛
び

込
む
こ
と
を
意
味
し
、
日
本
の
危
機
が
増
大
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
の
外
交
を
行
な
う
に
当
っ
て
は
、

日
米
協
調
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
ア
メ
リ
カ
が
時
と
し
て
そ
の
大
き
な
力
を
濫
用
す
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
は

ら
う
必
要
が
あ
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
い
え
ど
も
、
謀
略
的
な
は
た
ら
き
か
け
に
対
し
て
は
毅
然
た
る
態
度
で
現
実
的
に
対
処
し
、

い
う
が
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
グ
ラ
マ
ン
事
件
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
国
内
問
題
の
処
理
方
式
を
理
解
し
な
い
ア
メ
リ
カ
に
振
り
ま
わ
さ

と
を
示
し
て
い
る
。

る
必
要
が
あ
る
。
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中
国
は
自
由
主
義
諸
国
と
は
敵
対
的
な
性
格
を
有
す
る
共
産
主
義
国
家
で
あ
り
、
毛
沢
東
の
「
三
つ
の
世
界
」
論
に
も
と
づ
い

て
、
米
ソ
を
世
界
戦
略
上
の
究
極
の
敵
と
規
定
し
、
日
本
を
も
中
間
地
帯
の
国
家
と
し
て
最
終
的
に
は
攻
略
す
べ
き
対
象
と
見
て
い

る
。
日
本
国
内
の
拠
乱
工
作
も
つ
い
こ
の
間
ま
で
行
な
っ
て
来
た
。
た
だ
、
ソ
連
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
ソ
連
軍
が
侵
入
し
て
東
北

の
広
大
な
領
域
を
征
圧
す
る
危
険
性
が
切
迫
し
て
来
た
た
め
、
一
時
的
に
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
利
用
し
、
ソ
連
の
侵
入
を
食
い
止
め

よ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
日
米
の
科
学
技
術
に
よ
っ
て
自
国
の
近
代
化
を
早
急
に
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
毒
を
も
っ
て

毒
を
制
す
る
と
い
う
戦
術
で
あ
る
。
↓
」
の
よ
う
な
貧
弱
な
国
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
中
国
を
、
い
ざ
と
い
う
時
ど
れ
だ
け
頼
り
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
は
、
ソ
連
の
軍
事
的
拡
張
戦
略
に
対
し
当
面
の
間
、
共
産
中
国
を
利
用
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
だ
と
現
実
的
に
割
切
っ

て
考
え
て
い
る
が
、
日
本
は
情
緒
的
に
中
国
一
辺
倒
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
め
り
込
ん
で
い
く
様
子
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
代

議
士
達
の
、
中
国
と
仲
良
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
選
挙
に
有
利
な
状
況
を
つ
く
る
と
い
う
狙
い
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
目
先

だ
け
で
、
日
本
国
家
百
年
の
大
計
を
考
え
て
の
行
動
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
派
閥
力
学
か
ら
中
国
に
膨
大
な
経
済
援
助
を
し

て
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
動
き
が
あ
る
と
し
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
話
で
あ
る
。

れ
る
よ
う
な
依
存
的
態
度
は
危
険
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
日
本
が
自
主
独
立
の
強
い
精
神
を
持
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
も
立
場
の

違
い
を
考
え
、
先
々
の
こ
と
ま
で
見
通
し
た
上
で
外
交
を
行
な
う
の
で
な
け
れ
ば
、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
過
ち
を
犯
す
危
険
が
あ
る

こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
米
に
顔
を
向
け
る
共
産
中
国



即
こ
れ
は
、
戦
前
の
日
支
事
変
と
い
う
「
軍
事
介
入
」
と
全
く
同
じ
性
質
の
「
経
済
介
入
」
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
先
の
見
通
し
の
な
い
軍
事
介
入
に
よ
っ
て
日
本
の
国
力
を
消
耗
し
つ
く
し
た
よ
う
に
、
回
収
の
見
込
み
の
な
い
経
済
援
助
で

日
本
の
富
を
消
耗
し
つ
く
し
、
せ
っ
か
く
積
み
あ
げ
た
富
の
蓄
積
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

た
と
え
そ
れ
が
成
功
し
て
、
中
国
が
巨
大
な
軍
事
力
と
経
済
力
を
持
っ
た
超
大
国
に
な
っ
た
と
き
に
、
日
本
は
友
好
国
と
し
て
対

等
に
つ
き
あ
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
は
っ
き
り
立
て
た
上
で
日
中
問
題
に
は
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

経
済
面
か
ら
見
る
と
、
一
九
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
（
ド
ル
と
金
と
の
交
換
制
停
止
）
、
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を

境
に
し
て
、
世
界
は
い
ま
天
下
大
動
乱
の
時
代
に
突
入
し
つ
つ
あ
る
。
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
」
「
ガ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｍ

Ｆ
体
制
の
崩
壊
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

過
去
百
年
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
パ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
ヵ
（
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
支
配
）
と
呼
ば
れ
る
時
代
と
、
パ
ッ

ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
（
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
支
配
）
と
呼
ば
れ
る
時
代
が
相
つ
ぎ
、
こ
の
中
間
に
、
大
不
況
に
始
ま
り
第
二
次
大
戦

に
ま
で
突
入
し
て
行
っ
た
〃
一
九
三
○
年
代
″
と
呼
ば
れ
る
暗
い
谷
間
の
時
代
が
あ
っ
た
。
現
在
の
状
況
は
、
そ
の
パ
ッ
ク
ス
・
ア

メ
リ
カ
ー
ナ
の
山
が
だ
ん
だ
ん
下
り
坂
に
な
り
、
一
九
三
○
年
代
に
対
応
す
る
よ
う
な
〃
第
二
の
深
い
歴
史
の
谷
間
″
に
い
ま
ま
さ

に
踏
み
込
ん
だ
時
代
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
い
う
歴
史
的
背
景
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
一
九
八
○
年
代
が
い
か
な
る
時
代
で
あ
る

(3)
″
第
二
の
深
い
歴
史
の
谷
間
″
へ

国
際
経
済
環
境
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か
を
、
世
界
景
気
の
周
期
説
の
面
か
ら
な
が
め
て
み
よ
う
。
景
気
変
動
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
、
二
～
三
年
ご
と
の
短
期
サ
イ
ク
ル
で

起
こ
る
変
動
と
、
十
年
ぐ
ら
い
の
中
期
の
サ
イ
ク
ル
で
起
こ
る
変
動
、
そ
れ
に
長
期
的
な
変
動
で
起
こ
る
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
。
こ
の

中
で
最
も
有
名
な
学
説
が
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
・
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
と
い
う
ロ
シ
ア
人
が
一
九
二
二
年
に

発
表
し
た
も
の
で
、
五
、
六
十
年
の
サ
イ
ク
ル
で
景
気
は
変
動
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
は
世
界
不
況
が
サ
イ
ク
ル
と
し
て
起
こ
る
理
由
に
つ
い
て
、
四
つ
の
要
素
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
戦
争
、
第

二
は
技
術
革
新
、
第
三
は
通
貨
供
給
、
第
四
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
資
源
の
供
給
量
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
一
九
四
八
年
か
ら
約
二
十
五
年
間
、
世
界
的
な
好
況
時
代
が
ず
っ
と
続
き
、
そ
れ
と
比
例
し
て
世
界
の
平
和
も

相
対
的
に
保
た
れ
て
き
た
。
こ
の
原
因
を
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
学
説
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
、
第
二
次
大
戦
の
戦
費
は
三
、
四
年
前
の
評
価
で
約
五
千
億
ド
ル
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
カ
ネ
を
か
け
て

大
き
な
破
壊
を
や
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
復
興
し
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
大
戦
後
、
核
抑
止
力
の
出
現
に
よ
り
、
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
で

か
な
り
大
き
い
戦
争
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
世
界
的
な
規
模
で
の
戦
争
は
ず
っ
と
抑
止
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
今
日
の
世
界
不
況
の

一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
技
術
革
新
で
あ
る
。
現
在
、
技
術
革
新
の
主
流
を
成
し
て
い
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
原
子
力
開

発
な
ど
は
す
べ
て
第
二
次
大
戦
の
結
果
、
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
技
術
革
新
は
、
六
○
年
ご
ろ
を
境
に
新
し
い
技
術

革
新
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

い
ま
一
つ
、
第
二
次
大
戦
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
低
廉
な
石
油
が
二
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
供
給
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

が
戦
後
の
世
界
経
済
を
、
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は



錘
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
。
、
ン
ヨ
ッ
ク
で
、
た
ち
ま
ち
情
勢
が
一
変
し
た
。

最
後
に
通
貨
体
制
で
一
番
大
き
い
問
題
は
、
七
一
年
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
ド
ル
と
金
と
の
交
換
制
を
停
止
し
、
そ
れ
を
契
機
に

Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
が
ス
ミ
ソ
ニ
ァ
ン
体
制
に
と
っ
て
代
わ
り
、
通
貨
の
安
定
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
が

起
こ
り
、
こ
れ
が
地
殻
変
動
に
近
い
よ
う
な
形
で
大
変
動
を
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
要
因
か
ら
、
現
在
世
界
は
一
九
七
三
年
ご
ろ
か
ら
、
不
況
と
イ
ン
フ
レ
が
同
時
に
併
発
す
る
慢
性
的
な
ス
タ
グ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
入
り
、
こ
れ
が
今
日
、
世
界
平
和
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
八
○
年
代
を
通
じ
て
根
本
的
に
改
善
さ
れ
る
見
通
し
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
八
○
年
代
に
お
け
る
経
済
面
か
ら
み
た
日
本
の
課
題
は
何
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
世
界
的
な
経
済
的
混
乱
と
破
局
を
回

避
す
る
た
め
に
、
欧
米
の
先
進
国
な
ら
び
に
開
発
途
上
国
と
の
間
で
相
互
調
整
を
重
ね
な
が
ら
、
新
し
い
世
界
経
済
秩
序
へ
向
け
て

の
布
石
を
打
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
新
し
い
秩
序
は
、
従
来
の
よ
う
な
欧
米
を
中
心
と
し
た
一
元
的
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス

テ
ム
で
は
な
く
、
よ
り
多
元
的
・
ブ
ロ
ッ
ク
的
な
も
の
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
今
後
太
平
洋
経
済
圏
の

地
位
が
大
き
く
浮
上
し
、
そ
れ
を
含
め
た
多
元
的
な
世
界
経
済
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後

十
年
間
の
日
本
の
課
題
は
、
当
面
は
停
滞
期
に
お
け
る
経
済
的
・
政
治
的
混
乱
を
、
最
小
限
に
押
え
る
努
力
を
し
な
が
ら
、
長
期
的

に
は
、
二
十
一
世
紀
の
太
平
洋
経
済
圏
の
形
成
へ
向
け
た
国
内
経
済
の
再
編
と
、
そ
の
た
め
の
対
外
戦
略
に
着
手
し
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。 八

○
年
代
の
課
題
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そ
の
際
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
利
益
の
相
互
調
整
お
よ
び
秩
序
の
再
編
と
い
っ
た
問
題
は
、
経
済
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
政

治
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
八
○
年
代
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
経
済
オ
ン
リ
ー
の
時
代
で
は
な
く
、
政
治
経
済
の
時
代
で
あ

る
と
い
う
明
確
な
認
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
イ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
即
し
た
経
済
の
論
理
だ
け
で
は
世

界
の
経
済
は
円
滑
に
機
能
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
今
後
ま
す
ま
す
政
治
的
配
慮
が
優
先
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
貿
易
に
あ
た
っ
て
は
、
自
国
の
経
済
的
利
益
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
の
で
は
取
引
は
成
り
立
た
ず
、
ま
ず

何
よ
り
も
相
手
国
の
事
情
と
利
益
を
優
先
さ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
国
の
経
済
シ

ス
テ
ム
を
脅
威
に
お
と
し
い
れ
な
い
よ
う
に
、
最
小
限
「
秩
序
あ
る
輸
出
」
を
行
な
う
よ
う
に
自
己
規
制
を
行
な
い
、
さ
ら
に
場
合

に
よ
っ
て
は
、
相
手
国
と
の
合
資
会
社
を
つ
く
り
、
現
地
生
産
を
行
な
う
な
ど
、
相
手
国
の
経
済
を
中
心
に
と
け
込
み
、
そ
の
維
持
・

発
展
に
貢
献
し
、
ま
ず
相
手
方
に
先
に
利
益
を
与
え
て
い
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
は
と
り
わ
け
、
戦
後
体
制
に
よ
り
、
軍
事
問
題
に
投
入
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
経
済
力
と
マ
ン
・
パ
ワ
ー
が
、
あ
げ
て
平
和
産

業
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
余
剰
分
が
こ
の
著
し
い
「
国
際
競
争
力
」
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
国
防
の
主
要
部
分
は
ア

メ
リ
カ
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
相
当
の
自
己
規
制
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

こ
の
点
、
日
本
は
石
油
危
機
前
の
輸
出
指
向
型
の
経
済
構
造
、
企
業
体
質
を
早
急
に
転
換
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。



鍵

近
代
社
会
の
理
想
は
真
・
善
・
美
・
聖
の
四
つ
の
価
値
が
調
和
的
に
達
成
さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
っ
た
。
近
代
科
学
の
発
展
は
人

類
の
生
活
を
物
質
的
に
豊
か
に
す
る
科
学
技
術
を
開
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
近
代
以
前
で
は
想
像
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
豊
か
な
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
た
人
々
も
、
同
時
に
隣
人
を
愛
し
、

貧
し
い
人
々
や
不
幸
な
人
々
を
助
け
合
う
道
徳
的
連
帯
感
を
も
っ
て
い
た
し
、
芸
術
的
に
価
値
の
高
い
美
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
感
覚

を
持
っ
て
い
た
。
人
々
は
ま
た
神
に
対
す
る
敬
慶
な
信
仰
を
失
わ
ず
、
そ
れ
が
人
々
の
精
神
生
活
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
人
々
は

神
の
栄
光
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
勤
労
し
、
神
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
自
ら
の
生
活
を
つ
つ
ま
し
く
守
っ
た
。

こ
う
し
た
真
・
善
・
美
・
聖
の
四
つ
の
価
値
が
調
和
し
た
市
民
生
活
こ
そ
、
西
欧
市
民
社
会
の
理
想
的
な
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

産
業
技
術
の
飛
躍
的
な
発
達
や
近
代
資
本
主
義
の
発
展
は
こ
の
四
つ
の
価
値
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
物
質
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
す
産

業
技
術
の
発
展
だ
け
が
き
わ
立
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
二
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
科
学
・
技
術
優
位
と
い
う
時
代
的

特
色
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
物
質
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
産
業
技
術
の
発
達
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
形
で
道
徳
、
宗
教
の
分
野
で
の
充
実
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
い
な
、
む
し
ろ
、
産
業
技
術
の
発
達
と
逆
比
例
す
る
形
で
道
徳
、
宗
教
の
価
値
が
相
対
的
に
低
下
し
て
行
っ

た
た
め
に
、
結
果
と
し
て
は
、
現
代
社
会
が
物
と
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
歪
ん
だ
社
会
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

道
徳
的
秩
序
の
崩
壊

(4)

現
代
社
会
の
病
理
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現
代
は
科
学
技
術
を
基
礎
と
し
た
高
度
に
発
達
し
た
組
織
社
会
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
の
組
織
の
な
か
に
組
込
ま
れ
て
い
て
、
組

こ
う
し
た
社
会
の
道
徳
的
退
廃
は
、
ま
ず
物
質
的
に
豊
か
な
先
進
国
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
技
術
革
新
に
よ
る
近
代
化
は
、
工
業
先
進
国
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
〃
先
進
国
病
″
と
呼
ば
れ
る
病
症
を
露
呈
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
政
策
は
そ
の
あ
ま
や
か
し
に
よ
っ
て
自
助
の
精
神
、
社
会
の
連
体
感
の
低
下
、
生
産
性
の
低
下

を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
し
、
科
学
技
術
の
便
利
さ
は
反
面
で
は
体
力
の
減
退
、
知
力
の
低
下
と
い
う
副
作
用
を
も
た
ら
し
た
。

ま
た
大
量
生
産
と
大
量
消
費
の
経
済
機
構
は
生
活
様
式
の
画
一
化
、
個
性
や
主
体
性
の
喪
失
を
も
た
ら
し
、
青
年
に
夢
と
ロ
マ
ン
を

喪
失
さ
せ
、
犯
罪
・
自
殺
・
暴
走
族
の
増
加
、
近
代
文
明
に
反
抗
す
る
若
者
を
生
み
出
し
て
い
る
。

と
く
に
大
都
市
で
は
、
こ
う
し
た
道
徳
的
退
廃
が
顕
著
で
、
人
格
性
の
欠
落
し
た
大
衆
が
増
加
し
、
犯
罪
・
性
的
非
行
・
自
殺
・

反
抗
な
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
悪
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
発
展
途
上
国
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
強
引
な
近
代
化
が
伝
統
的
な
価
値
観
や
生
活
習
慣
を
破
壊
し
、
貧
富
の
差

を
拡
大
し
、
そ
れ
ら
が
伝
統
的
な
道
徳
的
秩
序
を
ゆ
る
が
し
て
い
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
的
な
道
徳
的
秩
序
の
崩
壊
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
技
術
革
新
に
よ
る
社
会
椛
造
の
変
化
と
と
も
に
既
成
の
宗
教
の

砥

く

無
力
化
が
人
々
の
精
神
生
活
を
牧
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
来
た
こ
と
を
指
摘
出
来
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
世
界
宗
教
と
い

わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
、
儒
教
な
ど
の
既
成
宗
教
を
い
か
に
再
生
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
は
二
十
一
世
紀
の
大

き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

組
織
社
会
に
お
け
る
疎
外
化
傾
向



妬
織
の
一
員
と
し
て
生
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
個
性
や
能
力
も
組
織
を
通
じ
て
し
か
活
か
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は
彼

の
全
人
格
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
組
織
の
な
か
で
要
求
さ
れ
て
い
る
彼
の
人
格
の
一
部
分
だ
け
（
た
と
え
ば
知
的
能

力
と
か
技
術
と
か
）
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
の
分
裂
的
問
題
状
況
が
存
在
す

化
力
を
も
っ
て
い
る
。

現
代
の
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
る
大
量
生
産
手
段
の
開
発
や
現
代
社
会
の
大
量
生
産
↓
大
量
消
費
と
い
う
特
質
か
ら
、
現
代
社
会

は
画
一
化
へ
の
強
い
傾
向
を
示
し
、
画
一
化
に
障
害
と
な
る
個
人
の
個
性
的
性
向
を
も
強
引
に
画
一
化
し
て
行
く
と
い
う
強
力
な
同

こ
れ
は
単
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
か
生
活
用
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
思
考
・
感
情
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
画
一
化
の
傾
向
が
及
ん
で
来
て
お

り
、
そ
こ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
そ
れ
と
は
別
の
、
人
間
画
一
化
の
危
険
が
し
の
び
寄
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
・
新
聞
・
雑
誌
・

テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
こ
う
し
た
思
考
・
感
情
の
画
一
化
の
装
置
と
し
て
強
力
に
働
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
の
注
意

を
十
分
に
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

人
間
の
画
一
化
は
人
間
の
個
性
の
否
定
で
あ
り
、
と
く
に
自
我
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
青
年
期
に
と
っ
て
は
、
画
一
化
は
自

己
の
同
一
性
の
否
定
と
い
う
重
大
な
問
題
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
先
進
国
に
お
け
る
青
年
の
自
殺
・
反
抗
・
非
行
な
ど

の
〃
青
年
期
の
反
乱
〃
傾
向
が
生
ま
れ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。

る
わ
け
で
あ
る
。

集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
相
剋

現
代
人
は
既
成
宗
教
の
無
力
化
に
よ
っ
て
「
他
人
の
た
め
に
生
き
る
」
と
い
う
自
己
犠
牲
的
な
隣
人
愛
の
精
神
を
全
く
喪
失
し
て
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し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
に
入
っ
て
以
後
、
個
と
全
体
と
の
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
が
個
に
強
く
片
寄
っ
て
、
個
人
の
利
益
を
第
一

義
的
に
考
え
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
風
潮
が
強
く
な
っ
て
来
た
。
と
く
に
戦
後
の
日
本
の
場
合
は
戦
時
中
強
い
ら
れ
た
自
己
犠
牲
へ
の
反

動
か
ら
、
個
人
中
心
の
考
え
方
が
圧
倒
的
に
広
く
普
及
し
た
。

し
か
し
、
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
そ
れ
を
実
現
す
る
上
で
の
パ
ワ
ー
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
同
じ
要
求
を
持
つ
も
の
が

集
団
を
組
ん
で
、
集
団
の
力
を
頼
ん
で
要
求
を
通
す
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
こ
か
ら
、
集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ま
か
り
通
る
こ
と
に
な

る
。
労
組
・
農
協
・
医
師
会
・
地
域
住
民
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
強
力
に
押
し
通
す
圧
力
団
体
と
な
り
か
ね
な

現
代
の
国
際
間
の
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
世
界
で
も
、
国
家
間
、
民
族
間
に
国
家
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
民
族
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
強

力
に
働
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
同
じ
社
会
体
制
の
国
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
的
・
民
族
的
利
害
関
係
の
衝
突
か
ら

戦
争
に
な
る
と
い
う
事
例
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
と
く
に
超
大
国
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
国
際
情
勢
に
及
ぼ
す
影
響
は
極
め
て
重
大
で

あ
る
。

い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
社
会
の
集
団
レ
ベ
ル
で
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
国
家
間
・
民
族
間
レ
ベ
ル
で
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
い
か
に
克
服
し
て
い
く
か
は
、
八
○
年
代
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。



鉛

四

、

国

内

の

主

体

的

条

件

今
後
十
年
間
の
日
本
の
生
き
残
り
戦
略
と
し
て
、
ま
ず
、
基
本
的
な
国
家
目
標
１
１
独
立
・
生
存
・
存
在
意
義
（
国
際
的
貢
献
）

１
１
を
、
つ
い
で
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
も

と
に
あ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
基
本
的
国
家
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の
一
体
ど
う
い
う
人
々
が
、
何
を
足
が
か
り
と
し

て
、
い
か
に
道
を
切
り
開
い
て
行
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
主
体
的
条
件
を
さ
ぐ
り
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
項
で
述
べ
た
よ
う
な
独
得
の
国
民
性
を
持
つ
日
本
人
が
、
こ
れ
ま
で
の
破
局
的
な
危
機
に
あ
っ
て
ど
う
い
う
点
で

成
功
し
、
ど
う
い
う
点
で
失
敗
し
た
か
を
、
ま
ず
大
ま
か
に
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
謎
と
な
っ
て
い
る
。

世
界
の
中
で
日
本
と
い
う
国
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
国
民
性
を
持
っ
て
お
り
、
外
国
人
に
と
っ
て
日
本
ほ
ど
理
解
し
に
く
い
国
は

な
い
と
い
わ
れ
る
。
日
本
は
、
外
国
人
の
目
か
ら
見
て
、
き
わ
め
て
非
合
理
的
な
人
格
Ｉ
社
会
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
な

が
ら
驚
く
べ
き
短
期
間
の
う
ち
に
、
一
体
ど
う
し
て
か
く
も
巨
大
な
産
業
と
技
術
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
世
界
の
大
き

長
所
ｌ
特
異
な
国
民
性

(1)

国
民
性
の
長
短
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④
リ
ジ
ー
リ
ア
ン
ス
日
本
の
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
リ
ジ
ー
リ
ァ
ン
ス
言
の
農
の
ロ
。
①
、
バ
ネ
の
よ
う
に
は
ね
返
る
弾
力

性
）
が
き
わ
だ
っ
て
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
欧
、
共
産
国
、
途
上
国
な
ど
世
界
中
ど
こ
で
も
、
一
旦
事
が
も
つ
れ
だ
す
と
、

と
こ
と
ん
破
局
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
の
が
通
例
な
の
に
、
日
本
だ
け
は
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
至
る
前
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

強
力
な
バ
ネ
が
は
た
ら
い
て
、
そ
れ
を
未
然
に
救
う
と
い
う
特
質
を
具
有
す
る
世
界
で
も
珍
し
い
民
族
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
維

新
に
始
ま
っ
て
、
敗
戦
か
ら
の
立
ち
直
り
、
六
○
年
安
保
闘
争
、
大
学
紛
争
、
最
近
の
成
田
空
港
闘
争
な
ど
、
一
時
は
ど
う
な
る
か

と
案
じ
ら
れ
た
大
騒
動
も
、
い
つ
の
間
に
か
、
巧
み
に
処
理
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
非
常
事
態
の
処
理
、
危
機
管
理
の
英

智
は
、
少
な
く
と
も
日
本
人
同
士
の
問
題
に
関
し
て
は
、
天
才
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
世
界
中
の
経
済
と

国
民
生
活
に
大
打
撃
を
与
え
た
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
し
て
も
、
そ
れ
を
最
も
う
ま
く
乗
り
切
っ
た
の
は
日
本
で
あ
り
、
こ
の
事
実
は
世

界
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本
民
族
の
リ
ジ
ー
リ
ア
ン
ス
は
、
今
日
混
迷
を
深
め
る
西
欧
文
明
、
さ
ら
に
行
き
結
ま
り
状
態

に
あ
る
共
産
主
義
文
明
に
新
し
い
活
路
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

〔
注
Ｉ
こ
の
よ
う
な
環
境
適
応
能
力
の
高
い
日
本
文
化
の
特
性
を
「
機
能
主
義
」
（
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
と
定
義
す
る
学

、
「
縁
」
の
思
想
（
民
族
の
家
族
的
連
帯
感
）
こ
の
日
本
人
の
強
靱
な
リ
ジ
ー
リ
ァ
ン
ス
の
基
礎
は
、
二
千
年
来
せ
ま
い
同
じ

島
国
の
中
に
住
み
続
け
た
こ
と
か
ら
来
る
強
い
家
族
的
連
帯
感
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
親
族
や
血
族
と
い
っ
た
「
縁
」
の
観
念
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
西
欧
に
は
な
い
・

西
欧
に
お
い
て
は
、
自
分
の
問
題
は
神
と
の
関
係
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
人
に
は
西
欧
的
な
意
味
で
の
神
が
な
い
代
わ
り

親
族
と
か
血
族
と
か
、
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
と
か
、
自
分
の
属
し
て
い
る
会
社
や
組
織
と
い
っ
た
「
縁
」
を
大
切
に
す
る
。
こ
れ
が

者
も
あ
る
。
〕



卯
倫
理
的
崩
壊
の
歯
止
め
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
西
欧
で
は
神
へ
の
信
頼
が
薄
れ
る
と
、
途
端
に
道
義
的
に
も
堕
落
し
て
し
ま
う
。

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
で
述
、
べ
た
勤
勉
・
誠
実
・
節
欲
と
い
う
日
本
人
の
著
し
い
徳
性
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
的
連
帯
感
を
基
盤
と
し
て

生
ま
れ
て
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
外
部
に
対
し
て
大
義
名
分
と
し
て
タ
テ
マ
エ
を
か
か
げ
、
内
部
に
お
い
て
は
そ
れ
と
全
く
違
っ

た
ホ
ン
ネ
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
二
重
構
造
を
、
日
本
人
が
器
用
に
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
緊
密
な
家
族
的
連

帯
感
が
土
台
に
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
縁
」
に
従
っ
て
愛
情
と
信
頼
の
き
ず
な
が
で
き
、
相
互
に
尊
重
し
合
う
行

動
規
範
が
で
き
、
そ
の
上
で
各
自
が
か
な
り
の
程
度
、
創
意
を
発
揮
し
あ
っ
て
共
通
の
目
的
の
た
め
に
献
身
す
る
か
ら
こ
そ
、
日
本

社
会
に
は
上
記
の
よ
う
な
強
い
リ
ジ
ー
リ
ァ
ン
ス
が
生
ま
れ
て
来
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
日
本
人
の
「
縁
」
の
思
想

も
ま
た
「
リ
ジ
ー
リ
ァ
ン
ス
」
と
同
様
、
崩
れ
ゆ
く
西
欧
型
社
会
の
再
建
に
大
き
な
助
け
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

④
「
無
私
』
の
精
神
日
本
人
は
伝
統
的
に
「
私
」
を
悪
、
醜
い
こ
と
と
感
じ
、
蒸
私
」
二
私
」
が
な
い
こ
と
）
を
美
徳
と

こ
の
「
無
私
」
の
精
神
は
東
洋
宗
教
や
武
士
道
な
ど
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
も
の
《
で
あ
る
が
、
こ
の
精
神
は
今
日
で
も
「
集
団

主
義
」
「
愛
社
精
神
」
「
親
族
愛
」
と
い
っ
た
形
で
見
受
け
ら
れ
る
。
個
人
と
個
人
の
契
約
倫
理
に
さ
さ
え
ら
れ
た
西
欧
社
会
と
異
な

り
、
運
命
共
同
体
の
成
員
で
あ
る
個
と
い
う
意
識
の
強
い
わ
が
国
で
は
、
こ
の
「
無
私
」
の
精
神
が
、
危
機
に
対
し
て
総
力
を
結
集

し
て
対
処
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
（
力
）
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
律
動
的
自
己
主
張
の
美
を
強
調
す
る
西
欧
文
化
に
対
し
て
、
日

本
文
化
は
静
的
ゅ
か
し
さ
の
文
化
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
控
え
目
な
女
性
的
し
と
や
か
さ
の
も
つ
美
し
さ
が
あ
る
。
民
主
主
義
社
会

が
個
々
人
の
自
己
主
張
に
よ
り
、
過
剰
な
人
間
相
互
の
摩
擦
を
生
じ
、
科
学
技
術
文
明
の
発
達
が
そ
の
摩
擦
に
さ
ら
に
火
に
油
を
注

ぐ
結
果
を
露
呈
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
「
無
私
」
の
精
神
が
過
熱
の
鎮
静
剤
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
て
き
た
。
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と
こ
ろ
が
戦
後
、
日
本
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
世
界
で
も
最
も
相
互
依
存
度
の
強
い
国
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
資
源
を

ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
高
度
の
工
業
国
で
あ
り
貿
易
国
で
あ
る
日
本
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
か
ら
絶
え
ず
大

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
の
こ
の
た
ぐ
い
稀
な
長
所
が
、
同
時
に
裏
目
に
出
る
と
ま
た
大
き
な
欠
点
と
も
な
っ
て
来
る
。

日
本
人
は
こ
れ
ま
で
数
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
世
界
か
ら
孤
立
し
て
生
き
て
来
た
。
日
本
人
が
本
当
に
世
界
と
深
く
か
か
わ
り

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
短
期
間
Ｉ
Ｉ
こ
こ
十
年
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
も
国
家
全
体
と
し
て
で
は
な
く
、
一
部
の
企
業

な
ど
が
商
売
上
の
必
要
か
ら
世
界
に
乗
り
出
し
た
と
い
う
一
部
の
階
層
に
限
ら
れ
て
い
る
。

非
西
洋
の
発
展
途
上
国
は
何
百
年
も
の
間
、
西
欧
諸
国
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
相
手
国
の
こ
と
を
理
解
し
、
自
分
の
こ

と
を
相
手
に
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
切
実
な
必
要
性
に
よ
っ
て
、
西
欧
と
の
付
き
あ
い
は

一
つ
の
民
族
的
体
質
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。
西
欧
諸
国
で
は
互
い
に
何
十
年
か
の
単
位
で
征
服
と
被
征
服
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
来
た

の
で
ゞ
や
は
り
お
互
い
に
知
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
か
っ
た
。

日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
、
語
学
の
不
得
手
な
国
民
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
は
歴
史
的
に
み
て
そ
の
必
要
が

た
だ
こ
の
無
私
の
精
神
に
は
「
責
任
感
が
不
在
」
で
あ
る
。
ま
た
「
何
の
た
め
の
無
私
」
な
の
か
、
そ
の
方
向
性
、
目
的
観
が
あ

い
ま
い
の
た
め
、
世
界
の
人
々
に
〃
不
気
味
な
精
神
″
と
し
て
映
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
十
分

な
反
省
と
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

短
所
ｌ
国
際
感
覚
の
欠
如

一



昭
量
に
資
源
を
輸
入
し
、
製
品
を
輸
出
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
否
応
な
し
に
世
界
中
の

国
々
と
か
か
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
日
本
が
弱
小
国
で
あ
っ
た
時
に
は
自
国
の
こ
と
だ
け
考
え

て
い
て
も
よ
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
世
界
の
経
済
が
日
本
の
経
済
に
、
逆
に
日
本
経
済
の
動
向
が
世
界
の
経
済
に
決
定
的
な
影
響

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
る
と
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ
て
来
る
。
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
国
際
化
時

あ
る
報
告
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
自
国
を
紹
介
す
る
た
め
に
使
う
費
用
は
、
日
本
の
十
倍
だ
と
い
わ
れ
る
。

世
界
で
最
も
国
際
化
の
不
得
手
な
国
が
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ
て
国
際
化
を
強
く
迫
ら
れ
て
い
る
の
が

日
本
の
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、
国
際
化
へ
の
道
を
八
○
年
代
に
開
拓
し
な
け
れ
ば
、
日
本
は
二
十
一

世
紀
に
向
け
て
発
展
は
お
ろ
か
、
生
存
を
続
け
る
こ
と
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
単
に
語
学
が
不
十
分
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
「
国
際
化
」
の
た
め
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
。
外
国
へ

の
留
学
と
い
っ
て
も
、
狭
い
分
野
の
研
究
や
仕
事
を
す
る
た
め
だ
け
に
行
く
の
で
あ
っ
て
、
外
国
を
理
解
し
、
日
本
を
理
解
さ
せ
る

た
め
に
行
く
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
た
と
え
歴
史
的
に
東
西
文
化
を
吸
収
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
「
タ
テ
マ
エ
」
と
「
ホ
ン
ネ
」
の
使
い
分
け
に
よ
り
、
外

来
文
化
を
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
受
け
入
れ
て
も
、
「
ホ
ン
ネ
」
で
は
昔
な
が
ら
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
維
持
し
つ
づ
け
て
い
る
。
こ

の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
使
い
分
け
は
日
本
人
の
国
際
理
解
へ
の
大
き
な
妨
げ
と
な
り
、
外
来
文
化
と
の
雑
居
現
象
と
な
っ
て
あ
ら

代
の
真
た
だ
中
に
あ
る
。

わ
れ
て
い
る
。
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Ｉ

日
本
の
官
僚
の
伝
統
的
体
質
は
当
面
の
国
益
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
、
長
期
的
な
日
本
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
慮
し

第

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
発
展
途
上
国
へ
の
援
助
に
し
て
も
、
長
期
的
な
資
源
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
援
助
か
ら

兜
得
ら
れ
る
直
接
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
判
断
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
安
全
保
障
と
い
う
立
場
か
ら
政
治
家
が
外
国
で
援
助

次
に
、
新
し
い
国
際
化
時
代
、
と
く
に
太
平
洋
時
代
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
社
会
機
構
の
特
質
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
政
治
・
行
政
機
構
は
鎖
国
時
代
か
ら
性
格
的
に
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
明
治
維
新
に
お
い
て
は
、
後
進
国
か
ら
先

進
国
へ
の
転
換
と
い
う
観
点
か
ら
、
制
度
面
で
は
大
き
く
変
革
化
さ
れ
た
が
、
意
識
面
の
変
革
は
遅
れ
、
そ
れ
が
対
外
政
策
の
失
敗
、

敗
戦
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
、
ア
メ
リ
カ
の
指
導
で
民
主
主
義
国
家
へ
と
発
展
し
、
戦
後
復
興
の
基
盤
を
つ

く
っ
た
の
は
官
僚
の
力
で
あ
る
。
ま
た
経
済
の
復
興
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
で
も
珍
し
い
安
定
し
た
国
家
を
造
り
あ
げ
た
日
本
の
官

僚
機
構
の
優
秀
さ
は
世
界
で
も
定
評
が
あ
る
。
し
か
し
七
○
年
代
に
入
っ
て
、
国
際
化
の
必
要
性
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
欠
陥

も
ま
た
露
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

④
国
際
意
識
の
欠
如
政
治
家
と
官
僚
と
の
関
係
は
、
日
本
で
は
外
に
出
て
活
動
し
て
い
る
親
父
と
家
庭
を
守
っ
て
い
る
女
房
と

の
関
係
と
似
て
い
る
。

官
僚
機
梢
の
問
題
点

(2)

社
会
機
構
の
問
題
点

》



聖
の
約
束
を
し
て
も
、
官
僚
の
抵
抗
に
あ
っ
て
な
か
な
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
例
は
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
は
自
由
世
界
、

と
く
に
発
展
途
上
国
の
信
用
を
失
っ
て
い
る
面
が
多
い
。
日
米
関
係
や
対
Ｅ
Ｃ
関
係
に
し
て
も
日
本
の
当
面
の
利
益
ば
か
り
が
優
先

す
る
の
で
、
経
済
関
係
の
悪
化
が
非
常
に
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。

、
タ
テ
割
り
行
政
の
閉
鎖
性
さ
ら
に
日
本
の
伝
統
的
な
家
族
主
義
か
ら
来
る
、
明
治
以
来
百
年
の
伝
統
を
持
つ
タ
テ
割
り
行
政

が
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
。
そ
れ
は
各
省
が
、
国
家
と
し
て
の
統
一
さ
れ
た
共
通
意
識
も
、
省
間
の
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
も
な
し

に
、
タ
テ
の
系
列
だ
け
に
従
っ
て
割
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
の
官
僚
は
、
事
実
上
、
「
国
家
」
公
務
員
で
は

な
く
、
「
各
省
庁
」
公
務
員
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
家
的
危
機
に
直
面
し
て
も
、
官
省
庁
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
お
り
た

危
機
で
な
い
限
り
、
誰
も
そ
れ
を
痛
切
に
は
感
ぜ
ず
、
責
任
も
と
ら
な
い
と
い
う
ゆ
ゆ
し
い
麻
痒
状
態
が
生
ま
れ
て
来
る
。

＠
下
か
ら
の
政
策
決
定
の
慣
行
ま
た
、
日
本
の
伝
統
的
な
政
策
決
定
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ト
ッ
プ
が
政
策
を
決
定
し
て
そ
れ
を
下

に
持
っ
て
い
く
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
の
方
式
で
は
な
く
、
下
で
大
綱
を
決
め
た
こ
と
を
順
次
上
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
調
整
と
決

裁
を
行
な
う
と
い
う
持
ち
上
が
り
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
、
ト
シ
。
フ
に
強
い
権
限
が
あ
れ
ば
全
体
の
流
れ
を
建
設
的
な
方
向
に
リ

ー
ド
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
実
は
、
大
臣
で
も
、
み
ず
か
ら
の
諮
問
機
関
の
人
事
ひ
と
つ
一
存
で
は
決
め
ら
れ
な
い
の
が

実
情
で
あ
る
。
あ
え
て
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
方
式
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
ら
、
官
僚
は
抵
抗
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
慣
行
を
変
え
る
こ

と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
方
向
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
な
性
格
の
組
織
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
慣
行
は
、
現
在
の
よ
う
な
国
際
化
時
代
、
激
動
の
時
代
に
は
大
き
な
足
か
せ
と
な
っ
て
来
る
。

総
合
的
に
い
え
ば
、
現
代
の
日
本
の
官
僚
の
性
格
は
、
幕
末
の
幕
臣
達
と
よ
く
似
て
い
る
。
幕
府
官
僚
は
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
二
百
七
十
年
間
、
と
も
か
く
も
日
本
の
平
和
と
安
定
を
維
持
し
て
来
た
わ
け
で
、
そ
の
手
腕
に
お
い
て
は
近
代
に
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現
在
大
学
に
入
学
し
た
学
生
が
四
十
歳
前
後
に
な
る
頃
、
ち
ょ
う
ど
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
。
そ
れ
故
、
二
十
一
世
紀
と
い
っ
て

も
そ
う
遠
い
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
日
本
で
活
動
し
て
い
る
中
堅
層
の
人
々
は
、
い
ま
ま
で
の
教
育
制
度
、
あ
る
い
は
そ
の
延
長
線

上
で
教
育
さ
れ
た
人
達
ば
か
り
で
、
厳
し
い
国
際
社
会
の
中
で
日
本
が
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
訓
練
を

現
在
の
議
会
制
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、
政
治
家
は
、
政
策
を
立
案
し
た
り
行
政
を
行
な
う
と
い
う
実
際
の
政
治
的
能
力
よ
り
は
、

「
票
あ
つ
め
」
の
能
力
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
当
落
が
決
ま
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
て
来
る
。
そ
の
た
め
、
選
挙
地
盤
で
あ
る
一
地
方

や
一
組
織
の
利
害
ば
か
り
を
第
一
義
的
に
考
え
、
国
家
全
体
の
こ
と
、
ま
し
て
や
世
界
全
体
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
の
心
の
ゆ
と
り

が
な
く
な
っ
て
来
る
。
議
会
も
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
や
党
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
自
己
宣
伝
の
場
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
選
挙
制
度
の
た
め
に
、
日
本
の
政
治
家
も
国
際
感
覚
や
識
見
、
倫
理
感
、
政
治
能
力
に
お
い
て
欠
陥
が
目
立
つ
よ
う
に

な
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
政
治
家
の
質
的
低
下
は
、
官
僚
の
閉
鎖
的
独
善
性
を
一
層
助
長
し
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
意
味
に
お
い
て
新
し
い
時
代
に
備
え
る
た
め
に
、
選
挙
制
度
の
抜
本
的
改
革
が
望
ま
れ
て
い
る
。

お
い
て
も
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
優
秀
な
官
僚
群
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
し
い
時
代
の
要
請
に
従
っ
て
流
れ
を
変
え
た
り
、
リ
ー
ダ

ー
・
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
現
在
の
官
僚
も
国
際
化
時
代
に
、
今
ま
で
の
体
質
を
変
え
な
け
れ
ば
幕
府
官
僚
と

同
様
の
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

政
治
家
を
ダ
メ
に
す
る
選
挙
制
度

国
際
性
の
欠
如
し
た
教
育
制
度



％
受
け
て
い
な
い
。
こ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
日
本
人
の
国
際
意
識
が
稀
薄
な
の
は
、
日
本
の
教
育
に
お
い
て
「
国
際
化
」
と
い

う
観
点
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
反
省
し
て
、
文
部
省
は
ま
ず
、
国
際
教
育
を
柱
と
し
た
教
育
改
革
を
行
な
う
こ

と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
改
革
は
、
単
な
る
教
育
制
度
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
の
教
育
に
対
す
る
も
の
の

考
え
方
、
教
育
政
策
の
根
本
に
ま
で
及
ぶ
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
大
学
予
算
の
使
い
方
に
自
由
を
認
め
な
い
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
。
大
学
予
算
の
一
割
で
も
自
由
化
す
れ
ば
、
外
国

か
ら
有
名
教
授
を
呼
ん
だ
り
、
学
術
討
論
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
の
中
で
孤
立
し
て
い
る
日
本
を
国
際
化
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
日
本
の
大
学
か
ら
国
際
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

太
平
洋
時
代
へ
向
け
て
の
戦
略
の
に
な
い
手
は
、
一
体
い
か
な
る
層
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
集
団
、
た
と
え
ば
政
治
家
・
官
僚
・
企
業
家
・
労
組
の
幹
部
等
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
二
十
一
世
紀

の
太
平
洋
時
代
に
備
え
て
指
導
的
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
二
十
一
世
紀
へ
の
戦
略
の
準
備
と
実
践
は
、
結
局
、
こ

れ
か
ら
成
長
す
る
青
年
に
求
め
る
他
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
今
日
教
育
改
革
へ
の
期
待
は
非
常
に
大
き
い
と

い
え
よ
》
つ
。

(3)

改
革
の
に
な
い
手
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米
・
ソ
の
超
大
国
は
全
世
界
に
わ
た
る
諸
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
家
戦
略
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
他

の
世
界
の
国
々
の
大
半
は
、
主
と
し
て
自
衛
あ
る
い
は
地
域
的
な
利
害
に
と
ら
わ
れ
た
比
較
的
限
ら
れ
た
国
家
意
識
の
下
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
益
だ
け
を
遂
行
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
が
国
も
戦
後
数
十
年
、
全
面
的
な
対
米
依
存
の
姿
勢
の
み
で
、
他
に
何
も
考
え

な
い
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
最
近
、
日
本
は
自
由
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
ま
で
成
長
し
、
日
本
を
取
り
ま
く
世
界

の
情
勢
の
変
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
経
済
面
ば
か
り
で
な
く
、
防
衛
面
を
含
め
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
、
そ
の
役
割
と
責
任
を
果
た
す
こ

と
を
求
め
る
国
際
圧
力
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
の
太
平
洋
時
代
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
日
本
が
、
二

十
一
世
紀
ま
で
の
こ
の
激
動
の
二
十
年
を
、
誤
り
な
く
乗
り
切
る
た
め
の
国
家
戦
略
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

国
家
戦
略
は
変
動
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
国
家
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
経
済
・
軍
事
・
政
治
・
道
徳
な
ど
の
国
力
を
総
合

し
、
最
大
限
、
最
善
に
活
用
す
る
方
法
を
意
味
す
る
。

目
的
の
な
い
戦
略
は
真
の
戦
略
で
な
く
、
国
力
と
同
家
の
目
標
は
戦
略
に
と
っ
て
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

ま
た
部
分
を
全
体
か
ら
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
経
済
力
と
い
う
要
素
を
考
え
る
場
合
に
、
単
に
経
済

の
領
域
内
だ
け
で
考
え
る
の
で
な
く
、
戦
略
に
関
す
る
全
般
的
な
配
慮
の
中
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(1)
五
、
総
合
戦
略
の
展
開

国
家
戦
略
の
必
要
性



『

兜
変
化
は
歴
史
の
常
で
あ
る
が
、
将
来
の
成
り
行
き
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
し
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
希
望
す
る

方
向
に
変
化
す
る
も
の
で
も
な
い
。

来
る
べ
き
太
平
洋
時
代
を
展
望
し
な
が
ら
、
今
後
十
年
間
の
激
動
の
時
代
に
向
け
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、

何
を
な
し
う
る
か
、
自
由
世
界
、
こ
と
に
日
本
が
努
力
す
べ
き
目
標
は
何
か
を
問
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
十
年
後
の
未
来
を
考
察
す
る
際
に
、
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
（
破
局
）
の
発
生
で
あ
る
。
歴

史
を
形
成
し
た
の
は
、
こ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
第
一
次
、
第
二
次
大
戦
は
最
大
級
の
カ
タ

ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
革
命
、
中
国
革
命
も
そ
の
例
で
あ
る
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
、
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
、
イ
ラ

ン
革
命
、
突
然
の
米
中
国
交
回
復
と
米
華
条
約
の
破
棄
等
も
み
な
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
い
っ
て
よ
い
。
わ
が
国
の
今
後
に
お
い
て

す
で
に
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
と
こ
ろ
で
、
来
る
べ
き
太
平
洋
時
代
の
到
来
に
あ
た
っ
て
日
本
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
太
平
洋
時
代
は
、
少
な
く
と
も
太
平
洋
圏
諸
国
が
政
治
的
安
定
と
経
済
的
繁
栄
を
全
う
し
、
各
国
相

互
間
に
自
由
な
国
際
交
流
が
な
さ
れ
、
共
存
共
栄
す
る
平
和
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
。

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
へ
の
対
処

太
平
洋
国
家
ｌ
長
期
目
標

(2)

I
国
家
目
標
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今
や
日
本
を
取
り
ま
く
国
際
環
境
は
著
し
く
変
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
全
面
的
に
守
り
切
る
だ
け
の
力
も
、
意
志
も
薄
れ
て

き
て
い
る
、
ま
た
、
か
っ
て
日
本
の
好
況
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
要
因
も
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
い
つ
ま

で
も
ア
メ
リ
カ
の
保
護
を
期
待
し
、
そ
れ
に
便
乗
す
る
の
で
は
な
く
、
戦
後
初
期
の
日
本
弱
体
化
を
目
的
と
し
た
占
領
政
策
か
ら
脱

皮
し
て
、
国
家
と
し
て
の
真
の
主
体
性
と
責
任
感
を
取
り
も
ど
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
国
を
統
合
す
る
力
を

ど
の
よ
う
に
回
復
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
次
に
、
最
低
限
、
自
国
の
領
土
と
国
民
は
自
分
の
手
で
守
る
の
だ
と
い
っ
た
気
概

予
想
さ
れ
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
は
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
第
一
に
共
産
主
義
陣
営
の
脅
威
ｌ
と
く
に
ソ
連
の
軍
事

的
威
嚇
、
第
二
に
自
由
主
義
陣
営
の
衰
退
ｌ
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
自
信
喪
失
、
第
三
に
第
三
世
界
の
石
油
・
資
源
等
を
武
器
と
し

た
、
先
進
諸
国
に
対
す
る
挑
戦
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
一
の
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
へ
の
対
応
を
誤
れ
ば
、
日
本
の
独
立
と
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か
す
こ
と
に
な
り
、
大
平
洋
時
代
に
向

け
て
の
す
べ
て
の
構
想
が
根
本
か
ら
破
壊
さ
れ
る
。
ま
た
共
産
中
国
も
、
工
業
力
を
回
復
し
た
後
は
大
き
な
脅
威
と
な
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
共
産
主
義
問
題
は
、
当
面
緊
急
か
つ
重
大
な
課
題
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
課
題
へ
対
処
す
る
た
め
に
も
、

自
由
主
義
陣
営
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
わ
が
国
に
と
っ
て
八
○
年
代
に
お
け
る
日
米
間
の
緊
密
な
関
係
を

維
持
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
命
運
に
か
か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
最
大
の
努
力
は
、
ア
メ
リ
カ
に
〃
自
由

主
義
陣
営
の
指
導
者
″
と
し
て
自
信
と
誇
り
を
取
り
も
ど
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
石
油
資
源
の
大
半
を
海
外

に
依
存
す
る
わ
が
国
に
と
っ
て
、
第
三
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
対
処
す
る
経
済
安
全
保
障
政
策
の
確
立
が
肝
要
で
あ
る
。

主
体
性
あ
る
国
家
の
回
復

I



卯
を
も
っ
て
、
世
界
の
平
安
と
安
全
に
対
す
る
国
際
的
責
任
感
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｉ

具
体
的
に
は
、
自
衛
隊
を
単
に
物
的
に
増
大
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
国
民
の
た
め
の
軍
隊
」
、
国
軍
と
し
て
位
置

付
け
る
こ
と
で
あ
り
、
教
育
を
再
建
し
、
国
家
、
世
界
に
奉
仕
す
る
意
欲
と
能
力
を
備
え
た
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ

う
。
二
十
一
世
紀
の
大
平
洋
時
代
を
見
す
え
て
、
八
○
年
代
に
予
測
さ
れ
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
柔
軟
な
対
応
を
す
る
た
め
に
も
、

戦
後
の
占
領
政
策
の
後
遺
症
か
ら
脱
皮
し
、
一
人
前
の
国
家
と
し
て
確
立
し
、
国
際
社
会
に
積
極
的
に
寄
与
で
き
る
国
内
体
制
を
整

え
る
こ
と
が
急
務
の
課
題
で
あ
り
、
こ
こ
十
年
間
の
目
標
と
な
ろ
う
。

二
十
一
世
紀
の
安
定
し
た
新
し
い
世
界
秩
序
を
形
成
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ま
ず
西
側
先
進
諸
国
と
の
協
調
と
連
帯
（
文
化
・
政

治
・
経
済
）
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
東
西
問
題
と
南
北
問
題
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
壁
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
東
西
問
題
（
対

共
産
主
義
問
題
）
の
本
質
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
で
あ
る
が
、
当
面
は
ソ
連
の
軍
事
力
へ
の
対
応
が
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
に
敗
北
す

る
こ
と
は
国
家
の
自
立
の
喪
失
、
滅
亡
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
で
は
東
西
問
題
に
対
す
る
対
応
策
を
優
先
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
応
策
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
自
由
諸
国
に
お
け
る
先
進
国
間
の
団
結
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば

と
こ
ろ
で
、
途
上
国
へ
の
経
済
協
力
の
政
治
的
効
果
は
東
西
問
題
と
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
実
際
的
政
策
と
し
て
は

東
西
問
題
と
南
北
問
題
を
単
純
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
具
体
的
に
は
東
西
問
題
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
Ｉ
を
置
き
な
が

ら
、
両
者
へ
の
政
策
を
有
機
的
に
展
開
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ら
な
い
。

(3)

太
平
洋
時
代
へ
の
準
備
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日
米
協
力
の
重
要
性
対
米
戦
略
、
す
な
わ
ち
日
米
の
緊
密
な
協
力
関
係
の
問
題
は
、
政
治
・
経
済
・
安
全
保
障
な
ど
い
ず
れ
の

点
か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
－
は
第
一
位
で
あ
り
、
太
平
洋
文
化
形
成
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
日
米

の
協
力
関
係
が
は
っ
き
り
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
東
西
問
題
も
南
北
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
の
太

平
洋
文
明
を
建
設
す
る
と
い
●
う
目
標
も
達
成
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
八
○
年
代
の
最
大
の
課
題
は
、
七
○
年
代
に
露
呈
さ
れ
つ

つ
あ
る
日
米
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
問
題
が
、
新
し
い
視
点
の
も
と
で
ス
ム
ー
ズ
に
解
決
さ
れ
、
そ
の
協
力
関
係
を
い
っ
そ
う
発
展
さ

せ
う
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

世
界
の
中
の
日
米
関
係
ま
ず
ア
メ
リ
カ
は
大
国
で
あ
り
、
日
本
は
小
国
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は

経
済
競
争
力
の
面
か
ら
見
て
今
の
日
本
を
小
国
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
繊
維
問
題
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
与
え
る
も

の
は
与
え
・
譲
る
も
の
は
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
豊
か
な
気
持
ち
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
は
日
本
と
の
関
係

以
外
に
、
東
西
問
題
、
南
北
問
題
対
Ｅ
Ｃ
問
題
等
々
数
多
く
の
世
界
の
問
題
を
か
か
え
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
単
に
日
本
と
ア

メ
リ
カ
の
関
係
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、
日
米

の
関
係
を
は
か
っ
て
い
く
と
い
っ
た
姿
勢
を
と
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

日
本
の
役
割
そ
こ
で
決
め
手
と
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
片
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
問
題
や
戦
略
目
標
に
対
し
て
、
日

本
が
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
は
単
に
ア
メ
リ
カ
に
追
随
す
る
と
い
う
消
極
的
な
立
場
ば
か

り
を
と
っ
て
来
た
が
、
い
ま
は
ア
メ
リ
カ
自
体
が
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
日
本
が
、
む
し
ろ
部
分
的
に
リ
ー
ダ
ー

対
米
戦
略



蛇
シ
ッ
プ
を
と
り
う
る
状
況
に
あ
り
、
そ
こ
で
日
本
が
何
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
八
○
年
代
の
一
つ
の
大
き
な
課
題
だ
と
い
え
る
。

Ｚ
た
と
え
ば
具
体
的
な
例
と
し
て
、
日
米
間
の
交
流
基
金
の
拡
大
が
考
え
ら
れ
る
。
日
米
間
の
協
力
関
係
を
よ
り
緊
密
化
す
る
た
め

に
、
両
者
の
間
の
交
流
計
画
、
交
流
資
金
を
も
っ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
政
府
レ
ベ
ル
で
の
交
流
計
画
は
沢
山
あ
る
が
、

民
間
レ
ベ
ル
、
と
く
に
大
学
間
の
交
流
が
非
常
に
薄
い
。
そ
れ
故
、
日
米
学
術
文
化
交
流
基
金
を
確
立
し
、
共
同
で
太
平
洋
文
化
圏

確
立
の
た
め
の
計
画
や
戦
略
を
立
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

あ
る
い
は
、
日
米
技
術
協
力
の
強
化
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
原
子
力
を
は
じ
め
と
す
る
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
他
の
先
導

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
日
米
で
協
力
し
て
開
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。

真
の
ア
メ
リ
カ
理
解
を
ア
メ
リ
カ
は
宗
教
を
抜
き
に
し
て
、
単
に
政
治
や
経
済
か
ら
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
精
神
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
独
立
宣
言
、
合
衆
国
憲
法
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
で
も

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
甚
大
な
る
影
響
を
与
え
た
。
自
分
の
罪
か
ら
の
救
い
の
証
拠
を
示
す
た
め
に
彼
ら

は
勤
勉
に
働
き
、
欲
を
節
し
、
罪
と
闘
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
あ
せ
り
に
も
似
た
こ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
亡
霊
か
ら
抜
け
出
ら
れ

わ
れ
わ
れ
の
日
本
人
的
感
覚
だ
け
で
ア
メ
リ
カ
を
見
れ
ば
誤
解
が
生
じ
る
。
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
無
知
を
自
覚
し
、
ア
メ
リ

カ
の
精
神
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
ア
メ
リ
カ
を
理
解
す
る
と
き
、
彼
ら
に
も

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
新
し
い
日
米
関
係
が
生
み
出

な
い
で
い
る
。

さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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東
西
問
題
を
考
え
る
際
に
、
と
く
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
東
西
問
題
の
本
質
が
軍
事
的
対
決
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
・
経
済
・

文
化
を
含
む
総
合
戦
力
の
対
決
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

自
由
圏
は
経
済
・
技
術
力
に
お
い
て
は
圧
倒
的
に
共
産
圏
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
的
対
決
に
お
い
て
は
き

わ
め
て
劣
勢
の
立
場
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
力
の
対
決
と
同
時
に
総
合
戦
、
と
く
に
思
想
的
対
決
に
お
い
て
、
い
か
に
優
勢
な
立
場

に
立
ち
う
る
か
が
自
由
主
義
陣
営
の
勝
利
の
キ
メ
手
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

八
○
年
代
に
予
想
さ
れ
る
共
産
主
義
侵
略
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
、
何
と
し
て
も
さ
け
る
た
め
に
も
、
自
由
圏
は
共
産
主
義
国

家
の
軍
事
的
脅
威
を
抑
止
す
る
軍
事
的
努
力
と
と
も
に
、
共
産
主
義
に
か
わ
る
人
類
普
遍
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
設
定
し
、
共
産
主
義
理
念

の
克
服
に
努
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
対
共
産
主
義
戦
略
に
つ
い
て
は
、
第
Ⅱ
部
第
二
章
「
対
共
産
主
義
戦
略
論
の
確
立
」
の

項
で
詳
し
く
述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
、
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

戦
後
、
他
国
が
自
国
の
安
全
の
た
め
に
多
大
な
経
済
力
、
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
投
入
し
て
来
た
の
を
尻
目
に
、
日
本
は
自
国
の
安
全

を
ア
メ
リ
カ
に
依
存
し
、
ひ
た
す
ら
経
済
発
展
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
自
由
世
界
第
二
の
経
済
大

国
と
な
っ
た
反
面
、
世
界
か
ら
「
日
本
は
国
際
的
安
全
保
障
の
脱
税
行
為
だ
」
と
の
非
難
の
声
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
現
在

日
本
の
持
て
る
国
力
を
ど
の
よ
う
に
有
機
的
に
結
合
し
、
統
合
す
れ
ば
前
記
の
国
家
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
最
善
の

東
西
問
題
へ
の
対
処

(4)

日
本
の
生
き
残
り
戦
略
の
確
立



“
方
法
は
い
か
に
」
と
考
え
て
み
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
〃
生
き
残
り
〃
と
称
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
ほ
ど
事
態
は
切
迫
し
て
い

Ｉ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
よ
う
な
経
済
は
経
済
、
政
治
は
政
治
と
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
立
場
だ
け
で
考
え

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
、
日
本
の
持
て
る
国
力
の
諸
要
素
を
検
討
し
て
、
生
き
残
り
の
た
め
に
そ
の
特
質
を
最
大
限
に
活
用
し
な
け

ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
を
中
心
と
し
て
全
先
進
諸
国
は
当
分
、
世
界
的
な
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
に
明
け
く
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た

中
で
、
こ
れ
だ
け
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
は
こ
の
パ
ワ
ー
・
ゲ
ー
ム
に
加
わ
れ
る
状
況
に
は
な
い
。
こ
こ
で
日

本
が
生
き
残
る
道
は
、
経
済
力
と
か
技
術
力
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
背
景
と
し
て
、
積
極
的
に
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て

い
く
と
い
っ
た
戦
略
以
外
に
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
生
き
残
り
戦
略
は
同
時
に
〃
世
界
平
和
の
戦
略
″
で
あ
る
と
い
え

世
界
の
中
に
お
い
て
日
本
の
国
防
力
を
考
え
て
み
た
場
合
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
以
下
と
い
う
世
界
最
低
の
防
衛
努
力
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
軍
事
支
出
に
お
い
て
は
世
界
第
九
位
で
あ
る
。
し
か
し
国
を
守
る
と
い
う
国
防
意
識
、
国
家
目
標
や
こ
れ
を
実
行
す
る
政
治
的

意
志
と
い
う
面
で
は
、
お
そ
ら
く
世
界
最
低
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
経
済
力
・
技
術
力
は
抜
群
の
パ
ワ
ー

米
・
ソ
の
戦
略
兵
器
は
十
年
後
に
は
現
在
の
数
倍
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
中
国
が
加
わ
っ
て
く
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
大
き
く
な

る
。
依
然
と
し
て
世
界
の
各
国
は
自
国
の
安
全
の
た
め
に
巨
大
な
投
資
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
で
日
本
の
国
情
か

る
C

を
持
っ
て
い
る
。

る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
と
、
世
界
の
中
に
お
け
る
日
本
の
置
か
れ
た
諸
条
件
を
考
慮
し
て
述
べ
る
の
が
、
次
の
〃
生
き
残
り
戦
略
〃
で
あ
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Ｚ
れ
る
に
違
い
な
い
。

柱
と
な
る
。

ら
す
れ
ば
、
日
本
は
最
低
限
の
防
衛
努
力
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
世
界
の
各
国
が
払
う
国
防
努
力
・
Ｇ
Ｎ
Ｐ
二

～
三
％
と
わ
が
国
の
防
衛
努
力
・
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
以
下
の
差
額
（
最
低
見
積
っ
て
も
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
、
二
兆
巴
を
国
際
安
全
保
障

費
と
考
え
て
世
界
平
和
の
た
め
に
投
資
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
世
界
の
国
々
が
巨
大
な
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
国
防
や
軍
事
科
学
に
投
入
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
日
本
は
国
民
の
何
割
か
他
国
へ

出
か
け
て
行
き
、
そ
の
国
の
国
づ
く
り
に
貢
献
す
る
と
い
っ
た
方
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
生
き
残
り
戦
略
は
、
こ
こ
十
年
間
で
そ
の
よ
う
な
下
地
づ
く
り
を
進
め
つ
つ
、
同
時
に
防
衛
努
力
を
並
行

し
て
行
な
い
、
日
本
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
国
家
の
進
路
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
と
い
っ
た
努
力
、
こ
の
三
つ
が

次
に
、
平
和
の
戦
略
を
具
体
的
に
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、
先
進
国
間
の
貿
易
摩
擦
、
発
展
途
上
国
と
の
格
差
貿
易
に
対
す
る
不
満
に
対
し
て
、
国
際
安
全
保
障
費
を
払
う
と
い

う
観
点
か
ら
余
剰
農
産
物
の
一
方
的
買
い
上
げ
を
実
施
し
、
そ
れ
を
飢
餓
に
あ
え
ぐ
途
上
国
に
無
償
で
援
助
す
る
と
か
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
経
済
政
策
の
手
直
し
が
少
し
で
も
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
で
相
当
な
変
化
が
見
ら

こ
の
生
き
残
り
戦
略
Ｉ
平
和
の
戦
略
の
理
論
的
根
拠
は
世
界
各
国
の
国
防
努
力
に
見
あ
っ
た
努
力
を
、
世
界
平
和
の
た
め
に
実
行

す
る
と
い
う
も
の
で
、
十
分
説
得
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(5)

平
和
の
戦
略
の
展
開



妬
次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
国
防
は
国
際
安
全
保
障
費
と
し
て
科
学
・
技
術
に
巨
大
な
投
費
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
明
日

Ｉ
の
生
存
に
必
要
な
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
の
開
発
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
日
本
だ
け
で
な
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
国
際
協
力
の
下
に
世
界
の
頭
脳
を
結
集
し
て
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
日
本
の
伝
統
的
文
化
、
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
世
界
平
和
の
た
め
に
投
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
割
く
ら
い
の
中
堅
の
技
術
者
を
発
展
途
上
国
に
送
り
、
そ
の
国
の
国
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
た
る
と
こ

ろ
に
日
本
の
商
品
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
伝
統
的
な
、
社
会
的
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
あ
る
と
い
っ
た
状
態
を
つ
く
り

だ
す
こ
と
で
あ
る
。
先
進
国
に
対
し
て
は
東
洋
と
西
洋
、
あ
る
い
は
各
国
間
の
異
文
化
の
相
互
理
解
を
す
す
め
る
た
め
に
、
物
だ
け

で
な
く
人
物
往
来
を
増
大
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
平
和
の
戦
略
の
展
開
は
必
ず
や
衰
退
す
る
自
由
圏
に
活
力
を
与
え
、
自
由
圏
諸
国
の
団
結
を
強
め
る
触
媒
剤

と

な

る

と

期

待

さ

れ

る

。

的
に
展
開
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
変
動
す
る
国
際
情
勢
に
即
応
し
得
る
政
治
と
行
政
の
機
構
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
国
家
総
合
戦
略

を
立
て
得
る
よ
う
な
機
構
を
設
置
す
る
と
か
、
海
外
の
意
見
の
収
集
、
日
本
の
Ｐ
Ｒ
を
な
し
う
る
よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
と
か
い
つ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(6)こ
の
国
家
目
標
、
あ
る
い
は
国
家
目
標
達
成
の
た
め
の
総
合
戦
略
に
基
づ
い
て
、
第
Ⅲ
部
「
個
別
戦
略
」
の
項
で
平
和
の
戦
略
を
具
体

個
別
戦
略
の
展
開
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長
期
戦
略
は
二
十
一

戦
略
の
部
分
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
徐
々
に
戦
後
初
期
か
ら
継
続
し
て
い
る
対
米
依
存
の
追
従
外
交
か
ら
脱
皮
し
て
、
自
国
の
総
合
安
全
保
障
に
立
脚
し

た
自
主
外
交
を
確
立
す
る
こ
と
、
こ
の
た
め
に
も
独
立
国
家
と
し
て
の
一
人
前
の
体
裁
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
自
衛

隊
を
国
軍
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
か
、
物
心
両
面
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
国
防
力
を
備
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識

の
下
に
個
別
戦
略
、
㈲
政
治
、
口
総
合
安
全
保
障
の
項
目
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
先
に
述
べ
た
国
際
安
全
保
障
費
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
世
界
の
共
存
共
栄
の
た
め
の
諸
政
策
を
積
極
的
に
遂
行
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識
に
立
っ
て
個
別
戦
略
、
同
経
済
、
四
技
術
、
国
教
育
の
項
で
は
、
地
域
的
国
際
分
業
体
制
の

確
立
と
国
内
産
業
構
造
の
転
換
、
経
済
協
力
機
構
、
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
、
太
平
洋
大
学
な
ど
の
国
際
協
力
機
構
を
設
置
し
、
世
界

の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

第
三
に
、
わ
が
国
が
当
面
す
る
こ
の
よ
う
な
課
題
を
国
民
に
正
し
く
認
識
さ
せ
、
そ
の
課
題
解
決
の
意
欲
と
能
力
を
持
つ
国
民
を

養
成
す
る
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
や
教
育
の
課
題
と
な
る
。

個
別
戦
略
、
国
教
育
、
㈱
マ
ス
コ
ミ
の
項
目
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

二
十
一
世
紀
を
輝
か
し
い
世
紀
と
す
る
た
め
に
は
、
数
々
の
課
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
自
由
圏
先
進
国
間
に
お
い
て
は
、
豊
か
さ
の
中
に
お
け
る
精
神
的
貧
困
が
も
た
ら
し
た
教
訓
を
生
か
し
て
、
先
進
国
病
と

(7)

長
期
戦
略
の
展
望

世
紀
の
太
平
洋
時
代
へ
向
け
て
の
戦
略
で
あ
り
、
「
今
後
十
年
間
の
日
本
の
生
き
残
り
戦
略
」
も
こ
の
長
期



船
い
わ
れ
る
病
気
を
克
服
し
、
物
と
心
の
バ
ラ
ン
ス
あ
る
発
展
を
と
げ
、
安
定
し
た
社
会
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｉ
発
展
途
上
国
に
関
し
て
い
え
ば
、
先
進
国
と
対
比
で
き
る
ま
で
に
生
活
水
準
が
向
上
し
、
南
北
問
題
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

東
側
の
共
産
主
義
諸
国
に
対
し
て
い
え
ば
、
国
民
の
物
資
的
・
精
神
的
豊
か
さ
を
確
保
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
し
て
共
産
主

義
の
失
敗
は
今
や
明
白
で
あ
り
、
圧
制
政
治
を
捨
て
て
、
国
民
に
物
心
両
面
の
自
由
を
与
え
、
自
由
圏
諸
国
と
の
自
由
な
往
来
が
確

立
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

新
し
き
時
代
へ
向
け
て
、
諸
国
民
の
理
解
と
協
調
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
一
つ
一
つ
解
決
し
て
行
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

〔
第
１
部
第
三
章
は
、
倉
前
盛
通
（
亜
細
亜
大
学
教
授
）
、
那
須
聖
（
評
論
家
、
在
米
）
、
福
田
信
之
（
筑
波
大
学
副
学
長
）
、
松
金
久
知
（
軍
事
評
論

家
）
各
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
〕



第
Ⅱ
部
個
別
戦
略
の
展
開



第
一
章
国
際
化
時
代
に
適
応
す
る
政
治
と
外
交
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日
本
は
国
家
か
、
と
い
う
問
題
が
と
き
ど
き
日
本
の
国
際
政
治
学
者
の
間
に
提
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
面
日
本
が
健
全
な
国
家
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
疑
問
は
外
国
、
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
住
ん
で
い
て
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
様
子
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
み
る
場
合
に
、
一
層
強
く
抱
か
せ
ら
れ
る
。
端
的
に
い

え
ば
、
日
本
は
健
全
な
国
家
で
は
な
い
。
国
家
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
片
輪
な
国
家
な
の
で
あ
る
。

日
本
の
経
済
力
は
い
ま
や
ソ
連
を
追
い
こ
し
て
、
世
界
第
二
位
の
地
位
に
の
し
あ
が
り
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
政
治
・
外

交
・
社
会
・
軍
事
は
は
る
か
に
遅
れ
て
い
る
。
こ
と
に
軍
事
と
な
る
と
、
い
ま
だ
に
独
り
歩
き
で
き
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
に
甘
え
、

ア
メ
リ
カ
に
す
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
も
も
う
経
済
大
国
に
な
っ
た
片
輪
国
家
の
面
倒
を
み
る
の
が
嫌
に
な
っ
て
来
た
。

ア
メ
リ
カ
自
体
に
そ
ん
な
賛
沢
を
し
て
い
る
余
裕
が
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
外
交
は
経
済
力
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
遅
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
端
的
な
例
が
、
昨
年
十
一
月
十
日
、
国
連
総
会
で
安

全
保
障
理
事
会
非
常
任
理
事
国
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
、
日
本
は
見
事
に
東
南
ア
ジ
ア
の
開
発
途
上
国
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ

日
本
は
国
家
か

(1)
一
、
な
ぜ
政
治
に
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
か

押
し
寄
せ
る
国
際
化
の
波
と
対
応
し
え
な
い
政
治
と
行
政
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に
敗
れ
て
、
落
選
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
非
常
任
理
事
国
ど
こ
ろ
か
、
常
任
理
事
国
に
な
る
べ

き
だ
と
い
う
主
張
を
自
ら
し
て
い
た
。
つ
ま
り
国
連
で
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
中
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
仲
間
入
り
を
さ
せ
て

も
ら
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
日
本
が
常
任
理
事
国
は
お
ろ
か
、
非
常
任
理
事
国
に
さ
え
な
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
と

も
あ
ろ
う
に
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
敗
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
国
連
の
眼
か
ら
み
て
い
る
と
、
こ
れ
は
少
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
加
盟
国
は
内
心
当
然
だ
と
思
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
日
本
が
日
本
を
常
任
理
事
国
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
主
た
る
根
拠
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
に
つ
い
で
多

額
の
経
常
費
を
分
担
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
国
連
の
多
く
の
国
々
は
日
本
は
金
持
ち
だ
か
ら
、
金
を
沢
山
出
す
の
は
当

然
で
あ
る
。
今
後
も
沢
山
出
し
て
も
ら
お
う
、
し
か
し
国
連
外
交
で
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
実
績
も
あ
げ
て
い
な
い
し
、
あ
げ
ら
れ
な

い
よ
う
な
外
交
小
国
な
の
だ
か
ら
、
国
際
の
平
和
と
安
全
と
を
維
持
す
る
責
任
を
負
っ
た
国
連
の
最
も
重
要
な
機
関
で
、
各
国
が
国

連
外
交
を
競
う
ヒ
ノ
キ
舞
台
か
ら
は
遠
慮
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

国
連
で
は
日
本
は
こ
の
よ
う
に
外
交
小
国
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
ん
ど
日
本
を
落
選
さ
せ
た
主
力
に
な
っ
た
の
は
非
同
盟
諸

国
で
あ
る
。
非
同
盟
諸
国
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
国
の
防
衛
を
ア
メ
リ
カ
や
ソ
連
に
頼
ら
ず
、
苦
し
い
な
が
ら
一
生
懸
命
独
力
で
行

な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
国
か
ら
み
る
と
、
お
金
は
沢
山
も
っ
て
い
な
が
ら
、
安
保
た
だ
乗
り
を
し
て
、
そ
の
防
衛
を
ア
メ
リ
カ
に

頼
っ
て
い
る
日
本
は
、
全
く
だ
ら
し
の
な
い
、
真
の
独
立
国
と
は
映
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
日
本
を
安

保
理
事
国
に
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
日
本
国
内
で
は
日
本
が
こ
の
よ
う
に
外
交
小
国
で
あ
り
、
完
全
な
独
立
国
で
な
い
こ
と
が
十
分
認

識
さ
れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
国
際
的
視
野
か
ら
日
本
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



ZZ4

一
九
七
三
年
一
月
、
当
時
の
田
中
首
相
が
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
歴
訪
し
た
と
き
に
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ

カ
ル
タ
で
反
日
暴
動
が
起
こ
っ
た
。
↓
」
の
と
き
に
反
日
暴
動
に
参
加
し
た
学
生
に
向
っ
て
田
中
首
相
は
『
日
本
は
島
国
で
あ
り
、
日

本
国
民
は
高
度
に
純
粋
民
族
で
あ
る
』
と
い
っ
た
。
ま
る
で
反
日
暴
動
、
つ
ま
り
日
本
が
嫌
わ
れ
る
原
因
が
、
日
本
が
島
国
で
あ
る

こ
と
と
、
日
本
人
が
高
度
に
純
粋
民
族
で
あ
る
こ
と
と
に
あ
る
よ
う
な
言
い
方
で
あ
っ
た
。

帰
国
後
間
も
な
く
開
か
れ
た
国
会
で
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
も
、
田
中
首
相
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
。
な
か
な
か
い
い
点
を
突

き
な
が
ら
も
、
日
本
の
政
府
も
マ
ス
コ
ミ
も
、
こ
れ
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
も
せ
ず
に
、
そ
の
う
ち
に
こ
れ
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
二
、
三
年
前
に
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
日
本
国
民
に
も
っ
と
国
際
感
覚
を
も
て
と
呼
び
か
け
た
。
社
説
で
こ
う
呼
び
か
け
た

マ
ス
コ
ミ
自
身
、
国
際
感
覚
と
は
何
か
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
国
民
が
国
際
感
覚
を
身
に
つ
け
な
い
う
ち
に
、

世
界
の
大
部
分
の
国
々
は
陸
続
き
で
あ
り
、
自
動
車
で
数
時
間
も
ド
ラ
イ
ブ
す
れ
ば
他
の
国
に
入
っ
て
し
ま
う
。
国
民
同
士
の
接

触
も
緊
密
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
諸
外
国
か
ら
来
た
移
民
お
よ
び
そ
の
子
孫
で
で
き
て
い
る
国
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
民
や
ア
メ
リ
カ
国
民
は
言
う
に
及
ば
ず
、
大
部
分
の
国
々
の
国
民
は
国
際
感
覚
を
強
く
も
っ
て
い
る
・
日
本
は
島
国
で
あ
り
、

日
本
国
民
は
高
度
に
純
粋
民
族
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
外
国
と
の
接
触
が
密
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
日
本
国
民
は
、
こ
れ
ら
西
欧
諸

国
民
に
比
べ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
国
際
感
覚
を
も
っ
て
い
な
い
。

日
本
が
小
国
で
あ
り
、
資
源
も
あ
る
程
度
も
っ
て
い
て
、
孤
立
主
義
的
政
策
を
維
持
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
も
い
い
。
け
れ

こ
の
呼
び
か
け
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。

国
際
感
覚
の
欠
落

h
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こ
う
い
う
感
覚
、
態
度
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
政
府
の
考
え
方
、
態
度
に
も
反
映
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
政
府
、
実
業
界
の
人
々

は
日
本
の
通
産
省
を
呼
ぶ
場
合
に
、
ひ
そ
か
に
『
あ
の
悪
名
高
き
』
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
。
『
日
本
は
輸
出
に
つ
い
て
は
自
由

貿
易
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
輸
入
に
つ
い
て
は
保
護
貿
易
主
義
を
と
っ
て
い
る
』
と
い
う
の
は
、
い
ま
や
ア
メ
リ
カ
の
実
業
界
や
政
府

の
常
識
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
過
去
十
年
ほ
ど
の
間
に
貿
易
の
自
由
化
も
実
施
さ
れ
、
輸
入
制
限
品
目
の
数
を
み
て
も
、
ガ
ッ
ト

加
盟
の
他
の
国
々
に
比
べ
て
少
し
も
劣
ら
な
い
と
日
本
人
は
主
張
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
日
本
の
政
府
は
目

に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
行
政
的
な
方
法
で
な
お
輸
入
制
限
を
し
て
い
る
。
そ
の
元
凶
が
通
産
省
で
あ
る
。
こ
う
彼
ら
は
み

ど
も
日
本
が
経
済
大
国
に
な
り
、
海
外
か
ら
工
業
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
さ
ら
に
食
料
、
飼
料
を
大
量
に
買
い
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
工
業
製
品
を
海
外
に
輸
出
し
て
、
原
料
、
食
料
を
買
う
外
貨
を
か
せ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本

の
経
済
力
が
こ
の
よ
う
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
諸
外
国
の
経
済
に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
日
本
は
諸
外
国
と
の
経
済
、
通
商
活
動
を
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の
経
済
的
利

益
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
国
に
及
ぼ
す
影
響
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
国
の
立
場
に
も
立
っ
て

日
本
の
経
済
、
通
商
活
動
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
関
係
は
円
滑
に
い
か
ず
、
長
続
き
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
人
は
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
能
的
に
自
分
の
経
済
的
利
潤
だ
け
を
追
求
し
て
、

相
手
の
立
場
を
考
慮
し
よ
う
と
し
な
い
。
つ
ま
り
国
際
的
な
視
野
か
ら
も
の
を
見
た
り
考
え
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
た
め

に
徒
ら
に
国
際
的
摩
擦
を
起
こ
し
、
反
日
暴
動
の
原
因
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

至
難
な
国
際
化

’
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て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
物
の
通
関
手
続
き
も
、
先
進
国
の
中
で
、
日
本
ほ
ど
う
る
さ
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
一
番
う
る
さ
い
イ
ギ
リ
ス

で
さ
え
半
日
も
あ
れ
ば
通
関
す
る
の
に
、
日
本
は
四
、
五
日
か
ら
一
週
間
も
か
か
る
こ
と
が
ざ
ら
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
貨

物
を
倉
庫
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
倉
庫
料
が
か
か
る
。
そ
れ
が
小
売
値
に
ひ
び
い
て
く
る
。
ま
た
前
近
代
的
で

不
可
解
な
流
通
機
構
を
通
さ
な
け
れ
ば
、
貨
物
を
小
売
店
に
回
せ
な
い
場
合
も
多
い
が
、
こ
こ
を
通
す
間
に
値
段
が
不
当
に
ど
ん
ど

ん
上
っ
て
い
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
小
売
値
に
反
映
し
て
、
外
国
製
品
は
競
争
力
を
失
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
う

も
日
本
の
官
庁
の
や
り
方
は
、
相
手
の
立
場
を
考
え
な
い
利
己
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
日
本
人
は
純
粋
民
族
で
あ
る
た
め
に
、
民
族
的
・
人
種
的
偏
見
が
著
し
く
強
い
。
日
本
人
は
よ
く
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
を
、

白
人
の
黒
人
に
対
す
る
人
種
的
偏
見
に
も
と
づ
く
差
別
問
題
で
あ
る
と
し
て
非
難
す
る
。
し
か
し
日
本
人
の
第
三
国
人
だ
け
で
な
く
、

白
人
、
日
系
米
人
に
対
す
る
偏
見
・
差
別
は
、
と
う
て
い
そ
の
比
で
は
な
い
・
こ
の
こ
と
に
多
く
の
日
本
人
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

そ
し
て
日
本
人
は
駐
在
商
社
の
日
本
人
を
も
含
め
て
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
へ
行
け
ば
、
全
く
鼻
も
ち
な
ら
ぬ
優
越
感
を
ふ
り

ま
わ
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
日
本
人
は
嫌
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
か
ら
来
て
駐
在
し
て
い
る
日
本
人
が
現
地
の
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
系
米
人
を
頭
か
ら
見
下
げ
て
差
別
待
遇

す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
来
て
い
る
日
本
の
在
外
高
官
、
銀
行
、
商
社
は
、
日
本
か
ら
来
て
い
る
駐
在
員
の
ほ
か
に
、
現
地
で
現
地
在
住

の
日
本
人
、
日
系
米
人
、
米
人
な
ど
を
雇
っ
て
い
る
が
、
こ
の
現
地
雇
い
の
日
本
人
、
日
系
人
、
米
人
に
対
す
る
手
当
は
駐
在
員
に

比
べ
る
と
、
余
り
に
も
そ
の
差
が
ひ
ど
い
。
昇
給
も
ほ
と
ん
ど
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
、
イ
ン
フ
レ
を
計
算
に
入
れ
る
と
、
実
質
給

与
は
年
々
減
少
し
て
い
く
。
そ
れ
で
も
駐
在
員
は
平
気
な
の
で
あ
る
。

平
気
で
い
る
ど
こ
ろ
か
、
中
に
は
『
現
地
雇
い
は
牛
馬
の
如
く
使
え
』
と
い
う
人
も
い
る
く
ら
い
で
、
こ
の
た
め
に
「
現
地
雇
い
」

b
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第
一
に
防
衛
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
独
立
国
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
協
力
し
て
極
東
の
平
和
と
安
全

を
維
持
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
不
当
に
依
存
し
な
い
と
い
う
原
則
に
立
っ
て
、
防
衛
態
勢
を
根
本
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
ア
メ
リ
カ
が
北
京
政
府
と
国
交
を
正
常
化
し
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
は
中
国
を
重
視
し
、
日
本
は
ど
う
で
も
い
い

と
い
う
言
葉
は
日
本
語
の
「
女
中
」
と
か
「
下
男
」
の
よ
う
に
、
頭
か
ら
見
下
し
た
差
別
待
遇
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
日
本
か
ら
来
て
い
る
駐
在
員
た
ち
は
、
日
系
米
人
や
米
人
に
嫌
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら

の
態
度
は
日
米
間
の
相
互
理
解
、
親
善
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
日
本
に
対
す
る
反
感
を
植
え
つ
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え

こ
う
い
う
具
合
で
あ
る
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
は
も
っ
と
ひ
ど
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

恐
ら
く
心
あ
る
日
本
人
は
、
日
本
の
銀
行
、
商
社
の
多
く
が
こ
の
よ
う
に
相
手
の
こ
と
を
考
え
ず
、
自
分
た
ち
の
利
潤
の
追
求
だ

け
を
優
先
的
に
考
え
て
い
る
た
め
に
、
相
手
側
の
利
益
や
対
日
感
情
、
対
日
関
係
を
損
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
に
違
い
な

い
。
こ
の
た
め
に
彼
ら
は
内
心
日
本
が
ま
た
し
て
も
国
際
的
孤
児
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。
心
配
し
な
が
ら
も
、
そ
の

よ
う
な
態
度
を
改
め
よ
う
と
し
な
い
。

そ
れ
で
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
ひ
と
口
に
い
え
ば
、
日
本
人
が
国
際
社
会
の
現
実
に
目
覚
め
て
、
早
く
国
際
感
覚
を
も

ち
、
日
本
が
特
別
な
国
で
は
な
く
し
て
、
国
際
社
会
の
一
員
な
の
だ
と
い
う
自
覚
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
が
そ
の

よ
う
な
自
覚
を
も
ち
、
国
際
感
覚
を
身
に
つ
け
る
に
は
数
十
年
以
上
か
か
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
て
も
そ
れ
ま
で
待
っ
て
い
ら

れ
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
具
体
策
を
検
討
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

国
際
化
の
た
め
の
三
つ
の
提
言
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こ
の
た
め
に
は
政
府
が
、
さ
き
に
坂
田
防
衛
庁
長
官
が
作
っ
た
よ
う
な
形
式
的
な
〃
防
衛
を
考
え
る
会
″
で
は
な
く
て
、
本
腰
を

入
れ
て
、
日
本
の
防
衛
に
責
任
を
も
て
る
よ
う
な
常
設
委
員
会
を
作
り
、
日
本
が
お
か
れ
て
い
る
国
際
環
境
、
と
く
に
軍
事
的
環
境

か
ら
、
日
本
の
防
衛
を
根
本
的
に
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
的
な
視
野
に
立
っ
て
日
本
の
防
衛
態
勢
を
検
討
で
き
る

よ
う
な
も
の
に
つ
く
り
、
政
府
は
そ
の
検
討
の
結
果
を
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
検
討
の
仕
方
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
が
核
兵
器
を
積
ん
だ
ま
ま
横
須
賀
に
入
港
す
る
の
を
禁
止
す
る
と
い
っ

た
小
児
病
的
な
主
張
も
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
が
造
る
防
衛
用
兵
器
を
海
外
に
輸
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
根
拠

現
在
西
ド
イ
ツ
は
北
大
西
洋
条
約
軍
の
主
軸
に
な
っ
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
は
人
口
が
日
本
の
五
分
の
三
程
度
し
か
な
い
が
、
武
装

兵
力
は
日
本
の
自
衛
隊
の
二
倍
で
あ
る
。
日
本
の
周
辺
に
は
日
本
の
海
上
自
衛
隊
の
六
倍
近
い
ソ
連
の
太
平
洋
艦
隊
が
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
日
本
も
西
ド
イ
シ
の
よ
う
に
相
当
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
は
も
っ
と
西
ド
イ
ツ
の
態

と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

カ
ー
タ
ー
大
統
領
が
北
京
政
府
と
の
国
交
正
常
化
を
行
な
っ
た
意
図
は
、
中
国
が
モ
ス
ク
ワ
と
和
解
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
と
手
を
握

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
北
京
を
ア
メ
リ
カ
側
に
引
き
つ
け
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
中
ソ
関
係
が
悪
い
た
め
に
、
ソ
連
は

そ
の
軍
事
力
の
三
割
近
く
を
中
ソ
国
境
に
釘
づ
け
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
国
関
係
が
改
善
さ
れ
れ
ば
、
ソ
連
は
そ
の

軍
事
力
の
相
当
程
度
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
北
大
西
洋
条
約
諸
国
が
受
け
る
脅
威
は
著
し
く
増
大
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
西
ョ
１
ロ
ッ
パ
諸
国
に
と
っ
て
は
、
こ
の
意
味
で
あ
り
が
た
い
国
で

度
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

あ
る
が
、
日
本
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
足
手
ま
と
い
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
日
本
の
官
僚
の
特
権
階
級
的
意
識
を
な
く
し
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
も
た
せ
る
た
め
に
は
、
行
政
府
で

は
な
く
、
議
会
に
属
す
る
民
間
人
か
ら
成
る
調
査
委
員
会
を
常
設
し
、
諸
外
国
や
日
本
国
民
な
ど
の
不
満
・
苦
情
を
直
接
あ
る
い
は

文
書
に
よ
っ
て
受
理
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
調
査
し
、
改
善
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
外
務
省
の
昇
進
制
度
を
徹
底
的
に
洗
い
な
お
す
と
と
も
に
、
民
間
人
を
多
数
大
使
の
ポ
ス
ト
に
起
用
し
、
か
つ
大
使
に
強

力
な
人
事
権
を
も
た
せ
る
。
人
事
権
を
も
た
せ
る
理
由
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
実
例
が
あ
る
よ
う
に
、

外
務
省
の
人
た
ち
は
外
部
か
ら
来
た
大
使
に
協
力
せ
ず
、
彼
ら
を
浮
か
せ
て
、
『
外
部
か
ら
来
た
大
使
は
仕
事
も
ろ
く
に
で
き
ず
失

と
平
然
と
言
っ
て
い
る
。

の
薄
弱
な
主
張
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
憲
法
第
九
条
の
よ
う
な
現
実
に
即
さ
な
い
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
に
は
多
大
の
年
月
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
現
在
の
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
年
月
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
す
ほ
ど
の
余
裕
は

な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
国
際
情
勢
は
切
迫
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
国
際
的
視
野
に
立
脚
し
た
常
設
委
員
会
を
設

置
し
て
、
ど
ん
ど
ん
事
を
運
ん
で
い
く
以
外
に
は
方
法
は
あ
る
ま
い
・

第
二
に
、
日
本
の
国
際
化
の
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
て
い
る
の
は
官
僚
、
こ
と
に
通
産
省
お
よ
び
外
務
省
の
官
吏
の
特
権
階
級
的
意
識

で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
い
る
あ
る
日
本
人
は
、
「
私
は
外
国
へ
行
っ
て
、
そ
の
土
地
の
情
報
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
ま

ず
ア
メ
リ
カ
の
大
使
館
か
総
領
事
館
へ
行
く
。
そ
う
す
る
と
彼
ら
は
非
常
に
親
切
に
、
こ
っ
ち
が
知
り
た
い
以
上
の
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
大
使
館
や
総
領
事
館
で
は
、
よ
ほ
ど
え
ら
い
人
の
紹
介
で
も
持
っ
て
い
か
な
い
限
り
、
『
お
前
、
何
を

し
に
き
た
の
だ
。
邪
魔
に
な
る
』
と
い
う
顔
を
さ
れ
る
。
だ
か
ら
日
本
の
在
外
公
館
へ
は
絶
対
に
行
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
ま
す
」
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日
本
政
府
が
、
経
団
連
か
ジ
ェ
ト
ロ
の
中
に
常
設
機
関
を
設
け
、
在
外
駐
在
機
関
、
あ
る
い
は
駐
在
員
が
現
地
の
人
々
や
現
地
採

用
者
な
ど
に
出
し
て
い
る
手
当
て
、
そ
の
他
の
不
当
な
差
別
待
遇
に
関
す
る
苦
情
そ
の
他
の
情
報
を
集
め
、
そ
れ
を
調
査
し
、
改
め

る
べ
き
点
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
具
体
的
な
点
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を
改
め
さ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

役
に
立
た
な
い
。

敗
だ
っ
た
』
と
い
う
印
象
を
与
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
議
会
に
一
般
会
計
委
員
会
（
の
ｇ
の
邑
鈩
８
。
目
冒
”
○
霞
８
）
と
い
う
調
査
機
関
が
あ
っ
て
、
議
会
の
た
め

に
、
あ
る
い
は
一
般
納
税
者
に
代
わ
っ
て
行
政
府
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
絶
え
ず
調
査
し
、
不
法
、
欠
陥
、
改
善
策
な
ど
を
調
べ
て

い
る
。
日
本
も
在
外
公
館
の
調
査
機
関
を
議
会
に
設
け
、
議
会
が
目
を
光
ら
せ
、
在
外
公
館
の
外
部
の
人
々
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
意
見

を
聴
取
す
べ
き
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
に
は
日
米
関
係
に
精
通
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
が
多
く
、
彼
ら
は
非
常
に
良
い
意
見
を
も

っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
在
外
公
館
、
日
本
の
商
社
マ
ン
の
態
度
も
少
し
は
よ
く
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
彼
ら
の
国
際
感
覚
と
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
養
う
よ
う
に
は
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
在
外
銀
行
、
商
社
な
ど
に
関
し
て
右
に
述
べ
た
諸
点
を
改
め
る
た
め
に
は
、
田
中
首
相
の
東
南
ア
ジ
ア
旅
行
の
あ
と
で

ジ
ェ
ト
ロ
な
ど
が
、
在
外
駐
在
員
の
心
得
な
ど
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
印
刷
し
て
配
布
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
れ
だ
け
で
は

あ
る
こ
と
に
あ
る
。

在
外
公
館
に
は
時
々
、
外
務
省
の
先
輩
な
ど
が
構
成
す
る
実
情
調
査
団
が
来
る
よ
う
だ
が
、
こ
ん
な
内
輪
同
士
の
調
査
は
何
に
も

な
ら
な
い
。
ま
た
会
計
検
査
院
か
ら
検
査
官
が
来
て
、
会
計
検
査
、
主
と
し
て
帳
簿
の
調
査
を
し
て
い
る
。
帳
簿
と
か
伝
票
を
み
て

照
合
し
て
み
る
程
度
の
調
査
も
、
こ
れ
ま
た
何
に
も
な
ら
な
い
。
根
本
の
問
題
は
会
計
検
査
院
が
総
理
の
下
、
つ
ま
り
行
政
府
内
に



第II部第一章国際化時代に適応する政治と外交ZZZ

在
外
駐
在
員
心
得
の
よ
う
な
原
則
的
な
も
の
を
印
刷
し
て
配
布
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
な
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。

最
後
に
、
日
本
国
内
に
こ
の
よ
う
な
委
員
会
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
日
本
と
関
係
の
深
い
国
々
に
は
、
開
発

途
上
国
を
も
含
め
て
、
在
外
公
館
の
サ
ー
ビ
ス
、
日
本
の
商
取
引
そ
の
他
、
日
本
と
そ
の
国
と
の
関
係
全
般
に
つ
い
て
検
討
し
、
改
善

策
を
適
当
な
機
関
に
提
案
で
き
る
よ
う
な
現
地
の
委
員
会
も
常
設
し
、
日
本
の
委
員
会
と
常
に
連
携
し
て
仕
事
を
進
め
る
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
現
地
に
居
住
す
る
日
本
人
、
日
系
人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
国
の
人
々
の
な
か
で
、
と
く
に
日
本
と
関
係
が

あ
り
、
日
本
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
々
を
も
含
め
れ
ば
、
一
層
効
果
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
日
本
の
出
資
で

国
際
問
題
研
究
所
の
よ
う
な
機
関
を
海
外
に
設
置
し
、
現
地
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
日
本
の
対
外
政
策
の
立
案
に
寄
与
さ
せ
る
の
が

ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
の
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
は
日
本
に
た
い
し
て
様
々
の
良
い
意
見
、
注
文
、
不
満
を
も
っ
て
い
る
人
々
が
多
い
が
、

そ
う
い
う
意
見
、
不
満
の
も
っ
て
行
き
場
が
な
く
、
そ
れ
ら
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
々
の
意
見

な
ど
が
生
か
さ
れ
れ
ば
、
日
本
は
必
然
的
に
も
つ
と
国
際
化
さ
れ
、
日
本
と
諸
外
国
の
関
係
は
も
っ
と
円
滑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

日
本
は
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
も
っ
と
い
い
国
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
は
国
家
と
し
て
再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
秋
に
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。
フ
が
必
要

で
あ
る
が
、
行
政
府
の
中
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
．
フ
は
期
待
で
き
な
い
。
民
間
の
中
か
ら
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
リ
ー

ダ
ー
が
出
な
け
れ
ば
、
日
本
は
数
年
以
内
に
当
面
す
る
危
機
を
乗
り
切
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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日
本
で
国
会
ほ
ど
威
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
国
会
議
員
は
．
番
偉
い
人
」
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
国
会
中
継
を
み

る
と
、
野
党
の
国
会
議
員
が
総
理
大
臣
以
下
各
閣
僚
、
局
長
を
ズ
ラ
リ
釘
づ
け
に
し
、
ま
る
で
検
事
が
罪
人
を
尋
問
す
る
よ
う
な
威

丈
高
な
調
子
で
、
質
問
し
て
い
る
。
｝
」
れ
に
対
し
、
大
臣
、
高
官
は
た
だ
平
身
低
頭
、
汲
々
と
し
て
答
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の

様
子
を
見
れ
ば
、
国
民
が
国
会
議
員
は
偉
い
と
思
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
。

確
か
に
国
会
は
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
会
議
員
が
最
高
の
人
格
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
し
か
す
る
と
最
低

の
人
間
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
国
会
議
員
と
一
般
国
民
を
区
別
す
る
の
に
何
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
実
は
な
に
も
な
い
。

さ
て
、
右
に
あ
げ
た
い
ろ
い
ろ
な
要
素
の
う
ち
で
、
も
し
優
先
順
序
を
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
れ
を
第
一
番
に
も
っ
て
く
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
権
の
最
高
機
関
と

さ
れ
て
い
る
国
会
を
ト
ッ
プ
に
お
く
の
が
常
識
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
主
主
義
の
基
盤
と
な
る
べ
き
国
会
が
、
最
も
権
威
な
く

最
も
脆
弱
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
日
本
の
民
主
主
義
の
悲
劇
が
あ
る
。

主
主
義
体
制
の
内
容
を
決
定
す
る
。

民
主
主
義
体
制
は
、
い
く
つ
か
の
柱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
制
度
の
上
で
は
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
分
立
が
機
能

し
て
い
る
の
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
第
四
権
と
し
て
の
マ
ス
コ
ミ
が
あ
り
、
最
後
に
は
国
民
の
水
準
が
民

党
利
党
略
に
終
始
す
る
政
党
政
治

(2)

日
本
の
民
主
主
義
政
治
の
堕
落

’
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も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
会
議
員
に
は
抜
群
の
集
票
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
集
票
能
力
に
は
敬
意
を
表
す
る

に
足
る
何
か
が
あ
る
。
五
万
な
り
十
万
な
り
の
人
に
、
自
分
の
名
前
を
書
か
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
国
会
議
員
は
、
票
を
集
め
る
た
め
に
は
何
で
も
犠
牲
に
す
る
。
あ
る
い
は
何
で
も
提
供
す
る
。
国
会
議
員
に
と
っ
て
、

票
を
集
め
る
こ
と
が
生
活
の
初
め
で
あ
り
、
生
活
の
終
わ
り
で
あ
る
。
行
住
坐
臥
の
す
べ
て
が
、
票
と
の
関
連
に
お
い
て
形
成
さ
れ

決
定
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

そ
し
て
議
員
の
集
団
で
あ
る
政
党
こ
そ
巨
大
な
集
票
マ
シ
ー
ン
そ
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
政
党
の
行
動
指
針
は
、

票
と
の
結
び
つ
き
の
程
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
政
党
の
政
治
理
念
と
は
、
一
切
の
修
飾
詞
を
取
り
の
ぞ
い
て
み
れ
ば
、
党
利
党

略
に
外
な
ら
な
い
。
党
利
党
略
と
は
、
集
票
の
た
め
の
利
益
と
策
略
を
指
す
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
国
会
議
員
と
政
党
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
国
会
対
策
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
・
例
を
ダ
グ
ラ
ス
、

グ
ラ
マ
ン
事
件
に
と
っ
て
み
よ
う
。

事
の
起
こ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
証
券
取
引
調
査
委
員
会
の
、
ダ
グ
ラ
ス
、
グ
ラ
マ
ン
両
社
の
対
日
支
払
い
に
不
正
あ
り
と
す
る
告

発
に
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
ア
メ
リ
カ
の
投
資
家
を
保
護
す
る
立
場
か
ら
一
連
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
対
象

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本
に
対
す
る
不
正
支
払
い
の
疑
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
・

こ
れ
を
聞
い
て
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
よ
う
に
意
気
込
ん
だ
の
が
日
本
の
野
党
で
あ
る
。
対
日
不
正
支
払
い
の
過
程
に
日
本
の
政
府

高
官
が
介
在
し
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
第
二
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
な
る
可
能
性
が
な
い
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
な
っ
た
ら
、
政

府
・
与
党
に
与
え
る
打
撃
は
き
わ
め
て
深
く
、
野
党
の
得
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
う
い
う
判
断
の
下
に
野
党
各
党
は
一

斉
に
行
動
を
起
こ
し
た
。
共
産
党
を
先
頭
に
、
野
党
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
調
査
団
を
結
成
し
て
ア
メ
リ
カ
に
派
遣
し
、
山
の
よ
う
な



Ｉ

し

た

。

望
資
料
を
集
め
て
帰
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
が
大
き
く
書
き
立
て
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
ブ
ー
ム
が
現
出

こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
・
与
党
は
二
正
面
作
戦
を
取
り
、
野
党
攻
撃
を
分
断
す
る
挙
に
出
た
。
つ
ま
り
、
疑
惑
は
疑
惑
と
し
て
あ

く
ま
で
追
究
し
、
予
算
は
予
算
と
し
て
審
議
す
る
と
い
う
構
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
、
こ
の
両
者
が
重
な
り
合
う
と
こ

ろ
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
グ
ラ
マ
ン
早
期
警
戒
機
Ｅ
２
Ｃ
四
機
の
導
入
予
算
措
置
の
問
題
で
あ
る
。
野
党
は
疑
惑
が
解
明
さ
れ
る

ま
で
、
Ｅ
２
Ｃ
導
入
の
停
止
と
、
そ
の
た
め
の
予
算
の
撤
回
も
し
く
は
凍
結
を
主
張
し
た
。
こ
う
し
て
、
予
算
委
員
会
で
は
、
本
来

の
予
算
審
議
の
外
に
ダ
グ
ラ
ス
、
グ
ラ
マ
ン
に
つ
い
て
の
集
中
審
議
、
証
人
喚
問
が
行
な
わ
れ
、
別
途
に
ロ
ッ
キ
ー
ド
調
査
特
別
委

員
会
が
改
組
さ
れ
、
こ
の
問
題
を
専
門
に
調
査
究
明
し
た
。

し
か
し
そ
の
議
論
を
聞
い
て
い
る
と
、
ま
さ
に
ス
レ
違
い
で
あ
る
。
一
方
は
何
が
な
ん
で
も
黒
に
し
よ
う
と
意
気
込
み
、
他
方
は

と
に
か
く
尻
つ
ぼ
を
つ
か
ま
れ
な
け
れ
ば
い
い
と
逃
げ
ま
く
る
・
不
正
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
真
相
解
明
、
そ
の
背
景
の
分
析
、
将
来

の
防
止
の
た
め
の
手
の
打
ち
方
な
ど
は
第
二
義
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
か
っ
た
。
各
党
の
関
心
は
、
こ
れ
に
よ
り
い
か
に
票
を
集
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
票
を
失
わ
な
い
で
済
む
か
、
そ
の
一
点
に
集
中
さ
れ
た
。
ひ
と
た
び
国
会
議
員
と
政
党
が
、
票
の
た

め
に
目
の
色
を
変
え
て
動
き
出
す
と
、
何
び
と
と
い
え
ど
も
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
会
議
員
は
「
一
番
偉
い

人
」
で
あ
り
、
政
党
は
最
大
の
権
力
集
団
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
。

野
党
の
国
会
対
策
の
キ
メ
手
は
、
不
正
追
究
を
政
府
に
対
す
る
責
め
道
具
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
会
議
に
お
け
る
代
表
質
問

で
も
、
予
算
委
員
会
で
の
総
括
質
問
で
も
、
野
党
は
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
、
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
問
題
で
政
府
を
非
難
攻
撃



Z語第II部第一章国際化時代に適応する政治と外交

国
政
調
査
権
は
、
そ
の
言
葉
通
り
国
政
に
関
す
る
調
査
に
限
ら
れ
る
。
国
政
に
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
個
人
や
企
業
の
私
事
に
及

ば
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
私
事
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ま
だ
検
察
が
動
い
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
裁
判
も
行

な
わ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
個
人
や
企
業
の
名
前
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
あ
ば
か
れ
、
私
事
が
糾
弾
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
法
治
国
に
あ
っ
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
国
政
調
査
権
と
は
い
え
、
行
き
過
ぎ
も
は
な
は
だ
し
い
と
い
わ
な

ま
た
、
刑
事
事
件
を
捜
査
し
、
犯
罪
の
有
無
を
立
証
す
る
の
は
司
法
の
仕
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
国
会
議
員
と
政
党
は
司
法
の
分

野
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
現
に
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
は
、
目
下
司
法
の
手
に
よ
っ
て
調
査
中
で
あ
り
、
刑
事
事
件
か
ど

う
か
は
そ
の
後
に
判
明
し
、
さ
ら
に
裁
判
の
結
果
、
有
罪
無
罪
が
決
定
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
党
議
員
は
、
国
会
の
集
中
審

議
で
は
検
察
官
を
気
取
り
、
そ
の
証
人
喚
問
で
は
裁
判
官
に
な
っ
た
つ
も
り
で
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
三
権
分
立
の
建
て
前
を
崩

し
、
立
法
府
の
独
断
専
行
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
C

国
会
議
員
と
政
党
が
票
の
た
め
、
つ
ま
り
党
利
党
略
の
た
め
に
行
動
を
開
始
す
る
時
の
最
大
の
武
器
は
国
政
調
査
権
で
あ
る
。
こ

の
国
政
調
査
権
を
ま
る
で
魔
法
の
護
符
の
如
く
振
り
か
ざ
せ
ば
す
べ
て
の
扉
が
開
か
れ
る
。
し
か
し
、
国
政
調
査
権
は
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
ー
で
は
な
い
。
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
「
聖
域
」
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
司
法
権
で
あ

国
会
で
や
れ
る
の
は
、
検
察
の
動
き
、
裁
判
の
推
移
を
見
た
上
で
、
関
係
者
の
政
治
的
あ
る
い
は
道
義
的
責
任
の
追
求
だ
け
で
あ

民
主
主
義
の
危
機
を
招
い
た
三
権
の
癒
着



お
る
。
現
在
国
会
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
調
査
は
、
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
遥
か
に
飛
び
越
え
、
無
法
地
帯
に
お
け
る
リ
ン
チ
に
外

Ｉ
な
ら
な
い
。
日
本
が
法
治
国
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
リ
ン
チ
に
一
刻
も
早
く
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
ス

ト
ッ
プ
が
な
か
な
か
か
か
ら
な
い
。
立
法
府
が
あ
ま
り
に
も
強
く
、
他
が
遠
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
会
議
員
の
目
か
ら
見
れ

ば
、
行
政
や
司
法
は
従
属
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
政
権
を
担
う
政
党
は
、
行
政
と
司
法
の
人
事
と
予
算
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が

検
察
官
の
中
に
は
、
正
義
の
味
方
を
気
取
る
あ
ま
り
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
と
順
序
を
無
視
し
て
犯
罪
捜
査
に
あ
た
る

場
合
が
あ
る
。
実
は
こ
れ
が
検
察
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
温
床
と
な
り
、
人
権
無
視
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
裁
判
官
の
あ
る
も
の
は
、
進
ん

で
青
法
協
に
属
し
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
思
想
を
背
景
に
、
反
体
制
の
尺
度
で
国
家
と
国
民
を
裁
こ
う
と
す
る
。
一
連
の
公
害
裁
判
が

こ
の
よ
う
に
、
人
事
と
予
算
を
握
っ
て
い
る
限
り
、
三
権
分
立
と
い
っ
て
も
、
行
政
と
司
法
の
力
は
立
法
に
及
ば
な
い
。
そ
こ
で
、

ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
の
よ
う
な
も
の
が
起
こ
る
と
、
政
治
は
司
法
に
対
し
て
指
揮
権
を
発
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
指
揮
権

に
は
二
種
類
あ
る
。
政
治
が
司
法
の
尻
を
叩
く
の
も
指
揮
権
な
ら
、
政
治
が
司
法
を
抑
え
る
の
も
指
揮
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政

治
に
た
い
し
て
中
立
の
立
場
を
貫
く
べ
き
司
法
に
た
い
し
、
そ
の
党
利
党
略
性
か
ら
介
入
を
求
め
、
あ
る
い
は
不
介
入
を
注
文
す
る

政
党
の
態
度
は
言
語
道
断
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
司
法
の
側
に
、
そ
れ
を
受
け
て
立
つ
よ
う
な
風
潮
が
見

ら
れ
る
の
は
、
一
段
と
心
配
で
あ
る
。

判
所
の
費
用
は
政
府
が
決
め
る
。

だ
か
ら
、
行
政
各
省
庁
の
次
官
以
下
す
べ
て
の
官
僚
は
、
政
党
出
身
の
大
臣
に
頭
が
上
ら
な
い
。
厳
正
中
立
、
公
平
無
私
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
司
法
界
で
さ
え
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
高
裁
長
官
の
任
免
権
は
時
の
総
理
大
臣
が
握
っ
て
い
る
。
裁

で
き
る
。

▲
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国
民
の
最
後
の
依
り
ど
こ
ろ
は
裁
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
黒
白
を
争
い
、
神
の
如
き
裁
判
官
に
正
し
い
判
断
を
し
て
も
ら
う
。
そ
れ

が
国
民
の
願
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
裁
判
官
が
偏
向
し
て
い
る
と
し
た
な
ら
、
国
民
は
一
体
誰
に
す
が
れ
ば
い
い
の
か
。
本

来
の
使
命
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
司
法
を
、
本
然
の
路
線
に
の
せ
る
た
め
に
、
政
治
の
次
元
で
手
を
尽
く
す
の
が
政
党
の
仕

事
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
国
民
の
願
い
に
応
え
る
道
で
あ
る
。
し
か
し
政
党
は
、
国
民
に
代
っ
て
司
法
の
中
立
を
求
め
る
代
わ
り

に
、
司
法
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
。
政
治
と
司
法
の
癒
着
は
三
権
分
立
の
崩
壊
で
あ
る
ば
か
り
か
、
民
主

政
治
そ
の
も
の
の
自
殺
に
つ
な
が
る
。

さ
て
、
行
政
は
司
法
以
上
に
立
場
に
弱
い
・
政
党
は
、
人
事
と
予
算
を
巧
み
に
使
い
な
が
ら
官
庁
を
自
家
薬
龍
中
の
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
官
僚
に
は
官
僚
の
や
り
方
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
党
の
意
思
に
従
う
よ
う
に
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
従
わ
ず
、

逆
に
政
党
を
利
用
す
る
。
つ
ま
り
面
従
腹
背
で
あ
る
。

従
来
、
官
僚
に
た
い
し
て
は
、
政
権
の
座
に
坐
っ
て
い
る
与
党
が
強
い
態
度
で
臨
み
、
官
僚
も
ま
た
政
権
党
に
サ
ー
ビ
ス
を
怠
ら

な
か
っ
た
。
他
方
、
野
党
は
つ
ん
ぼ
桟
敷
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
保
革
伯
仲
時
代
を
迎
え
、
こ
の
与
党
と
官
僚
の
関
係
図
式
は
変
わ

っ
て
き
た
。
野
党
の
発
言
権
が
に
わ
か
に
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
や
国
家
予
算
の
成
否
は
野
党
の
握
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
に
そ
の
分
だ
け
官
僚
は
野
党
の
存
在
を
認
め
て
奉
仕
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
協
力
を
野
党
に
期
待
す
る
。
そ
れ
が
官

僚
の
野
党
操
縦
術
で
あ
る
。
官
僚
は
野
党
に
対
し
て
も
与
党
と
同
じ
よ
う
に
、
事
前
の
根
回
し
を
行
な
う
。
し
た
が
っ
て
官
僚
と
野

党
の
パ
イ
プ
は
太
く
な
り
、
そ
の
間
柄
は
急
に
接
近
し
た
。

そ
の
た
め
、
立
法
と
行
政
の
関
係
は
き
わ
め
て
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
以
前
は
、
与
党
と
官
僚
の
関
係
を
睨
ん
で
お
れ
ば
よ
か
っ

そ
の
い
い
例
で
あ
る
。



お
た
。
し
か
し
現
在
は
、
こ
れ
に
野
党
が
加
わ
り
、
い
わ
ば
三
つ
ど
も
え
の
パ
タ
ー
ン
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
行
政
整
理
の
問

Ｉ
題
が
あ
る
。
歴
代
内
閣
は
例
外
な
く
行
政
整
理
を
唱
え
た
が
、
行
政
整
理
が
必
ず
し
も
本
当
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ

を
口
に
す
る
こ
と
で
官
僚
を
脅
か
し
、
わ
が
意
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
真
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
官
僚
の
方
は
一
度
獲
得
し
た
既
得
権
は
絶
対
に
縮
小
さ
せ
ま
い
と
し
て
抵
抗
す
る
。
一
度
つ
く
ら
れ
た
組
織
は
無
限
に

拡
大
し
つ
づ
け
る
と
い
う
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
法
則
は
、
日
本
の
官
僚
機
構
に
お
い
て
は
最
も
典
型
的
に
当
て
は
ま
る
。
し
か
も
、
官

僚
の
場
合
、
高
級
官
僚
は
与
党
側
の
派
閥
の
長
た
る
実
力
者
に
、
下
級
官
僚
は
労
組
を
通
じ
て
野
党
側
に
結
び
つ
い
て
、
行
政
整
理

に
関
し
て
だ
け
は
奇
妙
な
与
・
野
党
共
闘
が
成
立
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
与
党
、
官
僚
、
野
党
の
三
つ
ど
も
え
の
絡
み
合
い
に
加
え
て
、
さ
ら
に
マ
ス
コ
ミ
が
こ
れ
に
関
与
し
て
四
者
の
絡
み

合
い
の
力
関
係
を
つ
く
り
上
げ
る
。
現
実
の
国
民
生
活
に
深
い
関
係
の
あ
る
政
策
レ
ベ
ル
の
問
題
の
多
く
は
、
こ
の
四
者
の
政
治
的

力
関
係
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

何
で
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

民
主
政
治
の
下
で
は
、
政
党
は
世
論
の
支
持
と
信
頼
を
得
な
け
れ
ば
政
治
生
命
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
民
主
政
治
と
は
世
論

政
治
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
党
が
世
論
に
耳
を
傾
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政
党
が
世
論
の

以
上
の
よ
う
な
政
党
政
治
腐
敗
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
と
有
権
者
に
あ
る
と
答
え
る
外
な
い
。

政
党
、
政
治
家
と
い
え
ど
も
、
マ
ス
コ
ミ
と
有
権
者
が
鬼
よ
り
恐
い
。
そ
の
恐
い
鬼
が
黙
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
は
安
心
し
て

問
わ
れ
る
マ
ス
コ
ミ
と
国
民
の
姿
勢



国
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
新
聞
は
、
明
治
維
新
の
昔
か
ら
反
権
力
精
神
を
持
っ
て
い
る
。
反
権
力
精
神
と
い
え
ば
聞
え
は
い
い
が
、
そ

毒
れ
は
薩
長
土
肥
の
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
た
者
の
恨
み
つ
ら
み
の
心
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
幕
府
や
小
藩
の
反
逆
者
等
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ

第

た
日
本
の
多
く
の
新
聞
の
、
藩
閥
政
府
に
対
す
る
批
判
や
反
権
力
の
姿
勢
は
、
実
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ

部鈍
か
ら
百
年
の
年
月
が
流
れ
た
が
、
新
聞
の
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
の
新
聞
は
こ
の
一
世
紀
の
間
、
ひ
と

勿
っ
も
進
歩
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

Ｚ
昔
に
比
べ
て
さ
ら
に
悪
く
な
っ
た
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
過
当
競
争
に
よ
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
導
入
で
あ
る
。
面
白
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歓
呼
と
喝
采
だ
け
を
求
め
て
は
、
自
ら
の
主
体
性
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
党
は
世
論
に
媚
び

有
権
者
に
お
も
ね
る
あ
ま
り
、
自
分
で
政
権
担
当
の
意
思
も
能
力
も
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
社
会
党
の
非
武
装
中
立

論
は
、
二
十
年
前
の
冷
戦
構
造
時
代
の
安
全
保
障
政
策
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
古
色
蒼
然
た
る
遺
物
と
同
じ
で
あ
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
中
国
の
都
小
平
副
首
相
に
冷
か
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
社
会
党
自
身
、
や
っ
か
い
な
お
荷
物
と
思
い

は
じ
め
て
い
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
の
旗
を
降
し
た
い
。
し
か
し
降
せ
な
い
。
世
論
の
一
部
と
、
あ
る
種
の
新
聞
が
そ
れ
を
支

持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
朝
日
新
聞
が
非
武
装
中
立
論
を
厳
し
く
批
判
し
は
じ
め
た
ら
、
社
会
党
は
明
日
に
も
そ
の
主
張
を

降
す
で
あ
ろ
う
。
社
会
党
は
世
論
に
弱
く
、
朝
日
の
社
説
に
左
右
さ
れ
る
体
質
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
社
会
党
が
ダ
グ
ラ
ス
・

グ
ラ
マ
ン
事
件
等
で
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
国
会
対
策
、
つ
ま
り
予
算
案
を
人
質
に
取
っ
て
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
究
明
で
政
府
・
与
党
を
絶

体
絶
命
の
窮
地
に
追
い
こ
ん
で
い
く
と
い
う
戦
略
が
、
朝
日
を
は
じ
め
と
す
る
新
聞
に
叩
か
れ
た
ら
、
た
ち
ま
ち
そ
の
舌
先
は
鈍
り
、

腰
は
砕
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
新
聞
は
決
し
て
野
党
の
国
会
対
策
を
叩
か
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
お
だ
て
、
火
に
油
を
注
ぐ
よ
う

な
紙
面
ば
か
り
作
っ
て
い
る
。

■
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く
さ
え
あ
れ
ば
い
い
、
売
れ
る
新
聞
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
Ｉ
商
品
と
し
て
の
新
聞
は
こ
う
し
た
立
場
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
な
ど
日
本
政
治
の
あ
り
方
の
基
本
に
か
か
わ
る
重
大
問
題
も
、
マ
ス
コ
ミ
は
た
だ
興
味
本
位
に

報
じ
、
政
治
家
は
ひ
た
す
ら
選
挙
を
考
え
て
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
を
展
開
す
る
。
こ
う
し
て
、
民
主
政
治
を
内
部
か
ら
腐
ら
せ
る
ス
キ

ャ
ン
ダ
ル
の
病
根
摘
出
は
、
二
の
次
の
問
題
と
な
り
、
そ
し
て
や
が
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
風
潮
は
、
明
ら
か
に
民
主
主
義
に
逆
行
す
る
。
し
か
し
、
だ
れ
も
ス
ト
ッ
。
フ
を
か
け
よ
う
と
し
な
い
。
ち
ょ
う
ど

戦
前
の
軍
部
の
横
暴
を
皆
が
黙
っ
て
見
て
い
た
の
と
似
て
い
る
。
政
治
家
に
対
し
て
は
行
政
、
司
法
が
弱
く
、
新
聞
に
向
っ
て
は
政

治
家
が
弱
い
。
だ
か
ら
、
政
治
と
マ
ス
コ
ミ
の
独
走
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
三
す
く
み
し
て
い

も
し
、
政
治
家
と
新
聞
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
民
で
あ
る
。
政
治
家
は
選
挙
民
が

一
番
苦
手
で
あ
る
。
選
挙
民
の
ご
機
嫌
を
損
じ
れ
ば
た
ち
ま
ち
議
席
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
一
切
の
特
権
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
だ

か
ら
選
挙
民
に
媚
び
、
お
世
辞
を
使
う
。

そ
れ
に
職
さ
れ
る
よ
う
な
選
挙
民
な
ら
、
民
主
主
義
を
担
う
選
挙
民
の
資
格
は
な
い
。
選
挙
民
は
、
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
も
の
を
読

み
取
っ
て
、
そ
ん
な
政
党
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
、
そ
ん
な
政
治
家
を
落
選
さ
せ
れ
ば
い
い
。
選
挙
民
に
そ
れ
だ
け
の
見
識
が
あ
れ
ば
、

政
党
と
政
治
家
は
生
ま
れ
変
わ
る
。
選
挙
民
は
、
政
党
と
政
治
家
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
新
聞
に
と
っ
て
、
読
者
は
神
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
新
聞
を
潰
す
の
は
わ
け
な
い
。
読
者
が
買
わ
な
け
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で

あ
る
。
し
か
し
日
本
の
読
者
は
、
政
治
面
に
お
い
て
は
反
体
制
的
編
集
を
粋
と
思
い
、
社
会
面
に
お
い
て
は
次
元
の
低
い
セ
ッ
ク
ス

記
事
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
・
ニ
ュ
ー
ス
に
血
を
湧
か
す
。
だ
か
ら
、
新
聞
社
の
方
で
意
識
的
に
左
翼
寄
り
の
姿
勢
を
取
り
、
ポ
ル
ノ
ま

る
の
で
あ
る
。

I

ざ
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民
主
主
義
と
は
、
自
由
と
平
等
を
軸
と
す
る
思
想
お
よ
び
そ
の
思
想
を
基
礎
と
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
向
上
し
た
り
、
堕
落
し
た

り
す
る
こ
と
は
な
い
。
堕
落
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
人
間
が
ど
う
し
て
堕
落
す
る
か
と
い
え
ば
、
民
主
主
義
の
軸
に
な
っ
て
い
る

自
由
は
エ
ゴ
と
、
平
等
は
嫉
妬
と
結
び
つ
き
易
い
。
自
由
が
エ
ゴ
と
結
び
つ
き
、
平
等
が
嫉
妬
と
結
び
つ
く
と
国
民
は
エ
ゴ
と
嫉
妬

の
奴
隷
に
な
る
。
そ
れ
が
思
想
を
通
し
て
の
人
間
の
堕
落
で
あ
る
。
人
間
が
思
想
を
通
し
て
堕
落
す
る
と
制
度
も
変
質
を
ま
ぬ
が
れ

な
い
。
民
主
主
義
は
制
度
と
し
て
は
数
の
政
治
で
あ
る
か
ら
、
エ
ゴ
と
嫉
妬
を
巧
妙
に
悪
用
す
る
者
が
権
力
を
握
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
制
度
を
通
し
て
の
人
間
の
堕
落
で
あ
る
。
戦
前
と
比
較
し
た
ら
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
日
本
国
憲
法
制
定
後
十
年
間
の
国
会

議
員
と
今
日
の
議
員
と
を
比
較
し
て
、
質
の
は
な
は
だ
し
い
低
下
を
認
め
な
い
も
の
は
な
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
国
民
が
民
主
主

義
思
想
と
民
主
主
義
制
度
に
慣
れ
る
に
従
い
、
エ
ゴ
と
嫉
妬
を
利
用
す
る
技
術
が
次
第
に
発
達
し
、
そ
の
技
術
の
熟
練
工
が
国
会
に

が
い
の
紙
面
を
作
る
。
つ
ま
り
、
営
業
左
翼
で
あ
り
ポ
ル
ノ
商
業
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
新
聞
が
売
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

け

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
読
者
が
虚
仮
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
現
状
を
見
る
と
、

日
本
の
国
民
は
新
聞
に
虚
仮
に
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
国
の
民
主
主
義
体
制
と
は
、
し
ょ
せ
ん
そ
の
国
民
の
水
準
に
よ
っ
て
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
。
日
本
の
民
主
主
義
が
十
二
歳

だ
と
い
う
な
ら
、
日
本
国
民
が
十
二
歳
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
政
治
も
行
政
も
司
法
も
、
そ
し
て
マ
ス
コ
ミ
も
、
そ
の
国
民

の
反
映
で
し
か
な
い
。
今
の
日
本
の
政
治
や
マ
ス
コ
ミ
の
あ
り
方
は
、
日
本
国
民
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
、
日
本
国
民
自
身
の
自
覚
と
奮
起
が
最
も
望
ま
れ
て
い
る
。

(3)

民
主
主
義
再
生
へ
の
道



銘
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
確
に
い
え
ば
民
主
主
義
思
想
と
民
主
主
義
制
度
に
よ
る
人
間
の
堕
落
で
あ
り
、

Ｚ
こ
こ
で
は
簡
略
に
民
主
主
義
の
堕
落
と
言
っ
て
お
く
。

わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
の
堕
落
と
い
う
事
実
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
直
視
と
は
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
り
の

ま
ま
に
見
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
妨
げ
は
、
民
主
主
義
は
未
だ
十
分
日
本
の
国
土
に
根
を

お
ろ
し
て
い
な
い
か
ら
、
種
々
の
欠
陥
が
生
ず
る
と
い
う
民
主
主
義
未
熟
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
う
ち
に
は
、
暗
に
も
っ
と
時
が

経
過
す
れ
ば
日
本
民
主
主
義
は
自
然
に
よ
く
な
る
と
い
う
楽
観
論
が
あ
る
。
こ
の
議
論
に
は
何
ら
根
拠
が
な
い
。
こ
う
い
う
議
論
を

す
る
人
自
身
、
自
分
の
議
論
の
根
拠
を
考
え
て
い
な
い
し
、
考
え
る
気
も
な
い
ら
し
い
。
た
だ
漠
然
と
民
主
主
義
は
善
で
あ
り
、
善
で

あ
る
か
ら
必
ず
勝
つ
、
と
い
う
希
望
的
観
測
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
次
第
に
改
善
さ
れ
る
と
い
う
何
ら
か
の
根
拠
を
持
っ
て

い
な
い
の
に
、
そ
う
思
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
・
純
粋
の
理
性
に
対
す
る
偽
似
理
性
が
そ
う
思
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
思
わ
す
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
普
通
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
情
念
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
が
思
っ
て
い
る
よ
り
は
、
は
る
か
に

臆
病
な
存
在
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
人
と
し
て
は
、
誰
で
も
常
に
何
も
の
か
に
お
び
え
て
い
る
。
人
間
が
集
団
を
形
成
す
る
と
強

く
な
る
の
は
、
そ
し
て
時
と
し
て
狂
暴
に
な
る
の
は
、
個
人
と
し
て
の
弱
さ
に
よ
る
欲
求
不
満
の
爆
発
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
を
離

れ
て
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
経
済
的
な
意
味
ば
か
り
で
は
な
い
。
経
済
的
に
、
す
な
わ
ち
生
存
を
続
け
る
た
め
に

社
会
生
活
が
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
精
神
的
に
も
孤
立
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
人
間
は
自
分
が
考
え
て
い

る
よ
り
は
、
遥
か
に
大
き
く
自
分
を
と
り
巻
く
社
会
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
自
分
を
保
護
し
て
く
れ
て
い
る
社
会

民
主
主
義
の
堕
落
を
直
視
せ
よ
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が
だ
ん
だ
ん
に
よ
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
な
く
て
は
や
り
切
れ
な
い
。
だ
ん
だ
ん
に
よ
く
な
っ
て
い
る
、
ま
た
は
よ
く
な
る
と
い
う

根
拠
が
あ
れ
ば
も
っ
と
安
心
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
根
拠
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
不
安
が
増
す
。
不
安

が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
自
己
偽
嚥
を
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
ま
す
ま
す
ロ
ゴ
ス
と
遠
ざ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
後
十
年
の
国
の
歩
み
は
、
「
だ
ん
だ
ん
に
よ
く
な
る
」
と
い
う
形
を
と
る
の
で
は
な
く
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
形

を
と
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
機
縁
は
日
本
自
体
で
は
な
く
、
外
国
で
あ
ろ
う
・
そ
の
可
能
性
の
一
番
多
い
の
は
韓
半
島
で
あ
り
、

そ
れ
は
世
界
共
産
主
義
と
の
歴
史
的
対
決
と
い
う
形
を
と
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
は
文
字
通
り
大
異
変
で
あ
る

か
ら
重
大
な
危
機
で
あ
る
。
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
直
面
し
て
、
日
本
民
族
は
滅
亡
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
永
久
的
に
、
あ
る
い
は

半
永
久
的
に
奴
隷
化
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
く
て
も
民
族
の
誇
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
い
、
世
界
の
文
化
に
何
の

貢
献
も
出
来
な
い
劣
等
民
族
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
日
本
民
族
は
そ
の
危
機
に
よ
っ
て
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
与
え
ら
れ
、
世
界
の
文
化
と
人
類
の
幸
福
に
偉
大
な
貢
献
を
す
る
大
国
民
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
今
、
日
本
民
主
主
義
の
堕
落
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
民
族
の
運
命
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
民
主
主
義
の

堕
落
な
ど
は
小
さ
い
問
題
で
あ
る
。
選
挙
法
や
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
等
で
多
少
の
改
善
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
末
の
問
題
で
あ
り
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
結
果
と
し
て
は
民
主
主
義
の
堕
落
を
一
層
深
め
て
い
る
観
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ

れ
は
日
本
民
主
主
義
を
日
本
民
主
主
義
と
し
て
改
善
し
よ
う
と
い
う
希
望
を
す
て
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
へ
の
準
備
と
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
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民
主
主
義
に
自
己
制
約
を

わ
れ
わ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
と
し
て
設
定
す
べ
き
準
備
は
輝
か
し
い
未
来
を
展
望
し
て
心
を
楽
し
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、

堕
落
し
つ
つ
あ
る
民
主
主
義
の
没
落
と
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
台
頭
し
つ
つ
あ
る
共
産
主
義
と
に
対
し
い
か
に
対
処
し
、
い
か
に
対
決
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
準
備
と
は
何
で
あ
る
か
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
し
て
は
い
け
な
い
か
を
明
ら
か
に
す

第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
没
落
過
程
に
あ
る
民
主
主
義
を
礼
讃
し
た
り
、
崇
拝
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

と
く
に
反
民
主
主
義
の
立
場
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
今
ま
で
歴
史
は
色
々
な
政
治
思
想
や
政
治
制
度
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く

れ
た
が
、
公
平
に
見
て
、
民
主
主
義
は
思
想
と
し
て
も
、
制
度
と
し
て
も
最
も
無
害
な
も
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
が
比
較
的
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
持
っ
た
の
は
他
の
思
想
や
制
度
に
代
わ
っ
て
台
頭
す
る
時
期
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
の
初
期
で
あ
る
。
そ
れ
が
成
熟
す
る
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
い
、
社
会
は
弱
体
化
す
る
。
そ
れ
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
考
え
得
る
制
度
と
し
て
民
主
主
義
以

上
の
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
今
後
も
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
を
崩
壊
さ
せ
、
そ
の
跡
に
理
想
郷
、
す

今

守

叩

な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
甘
い
夢
を
描
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
名
を
「
業
」
と
呼
ぶ
か
、
「
原
罪
」
と

称
す
る
か
の
問
題
は
別
と
し
、
人
間
の
つ
く
り
得
る
社
会
制
度
は
不
完
全
、
不
十
分
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
絶
対
に
実
現
出
来
な

い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
比
較
的
害
の
少
な
い
も
の
を
選
ぶ
ほ
か
は
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
は
民
主
主
義
の
堕

落
と
民
主
主
義
の
理
想
化
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
自
由
と
平
等
と
い
う
二
つ
の
柱
の
上
に
建
て
ら
れ
た
思
想
と
制
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。



由
と
は
と
く
に
崇
高
な
も
の
で
は
な
く
１
１
崇
高
だ
と
思
う
の
は
十
七
世
紀
啓
蒙
思
想
と
い
う
迷
信
の
遺
物
で
あ
る
１
１
勝
手
に
す

る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
平
等
も
特
別
高
貴
な
も
の
で
は
な
く
、
孔
子
様
と
私
と
同
じ
く
ら
い
に
偉
い
と
い
う
事
実
に
反

し
た
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
不
自
由
な
社
会
、
余
り
に
も
不
平
等
な
社
会
に
お
い
て
は
物
す
ご
い
破
壊
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
社
会
が
安
定
し
、
人
間
が
自
由
に
満
た
さ
れ
、
不
平
等
か
ら
く
る
不
正
が
な
く
な
る
と
、
自
由
は
エ
ゴ
を
誘
発
し
、
平
等

は
嫉
妬
の
原
因
に
な
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
は
こ
う
し
て
滅
亡
し
た
。
民
主
主
義
の
下
で
人
間
が
堕
落
し
た
か
ら
で
あ
る
。

交
そ
し
て
、
現
代
日
本
を
含
む
世
界
の
民
主
主
義
社
会
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
と
同
じ
法
則
に
従
っ
て
堕
落
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し

外注
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
古
代
ロ
ー
マ
お
よ
び
現
代
民
主
主
義
に
お
い
て
、
共
通
の
現
象
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
民
主
主
義
は
礼
讃
さ
れ
、

麺
崇
拝
さ
れ
た
し
、
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
前
に
指
摘
し
た
通
り
、
人
間
の
合
理
化
傾
向
、
す
な
わ
ち
自

耐
己
欺
臓
能
力
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
エ
ゴ
と
嫉
妬
の
奴
隷
と
な
り
、
精
神
の
自
由
を
失
え
ば
失
う
ほ
ど
、
自
分
は
正
し
い
こ
と

適維
を
し
て
い
る
と
思
い
た
が
る
。
故
に
、
民
主
主
義
の
礼
讃
と
民
主
主
義
の
堕
落
と
は
正
比
例
す
る
。
幾
何
学
の
公
理
で
は
な
い
が
、

帳
そ
の
逆
も
ま
た
真
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
は
批
判
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
無
害
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
民
主

際国
主
義
は
日
本
よ
り
は
は
る
か
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
故
に
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
は
日
本
民
主
主
義
よ
り
は
健
全
で
あ
る
。

雲
日
本
に
お
い
て
は
「
平
和
憲
法
」
と
か
「
民
主
憲
法
」
と
か
は
絶
讃
さ
れ
、
「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
礼
拝

〃

第
さ
れ
て
い
る
日
本
憲
法
と
い
う
毒
薬
が
、
民
主
主
義
圧
殺
の
悪
魔
で
あ
る
。
悪
魔
で
あ
る
か
ら
い
つ
か
は
征
伐
し
な
く
て
は
な
ら
な

部割
い
代
物
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
悪
魔
退
治
を
急
ぐ
必
要
は
な
い
。
悪
魔
は
拝
む
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
威
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
っ
て
、

詔
拝
む
者
が
い
な
く
な
る
と
自
然
消
滅
す
る
。

Ｚ
故
に
、
民
主
主
義
の
堕
落
を
喜
ば
な
い
。
「
民
主
主
義
よ
、
崩
壊
せ
よ
」
と
は
言
わ
な
い
。
民
主
主
義
を
生
き
残
ら
す
必
要
が
あ
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る
と
思
う
。
そ
し
て
民
主
主
義
を
生
き
残
ら
す
道
は
、
と
く
に
日
本
に
お
い
て
は
、
民
主
主
義
を
神
様
の
座
か
ら
人
間
の
座
に
お
ろ

す
こ
と
で
あ
る
。
民
主
主
義
に
「
人
間
宣
言
」
を
さ
せ
、
「
俺
を
神
と
し
て
拝
し
て
は
い
か
ん
」
と
言
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
立
法

府
と
行
政
府
の
関
係
を
ど
う
す
る
か
、
二
院
制
度
を
ど
う
す
る
か
、
国
会
に
は
ど
の
程
度
ま
で
予
算
の
修
正
権
が
あ
る
か
、
最
高
裁

の
立
法
審
査
権
に
は
制
限
が
あ
る
か
等
々
、
民
主
主
義
に
は
制
度
と
し
て
色
々
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
実
際
上
の
必
要
に
応
じ

て
解
決
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
適
切
な
解
決
を
得
る
た
め
に
は
ま
ず
民
主
主
義
の
神
格
化
を
や
め
な
く
て
は
い
け
な

い
。
民
主
主
義
は
思
想
と
し
て
も
、
制
度
と
し
て
も
、
道
具
で
あ
る
。
道
具
は
道
具
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
っ
て
神
棚
に
祀
っ
て
は

い
け
な
い
。
「
エ
ホ
バ
の
ほ
か
何
も
の
を
も
拝
す
べ
か
ら
ず
」
ｌ
ｌ
こ
の
戒
律
は
厳
重
に
守
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
民

主
主
義
を
生
き
残
ら
せ
る
道
で
あ
る
。
民
主
主
義
に
対
す
る
偶
像
崇
拝
を
や
め
、
民
主
主
義
を
批
判
す
る
態
度
が
確
立
す
る
と
民
主

主
義
を
生
き
残
ら
せ
る
道
が
自
ら
発
見
さ
れ
る
。
民
主
主
義
の
柱
に
な
っ
て
い
る
自
由
と
平
等
を
「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
」

神
様
に
祀
り
こ
む
と
、
思
考
力
は
柔
軟
性
を
失
っ
て
、
一
方
的
に
走
り
、
民
主
主
義
は
自
己
崩
壊
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
恐
る
べ

き
独
裁
政
治
が
訪
れ
、
テ
ロ
が
横
行
す
る
の
が
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

民
主
主
義
を
生
き
残
ら
せ
る
た
め
に
は
民
主
主
義
の
自
己
制
約
を
し
、
そ
れ
の
悪
用
を
防
ぐ
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
民
主
主

義
は
制
度
で
あ
る
か
ら
「
向
上
」
す
る
と
か
「
堕
落
」
す
る
と
か
い
う
《
」
と
は
な
い
。
堕
落
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
自
由
は
勝
手

放
題
に
つ
な
が
り
、
平
等
は
嫉
妬
に
つ
な
が
る
か
ら
民
主
主
義
を
崇
拝
し
て
い
る
う
ち
に
自
ら
勝
手
放
題
と
嫉
妬
と
い
う
悪
魔
的
性

格
を
助
長
さ
せ
、
人
間
が
堕
落
す
る
。
人
間
の
堕
落
が
一
つ
の
制
度
の
悪
用
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
制
度
を
変
え
る
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
日
本
で
は
民
主
主
義
は
未
だ
定
着
し
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
ご
ま
か
し
を
言
わ
な
い
で
、
必

ず
「
民
主
化
」
し
な
く
て
は
罰
が
あ
た
る
よ
う
な
迷
信
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
、
率
直
に
民
主
主
義
の
自
己
制
約
を
す
べ
き
で
あ
る
。
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今
日
の
日
本
の
政
治
に
完
全
に
満
足
し
て
い
る
か
と
問
わ
れ
て
、
イ
エ
ス
と
答
え
る
人
は
一
人
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
誰
が
見
て

も
今
日
の
日
本
の
政
治
は
欠
点
だ
ら
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
是
正
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
正
に

百
家
争
鳴
で
あ
っ
て
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
現
状
の
欠
点
を
鋭
く
指
摘
し
、
積
極
的
改
善
策
を
提
言
し
て
お
り
、

概
ね
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
的
に
事
態
を
観
察
す
る
と
「
改
善
」
が
本
当
の
改
善
に
な
っ
た
か
、
逆
に
改
悪
に
な
ら
な

か
っ
た
か
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
。
中
に
は
「
本
当
に
改
善
さ
れ
て
よ
か
っ
た
な
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
か
え
っ
て
改
悪

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
り
、
あ
れ
ほ
ど
騒
が
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
は
成
功
で
あ
っ
た
か
。
意
見
の
分
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
れ
で
問
題
が
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
あ
の
改
正
で
事
態
は
か
え
っ
て
悪
化
し
て
い
る

と
い
う
見
方
も
あ
る
。
現
在
、
非
常
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
参
議
院
の
全
国
区
の
問
題
で
あ
る
。
全
国
区
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、

地
方
の
勢
力
関
係
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
で
有
用
な
人
材
を
選
出
す
る
た
め
に
は
全
国
を
一
選
挙
区
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由

か
ら
で
あ
っ
た
。
最
初
の
選
挙
の
時
に
は
期
待
通
り
相
当
な
人
材
が
選
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
政
党
の
進
出
に
よ
り
人
材
は

影
を
没
し
、
組
織
人
や
タ
レ
ン
ト
が
全
国
区
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
歌
手
や
落
語
家
が
参
議
院
議
員
と
は
何
ご
と
ぞ
！
」

(1)
二
、
政
治
改
革
へ
の
提
言

何
の
た
め
の
提
言
か



詔
と
言
っ
て
い
き
ま
く
声
が
聞
こ
え
る
。
一
見
も
っ
と
も
な
苦
情
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
ほ
か
の
議
員
が
み
な
立
派
な
政
治
家

Ｚ
な
の
か
と
反
問
さ
れ
る
と
、
答
え
は
必
ず
し
も
確
か
で
な
い
。
国
家
の
た
め
有
用
な
人
材
が
一
人
も
い
な
い
と
い
っ
て
は
誇
張
で
あ

る
が
、
タ
レ
ン
ト
以
外
の
国
会
議
員
の
大
部
分
は
職
業
的
政
治
家
で
あ
る
。
職
業
的
政
治
家
に
絶
対
必
要
な
条
件
は
選
挙
に
強
い
こ

と
で
あ
っ
て
、
政
治
的
識
見
で
も
手
腕
で
も
な
い
。
選
挙
に
強
く
な
る
に
は
金
と
人
気
が
第
一
で
あ
る
か
ら
、
政
治
家
が
金
も
う
け

や
人
気
取
り
に
専
心
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
裏
を
返
せ
ば
、
国
家
や
世
界
の
こ
と
は
道
具
扱
い
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
金
や
人
気
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
タ
レ
ン
ト
の
方
が
む
し
ろ
無
害
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
出
て
く
る
。
こ
う
い

う
議
論
は
確
か
に
ま
ぜ
か
え
し
で
あ
る
。
ま
ぜ
か
え
し
で
あ
る
か
ら
破
壊
的
で
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
間
違
っ
て
い
る
と
は
断

定
で
き
な
い
。
実
際
問
題
と
し
て
、
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
百
家
争
鳴
的
改
善
案
を
一
つ
ず
つ
取
り
上
げ
、
今
の
よ
う
な
論
法
で
ま

ぜ
か
え
し
を
や
っ
て
み
る
と
、
生
き
残
る
も
の
は
一
つ
も
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
状
に
は
は
な
は
だ
不
満
で
あ
る
が
、

改
善
策
に
も
見
込
み
が
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
鍵
は
次
の
二
つ
の
問
い
で
あ
る
。
第
一
は
、
現
状
は
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
悪
い
の
か
。
第
二
は
、
何
の
た

め
の
提
言
か
、
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
か
ら
検
討
し
よ
う
。
現
状
が
不
満
足
で
あ
り
、
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
果
た
し
て
現

状
は
そ
れ
ほ
ど
悪
い
の
か
。
一
刻
も
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
現
状
は
苦
痛
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
昭
和
の
初
期
、
日
本
の
農
村
が
い
か

に
悲
惨
で
あ
っ
た
か
を
熟
知
し
て
い
る
。
都
市
は
近
代
化
さ
れ
、
都
市
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
っ
た
が
一
応
の
安
定
が
あ
っ

た
。
中
に
は
非
常
に
栄
え
た
者
も
い
た
。
完
全
に
犠
牲
に
な
っ
た
の
は
農
村
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
農
村
は
常
に
貧
し
く
、
と
り
わ

け
昭
和
初
期
の
農
村
は
深
刻
で
、
正
に
餓
死
寸
前
で
あ
っ
た
。
客
観
的
に
見
て
、
あ
の
よ
う
な
状
態
は
一
刻
も
堪
え
ら
れ
な
い
状
態



で
あ
っ
て
、
直
ち
に
何
と
か
改
善
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
の
日
本
に
昭
和
初
期
に
類
似
す
る
状
態
が
全
体
と
し
て
、
ま
た
は

部
分
的
に
存
在
し
て
い
る
か
。
事
実
は
正
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。

日
本
経
済
は
全
体
と
し
て
安
定
し
、
原
則
と
し
て
成
長
し
て
い
る
。
イ
ン
フ
レ
、
失
業
等
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
西
欧
先
進

国
と
比
較
す
れ
ば
い
い
方
で
あ
り
、
日
本
経
済
は
世
界
の
誰
か
ら
も
羨
望
の
的
で
あ
る
。
日
本
の
外
交
に
は
内
外
か
ら
い
ろ
い
ろ
批

判
さ
れ
て
い
る
し
、
成
功
か
失
敗
か
は
後
世
の
史
家
の
判
断
に
任
せ
る
と
し
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
失
敗
し
た
の
は
た
だ
一

交
っ
で
あ
る
。
そ
の
た
だ
一
つ
は
、
日
本
が
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
破
れ
て
国
連
安
保
理
事
会
の
席
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

外と
こ
れ
は
失
敗
に
は
違
い
な
い
が
、
す
で
に
実
権
も
権
威
も
持
っ
て
い
な
い
国
連
安
保
理
事
会
の
非
常
任
理
事
国
に
な
れ
な
か
っ
た
こ

治麺
と
は
、
日
本
の
国
益
に
は
何
の
実
害
も
与
え
て
い
な
い
。
日
本
の
議
会
政
治
が
は
な
は
だ
低
調
で
、
指
導
力
が
な
く
、
国
費
と
時
間

耐
の
無
駄
使
い
を
し
て
い
る
こ
と
は
識
者
の
意
見
の
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
予
算
や
国
民
生
活
に
必
要
な
法
案

適維
は
概
ね
通
過
し
、
国
民
に
大
し
た
迷
惑
を
か
け
て
い
な
い
。
行
政
権
、
す
な
わ
ち
内
閣
も
と
く
に
絶
対
な
指
導
力
が
あ
る
と
は
言
え

賑
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
無
難
で
あ
り
、
早
急
に
是
正
し
な
く
て
は
国
の
存
否
に
か
か
わ
る
と
い
う
事
情
は
存
在
し
な
い
。
日
本
の

イ率
官
僚
は
融
通
の
き
か
な
い
こ
と
と
、
そ
の
頑
迷
な
保
守
性
で
手
厳
し
い
非
難
を
受
け
て
い
る
し
、
正
に
そ
の
非
難
に
値
す
る
の
で
あ

雲
る
が
、
そ
れ
は
官
僚
の
消
極
面
を
指
摘
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
相
対
的
に
見
た
場
合
、
日
本
の
官
僚
は
西
欧
先
進
国
の
ど
こ
と
比
べ

第
て
も
、
そ
の
能
力
に
お
い
て
．
も
、
清
潔
さ
に
お
い
て
も
最
高
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
発
展
途
上
国
と
比
較
し
た
ら
雲
泥
の
差
が
あ
る
。

部鈍
日
本
の
司
法
制
度
は
終
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
っ
て
、
幾
多
の
点
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
に
劣
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

詔
し
か
し
、
司
法
官
の
公
正
、
政
治
的
中
立
性
に
お
い
て
は
日
本
の
方
が
上
位
に
あ
る
。
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
選
挙
制
度
に
つ
い

Ｚ
て
も
い
ろ
い
ろ
論
議
は
あ
る
が
、
棄
権
率
が
少
な
い
点
に
お
い
て
日
本
は
民
主
主
義
諸
国
の
う
ち
で
も
上
位
に
あ
る
。
要
す
る
に
、
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日
本
の
現
在
の
政
治
は
不
満
足
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
と
く
に
差
し
迫
っ
た
欠
陥
と
し
て
指
摘
す
べ
き
も
の
は
な
く
、
大

目
に
見
れ
ば
そ
の
欠
陥
は
堪
え
得
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
い
ろ
い
ろ
提
言
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
採
用
し
た
場
合
、
果
た
し
て
真
の
改
善
に
な
る
か
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
参
議
院
の
全
国
区
が
人
材
を
得
る
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
廃
止
し
て
全
部
地
方
区

と
し
た
場
合
、
無
益
無
害
の
タ
レ
ン
ト
議
員
を
追
放
す
る
効
果
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
代
わ
り
無
益
有
害
な
政
治
屋
の
進
出
を
促
す

こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
お
よ
そ
改
革
と
い
う
も
の
は
一
種
の
対
症
療
法
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
病
気
を
治
す
に
は
効
き
目
が
あ
っ

て
も
、
他
の
病
気
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
故
に
、
焦
っ
て
改
革
を
実
行
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
現
状
は
満
足

で
は
な
い
が
、
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
悪
く
は
な
い
。

そ
れ
で
は
何
の
た
め
の
提
言
で
あ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
人
間
は
本
来
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
完
全
に
満
足
し
得
る
政
治
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
制
度
は
そ
の
不
完

全
な
人
間
の
考
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
不
完
全
で
あ
る
。
仮
に
完
全
な
制
度
が
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
運
営
す
る

の
は
不
完
全
な
人
間
で
あ
る
か
ら
、
完
全
無
欠
な
政
治
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
夢
想
し
、
現
実
が
パ
ラ

ダ
イ
ス
に
な
い
か
ら
と
い
っ
て
文
句
を
い
っ
て
は
い
け
な
い
。
多
少
の
苦
痛
は
忍
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
。

二
、
政
治
は
万
能
で
は
な
い
。
政
治
に
万
事
を
期
待
す
る
の
は
全
体
主
義
へ
の
道
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
避
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。

政
治
に
不
当
な
期
待
を
せ
ず
、
国
民
は
で
き
る
だ
け
自
力
で
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、
わ
れ
わ
れ
が
政
治
に
期
待
し
、
従
っ
て
提
言
す
る
の
は
、
政
治
が
な
く
て
は
絶
対
に
出
来
な
い
こ
と
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
提
言
の
た
め
に
提
言
す
る
の
で
は
な
い
。
多
少
の
不
公
正
、
多
少
の
不
便
、
多
少
の
苦
痛
は
「
こ
の
世
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政
治
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
相
対
的
で
あ
る
。
古
代
の
神
政
政
治
、
近
代
の
専
制
政
治
、
現
代
の
全
体
主
義
政
治
（
と
く
に
共
産

主
義
）
は
政
治
の
絶
対
性
を
前
提
と
す
る
政
治
体
制
で
あ
る
。
終
戦
前
の
日
本
の
天
皇
政
治
は
時
に
応
じ
て
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た

Ｆ

が
、
昭
和
十
五
年
ご
ろ
以
後
は
絶
対
主
義
に
近
づ
い
た
。
政
治
に
お
け
る
絶
対
主
義
と
は
、
政
治
に
お
け
る
善
悪
の
理
念
が
予
め
固

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
政
治
の
相
対
主
義
と
は
、
政
治
に
お
け
る
善
悪
は
そ
の
時
の
環
境
に
よ
っ

て
変
化
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
主
主
義
の
善
悪
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
に
絶
対
的
善
悪
を
規
定
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
国
際
環
境
が
比
較
的
平
穏
な
場
合
に
は
、
民
主
主
義
的
方
法
に
よ
り
万
事
納
得
ず
く
で
や
る
の
が
善
で
あ
る
・

戦
争
状
態
や
準
戦
争
状
態
に
は
、
独
裁
的
な
命
令
服
従
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
社
会
の
存
続
を
は
か
る
の
が
善
で
あ
る
。
故
に
、
訓

練
さ
れ
た
民
主
主
義
は
民
主
主
義
の
う
ち
に
、
必
要
に
応
じ
て
独
裁
政
治
に
変
化
し
得
る
要
素
と
、
事
情
が
平
穏
に
復
し
た
場
合
、

再
び
民
主
主
義
に
回
復
す
る
要
素
と
を
含
ん
で
い
る
。

現
在
の
日
本
の
政
治
体
制
、
制
度
お
よ
び
日
本
国
民
の
意
識
は
、
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
軍
事
的
優
位
を
前
提
と
す
る
日
米
安
保
体

制
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
日
本
国
憲
法
を
初
め
わ
が
国
の
政
治
体
制
の
根
幹
は
、
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
環
境
を
基
礎
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
同
一
環
境
が
続
く
限
り
善
で
あ
っ
た
。
現
在
の
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
、
知
識
人
等
に
漠
然
と
考

え
ら
れ
て
い
る
平
和
主
義
、
人
権
尊
重
、
民
主
主
義
等
の
思
想
は
前
述
の
環
境
に
適
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
詳
細
に

の
常
」
と
し
て
忍
ぶ
用
意
は
あ
る
が
、
絶
対
に
必
要
（
と
い
う
の
は
政
治
に
の
み
期
待
し
得
る
こ
と
で
）
な
こ
と
は
提
言
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

(2)

政
治
の
相
対
性



墾
論
ず
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
国
際
環
境
は
変
化
し
た
。
と
く
に
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
米
ソ
の
地
位
は
逆
転
し
、
日
本
は
ソ
連
の
軍
事

Ｉ
的
圧
力
を
も
ろ
に
受
け
て
い
る
。
ソ
連
に
も
い
ろ
い
ろ
事
情
が
あ
る
か
ら
直
ち
に
日
本
を
侵
略
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
時
期

は
一
切
先
方
の
ご
都
合
次
第
で
あ
っ
て
、
日
本
は
全
く
受
け
身
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
彼
ら
の
侵
略
を
覚
悟
し
、
そ
れ
に
備

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
政
治
に
対
す
る
提
言
と
は
、
そ
の
備
え
と
し
て
の
政
治
体
制
の
改
革
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
故

に
、
わ
れ
わ
れ
の
提
言
は
ソ
連
の
脅
威
が
消
滅
す
れ
ば
不
必
要
に
な
る
。
不
必
要
な
も
の
を
固
守
す
る
の
は
悪
で
あ
る
。
同
一
の
論

理
は
現
状
に
も
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
が
圧
倒
的
に
強
く
、
日
本
が
全
面
的
に
ア
メ
リ
カ
に
依
存
し
て
い
れ
ば
そ
れ

で
い
い
場
合
に
は
、
現
体
制
は
結
構
で
あ
り
、
そ
の
結
構
な
こ
と
の
結
果
と
し
て
日
本
経
済
の
繁
栄
そ
の
他
数
々
の
「
善
」
を
も
た

ら
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
が
弱
体
化
し
、
日
本
が
ソ
連
の
脅
威
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
現
行
体
制
は
変
革
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
民
主
的
」
で
あ
る
か
「
非
民
主
的
」
で
あ
る
か
は
第
二
義
的
で
あ
り
、
第
一
義
の
問
題
は
日
本
国
民
が
い

か
に
し
て
生
き
残
る
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
各
論
に
お
い
て
経
済
、
文
化
、
防
衛
等
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

ー
ル
を
中
心
と
し
て
論
じ
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
こ
こ
で
は
政
治
体
制
に
対
す
る
提
言
に
限
定
す
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
必
ず
し
も
唯
一
の
「
諸
悪
の
根
源
」
で
は
な
い
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
故
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
「
改

正
」
と
い
わ
ず
に
「
書
き
直
し
」
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
通
常
「
改
正
」
と
い
わ
れ
る
場
合
、
第
九
条
の
戦
力
不
保
持
、
交
戦
権

(3)憲
法
の
「
書
き
直
し
」

政
治
改
革
へ
の
提
言
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の
否
認
の
削
除
の
意
味
に
使
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
第
九
条
の
削
除
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
憲
法
全
体
の
書
き
直

し
を
提
言
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
現
行
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
大
至
急
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
語
と

し
て
は
な
は
だ
拙
劣
で
あ
っ
て
読
む
に
堪
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
愛
し
尊
重
し
て
い
る
の
を
羨
望

す
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
正
に
名
文
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
精
神
が
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
は
か
く
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
日
本
国
憲
法
は
そ
の
前
文
を
は
じ
め
す
べ
て
翻
訳
調
で
悪
文
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
思
想
は
西
欧
に
お
い
て
す
ら

す
で
に
通
用
し
な
く
な
っ
た
啓
蒙
主
義
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
々
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
ほ
か
と
く
に
削
除
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
敗
戦
後
の
変
態
的
心
理
や
旧
敵
国
に
対
す
る
阿
談
的
表
現
は
一
切
こ
れ
を
避
け
、
健
全
な
精
神
と

自
然
な
日
本
語
を
も
っ
て
、
威
厳
の
あ
る
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

な
ぜ
憲
法
の
書
き
直
し
が
、
急
変
し
つ
つ
あ
る
国
際
環
境
に
適
応
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
か
。
愛
国
心
を
養
成
す
る
た
め
で

あ
る
。
明
治
憲
法
下
の
日
本
は
天
皇
中
心
で
あ
っ
た
。
根
本
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
天
皇
中
心
主
義
で
あ
る
が
、
し
か
し
世
界
人
と

し
て
生
き
る
。
ま
た
、
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
太
平
洋
時
代
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
天
皇
を
中
心
と

す
る
国
家
を
愛
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
日
本
国
民
を
統
一
す
る
文
書
が
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
現

行
日
本
国
憲
法
は
日
本
に
対
す
る
嫌
悪
の
念
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
ほ
ど
の
悪
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
愛
国
心

を
阻
害
す
る
。
日
本
国
憲
法
は
立
派
な
思
想
と
美
し
い
日
本
語
で
書
か
れ
、
格
調
高
く
、
日
本
国
民
の
す
べ
て
は
こ
れ
を
口
に
唱
え

る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。



盤
選
挙
制
度
の
改
革

民
主
主
義
の
根
幹
は
選
挙
で
あ
る
。
自
由
な
投
票
に
よ
る
選
挙
以
外
に
民
主
主
義
は
存
在
し
得
な
い
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
制
度

が
民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
で
は
な

く
、
別
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。
い
か
な
る
方
法
が
民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
最
も
有
効
な
選
挙
制
度
で

あ
る
か
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
も
っ
と
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
厳
し
い
国
際
環
境

の
下
で
日
本
民
族
の
生
き
残
り
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
民
主
主
義
を
維
持
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
が
第
一
の
問
題
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
絶
対
的
善
で
も
、
絶
対
的
悪
で
も
な
い
。
民
主
主
義
は
平
和
を
前
提
と
す
る
。
平
和
は
望

ま
し
い
か
ら
そ
れ
を
前
提
と
す
る
民
主
主
義
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
国
際
環
境
が
厳
し
く
な
る
と
民
主
主
義
の
運
営
が
困
難
に
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
軽
々
し
く
民
主
主
義
を
放
棄
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
困
難
な
条
件
に
か
か
わ

ら
ず
何
と
か
工
夫
し
て
民
主
主
義
を
維
持
す
べ
き
か
の
問
題
で
解
答
が
二
つ
に
分
か
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
前
者
を
捨
て
、
後
者
を
取

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
下
の
問
題
は
、
い
か
な
る
選
挙
法
が
最
も
民
主
的
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
い
か
な
る
選
挙
制
度

が
現
下
の
厳
し
い
国
際
環
境
に
お
い
て
民
主
主
義
を
生
き
残
ら
せ
る
か
に
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
察
す
る
時
、
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
民
主
主
義
の
自
己
規
制
で
あ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
は

今
ま
で
強
大
な
ア
メ
リ
カ
の
保
護
の
下
に
一
○
○
％
安
心
し
て
民
主
主
義
を
享
受
で
き
た
か
ら
、
国
会
の
非
能
率
な
ど
は
多
少
問
題

は
あ
っ
て
も
危
険
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
環
境
の
変
化
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
非
能
率
、
ぜ
い
た
く
、
無
駄
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
厳
し
い
国
際
環
境
の
下
、
ど
う
い
う
種
類
の
人
材
が
立
法
府
に
要
請
さ
れ
て
い
る
か
。
第
一
は
、
熱
烈
な
愛
国
者
で
あ
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マ
ス
コ
ミ
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
世
論
」
と
称
す
る
も
の
は
、
民
主
主
義
を
唱
え
な
が
ら
国
家
に
過
大
の
要
求
を
す
る
。

人
気
取
り
の
政
治
に
同
調
し
て
福
祉
や
教
育
等
々
、
何
で
も
国
家
に
そ
の
業
務
を
担
わ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
の
業
務
と
権
力
は

増
大
し
、
汚
職
事
件
等
の
不
祥
事
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
ま
た
、
国
民
に
お
い
て
は
国
家
に
対
す
る
依
存
心
を
強
め
、
自
立

の
精
神
を
欠
如
さ
せ
る
結
果
と
も
な
り
、
こ
れ
は
、
ひ
い
て
は
民
主
主
義
を
崩
壌
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

る
。
第
二
は
、
国
民
に
迎
合
す
る
の
で
な
く
、
国
民
を
指
導
す
る
精
神
の
持
主
で
あ
る
。
第
三
は
、
政
治
の
限
界
を
知
っ
た
者
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
の
選
挙
制
度
は
、
右
の
よ
う
な
条
件
を
備
え
た
人
材
を
選
出
す
る
の
に
適
し
た
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
不
完
全
な
人
間
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
か
ら
「
完
全
」
な
人
材
の
選
出
を
期
待
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
制
度

の
改
正
に
よ
り
多
少
方
向
を
正
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
現
行
二
院
制
度
を
採
用
し
、
衆
議
院
の
選
挙
は
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
と

す
る
。
小
選
挙
区
制
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
る
が
、
こ
の
際
何
よ
り
も
必
要
な
の
は
選
挙
の
費
用
を
安
く
し
、
望
ま
し
い
人
材
を

導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
は
金
が
か
か
る
と
、
金
集
め
や
利
権
漁
り
の
上
手
な
者
が
不
当
な
利
益
を
得
、
真
の
人
材
を
し
め
出

す
こ
と
に
な
る
。
小
選
挙
区
制
を
採
用
す
れ
ば
費
用
は
極
め
て
少
額
で
す
む
。
比
例
代
表
制
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
合

理
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
を
採
用
す
る
。
参
議
院
議
員
は
地
方
区
、
全
国
区
、
任
命
と
三
等
分
す
る
。
任
命
制
を
採
用
す
る
に

は
憲
法
改
正
を
要
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
民
主
主
義
の
運
命
的
欠
陥
を
補
う
た
め
で
あ
る
。
被
任
命
議
員
が

実
質
上
被
選
挙
議
員
よ
り
優
秀
で
あ
れ
ば
、
実
権
は
被
任
命
議
員
に
移
行
す
る
。
そ
れ
が
契
機
と
な
り
、
被
選
挙
議
員
の
質
が
向
上

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
参
議
院
の
権
威
が
高
ま
れ
ば
、
そ
れ
が
衆
議
院
に
好
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

行
政
の
改
革
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民
主
主
義
を
生
か
し
、
同
時
に
肥
大
化
し
た
「
行
政
国
家
」
の
機
能
合
理
化
を
は
か
る
た
め
に
は
、
チ
ー
プ
・
ガ
バ
メ
ン
ト
が
望

ま
し
い
。
現
在
の
不
況
時
代
に
あ
っ
て
、
民
間
企
業
は
急
場
を
凌
ぎ
将
来
の
飛
躍
に
備
え
る
た
め
、
賛
肉
を
落
と
し
、
大
胆
な
合
理

化
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
も
同
様
で
あ
っ
て
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
目
標
は
、
行
政
の
改
革
・
整
理
に
よ
っ
て

自
ら
の
ム
ダ
を
省
く
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
人
口
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
口
実
に
衆
参
両
院
議
員
の
定
員
を
ふ
や

し
た
り
、
物
価
高
を
理
由
に
歳
費
の
値
上
げ
を
す
る
（
そ
の
く
せ
、
国
民
や
企
業
に
向
っ
て
は
合
理
化
や
節
約
を
強
要
し
て
い
る
）
・

さ
ら
に
、
急
務
の
行
政
改
革
は
掛
け
声
だ
け
で
、
官
僚
群
の
抵
抗
に
あ
っ
て
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
、

い
く
ら
政
府
が
笛
を
吹
い
て
も
国
民
は
踊
ら
な
い
。
苦
し
み
を
国
民
と
共
に
分
か
ち
合
う
政
府
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
国
民
に
対
す

る
説
得
力
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
家
が
直
接
関
係
し
て
い
る
業
務
の
大
部
分
を
民
間
に
移
譲
し
、
国
家
の
機
能
は
外
交
・
防
衛
・
司
法
・
税
務
に
限
定

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
現
在
国
費
が
負
担
し
て
い
る
租
税
は
現
行
の
一
○
％
内
外
で
済
む
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
民
は

政
治
の
世
話
に
な
ら
ず
、
行
政
の
改
革
・
整
理
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
力
を
も
っ
て
自
ら
福
祉
や
教
育
の
任
務
を
担
当
し
、
そ
こ
に
精

力
を
傾
注
す
べ
き
で
あ
る
。
「
福
祉
国
家
」
「
教
育
国
家
」
で
は
な
く
、
「
福
祉
国
民
」
「
教
育
国
民
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

i 1
l
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近
頃
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
行
政
上
の
行
為
が
訴
訟
事
件
と
し
て
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
す
こ
ぶ
る
多

い
。
何
か
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
不
満
・
不
服
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に
訴
訟
事
件
と
し
て
持
ち
込
む
と
い
う
の
が
常
識
化

し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
学
者
の
中
に
、
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
司
法
権
の
審
査
し
得
る
範
囲
を
、
き
わ
め
て
広

く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
向
き
が
あ
る
こ
と
、
最
高
裁
に
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
の
影
響
は
な
い
が
、
下
級
審
の
裁
判
官
の
中
に
は

そ
う
い
う
学
者
の
説
の
影
響
を
受
け
て
、
ま
た
は
独
自
の
考
え
方
か
ら
こ
の
傾
向
に
同
調
す
る
人
が
か
な
り
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ

う
い
う
学
説
や
下
級
裁
判
所
の
傾
向
を
み
て
、
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
不
服
・
不
満
を
持
ち
込
ま
れ
た
在
野
の
法
律
家
（
弁
護

士
）
が
、
何
で
も
訴
訟
事
件
に
持
ち
込
む
よ
う
に
助
言
・
勧
告
・
指
導
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
現
行
憲
法
は
明
治
憲
法
と
違
っ
て
、
裁
判
所
は
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
に
つ
い
て
司
法
的
審
査
権
を
行
使
で
き
る
と
い

う
建
て
前
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
訴
訟
理
論
か
ら
、
あ
る
い
は
三
権
分
立
の
原
則
そ
の
他
の
条
理
の
上
か
ら
、
さ
ら
に
は
実

定
法
の
規
定
の
上
か
ら
、
行
政
上
の
行
為
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
権
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
例
で

も
、
ま
た
下
級
審
判
例
で
も
、
そ
う
い
う
点
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
、
原
告
側
の
主
張
が
排
斥
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の
中
に
は
、
近
頃
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
公
害
問
題
、

(1)
三
、
行
政
と
司
法
の
望
ま
し
い
関
係

何
で
も
裁
判
所
に
持
ち
込
め
ば
い
い
か

I



お
環
境
問
題
、
さ
ら
に
は
労
働
問
題
、
防
衛
問
題
な
ど
が
か
な
り
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
と
か
く
心
情
主
義
的
な
わ
が

殉

嘩

く

Ｚ
国
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
そ
れ
を
裁
判
所
、
と
く
に
最
高
裁
は
古
く
さ
い
と
か
、
頑
な
で
あ
る
と
か
、
新
し
い
司
法
権
の
あ
り
方
へ
の
理

解
が
足
り
な
い
な
ど
と
い
っ
て
、
一
部
の
い
わ
ゆ
る
進
歩
派
の
学
者
の
尻
馬
に
乗
っ
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
傾
向
が
強
く
、
法
律
に

縁
の
う
す
い
一
般
国
民
は
、
最
高
裁
の
あ
り
方
な
ど
に
関
し
、
あ
ら
ぬ
誤
解
を
抱
き
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以

下
で
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
司
法
権
の
意
義
、
司
法
と
行
政
の
関
係
、
と
く
に
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
権
の
行
使

が
制
約
さ
れ
る
法
理
な
ど
に
つ
い
て
、
大
筋
的
な
考
え
方
を
書
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

明
治
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
大
陸
法
系
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
司
法
と
は
民
事
・
刑
事
の
裁
判
を
指
し
、
行
政
上
の
問
題
の
争

い
は
司
法
権
の
範
囲
に
は
属
せ
ず
、
行
政
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
現
行
憲
法
は
、
第
七
六
条
で
、

司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級
裁
判
所
に
専
属
す
る
と
の
み
定
め
て
、
司
法
権
の
範
囲
を
明
文
を
も
っ
て
定
め
て
は
い
な
い

が
、
現
行
憲
法
は
、
英
米
法
的
な
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
司
法
権
の
範
囲
は
、
民
事
・
刑
事
の
裁
判
の
み
な
ら

ず
、
行
政
上
の
問
題
を
含
め
て
一
切
の
法
律
上
の
争
い
に
関
す
る
裁
判
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
法
第
三
条
第
一
項

は
、
こ
の
点
を
明
文
で
定
め
て
立
法
的
解
釈
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
司
法
権
を
行
政
権
の
上
に
置
き
、
司
法
権
に

行
政
権
に
対
す
る
一
般
的
監
督
権
限
を
与
え
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
行
憲
法
は
、
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
三
権
分
立
の
原

則
を
、
そ
の
基
礎
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
行
政
権
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
も
つ
事

項
に
つ
い
て
ま
で
、
司
法
権
が
そ
の
審
査
権
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
司
法
権
は
、
法
律
上
の
問
題
に
つ

(2)

現
行
憲
法
下
に
お
け
る
司
法
権
の
意
義
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民
事
訴
訟
は
、
自
己
の
権
利
ま
た
は
法
律
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
の
み
提
起
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
上
の
問
題

に
関
す
る
訴
訟
も
、
訴
訟
理
論
の
上
か
ら
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
権
の
行
為
が
違
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

他
人
の
権
利
ま
た
は
法
律
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
訴
訟
の
提
起
は
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

そ
の
行
為
が
自
分
に
と
っ
て
不
服
・
不
満
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
権
利
ま
た
は
法
律
上
の
利
益
を
直
接
に
侵
害
し
な
い
場
合

は
、
同
様
に
訴
訟
の
提
起
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
分
析
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

い
て
争
い
、
ま
た
は
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
争
い
や
疑
い
を
静
的
に
と
ら
え
て
、
そ
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
法
は
何
か
と
い
う
こ

こ
と
を
確
定
す
る
作
用
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
司
法
権
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
本
来
、
国
ま
た
は
地
方
の
行
政
機
関
が
具
体
的
な
問
題

に
つ
い
て
、
公
共
の
福
祉
の
維
持
・
増
進
、
公
共
の
安
全
の
保
持
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
法
を
機
動
的
に
執
行
す
る
こ
と
を
内
容
と
す

る
行
政
上
の
行
為
の
す
べ
て
を
代
わ
っ
て
な
し
う
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
・

そ
う
い
う
点
か
ら
い
っ
て
、
司
法
権
と
行
政
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
司
法
に
よ
る
審
査
権
が
ど
こ
ま

で
及
び
う
る
か
、
逆
に
い
え
ば
、
ど
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
司
法
審
査
権
は
及
び
得
な
い
と
解
す
べ
き
か
が
、
重
要
な
論
点
と

し
て
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
主
な
点
を
以
下
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。

行
政
機
関
の
行
な
う
行
為
は
大
別
す
れ
ば
、
法
的
行
為
と
事
実
行
為
と
に
な
る
。

事
実
行
為
と
訴
訟
の
問
題

(3)

司
法
審
査
権
は
ど
こ
ま
で
行
政
に
及
び
う
る
か



釦
事
実
行
為
に
は
、
公
権
力
の
行
使
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
、
非
権
力
的
作
用
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
い
ず

Ｉ
れ
に
し
て
も
事
実
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
合
法
的
に
行
な
わ
れ
た
か
、
違
法
に
行
な
わ
れ
た
か
の
問
題
は
あ
る
が
、
事
実
行
為

の
性
質
上
、
仮
に
そ
れ
が
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
的
効
力
が
問
題
に
さ
れ
て
、
後
か
ら
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が

出
さ
れ
た
り
、
無
効
確
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
争
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
場
合
あ
り
得
な
い
。
近
頃
は
、
勧
告
・
助
言
・
指

示
・
指
導
な
ど
と
い
う
形
で
、
行
政
機
関
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
行
政
指
導
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
政
指
導
は
、
法
的

拘
束
力
を
相
手
方
に
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
一
種
の
事
実
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
消
請
求
訴
訟
や
無
効
確
認
訴
訟

の
対
象
に
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
行
為
が
訴
訟
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
通
常
は
、
違
法
な
事
実
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を

受
け
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
で
あ
る
。
近
頃
は
飛
行
場
、
高
速
道
路
、
新
幹
線
、
ゴ
ミ
処
理
場
な
ど
の
公
共

施
設
の
建
設
や
運
営
、
運
行
、
海
岸
の
埋
立
て
な
ど
国
、
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
公
共
施
設
や
公
共
工
事
を
め
ぐ
る
事
実
行
為
が

訴
訟
の
対
象
に
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
そ
れ
ら
は
、
原
則
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
公
共
施
設
、
公
共
工
事
か
ら
生
ず
る
騒
音
・

震
動
・
悪
臭
・
日
照
障
害
・
大
気
汚
染
・
水
質
汚
濁
な
ど
に
よ
る
健
康
上
ま
た
は
物
質
上
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
。

も
っ
と
も
最
近
は
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
損
害
の
発
生
を
予
防
す
る
と
い
う
趣
旨
で
、
所
有
権
・
占
有
権
あ
る
い
は
人
格
権
・

環
境
権
・
入
浜
権
な
ど
の
権
利
の
保
全
を
理
由
と
し
て
、
工
事
の
差
止
め
を
求
め
た
り
、
操
業
や
運
行
の
時
間
の
短
縮
を
求
め
る
と

い
う
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
訴
訟
上
出
て
い
る
。
現
実
・
具
体
的
に
損
害
が
発
生
し
て
い
る
場
合
の
賠
償
請
求
に
は
一
応
問
題
は
な
い

と
し
て
も
、
後
者
の
予
防
的
な
差
止
め
請
求
な
ど
は
、
近
頃
の
下
級
審
判
決
で
は
比
較
的
安
易
に
容
認
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
も
っ

と
慎
重
に
考
え
る
べ
き
点
を
含
ん
だ
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
・
公
共
の
福
祉
の
維
持
・
増
進
の
た
め
に
施
行
さ
れ
て
い
る
公
共
施

設
や
公
共
工
事
の
差
止
め
を
民
事
訴
訟
上
の
仮
処
分
請
求
な
ど
の
形
で
簡
単
に
容
認
し
て
い
い
も
の
か
と
い
う
基
本
的
問
題
が
ま
ず
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国
、
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
法
的
行
為
に
は
、
建
築
の
請
負
契
約
、
土
地
・
物
品
の
売
買
契
約
な
ど
の
私
法
上
の
行
為
も
あ
る

が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
紛
争
は
、
民
事
訴
訟
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
よ
い
・

行
政
機
関
の
行
な
う
公
法
上
の
法
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
違
法
に
特
定
の
人
の
権
利
ま
た
は
法
律
上

の
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
訴
訟
（
行
政
事
件
訴
訟
）
の
対
象
に
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。

右
の
意
味
を
ふ
え
ん
す
る
と
、
第
一
に
、
法
令
は
原
則
と
し
て
抽
象
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
行
為
、
つ
ま
り
法
律
、

命
令
、
条
例
、
規
則
な
ど
の
効
力
を
、
具
体
的
な
事
件
な
し
に
抽
象
的
に
争
う
訴
訟
は
許
さ
れ
な
い
（
法
令
で
も
そ
の
内
容
が
特
定

の
人
の
権
利
義
務
に
直
接
か
か
る
も
の
は
別
で
あ
る
）
・

第
二
に
、
行
政
機
関
内
部
の
行
為
、
た
と
え
ば
上
級
機
関
と
下
級
機
関
の
内
部
、
同
等
の
行
政
機
関
内
部
の
行
為
は
、
仮
に
法
令

上
、
「
許
可
」
「
承
認
」
「
同
意
」
な
ど
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
外
部
に
法
的
拘
束
力
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
か
ら
訴
訟
の

あ
る
し
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
を
人
格
権
と
か
環
境
権
・
入
浜
権
な
ど
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
も
の
を
根
拠
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
一
層

法
律
上
の
問
題
が
あ
る
し
（
さ
す
が
に
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
環
境
権
・
入
浜
権
と
い
っ
た
概
念
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
を
私
的

権
利
と
し
て
正
面
か
ら
認
め
た
判
例
は
、
下
級
審
に
も
な
い
）
、
さ
ら
に
実
質
的
に
考
え
て
も
、
こ
の
種
の
公
共
施
設
や
公
共
工
事
を
凍

結
す
る
か
、
続
行
す
る
か
な
ど
の
問
題
は
、
終
局
的
に
は
行
政
に
よ
っ
て
し
か
判
断
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
な
司
法
権
の
性
質
か
ら
い
え
ば
、
司
法
権
に
よ
る
解
決
に
は
、
も
と
も
と
限
界
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本

年
中
に
出
る
予
定
の
大
阪
空
港
騒
音
訴
訟
に
対
す
る
最
高
裁
の
判
断
が
注
目
さ
れ
る
。

法
的
行
為
と
訴
訟
の
問
題



Ｉ

象

に

な

ら

な

い

。

露
対
象
に
な
ら
な
い
。
行
政
機
関
の
内
部
に
お
け
る
上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関
へ
の
訓
令
・
通
達
な
ど
も
、
同
様
の
意
味
で
訴
訟
の
対

第
三
に
、
外
部
に
対
し
法
的
効
力
を
及
ぼ
す
よ
う
な
法
的
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
違
法
に
行
な
わ
れ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
何
人
か
の
権
利
や
法
律
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
な
い
よ
う
な
性
質
の
も
の
、
た
と
え
ば
、
補
助
金
の
交
付
決

定
や
公
園
の
使
用
許
可
な
ど
は
、
訴
訟
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

第
四
に
、
こ
れ
は
行
政
上
の
行
為
で
は
な
い
が
、
国
会
や
両
議
院
の
行
為
は
、
三
権
分
立
の
原
則
に
よ
っ
て
、
国
会
や
両
議
院
の

議
決
が
最
終
で
あ
っ
て
、
訴
訟
の
対
象
と
な
り
得
な
い
。

第
五
に
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
行
政
上
の
行
為
を
訴
訟
で
争
い
う
る
の
は
、
違
法
を
理
由
と
す
る
場
合
だ

け
で
あ
る
。
不
当
だ
け
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
た
以
外
の
行
政
権
の
公
法
上
の
法
的
行
為
、
た
と
え
ば
下
命
・
禁
止
・
許
可
・
特
許
・
認
可
な
ど
は
、
観
念
的
に
い
え

ば
訴
訟
の
対
象
に
な
り
う
る
。
た
だ
し
、
行
政
権
に
よ
る
公
法
上
の
法
的
行
為
は
、
公
共
の
福
祉
の
維
持
・
増
進
、
公
共
の
安
全
の

保
持
な
ど
の
公
的
・
公
共
的
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
応
有
効
の
推
定
を
受
け
（
公
定
性
の
問
題
）
、
そ
の

違
法
を
争
う
に
は
、
原
則
と
し
て
、
取
消
請
求
訴
訟
な
ど
行
政
事
件
訴
訟
法
の
定
め
る
抗
告
訴
訟
の
形
式
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
処
分
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

行
政
機
関
が
行
政
上
行
な
う
公
法
上
の
法
的
行
為
の
効
力
を
取
消
請
求
訴
訟
な
ど
の
形
で
争
う
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
が
違

原
告
適
格
、
訴
え
の
利
益
、
民
衆
訴
訟
の
問
題
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える うの効はる述も 糊
え

法
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
訴
訟
を
提
起
す
る
側
に
原
告
適
格
、
つ
ま
り
当
該
行
為
に

よ
っ
て
、
自
己
の
権
利
ま
た
は
法
律
上
の
利
益
が
直
接
に
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
権
利
」
と
は
、
法
律

上
○
○
権
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
指
す
。
「
法
律
上
の
利
益
」
と
は
、
こ
の
種
の
権
利
以
外
で
法
律
上
保
謹
す
る
に
値
す
る
利
益
を

い
う
と
通
常
定
義
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
か
に
つ
い
て
は
、
広
狭
い
ろ
い
ろ
の
学
説
が
あ
る
・
通
説
で
は
、

行
政
法
学
上
の
「
特
許
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
地
位
は
、
法
律
上
の
利
益
と
い
い
う
る
が
、
警
察
許
可
に
よ
っ
て
受
け
て
い
る

地
位
は
、
反
射
的
利
益
に
す
ぎ
ず
、
原
則
と
し
て
こ
こ
に
い
う
法
律
上
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
す
る
。

近
頃
の
若
手
の
学
者
の
中
に
は
、
こ
の
法
律
上
の
利
益
を
な
る
べ
く
広
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
下
級
審
の
判
例
に

も
、
こ
れ
を
広
く
解
し
て
司
法
的
救
済
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
広
く
解
釈
す
る
の
は
、
後

述
の
民
衆
訴
訟
制
度
と
の
混
同
を
生
ず
る
か
ら
賛
成
で
き
な
い
。
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
事
件
で
は
、
保
安
林
の
解
除
の
取
消
し
を
求
め

る
訴
え
の
原
告
適
格
を
、
従
来
、
当
該
保
安
林
に
よ
っ
て
飲
料
水
、
か
ん
が
い
用
水
を
確
保
し
て
い
る
者
に
認
め
た
が
、
こ
れ
な
ど

は
広
い
解
釈
の
一
例
で
あ
る
。
原
告
に
原
告
適
格
が
な
け
れ
ば
、
訴
訟
は
門
前
払
い
的
に
却
下
さ
れ
る
。
行
政
上
の
法
的
行
為
の

効
力
を
争
い
う
る
た
め
に
は
、
原
告
適
格
に
加
え
て
、
さ
ら
に
訴
え
の
利
益
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
政
上

の
行
為
が
判
決
や
行
政
上
の
不
服
申
立
て
手
続
き
の
確
定
、
事
情
の
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
も
は
や
原
告
の
訴
求
す
る
よ

う
な
形
に
回
復
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
訴
え
の
利
益
の
な
い
場
合
も
、
や
は
り
訴
訟
は
却
下
さ
れ

る
。
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
事
件
の
第
二
審
判
決
は
、
保
安
林
の
効
用
に
対
す
る
代
替
施
設
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
原
告
側
に
訴

の
利
益
が
な
い
と
し
た
。

選
挙
の
効
力
を
争
う
訴
訟
や
、
法
定
費
用
超
過
の
当
選
人
の
当
選
の
効
力
を
争
う
訴
訟
、
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関



錘
の
違
法
な
行
為
の
是
正
を
求
め
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
原
告
適
格
や
訴
え
の
利
益
の
存
在
を
必
要
と
せ
ず
、

Ｚ
選
挙
権
者
と
い
う
資
格
や
当
該
地
方
公
共
団
体
の
住
民
と
い
う
資
格
が
あ
れ
ば
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
訴
訟

を
民
衆
訴
訟
と
い
う
が
、
民
衆
訴
訟
は
、
通
常
の
訴
訟
理
論
の
例
外
を
な
す
も
の
で
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て

提

起

で

き

る

。

行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
権
分
立
の
建
て
前
か
ら
行
政
機
関
が
ま
ず
第
一
次
的
判
断
を
し
、
そ
の
判
断
が
違
法
で
あ
る
場

合
に
、
司
法
権
は
、
取
消
請
求
訴
訟
な
ど
を
通
じ
て
司
法
審
査
権
を
行
使
し
、
そ
の
是
正
を
は
か
り
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
と
く
に
定
め
ら
れ
て
い
る
不
作
為
の
違
法
確
認
の
訴
え
（
法
令
に
基
づ
い
て
処
分
や
裁
決
の
申

請
を
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
機
関
が
相
当
の
期
間
内
に
何
ら
の
判
断
を
示
さ
な
い
場
合
に
提
起
で
き
る
訴
訟
）
の
場
合
は

別
と
し
て
、
行
政
機
関
が
第
一
次
判
断
を
示
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
義
務
の
確
認
を
求
め
た
り
、
行
政
機
関
に
一
定

の
作
為
、
不
作
為
を
命
ず
る
こ
と
を
求
め
た
り
す
る
義
務
確
認
訴
訟
や
義
務
づ
け
訴
訟
は
、
よ
ほ
ど
特
別
の
理
由
の
あ
る
場
合
以
外

は
、
提
起
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
下
級
審
判
例
の
中
に
は
、
こ
れ
と
異
な
る
見
解
も
あ
る
。

行
政
上
の
行
為
が
司
法
の
審
査
権
の
対
象
に
な
る
の
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
法
律
問
題
、
つ
ま
り
、
違
法
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
不
当
の
問
題
、
つ
ま
り
、
公
益
上
妥
当
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
ら
な

裁
量
行
為
の
問
題

行
政
上
の
行
為
に
つ
い
て
の
第
一
次
判
断
権
の
所
在
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い
。
こ
れ
が
大
原
則
で
あ
る
。

行
政
機
関
が
一
定
の
問
題
に
つ
い
て
Ａ
を
と
る
か
Ｂ
を
と
る
か
の
選
択
権
を
有
す
る
も
の
を
裁
量
行
為
と
い
う
が
、
裁
量
行
為
の

う
ち
、
法
が
命
ず
る
と
こ
ろ
は
何
か
の
裁
量
が
問
題
と
な
る
も
の
を
法
規
裁
量
ま
た
は
礪
束
裁
量
の
行
為
と
い
い
、
こ
の
種
の
裁
量

行
為
に
つ
い
て
は
裁
量
を
あ
や
ま
っ
た
場
合
は
法
律
問
題
に
な
る
か
ら
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
益
上
何
が

妥
当
か
と
い
う
点
が
裁
量
の
対
象
と
な
る
行
為
は
、
目
的
裁
量
ま
た
は
便
宜
裁
量
の
行
為
と
い
い
、
こ
の
種
の
裁
量
行
為
は
、
裁
量

を
あ
や
ま
っ
て
も
当
不
当
の
問
題
を
生
ず
る
だ
け
で
違
法
の
問
題
を
生
じ
な
い
か
ら
、
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
行
政
事

件
訴
訟
法
第
三
○
条
が
「
行
政
庁
の
裁
量
行
為
に
つ
い
て
は
、
裁
量
権
の
範
囲
を
こ
え
又
は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
裁

判
所
は
、
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
理
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ

の
点
を
め
ぐ
っ
て
の
裁
判
所
の
見
解
は
、
下
級
審
と
最
高
裁
と
で
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
最
高
裁
の
見
解
は
、
公
務
員
の

関
係
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
特
別
権
力
関
係
の
行
為
、
た
と
え
ば
公
務
員
の
懲
戒
処
分
な
ど
に
つ
い
て
は
、
懲
戒
理
由
が
あ
る
限
り
、

そ
の
処
分
と
し
て
免
職
を
選
択
す
る
か
、
よ
り
軽
い
処
分
を
選
択
す
る
か
は
、
行
政
権
の
裁
量
に
任
せ
る
べ
き
問
題
で
司
法
審
査
権

の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
行
政
事
件
に
つ
い
て
も
、
裁
量
行
為
で
そ
の
性
質
上
行
政
権
の
判
断
に
任
せ
る
の

を
妥
当
と
す
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
政
機
関
内
部
で
裁
量
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
基
準
の
適

用
の
当
否
は
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
（
昭
和
五
三
・
一
○
・
四
の
、
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
事
件
大
法
廷
判
決

な
ど
参
照
）
、
下
級
審
で
は
、
た
と
え
ば
、
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、
懲
戒
理
由
は
あ
る
が
、
免
職
処
分
は
重
き
に
失
し
て
違

法
で
あ
る
な
ど
と
し
て
こ
れ
を
取
り
消
し
た
例
も
か
な
り
出
て
い
る
。



碗

統

治

行

為

の

問

題

憲
法
解
釈
上
、
統
治
行
為
理
論
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
問
題
あ
る
い
は
法
律
解
釈
問
題
で
あ

っ
て
、
裁
判
所
と
し
て
、
そ
の
解
釈
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
国
の
運
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
問
題
と
か
、

そ
の
他
政
治
性
の
き
わ
め
て
濃
厚
な
問
題
で
、
政
治
的
解
決
を
す
る
こ
と
を
妥
当
と
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
直
接
国
民
に
政

治
責
任
を
負
う
立
場
に
な
い
裁
判
所
は
、
司
法
審
査
権
を
行
使
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
国
民
に
政

治
責
任
を
負
い
う
る
内
閣
、
大
統
領
、
国
会
な
ど
の
政
治
的
機
関
の
判
断
に
任
せ
る
べ
き
で
、
そ
の
当
否
は
、
究
極
的
に
は
、
選
挙

を
通
じ
て
表
明
さ
れ
る
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
発
展
し
、
確
立
し
た
判
例
と
な
っ
て
お
り
（
統
治
行
為
と
い
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
政
治

問
題
と
い
わ
れ
て
い
る
）
、
わ
が
国
で
も
、
憲
法
上
に
明
文
は
な
い
が
、
こ
の
理
論
は
ご
く
一
部
を
除
き
、
学
説
と
し
て
承
認
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
理
論
を
ど
の
範
囲
で
適
用
す
べ
き
か
、
あ
ま
り
広
く
と
る
と
、
憲
法
問
題
の
多
く
が
司
法
審
査
権
の
対
象
外

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
こ
に
問
題
点
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
判
例
上
で
は
、
衆
議
院
の
解
散
は
憲
法
第
六
九
条
の
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
苫
米

地
訴
訟
事
件
に
関
す
る
昭
和
三
十
五
年
六
月
八
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
が
代
表
的
な
統
治
行
為
論
的
判
決
と
い
え
る
。
旧
日
米
安

保
条
約
の
よ
う
な
一
国
の
運
命
に
か
か
わ
る
条
約
は
、
一
見
違
憲
性
が
明
白
で
な
い
限
り
司
法
審
査
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
た
昭

和
三
十
四
年
十
二
月
十
六
日
の
砂
川
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
も
、
一
般
に
は
、
こ
の
種
の
判
例
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

自
衛
隊
問
題
に
つ
い
て
は
、
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
事
件
の
第
一
審
判
決
は
、
統
治
行
為
理
論
の
適
用
を
否
定
し
た
が
、
第
二
審
判
決
は
、
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法
文
の
形
式
上
は
、
国
民
に
一
定
の
権
利
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
実
体
は
、
立
法
、
行
政
上
の
一
般
的

方
針
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
、
通
常
、
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
い
わ
れ
、
行
政
上
の
行
為
な
ど
が
こ
れ
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
な

く
て
も
、
直
ち
に
特
定
人
に
対
す
る
権
利
侵
害
を
構
成
せ
ず
、
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
理
由
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
憲
法
第

二
五
条
の
健
康
に
し
て
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
、
第
二
六
条
の
教
育
を
受
け
る
権
利
、
第
二
七
条
の
勤
労
の
権
利

の
規
定
な
ど
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
第
二
五
条
に
関
し
て
は
、
こ
の
考
え
方
に
立
つ
最
高
裁
の
判
例

が
あ
る
。
（
昭
和
二
三
・
九
・
二
九
お
よ
び
同
四
二
・
五
・
二
一
大
法
廷
判
決
）
。

訴
訟
本
体
は
訴
え
の
利
益
が
な
い
と
し
て
排
斥
し
た
上
、
傍
論
と
し
て
、
統
治
行
為
論
を
適
用
す
べ
き
問
題
だ
と
し
て
お
り
、
百
里

基
地
事
件
第
一
審
判
決
も
、
自
衛
隊
問
題
に
つ
い
て
や
や
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
統
治
行
為
論
を
展
開
し
て
い
る
。

統
治
行
為
論
は
、
法
律
の
素
人
に
と
っ
て
は
、
裁
判
所
の
責
任
回
避
と
う
つ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
｝
」
れ
は
、
む
し
ろ
司
法
権
の
本

来
の
あ
り
方
に
立
脚
し
、
真
に
司
法
権
の
独
立
を
守
る
ゆ
え
ん
の
理
論
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
十
四
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
は
、
衆
議
院
の
千
葉
旧
第
一
区
（
第
四
区
を
分
区
す
る
前
の
も
の
）
の

選
挙
定
数
の
不
均
衡
は
、
憲
法
第
一
四
条
の
平
等
原
則
に
反
し
違
憲
と
し
た
が
、
そ
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
い
わ
ゆ
る
事
情
判
決
（
行

政
事
件
訴
訟
法
三
一
条
）
の
考
え
方
を
準
用
し
、
無
効
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
統
治
行
為
論
と
は
ま
た
別
の
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
の
問
題



“
条
約
の
問
題

最
後
に
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
こ
と
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
ｑ
憲
法
第
八
一
条
は
、
最
高
裁
判
所
を
違
憲
審
査
権

を
行
使
し
う
る
終
審
裁
判
所
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
下
級
裁
判
所
に
も
違
憲
審
査
権
が
あ
る
と
さ
れ
（
昭

和
二
三
・
二
・
一
最
高
裁
大
法
廷
判
決
）
、
周
知
の
よ
う
に
、
下
級
裁
判
所
も
し
ば
し
ば
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
て
い
る
。
し
か
し
、
違

憲
審
査
権
と
い
う
重
大
権
限
の
行
使
を
安
易
に
下
級
裁
判
所
が
行
使
す
る
現
在
の
状
況
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

違
憲
審
査
権
の
行
使
は
、
司
法
裁
判
所
で
あ
る
最
高
裁
以
下
の
裁
判
所
が
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
令
の
違
憲
審
査
は
、

具
体
的
な
訴
訟
事
件
の
あ
る
場
合
に
、
そ
の
前
提
問
題
と
し
て
行
使
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
所
の
よ
う
に
、

条
約
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
九
八
条
第
二
項
の
国
際
法
尊
重
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
条
約
優
位
説
、
と
く
に

確
立
さ
れ
た
国
際
法
を
内
容
と
す
る
条
約
は
、
憲
法
に
優
位
す
る
と
い
う
学
説
が
多
数
説
で
あ
る
（
少
数
説
と
し
て
、
憲
法
第
九
八

条
第
一
項
を
根
拠
と
す
る
憲
法
優
位
説
も
あ
る
）
・
条
約
優
位
説
に
立
て
ば
、
条
約
は
当
然
に
司
法
権
の
違
憲
審
査
権
の
対
象
に
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
憲
法
第
八
一
条
が
「
条
約
」
を
違
憲
審
査
権
の
対
象
に
加
え
て
い
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
に
な
る
。
昭
和
三

十
四
年
十
二
月
十
六
日
の
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
条
約
優
位
説
の
上
に
立
っ
て
、
条
約
と
違
憲
審
査
権
の
関
係
を
い
っ
た
判
決

だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
条
約
は
憲
法
に
優
位
す
る
が
、
条
約
に
は
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
う
い
う
面
で
、
裁

判
所
は
、
当
然
に
条
約
の
解
釈
を
行
な
い
う
る
．
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

違
憲
審
査
権
の
問
題



以
上
、
司
法
権
と
行
政
権
の
関
係
、
と
く
に
司
法
権
に
よ
る
審
査
権
が
及
び
得
な
い
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
な

交
点
か
ら
観
察
し
、
あ
わ
せ
て
、
具
体
的
に
こ
れ
ま
で
問
題
が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
例
に
も
若
干
触
れ
た
。

卜“
は
じ
め
に
も
述
べ
た
が
、
法
律
に
う
と
い
一
般
の
国
民
は
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
問
題
で
も
裁
判
所
に
持
ち
込
め

治政
ぱ
、
妥
当
な
解
決
が
得
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
幻
想
を
抱
い
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
部
の
進
歩
派
の
学
者
や
在
野
の
法
曹

る耐
家
が
、
さ
ら
に
あ
お
り
立
て
る
の
で
、
そ
の
傾
向
は
一
層
助
長
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
上
の
問
題
で
も
法
律
問
題
で
あ
る
限

適に
り
、
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
三
権
分
立
の
原
則
が
厳
存
す
る
以
上
、
司
法
審
査
権
の
及
び
得
な
い
分
野
は
あ
る

代鴎
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
問
題
は
、
行
政
権
の
活
動
に
よ
っ
て
解
決
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
司
法
審
査
権
の
対
象
に
な
り
う
る
事

１鴎
項
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
す
べ
て
裁
判
所
に
持
ち
込
む
こ
と
が
、
こ
と
が
ら
の
妥
当
な
解
決
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ

章
う
に
司
法
権
の
作
用
に
も
そ
の
性
質
上
お
の
ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
行
政
的
見
地
で
解
決
す
べ
き
事
項
を
代
わ
っ
て
処
理
で

第
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、
や
や
オ
ー
バ
ー
な
形
で
、
行
政
上
の
問
題
が
裁
判
所
に
訴
訟
事
件
と
し
て
持
ち
込
ま
れ

部Ⅱ
る
の
は
、
行
政
権
が
本
来
、
み
ず
か
ら
の
努
力
と
責
任
で
解
決
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
な
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う

第鈎
点
か
ら
き
て
い
る
と
も
い
え
る
。
行
政
と
司
法
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
は
、
司
法
は
司
法
と
し
て
、
そ
の
職
分
の
範
囲
を
守
っ
て
、

Ｚ
そ
の
範
囲
内
で
司
法
権
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
問
題
に
妥
当
な
法
律
的
結
論
を
与
え
る
べ
く
努
力
す
る
と
と
も
に
、
行
政
は
、
本
来
行

国
会
の
制
定
し
た
法
律
な
ど
の
合
憲
・
違
憲
を
抽
象
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
最
高
裁
も
こ
う
解
釈
し
て
い
る

（
昭
和
二
八
・
四
・
一
五
最
高
裁
大
法
廷
判
決
）
。
な
お
条
約
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
項
で
触
れ
た
。

(4)

司
法
は
司
法
、
行
政
は
行
政
と
し
て
の
責
任
を



“
政
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
問
題
を
最
後
ま
で
責
任
を
回
避
せ
ず
に
、
妥
当
な
結
論
を
得
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
と

Ｚ
思
う
。
そ
し
て
、
行
政
が
そ
の
機
能
を
一
般
国
民
の
納
得
の
下
に
十
分
に
果
た
し
う
る
た
め
に
は
、
妥
当
な
行
政
手
続
制
度
（
い
わ

ゆ
る
環
境
影
響
評
価
制
を
含
む
）
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
〔
第
Ⅱ
部
第
一
章
三
は
林
修
三
元
内
閣
法
制
局
長
官
の
執
筆
で

で
あ
る
。
〕
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か
つ
て
日
独
両
国
の
挾
撃
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
ソ
連
は
、
〃
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
〃
人
民
戦
線
戦
術
に
よ
っ
て
米
英
仏
を
は
じ
め
全

世
界
の
国
々
を
自
己
陣
営
に
ひ
き
込
み
、
自
国
の
安
全
確
保
と
日
独
打
倒
に
成
功
し
た
。
も
し
当
時
ソ
連
が
謀
略
工
作
に
裏
付
け
さ

れ
た
こ
の
総
合
安
全
保
障
外
交
に
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
と
て
も
自
力
で
は
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ

政
策
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
〃
防
衛
″
と
い
う
と
す
ぐ
に
軍
事
力
増
強
を
考
え
る
。
も
と
よ
り
国
力
に
ふ
さ
わ
し
い
防
衛
力
は
必
要
で
あ
る
が
、
科

学
技
術
の
発
達
し
た
現
在
の
世
界
で
は
、
い
か
な
る
大
国
も
自
力
だ
け
で
は
防
衛
を
完
全
な
ら
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
メ
リ

カ
が
大
西
洋
同
盟
や
日
米
安
保
条
約
を
も
ち
、
さ
ら
に
は
中
国
と
国
交
樹
立
し
た
の
も
、
一
方
、
ソ
連
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
を
も
ち
、

最
近
で
は
〃
友
好
協
力
″
条
約
網
の
建
設
に
乗
り
出
し
て
い
る
の
も
、
と
も
に
自
国
の
防
衛
力
を
補
完
す
る
た
め
の
総
合
安
全
保
障

中
ソ
の
総
合
安
全
保
障
外
交

(1)
四
、
新
し
い
外
交
政
策
の
展
開

総
合
安
全
保
障
と
し
て
の
外
交

ｌ
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
Ｉ



露
ろ
う
（
軍
事
面
の
み
な
ら
ず
、
経
済
面
・
国
民
心
理
に
お
い
て
も
）
。

Ｉ
近
年
の
中
国
外
交
も
こ
の
ソ
連
の
先
例
に
な
ら
っ
て
い
る
。
六
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
中
国
は
自
力
の
防
衛
力
強
化
と
国
民
総
動
員

（
防
空
壕
建
設
に
象
徴
さ
れ
た
）
に
よ
っ
て
ソ
連
の
脅
威
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
し
ょ
せ
ん
ソ
連
に
対
抗
し
え
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
一
九
七
一
年
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
訪
中
ご
ろ
か
ら
総
合
安
全
保
障
外
交
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
こ

ろ
か
ら
中
国
は
西
欧
諸
国
に
対
し
て
ソ
連
の
脅
威
が
西
欧
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
と
説
き
、
西
欧
の
団
結
と
対
米
関
係
の
強
化
を
勧
告

し
始
め
た
。
け
だ
し
、
西
欧
の
防
衛
体
制
が
脆
弱
で
あ
れ
ば
、
ソ
連
は
中
国
国
境
へ
軍
事
圧
力
を
強
化
し
て
く
る
し
、
逆
に
西
欧
の

防
衛
力
が
強
化
さ
れ
れ
ば
、
ソ
連
は
よ
り
多
く
の
軍
事
力
を
西
欧
へ
向
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
結
果
、
中
国
に
対
す
る
ソ
連
の
軍
事

圧
力
が
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
国
が
西
欧
諸
国
に
防
衛
力
強
化
を
説
い
た
の
は
、
中
国
の
安
全
確
保
の
た
め
の
利
己

的
な
外
交
と
い
え
よ
う
が
、
中
国
と
し
て
は
当
然
の
安
全
保
障
外
交
で
あ
っ
た
。
対
西
欧
外
交
と
平
行
し
て
、
中
国
は
日
本
と
も
〃
平

和
友
好
″
条
約
を
む
す
び
（
日
米
安
保
条
約
を
も
当
面
是
認
す
る
）
、
ア
メ
リ
カ
と
国
交
樹
立
に
踏
み
切
り
（
台
湾
の
現
状
維
持
を

当
面
甘
受
す
る
）
、
Ｅ
Ｃ
と
も
貿
易
協
定
を
結
び
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
接
近
を
意
味
す
る
）
、
対
ソ
自
主
性
を
主
張
す
る
社
会
主
義
諸

国
（
ユ
ー
ゴ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
そ
れ
に
北
朝
鮮
）
と
の
連
携
を
強
め
、
さ
ら
に
は
〃
第
三
世
界
″
諸
国
に
対
し
て
も
反
ソ
団
結
を
呼

び
か
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
外
交
を
貫
く
合
言
葉
が
〃
覇
権
反
対
″
で
あ
り
、
前
記
ソ
連
の
〃
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
〃
と
同
類
の
ス

こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
日
中
〃
平
和
友
好
″
条
約
の
核
心
は
、
都
小
平
が
東
京
の
内
外
記
者
会
見
で
力
説
し
た
よ
う
に
、

〃
覇
権
反
対
″
で
あ
り
（
日
本
政
府
は
こ
の
発
言
に
反
論
し
な
か
っ
た
）
、
ま
た
さ
ら
に
都
小
平
が
そ
の
後
米
人
記
者
に
語
っ
た
よ

う
に
、
「
日
中
条
約
の
〃
覇
権
反
対
″
は
ソ
連
に
向
け
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
ｂ
日
本
政
府
が
交
渉
成
功
の
拠

ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。

ト
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上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
、
米
ソ
中
三
大
国
の
い
ず
れ
も
が
防
衛
力
の
増
強
と
平
行
し
て
、
つ
ね
に
総
合
安
全
保
障
を
念
頭
に
置
く
外

交
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
る
に
、
わ
が
国
は
国
力
に
ふ
さ
わ
し
い
１
１
つ
ま
り
、
自
由
諸
国
か
ら
日
本
も
自
由
世

界
防
衛
の
一
環
と
し
て
で
き
る
だ
け
の
努
力
を
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
Ｉ
ｌ
自
力
防
衛
に
励
ん
で
い
な
い
ば
か
り
か
、
総

合
安
全
保
障
の
見
地
に
立
つ
外
交
政
策
の
カ
ヶ
ラ
も
見
当
ら
な
い
。
〃
国
連
中
心
外
交
″
と
か
〃
全
方
位
平
和
外
交
″
と
か
い
っ
た

合
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
事
実
は
、
か
え
っ
て
総
合
安
全
保
障
外
交
の
欠
如
を
物
語
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
全
く
頼
り
に
な
ら
ぬ
国

連
に
国
家
の
安
全
を
頼
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
し
、
社
会
主
義
国
（
ソ
連
、
中
国
）
に
対
し
て
〃
全
方
位
″
を
説
く
の
は
ド
ン

・
キ
ホ
ー
テ
的
で
あ
る
。
け
だ
し
社
会
主
義
国
に
と
っ
て
は
「
敵
か
味
方
か
で
、
中
立
は
あ
り
え
な
い
」
の
で
、
〃
全
方
位
″
が
通

用
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
と
し
て
緊
急
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
国
際
情
勢
下
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
自

由
民
主
主
義
を
守
る
見
地
か
ら
、
当
面
ど
の
国
が
最
も
危
険
で
あ
り
、
ど
の
国
が
利
用
で
き
る
か
を
見
定
め
て
、
利
用
で
き
る
あ
ら

ゆ
る
国
々
と
の
友
好
を
固
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
社
会
主
義
国
に
対
し
て
は
〃
善
意
″
と
か
〃
媚
態
〃
と
か
は
全
く
通
用
せ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
わ
が
国
と
結
び
つ
く
友
好
国
の
総
合
的
な
力
（
そ
の
軍
事
力
の
み
な
ら
ず
、
経
済
力
や
対
日
好
感
な
ど
を
も
含
む
）
が
も

の
を
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。

り
ど
こ
ろ
と
し
た
第
四
条
（
全
方
位
条
項
）
の
影
は
ま
っ
た
く
薄
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
は
日
中
条
約
に
よ
っ
て
日
本

を
中
国
自
身
の
総
合
安
全
保
障
網
へ
組
み
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
日
本
政
府
が
な
ん
と
反
論
し
よ
う
と
も
、
客
観
的
に
は
そ
の



砲
社
会
主
義
国
の
条
約
観

と
こ
ろ
で
、
日
本
人
は
〃
外
交
″
と
い
う
と
す
ぐ
に
条
約
と
か
宣
言
と
か
、
あ
る
い
は
国
際
会
議
と
か
〃
訪
問
外
交
″
と
か
を
考

え
る
。
そ
し
て
条
約
や
宣
言
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
が
守
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
。

た
し
か
に
、
従
来
の
国
際
法
は
、
「
条
約
は
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
法
規
範
が
存
在
す
る
と
教
え
て
い
る
（
も
っ
と
も
〃
事

情
変
更
の
原
則
″
も
認
め
ら
れ
て
は
い
る
が
）
・
け
れ
ど
も
、
社
会
主
義
国
は
こ
れ
ま
で
の
国
際
法
を
〃
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
際
法
″
と

観
念
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
立
つ
国
々
は
条
約
や
宣
言
を
〃
守
る
べ
き
も
の
〃
と
は
考
え
て
い
な
い
。
か
れ
ら

に
と
っ
て
は
、
条
約
や
宣
言
は
外
交
的
闘
争
手
段
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
外
交
文
書
に
よ
っ
て
相
手
国
（
関
係
国
）
の
行
動
を
縛

る
こ
と
が
利
益
で
あ
る
間
は
そ
の
尊
重
を
主
張
す
る
が
、
い
っ
た
ん
そ
の
存
在
が
自
国
な
い
し
社
会
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
阻
害
要

因
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
外
交
文
書
を
「
進
歩
性
を
失
い
反
動
化
し
た
」
と
評
価
し
、
し
た
が
っ
て
失
効
し
た
も
の
と
し
て
取
扱

日
ソ
中
立
条
約
は
ソ
連
に
と
っ
て
、
日
本
〃
フ
ァ
シ
ズ
ム
〃
の
手
を
縛
っ
て
対
ソ
攻
撃
を
阻
止
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
政
府
と
国

民
に
ソ
連
の
脅
威
を
忘
れ
さ
せ
て
、
日
本
を
対
米
戦
争
へ
追
い
込
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
対
日
闘
争
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
こ
れ

と
平
行
し
た
ゾ
ル
ゲ
エ
作
は
、
日
本
政
府
の
対
ソ
政
策
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
と
日
本
政
府
を
対
米
戦
争
へ
け
し
か
け
る

謀
略
を
任
務
と
し
た
）
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
敗
戦
直
前
に
な
っ
て
ソ
連
は
対
日
宣
戦
を
行
な
っ
た
が
、
中
立
条
約
に
「
違
反
し
て

い
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（
同
条
約
は
ソ
連
の
外
交
的
闘
争
手
段
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
た
瞬
間
に
、
ソ
連
に
と
っ
て
は
条
文

自
体
が
〃
名
存
実
亡
〃
に
な
っ
た
の
で
、
「
違
反
し
て
い
な
い
」
こ
と
に
な
る
）
。

う
（
〃
名
存
実
亡
″
）
。



Z妬第II部第一章国際化時代に適応する政治と外交

中
国
が
中
ソ
同
盟
条
約
を
〃
名
存
実
亡
〃
と
し
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
日
中
〃
平
和
友
好
〃
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
・

日
中
条
約
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
で
は
「
子
々
孫
々
ま
で
の
友
好
」
を
約
束
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
同
条
約
は
「
十
年

間
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
」
、
そ
の
「
満
了
の
際
ま
た
は
そ
の
後
い
つ
で
も
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
い
つ
か
は
〃
終
了
″
が
予
見
さ
れ
る
〃
平
和
友
好
″
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
の
日
米
安
保
条
約
是
認
に
つ
い
て

塵
承
志
は
「
中
国
は
両
手
を
挙
げ
て
（
日
米
安
保
条
約
に
）
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
。
ソ
連
に
対
抗
す
る
た
め
に
こ

の
条
約
は
ま
だ
利
用
価
値
が
あ
る
の
で
理
解
を
示
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
中
国
が
条
約
を
〃
利
用
価
値
″
で
評
価
す
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
日
中
条
約
も
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
も
の
と
覚
悟
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

一
方
、
日
中
条
約
に
対
す
る
ソ
連
の
威
嚇
に
押
さ
れ
て
、
わ
が
国
で
は
最
近
〃
対
ソ
関
係
調
整
″
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一
部

の
人
々
は
ソ
連
の
提
案
す
る
〃
善
隣
協
力
条
約
″
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
や
、
対
ソ
経
済
協
力
（
実
体
は
軍
拡
の
結
果
逼
迫
し
て
い

る
ソ
連
財
政
へ
の
援
助
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
ソ
連
の
脅
威
を
阻
止
で
き
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
ん
ご
日
本
を
そ
の
方
向
へ

押
し
進
め
る
た
め
の
ソ
連
の
謀
略
工
作
が
激
化
す
る
。

だ
が
、
条
約
を
闘
争
手
段
と
す
る
社
会
主
義
国
と
の
間
に
い
く
ら
響
き
の
良
い
政
治
条
約
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
本
当
に

わ
が
国
の
安
全
保
障
に
役
立
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
、
日
本
国
民
の
警
戒
心
を
麻
痒
さ
せ
る
結
果
、
わ
が
国
を
危
殆
に

陥
れ
る
可
能
性
が
強
ま
る
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
国
と
の
条
約
は
、
わ
が
国
の
総
合
安
全
保
障
外
交
に
と
っ
て
全
く
無
意
味
で
あ
る

（
な
お
宣
言
も
社
会
主
義
国
家
に
と
っ
て
闘
争
手
段
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
一
九
七
五
年
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
や
一
九
五
六
年
の
日
・

ソ
共
同
宣
言
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
）
。



死
ア
ジ
ア
離
れ
を
す
る
ア
メ
リ
カ
外
交

Ｉ

そ
れ
で
は
、
自
由
主
義
諸
国
と
の
政
治
条
約
、
具
体
的
に
は
日
米
安
保
条
約
に
は
信
頼
を
置
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り

ア
メ
リ
カ
を
初
め
と
す
る
自
由
諸
国
は
条
約
を
闘
争
手
段
と
し
て
考
え
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
国
々
は
「
条
約
は
守
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
〃
事
情
変
更
の
原
則
″
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
自
由
諸
国
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
世
論
の

発
言
力
が
強
ま
り
、
行
政
府
の
立
場
は
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
つ
ね
に
「
日
米
安
保
条
約
は
遵
守
す
る
」
と
言
明
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
わ
が
国
が
危
殆
に
陥
っ
た

場
合
、
か
り
に
ア
メ
リ
カ
の
世
論
が
日
本
防
衛
に
消
極
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
大
統
領
が
世
論
を
無
視
し
た
措
置
を
と
れ

る
か
ど
う
か
。
し
か
も
、
日
米
間
に
は
「
日
本
は
防
勢
面
を
、
ア
メ
リ
カ
は
攻
勢
面
を
受
け
持
つ
．
」
こ
と
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る

が
、
わ
が
国
が
十
分
な
防
衛
体
制
を
備
え
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
救
援
が
来
る
ま
で
持
ち
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
「
自
国
を
守

る
気
力
の
な
い
国
民
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
人
の
血
は
流
せ
な
い
」
（
ベ
ト
ナ
ム
撤
兵
の
理
由
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ

の
事
態
は
〃
事
情
変
更
″
の
一
事
由
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
に
対
抗
す
る
必
要
上
、
当
面
中
国
と
結
ぶ
こ

と
が
ア
メ
リ
カ
の
国
益
に
そ
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
米
華
防
衛
条
約
を
廃
棄
し
た
（
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
台

湾
を
放
棄
し
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
中
国
が
米
中
友
好
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
台
湾
の
武
力
〃
解
放
″
を
決
行
で
き
な
い
こ
と

を
見
越
し
て
の
措
置
と
み
て
よ
か
ろ
う
）
。

さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
に
所
在
す
る
わ
が
国
と
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
が
本
質
的
に
〃
ア
ジ
ア
離
れ
〃
で
あ
る
こ
と
だ
。
ア

メ
リ
カ
は
人
種
的
・
文
化
的
・
宗
教
的
に
欧
州
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
は
欧
州
を
〃
母
国
″
と
し
て
お
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わ
が
国
の
総
合
安
全
保
障
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
は
、
わ
が
国
の
防
衛
を
自
由
諸
国
全
体
の
防
衛
の
一
環
と
し
て

考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
自
由
世
界
第
二
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
を
も
つ
国
が
〃
平
和
憲
法
″
を
口
実
に
実
効
性
に
乏
し
い
防
衛
力
を
も

つ
だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
と
う
て
い
自
由
諸
国
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
裏
か
ら
い
え
ば
、
わ
が
国
は

防
衛
面
に
お
い
て
他
の
自
由
諸
国
に
負
担
を
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
利
己
主
義
的
な
国
だ
と
評
価
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
評
価
を
修
正
し
な
い
か
ぎ
り
、
総
合
安
全
保
障
は
出
発
点
か
ら
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
政

府
は
「
憲
法
の
枠
内
で
」
防
衛
力
を
強
化
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
〃
平
和
憲
法
″
が
第
一
で
あ
り
、
国
家
の
安

全
と
国
民
の
保
護
は
二
の
次
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
押
し
進
め
る
と
、
国
民
が
自
由
と
財
産
を
失
っ
て
も
、
〃
平
和
憲

法
″
が
守
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
〃
平
和
憲
法
″
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
と
〃
平
和
憲
法
″
の
双
方
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
ん
な
見
解
が
堂
々
と
ま
か
り
通
る
国
は
ま
こ

と
に
異
様
な
存
在
で
、
国
家
と
い
う
に
値
し
な
い
。
い
わ
ば
群
衆
社
会
に
す
ぎ
な
い
。
自
由
諸
国
が
と
て
も
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
扱
っ
て
く
れ
る
代
物
で
は
な
い
。

り
、
本
質
的
に
〃
欧
州
重
点
主
義
″
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
対
ソ
政
策
と
経
済
利
益
以
外
に
な
ん
ら

の
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
。
米
中
国
交
樹
立
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
〃
ア
ジ
ア
離
れ
〃
の
修
正
と
見
る
む
き
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ

は
〃
ア
ジ
ア
離
れ
〃
の
代
替
物
と
し
て
中
国
を
利
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
に

お
い
て
中
国
を
日
本
よ
り
も
重
視
す
る
も
の
で
、
〃
日
本
離
れ
〃
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
ず
防
衛
力
の
再
検
討
が
前
提



錘
総
合
安
全
保
障
外
交
の
可
能
性

会
談
を
熱
望
し
て
い
る
の
は
、
ｗ

談
に
よ
っ
て
ソ
連
の
〃
平
和
性
〃

明
も
ソ
連
の
闘
争
手
段
で
あ
る
）

る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

一
方
、
ソ
連
は
そ
の
か
げ
で
中
東
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
と
く
に
対
ソ
自
主
性
を
誇
る
社
会
主
義
国
へ
の
影
響
力
を
強
化
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
手
段
は
当
面
軍
事
力
の
直
接
行
使
で
は
な
く
て
、
宣
伝
・
謀
略
工
作
や
間
接
的
軍
事
援
助
（
軍
事
顧
問
の
派

遣
、
武
器
供
与
、
キ
ュ
ー
バ
兵
の
利
用
な
ど
）
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ソ
連
は
〃
正
義
の
戦
争
″
（
ソ
連
の
敗

け
な
い
戦
争
）
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
・

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
ソ
連
の
進
出
に
対
し
て
国
家
の
安
全
を
守
る
方
途
は
、
㈲
ア
メ
リ
カ
を
初
め
と
す
る
自
由
諸
国
が
わ
が
国
に
対

す
る
ソ
連
の
い
か
な
る
軍
事
行
動
を
も
阻
止
す
る
こ
と
と
、
ロ
日
本
国
内
に
対
し
て
ソ
連
が
謀
略
工
作
を
行
な
う
余
地
を
な
く
す
る

現
在
の
世
界
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
は
強
大
な
ソ
連
の
軍
事
力
で
あ
る
。
だ
が
、
軍
事
力
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
・

軍
事
力
の
ほ
か
に
、
経
済
力
（
輸
送
力
を
含
む
）
、
国
民
の
戦
闘
意
識
（
自
国
防
衛
の
場
合
と
他
国
攻
撃
の
場
合
に
は
差
が
生
じ

る
）
、
軍
事
行
動
の
大
義
名
分
、
同
盟
国
と
の
協
調
度
合
い
な
ど
を
含
め
た
総
合
的
な
力
が
勝
敗
を
決
定
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
る
と
、
ソ
連
の
総
合
的
な
力
は
必
ず
し
も
強
大
だ
と
は
い
え
な
い
。
現
に
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
カ
ー
タ
ー
と
の

会
談
を
熱
望
し
て
い
る
の
は
、
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
と
の
軍
事
的
対
決
を
回
避
し
た
が
っ
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
ソ
連
は
米
ソ
首
脳
会

談
に
よ
っ
て
ソ
連
の
〃
平
和
性
″
を
全
世
界
に
宣
伝
し
、
〃
緊
張
緩
和
″
の
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
（
米
ソ
共
同
声

わ
が
国
が
防
衛
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
い
か
な
る
総
合
安
全
保
障
外
交
を
展
開
で
き

0

、
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㈲
の
方
途
で
最
も
重
要
な
の
は
や
は
り
日
米
安
保
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
保
条
約
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
安
心
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
民
主
主
義
と
情
報
化
社
会
の
進
ん
だ
世
界
に
お
い
て
は
、
安
保
条
約
が
確
実
に
発
動
さ
れ
る
基
盤
（
世
論
）
を
つ
く
り
あ
げ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
世
論
が
日
本
防
衛
を
完
全
に
支
持
す
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
否
、

ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
西
欧
の
世
論
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
な
い
し
環
太
平
洋
諸
国
の
世
論

も
日
本
放
棄
に
反
対
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ア
メ
リ
カ
の
行
動
は
つ
ね
に
西
欧
の
世
論
に
影
響
さ
れ
て
い
る
）
・
さ
ら
に
、

全
世
界
の
諸
国
民
が
日
本
防
衛
に
賛
成
し
て
く
れ
れ
ば
、
日
本
の
安
全
は
磐
石
と
な
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
が
広
く
世
界
か
ら
愛
さ

れ
る
こ
と
が
何
に
も
ま
し
て
最
も
効
果
的
な
総
合
安
全
保
障
政
策
な
の
で
あ
る
。
全
世
界
の
諸
国
民
が
日
本
防
衛
を
叫
ん
で
く
れ
る

よ
う
な
ら
、
安
保
条
約
が
な
く
て
も
わ
が
国
の
安
全
は
保
障
さ
れ
る
と
さ
え
い
え
よ
う
。

し
か
る
に
、
現
実
に
は
わ
が
国
は
国
連
の
非
常
任
安
保
理
事
国
選
挙
で
有
効
投
票
一
四
九
票
の
う
ち
、
わ
ず
か
六
五
票
し
か
と
れ

な
い
ほ
ど
国
際
的
評
価
が
低
い
。
わ
が
国
が
〃
全
方
位
外
交
″
を
唱
え
る
の
み
で
見
識
の
あ
る
外
交
政
策
を
も
た
ず
、
社
会
主
義
大

国
の
威
嚇
に
右
往
左
往
す
る
の
を
見
れ
ば
、
日
本
を
安
保
理
事
国
に
選
ん
で
も
役
に
立
た
ぬ
と
考
え
る
国
が
増
え
て
も
や
む
を
え
ま

い
。
だ
が
、
こ
の
落
選
と
い
う
厳
粛
な
事
実
は
、
わ
が
国
が
い
か
に
多
く
の
国
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
か
を
物
語
る
意
味
に
お
い
て
、

さ
ら
に
重
大
で
あ
る
。

こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
は
〃
経
済
大
国
″
を
誇
る
（
海
上
輸
送
路
の
防
衛
を
行
な
う
気
力
も
な
い
の
だ
か
ら
、
正
確
に
は
〃
産
業
施
設
大
国
″
と

国
際
協
調
の
経
済
外
交
を



勿
言
う
の
が
正
し
い
が
）
・
そ
れ
な
の
に
、
貿
易
政
策
に
つ
い
て
も
国
際
金
融
政
策
に
つ
い
て
も
、
〃
経
済
大
国
″
に
ふ
さ
わ
し
い
国

Ｉ
際
協
調
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
〃
経
済
成
長
率
七
％
〃
と
、
そ
れ
に
よ
る
〃
経
常
収
支
の
黒
字
減
ら
し
〃
を
公
約
す
る
が
、
ど
ち
ら

も
掛
け
声
だ
け
で
、
世
界
を
欺
い
て
し
ま
っ
た
。
と
く
に
世
界
が
関
心
を
も
つ
黒
字
減
ら
し
に
つ
い
て
は
、
〃
輸
出
の
規
制
″
と
か

〃
緊
急
輸
入
〃
と
か
の
一
過
的
政
策
に
重
点
を
置
い
て
〃
市
場
開
放
″
は
さ
っ
ぱ
り
行
な
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
声
を
大
に
し
て
〃
自

由
貿
易
主
義
″
を
唱
え
、
他
国
の
輸
入
制
限
に
は
反
対
す
る
が
、
こ
と
自
国
に
関
し
て
は
姑
息
な
対
策
で
ご
ま
化
そ
う
と
し
、
輸
入

増
大
に
よ
る
世
界
貿
易
の
拡
大
均
衡
に
努
力
し
な
い
。
こ
れ
で
は
わ
が
国
が
貿
易
戦
争
を
挑
発
し
て
い
る
に
ひ
と
し
い
。
国
際
金
融

問
題
に
つ
い
て
も
、
貧
乏
人
根
性
か
ら
外
貨
を
貯
え
て
喜
ぶ
気
分
が
抜
け
て
い
な
い
。
円
の
段
階
的
切
り
上
げ
を
渋
り
茜
独
を
見

よ
。
西
独
の
産
業
は
マ
ル
ク
の
段
階
的
切
り
上
げ
に
よ
っ
て
基
盤
が
強
化
さ
れ
た
）
、
欧
米
先
進
国
の
最
後
通
牒
的
強
圧
を
受
け
て
初

め
て
し
ぶ
し
ぶ
円
の
変
動
制
へ
踏
み
切
っ
た
。
し
か
も
外
国
為
替
制
度
は
ま
だ
〃
原
則
禁
止
、
例
外
自
由
〃
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
先
進
国
仲
間
か
ら
度
し
難
い
国
と
見
ら
れ
て
も
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

発
展
途
上
国
援
助
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
は
相
手
国
の
繁
栄
を
願
う
こ
と
よ
り
も
、
〃
援
助
″
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
い
か
に

し
て
日
本
産
業
の
助
成
に
利
用
で
き
る
か
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
〃
援
助
″
は
相
手
国
の
大
衆
に
ほ
と
ん
ど

利
益
を
与
え
ず
、
相
手
国
の
支
配
層
と
日
本
の
業
界
、
間
接
的
に
は
日
本
の
経
済
官
僚
に
利
益
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

無
償
援
助
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
有
償
援
助
は
外
貨
の
乏
し
い
相
手
国
か
ら
利
子
を
巻
き
上
げ
る
の
で
、
か
え
っ
て
恨
み
を
買
う
こ

と
に
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
質
的
に
無
償
援
助
の
性
格
を
も
つ
一
次
産
品
の
輸
入
増
大
も
、
国
内
産
業
保
護
を
口
実
に
ほ
と

ん
ど
実
施
し
て
い
な
い
。
天
災
地
変
に
際
す
る
援
助
物
資
の
選
定
も
、
罹
災
者
の
必
要
よ
り
も
国
内
余
剰
物
資
の
捌
け
口
と
い
う
業

界
保
護
の
見
地
か
ら
行
な
わ
れ
る
の
で
、
金
額
の
わ
り
に
は
感
謝
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
青
年
協
力
隊
の
派
遣
と
技
術
援
助
が
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わ
が
国
の
声
威
を
高
め
て
い
る
が
、
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
文
化
外
交
も
お
座
成
り
で
あ
る
。
こ
の
種
の
有
意
義
な
対
外
活
動
を
画

期
的
に
拡
大
す
る
よ
う
な
条
件
は
現
在
の
日
本
政
治
に
は
存
在
し
な
い
。

要
す
る
に
、
経
済
・
貿
易
問
題
に
つ
い
て
も
、
経
済
援
助
問
題
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
国
内
産
業
保
護
の
見
地
が
優
先
さ
れ
、
世

界
か
ら
愛
さ
れ
る
こ
と
の
総
合
安
全
保
障
的
意
義
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
わ
が
国
は
完
全
に
世
界
の
孤
児

に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
、
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
孤
立
化
し
た
国
際
的
地
位
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
わ
が
国
は
依
然
と
し
て
巧
言
と
遁
辞
の
外
交
を
つ
づ

け
て
い
る
。
「
世
界
の
な
か
の
日
本
の
役
割
」
「
心
と
心
の
ふ
れ
あ
い
」
は
な
ん
ら
実
績
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本

政
府
の
語
る
〃
前
向
き
検
討
″
や
〃
好
意
的
考
慮
″
は
相
手
国
に
期
待
を
抱
か
せ
る
が
、
解
決
の
遷
延
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
の
で
、

結
果
的
に
は
対
日
不
信
と
憤
憩
を
呼
び
起
こ
す
場
合
が
多
い
。
し
か
も
、
日
本
国
民
は
美
辞
麗
句
を
文
字
通
り
受
取
る
の
で
、
い
か

に
も
効
果
的
な
外
交
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る
。
だ
が
、
わ
が
国
ほ
ど
外
交
〃
活
動
″
と
そ
の
成
果
の
間
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
先
進
国
は
な
い
・

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
は
、
か
り
に
わ
が
国
が
危
殆
に
ひ
ん
し
て
も
、
「
日
本
を
守
れ
」
と
い
っ
た
声
は
世
界
の
ど
こ
か
ら

も
出
て
き
そ
う
に
な
い
。
と
く
に
、
｝
」
の
事
実
が
国
民
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
悲
劇
的
で
あ
る
。

政
府
は
速
か
に
覚
醒
し
て
、
総
合
安
全
保
障
政
策
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
〃
経
済
大
国
″
も
砂
上
の
楼
閣

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
国
民
に
も
知
ら
せ
る
勇
気
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

総
合
安
全
保
障
外
交
へ
の
提
言
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一
、
防
衛
政
策
を
自
由
世
界
防
衛
の
一
端
を
担
う
見
地
よ
り
策
定
す
る
と
と
も
に
（
防
衛
費
を
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
何
％
と
す
る
か
と
い

っ
た
議
論
は
無
意
味
で
あ
る
）
、
〃
経
済
大
国
″
を
確
保
す
る
た
め
の
海
上
輸
送
路
の
防
衛
策
を
緊
急
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

国
連
軍
へ
の
参
加
も
決
行
す
べ
き
で
あ
る
。

二
、
自
由
諸
国
と
く
に
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
体
制
を
強
化
し
、
国
民
を
し
て
安
保
解
消
論
の
危
険
性
を
確
信
さ
せ
る
よ
う
啓
蒙

す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
の
謀
略
工
作
に
対
し
て
政
府
み
ず
か
ら
自
戒
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
し
て
も
注
意
を
喚
起
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
に
対
し
て
媚
態
を
呈
し
た
り
、
政
治
条
約
を
結
ぶ
こ
と
は
か
え
っ
て
危
険
で
あ
る
。
中
国
に
つ
い
て

も
、
体
制
を
異
に
す
る
国
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
っ
て
交
際
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
わ
が
国
が
「
世
界
の
な
か
の
日
本
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
真
剣
に
意
識
し
て
、
世
界
（
と
く
に
自

由
諸
国
）
の
国
々
か
ら
愛
さ
れ
か
つ
尊
敬
さ
れ
る
国
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
わ
が
国
が
世
界
の
利
益
の

な
か
に
は
じ
め
て
自
国
の
利
益
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
外
交
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
く
し

て
は
総
合
安
全
保
障
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
外
交
を
行
な
う
に
は
、
わ
が
国
の
政
治
の
体
質
そ
の
も
の
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
は

戦
後
民
主
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
の
実
態
は
明
治
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
政
治
は
完
全
に
内
向
型
で
あ

る
。
こ
れ
を
い
か
に
打
破
す
る
か
に
、
わ
が
国
の
総
合
安
全
保
障
が
か
か
っ
て
い
る
。
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日
本
国
民
が
頭
に
描
く
世
界
の
姿
は
欧
米
先
進
国
民
の
国
際
情
勢
認
識
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
を

欧
米
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
国
際
情
勢
の
厳
し
い
現
実
が
あ
り
の
侭
伝
え
ら
れ
る
こ

と
が
少
な
い
し
、
世
界
の
平
和
、
と
く
に
自
由
民
主
主
義
に
対
す
る
脅
威
が
何
で
あ
る
か
を
暖
昧
に
し
て
い
る
報
道
が
多
い
。
マ
ス

コ
ミ
が
〃
社
会
主
義
国
″
の
謀
略
宣
伝
に
使
わ
れ
て
い
る
事
例
さ
え
し
ば
し
ば
目
に
つ
く
。
そ
の
う
え
、
政
府
要
人
の
国
会
演
説
や

答
弁
、
さ
ら
に
は
政
府
刊
行
物
の
内
容
も
つ
ね
に
事
勿
れ
主
義
を
旨
と
し
、
国
民
に
実
態
を
教
え
よ
う
と
し
な
い
。

い
ま
、
も
し
か
り
に
厳
し
い
現
実
を
説
い
て
明
確
な
対
策
を
提
唱
す
る
よ
う
な
政
治
家
が
あ
れ
ば
、
必
ず
マ
ス
コ
ミ
は
〃
タ
カ
派
″

わ
が
国
が
真
に
「
世
界
の
な
か
の
日
本
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
認
識
し
て
外
交
を
行
な
い
、
世
界
か
ら
愛
さ
れ
か
つ
尊
敬
さ
れ
る

国
に
な
る
こ
と
が
総
合
安
全
保
障
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
も
し
ア
ジ
ア
で
最
も
卓
越
し
た
一
億
の
民
族
を
も
つ
わ

が
国
が
、
い
ま
ま
で
の
自
己
中
心
的
思
考
を
清
算
し
て
世
界
的
責
任
に
目
醒
め
、
国
力
に
ふ
さ
わ
し
い
負
担
を
敢
然
引
き
受
け
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
安
定
、
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
に
対
す
る
貢
献
は
測
り
知
れ
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
〃
平
和
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
″
を
発
揮
で
き
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
外
交
の
立
つ
基
盤
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
欠
陥
が
あ
り
、
日
本
国
民
が
想
像
す
る
以
上
に
わ
が
国

の
孤
立
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
欠
陥
の
主
な
も
の
を
あ
げ
よ
う
。

「
平
和
ボ
ケ
」
を
排
せ

(2)

外
交
政
策
の
転
換
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の
批
判
を
浴
び
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
あ
え
て
挑
戦
し
て
国
民
の
覚
醒
を
促
す
よ
う
な
国
士
的
政
治
家
は
た
え
て
見
た
こ
と
が
な

い
。
進
ん
で
社
会
の
木
鐸
た
ら
ん
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
が
わ
が
国
の
政
治
風
土
で
あ
り
、
国
民
は
〃
平
和
浴

場
の
ぬ
る
ま
湯
″
に
つ
か
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
・

こ
の
よ
う
な
情
勢
を
招
来
し
た
主
な
原
因
は
、
社
会
主
義
思
想
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
後
進
性
に
あ
る
。
わ
が
国
で
は
「
社
会
主

義
は
進
歩
的
で
平
和
的
で
あ
る
」
と
い
う
十
九
世
紀
的
迷
信
が
教
育
界
、
マ
ス
コ
ミ
界
を
中
心
に
根
強
く
生
き
て
お
り
、
イ
ン
テ
リ
で

あ
る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
中
道
政
治
家
は
も
ち
ろ
ん
、
保
守
政
治
家
の
言
動
を
ま
で
左
右
し
て
い
る
。
社
会
主
義
な
い
し
中
ソ
両
国

を
批
判
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
し
、
自
由
民
主
主
義
を
守
る
は
ず
の
保
守
政
治
家
す
ら
〃
反
共
″
〃
反
動
″
の
批
判
を

恐
れ
て
発
言
を
自
制
す
る
。
こ
れ
で
は
、
国
民
は
世
界
の
実
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

現
在
の
世
界
は
米
ソ
両
極
の
対
立
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。
多
極
化
説
も
あ
っ
た
が
、
先
般
の
米
中
国
交
正
常
化
、
米
英
仏

独
首
脳
会
議
を
見
て
も
本
質
的
に
は
米
ソ
の
抗
争
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
と
に
か
く
世
界
平
和
が
保
た
れ
、
わ
が
国
も
安
泰
で
あ

り
え
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
陣
営
が
強
力
で
あ
り
、
わ
が
国
が
日
米
安
保
条
約
を
通
じ
て
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
国
民
の
大
多
数
は
こ
の
現
実
を
認
識
し
て
い
る
。

そ
れ
な
の
に
、
自
民
党
政
権
は
「
日
米
友
好
が
基
軸
」
と
ま
で
は
言
う
も
の
の
、
日
米
安
保
関
係
の
強
化
を
提
唱
す
る
の
に
は
な

は
だ
臆
病
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ソ
連
核
の
津
軽
通
航
の
可
能
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
努
力
は
せ
ず
に
、
わ
が
国
の
安
全
を
守
る
の
に
役

立
つ
ア
メ
リ
カ
核
は
「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
主
張
し
て
野
党
と
口
裏
を
合
わ
せ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
核
を
わ
が
国
へ
持
ち
込
む
軍
事

的
必
要
性
の
有
無
は
と
に
か
く
、
こ
う
し
た
暖
昧
な
姿
勢
が
国
民
を
し
て
友
好
国
と
非
友
好
国
の
識
別
を
忘
却
さ
せ
る
結
果
に
な
っ

て
い
る
（
ソ
連
が
い
ま
ま
で
日
本
を
友
好
国
と
見
た
こ
と
は
な
い
し
、
こ
ん
ご
も
あ
り
え
な
い
の
に
）
・
社
共
両
党
は
問
題
外
と
し



第II部第一章国際化時代に適応する政治と外交Z庵

た
と
え
ば
、
戦
後
ひ
き
つ
づ
き
唱
え
ら
れ
て
き
た
「
国
連
中
心
外
交
」
は
い
か
に
も
平
和
的
な
響
き
を
も
つ
合
言
葉
で
、
毎
年
外

相
が
国
連
総
会
で
〃
平
和
″
を
説
い
て
お
れ
ば
、
そ
れ
で
日
本
外
交
が
成
果
を
あ
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
う
人
が
多
い
。
だ
が
、

現
実
に
は
国
連
は
抗
争
す
る
国
々
の
宣
伝
舞
台
、
と
く
に
社
会
主
義
国
に
と
っ
て
は
闘
争
機
関
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
で
い
く
ら
〃
平

評
価
し
て
は
く
れ
な
い
。

日
本
外
交
の
国
際
的
評
価
は
国
内
的
評
価
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
政
府
が
外
交
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
対
内
的

に
粉
飾
し
、
マ
ス
コ
ミ
が
そ
れ
を
大
々
的
に
報
道
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
は
日
本
外
交
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で

し
か
し
、
中
ソ
対
立
、
米
中
提
携
の
現
実
に
徴
す
る
も
、
も
は
や
外
交
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
論
じ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
現
実
に

わ
が
国
の
自
由
と
繁
栄
に
対
し
て
危
害
を
加
え
ん
と
す
る
の
は
ど
の
国
か
、
世
界
の
平
和
を
乱
し
て
い
る
の
は
ど
の
国
か
、
を
国
民

に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
外
交
健
全
化
の
出
発
点
で
あ
る
。

マ
ス
コ
ミ
と
政
治
家
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
呪
咀
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
国
民
が
冷
厳
な
国
際
環
境
を
正
し
く
認
識
す
る
に

至
る
と
き
、
は
じ
め
て
わ
が
国
は
世
界
平
和
に
貢
献
し
う
る
〃
大
国
″
に
生
ま
れ
か
わ
る
基
礎
が
で
き
る
。

て
も
、
公
明
党
も
「
外
交
交
渉
を
通
じ
て
」
な
ど
と
条
件
を
つ
け
な
が
ら
も
「
安
保
解
消
」
の
看
板
を
〃
革
新
″
の
謡
し
と
し
て
堅

持
し
て
い
る
。
一
方
、
い
ま
や
ベ
ト
ナ
ム
は
ソ
連
の
先
兵
と
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
征
服
し
、
ア
ジ
ア
の
平
和
に
対
す
る
撹
乱
要
因
に

な
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
マ
ス
コ
ミ
が
ベ
ト
コ
ン
を
〃
解
放
″
勢
力
と
た
た
え
て
き
た
た
め
か
、
ベ
ト
ナ
ム
な
い
し
ソ
連
を
非
難

す
る
声
は
弱
い
。

粉
飾
外
交
を
清
算
せ
よ

､
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和
″
を
説
い
て
も
空
念
仏
に
す
ぎ
な
い
。
現
に
、
日
本
代
表
の
発
言
は
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
に
は
大
き
く
報
道
さ
れ
る
が
、
欧
米
で
は

ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
征
服
の
例
を
見
て
も
、
侵
略
が
完
了
し
て
し
ま
え
ば
国
連
は

大
国
相
手
に
は
な
ん
ら
の
対
策
を
講
じ
え
な
い
。
「
国
連
中
心
外
交
」
と
い
う
の
は
理
想
を
現
実
に
す
り
か
え
た
危
険
な
合
言
葉
で

あ
る
。
「
全
方
位
平
和
外
交
」
も
国
民
に
は
い
か
に
も
平
和
に
努
力
し
て
い
る
か
の
印
象
を
与
え
る
が
、
米
ソ
、
中
ソ
の
対
立
の
情

勢
下
で
社
会
主
義
国
に
は
通
用
し
な
い
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
交
政
策
の
欠
如
を
糊
塗
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
心
と
心
の
ふ
れ
あ
い
」
は
い
か
に
も
発
展
途
上
国
と
の
外
交
を
活
発
に
行
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
響
く
が
、
現
実
に
は
わ
が

国
は
経
済
技
術
援
助
に
し
て
も
一
次
産
品
の
輸
入
拡
大
に
し
て
も
、
心
の
こ
も
っ
た
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
相
手

国
は
欺
か
れ
た
と
憤
慨
す
る
。
現
に
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
の
対
日
不
信
は
ま
す
ま
す
強
烈
に
な
っ
て
い
る
。
発
展
途
上
国
へ
の
経
済
援

助
を
倍
増
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
諸
外
国
は
当
然
円
ベ
ー
ス
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
大
蔵
官
僚
に
押
さ
れ
て
ド
ル
・
ベ
ー
ス
を

採
用
す
る
（
円
高
の
関
係
で
わ
が
国
の
支
出
は
軽
減
さ
れ
る
）
と
い
う
小
細
工
を
弄
す
る
。
こ
れ
で
は
「
心
と
心
の
ふ
れ
あ
い
」
は

国
際
的
に
は
虚
言
と
受
け
取
ら
れ
る
。

「
世
界
の
中
の
日
米
の
役
割
」
と
聞
け
ば
、
い
か
に
も
わ
が
国
が
ア
メ
リ
カ
と
協
力
し
て
世
界
的
責
任
を
果
た
す
決
意
を
し
た
か

の
よ
う
に
解
す
る
む
き
も
あ
ろ
う
が
、
防
衛
問
題
に
し
て
も
経
済
交
渉
に
し
て
も
、
そ
の
合
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
は
ほ
と
ん
ど

と
っ
て
い
な
い
。
日
米
間
の
肉
・
オ
レ
ン
ジ
交
渉
に
つ
い
て
も
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
い
か
に
も
日
本
外
交
が
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
押
え

て
〃
国
益
〃
を
守
り
抜
い
た
か
の
よ
う
に
報
道
し
た
が
、
守
ら
れ
た
の
は
わ
が
国
の
生
産
者
と
（
さ
ら
に
よ
り
多
く
）
輸
入
・
流
通

業
者
な
ら
び
に
農
林
関
係
政
治
家
・
官
僚
の
利
益
だ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
の
生
産
者
と
日
本
の
一
億
消
費
大
衆
の
利
益
（
両
者
の
利
益

は
合
致
す
る
）
は
無
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
ん
ご
ア
メ
リ
カ
は
執
鋤
に
自
由
化
を
要
求
し
つ
づ
け
て
く
る
。
ま
た
、
政
府
は
Ｅ
Ｃ

ダ
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わ
が
国
に
〃
平
和
ボ
ケ
〃
が
充
満
し
、
ま
た
外
交
を
粉
飾
せ
ざ
る
を
え
な
い
根
本
的
な
理
由
は
、
歴
代
内
閣
が
的
確
な
国
際
分
析

を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
継
続
的
な
外
交
戦
略
を
欠
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
幸
か
不
幸
か
過
去
三
十
年
に
わ
た
り
保
守
政
権
が
続
い
て
き
た
。
同
一
政
党
が
か
く
も
長
期
に
わ
た
っ
て
政
権
を
担

当
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
外
交
政
策
の
一
貫
性
を
堅
持
し
、
〃
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
〃
を
と
る
う
え
で
最
も
恵
ま
れ
た
条
件
の

は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
実
に
は
歴
代
自
民
党
内
閣
は
〃
日
米
協
調
″
を
口
に
す
る
ほ
か
は
、
外
交
政
策
に
継
続
性
を
も
っ
て

い
な
か
っ
た
。
と
く
に
社
会
主
義
国
と
の
外
交
は
浮
動
的
で
あ
っ
た
。
総
理
が
代
わ
る
ご
と
に
内
政
的
得
点
を
か
せ
ぐ
た
め
に
外
交

を
利
用
す
る
事
例
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。

自
民
党
が
的
確
な
国
際
情
勢
分
析
を
行
な
え
な
い
理
由
は
、
党
名
は
〃
自
由
民
主
党
″
で
は
あ
る
が
、
自
由
民
主
主
義
へ
の
信
念

が
明
確
で
な
く
（
か
つ
て
自
民
党
代
表
団
が
西
独
の
自
由
民
主
党
を
訪
問
し
た
と
き
、
先
方
が
「
同
じ
党
名
で
す
。
貴
党
の
立
党
の

に
対
し
て
も
ア
セ
ァ
ン
諸
国
に
対
し
て
も
こ
の
よ
う
な
内
向
的
政
策
を
と
り
つ
づ
け
る
か
ら
、
世
界
中
に
保
護
貿
易
主
義
を
挑
発
し

か
ね
ず
、
そ
の
結
果
、
最
も
苦
し
む
の
は
日
本
経
済
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

〃
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
外
交
″
は
国
民
に
幻
覚
を
与
え
る
だ
け
で
、
国
際
的
に
は
な
ん
ら
の
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
、

そ
れ
が
多
用
さ
れ
る
に
伴
っ
て
わ
が
国
の
国
際
的
信
用
は
低
下
し
て
き
て
い
る
。
政
府
が
き
び
し
い
国
際
環
境
を
国
民
に
告
げ
る
と

同
時
に
、
日
本
外
交
の
国
際
的
評
価
の
低
さ
と
欠
点
を
あ
り
の
ま
ま
告
白
し
、
国
民
と
と
も
に
反
省
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
ら

な
い
か
ぎ
り
、
と
て
も
〃
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
〃
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

的
確
な
情
勢
分
析
を



，
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Ｆ
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沼
精
神
を
伺
い
た
い
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
答
弁
に
窮
し
た
こ
と
が
あ
る
）
、
し
た
が
っ
て
党
内
に
は
自
由
民
主
主
義
の
破
壊
を

Ｚ
め
ざ
す
外
国
勢
力
と
結
ぶ
有
力
政
治
家
も
い
る
よ
う
な
ク
ラ
ブ
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
戦
後

の
総
理
の
な
か
で
的
確
な
情
勢
分
析
に
立
っ
て
外
交
政
策
を
決
定
し
た
の
は
吉
田
茂
氏
だ
け
で
あ
っ
た
。

自
民
党
に
長
期
的
情
勢
分
析
が
な
い
ば
か
り
か
、
残
念
な
が
ら
外
務
官
僚
に
も
真
剣
に
長
期
的
情
勢
分
析
に
取
り
組
む
姿
勢
が
き

わ
め
て
乏
し
い
。
だ
か
ら
、
外
務
省
の
判
断
が
そ
の
時
々
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
や
論
調
に
影
響
さ
れ
た
事
例
が
多
く
、
マ
ス
コ
ミ
の
論

調
と
異
な
る
情
勢
分
析
は
い
く
ら
正
し
く
と
も
、
し
ば
し
ば
無
視
さ
・
れ
て
き
た
。
政
府
首
脳
が
情
勢
分
析
を
重
要
視
し
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
外
務
官
僚
と
し
て
は
誤
謬
を
犯
し
か
ね
な
い
分
析
に
取
り
組
む
よ
り
も
、
む
し
ろ
上
司
の
意
向
を
斜
酌
し
て
手
ぎ
わ
よ
く
懸

案
だ
け
を
処
理
し
て
い
る
方
が
処
世
上
安
全
か
つ
快
適
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
国
家
の
命
運
を
担
っ
て
情
勢
分
析
と
外
交
政
策
に

つ
い
て
職
を
賭
し
て
激
論
を
闘
わ
せ
た
外
務
官
僚
も
、
次
第
に
官
僚
特
有
の
事
な
か
れ
主
義
に
染
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て

外
務
官
僚
の
思
考
も
マ
ス
コ
ミ
に
流
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
。

そ
の
萠
芽
は
早
く
も
「
全
面
講
和
か
単
独
講
和
か
」
を
め
ぐ
る
講
和
論
争
に
際
し
て
看
取
さ
れ
た
。
当
時
外
務
省
で
も
マ
ス
コ
ミ

と
同
じ
く
、
第
三
次
大
戦
の
可
能
性
を
危
倶
す
る
む
き
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
結
果
、
い
き
お
い
全
面
講
和
論
的
発
想
を
と
る
意
見

が
有
力
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
戦
後
」
に
よ
る
と
、
当
時
平
和
条
約
構
想
に
つ
い
て
外
務
省
の
提
出
し
た
文
書

が
吉
田
総
理
兼
外
相
か
ら
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
却
下
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
吉
田
総

理
は
「
ソ
連
は
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
す
る
意
図
も
な
く
、
そ
の
能
力
も
な
い
。
国
民
が
安
心
し
て
働
き
、
わ
が
国
が
繁
栄
を
取
り
戻
せ

ば
、
他
国
の
方
か
ら
日
本
と
の
平
和
関
係
を
求
め
て
く
る
」
と
判
断
し
て
い
た
（
昭
和
二
十
三
年
四
月
十
四
日
、
日
経
連
総
会
で
の
演
説
）
。

吉
田
総
理
は
今
後
の
世
界
は
軍
事
力
よ
り
も
経
済
戦
、
心
理
戦
で
闘
わ
れ
る
と
喝
破
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
吉
田
総
理

ロ
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こ
の
こ
ろ
か
ら
外
務
官
僚
の
見
解
は
ま
す
ま
す
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
政
治
的
偏
向
を
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ソ
連
軍
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
侵
攻
二
九
五
六
年
ｌ
鳩
山
内
圏
の
直
前
に
は
「
米
ソ
が
敵
で
な
く
な
る
日
も
近
い
」
と
い

う
見
解
さ
え
生
ま
れ
た
。
お
そ
ら
く
当
時
の
ソ
連
の
〃
平
和
攻
勢
″
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ソ
連
軍
の
チ
ェ
コ

弾
圧
（
六
八
年
Ｉ
佐
藤
内
閣
・
三
木
外
相
）
の
直
前
に
も
「
ソ
連
も
善
人
に
な
っ
た
か
ら
、
軍
事
力
は
行
使
す
ま
い
」
と
の
見
方
が
有

力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ソ
連
の
〃
平
和
共
存
″
宣
伝
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
「
ソ
連
の
本

は
ソ
連
の
反
対
す
る
〃
単
独
講
和
〃
へ
踏
み
切
る
こ
と
こ
そ
今
後
の
対
ソ
交
渉
の
基
盤
を
固
め
る
と
い
う
省
内
少
数
意
見
を
嘉
納
し
、

信
念
を
も
っ
て
平
和
条
約
と
安
保
条
約
の
道
を
選
ん
だ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
吉
田
氏
は
国
民
に
対
し
て
真
実
の
国
際
情
勢
、
と
く
に

ソ
連
事
情
を
啓
蒙
す
べ
く
関
係
者
に
強
く
指
示
し
て
い
た
。

こ
の
例
は
政
府
首
脳
が
的
確
な
国
際
情
勢
分
析
を
持
つ
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
国
家
の
命
運
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い

る
。
も
し
そ
の
後
の
自
民
党
政
権
が
吉
田
氏
の
分
析
を
引
き
継
い
で
一
貫
し
た
外
交
政
策
を
進
め
て
き
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
が
国
の

国
際
的
地
位
は
今
日
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
不
幸
に
し
て
事
態
は
逆
の
方
向
へ
進
ん

だ
。
吉
田
氏
を
継
い
だ
鳩
山
総
理
は
吉
田
氏
と
は
逆
に
「
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
が
米
ソ
戦
争
の
危
機
を
説
い
て
い
る
」
こ
と
を
根
拠
に

「
そ
の
場
合
、
日
本
が
戦
場
に
な
る
こ
と
を
免
れ
る
た
め
に
日
ソ
復
交
が
必
要
」
と
判
断
し
（
細
川
隆
元
著
「
わ
が
宰
相
論
」
の
中
の
イ

必

が

壱

ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
）
、
そ
れ
に
ド
ミ
ニ
ッ
キ
ー
の
謀
略
工
作
に
も
乗
ぜ
ら
れ
て
日
ソ
復
交
を
購
い
に
訪
ソ
し
た
た
め
に
、
北
方
領
土
問

題
解
決
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
今
日
ま
で
わ
が
国
が
ソ
連
か
ら
次
々
に
外
交
的
圧
迫
を
受
け
る
素
地

を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
マ
ス
コ
ミ
は
当
時
こ
の
鳩
山
外
交
を
大
成
功
と
た
た
え
た
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
流
さ
れ
る
外
交
の
危
険
性
を
示

す
具
体
例
で
あ
る
。

ｃ
画
旧



釦
質
に
は
変
化
な
し
」
と
す
る
警
戒
論
者
は
異
端
視
さ
れ
た
。
そ
し
て
社
会
主
義
国
家
の
戦
略
戦
術
を
研
究
せ
ず
、
マ
ス
コ
ミ
に
流
さ

’
れ
た
意
見
の
持
ち
主
た
ち
は
、
度
重
な
る
分
析
ミ
ス
を
重
ね
て
き
た
。

七
八
年
十
二
月
ベ
ト
ナ
ム
外
相
が
訪
日
し
て
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
問
題
の
武
力
解
決
は
図
ら
ぬ
」
と
言
え
ば
、
政
府
は
そ
れ
を
信
じ
て
前

年
な
み
の
経
済
援
助
を
約
束
し
た
が
、
一
カ
月
も
経
た
ぬ
う
ち
に
そ
の
言
明
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
ア
セ
ァ
ン
諸
国
か
ら

批
判
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
の
世
界
戦
略
を
正
し
く
分
析
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
米
中
国
交
樹
立
が
決
ま
る
と
、
外
相
は

「
台
湾
を
日
米
安
保
条
約
の
〃
極
東
の
範
囲
″
か
ら
は
ず
す
協
議
を
ア
メ
リ
カ
と
行
な
う
」
と
発
言
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
そ
ん

な
意
向
が
な
い
。
外
相
発
言
は
米
中
国
交
樹
立
が
米
中
両
国
の
対
ソ
共
同
闘
争
を
主
眼
に
決
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
台
湾
問
題

は
こ
ん
ご
の
米
中
両
国
の
力
関
係
で
争
わ
れ
る
こ
と
（
現
段
階
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
中
国
に
と
っ
て
の
対
ソ
共
同
闘
争
の
重
要
性
を

テ
コ
に
中
国
の
台
湾
武
力
進
攻
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
）
を
的
確
に
分
析
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・

日
中
条
約
交
渉
に
し
て
も
、
結
局
に
お
い
て
中
国
の
希
望
通
り
〃
覇
権
反
対
条
項
″
を
呑
ん
だ
し
（
第
四
条
の
〃
第
三
国
条
項
″
は

対
内
向
け
粉
飾
に
す
ぎ
な
い
）
、
対
ソ
関
係
に
お
い
て
も
ソ
連
首
脳
の
訪
日
を
実
現
す
る
た
め
に
（
〃
対
ソ
関
係
修
復
″
も
対
内
向

け
粉
飾
で
あ
る
）
善
隣
協
力
条
約
の
話
合
い
を
し
て
も
よ
い
か
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
た
（
す
る
と
、
ソ
連
は
直
ち
に
「
同
条
約
と

経
済
協
定
の
締
結
と
い
う
目
的
が
あ
れ
ば
首
脳
の
訪
日
も
あ
り
う
る
」
と
カ
サ
に
か
か
っ
て
き
た
）
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も

社
会
主
義
国
外
交
の
戦
略
戦
術
を
知
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
政
治
外
交
は
長
年
に
わ
た
り
基
本
的
な
情
勢
分
析
を
欠
き
、
内
政
的
得
失
の
観
点
に
だ
け
立
っ
て
浮
草
化

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
が
世
界
か
ら
頼
り
に
な
ら
ぬ
国
と
の
評
価
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
を
国
連
安
保

理
事
国
に
選
出
す
る
こ
と
が
世
界
平
和
に
役
立
つ
と
考
え
る
国
は
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
し
（
だ
か
ら
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
敗
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日
本
外
交
が
国
際
的
信
用
を
失
っ
て
い
る
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
わ
が
国
の
政
治
・
社
会
体
制
の
実
態
が
い
ぜ
ん
と
し
て
近
代

化
し
て
お
ら
ず
、
先
進
国
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
外
交
を
行
な
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

明
治
時
代
に
〃
薩
長
土
肥
″
が
権
力
を
握
り
、
や
が
て
軍
部
独
裁
へ
と
進
ん
だ
が
、
い
ま
で
も
〃
上
州
連
合
″
が
語
ら
れ
、
〃
讃

岐
の
総
理
〃
が
西
日
本
を
基
盤
に
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
敗
戦
に
よ
る
〃
民
主
化
″
は
形
の
上
だ
け
で
、
封
建
的
体
質
は
全

く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
吉
田
総
理
は
レ
ッ
キ
と
し
た
〃
日
本
の
総
理
〃
で
あ
っ
た
し
、
池
田
総
理
も
「
広
島
の
池
田
で
は
な
い
」
と
言

明
し
た
が
、
そ
の
後
の
政
治
は
次
第
に
〃
日
本
不
在
″
〃
一
億
不
在
″
の
色
彩
を
強
め
、
戦
前
の
体
質
へ
戻
っ
て
き
て
い
る
。
あ
る

い
は
、
よ
り
悪
く
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
国
会
議
員
は
〃
選
挙
区
の
代
表
″
〃
業
界
・
労
組
の
代
表
″
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し

か
も
そ
の
地
位
は
世
襲
の
傾
向
を
濃
く
し
、
〃
バ
ッ
ジ
族
″
と
称
す
る
新
貴
族
階
級
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

く

る

主

官
僚
（
と
く
に
経
済
官
僚
）
も
同
様
で
あ
る
。
明
治
時
代
の
〃
陣
に
乗
っ
た
官
員
様
″
が
採
用
志
望
者
の
殺
到
す
る
〃
親
方
日
の

丸
の
公
務
員
″
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
官
尊
民
卑
の
思
想
は
明
治
時
代
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
高
級
官
僚
は
国
家
国
民
の
こ
と
を
忘
れ

も
っ
ぱ
ら
退
官
後
の
ポ
ス
ト
に
気
を
奪
わ
れ
て
政
治
家
に
お
も
ね
、
〃
行
政
指
導
″
（
こ
れ
は
法
治
体
制
に
反
す
る
）
を
活
用
し
て

勢
力
拡
張
に
狂
奔
し
て
い
る
。
し
か
も
、
官
僚
も
政
治
家
と
同
じ
く
、
世
襲
、
閨
閥
に
よ
っ
て
新
貴
族
階
級
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。

れ
た
）
、
対
ソ
政
策
を
議
す
る
西
側
首
脳
会
議
へ
は
お
呼
び
が
か
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
国
が
と
て
も
〃
平
和
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
″
な
ど
と
れ
る
は
ず
が
な
い
。
要
は
、
速
か
に
的
確
な
国
際
情
勢
分
析
を
確
立
し
、
そ
れ
に
立
っ
て
ス
ジ
の
通
っ

た
外
交
政
策
を
継
続
的
に
実
施
し
、
も
っ
て
世
界
各
国
の
信
用
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。

国
内
体
制
の
近
代
化
を



露
そ
の
う
え
、
経
済
官
僚
Ｏ
Ｂ
は
主
要
な
企
業
・
金
融
機
関
・
公
団
・
業
界
団
体
な
ど
国
家
の
中
枢
を
支
配
し
、
完
全
な
〃
日
本
株

Ｚ
式
会
社
″
を
形
成
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
官
僚
群
は
当
然
に
内
向
的
性
格
を
も
ち
、
国
際
的
視
野
の
経
済
政
策
を
行
な
う
意
欲
が
な

い
。
も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
国
際
的
セ
ン
ス
を
も
っ
た
官
僚
も
い
る
が
、
そ
れ
を
露
骨
に
表
明
す
る
と
出
世
は
ほ
ぼ
絶
望
的
と
な
る
。
在

外
公
館
勤
務
に
つ
く
官
僚
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
出
身
官
庁
の
代
表
者
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

官
僚
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
以
上
、
「
世
界
の
な
か
の
日
本
」
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
外
交
を
行
な
う
に
は
、
総
理
を
は
じ
め
各
国
務
大

臣
が
官
僚
の
内
向
性
を
押
え
て
果
敢
な
国
際
的
施
策
を
強
行
す
る
ほ
か
な
い
が
、
政
治
家
自
身
が
上
述
の
よ
う
に
内
向
的
で
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
期
待
し
て
も
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
問
題
が
外
交
の
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
外
相
は
経
済
問
題
に
つ

い
て
発
言
権
を
も
た
ず
、
対
外
経
済
相
も
〃
大
臣
の
称
号
を
も
つ
官
僚
″
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
経
済
外
交
に
つ

い
て
は
、
外
務
省
は
内
向
的
で
近
視
眼
的
な
経
済
官
僚
の
対
外
ス
ピ
ー
カ
ー
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
わ
が
国
が
国
際
経
済
問
題
に
つ
い
て
つ
ね
に
世
界
の
指
弾
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
く
に
経
済

問
題
、
経
済
援
助
問
題
に
つ
い
て
政
治
家
は
対
外
的
に
巧
言
を
弄
し
た
が
る
が
、
多
く
の
場
合
官
僚
を
押
え
る
気
力
が
な
い
か
ら
実

行
が
伴
わ
な
い
。
ま
し
て
や
総
理
は
二
年
、
大
臣
は
ほ
ぼ
一
年
で
交
代
し
、
し
か
も
政
策
の
継
続
性
に
乏
し
い
か
ら
世
界
各
国
の
対
日

不
信
は
っ
の
る
ば
か
り
で
あ
る
。
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
て
は
、
〃
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
″
な
ど
と
て
も
望
め
な
い
。

わ
が
国
が
〃
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
″
を
と
る
う
え
で
の
障
害
は
上
述
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
い
。
い
わ
ば
八
方
ふ
さ
が
り
と

い
う
べ
き
状
況
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
障
害
を
排
除
し
な
い
か
ぎ
り
、
〃
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
〃
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
前
に
、

外
交
政
策
へ
の
提
言
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世
界
の
平
和
な
く
し
て
わ
が
国
の
安
全
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
世
界
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
が
わ
が
国

の
安
全
保
障
に
役
立
つ
。
わ
が
国
は
政
治
外
交
に
お
い
て
も
経
済
外
交
に
お
い
て
も
、
こ
の
認
識
に
立
っ
て
施
策
を
進
め
ね
ば
な
ら
‘

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
治
家
の
責
任
感
、
官
僚
の
反
省
、
そ
れ
に
マ
ス
コ
ミ
の
覚
醒
が
絶
対
的
な
条
件
で
あ
る
。
わ
が
国
の
自

由
民
主
主
義
が
破
滅
す
れ
ば
、
政
治
家
た
る
特
権
も
、
官
僚
の
権
限
と
ナ
ワ
張
り
も
、
〃
日
本
株
式
会
社
″
も
、
そ
し
て
自
由
な
マ

ス
コ
ミ
も
、
す
べ
て
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
機
を
失
せ
ず
変
革
に
取
り
組
む
こ
と
が
関
係
者
す
べ
て
の
利
益
で
あ
る
。

わ
が
国
が
真
に
近
代
化
し
た
先
進
国
に
な
り
、
自
由
世
界
の
有
力
な
一
員
で
あ
る
と
の
自
覚
の
も
と
に
誠
心
誠
意
の
外
交
を
行
な

う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
問
題
は
政
治
家
、
マ
ス
コ
ミ
、
国
民
と
い
う
広
範
な
層
に
関
連
す
る
し
、
外
交
と
は
い
う
も
の
の
実
質
的
に
は
内
政
を
対
象

と
す
る
か
ら
、
そ
の
解
決
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
最
近
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
〃
緊
張
緩
和
″
の
ベ
ー
ル
の
裏
に
か
く

さ
れ
て
い
た
き
び
し
い
世
界
の
姿
が
あ
り
の
ま
ま
国
民
に
知
ら
さ
れ
る
条
件
が
整
い
、
ま
た
世
界
に
お
け
る
わ
が
国
の
好
ま
し
か
ら

ざ
る
評
価
が
次
第
に
国
民
の
関
心
を
呼
び
起
し
つ
つ
あ
る
情
勢
は
、
日
本
外
交
の
再
出
発
に
ど
っ
て
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
の
よ
う

に
思
え
る
。

な
い
◎

わ
が
国
が
〃
平
和
の
蝋
乱
者
″
と
し
て
世
界
中
か
ら
袋
叩
き
に
あ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
日
米
安
保
条
約
が
〃
名
存
実
亡
〃
に
な

ら
ぬ
と
は
断
言
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
が
国
は
ま
ず
、
総
合
安
全
保
障
政
策
の
見
地
か
ら
外
交
の
基
盤
を
刷
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
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言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
現
在
、
先
進
工
業
国
で
は
有
数
の
軍
事
小
国
で
あ
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
周
囲

に
悪
意
に
み
ち
た
（
あ
る
い
は
、
そ
の
国
な
り
の
正
義
に
み
ち
た
）
国
が
あ
り
、
攻
撃
を
し
か
け
て
く
れ
ば
、
ひ
と
た
ま
り
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
日
本
は
現
在
、
世
界
で
有
数
の
経
済
大
国
で
あ
る
。
Ｇ
Ｎ
Ｐ
世
界
第
二
の
活
力
源
は
、
ほ
と
ん
ど
一
○
○
％

対
外
貿
易
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
軍
事
的
に
は
ピ
グ
ミ
ー
で
、
経
済
的
に
は
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
で
あ
る
日
本
は
、
そ
れ
だ
け
で
ぶ
よ
ぶ
よ
し
て
脆
弱
き
わ

ま
り
な
い
の
に
、
自
分
の
周
囲
が
ど
の
よ
う
に
動
く
か
と
い
う
こ
と
を
意
地
悪
く
観
察
し
よ
う
と
し
な
い
し
、
自
分
が
ど
の
方
向
に

行
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
説
明
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
情
報
を
と
っ
た
り
、
流
し
た
り
す
る
こ
と
は
「
悪
い
こ
と
」
と
い
う
ふ
う
に

日
本
人
は
頭
か
ら
き
め
つ
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

情
報
と
い
う
と
す
ぐ
、
諜
報
、
ス
パ
イ
、
謀
略
、
戦
時
中
の
情
報
局
と
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
し
、
し
た
が
っ
て
日
本
人
は
か
な

り
強
い
情
報
ア
レ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
情
報
ア
レ
ル
ギ
ー
は
国
家
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
、
市
民
生
活
レ
ベ
ル
や
社

会
レ
ベ
ル
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
情
報
を
も
っ
て
は
い
け
な
い
（
た
と
え
ば
、
西
山
事
件
の
風
土
）
の
で
あ
っ
て
、
一
般

市
民
や
会
社
が
情
報
を
も
つ
こ
と
は
、
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
、
奨
励
す
ら
さ
れ
る
。

市
民
レ
ベ
ル
で
は
、
上
智
大
学
の
ク
ラ
ー
ク
客
員
教
授
の
言
う
よ
う
に
、
「
田
ん
ぽ
の
水
を
共
有
す
る
農
夫
の
ご
と
く
」
情
報
が

う
さ
ぎ
（
日
本
）
の
耳
は
短
い

(3)

情
報
戦
略
の
確
立



共
有
さ
れ
る
。
ど
の
街
の
ど
の
主
婦
に
し
て
も
、
数
あ
る
魚
屋
や
八
百
屋
の
、
ど
の
店
が
安
く
て
新
鮮
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
情

報
は
生
活
の
知
恵
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
活
に
直
結
す
る
情
報
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
ミ
グ
妬
で
や
っ
て
来
た
ベ
レ
ン

コ
は
、
マ
ッ
ハ
い
く
つ
の
飛
行
機
と
シ
マ
シ
マ
・
パ
ン
ツ
を
日
本
に
残
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
去
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
極
端

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
主
婦
も
総
理
大
臣
も
ほ
ぼ
同
質
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

会
社
レ
ベ
ル
に
し
て
も
、
や
は
り
ク
ラ
ー
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
日
本
社
会
に
感
度
の
よ
い
銅
線
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

交
る
」
か
の
よ
う
に
、
一
度
日
本
へ
入
っ
た
情
報
は
、
電
流
の
ご
と
く
グ
ル
グ
ル
と
一
巡
す
る
。
ど
の
商
社
も
メ
ー
カ
ー
も
、
世
界
中

外注
の
テ
レ
ッ
ク
ス
や
電
話
回
線
を
フ
ル
回
転
さ
せ
、
世
界
市
場
に
関
す
る
そ
の
日
、
そ
の
日
の
情
報
を
集
め
ま
く
っ
て
い
る
。
日
本
経

麺
済
発
展
の
秘
密
は
実
は
こ
こ
に
あ
る
。
情
報
は
会
社
の
生
命
で
あ
る
。

す応
国
家
レ
ベ
ル
に
な
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
は
そ
の
国
の
舵
取
り
厨
○
ぐ
の
目
）
を
す
る
も
の
厨
○
く
の
目
ョ
の
コ
ユ
で
あ
る
か
ら
、

適陣
当
然
、
よ
り
多
く
の
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
情
報
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
や
ソ
連
の

鵬
書
記
長
に
は
、
ど
の
企
業
の
誰
よ
り
も
、
ど
の
市
民
の
誰
よ
り
も
、
多
く
て
良
質
の
情
報
が
集
ま
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
一
国

際国
の
長
は
、
そ
の
情
報
を
頼
り
に
国
の
舵
取
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

章
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
首
相
や
政
府
が
持
つ
情
報
は
せ
い
ぜ
い
企
業
と
同
一
（
企
業
体
に
よ
っ
て
は
政
府
よ
り
、
多
く
て
良

第

質
の
情
報
を
も
つ
の
も
あ
ろ
う
）
か
、
や
や
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
一
市
民
も
首
相
も
そ
う
か
わ
り
な
い
、
ず
ん
胴
型
の
情
報
分
布
で

部Ｉ潮
あ
る
（
そ
れ
に
比
べ
て
、
米
ソ
で
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
情
報
分
布
）
・
そ
し
て
、
西
山
事
件
に
も
み
る
よ
う
に
、
政
府
が
あ
ま
り

妬
情
報
を
も
つ
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
今
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

Ｚ
し
か
し
、
こ
の
激
動
す
る
国
際
情
勢
に
あ
っ
て
、
日
本
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
政
府
あ
る
い
は
日
本
の
政
策
決
定



死
者
が
よ
り
多
く
の
情
報
と
よ
り
良
質
の
情
報
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
に
、
軍
事
的
に
は
ピ
グ
ミ
ー
で
経
済
的

Ｚ
に
は
》
ン
ヤ
ィ
ア
ン
ッ
で
あ
る
脆
弱
な
国
は
で
き
る
だ
け
周
囲
の
動
き
を
、
よ
く
早
く
、
よ
り
的
確
に
察
知
し
て
、
「
火
の
粉
が
ふ
り

か
か
る
」
前
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
弱
い
う
さ
ぎ
の
耳
は
長
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
日
本
の
ア
ン
テ
ナ

と
レ
ー
ダ
ー
は
低
く
短
く
、
感
度
も
悪
い
。

ま
ず
冒
厭
医
用
ロ
。
①
の
方
で
あ
る
が
、
政
策
決
定
者
が
最
大
の
良
質
の
情
報
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
外
交
が
あ
て
ず
つ
ぽ
う
に

な
る
。
日
米
繊
維
交
渉
や
日
ソ
漁
業
交
渉
や
日
中
国
交
回
復
の
時
が
そ
う
で
、
相
手
側
や
第
三
国
が
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
と
い
う
情
報
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
最
初
は
相
手
側
や
第
三
国
の
「
善
意
」
を
信
じ
て
、
「
腹
を
割
っ
て
話
せ
ば

わ
か
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
」
と
き
め
て
甘
い
姿
勢
で
交
渉
に
臨
む
。
す
る
と
相
手
側
や
第
三
国
が
意
外
に
強
硬
で
あ
る
た
め
に
退
散

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
時
、
新
聞
が
「
相
手
国
の
に
べ
な
い
態
度
」
を
報
ず
る
と
、
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
に
一
億
が
総
力
シ
カ

す
る
。
日
本
が
相
手
の
出
方
を
見
き
わ
め
る
情
報
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
な
い
で
、
相
手
側
や
第
三
国
の
「
話
が
わ

か
ら
な
い
」
態
度
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
相
手
国
や
第
三
国
に
「
顔
な
じ
み
」
の
大
物
や
黒
幕
が
暗
躍
し
て
相
手
国
や

第
三
国
へ
行
き
、
「
お
土
産
」
と
し
て
日
本
側
の
情
勢
を
ど
ん
ど
ん
流
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
何
ら
の
「
手
土
産
」
を
も
ら
わ
ず

情
報
に
は
二
種
類
あ
る
。
受
け
と
る
情
報
（
言
苛
冒
開
口
ｏ
の
）
と
与
え
る
情
報
（
旨
き
周
ョ
“
三
○
コ
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
情
報

す
な
わ
ち
良
質
の
情
報
を
収
集
し
、
良
質
の
情
報
、
つ
ま
り
日
本
に
関
す
る
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
海
外
に
輸
出
す
る
こ
と
が
、
日
本
は

き
わ
め
て
下
手
で
あ
る
。

国
家
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
不
十
分
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も
う
一
つ
の
情
報
、
日
本
の
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
海
外
に
与
え
る
旨
さ
旬
ョ
画
急
○
コ
も
十
分
で
な
い
。
梅
棹
教
授
は
、
日
本
が
ま
る
で

「
た
だ
黙
々
と
恐
ろ
し
い
兵
器
を
つ
く
っ
て
い
る
、
０
０
７
の
ド
ク
タ
ー
・
ノ
ウ
の
島
の
よ
う
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
日
本
ほ

ど
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
し
た
い
努
力
を
せ
ず
、
海
外
に
釈
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
し
な
い
国
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
で
同
じ
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
人
に
理
解
さ
れ
、
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
毎
年

膨
大
な
費
用
を
使
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
国
民
的
性
格
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
時
間
感
覚
、
日
本
人
の
工
夫
や
発
明
を
宣
伝
し
よ
う

と
し
な
い
。
日
本
国
内
で
こ
れ
ほ
ど
宣
伝
が
発
達
し
て
い
る
の
に
、
日
本
を
海
外
に
宣
伝
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
無
制
限
に

日
本
の
商
品
や
観
光
旅
行
団
（
た
ち
の
わ
る
い
旅
行
者
）
を
送
り
出
し
て
は
、
や
た
ら
と
反
日
感
情
を
培
養
す
る
。

実
情
で
あ
る
。

逆
に
空
手
形
ま
で
き
っ
て
、
「
自
分
に
任
せ
て
も
ら
え
ば
、
何
と
か
話
を
ま
と
め
て
み
せ
る
」
と
言
い
き
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
そ
し

て
、
知
恵
の
な
い
交
渉
を
く
り
か
え
し
て
、
つ
い
に
は
、
「
大
所
高
所
」
か
ら
考
え
て
、
「
涙
を
の
ん
で
」
相
手
側
や
第
三
国
の
提

案
を
う
け
い
れ
る
。
最
後
は
、
た
だ
そ
の
敗
戦
処
理
に
政
府
が
い
そ
し
む
だ
け
で
あ
る
。

や
や
カ
ル
ヵ
チ
ュ
ァ
し
て
述
べ
た
が
、
情
報
が
十
分
で
な
い
ゆ
え
に
、
日
本
の
国
益
は
か
な
り
の
損
失
を
蒙
っ
て
き
て
い
る
の
が

日
本
丸
は
、
ヨ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
で
、
上
下
の
ゆ
れ
（
国
内
の
シ
ョ
ッ
ク
）
に
は
強
い
が
、
左
右
の
横
の
ゆ
れ

ツ
ク
）
に
は
弱
い
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
ま
ず
情
報
収
集
が
十
分
で
な
い
点
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
が
欠
如

（
外
国
の
シ
ョ



鉛
反
日
感
情
は
、
東
南
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｃ
諸
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
近
東
、
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
で
も
強
ま
っ
て
い

Ｉ
る
。
そ
し
て
、
「
失
業
を
輸
出
す
る
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
日
米
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
「
公
害
を
世
界
に
ば
ら
ま
く
国
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
ソ
連
と
の
漁
業
交
渉
に
反
映
す
る
。

日
本
の
政
府
は
、
こ
う
し
た
反
日
感
情
を
や
わ
ら
げ
、
ド
ク
タ
ー
・
ノ
ウ
の
島
の
無
気
味
さ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
日
本
か
ら

良
質
の
情
報
を
海
外
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
情
報
諸
機
関
の
充
実
化
を
提
案
し
た
い
。
充
実
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
二
つ
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。

⑩
第
一
の
段
階
は
、
既
存
の
情
報
諸
機
関
の
拡
充
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
に
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
外
務
省
（
日
本
国
際
問

題
研
究
所
や
中
東
調
査
会
を
含
む
）
、
総
理
府
内
閣
調
査
室
、
通
産
省
（
政
策
科
学
研
究
所
や
貿
易
研
修
セ
ン
タ
ー
を
含
む
）
、
防
衛

庁
（
防
衛
研
修
所
を
含
む
）
な
ど
が
あ
る
が
、
日
本
が
当
面
必
要
と
し
て
い
る
情
報
の
収
集
や
提
供
に
十
分
貢
献
し
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
第
四
次
中
東
戦
争
の
見
通
し
、
イ
ラ
ン
の
情
勢
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
シ
ベ
リ
ア
開
発
な
ど
に
み
る
よ
う
に
、

き
わ
め
て
不
十
分
な
断
片
的
な
情
報
の
収
集
し
か
果
た
し
て
い
な
い
。
情
報
の
海
外
で
の
提
供
は
、
外
務
省
の
大
使
館
が
果
た
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
田
中
元
首
相
の
東
南
ア
ジ
ア
訪
問
中
の
暴
動
に
み
る
よ
う
に
、
き
め
こ
ま
か
い
情
報
の
提
供
が
現
地

で
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
既
存
の
機
関
を
充
実
し
て
、
こ
の
機
関
に
十
分
な
構
造
と
機
能
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
う

し
た
各
機
関
が
ナ
ワ
張
り
意
識
を
捨
て
、
相
互
の
交
流
（
情
報
お
よ
び
人
的
交
流
）
が
ス
ム
ー
ス
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
制
度
を
採

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｃ
の
創
設
を
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②
そ
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
第
二
段
階
と
し
て
、
日
本
国
家
の
総
合
的
な
情
報
収
集
・
提
供
・
判
断
機
関
と
し
て
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｃ
角
昌
の
弓
１

．
画
ご
○
ご
巴
冒
ｇ
ご
侭
の
。
。
の
。
己
蜀
さ
司
冒
四
戴
○
コ
ｏ
の
具
の
こ
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
昔
の
情
報
省
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ

を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
新
し
い
名
称
が
の
ぞ
ま
し
い
。
そ
の
際
、
日
本
国
民
の
情
報
ア
レ
ル
ギ
ー
を
少
し
で
も
解
消
さ
せ
る
た
め
に

情
報
の
収
集
と
提
供
は
、
海
外
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
内
に
関
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
し
た
意
味
か
ら
旨
爾
日
呂
ｇ
巴
を
冠
し
た
わ
け
で
あ
る
。
海
外
に
限
定
し
て
も
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
や
Ｋ
Ｇ
Ｂ
の
も
つ
暗
い
面
を
ど
の
よ

う
に
払
拭
す
る
か
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

択
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
情
報
諸
機
関
の
充
実
の
た
め
に
は
、
そ
の
人
材
の
供
給
源
で
あ
る
大
学
お
よ
び
大
学
院
に
お
い
て
地

域
研
究
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
。
地
域
研
究
は
ア
メ
リ
カ
で
も
ソ
連
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
き
わ
め
て
軽

視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

後
述
す
る
第
五
章
第
五
節
「
太
平
洋
大
学
へ
の
提
言
」
太
平
洋
大
学
の
機
構
は
こ
の
反
省
の
上
に
提
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
ま
ず
第
一
に
、
大
学
レ
ベ
ル
で
語
学
の
強
化
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
英
語
だ
け
で
は
な
く
、
英
語
以
外
に
も
う
一
カ

国
語
（
ベ
ト
ナ
ム
語
で
も
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
も
よ
い
）
は
、
読
み
書
き
、
か
つ
話
せ
る
よ
う
な
養
成
シ
ス
テ
ム
を
各
大
学
が
と
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
現
地
へ
育
英
資
金
な
ど
で
送
り
込
む
の
も
よ
か
ろ
う
。
外
国
を
研
究
す
る
に
は
、
そ
の
国
の
語
学
は
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
道
具
で
あ
る
。

地
域
研
究
の
充
実
を



”
し
か
る
に
語
学
を
集
中
的
に
学
生
に
マ
ス
タ
ー
さ
せ
る
大
学
は
、
東
京
外
大
、
上
智
大
、
大
阪
外
大
な
ど
ご
く
わ
ず
か
の
大
学
し

Ｉ
か
な
い
。
そ
の
他
の
大
学
の
ほ
と
ん
ど
は
、
い
わ
ば
教
養
語
学
で
、
「
ち
ょ
っ
と
か
じ
っ
た
」
程
度
に
す
ぎ
ず
、
学
問
的
な
研
究
の

道
具
と
し
て
使
え
る
代
物
で
は
な
い
。
そ
れ
も
、
社
会
科
学
の
言
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
の
で
は
な
く
、
文
学
的
な
言
語
の
マ
ス
タ
ー

に
終
始
す
る
た
め
に
、
地
域
研
究
を
め
ざ
す
若
者
が
出
て
来
な
い
。

②
地
域
研
究
を
す
る
た
め
に
は
、
語
学
の
つ
ぎ
に
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
マ
ス
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
法
学
と
か
政
治
学
と

か
経
済
学
と
か
の
ひ
と
つ
の
デ
ィ
シ
．
プ
リ
ン
で
は
地
域
研
究
は
不
可
能
で
あ
る
。
マ
ル
チ
・
デ
イ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
の
知
識
、
学
際
学

的
な
教
養
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
旧
来
の
縦
割
り
型
の
日
本
の
大
学
で
は
、
そ
の
必
要
性
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
。

筑
波
大
や
大
阪
大
や
国
際
商
科
大
で
試
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
な
、
学
際
学
的
な
学
部
、
学
科
、
教
員
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
が
必
要
で

側
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
大
学
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
現
在
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
経
済
を
専
攻
し
た
学
生
よ
り
も
、
経
済
原
論

や
商
学
概
論
を
専
攻
し
た
学
生
の
方
が
、
大
学
の
ポ
ス
ト
に
つ
き
や
す
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
連
研
究
と
か
東
南
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う

講
座
は
、
ご
く
例
外
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
大
学
に
は
な
い
。
よ
し
ん
ば
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
教
員
は
、
政
治
学
を
主
に
教

え
な
が
ら
、
特
殊
講
義
と
し
て
教
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
政
治
学
全
般
と
し
て
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
学

の
ポ
ス
ト
を
、
せ
め
て
ア
メ
リ
カ
（
た
と
え
ば
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
）
や
ソ
連
（
た
と
え
ば
、
国
際
関
係
大
）
の
程
度
に
、
地
域
研
究

あ
る
。

あ
る
。

⑧
大
学
院
レ
ベ
ル
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
経
済
原
論
や
法
学
概
論
を
専
攻
さ
せ
る
の
で
は
な
く
（
そ
う
い
う
大
学
院
生
は
、
少
し

は
い
て
も
よ
・
い
が
）
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
経
済
と
か
中
国
の
法
律
と
か
、
地
域
研
究
に
根
ざ
し
た
専
門
家
の
養
成
に
つ
と
め
る
べ
き
で

、
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の
講
座
を
置
き
、
そ
の
専
任
ス
タ
ッ
フ
を
置
い
て
も
ら
い
た
い
。

⑤
ま
た
、
各
大
学
に
研
究
所
が
付
設
さ
れ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
京
大
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
や
北
大
の
ス
ラ
ブ
研
究

施
設
や
上
智
大
の
国
際
関
係
研
究
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
ど
の
大
学
も
が
、
ア
メ
リ
カ
研
究
所
、
カ
ナ
ダ
研
究
所
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

研
究
所
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
所
な
ど
を
付
設
す
る
よ
う
な
方
向
に
努
力
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改
革
が
な
さ
れ
れ
ば
、
か
な
り
情
報
に
強
い
日
本
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
言
昏
甸
ョ
画
ご
ｏ
具
与
え
る
情
報
）
の
こ
と
だ
が
、
日
本
の
ど
こ
か
に
（
京
都
で
も
よ
い
し
沖
縄
で
も
よ
い
）
、
日
本

研
究
所
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
外
国
の
日
本
に
関
す
る
関
心
は
、
生
け
花
や
桜
や
富
士
山
の
段
階
で
は
な
い
・
日
本
人
の
性
格
、

暮
ら
し
、
政
治
・
経
済
・
外
交
、
考
え
方
な
ど
を
知
ろ
う
と
、
毎
年
多
く
の
研
究
者
が
日
本
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
人
び
と
に
的
確

な
知
識
を
与
え
、
そ
の
学
問
的
要
求
を
み
た
し
て
や
る
こ
と
は
、
日
本
が
海
外
で
十
分
に
知
ら
れ
る
近
道
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
外
国
に
日
本
セ
ン
タ
ー
を
数
多
く
つ
く
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
日
本
で
七
つ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
タ
ー

を
も
っ
て
、
日
本
の
学
究
に
便
宜
を
計
っ
て
く
れ
て
い
る
が
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
世
界
第
二
位
の
日
本
は
、
せ
め
て
そ
の
半
分
の
日
本
セ
ン
タ

ー
を
ア
メ
リ
カ
に
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
緊
急
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
作
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
ド
ク
タ
ー
・
ノ
ウ
の
島
と
お
そ
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
強
ま
る
反
日
感
情
も
か
な
り
払
拭
で
き
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
国
に
今
一
番
重
要
で
、
一
番
欠
け
て
い
る
の
は
、
冒
蔚
二
肩
の
．
○
の
（
受
け
と
る
情
報
）
と
旨
さ
旬
ョ
脚
威
○
コ
（
与
え
る
情
報
）

と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
つ
か
さ
ど
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。



第
二
章
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合
安
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保
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政
策



鯉Ｚ
一
、
新
し
い
防
衛
哲
学
の
確
立

最
近
「
安
全
保
障
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
三
十
数
年
、
今
ほ
ど
積
極
的
に
論
議
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
、
ミ
グ
妬
事
件
、
米
軍
の
韓
国
引
揚
げ
、
栗
栖
発
言
等
が
つ
づ
い
て
、
急
速
に
関
心
が
高
ま
っ
た
ら
し
い
。

不
思
議
な
も
の
で
、
「
安
保
」
と
い
う
用
語
は
、
元
来
〈
安
全
保
障
〉
の
略
語
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
簡
略
漢
語
好
き
の
民
族
が
、
い
ま
好
ん
で
口
に
す
る
の
は
〈
安
全
保
障
〉
で
あ
っ
て
、
決
し
て
〈
安
保
〉
で
は
な
い
。
長
い
あ

い
だ
続
い
た
〈
日
米
安
保
条
約
〉
に
対
し
て
く
り
返
さ
れ
た
非
難
の
匂
い
が
付
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
１
１
〈
安

全
保
障
〉
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉
の
正
当
な
意
味
で
甦
り
は
じ
め
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
一
方
で
、
そ
れ
が
一
種
の
流
行
語
の
ご
と
く
、
好
ん
で
し
ば
し
ば
人
の
口
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
、
〈
戦
争
〉
あ

る
い
は
〈
防
衛
〉
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
観
念
の
変
化
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
混
乱
が
著
し
く
目
立
っ
て
き
た
こ
と
も
否
定
で
き

な
い
◎

安
全
保
障
論
の
混
迷

(1)か
つ
て
は
〈
進
学
戦
争
〉
〈
交
通
戦
争
〉
〈
物
価
戦
争
〉
な
ど
と
並
ん
で
、
単
な
る
比
嶮
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
〈
経
済
戦
争
〉

戦
争
概
念
の
変
化
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〈
貿
易
戦
争
〉
〈
資
源
戦
争
〉
〈
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
争
〉
〈
通
貨
戦
争
》
な
ど
の
言
葉
が
単
な
る
比
愉
以
上
の
切
実
な
意
味
を
持
つ
よ
う

に
な
り
、
時
に
戦
争
の
実
体
そ
の
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
油
は
戦
略
兵
器
だ
」
と
い
い
、
「
食
糧
も
戦
略
兵
器
と

し
て
使
え
る
」
と
考
え
、
「
中
国
近
代
化
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
、
即
軍
事
援
助
だ
」
と
言
っ
て
み
た
り
す
る
。
つ
ま
り
戦
争
の
観
念
を

非
武
力
の
領
域
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
安
全
保
障
の
思
想
は
成
立
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
ら
し
い
。

「
自
然
は
芸
術
を
模
倣
す
る
」
と
い
っ
た
の
は
ワ
イ
ル
ド
だ
が
、
も
し
か
す
る
と
「
戦
争
は
戦
争
思
想
を
模
倣
す
る
」
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
仮
に
「
戦
争
論
」
（
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ヅ
）
と
い
う
戦
争
思
想
の
著
が
な
か
っ
た
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
以

後
の
戦
争
が
あ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
展
開
し
た
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
第
二
次
大
戦
は
彼
の
絶
対
戦
争
説
の
自
己
実

現
と
見
て
も
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
１
１
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
〈
安
全
保
障
〉
の
発
想
転
換
は
一
つ
の
戦
争

思
想
の
変
化
で
あ
り
、
予
想
以
上
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

§

だ
が
そ
れ
は
く
い
ま
だ
思
想
と
し
て
は
幼
く
、
理
論
と
し
て
も
纏
ま
り
を
持
た
ず
、
漠
然
と
し
た
一
つ
の
雰
囲
気
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
、
も
し
〈
安
全
保
障
〉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
理
論
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
わ
ず
か
に
「
そ
れ
は
武
力
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
一
言
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
・

こ
の
唯
一
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
経
済
だ
と
か
、
外
交
だ
と
か
、
あ
る
い
は
思
想
だ
と
か
、
思
い
思
い
に
、

そ
れ
こ
そ
〃
全
方
位
″
に
バ
ラ
バ
ラ
の
安
全
保
障
論
を
展
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
は
（
尻
尾
を
つ
か
ま
せ
な
い
と
い
う
意
味
で
）
は
な
は
だ
便
利
な
語
法
で
あ
る
が
、
か
な
り

卑
怯
で
無
限
に
暖
昧
な
規
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
の
限
定
的
否
定
語
法
は
、
「
で
は
、
一
体
そ
れ
は
何
な
の

だ
？
」
と
い
う
意
欲
的
疑
問
に
は
答
え
よ
う
と
せ
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
意
欲
の
芽
を
刈
り
と
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
だ
け
で

Ｉ

山

田



％
な
い
」
は
、
た
し
か
に
何
か
を
言
っ
て
い
る
。
だ
が
何
事
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
な
の
で
あ
る
。

Ｚ
し
た
が
っ
て
現
在
、
「
武
力
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
〈
安
全
保
障
〉
の
規
定
の
仕
方
が
、
一
．
方
で
は
「
武
力
が
主
体
」
で
、
そ

れ
に
若
干
の
非
武
力
的
手
段
が
協
力
す
る
こ
と
、
と
解
釈
さ
れ
、
他
の
一
方
で
は
、
「
少
な
く
と
も
主
体
は
非
武
力
の
方
法
に
替
っ

た
」
と
し
て
武
力
の
極
小
を
求
め
る
、
二
つ
の
正
反
対
の
発
想
を
生
む
原
因
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
我
田
引
水
的
対
立
、
論
争
の
く

り
か
え
し
に
よ
る
混
乱
と
論
理
の
停
滞
、
不
毛
が
現
状
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
国
会
に
お
け
る
安
全
保
障
（
防
衛
）
論
争
が
そ
の

「
武
力
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
不
毛
の
迷
路
か
ら
脱
出
し
て
、
「
だ
け
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
何
だ
」
を
真
剣
に
考
え

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
も
思
い
つ
き
と
短
絡
す
る
の
で
な
く
、
一
個
の
理
論
体
系
で
あ
り
得
る
よ
う
な
思
索
を
積
み
重
ね
て
行
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
否
定
法
や
思
い
つ
き
で
結
論
で
き
る
よ
う
な
単
純
明
快
な
作
業
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
戦

争
の
「
何
が
」
「
い
か
に
」
変
わ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
理
由
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

典
型
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
特
徴
の
第
一
は
、
観
念
上
、
戦
争
の
完
壁
な
か
た
ち
は
絶
対
戦
争
に
あ
る
と
し
、
敵
の
抵
抗
力
を
完
全
に
奪
う
武
力
鐡
滅
戦

に
総
力
を
あ
げ
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ほ
ど
割
り
切
れ
て
明
快
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
戦
争
ま
で
を
支
配
し
た
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
戦
争
思
想
は
、
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
全
く
う
ら
や
ま
し

古
典
的
戦
争
原
理
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「
戦
争
で
な
い
」
こ
と
が
平
和
で
あ
り
、
「
平
和
で
な
い
」
こ
と
が
戦
争
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
ほ
ど
の
ひ
ね
く
れ
者
で

も
「
戦
争
と
次
の
戦
争
と
の
間
の
中
間
休
止
期
間
を
平
和
と
い
う
」
と
定
義
し
た
程
度
で
、
両
者
の
確
然
た
る
二
分
法
が
観
念
上
も

実
際
上
も
生
き
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

特
徴
の
第
四
は
、
し
た
が
っ
て
、
政
治
と
戦
争
の
二
分
法
が
原
理
と
し
て
普
遍
的
に
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
戦
争
は

他
の
手
段
を
も
っ
て
す
る
政
治
で
あ
る
」
と
い
う
周
知
の
テ
ー
ゼ
も
決
し
て
二
分
法
に
疑
い
を
持
た
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
他

の
手
段
」
と
言
う
だ
け
で
、
自
明
に
政
・
戦
の
区
別
を
納
得
し
得
た
幸
福
な
古
典
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。

特
徴
の
第
五
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
の
言
う
「
暴
力
の
無
限
界
相
互
発
展
」
の
原
理
が
戦
争
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
支
配
す
る
基
本

原
理
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

１
１
以
上
の
五
つ
が
、
第
二
次
大
戦
ま
で
の
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
戦
争
思
想
か
ら
引
き
出
す
こ
と
の
出
来
る
主
要
な
特

徴
で
あ
る
。
十
九
世
紀
的
な
整
合
性
を
持
っ
た
、
端
正
な
理
論
体
系
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

特
徴
と
し
て
挙
げ
た
、
以
上
五
つ
の
条
項
の
う
ち
、
最
後
の
「
無
限
界
発
展
」
の
理
論
は
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
敵
の
力
が
５
な
ら
、
そ
れ
に
勝
る
６
～
７
の
力
を
も
っ
て
立
ち
向
い
、
そ
れ
に
対
し
て
敵
は
８
～
９
の
力
を
出
そ
う
と
す
る
は

あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
勝
敗
の
か
た
ち
と
意
味
と
が
明
噺
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
口
に
言
っ
て
、
観
念
上
勝
者
は
敗
者
に
対
す
る

オ
ー
ル
マ
ィ
テ
ィ
な
支
配
者
で
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味
も
無
条
件
で
押
し
つ
け
得
る
し
、
い
か
な
る
条
件

も
強
制
で
き
る
、
と
い
う
の
が
〈
勝
・
敗
〉
の
原
則
と
さ
れ
素
朴
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
と
い
え
る
。

第
三
の
特
徴
は
、
戦
争
と
平
和
が
明
確
に
二
分
さ
れ
、
対
立
的
な
二
つ
の
範
晴
で
あ
る
こ
と
を
何
び
と
も
疑
わ
な
か
っ
た
こ
と
で



兜
ず
だ
、
そ
れ
に
対
し
て
ま
た
：
：
・
・
」
と
い
う
ふ
う
に
観
念
上
限
界
の
な
い
相
互
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
戦
争
の
暴
力
を
支
配
す
る

Ｚ
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
理
学
の
慣
性
の
（
あ
る
い
は
加
速
度
の
）
法
則
に
似
て
い
な
い
で
も
な
い
。

だ
が
、
い
わ
ば
真
空
・
無
重
力
と
も
い
う
べ
き
状
態
で
だ
け
実
現
し
得
る
こ
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
原
理
は
、
現
実
の
諸
条
件
の

抵
抗
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
物
量
・
技
術
・
流
通
そ
の
他
現
実
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
や
が
て
相
争
う
一
方
が
よ
り
早
く

限
界
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
図
式
の
中
か
ら
「
勝
敗
の
明
確
性
」
と
「
絶
対
戦
争
の
思
想
」
と
い
う
特
徴
の
第
一
と
第
二
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
果
て
に
、
一
方
が
現
実
に
力
を
出
し
尽
し
た
時
、
わ
ず
か
で
も
余
力
を
残
す
優
者
は
す
べ
て
を
得
、
劣
者

は
す
べ
て
を
失
う
、
オ
ー
ル
・
オ
ァ
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
形
で
決
着
が
つ
く
、
と
い
う
の
が
〈
勝
敗
〉
の
原
理
で
あ
っ
た
。
一
％
の
余

力
が
一
○
○
％
の
支
配
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
勝
敗
は
明
確
で
あ
り
、
そ
し
て
と
も
か
く
一
つ
の
解
決
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

絶
対
戦
争
の
思
想
は
、
こ
の
「
暴
力
の
相
互
無
限
界
発
展
」
の
原
理
を
完
全
に
忠
実
に
実
現
せ
ん
と
す
る
戦
争
思
想
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
観
念
上
、
物
量
・
技
術
・
流
通
そ
の
他
の
制
約
を
無
限
に
排
除
し
て
、
暴
力
が
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
に
従
わ

ん
と
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
現
実
に
は
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
原
理
の
完
全
な
る
実
現
へ
無
限
に
接
近
せ
ん
と
す
る
こ
と

だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
磯
滅
戦
争
は
、
そ
れ
を
勝
利
に
つ
な
ぐ
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
。

明
ら
か
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
以
来
第
二
次
世
界
戦
争
ま
で
、
疑
う
余
地
の
な
い
ほ
ど
正
し
か
っ
た
こ
の
戦
争
原
理
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ

り
、
ラ
ジ
カ
ル
な
疑
問
を
突
き
つ
け
た
の
が
核
兵
器
の
出
現
だ
っ
た
。

核
兵
器
出
現
に
よ
る
戦
争
原
理
の
変
化
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原
理
に
し
た
が
っ
て
相
互
に
無
限
界
に
発
展
せ
ん
と
す
る
暴
力
は
、
必
然
的
に
核
に
行
き
つ
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
戦
争
に
意

味
が
あ
っ
た
の
は
、
と
も
か
く
勝
敗
の
決
着
が
つ
き
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
意
味
の
あ
る
解
決
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
が
、
核
は
そ

の
勝
敗
の
意
味
を
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
絶
対
破
壊
か
も
し
れ
な
い
。
解
決
よ
り
も
オ
ー
バ
ー
・
キ
ル
の
公
算
が
大
き
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
勝
利
を
無
為
に
す
る
絶
対
破
壊
が
勝
利
よ
り
先
に
訪
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
核
戦
争
あ
る
い
は
そ
れ
を
誘
発
す
る
可
能
性
の
大
き
い
戦
争
は
非
常
に
や
り
に
く
く
な
り
、
エ
ス
カ
レ

ー
ト
の
原
理
は
強
い
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
抑
止
力
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
暴
力
の
第
一
原
理
と
も
い

う
べ
き
無
限
界
相
互
発
展
の
原
理
が
行
き
つ
い
た
「
核
」
、
そ
の
核
か
ら
生
ま
れ
た
、
第
二
原
理
と
も
い
う
べ
き
「
抑
止
」
、
こ
の

ふ
た
つ
の
相
反
す
る
原
理
に
よ
っ
て
暴
力
は
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
見
逃

し
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
抑
止
力
が
、
暴
力
の
発
展
過
程
の
中
で
暴
力
自
体
が
生
ん
だ
暴
力
内
部
の
新
し
い
原
理
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
暴
力
の
第
二
原
理
と
し
て
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
〃
現
代
の
戦
争
″
に
関
す
る
考
え
方
は
、
二
つ
の
原
理
に
牽
制
さ
れ
、
両
者
の
間
を
揺
れ
動
き
、
混
乱
の
中
に
あ

る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
戦
争
ら
し
い
戦
争
、
大
き
な
戦
争
が
や
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
代
わ
り
に
戦
争
ら
し
く
な
い
戦
争
、
小
さ
な
戦
争
が
発
達
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
上
、
戦
後
の
す
べ
て
の
戦

争
が
核
戦
争
に
ま
で
発
展
し
な
い
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
戦
わ
れ
て
い
る
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
戦
争
が
や
り
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
の
意
志
や
原
因
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
決
し
て
な
い
。
か
っ
て
な
ら
ば
必
然
的
に
戦
争
に
か
り
立
て
た
で
あ
ろ
う
一
般
条
件
が
、
ひ
と
か
け
ら
で
も
減
っ
た
わ
け
で
は
な

い
の
だ
か
ら
。
こ
の
と
き
、
か
っ
て
の
戦
争
に
か
わ
る
解
決
の
手
段
と
方
法
が
探
求
さ
れ
な
い
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
手



”

軽
に
、
戦
争
に
代
替
す
る
全
く
新
し
い
手
段
方
法
が
発
見
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

一
つ
の
方
向
は
武
力
行
使
の
発
想
転
換
で
あ
る
。
前
に
も
挙
げ
た
限
定
戦
争
、
局
地
戦
争
、
代
理
戦
争
、
心
理
戦
争
、
革
命
戦
争
、

ゲ
リ
ラ
戦
、
都
市
ゲ
リ
ラ
等
々
、
無
限
界
の
暴
力
発
展
衝
動
に
枠
を
は
め
、
い
や
し
く
も
絶
対
戦
争
に
発
展
し
た
り
核
戦
争
に
近
づ

く
こ
と
の
な
い
武
力
行
使
を
い
か
に
し
て
有
効
な
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

戦
後
の
戦
争
の
流
れ
は
、
あ
る
い
は
暴
力
の
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
置
い
て
考
え
て
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
核
時
代
に
お
け
る
通
常
戦
争
の
意
味
と
位
置
づ
け
は
、
こ
こ
に
発
見
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
「
旧
い
戦
争
に
か
わ
る
解
決
の
手
段
」
探
求
の
方
向
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
の
発
想
転
換
は
、

武
力
以
外
の
政
治
・
外
交
・
経
済
・
思
想
な
ど
の
領
域
に
、
戦
争
の
代
替
を
求
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
好
む
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
非

武
力
手
段
は
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
武
力
戦
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
非
武
力

手
段
が
引
き
う
け
ね
ば
な
ら
ず
、
戦
争
が
担
当
し
た
国
家
意
志
を
非
武
力
手
段
が
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
口
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
非
武
力
手
段
の
戦
争
化
と
考
え
て
も
い
い
し
、
逆
に
戦
争
の
非
武
力
化
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
か

く
し
て
戦
争
の
新
し
い
形
式
と
分
野
が
は
じ
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
が
平
和
（
武
力
不
行
使
と
い
う
意
味
で
）
の
た

め
の
代
償
だ
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
多
分
そ
れ
は
非
武
力
手
段
の
目
的
が
二
重
構
造
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
目
的
と
武
力
戦
争
に
代
わ
っ
て
引
き
う
け
さ
せ
ら
れ
た
目
的
と
１
１
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
二
つ
の
発
想
転
換
に
よ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
ま
で
は
き
わ
め
て
明
確
だ
っ
た
「
政
治
と
軍
事
の
二
分

法
」
は
崩
れ
、
「
戦
争
と
平
和
の
二
分
法
」
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
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い
か
な
る
革
命
の
思
想
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
共
産
主
義
の
革
命
も
ま
た
戦
い
の
思
想
で
あ
る
。
革
命
完
成
ま
で
す
べ
て
は
闘

争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
戦
争
観
の
視
点
か
ら
見
た
共
産
主
義
革
命
の
特
徴
は
、
究
極
的
に
世
界
革
命
を
目
指
す
が
故
に
、

こ
の
よ
う
な
転
換
が
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
中
心
の
「
国
防
論
」
か
ら
、
「
軍
事
だ
け
で
は
な
い
」
「
武
力
だ
け
で
は
な
い
」
と
説
く

「
安
全
保
障
」
論
へ
の
転
換
を
生
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
戦
争
思
想
の
変
化
、
あ
る
い
は
戦
争
概
念
の
変
化
と
い

っ
て
も
よ
い
。
こ
の
変
化
の
原
因
は
、
し
か
し
、
核
の
出
現
と
い
う
衝
撃
的
な
歴
史
的
事
件
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た

方
向
転
換
を
必
然
と
す
る
よ
う
な
状
況
が
核
の
は
る
か
以
前
か
ら
現
代
の
戦
争
の
中
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
、
現

代
の
安
全
保
障
思
想
の
真
の
意
味
を
理
解
し
得
な
い
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。

政
治
・
経
済
・
思
想
な
ど
の
領
域
を
戦
争
の
た
め
に
動
員
し
、
組
織
す
る
こ
と
を
明
確
に
語
り
は
じ
め
た
の
は
、
多
分
ル
ー
デ
ン

ド
ル
フ
将
軍
で
あ
る
。
彼
は
第
一
次
大
戦
の
中
か
ら
汲
み
あ
げ
た
知
恵
で
『
国
家
総
力
戦
』
と
題
す
る
一
冊
の
本
を
書
い
た
。
そ
れ

は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
の
絶
対
戦
争
の
理
念
を
現
実
に
適
用
し
た
結
論
と
い
っ
て
も
い
い
。
実
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
こ
れ
は
か

な
り
の
説
得
力
と
影
響
力
を
持
っ
た
。

こ
う
し
て
、
す
で
に
総
力
戦
の
思
想
に
よ
っ
て
十
分
そ
の
理
由
を
与
え
ら
れ
て
い
た
戦
争
観
転
換
（
武
力
だ
け
で
な
い
戦
争
）
の

傾
向
を
触
発
拡
大
し
、
拍
車
を
か
け
、
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
、
共
産
主
義
の
戦
争
観
と
の
接
触
だ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
暴
力

観
（
よ
き
暴
力
も
あ
る
）
の
上
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
の
戦
争
論
を
自
己
流
に
消
化
し
て
、
彼
ら
は
一
種
独
自
の
戦
争
観
を
形
成

し
た
。 共

産
主
義
の
戦
争
観
に
よ
る
影
響
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こ
の
二
つ
の
特
質
か
ら
、
共
産
主
義
革
命
に
お
い
て
は
暴
力
・
武
力
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
る
闘
争
が
心
理
的
常
態
で
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
原
則
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
近
代
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
戦
争
観
が
異
常
と
考
え
る
状
態
が
、
彼
ら
に
お
い
て
は
通

常
・
正
常
な
の
で
あ
る
。
原
則
的
に
言
え
ば
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
「
搾
取
な
き
世
界
」
が
完
成
す
る
ま
で
そ
の
よ
う
な
闘
争
は
止

ま
な
い
の
で
あ
る
↑
。
そ
の
闘
争
に
専
念
す
る
こ
と
の
み
が
真
の
平
和
へ
の
道
で
あ
り
、
戦
争
も
ま
た
本
質
的
に
は
永
い
闘
争
の
過
程

に
お
け
る
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
。
武
力
行
使
と
い
う
手
段
の
特
殊
性
は
原
則
的
に
モ
ラ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
有

効
か
ど
う
か
と
い
う
戦
術
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
武
力
非
行
使
状
態
を
平
和
と
と
り
違
え
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
共
産
主
義
者
の
戦
い
方
に
対
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
戦
争
観
は
何
ら
の
対
応
す
べ
き
方
策
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い

っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
戦
後
の
東
欧
諸
国
や
中
国
の
共
産
化
に
仰
天
し
た
の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
平
時
に
、
実
質
上
の
国
家
併
合
が

行
な
わ
れ
、
戦
争
と
同
様
な
、
そ
れ
以
上
の
侵
略
が
成
功
す
る
な
ど
と
は
夢
に
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
応
し
て
は

じ
ま
っ
た
の
が
冷
戦
で
あ
り
、
そ
の
冷
戦
こ
そ
「
戦
争
は
武
力
だ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
発
想
を
不
動
の
も
の
に
定
着
し
た
、
戦
争
思

想
の
エ
ポ
ッ
ク
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
デ
タ
ン
ト
と
い
う
耳
に
快
い
猫
な
で
声
に
も
ご
ま
か
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
相

手
が
共
産
主
義
者
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
も
ま
た
戦
い
の
形
式
の
一
つ
で
あ
る
。

永
遠
と
も
い
う
べ
き
永
い
戦
い
の
時
間
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
良
き
暴
力
」
の
論
理
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い

え
る
。
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共
産
国
家
か
ら
の
軍
事
的
脅
威
に
正
し
く
対
処
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
共
産
国
家
は
民
主
主
義
・
自
由
主
義
国
家
と
は
全
く

性
格
を
異
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る
。

で
は
、
共
産
主
義
の
本
質
は
何
か
。
共
産
主
義
と
は
一
切
の
私
的
所
有
の
な
い
共
産
主
義
社
会
の
建
設
を
究
極
目
標
と
し
、
そ
の

た
め
に
国
内
に
お
い
て
は
「
革
命
」
、
国
際
的
に
は
「
戦
争
」
を
そ
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
特
徴
は
と
り
わ
け
レ
ー
ニ
ン
に
お
い
て
著
し
い
も
の
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
十
年
後
は
ど
う
な
る
か
」
な
ど
と
い
い
気
に
な
っ
て
、
バ
ラ
色
の
夢
を
描
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
共
産
主
義
が

恐
る
べ
き
猛
威
を
振
っ
て
自
由
世
界
を
侵
略
し
、
征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
き
び
し
い
時
の
兆
し
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

市
場
経
済
の
社
会
が
計
画
経
済
の
社
会
よ
り
い
い
社
会
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
い
社
会
が
必
ず
生
き
残
る
と

い
う
保
証
は
全
然
な
い
。
い
い
社
会
は
い
い
が
故
に
弱
く
、
悪
い
社
会
は
悪
い
が
故
に
強
い
と
い
う
逆
説
も
あ
り
得
る
。
と
く
に
現

代
の
よ
う
に
人
間
が
理
性
に
対
し
信
頼
を
失
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
人
間
は
い
い
社
会
を
壊
し
て
悪
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
情

熱
を
感
ず
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
は
言
え
な
い
。
共
産
主
義
の
強
さ
の
原
因
は
そ
れ
の
よ
さ
で
は
な
く
、
そ
の
悪
さ
、
す
な
わ
ち
悪

魔
性
に
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
共
産
主
義
に
向
い
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
決
す
べ
き
か
を
真
剣
に
、
そ
し
て
具
体
的
に
考
え
、

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。

共
産
主
義
と
は
何
か

(2)

共
産
主
義
戦
略
と
の
対
決
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革
命
』
毎
日
新
聞
社
）

「
革
命
の
理
論
の
創
始
者
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
は
革
命
を
戦
争
に
結
び
つ
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
革
命
は
資
本
主
義
発

展
の
究
極
的
段
階
で
必
然
的
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
革
命
は
戦
争
と
は
な
ん
ら
の
関
連
を
持
た
な
か
っ
た
し
、
ま
た
持

つ
必
要
も
、
持
た
せ
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
レ
ー
ニ
ン
の
革
命
は
理
論
的
に
戦
争
に
密
着
し
て
い
た
。
資
本
主
義
諸
国
の

あ
い
だ
で
は
植
民
地
の
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
必
然
的
に
帝
国
主
義
戦
争
が
起
こ
り
、
そ
の
帝
国
主
義
戦
争
の
結
果
、
戦
争
に
参
加
し
た

資
本
主
義
国
家
の
権
力
が
傷
つ
き
、
弱
ま
り
よ
ろ
め
く
。
こ
の
傷
つ
き
、
弱
ま
り
、
よ
ろ
め
く
資
本
主
義
権
力
を
打
倒
す
る
、
と
い

う
の
が
レ
ー
ニ
ン
の
革
命
理
論
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
実
践
で
あ
る
革
命
は
一
度
も
発
生
せ
ず
、
成
功
も
し
て
い
な
い
が
、

世
界
で
一
番
最
初
の
革
命
で
あ
る
ロ
シ
ア
革
命
は
、
正
に
レ
ー
ニ
ン
の
理
論
の
実
践
で
あ
る
革
命
で
あ
っ
た
。
事
実
ロ
シ
ア
革
命
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
傷
つ
き
、
弱
ま
り
、
よ
ろ
め
い
て
い
た
ロ
シ
ア
の
古
い
権
力
を
打
倒
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
世
界

で
最
初
の
社
会
主
義
革
命
は
、
現
実
的
に
戦
争
と
結
び
つ
い
て
い
た
し
、
戦
争
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
起
こ
り
え
な
か
っ
た
革
命
で

あ
っ
た
。
中
国
の
革
命
も
第
二
次
大
戦
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
太
平
洋
戦
争
や
第
二
次
世
界
大
戦
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
国
民
政
府

が
敗
退
し
て
、
中
国
共
産
党
が
大
陸
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
高
坂
正
尭
・
尾
上
正
男
・
神
谷
不
二
『
ア
ジ
ア
の

こ
の
よ
う
に
、
と
く
に
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
完
全
な
戦
争
論
で
あ
り
、
各
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
う
ち
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
主
義

の
み
が
成
功
し
、
そ
の
基
本
的
な
も
の
の
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
、
ソ
連
を
は
じ
め
す
べ
て
の
共
産
主
義
国
家
の
戦
略
・
戦
術
が
立

て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
般
の
良
心
的
・
理
想
主
義
的
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
善
意
の
平
和
主
義
者
は
、
戦
争
は
利
害
や
見
解
の
対
立
を
暴
力
に
よ
っ
て

解
決
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
互
い
に
私
欲
を
制
し
て
、
争
い
を
解
決
す
る
の
に
決
し
て
暴
力
を

用
い
な
い
よ
う
に
決
意
し
合
え
ば
、
戦
争
は
起
こ
ら
な
い
と
考
え
る
。
日
本
の
新
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
宣
言
の
大
義
名
分
も
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
則
論
と
し
て
は
間
違
い
と
は
い
え
ず
、
相
手
も
そ
の
同
じ
原
則
に
従
っ
て
武
力
を
行
使
し
な
い
こ
と

が
保
証
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
和
な
世
界
が
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
矛
盾
や
対
立
が
そ
の
よ
う

な
心
の
持
ち
方
次
第
で
緩
和
さ
れ
る
も
の
だ
と
は
信
ぜ
ず
、
逆
に
問
題
の
解
決
は
も
っ
ぱ
ら
武
力
を
含
む
力
の
行
使
に
よ
っ
て
の
み

得
ら
れ
る
と
信
ず
る
相
手
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
全
く
通
用
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
ち
ら
が
無
防
備
に
な
る

た
め
に
暴
力
行
使
の
絶
好
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
共
産
主
義
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
力
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ

は
ま
ず
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
「
戦
争
は
私
有
財
産
と
階
級
社
会
が
発
生
し
た
後
、
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
階
級
と
階
級
、
民
族
と

民
族
、
国
家
と
国
家
、
政
治
集
団
と
政
治
集
団
と
の
間
の
矛
盾
が
一
定
の
階
級
発
展
の
段
階
に
到
達
し
た
と
き
、
そ
れ
を
解
決
す
る

た
め
に
と
ら
れ
る
最
高
の
形
態
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
ま
ず
一
国
内
で
、
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
「
革
命
」
に

よ
っ
て
打
倒
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
独
裁
」
に
よ
っ
て
私
有
財
産
制
な
ら
び
に
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
意
識
を
根
絶
し
、
こ
の

よ
う
に
し
て
革
命
に
成
功
し
た
社
会
主
義
国
が
資
本
主
義
国
を
包
囲
し
て
、
最
後
に
共
産
主
義
に
よ
る
世
界
制
覇
（
世
界
革
命
）
が

完
了
す
る
ま
で
、
闘
争
や
戦
争
は
終
ら
な
い
と
見
る
。
そ
の
あ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
永
続
的
な
本
当
の
平
和
が
来
る
と
彼
ら
は

共
産
主
義
戦
争
論
の
特
徴
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レ
ー
ニ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
こ
う
し
た
戦
争
観
を
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
の
「
戦
争
は
他
の
手
段
を
も
っ
て
す
る
政
治
の
継
続
で

あ
る
」
と
い
う
戦
争
論
と
結
び
つ
け
て
、
「
戦
争
は
政
治
の
一
つ
の
形
態
に
他
な
ら
な
い
」
「
戦
争
は
、
い
わ
ゆ
る
平
和
の
政
治
の

継
続
で
あ
り
、
平
和
は
ま
た
戦
争
の
政
治
の
継
続
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
、
新
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
受

け
容
れ
る
よ
う
な
善
意
の
人
び
と
の
戦
争
観
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
善
意
の
人
び
と
は
、
戦
争
を
も
と
も
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
悪
事
だ
と
見
、
ま
た
、
お
互
い
に
相
手
の
立
場
に
立
っ

て
我
慢
し
合
い
、
譲
り
合
い
、
最
低
ど
ん
な
場
合
で
も
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
を
自
粛
し
あ
え
ば
、
す
べ
て
の
対
立
が
な
く
な
ら
な
い

ま
で
も
、
少
な
く
と
も
戦
争
は
な
く
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
共
産
主
義
者
は
、
私
有
財
産
制
の
も
と
で
は
永
遠
に
矛
盾
や

対
立
が
、
し
た
が
っ
て
戦
争
は
な
く
な
り
え
な
い
と
見
る
。
戦
争
が
な
く
な
る
の
は
、
全
世
界
が
共
産
化
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
私
有

財
産
制
が
撤
廃
さ
れ
た
時
に
な
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
戦
争
が
悪
な
の
で
は
な
く
、
共
産
化
を
妨
げ
る
戦
争
の
み

が
悪
で
、
共
産
化
を
う
な
が
す
戦
争
は
真
の
平
和
を
も
た
ら
す
「
最
高
の
闘
争
形
態
」
だ
か
ら
、
悪
ど
こ
ろ
か
最
も
正
し
い
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
献
身
す
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
に
対
す
る
神
聖
な
義
務
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
私
有

財
産
制
の
も
と
で
戦
争
が
な
く
な
る
可
能
性
を
信
じ
な
い
し
、
ま
た
私
有
財
産
制
を
撤
廃
す
る
戦
争
は
最
高
善
だ
と
信
じ
て
そ
の
勝

利
の
た
め
に
情
熱
を
燃
や
す
の
で
あ
り
、
行
動
面
で
は
上
記
の
善
意
の
人
び
と
と
全
く
逆
の
こ
と
を
宗
教
的
確
信
を
も
っ
て
行
な
う

の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
善
意
の
人
び
と
や
自
由
主
義
的
な
平
和
主
義
者
に
と
っ
て
、
戦
争
と
は
ち
ょ
う
ど
病
気
の
よ
う
な
も
の
で
、
不
本
意
に
生
ず

る
悪
で
あ
る
か
ら
、
平
時
に
は
で
き
る
限
り
戦
争
を
起
こ
す
ま
い
と
努
力
し
、
戦
争
が
起
こ
れ
ば
そ
れ
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
全
力

信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

》
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を
尽
く
し
、
戦
争
が
終
れ
ば
再
度
戦
争
を
起
こ
す
ま
い
と
努
力
す
る
こ
と
以
外
に
は
戦
争
へ
の
関
心
を
失
っ
て
し
ま
う
。
一
言
に
し

て
い
え
ば
、
終
始
、
「
戦
争
を
な
く
す
」
と
い
う
目
的
だ
け
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
は
、

戦
争
は
「
世
界
を
共
産
化
す
る
」
と
い
う
究
極
目
的
の
も
と
に
な
さ
れ
る
政
治
の
一
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
平
和
す
ら

も
「
血
を
流
さ
な
い
戦
争
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
や
は
り
世
界
共
産
化
の
目
的
の
た
め
に
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
政
治
の
一
形
態

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
芸
術
・
科
学
・
哲
学
・
教
育
等
々
普
通
は
戦
争
の
手
段
に
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
ま
で
、
少
し
で

も
そ
の
た
め
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
れ
ば
、
戦
時
・
平
時
を
問
わ
ず
絶
え
ず
徹
底
的
に
利
用
し
尽
く
す
の
で
あ
る
。

善
意
の
平
和
主
義
者
は
平
時
も
戦
時
も
も
っ
ぱ
ら
「
戦
争
を
な
く
す
」
た
め
に
努
力
し
、
共
産
主
義
者
は
全
く
逆
に
、
平
時
も
戦

時
も
一
貫
し
て
「
世
界
を
共
産
化
す
る
」
政
治
目
的
の
た
め
に
戦
争
Ｉ
平
和
を
強
行
し
続
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
当
然
に
も
、
最
初
は
弱
い
勢
力
し
か
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
努
力
す
る
共
産
主
義
者
の
方
が
勝

利
す
る
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
大
勢
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
善

意
の
人
び
と
は
ま
さ
に
そ
の
善
意
の
故
に
共
産
主
義
者
に
絶
え
ず
敗
北
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
善
意
そ
の
も
の
は

貴
重
で
あ
り
、
そ
の
信
念
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
反
面
、
共
産
主
義
思
想
と
そ
の
戦
略
の
何
た
る
か
を
理
解
し
、

彼
ら
に
そ
の
邪
悪
な
目
的
を
達
成
さ
せ
な
い
よ
う
防
衛
し
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
積
極
的
に
そ
の
意
図
を
未
然
に
打
ち
砕
い
て
い
く
こ

共
産
主
義
者
も
や
は
り
、
「
世
界
の
共
産
化
」
と
い
う
政
治
目
的
を
達
成
す
る
の
が
第
一
義
で
、
そ
れ
さ
え
可
能
な
ら
ば
あ
え
て

戦
争
と
い
う
犠
牲
の
多
い
手
段
に
訴
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
彼
ら
も
戦
争
よ
り
は
平
和
を
好
む
「
平
和
主
義
者
」

だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
も
こ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
表
現
し
て
、
「
侵
略
者
は
平
和
主
義
者
で
あ
る
」
と
い

と
が
必
要
で
あ
る
。
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ソ
連
の
こ
の
危
険
な
狙
い
を
指
摘
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
元
国
防
次
官
ポ
ー
ル
・
ニ
ッ
ッ
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
上
記
の
単
純
な
「
戦
争
を
な
く
す
」
戦
略
の
構
想
の
も
と
に
、
戦
略
核
が
あ
る
限
界
量
を
超
え
れ
ば
、
戦
略
核
を
戦

争
に
用
い
た
ら
両
者
が
潰
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
の
で
、
も
は
や
核
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
信
ず
る
「
絶
対
兵
器
」
の
思

両
者
の
明
確
な
相
違
は
、
共
産
主
義
者
は
必
ず
、
も
し
戦
え
ば
相
手
が
無
条
件
降
伏
せ
ざ
る
を
え
な
い
ぐ
ら
い
に
武
力
を
拡
大
し
、

そ
う
し
た
武
力
を
背
景
に
、
ソ
連
が
チ
ェ
コ
を
、
そ
の
首
相
ま
で
辞
め
さ
せ
て
ほ
し
い
ま
ま
に
支
配
し
た
よ
う
に
、
相
手
を
奴
隷
的

に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
が
奴
隷
に
甘
ん
じ
る
な
ら
あ
え
て
武
力
に
訴
え
る
こ
と
を
せ

ず
、
「
平
和
的
」
な
外
交
手
段
の
み
に
訴
え
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
を
す
る
か
ど
う
か
が
第

一
義
的
な
問
題
で
は
な
く
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
の
も
と
に
奴
隷
化
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
か
ど
う
か
が
、
最
も
本
質
的
な
問
題
な
の

勝
敗
は
お
の
ず
か
ら
き
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
、
「
平
和
主
義
の
侵
略
者
が
戦
争
を
始
め
る
の
は
、
被
侵
略
者
が
抵
抗
す
る
か
ら
だ
」
・
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
略
者
が

戦
争
準
備
を
完
了
じ
、
一
方
、
被
侵
略
者
の
側
は
平
和
を
信
じ
て
戦
争
に
対
す
る
備
え
を
し
な
い
で
お
れ
ば
、
戦
わ
ず
し
て
す
で
に

社
会
党
の
「
非
武
装
中
立
」
論
は
事
実
上
、
敗
北
主
義
の
日
本
人
総
奴
隷
化
肯
定
論
で
あ
っ
て
全
く
論
外
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ

も
ま
た
、
戦
略
核
の
扱
い
に
お
い
て
同
様
の
大
き
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
点
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
速
や
か
に
戦
略
を
変
更

し
な
け
れ
ば
、
ソ
連
の
恐
る
べ
き
核
戦
略
の
前
に
手
も
足
も
出
ず
、
無
条
件
降
伏
を
強
い
ら
れ
る
危
険
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

対
ソ
戦
略
の
欠
陥
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そ
の
結
果
、
現
状
が
こ
の
ま
ま
続
け
ば
、
一
九
八
五
年
以
後
、
ソ
連
は
Ｓ
Ｓ
Ｉ
肥
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
第
一
撃
で
米
本
土
の
ミ
ニ
ッ

ト
マ
ン
３
基
地
の
ミ
サ
イ
ル
九
○
％
を
破
壊
し
た
後
、
な
お
大
量
の
ミ
サ
イ
ル
を
保
存
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
報
復
１

１
第
二
鑿
に
対
し
て
、
逆
報
復
の
第
三
撃
が
抑
止
力
と
し
て
は
た
ら
き
、
ア
メ
リ
カ
は
手
も
足
も
出
せ
な
く
な
る
と
い
う
の
が
ニ
ッ

ッ
の
弊
告
（
一
九
七
八
年
十
二
月
、
米
下
院
で
発
表
）
で
あ
る
。

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ニ
ッ
ト
マ
ン
３
が
小
型
核
弾
頭
（
通
常
火
薬
換
算
二
○
○
キ
ロ
ト
ン
）
三
個
を
運

べ
る
だ
け
な
の
に
、
Ｓ
Ｓ
Ｉ
肥
は
大
型
核
弾
頭
二
○
○
○
キ
ロ
ト
ン
）
を
八
～
一
○
個
運
搬
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
破
壊
力
だ
け

で
も
二
○
倍
近
く
あ
る
上
、
Ｓ
Ｓ
Ｉ
昭
は
敵
地
上
空
に
達
す
る
と
そ
の
弾
頭
が
個
別
的
に
異
な
っ
た
目
標
を
攻
撃
、
破
壊
す
る
き
わ

め
て
精
巧
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
理
論
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
力
の
中
核
と
な
る
ミ
ニ
ッ
ト
マ
ン
３
、
五
五
○

基
は
、
五
五
基
の
Ｓ
Ｓ
Ｉ
肥
で
潰
滅
で
き
、
一
方
、
ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
戦
力
の
圧
倒
的
部
分
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
、
戦
略
爆
撃
を
手

つ
か
ず
で
温
存
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
第
一
撃
で
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ
の
都
市
は
無
傷
な
の
で
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
報
復
の
第
二
撃

を
命
令
し
よ
う
と
し
た
時
、
逆
報
復
の
第
三
鑿
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ワ
シ
ン
ト
ン
が
潰
滅
的
打
撃
を
受
け
る
心
配
か
ら
そ
れ
が
で
き

想
で
こ
れ
ま
で
ソ
連
の
戦
略
に
対
処
し
て
来
た
。
あ
る
量
以
上
の
戦
略
核
は
い
く
ら
持
っ
て
い
て
も
無
駄
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
九
六
○
年
代
の
初
め
に
は
核
戦
力
の
上
で
一
○
対
一
の
圧
倒
的
優
位
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
○
年
代
後
半
よ
り
今
日
ま

で
、
自
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の
数
を
一
○
五
四
基
に
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
ソ
連
は
猛
烈
な
勢
い
で
核
戦
力
を
増
強
し
、
今
や

ア
メ
リ
カ
を
量
質
と
も
に
凌
駕
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
は
、
七
二
年
の
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
協
定
で
も
、
ソ
連
の

数
量
的
優
位
二
四
○
八
基
）
を
公
認
し
て
し
ま
っ
た
。
次
の
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ⅱ
協
定
は
も
っ
と
不
均
衡
の
度
合
の
強
い
も
の
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
。
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な
く
な
り
、
ア
メ
リ
カ
は
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
ち
ょ
う
ど
逆
の
よ
う
な
ミ
サ
イ
ル
・
ギ
ャ
ッ
プ
の
ま
ま
釘
づ
け
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
戦
略

的
降
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

米
ソ
の
核
戦
略
に
こ
の
よ
う
な
大
き
な
差
が
出
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
「
戦
争
を
な
く
す
」
目
的
の
戦
略
で
す
べ
て
を
考
え
て
い

る
の
に
対
し
、
ソ
連
は
「
世
界
を
共
産
化
す
る
」
目
的
の
戦
略
で
構
想
を
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
ニ
ッ

ッ
報
告
は
大
量
の
戦
略
核
で
さ
え
、
共
産
主
義
戦
略
の
前
に
は
「
絶
対
兵
器
」
た
り
え
な
い
こ
と
を
警
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
ア
メ
リ
カ
よ
り
さ
ら
に
一
段
と
甘
い
日
本
の
対
ソ
戦
略
に
と
っ
て
も
、
重
大
な
警
告
を
含
む
も
の
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
日
本
の
、
さ
ら
に
も
っ
と
広
く
自
由
諸
国
全
体
の
対
共
産
主
義
戦
略
は
、
共
産
主
義
思
想
に
対

す
る
無
知
の
故
に
、
と
も
す
れ
ば
非
常
に
甘
く
、
見
当
違
い
な
も
の
と
な
り
が
ち
だ
と
思
わ
れ
て
来
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
共
産
主

義
思
想
な
る
も
の
が
、
普
通
の
常
識
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い
や
、
し
ば
し
ば
む
し
ろ
常
識
と
は
全
く
正
反

対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
性
格
に
即
応
し
た
戦
略
を
新
し
く
立
て
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
ま
共
産
陣
営
は
、
経
済
・
文
化
・
政
治
・
外
交
・
国
際
信
用
・
思
想
的
魅
力
等
々
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
自
由
陣
営
に
敗
北

し
つ
つ
あ
る
。
軍
事
面
で
も
、
も
し
自
由
陣
営
が
問
題
の
性
質
を
十
分
に
自
覚
し
て
真
剣
に
構
え
た
な
ら
ば
、
決
し
て
ひ
け
を
取
る

も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
、
中
東
や
ア
フ
リ
カ
に
そ
の
兆
候
が
強
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
ぜ
自
由
諸
国
側
は

次
々
と
後
退
し
、
あ
い
つ
い
で
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
共
産
主
義
者
は
、
そ
の
思
想
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
、
実
践
的
・
統
一
的
な
思
想
を
有
し
て
い
る

対
共
産
主
義
戦
略
論
の
確
立

ａ

！

９
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の
に
対
し
て
、
自
由
陣
営
の
側
に
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
だ
け
の
思
想
が
な
く
、
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
共
産
主
義
者

は
、
真
偽
は
と
も
あ
れ
き
わ
め
て
明
確
な
歴
史
観
を
持
ち
、
そ
の
観
点
の
上
に
立
っ
て
は
っ
き
り
と
し
た
未
来
の
見
通
し
と
希
望
と

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
現
実
面
で
の
全
面
的
な
み
じ
め
な
挫
折
と
幻
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
の
思
想
か
ら
逸
脱
し
た

結
果
だ
と
合
理
化
す
る
余
地
を
残
し
、
宗
教
的
情
熱
を
絶
え
ず
新
し
く
か
き
立
て
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
証
法
的
唯
物
論
に

よ
っ
て
人
生
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
す
る
整
合
的
体
系
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
彼
ら
に
確
信
と
優
越
感
を
与
え
、
ま
た
そ
れ
に
も

と
づ
く
首
尾
一
貫
し
た
目
的
指
向
的
、
合
理
的
で
綿
密
な
戦
略
戦
術
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
数
の
大
衆
を
一
定
の
方
向
に
引
き

ず
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
が
彼
ら
の
大
き
な
強
味
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
自
由
Ｉ
民
主
主
義
者
の
側
に
は
、
現
実
生
活
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
面
で
共
産
諸
国
に
ま
さ
る
物
質
的
恩
恵
を
享

受
し
な
が
ら
、
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
よ
う
な
明
確
で
強
力
な
歴
史
観
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
未
来
に
向
っ
て
の
は
っ
き
り
し
た
見

通
し
と
希
望
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
情
熱
を
欠
い
て
い
る
。
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
項
で
述
べ
た
実
証
主
義
者
の
よ
う
に
、
単
に
、
現
在
を

永
遠
化
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
拡
大
発
展
さ
せ
る
と
い
う
保
守
的
姿
勢
し
か
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
現
実
の
均
衡
が
破
れ
て
破
局
に
瀕

し
た
時
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
ま
た
そ
の
破
局
は
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
、
な
ん
ら
の
明
確
な
方
策

も
信
念
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
繁
栄
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
底
知
れ
ぬ
不
安
に
包
ま
れ
、
そ
の
不
安
と
直
面
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、

不
愉
快
な
問
題
を
存
在
し
な
い
も
の
と
み
な
し
て
回
避
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
思
想
の
上
で
は
人
間
の

精
神
面
を
強
調
す
る
自
由
Ｉ
民
主
主
義
者
の
方
が
実
生
活
の
面
で
は
む
し
ろ
唯
物
的
・
世
俗
的
で
あ
り
、
物
質
面
を
強
調
す
る
共
産

主
義
者
の
方
が
か
え
っ
て
唯
心
的
・
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
な
奇
現
象
す
ら
現
れ
て
い
る
。

ま
た
、
共
産
主
義
者
は
総
合
的
戦
略
・
戦
術
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
数
は
少
な
く
と
も
一
つ
の
目
的
に
向
っ
て
生
命
を
投
げ
打

I
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っ
精
鋭
部
隊
を
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
自
由
Ｉ
民
主
主
義
者
の
側
は
、
数
も
多
く
知
的
水
準
も
概
し
て
高
い
が
、
相
互
に

明
確
な
合
意
も
な
く
、
共
通
の
戦
略
戦
術
も
持
ち
合
せ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
烏
合
の
衆
で
あ
る
。
実
に
そ
の
た
め
に
、
自
由
陣
営
は

共
産
陣
営
に
対
し
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
面
で
優
っ
て
い
な
が
ら
、
戦
闘
に
お
い
て
は
次
々
に
敗
北
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
共
産
主
義
と
の
対
決
に
お
い
て
自
由
圏
が
備
え
る
べ
き
点
は
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
背
景
と
し

て
、
共
産
主
義
に
代
わ
る
新
し
い
思
想
を
中
心
と
し
た
総
合
戦
略
を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

こ
の
共
産
主
義
に
代
わ
る
新
し
い
思
想
と
は
自
由
圏
全
般
に
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
共
通
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
未
来
を
見
通
し
、
希
望
を

与
え
、
勇
気
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
新
し
い
歴
史
観
、
価
値
観
を
含
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
・

共
産
主
義
の
倫
理
の
核
心
は
「
人
民
の
た
め
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
人
民
」
は
全
人
類
を
包
含
す
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
思
想
の
背
後
に
は
、
人
類
の
闘
争
状
態
を
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
言
葉
で
絶
対
化
・
固
定
化
し
、
そ
の
う
ち
自
己
と
同

一
視
さ
れ
る
一
部
の
グ
ル
ー
・
フ
（
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
し
か
認
め
な
い
と
い
う
狭
い
党
派
性
を
有
す
る
。
こ
の
党
派
性
と
自
己
の

思
想
の
絶
対
化
の
た
め
に
、
敵
と
規
定
さ
れ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
を
排
除
し
つ
く
し
、
さ
ら
に
は
革
命
後
六
十
年
を
過
ぎ
た
ソ

連
の
よ
う
に
、
共
産
革
命
以
前
の
経
験
を
有
し
て
い
る
者
の
方
が
ご
く
少
数
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
も
、
な
お
「
階
級
闘
争
」
が
終

結
し
な
い
と
い
う
奇
現
象
と
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
階
級
闘
争
」
な
る
も
の
が
、
人
間
が
社
会
体
制
の
別
を
超
え
て
普
遍
的

に
持
っ
て
い
る
党
派
心
・
嫉
妬
心
・
猜
疑
心
の
単
な
る
投
影
で
あ
り
、
合
理
化
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
を
み
ず
か
ら
暴
露
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
党
派
性
」
（
そ
の
核
心
は
自
己
の
党
派
的
利
益
や
野
望
の
た
め
に
全
体
を
犠
牲
に
し
て
顧
み
な
い
利
己
主
義

で
あ
る
）
こ
そ
人
間
の
す
べ
て
の
矛
盾
・
対
立
・
闘
争
の
根
本
原
因
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
思
想
は
、
こ

の
党
派
性
の
本
質
を
根
本
か
ら
あ
ば
き
出
し
、
そ
れ
を
乗
り
超
え
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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自
由
Ｉ
民
主
主
義
の
大
義
の
核
心
は
「
自
由
の
た
め
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
自
由
」
と
い
う
概
念
は
抽
象
的
で
、

そ
の
ま
ま
で
は
全
く
の
無
内
容
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
の
倫
理
的
基
準
も
な
く
、
人
間
の
精
神
を
高
め
る
よ
う
な
目
標
も
な
い
。
そ

の
た
め
、
自
由
社
会
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
め
ざ
ま
し
い
人
類
愛
や
創
造
性
の
展
開
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
底
知
れ

ぬ
堕
落
と
腐
敗
、
対
立
と
抗
争
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
に
根
深
い
憎
し
み
や
自
己
嫌
悪
、
絶
望
感
を
呼
び
お
こ
し
て
い

る
。
遺
憾
な
が
ら
、
自
由
社
会
で
は
、
自
由
は
前
者
の
よ
う
な
建
設
的
な
方
向
よ
り
も
、
後
者
の
よ
う
な
非
建
設
的
な
方
向
へ
と
向

か
い
や
す
い
。
そ
の
文
化
の
創
成
期
に
は
建
設
的
・
創
造
的
な
方
向
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
よ
り
多
く
燃
焼
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
文

化
が
発
展
す
る
が
、
あ
る
程
度
以
上
の
発
展
に
達
す
る
と
目
標
や
心
の
張
り
を
失
っ
て
堕
落
し
、
非
建
設
的
・
破
壊
的
な
方
向
に
自

由
が
濫
用
さ
れ
や
す
い
。
そ
れ
故
、
単
に
自
由
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
万
人
に
向
け
て
の
開

か
れ
た
愛
か
ら
生
ま
れ
る
創
造
的
な
活
動
に
は
価
値
が
あ
る
が
、
利
己
主
義
や
排
他
的
な
狭
い
愛
、
単
な
る
消
費
的
・
破
壊
的
な
活

動
、
そ
の
他
人
間
性
を
ゆ
が
め
、
破
壊
す
る
よ
う
な
言
行
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
理
性
と
良
心
の
あ
る
人
び
と
な
ら
誰

で
も
承
認
で
き
る
よ
う
な
価
値
基
準
、
倫
理
規
範
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
倫
理
と
責
任
感
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、

社
会
的
貢
献
を
第
一
義
と
す
る
自
由
で
な
け
れ
ば
、
自
由
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
な
く
、
ま
た
せ
っ
か
く
獲
得
し
た
自
由
そ
の
も
の

が
崩
壊
し
て
い
く
に
相
違
な
い
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
思
想
は
、
共
産
主
義
に
と
く
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
「
党
派
性
」
を
克
服
し
、
民
族
・
国
家
・
階
級
な
ど
の

対
立
を
超
え
た
世
界
主
義
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
自
由
Ｉ
民
主
主
義
の
共
通
の
欠
陥
で
あ
る
「
無
内
容
性
」
を
克
服
し
、

人
間
の
生
き
る
意
味
を
自
覚
さ
せ
る
哲
学
的
・
宗
教
的
・
倫
理
的
な
価
値
観
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
科

学
技
術
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
科
学
的
知
識
と
調
和
す
る
と
と
も
に
そ
れ
自
体
、
科
学
的
思
考
に
裏
づ
け
ら
れ
た
科
学
的
表
現
・
科
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防
衛
と
は
国
を
護
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
を
護
る
時
に
も
防
衛
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
防
衛
と
は
個

人
の
こ
と
で
は
な
く
、
国
を
護
る
こ
と
で
あ
る
。
誰
に
対
し
て
護
る
の
か
と
い
え
ば
他
の
国
で
あ
る
。
他
国
か
ら
の
侵
略
を
防
ぐ
こ

と
が
防
衛
で
あ
る
。
他
国
か
ら
の
侵
略
を
防
ぐ
こ
と
は
防
衛
で
あ
る
が
、
他
国
を
侵
略
す
る
こ
と
は
防
衛
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

あ
る
国
が
自
国
を
侵
略
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
し
か
も
そ
れ
が
、
具
体
的
で
、
危
険
が
迫
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
攻
撃

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
当
方
か
ら
攻
撃
し
て
相
手
国
の
攻
撃
力
を
破
壊
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
も
当
方
の
目
的
が

専
ら
相
手
国
の
攻
撃
を
防
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
防
衛
で
あ
る
。

防
衛
は
国
を
護
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
法
は
必
ず
し
も
軍
事
力
に
限
定
さ
れ
な
い
。
自
国
を
経
済
的
に
封
鎖
し
、
経
済
的

に
潰
滅
し
よ
う
と
す
る
意
思
や
行
動
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
対
し
対
抗
措
置
を
と
る
の
も
防
衛
で
あ
る
。
ま
た
外
交
的
に
自
国
を

孤
立
さ
せ
、
自
国
を
国
際
的
に
不
利
な
状
況
に
追
い
込
も
う
と
す
る
意
思
や
行
動
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
打
開
す
る
こ
と
も
防
衛

で
あ
る
。
そ
の
他
対
立
抗
争
す
る
国
際
関
係
に
お
い
て
、
自
国
を
強
め
、
対
立
国
を
弱
め
る
手
段
と
し
て
千
差
万
別
の
方
法
が
用
い

試
み
で
あ
る
。

学
的
体
系
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
報
告
書
は
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
考
え
の
も
と
に
書
か
れ
た
一
つ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
実
践
の

防
衛
と
は
何
か

(3)

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
敗
北
主
義
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科
学
技
術
が
著
し
く
進
歩
し
た
結
果
、
国
が
支
配
し
得
る
力
の
範
囲
は
は
な
は
だ
し
く
拡
大
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
軍
事
力
の
み

が
防
衛
力
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
命
題
は
正
し
い
。
し
か

し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
命
題
を
誤
解
し
て
は
い
け
な
い
。
故
意
に
誤
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
言
説
が

横
行
し
、
そ
れ
に
釣
ら
れ
て
進
ん
で
「
誤
解
」
す
る
人
が
い
る
か
ら
、
｝
」
う
い
う
警
告
を
す
る
の
で
あ
る
。
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛

力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
命
題
は
文
字
通
り
正
し
い
か
ら
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
通
り
で
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
秘
か
に
か
く
さ
れ
て
い
る
本
音
の
粉
飾
と
し
て
利
用
し
て
は
い
け
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
本
音
」
と
は
何
か
と
い
う
に
軍
事
力
否
定
の
思
想
で
あ
る
。
論
者
は
は
っ
き
り
そ
れ
と
意
識
し
て
い
な
い
か

も
知
れ
な
い
。
と
言
う
の
は
こ
ち
ら
か
ら
開
き
直
っ
て
、
「
そ
れ
で
は
軍
事
力
は
不
必
要
だ
と
い
う
の
で
す
か
」
と
聞
き
返
す
と
、

「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
軍
事
力
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
。
し
か
し
、
軍
事
力
以
外
の
多
く
の

要
素
が
防
衛
力
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
至
っ
て
穏
当
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
し
か
し
確

か
な
こ
と
は
、
論
者
は
こ
ち
ら
が
開
き
直
っ
て
反
問
し
な
い
限
り
、
軍
事
力
の
必
要
性
を
説
か
な
い
し
、
軍
事
力
の
こ
と
に
は
触
れ
た
が

ら
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
論
者
の
心
理
を
分
析
す
れ
ば
、
「
軍
事
力
は
不
必
要
で
あ
る
」
と
明
言
す
れ

ば
聞
く
者
は
「
そ
う
か
な
？
」
と
首
を
か
し
げ
、
最
小
限
度
軍
事
力
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
か
ら
、
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で

な
い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
事
力
に
つ
い
て
論
議
の
機
会
は
も
ち
ろ
ん
、
意
識
す
る
機
会
も
与
え
な
い
で
、
お
の
ず
か
ら
軍

ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
は
す
べ
て
防
衛
で
あ
る
。

「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
な
い
」
発
言
の
底
意
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事
力
を
敬
遠
さ
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
種
の
知
能
犯
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
心
理
は
正
々
堂
々
た
る
議
論
よ
り
は
、
こ
の
種
の
暗
示
に
ひ
っ
か
か
り
易
い
も
の
で
あ
る
。
最
近
日
本
で
も
「
非

武
装
中
立
論
」
は
下
火
に
な
っ
た
。
防
衛
の
必
要
を
感
ず
る
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
軍
事
力
に
は
強

い
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
び
と
は
秘
か
に
「
軍
事
力
の
な
い
防
衛
と
い
う
も
の
は
な
い
の
か
な
」
と
い
う
願
い
を
持
つ
。

そ
の
秘
か
な
願
い
に
応
じ
て
出
来
た
理
論
が
前
に
述
べ
た
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
一
見
正
し
く
し

て
穏
当
な
議
論
で
あ
る
。
聞
く
人
は
そ
れ
に
耳
を
傾
け
、
直
ち
に
は
「
軍
事
力
は
不
必
要
で
あ
る
」
と
意
識
的
に
は
考
え
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
軍
事
力
と
い
う
い
や
な
こ
と
を
考
え
ず
に
日
本
の
防
衛
が
出
来
そ
う
だ
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
安
心
感
と
良
心
の
称

讃
を
味
わ
う
。
そ
う
い
う
感
覚
が
人
び
と
の
心
を
軍
事
力
か
ら
ま
す
ま
す
敬
遠
さ
せ
る
。

議
論
を
先
に
進
め
る
前
に
、
断
わ
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん

よ
」
と
い
う
論
者
の
心
理
を
分
析
し
、
そ
れ
を
批
判
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
言
葉
を
語
る
人
が
い
か
な
る
場
合
に
も
、

い
か
な
る
時
に
も
下
心
が
あ
り
、
知
能
犯
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
否
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
言
葉
を
と
く
に
力
説

強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
で
も
共
産
圏
の
諸
国
は
軍
事
優
先
主
義
で
あ
っ
て
、
総
合
的
防
衛
力
は
劣
勢
で
あ
る
。

こ
れ
は
隣
国
に
不
安
を
与
え
、
国
際
的
緊
張
を
増
し
、
自
国
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
長
期
的
に
は
そ
の
国
の
総
合

的
防
衛
力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
と
く
に
北
朝
鮮
に
お
い
て
そ
の
弱
点
は
顕
著
で
あ
る
。
同
国
は
軍
事
力
は
強
大
で
あ
る
が
経
済
力

は
弱
く
、
国
民
生
活
は
窮
乏
し
、
文
化
的
に
は
低
劣
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
状
態
を
長
く
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に

こ
の
国
の
焦
り
が
あ
り
、
そ
の
焦
り
が
国
際
的
危
機
を
生
む
の
で
あ
る
が
、
特
殊
の
事
情
の
な
い
限
り
、
こ
の
体
制
は
永
続
せ
ず
、

早
晩
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
共
産
主
義
国
家
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
全
体
主
義
的
・
権
威
主
義
的
体
制
の
国
は
大
な
り
小
な
り
軍



第II部第二章日本の総合安全保障政策ZZ7

事
優
先
主
義
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
総
合
的
防
衛
力
は
相
対
的
に
は
弱
い
。

し
た
が
っ
て
こ
う
い
う
国
に
対
す
る
助
言
と
し
て
は
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
の
は
適
切
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
国
々
は
わ
れ
わ
れ
の
助
言
に
は
耳
を
傾
け
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
共
産
主
義
を
含
む
全
体
主
義
そ
の

も
の
が
軍
事
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
軍
事
的
性
格
を
持
た
な
い
全
体
主
義
は
考
え
ら
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主

義
が
、
と
く
に
「
過
渡
的
」
と
は
断
わ
っ
て
い
る
が
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
を
強
調
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
と
は
．
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
軍
事
的
支
配
の
こ
と
で
あ
る
。
軍
事
的
支
配
、
す
な
わ
ち
軍
事
優
先
主
義
が
永
続
し
な

い
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
い
ず
れ
も
よ
く
知
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
独
裁
に
確
信
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
軍
事
優
先
主
義
に
対
す
る
評
価
よ
り
は
、
む
し
ろ
資
本
主
義
諸
国
（
わ
れ
わ
れ
の
言
葉

で
表
現
す
れ
ば
自
由
主
義
諸
国
）
の
矛
盾
が
激
化
し
て
自
家
崩
壊
す
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
信

は
今
で
も
間
違
っ
て
い
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
故
に
、
共
産
主
義
諸
国
に
対
し
て
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
助
言
す
る
の
は
理
論
と
し
て
は
合
っ
て
い
る
し
、
正
し
い
が
、
相
手
が
そ
れ
に
耳
を
か
た
む
け
る
可
能
性
が
な
い
か
ら
、
結
局
は

無
駄
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
助
言
と
日
本
の
実
情
と
の
関
連
性
を
検
討
し
て
見
よ
う
。
日
本
に
軍
事
優
先
主
義
の
事
実
が
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
反
対
で
あ
る
こ
と
は
明
々
白
々
で
あ
る
が
、
思
想
と
か
主
張
と
し
て
「
軍
事
力
の
み
」
と
い
う
考
え
方
が
ど
こ
か
に
あ
る
だ
ろ
う

か
。
あ
る
と
し
た
ら
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
虫
眼
鏡
で
探
し
て
見
て
も
そ
の
痕
跡
す
ら
見
当
ら
な
い
。
国
会
を
構
成
し
て
い
る
諸
政
党

の
立
場
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
共
産
党
、
社
会
党
は
問
題
外
で
あ
る
。
公
明
党
は
自
衛
隊
の
存
在
価
値
を
す
ら
疑
っ
て
い
る
。
民
社

党
は
終
始
防
衛
力
承
認
論
で
あ
る
が
、
は
っ
き
り
「
専
守
防
衛
」
で
あ
る
。
新
自
由
ク
ラ
ブ
も
大
体
同
様
で
あ
る
。
最
右
翼
の
自
民
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現
在
の
日
本
に
お
い
て
適
切
な
助
言
は
「
軍
事
力
は
必
要
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
軍
事
力
は
必
要
で
あ
る
か
。
こ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
当
然
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
明
の
理
は
誤
れ
る
平
和
思
想
に
犯
さ
れ
て
不
明
に
な
り
、
論
証
を

要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
そ
れ
を
論
証
し
よ
う
。

軍
事
力
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
絶
対
必
要
で
あ
る
の
は
、
軍
事
力
が
専
ら
破
壊
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
一
国
の
防
衛
力
は
そ
の
国
の
支
配
下
に
あ
る
一
切
の
力
の
総
合
で
あ
る
。
経
済
力
、
政
治
力
、
外
交
上
の
地
位
、
教
育
の
水
準

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
文
化
、
社
会
福
祉
等
も
広
義
の
防
衛
力
を
構
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
力
は
防
衛

党
も
大
勢
は
防
衛
費
Ｇ
Ｎ
Ｐ
○
・
九
％
説
で
あ
っ
て
、
軍
事
優
先
主
義
と
は
お
よ
そ
縁
が
遠
い
・
日
本
に
お
け
る
最
々
右
翼
は
自
民
党

内
の
青
嵐
会
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
彼
ら
の
誰
か
ら
も
軍
事
優
先
主
義
や
、
そ
れ
に
類
す
る
説
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
防

衛
庁
自
体
は
平
和
主
義
者
の
ク
ラ
ブ
み
た
い
な
も
の
で
、
ど
こ
を
た
た
い
て
も
軍
事
優
先
主
義
の
音
は
出
て
来
な
い
。

そ
れ
で
は
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
助
言
み
た
い
な
、
訓
戒
み
た
い
な
、
警
告
み
た
い
な
言
葉
は

誰
を
相
手
に
、
何
を
目
的
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
の
か
。
酒
の
み
を
つ
か
ま
え
て
酒
の
害
を
説
く
の
は
い
い
。
し
か
し
禁
酒
主
義
者
を

つ
か
ま
え
て
飲
酒
の
害
を
長
々
と
弁
ず
る
者
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
人
の
頭
が
お
か
し
い
か
、
お
か
し
く
な
い
と
し
た
ら
何
か
下
心
が

あ
る
と
疑
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
疑
い
を
持
た
な
い
と
し
た
ら
よ
ほ
ど
頭
が
悪
い
と
断
定
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、
「
軍
事
力
の
み
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
も
っ
と
も
ら
し
く
言
う
人
を
下
心
が
あ
り
、
知
能
犯
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。

国
力
に
相
応
し
た
軍
事
力
の
必
要
性
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に
も
役
立
つ
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
目
的
は
防
衛
の
外
に
あ
る
。
文
化
、
経
済
、
社
会
福
祉
等
が
そ
れ
自
体
そ
の
本

来
の
目
的
と
価
値
と
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
防
衛
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
外
交
の
ご
と
き
も
こ
れ
を
防
衛
の
手
段
の
み

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
米
の
親
善
関
係
は
双
方
の
防
衛
上
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
自

体
と
し
て
価
値
の
あ
る
こ
と
は
誰
も
疑
わ
な
い
。
日
韓
両
国
民
が
互
い
に
理
解
し
、
親
し
む
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
い
こ
と
、
価

値
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
軍
事
力
は
専
ら
破
壊
力
で
あ
っ
て
そ
の
他
の
何
も
の
で
も
な
い
。
軍
事
力
が
そ
の
国
の
政
治
、
経
済
、
外
交
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
軍
事
力
が
破
壊
力
で
あ
り
、
い
ざ
と
い
う
場
合
、
い
か
な
る
も
の
も
、
い

か
な
る
価
値
を
も
破
壊
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
甲
国
と
乙
国
が
存
在
す
る
。
甲
国
は
文
化
的
水
準

が
高
く
、
経
済
力
は
豊
富
、
社
会
福
祉
は
普
及
し
、
万
民
は
と
こ
ろ
を
得
て
い
る
が
、
軍
事
力
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
乙
国
は
文
化

的
水
準
が
低
く
、
経
済
力
が
貧
弱
で
、
社
会
福
祉
は
皆
無
、
万
民
は
地
獄
の
生
活
を
し
て
い
る
。
し
か
し
軍
事
力
は
強
大
で
あ

る
。
「
総
合
的
防
衛
力
」
と
し
て
は
甲
は
八
で
乙
は
●
五
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
し
か
し
、
乙
は
そ
の
強
大
な
軍
事
力
で
甲
の
文
化
、

経
済
、
福
祉
を
こ
と
ご
と
く
破
壊
し
得
る
。
甲
が
乙
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
場
合
、
「
待
て
、
俺
の
力
は
八
で
お
前
の
力
は
五
だ
か
ら

俺
の
方
が
強
い
は
ず
だ
」
と
理
屈
を
こ
れ
て
も
無
駄
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
甲
の
力
は
八
で
な
は
く
、
無
で
あ
る
。
乙
の
力
は
五

で
は
な
く
、
絶
対
で
あ
る
。
軍
事
力
な
き
甲
の
経
済
、
文
化
等
々
の
力
は
軍
事
力
に
対
し
て
は
「
力
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
軍

事
力
を
増
強
す
る
力
、
す
な
わ
ち
甲
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
力
で
あ
る
。
故
に
、
甲
が
そ
の
総
合
国
力
八
を
フ
ル
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
軍
事
力
を
最
小
限
度
乙
よ
り
優
勢
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
甲
の
軍
事
力
が
乙
よ
り
優
勢
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
乙
の
五
の

攻
撃
を
撃
退
し
得
る
力
が
あ
る
限
り
甲
の
他
の
力
、
す
な
わ
ち
経
済
、
文
化
、
福
祉
等
は
軍
事
力
の
背
景
と
し
て
有
効
に
作
用
す
る

１
国
■
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の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
威
力
と
し
て
乙
を
含
む
国
際
社
会
に
お
い
て
重
き
を
な
す
の
で
あ
る
。
故
に
、
一
国
の
防
衛
力
は
そ
の

国
の
支
配
下
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
力
、
す
な
わ
ち
経
済
、
文
化
、
福
祉
等
の
総
和
で
は
な
く
、
専
ら
軍
事
力
に
集
中
さ
れ
る
。

さ
て
、
軍
事
力
の
み
が
防
衛
力
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
軍
事
力
は
そ
の
他
の
も
の
と
関
係
な
く
独
り
歩
き
で
き
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
高
度
の
軍
事
力
を
構
成
す
る
に
は
高
度
の
工
業
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
工
業
の
基
礎
と
な
る
科
学
技
術
は
も
と
よ
り
で

あ
る
が
、
精
神
的
要
素
が
必
要
で
あ
る
か
ら
教
育
等
各
種
の
文
化
価
値
が
備
わ
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
常
識
で
あ
り
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
と
く
に
力
説
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
一
切
の
要
因
が
軍
事
力
と
い
う
一
点
に
集
中
さ
れ
て

は
じ
め
て
防
衛
力
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
簡
単
に
い
え
ば
、
防
衛
力
と
は
軍
事
力
で
あ
る
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
軍
事
力
の
構
成
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
そ
の
国
の
支
配
下
に
あ
る
一
切
の
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
国
の
支

配
下
に
あ
る
一
切
の
力
が
小
さ
け
れ
ば
軍
事
力
も
そ
れ
に
応
じ
て
小
さ
く
さ
れ
る
。
強
い
て
軍
事
力
の
み
を
強
く
し
よ
う
と
す
る
と

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
そ
の
体
制
は
永
続
し
な
い
。
故
に
、
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
警
告
は
軍
事
力

は
均
衡
の
と
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
国
力
相
応
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
一
種
の
常
識
を
述
べ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
、
論
述
し
て
来
た
こ
と
は
す
べ
て
自
明
の
理
で
あ
る
。
自
明
の
理
で
あ
る
か
ら
論
証
の
必
要
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
論
証
の

必
要
が
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
々
と
論
述
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
終
戦
以
来
日
本
国
民
、
と
く
に
日
本
の
イ
ン
テ
リ

層
が
平
和
ボ
ケ
に
陥
り
、
そ
の
ス
キ
に
奇
怪
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
侵
入
し
た
結
果
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
は
自
然
の
英
智
を
失
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
自
然
の
英
智
を
失
え
ば
自
明
の
理
が
自
明
で
な
く
な
る
。
自
明
で
な
く
な
れ
ば
論
証
が
必
要
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

敗
北
主
義
の
原
因
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
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を
持
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
言
葉
に
は
下
心
が
あ
り
、
知
能
犯
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
知
能
犯
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん

象
徴
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
上
の
犯
罪
で
は
な
い
。
し
か
し
詐
術
的
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉

と
し
て
は
文
句
の
つ
け
ど
こ
ろ
の
な
い
表
現
を
し
つ
つ
、
狙
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
は
な
は
だ
重
大
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
「
防
衛
力
は
軍
事
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
本
当
の
狙
い
は
何
か
。
こ
れ
は
、
軍
事
力
な
き
防
衛
が
可
能
で
あ

る
、
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
誰
に
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
の
か
。
刑
法
上
の
詐
欺
は
「
人
を
編
し
て
…
…
」
財
物

を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
人
」
は
も
ち
ろ
ん
「
他
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
錯
覚
を
起
こ
さ

せ
る
対
象
は
他
人
で
あ
る
と
共
に
自
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
詐
欺
罪
と
異
な
り
「
財
物
を
編
取
」
す
る
必
要
は
な
い
。
何
と
い
う
こ
と

な
し
に
「
軍
事
力
な
き
防
衛
は
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
錯
覚
を
、
自
己
に
も
他
人
に
も
生
じ
さ
せ
れ
ば
目
的
を
達
す
る
。
そ
の
動
機

は
何
か
。
楽
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
楽
し
さ
と
は
、
何
と
な
く
気
が
楽
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
良
心
の
称
讃
と
い
う
二
重
の
意
味

日
本
国
民
が
敗
戦
の
結
果
、
平
和
ボ
ケ
に
陥
り
、
自
然
の
英
智
を
失
っ
た
の
は
一
面
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
必
ず
し
も
、
全
面
的
に
悲
観
す
る
必
要
は
な
い
。
従
来
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
自
然
の
英
智
に
頼
り
、
論
理
的
思
考
を
怠
っ
て

き
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
が
自
明
の
理
で
あ
り
、
論
証
抜
き
で
肯
定
さ
れ
て
き
た
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ

の
平
和
ボ
ケ
は
、
今
ま
で
当
然
の
こ
と
と
し
て
不
問
に
付
さ
れ
て
き
た
問
題
を
根
本
的
に
検
討
す
る
好
い
機
会
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の
角
度
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
心
理
、
論
理
お
よ
び
倫
理

を
検
討
し
て
み
た
い
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
詐
術
に
ひ
っ
か
か
る
の
か
。
終
戦
以
来
の
一
般
的
反
戦
ム
ー
ド
、
無
反
省
・
無
批
判
的
平
和
主
義
の
影
響
、
共
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産
主
義
者
た
ち
の
宣
伝
等
に
ひ
っ
か
か
る
要
因
は
数
々
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
反
省
や
批
判
は
す
で
に
相
当
な
さ
れ
て
お
り
、
現

段
階
で
は
手
離
し
の
「
非
武
装
中
立
論
」
は
も
う
一
般
的
世
論
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
自
衛
隊
の
必
要
性
や
日
米
安
保
条
約

の
有
用
性
は
、
も
は
や
国
民
の
圧
倒
的
支
持
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
日
本
の
世
論
は
岸
内
閣
末
期
に
お
け

る
安
保
騒
動
時
代
と
比
較
し
て
、
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
国
民
が
落
ち
つ
き
を
取
り
戻
し
、
や
や
常
識
的
に
な
っ
た

の
と
、
と
く
に
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
情
勢
の
変
化
に
対
す
る
自
然
的
適
応
と
い
う
程
度
で
あ
っ
て
、
国
民
の
心
理
や
思
想
の
根
本

的
変
化
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
国
民
の
根
本
的
思
想
は
終
戦
後
ア
メ
リ
カ
か
ら
教
え
ら
れ
た
自
由
・
平
等
・
人
権
等
、
換

言
す
れ
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
は
生
物
と
し
て
の
人
間
に
絶
対
的
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
あ

る
・
自
由
と
は
、
生
物
と
し
て
生
き
て
い
る
人
間
（
具
体
的
に
は
個
人
）
の
自
由
で
あ
り
、
平
等
と
は
、
生
物
と
し
て
生
き
て
い
る
人

間
（
具
体
的
に
は
個
人
）
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
か
ら
、
平
等
に
扱
え
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
人
権
と
は
、
生
物
と
し
て
の
人
間
に

は
自
由
や
平
等
に
対
す
る
権
利
が
あ
り
、
そ
の
権
利
は
根
本
的
な
も
の
と
し
て
国
家
が
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
で

あ
る
。
こ
れ
を
消
極
的
に
表
現
す
れ
ば
、
自
由
は
認
め
る
が
制
約
は
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
平
等
の
面
は
強
調
さ
れ
る
が

人
間
の
本
質
的
価
値
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
自
由
や
平
等
が
、
「
権
利
」
と
い
う
法
概
念
で
規
定
さ
れ
て
い
る
結
果
、

権
利
に
対
応
す
る
義
務
が
無
視
さ
れ
て
い
る
上
に
、
権
利
に
先
行
す
べ
き
心
情
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
ｌ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
権
利
と
い
う
よ
う
な
対
立
思
想
で
は
な
く
、
も
っ
と
自
然
に
し
て
現
実
的
な
心
情
に
よ
っ
て
律
せ
ら
る
べ
き
親
子
・

夫
婦
の
関
係
に
す
ら
対
立
観
念
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
等
々
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
マ
イ
ナ
ス
面
は
数
限
り
な
く
あ
る
。

し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
最
大
の
欠
陥
は
人
間
を
生
物
の
み
と
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
生
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
問
題
は
生
物
の
み
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
仮
に
人
間
が
生
物
の
み
で
あ
る
と
し
た
ら
、
人
間
の
目
的
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や
最
高
・
絶
対
の
価
値
は
生
き
長
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
い
ろ
い
ろ
の
価
値
が
あ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
前
提
は
生
存
を
続
け

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
生
存
が
で
き
な
く
て
は
万
事
体
す
る
し
、
生
き
続
け
る
こ
と
が
最
高
・
絶
対
の
価
値
で
あ
っ
て
、
他
の
価
値

は
そ
の
絶
対
・
最
高
の
価
値
を
頂
点
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
古
代
か
ら
教
え
ら
れ
、
思
い
慣
ら
さ
れ
て
き
た
思
想
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
犠
性
奉
公
と
無
私
を
教
え
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
も
美
徳
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
必
ず
し
も
「
葉
隠
」
の
「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
と
い
う
思
想
が
国
民
の
一
般
的
思
想
に
な
っ

て
い
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
れ
と
共
通
す
る
「
無
私
」
の
理
念
は
単
な
る
思
想
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
行
動
と
し
て
実
践
さ
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昔
の
こ
と
は
別
と
し
て
、
明
治
以
後
の
大
戦
争
、
す
な
わ
ち
日
清
、
日
露
、

第
二
次
世
界
大
戦
は
こ
の
理
念
を
前
提
と
し
て
戦
わ
れ
た
。
日
清
、
日
露
の
両
役
は
一
応
日
本
の
勝
利
に
終
っ
た
か
ら
思
想
に
お
い

て
も
大
し
た
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
最
後
の
第
二
次
世
界
大
戦
は
甚
大
な
犠
牲
を
払
っ
た
う
え
に
敗
戦
、
無
条
件
降
伏
、
長
期
占
領

と
い
う
大
悲
劇
の
下
に
終
了
し
た
の
で
、
国
民
思
想
の
変
化
は
革
命
的
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
完
全
な
価
値
の
転
倒
が
な
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
犠
牲
奉
公
、
無
私
、
殉
国
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
単
に
美
徳
で
な
い
ば
か
り
か
、
愚
劣
極
ま
り
な
い
悪
徳
と
さ
れ
、
そ

の
よ
う
な
思
想
で
国
民
の
尊
い
生
命
を
犠
牲
に
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
指
導
者
た
ち
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道
に
対
す
る

罪
」
に
問
わ
れ
、
裁
判
の
結
果
、
死
刑
の
宣
告
を
受
け
て
処
刑
さ
れ
た
。

そ
れ
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
国
民
思
想
は
一
貫
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
日
本
古
来
の
価

値
観
否
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
日
本
古
来
の
価
値
観
を
こ
と
ご
と
く
肯
定
し
、
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
か
に
は
明
ら
か
に
拒
否
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
古
来
の
価
値
観
を
否
定
す
る
基
準
は
何
で
あ
る
か
。

ｰ



狸

と
こ
ろ
で
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
全
面
的
に
正
し
い
思
想
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
中
世
に
お
け
る
極
端
な
神
中

心
の
思
想
、
換
言
す
れ
ば
人
を
被
造
物
と
考
え
、
罪
の
子
と
断
定
し
、
人
間
自
身
の
価
値
を
過
小
評
価
し
た
思
想
に
対
す
る
反
動
、

も
し
く
は
修
正
と
し
て
生
ま
れ
、
輝
か
し
い
文
芸
復
興
を
促
し
、
近
代
科
学
技
術
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
に
対
す
る
貢
献
は
極
め
て
大
き
く
、
そ
れ
の
歴
史
的
意
義
は
重
大
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
す
で
に
そ
の
歴
史
的
使
命
を
終
り
、
人
類
は
ま
さ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
情
死
す
る
か
、
ま
た
は

そ
れ
を
乗
り
越
え
、
新
た
な
理
念
の
も
と
に
新
し
い
文
明
を
創
造
す
る
か
の
岐
路
に
立
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ

が
日
本
に
押
し
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
に
は
自
信
満
々
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
ア
メ
リ
カ
自
身
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の

犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
、
自
信
喪
失
の
状
態
に
あ
る
。
押
し
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
が
自
信
を
喪
失
し
、
去
就
に
迷
っ
て
い
る
の

に
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
日
本
に
お
い
て
は
、
今
な
お
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
支
配
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
根
本

的
に
は
日
本
人
の
思
考
力
の
弱
さ
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
源
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
日
本
人
の
思
考
力
の

弱
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
人
の
人
間
的
弱
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
思
想
の
形
態
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
受
け
入
れ
る
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
極
め
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
番
直
面
し
た
く
な
い
死
を
忘
れ
さ
せ
、
人
間
に
最

も
本
能
的
な
生
活
を
正
当
化
す
る
思
想
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
死
は
絶
対
的
必
然
で
あ
っ
て
、
誰
も
こ
れ
を
避
け
得

い
う
ま
で
も
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
終
焉
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日
本
精
神
に
お
け
る
犠
牲
奉
公
、
無
私
の
精
神
は
世
界
史
に
お
い
て
も
類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
高

く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
二
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
は
古
来
の
日
本
に
お
け
る
犠
牲
奉
公
、

無
私
の
精
神
は
無
条
件
に
は
是
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
仮
に
古
来
の
日
本
精
神
が
ど
ん
な
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
ひ
と
た
び
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
、
合
理
主
義
を
身
に
つ
け
た
現
代
人
に
対
し
て
昔
に
還
れ
と
要
求
す
る
の
は
無
理

な
い
。
古
来
の
日
本
の
思
想
は
（
ま
た
外
国
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
も
ろ
も
ろ
の
高
等
宗
教
は
）
死
に
直
面
す
る
と
こ

ろ
か
ら
出
発
す
る
。
死
を
見
て
生
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
本
能
的
に
死
を
恐
れ
る
か
ら
死
を
直
視
し
、
死
の
立
場
か
ら
生
を

見
る
こ
と
は
辛
い
こ
と
で
あ
り
、
訓
練
を
要
す
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
死
を
忘
れ
さ
せ
、
生
の
み
に
全
注
意
を
払
わ
せ
る
か
ら
明

る
く
、
ま
た
受
け
入
れ
る
の
が
容
易
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
最
も
安
易
な
生
き
方
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
国
民
は
簡
単
に
古
来
の
難
道
を
捨
て
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
安
易
な
道
を
選
ん
だ
。
日
本
の
イ
ン
テ

リ
は
、
特
殊
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
者
は
別
と
し
て
、
国
際
情
勢
の
厳
し
さ
を
知
り
、
そ
れ
に
対
し
日
本
が
防
衛
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
極
め
て
深
く
お
か
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
毒
に
よ
り
死
に
直
面
し
た
く
な
い
。
死
を

直
視
し
な
い
。
死
を
避
け
て
通
り
た
い
。
防
衛
は
し
た
い
が
死
は
考
え
た
く
な
い
。
そ
こ
で
「
軍
事
力
な
き
防
衛
」
と
い
う
幻
影
が

浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

(4)死
生
観
が
防
衛
問
題
の
本
質

防
衛
の
論
理
と
倫
理
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を
建
設
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
文
明
建
設
の
一
部
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
防
衛
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
防
衛
問
題
の
中
心
は
軍
事
問
題
で
あ
り
、
軍
事
問
題
の
中
心
は
死
の
問
題
で
あ
る
。
死
の
問
題
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
立
場
か
ら
は
見
た
く
も
考
え
た
く
も
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
利
口
な
人
は
「
軍
事
力
だ
け
が
防
衛
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
「
軍
事
力
な
き
防
衛
」
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
避
け
て
は
防
衛

問
題
は
解
決
で
き
な
い
。
と
く
に
日
本
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
一
般
の
ほ
か
に
極
端
な
反
戦
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
国
に
お

い
て
は
、
「
死
」
の
問
題
が
一
切
の
問
題
解
決
の
鍵
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本

古
来
の
「
無
私
」
「
犠
牲
奉
公
」
の
時
代
に
逆
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
逆
行
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は

ど
う
い
う
死
生
観
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
か
。
そ
の
前
に
一
応
日
本
の
古
来
か
ら
の
死
生
観
を
も
う
一
度
検
討
し
て
み
よ
う
。

日
本
人
が
欧
米
人
、
否
、
世
界
の
ど
の
民
族
と
比
べ
て
も
、
死
に
対
し
て
淡
白
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
極
端
に
い
え
ば
、

「
死
を
見
る
こ
と
帰
す
る
が
如
く
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
確
か
に
美
点
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
が
ど
う
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
い
た
っ
て
不
明
瞭
で
あ
る
。
不
明
瞭
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

検
討
す
る
者
の
能
力
不
足
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
人
自
身
の
死
生
観
自
体
が
思
想
的
に
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人

は
思
想
に
弱
い
。
村
松
剛
氏
は
『
死
の
日
本
文
学
史
』
を
書
き
、
日
本
人
の
死
生
観
を
文
学
の
立
場
か
ら
紹
介
し
、
論
述
し
て
い
る

が
、
要
す
る
に
死
は
日
本
人
に
と
っ
て
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
落
ち
つ
く
の
で
あ
っ
て
、
思
想
と
し
て
は
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
。
輪
廻
の
思
想
、
来
世
の
思
想
、
「
何
々
の
た
め
」
と
い
う
犠
牲
奉
公
の
思
想
等
々
、
そ
れ
ら
が
矛
盾
し
た
ま
ま
混
在
し

て
い
て
、
一
定
の
思
想
体
系
を
な
し
て
い
な
い
。
戦
時
中
よ
く
い
わ
れ
た
「
靖
国
神
社
で
会
お
う
」
も
ム
ー
ド
と
し
て
は
受
け
入
れ

な
注
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
て
新
し
い
文
明

ヨ



227第II部第二章日本の総合安全保障政策

そ
う
い
う
立
場
か
ら
み
て
、
絶
対
に
確
か
な
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
死
の
到
来
の
確
実
性
で
あ
り
、
第
二
は
死
後
の
こ
と

は
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
は
異
論
が
な
い
。
第
二
に
対
し
て
は
否
と
い
う
人
が
あ
る
。
死
後
は
天
国
に
行
く
、

浄
土
に
行
く
、
輪
廻
に
従
っ
て
生
ま
れ
か
わ
る
、
無
に
な
る
、
う
ん
ぬ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
信
仰
の
分
野
で
あ
っ
て
、
合
理
的
に

は
分
か
ら
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
「
天
国
に
行
く
」
こ
と
と
矛
盾
は
し
な
い
。
死
後
「
神
の
み
許
に
帰

る
」
と
い
う
堅
い
信
仰
を
持
ち
つ
つ
、
理
性
で
は
「
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
て
も
矛
盾
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
信
仰
と
し
て
は

「
神
の
み
許
に
帰
る
」
と
い
う
希
望
を
堅
く
持
ち
つ
つ
、
理
性
と
し
て
は
「
分
か
ら
な
い
」
と
判
断
す
る
人
は
幸
せ
で
あ
る
。
故
に
、

そ
れ
で
は
ど
う
い
う
死
生
観
が
正
し
い
か
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
を
論
じ
て
い
る
か
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
私
の
」
「
彼
の
」
ま
た
は
「
彼
女
の
」
死
生
観
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
も
ろ
も
ろ
の
高
等
宗
教

の
死
生
観
の
優
劣
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
合
理
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
日

本
の
現
代
人
が
、
防
衛
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
死
生
観
を
持
つ
べ
き
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定

の
宗
教
の
死
生
観
は
、
そ
れ
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
合
理
的
に
考
え
、
絶
対
に
主
観
を
排
し
た
も

の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。

ら
れ
る
が
、
思
想
と
し
て
は
何
の
こ
と
だ
か
意
味
不
明
瞭
で
あ
り
、
意
味
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
「
合
言
葉
」
と
し
て
使
わ
れ
た
と

も
い
え
る
。
こ
れ
で
は
、
合
理
主
義
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
強
烈
な
影
響
を
受
け
た
現
代
人
か
ら
見
て
「
馬
鹿
馬
鹿
し
い
」
と
思
わ

れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
思
う
。

新
し
い
死
生
観
の
確
立
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わ
れ
わ
れ
は
信
仰
の
部
分
は
切
り
離
し
、
理
性
に
お
け
る
「
分
か
ら
な
い
」
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
を
「
分
か
る
」
と
思
う
の
は
自
己
欺
隔
で
あ
る
。
「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
は
っ
き
り
認
め

な
く
て
は
い
け
な
い
。
死
後
が
「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
種
々
に
心
を
使
う
の
は
無
駄
で
あ

る
。
「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
は
「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
に
任
せ
、
「
分
か
る
」
こ
と
を
考
え
る
し
か
道
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
で
は
何
が
「
分
か
る
」
か
。
生
は
「
分
か
る
」
・
完
全
に
は
「
分
か
ら
な
い
」
が
あ
る
程
度
ま
で
「
分
か
る
」
・
そ
の
「
分
か
る
」

分
野
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
が
死
を
直
視
し
つ
つ
生
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
死
を
忘
れ
、
死
を

直
視
す
る
こ
と
を
避
け
、
ひ
た
す
ら
生
の
み
を
求
め
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立

場
は
、
絶
対
確
実
に
到
来
す
る
死
を
忘
れ
さ
せ
、
意
図
的
に
意
識
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
人
の
心
を
生
に
向
わ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
自
己
欺
備
の
要
素
が
あ
り
、
虚
偽
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
、
真
向
う
か
ら
死
を
見
つ

め
、
死
の
持
つ
重
さ
を
十
分
に
感
じ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
「
分
か
ら
な
い
」
と
判
断
し
、
そ
の
判
断
を
前
提
と
し
て
生
を
見
る
立
場

で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
一
方
が
死
を
忘
れ
る
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
死
の
側
か
ら
生
を
見
る
立
場
で
あ
っ
て
、
後

者
に
は
一
つ
も
自
己
欺
職
の
要
素
が
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
二
つ
の
立
場
は
単
に
理
論
上
の
違
い
だ
け
の
こ
と
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
立
場
の
差
に
よ
り
人
の
精
神
構
造
に
大
き
な
影
響

が
あ
る
の
か
。
後
者
で
あ
る
。
二
つ
の
立
場
が
単
に
「
理
論
的
に
」
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
実
質
的
に
違
わ
な
く

「
だ
め
に
生
き
る
」
思
想
の
確
立
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そ
れ
で
は
ど
う
違
う
か
。
死
を
忘
れ
た
生
き
方
は
、
生
物
的
自
己
を
我
の
全
部
と
見
る
か
ら
ど
う
し
て
も
自
己
中
心
主
義
、
す
な

わ
ち
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
な
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
幸
福
を
自
分
の
本
能
の
充
足
と
す
る
生
き
方
で
あ
る
。
死
を
直
視
し
、
死
の
立
場
か

ら
生
を
見
る
生
き
方
は
、
生
物
的
我
の
有
限
性
を
意
識
す
る
か
ら
幸
福
の
源
泉
を
本
能
の
充
実
の
み
と
は
考
え
な
い
。
本
能
の
充
足

は
も
ち
ろ
ん
否
定
し
な
い
が
、
同
時
に
自
己
以
外
に
注
意
を
向
け
る
。
親
の
た
め
、
子
の
た
め
、
夫
の
た
め
、
妻
の
た
め
、
国
の
た

め
、
社
会
の
た
め
、
世
界
の
た
め
等
々
、
自
分
以
外
の
も
の
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
感
ず
る
。
こ
れ
は
聖
人
級
の
特
別
に

偉
い
人
だ
け
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
誰
で
も
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
多
く
の
凡
人
が

実
践
し
、
そ
れ
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
人
の
う
ち
に
も
「
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
を
実
践
し
、
そ
の
経
験
を
通
し
て
幸
福
感
を
得
た

人
が
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
「
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
は
人
間
の
本
能
で
は
な
い
が
本
性
で
あ
っ
て
、

極
め
て
自
然
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
的
に
「
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
の
で
き
る
人
は
幸
福
な
人
で
あ
る
。
徹
底
的
に
「
た
め

に
生
き
る
」
時
、
彼
は
「
我
」
を
忘
れ
、
宇
宙
と
一
体
に
な
る
。
そ
れ
を
永
遠
と
い
う
。
永
遠
と
は
時
間
の
無
限
の
継
続
の
こ
と
で

は
な
い
。
無
意
味
な
十
万
年
は
無
意
味
な
一
分
と
同
じ
で
あ
る
。
宇
宙
と
一
体
と
な
る
時
が
永
遠
で
あ
り
、
永
遠
は
「
我
」
が
忘
却

さ
れ
、
徹
底
的
に
「
た
め
に
生
き
る
」
時
に
実
現
す
る
。

こ
の
「
た
め
に
生
き
る
」
は
日
本
古
来
の
無
私
や
犠
牲
奉
公
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
同
一
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
今
ま
で
「
国
の
た
め
」
「
君
の
た
め
」
に
生
き
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
日
本
的
愛
国
心
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
こ
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欠
陥
が
あ
っ
た
。
「
無
私
」
な
ら
何
を
し
て
も
い
い
、
と
い
う
無
軌
道
性
が
あ
っ
た
。
「
た

め
」
の
対
象
が
親
と
か
国
と
か
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
提
唱
す
る
「
た
め
に
」
は
無
限
の
ひ
ろ
が
り
を
持
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建
て
る
必
要
が
あ
る
。

ち
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
は
自
ら
秩
序
を
持
つ
・
最
終
の
対
象
は
神
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
世
界
ま
で
ひ
ろ
が

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
世
俗
的
に
い
え
ば
「
世
界
の
た
め
に
」
が
最
終
で
あ
る
。
国
、
地
域
社
会
、
家
族
は
そ
れ
以
下
で
あ
り
、

個
人
の
目
的
は
、
家
族
を
第
一
段
階
と
す
る
「
た
め
に
」
の
秩
序
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
奉
仕
は
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。

国
家
は
国
家
と
し
て
の
最
終
目
的
で
は
な
い
。
国
家
の
目
的
は
世
界
の
「
た
め
に
」
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
世
界
が
権
力
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
が
権
力
の
奴
隷
に
な
ら
な
い
よ
う
な
国

家
目
標
を
設
立
し
、
そ
の
目
的
遂
行
の
た
め
「
国
の
た
め
」
に
仕
え
る
こ
と
を
自
己
の
目
的
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
幸
い
に
し
て
生

を
享
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
を
大
切
に
し
、
で
き
る
だ
け
長
生
き
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
生
の

目
的
は
「
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
ら
進
ん
で
生
命
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
防
衛
と
は
国
を
護

る
こ
と
で
あ
る
が
、
国
を
護
る
と
い
う
こ
と
は
命
が
け
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
命
が
け
の
仕
事
で
な
い
防
衛
は
真
の
防
衛
に
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
命
が
け
」
と
い
う
理
念
と
生
命
第
一
主
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
矛
盾
す
る
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
真
の

防
衛
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
支
配
的
思
想
に
な
っ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
超
克
し
、
「
た
め
に
生
き
る
」
思
想
を
打
ち

防
衛
哲
学
の
確
立
に
お
け
る
第
一
の
難
関
は
、
死
生
の
問
題
で
あ
っ
た
。
｝
」
の
問
題
は
防
衛
を
論
ず
る
者
す
ら
秘
か
に
避
け
て
通

り
た
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
問
題
が
問
題
で
あ
る
以
上
、
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
「
た
め
に
生

き
る
」
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
古
来
か
ら
の
考
え
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
日
本
精
神
は
死
に
つ
い
て
は
立
派
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
が
、
戦
争
に
お
け
る
殺
裁
に
つ
い
て
の
思
想
は
極
め
て
貧
弱
、
行
動
も
あ
ま
り
立
派
で
は
な
か
っ
た
。
敵
の
戦
死
者
を
静
か
に
弔

ら
う
と
い
う
思
想
や
実
践
は
あ
っ
た
が
、
殺
裁
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
省
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
「
敵
だ
か
ら
憎
ん
で

殺
し
て
や
る
」
と
か
「
悪
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
国
の
た
め
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
戦
後
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
り
自
分
の
死
を
恐
れ
る
と
と
も
に
人
を
殺
裁
す
る
こ
と
を
最
大
の
罪
悪
と
す
る
思

想
が
支
配
的
に
な
り
、
そ
れ
が
防
衛
思
想
に
対
す
る
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
衛
隊
員
か
ら
よ
く
「
人
殺
し
と

呼
ば
れ
、
肩
身
の
狭
い
思
い
が
す
る
」
と
い
う
話
を
き
く
。
率
直
に
い
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
答
が
な
い
。
い
く
ら
考
え
て
も
満
足
な

答
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
せ
い
ぜ
い
「
無
益
の
殺
生
は
や
ら
な
い
」
「
殺
裁
は
最
小
限
度
、
万
や
む
を
得
な
い

３

つ

り

く

防
衛
問
題
に
は
死
生
の
問
題
の
ほ
か
、
も
う
一
つ
厄
介
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
戦
い
に
必
然
的
に
伴
う
殺
裁
の
問
題
で
あ
る
。

死
は
辛
い
こ
と
で
あ
り
考
え
た
く
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
早
晩
必
ず
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
本
来
自
分
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

し
っ
か
り
し
た
思
想
と
訓
練
さ
え
あ
れ
ば
何
と
か
な
る
と
し
て
も
、
殺
教
の
方
は
も
っ
と
厄
介
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
が
死
ぬ
と
い

う
話
で
は
な
く
、
自
分
が
人
を
殺
す
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
ど
う
考
え
て
も
立
派
で
あ
る
と
か
善
で
あ
る
と
か
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
古
今
東
西
の
歴
史
に
お
い
て
戦
争
と
い
う
悲
惨
な
事
実
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
必
ず
少
数
で
は
あ
る
が
、
良
心
的
な
反
戦
論

者
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ほ
か
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
人
が
人
を
殺
す
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
も
良
心
的
に
許
し
得
な
か
っ
た
の
で

幸
小
》
デ
（
》
◎

殺
裁
の
絶
対
的
非
倫
理
性
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場
合
に
限
る
」
「
攻
撃
は
絶
対
に
し
な
い
。
敵
か
ら
攻
め
ら
れ
て
、
防
戦
し
な
く
て
は
こ
ち
ら
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
だ
け
許

さ
れ
る
」
と
か
い
う
弁
明
で
あ
る
が
、
一
つ
も
問
題
の
真
髄
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
結
局
殺
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
殺
す

こ
と
が
悪
い
と
し
た
ら
、
ど
う
い
う
事
情
で
あ
っ
て
も
悪
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
殺
す
こ
と
の
非
倫
理
性
に

煩
わ
さ
れ
、
攻
撃
す
べ
き
時
に
攻
撃
し
な
い
と
か
、
敵
の
職
滅
を
控
え
る
と
か
い
う
こ
と
が
防
衛
と
い
う
立
場
か
ら
見
て
許
容
で
き

る
か
ど
う
か
、
疑
問
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
る
。

困
難
の
根
本
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
殺
す
こ
と
を
倫
理
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
。
ど
う
理
屈
を

こ
れ
て
も
殺
す
こ
と
を
道
徳
上
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
の
刑
法
第
三
六
条
は
正
当
防
衛
を
規
定
し
、
こ
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
に
は
殺
人
も
そ
れ
を
「
罰
せ
ず
」
と
し
て
い
る
。
正
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
字
通
り
「
罰
せ

ず
」
で
あ
っ
て
、
罪
悪
で
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
正
当
防
衛
に
せ
よ
、
緊
急
避
難
に
せ
よ
、
お
よ
そ
人
を
殺
す
こ
と
が
い
い
こ

と
だ
と
は
絶
対
に
い
え
な
い
。
殺
人
は
理
由
や
事
情
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
罪
悪
で
あ
る
・
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
論
理
と
倫
理
か
ら
絶

対
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
防
衛
に
お
け
る
軍
事
行
動
、
す
な
わ
ち
殺
数
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
正
当
化

し
よ
う
と
は
毛
頭
考
え
て
い
な
い
。
殺
裁
は
罪
悪
で
あ
る
。
戦
争
で
人
を
殺
す
の
も
、
正
当
防
衛
で
殺
す
の
も
、
死
刑
を
執
行
す
る

の
も
、
ど
ん
な
に
「
や
む
を
得
な
い
」
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
人
を
殺
す
の
は
罪
悪
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
例
外
は
一
つ
も
な
い
。
故

に
、
人
は
絶
対
に
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
「
殺
す
な
か
れ
」
は
モ
ー
セ
の
十
戒
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
遍
的

倫
理
で
あ
っ
て
、
例
外
は
一
つ
も
許
さ
れ
な
い
。
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そ
こ
で
根
本
の
、
そ
し
て
最
も
深
刻
な
問
題
は
、
殺
人
の
倫
理
性
や
反
倫
理
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
倫
理
を
守
り
得
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
本
来
倫
理
を
守
る
得
る
も
の
な
の
か
。
殺
人
な
ど
は
特
殊
な
場
合
で
あ
る
か
ら
別
で
あ
る
が
、

人
間
が
一
切
罪
悪
を
犯
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
反
省
の
足
り
な
い
人
ほ
ど
自
分
を
聖
人
扱
い
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
古
来
第
一
級
の
宗
教
家
は
一
人
残
ら
ず
自
分
を
「
罪
人
」
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
殺
人
・
窃
盗
・
詐
欺
等
の
罪
を
犯
し

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
鋭
い
良
心
の
鏡
に
照
ら
し
た
場
合
、
「
罪
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
の
聖
人
は

人
間
が
人
間
の
力
に
よ
っ
て
罪
を
脱
し
得
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
「
赦
し
」
と
か
「
他
力
本
願
」
と
か
い
う
信
仰
が
生

ま
れ
た
。
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
罪
に
苦
し
み
、
罪
か
ら
脱
し
よ
う
と
思
い
、
修
道
僧
に
な
っ
て
修
行
し
た
が
、
罪
か
ら
脱
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
修
道
僧
を
や
め
、
「
信
仰
の
み
に
よ
る
救
い
」
に
よ
っ
て
魂
の
や
す
ら
ぎ
を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
、

ル
タ
ー
の
「
信
仰
の
み
に
よ
る
救
い
」
は
、
初
め
は
彼
個
人
の
魂
の
問
題
の
解
決
と
し
て
得
ら
れ
た
信
条
で
あ
っ
た
が
、
意
外
に

大
き
な
反
響
を
呼
び
、
宗
教
改
革
と
い
う
世
界
を
ゆ
さ
ぶ
る
運
動
を
巻
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
の
興
隆
を
促
し

た
。
ル
タ
ー
は
そ
こ
で
動
き
を
止
め
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
に
よ
る
新
秩
序
を
建
設
し
、
そ
れ
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し

か
る
に
彼
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
ド
イ
ツ
の
農
民
た
ち
は
、
そ
の
新
秩
序
に
対
し
て
も
反
抗
し
、
激
烈
な
破
壊
運
動
を
展
開
し
た
。

そ
こ
で
、
ル
タ
ー
は
先
頭
に
立
っ
て
農
民
を
弾
圧
し
、
武
力
を
も
っ
て
農
民
を
圧
迫
し
て
秩
序
を
回
復
し
た
。
故
に
、
ル
タ
ー

は
進
歩
主
義
者
か
ら
は
「
裏
切
り
者
」
と
非
難
さ
れ
、
保
守
主
義
者
か
ら
は
秩
序
の
回
復
者
と
し
て
称
讃
さ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー

の
「
信
仰
の
み
に
よ
る
救
い
」
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
罪
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
罪
を
逃
れ
る

絶
対
的
倫
理
と
人
の
倫
理
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と
し
た
農
民
を
鎮
圧
し
た
。

こ
と
は
他
の
罪
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
深
刻
な
認
識
を
前
提
と
し
、
罪
を
犯
さ
な
い
と
い
う
自
力
的
善
行
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
罪
を
犯
し
て
罪
人
と
な
っ
た
ま
ま
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
信
仰
経
験
の
表
現
で
あ
る
。
故
に
、
ル
タ
ー
の

書
簡
や
説
教
の
う
ち
に
は
「
神
よ
わ
れ
に
罪
を
犯
さ
せ
給
え
」
と
か
「
神
は
こ
そ
こ
そ
し
た
罪
は
許
し
給
わ
な
い
。
堂
々
と
公
然
と

罪
を
犯
せ
」
と
か
い
う
よ
う
な
驚
く
べ
き
言
葉
が
発
見
さ
れ
、
気
の
弱
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
困
ら
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
ル
タ
ー
は
倫
理
道
徳
を
無
視
し
た
不
徳
漢
で
あ
っ
た
か
。
歴
史
的
事
実
は
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。
彼
は
自
己
に

対
し
て
も
他
に
対
し
て
も
厳
し
い
倫
理
を
課
し
、
そ
れ
を
自
ら
も
忠
実
に
守
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
他
に
も
要
求
し
た
。
そ
れ
は
矛

盾
で
は
な
い
か
。
一
方
に
お
い
て
人
は
倫
理
を
守
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
「
神
よ
、
わ
れ
に
罪
を
犯
さ
せ
給
え
」
な

ど
と
い
っ
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
倫
理
を
守
れ
と
要
求
す
る
の
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。
一
見
矛
盾
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
に

お
い
て
は
調
和
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
「
神
の
も
の
」
と
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
」
を
厳
し
く
峻
別
し
た
。
神
の
倫
理
は
守
れ
な
い
。
だ

か
ら
へ
り
く
だ
っ
て
罪
の
赦
し
を
乞
う
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
は
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
」
を
認
め
給
う
た
・
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
、

す
な
わ
ち
世
俗
的
な
も
の
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
国
家
の
法
は
守
り
得
る
、
し
た
が
っ
て
守
る
べ
き
倫
理
で
あ
る
（
現
代
人
は
倫
理

と
法
と
に
分
け
て
考
え
る
が
、
ル
タ
ー
の
政
治
思
想
に
は
そ
の
区
別
は
明
瞭
で
は
な
い
。
国
法
が
倫
理
で
あ
り
、
倫
理
は
即
国
法

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、

神
の
倫
理
と
人
の
倫
理
と
を
峻
別
し
、
こ
の
罪
あ
る
世
界
に
お
い
て
は
罪
か
ら
生
ま
れ
た
国
家
の
法
を
守
る
こ
と
が
神
か
ら
課
さ
れ

た
唯
一
の
義
務
で
あ
っ
て
、
神
の
倫
理
は
こ
の
罪
の
肉
体
を
持
つ
限
り
守
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
信
仰
に
よ
っ
て
赦
し
を
乞

う
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
が
ル
タ
ー
の
政
治
思
想
の
中
核
で
あ
る
）
・
ル
タ
ー
は
こ
の
原
理
に
従
っ
て
、
秩
序
を
破
壊
し
よ
う
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れ
は
言
葉
こ
そ
違
う
が
、

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
解
放
で
有
名
な
エ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
は
極
め
て
敬
虚
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
聖
書
に
よ

っ
て
人
間
形
成
を
な
し
た
政
治
家
で
あ
っ
た
。
彼
が
大
統
領
に
就
任
す
る
や
、
彼
の
意
に
反
し
て
南
部
諸
州
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
離

脱
を
宣
言
し
た
。
そ
の
事
実
を
承
認
す
る
と
い
う
道
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
退
け
て
武
力
行
使
を
命
じ
た
。
そ
れ
が
南
北
戦
争

の
起
原
で
あ
る
。
南
部
は
案
外
頑
強
で
あ
っ
た
。
北
部
す
な
わ
ち
合
衆
国
の
首
脳
者
た
ち
は
親
戚
関
係
等
で
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い

る
南
部
と
真
剣
に
戦
う
こ
と
を
き
ら
い
、
戦
闘
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
。
そ
の
ス
キ
に
乗
じ
南
部
は
優
勢
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

イ
ギ
リ
ス
か
ら
「
交
戦
国
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
可
能
性
す
ら
感
じ
ら
れ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
憲
法
上
、
陸
海
軍
総
司
令
官
と
し
て

の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
、
自
ら
軍
の
指
揮
に
当
っ
た
。
そ
れ
が
成
功
し
、
南
部
潰
滅
の
原
因
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
点
に
お
け

る
正
確
な
史
的
研
究
は
コ
リ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
将
軍
の
『
エ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
の
軍
事
的
天
才
』
に
お
い
て
詳
細
に
な
さ
れ
て

い
る
が
、
作
戦
成
功
の
原
因
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ッ
ら
が
提
唱
し
て
い
る
戯
滅
戦
の
敢
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
他
の
将
軍
の
な
し
得

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
極
め
て
「
敬
慶
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
で
あ
っ
た
リ
ン
カ
ー
ン
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。

リ
ン
カ
ー
ン
は
ル
タ
ー
と
は
時
代
も
環
境
も
異
な
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
が
ル
タ
ー
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
証
拠
は
得
ら
れ
な

い
。
お
そ
ら
く
何
の
影
響
も
受
け
な
か
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
両
者
に
は
不
思
議
に
も
共
通
点
が
あ
る
。
そ

て
い
た
こ
と
。

国
、
こ
の
世
の
秩
序
す
な
わ
ち
国
法
は
神
が
罪
の
子
の
た
め
に
認
め
給
う
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
法
は
人
が
守
り

㈲
、
い
ず
れ
も
神
を
信
じ
、
神
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
。

。
、
罪
の
子
で
あ
る
人
は
神
の
倫
理
を
守
り
得
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
罪
を
犯
し
て
赦
し
を
乞
う
以
外
に
道
が
な
い
と
信
じ



お
え
た
こ
と
。

６
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
守
る
べ
き
も
の
と
信
じ
、
法
を
犯
す
も
の
に
対
し
て
は
死
を
含
む
一
部
の
措
置
を
と
る
べ
き
と
考

い
わ
ゆ
る
「
平
和
主
義
者
」
や
「
良
心
的
反
戦
論
者
」
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
真
実
に
対
し
て
無
知
で
あ
り
、
聖
書
を
勝
手
に
浅

薄
に
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
甘
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
戦
争
等
一
切
の
罪
が
除
か
れ
る
の
な
ら
、
高
等
宗
教
は
初
め
か

ら
不
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
人
間
は
絶
対
的
倫
理
は
守
り
得
な
い
と
い
う
告
白
、
そ
し
て
守
り
得
る
、
守
る
べ
き
こ
の
世
の
法
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
人
間
の
救
い
が
あ
る
。
防
衛
、
安
全
保
障
は
そ
れ
を
い
か
に
上
手
に
表
現
し
て
も
死
と
い
う
要
素
と
殺
人
と
い

う
要
素
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
人
情
と
し
て
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
す
れ
ば
虚

偽
に
な
る
。
正
直
に
問
題
に
取
り
組
み
、
い
や
な
こ
と
に
直
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
覚
悟
を
し
、
常
に
最
悪
を
予
想
し

つ
つ
、
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
れ
ば
、
案
外
平
凡
に
し
て
、
常
識
的
な
と
こ
ろ
に
結
論
が
落
ち
つ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
三
点
で
あ
る
。
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第
一
次
世
界
大
戦
後
、
戦
争
の
大
惨
害
を
経
験
し
た
各
国
に
お
い
て
は
平
和
熱
が
み
ち
溢
れ
た
。
理
想
主
義
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
米
大

統
領
は
こ
の
風
潮
に
乗
じ
て
国
際
連
盟
を
提
唱
し
、
国
際
連
盟
に
よ
っ
て
世
界
の
平
和
を
維
持
で
き
る
と
し
て
、
極
め
て
熱
心
に
奔

走
し
た
。
連
合
国
が
ド
イ
ツ
に
戦
犯
容
疑
者
を
出
さ
せ
て
裁
判
せ
ん
と
し
た
の
も
（
ド
イ
ツ
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
）
戦
争
嫌

悪
の
世
論
か
ら
で
あ
っ
た
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
国
内
に
あ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
運
動
が
全
国
的
に
行
な
わ
れ
た
。

わ
が
国
の
防
衛
は
戦
後
占
領
軍
よ
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
憲
法
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
第
一
に
は
警
察
予
備
隊
よ
り
保
安
隊
を
経
て

自
衛
隊
へ
と
発
展
し
て
き
た
経
緯
に
問
題
が
あ
り
、
第
二
に
は
戦
後
三
十
余
年
、
平
和
と
繁
栄
に
馴
れ
て
き
た
た
め
「
治
に
い
て
乱

を
忘
れ
る
」
く
せ
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
国
防
が
無
視
さ
れ
て
い
る
原
因
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
国
家
と
し
て
の
体
裁
を

整
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
独
立
国
家
と
し
て
国
防
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
若
干
の
説
明

を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

極
端
に
理
想
に
走
り
す
ぎ
現
実
を
無
視

(1)
二
、
国
防
態
勢
の
整
備

無
視
さ
れ
て
き
た
国
防
問
題



2詔

㈲
防
衛
産
業
（
死
の
商
人
）
の
排
斥

戦
後
相
当
な
期
間
に
わ
た
っ
て
し
ば
し
ば
軍
縮
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
不
戦
条
約
や
不
可
侵
条
約
な
ど
が
締
結
さ
れ
た
う
え
、

こ
の
よ
う
な
世
論
の
反
映
が
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
争
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
さ

ら
に
莫
大
な
損
害
や
国
力
の
損
耗
を
き
た
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
幾
多
の
戦
争
や
紛
争
が
生
起
し
、
現
に
各
国
は
一
層
の

軍
備
強
化
に
狂
奔
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
は
第
二
次
大
戦
で
未
曽
有
の
敗
戦
と
大
惨
害
を
蒙
つ
た
う
え
、
戦
争
裁
判
な
ど
に
も
影
響
さ
れ
た
た
め
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
風
潮
に
強
く
押
し
流
さ
れ
た
。
こ
と
に
占
領
軍
が
理
想
に
走
っ
て
日
本
に
現
実
離
れ
し

た
憲
法
を
押
し
つ
け
た
か
ら
な
お
さ
ら
で
、
自
衛
隊
は
軍
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
を
当
初
か
ら
排
斥
さ
れ
た
。
警
察
予
備
隊
創
設
時

よ
り
〃
軍
″
と
か
〃
戦
″
の
字
句
に
拒
否
反
応
を
示
し
、
旧
軍
の
名
称
や
慣
習
な
ど
は
理
屈
抜
き
で
排
除
さ
れ
た
（
左
記
参
照
）
。

㈲
軍
縮

㈱
禁
酒

㈲
世
界
連
邦
の
結
成

軍
（
師
団
）
長
↓
方
面
（
管
区
）
総
監
（
昭
和
三
十
七
年
管
区
総
監
は
師
団
長
と
改
名
）

歩
兵
↓
普
通
科

㈲
非
武
装
中
立

砲
兵
↓
特
科

国
軍
↓
自
衛
隊
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工

兵

↓

施

設

戦
車
↓
特
車
（
昭
和
三
十
七
年
戦
車
と
改
名
）

階
級
称
号
（
少
尉
よ
り
大
将
）
↓
三
尉
よ
り
陸
将

陸
・
海
軍
大
学
校
↓
幹
部
学
校

士
官
学
校
・
兵
学
校
↓
防
衛
大
学
校

国
防
大
学
校
↓
防
衛
研
修
所

戦
時
や
非
常
時
を
考
え
る
こ
と
は
平
和
主
義
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
戦
死
に
関
す
る
法
規
が
わ
が
国
に
な
い
の
も
こ
の

思
想
と
無
関
係
で
は
な
い
。
精
強
で
あ
る
べ
き
自
衛
隊
は
帽
子
の
徽
章
に
鳩
（
十
年
前
よ
り
改
正
）
を
、
ま
た
防
衛
長
官
、
統
幕
議
長
、

各
陸
海
軍
幕
僚
長
お
よ
び
高
級
司
令
官
の
将
旗
に
は
鳩
の
模
様
（
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
）
を
常
用
し
、
肩
章
（
階
級
を
表
示
）
に
星
（
列

国
軍
）
を
使
用
し
な
い
の
も
軍
を
嫌
悪
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
方
、
平
和
の
言
葉
は
乱
用
さ
れ
、
戦
争
煽
動
者
ま
で
平
和
主
義
者
に
転
向
し
た
。
戦
争
責
任
は
す
べ
て
軍
閥
や
軍
人
に
転
嫁
さ

れ
、
国
家
に
忠
勤
を
励
み
生
死
を
賭
し
て
戦
っ
た
幹
部
（
将
校
）
は
公
職
追
放
、
恩
給
停
止
と
な
っ
た
。
国
に
殉
じ
た
人
び
と
は
無

駄
死
に
の
如
く
取
扱
わ
れ
、
傷
病
兵
は
路
頭
に
迷
っ
た
・
列
国
の
無
名
戦
死
の
墓
地
同
様
に
靖
国
神
社
で
祀
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

終
戦
後
占
領
軍
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
国
家
を
裏
切
っ
た
共
産
党
員
は
救
世
主
の
よ
う
に
し
て

迎
え
ら
れ
た
。
憲
法
の
前
文
で
は
、

『
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
』

と
述
べ
、
世
の
中
は
善
人
の
み
の
集
ま
り
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
、
全
く
理
想
に
立
脚
し
た
国
防
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



望0

新
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
、
社
会
党
も
共
産
党
も
新
憲
法
は
外
国
よ
り
の
押
し
つ
け
で
あ
る
と
し
て
強
く
こ
れ
に
非
難
攻
撃
を

加
え
た
。
共
産
党
の
如
き
は
軍
備
撤
廃
に
も
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
幾
ば
く
も
な
く
し
て
社
会
党
も
共
産
党
も
相
次

い
で
新
憲
法
を
平
和
憲
法
と
銘
う
ち
、
百
八
十
度
態
度
を
変
更
し
、
憲
法
護
持
、
憲
法
改
正
反
対
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
進
歩

的
文
化
人
も
こ
れ
に
和
し
た
。
社
会
党
は
非
武
装
中
立
を
叫
び
、
共
産
党
な
ど
と
と
も
に
日
米
安
保
条
約
に
よ
っ
て
日
本
が
戦
争
に

組
み
入
れ
ら
れ
る
と
し
て
昭
和
三
十
五
年
、
安
保
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
。
実
に
内
乱
一
歩
手
前
の
騒
乱
に
ま
で
発
展
し
内
外
の
信

用
を
失
墜
し
た
。
そ
の
後
も
日
教
組
や
学
生
を
初
め
と
す
る
左
翼
勢
力
に
よ
っ
て
国
内
の
治
安
が
乱
さ
れ
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
等
に
よ

っ
て
赤
軍
の
悪
名
は
世
界
に
宣
伝
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
年
頃
創
価
学
会
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
公
明
党
は
、
安
保
条
約
や
自
衛

隊
の
漸
進
的
解
消
を
唱
え
て
保
守
政
党
と
革
命
陣
営
の
中
間
を
歩
み
、
あ
た
か
も
中
道
政
治
を
行
な
う
か
の
如
き
印
象
を
世
間
に
与

政
府
、
国
会
を
初
め
と
し
、
一
般
国
民
も
ま
た
戦
時
や
非
常
時
を
考
え
な
い
こ
と
が
定
着
し
、
自
衛
隊
は
無
用
の
長
物
視
さ
れ
る

始
末
と
な
っ
た
。
い
わ
ん
や
核
を
混
え
た
戦
争
や
民
間
防
衛
な
ど
は
論
外
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
一
層
助
長
し

て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
自
衛
隊
は
私
生
児
的
取
扱
い
を
受
け
な
が
ら
も
、
愛
国
心
は
自
衛
隊
員
の
み
に
要
求
さ
れ
る
が
如
き
奇
現
象

を
呈
し
て
い
る
。
実
に
わ
が
国
の
国
防
は
極
端
な
理
想
に
走
り
過
ぎ
て
非
現
実
的
な
基
礎
の
上
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

え
て
き
た
。

し
か
し
、
内
外
の
情
勢
は
、
こ
れ
ら
野
党
や
革
命
勢
力
の
主
張
が
合
理
性
を
欠
き
、
日
本
の
実
情
に
も
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
日
米
安
保
条
約
に
反
対
し
、
日
本
の
軍
国
主
義
台
頭
を
主
張
し
て
い
た
中
国
で
さ
え
、
今
や
日
本
の

国
民
感
情
を
悪
用
す
る
左
翼
勢
力



ZZ 第II部第二章日本の総合安全保障政策

わ
が
国
が
終
戦
と
と
も
に
占
領
軍
の
統
治
下
に
入
る
や
、
道
徳
の
基
準
が
失
わ
れ
た
。
理
屈
が
ど
う
で
あ
れ
「
長
い
も
の
に
巻
か

れ
よ
」
の
風
潮
は
い
よ
い
よ
強
く
な
り
、
正
義
や
正
論
は
貫
か
れ
な
く
な
っ
た
。
連
合
軍
の
一
挙
一
動
に
注
意
が
払
わ
れ
、
敗
戦
に

よ
る
反
動
と
相
俟
っ
て
事
な
か
れ
主
義
が
横
行
し
、
精
神
面
は
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
野
党
の
質
問
に
吉
田
総
理
は
「
自
衛

隊
は
戦
力
な
き
軍
隊
で
あ
る
」
と
答
え
る
始
末
で
あ
っ
た
。
池
田
内
閣
は
所
得
倍
増
を
強
調
し
、
国
防
は
ア
メ
リ
カ
任
せ
で
、
精
神

や
道
徳
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
経
済
回
復
が
最
優
先
さ
れ
物
質
偏
重
へ
と
進
ん
だ
の
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
は
い

え
、
国
防
に
与
え
た
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
佐
藤
総
理
は
野
党
の
質
問
に
乗
せ
ら
れ
、
三
矢
研
究
の
行
き
過
ぎ
を
認
め

た
ば
か
り
で
な
く
、
関
係
者
の
処
罰
に
ま
で
言
及
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
自
衛
隊
幹
部
の
積
極
的
意
欲
を
消
磨
し
、
事
な
か
れ
主

義
は
防
衛
庁
内
部
に
ま
で
浸
透
し
、
某
長
官
は
共
産
党
の
主
張
を
容
れ
て
精
神
教
育
資
料
（
反
共
資
料
を
含
む
）
の
焼
却
を
各
隊
に

危

い

え

い

命
じ
た
。
ま
た
、
某
防
衛
長
官
は
専
守
防
衛
を
も
っ
て
わ
が
国
の
国
防
の
特
色
で
あ
る
か
の
よ
う
に
唱
導
し
、
自
衛
隊
の
消
極
退
嬰

軍
備
増
強
、
日
米
安
保
条
約
の
必
要
性
を
堂
々
と
強
調
す
る
に
至
り
、
社
会
党
も
公
明
党
も
共
産
党
も
従
来
の
主
張
を
強
調
す
る
こ

と
に
当
惑
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
政
策
や
主
張
に
は
一
貫
性
や
信
頼
性
が
な
い
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
結
局
、
彼
ら

は
反
戦
反
軍
の
国
民
感
情
を
彼
ら
の
目
的
の
た
め
に
巧
み
に
利
用
し
、
国
家
や
国
民
大
衆
の
利
益
よ
り
も
自
己
中
心
で
あ
っ
た
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
政
党
だ
け
で
な
く
、
報
道
機
関
を
初
め
多
く
の
進
歩
的
文
化
人
や
宗
教
・
婦
人
・
左
翼
団
体
に

も
見
ら
れ
た
こ
と
で
、
彼
ら
こ
そ
が
平
和
を
叫
び
つ
つ
秩
序
や
治
安
を
乱
し
た
張
本
人
で
、
国
益
に
反
し
た
行
動
を
採
り
続
け
て
き

た
と
言
え
よ
う
。

事
な
か
れ
と
物
質
主
義
思
想
の
風
潮
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的
傾
向
を
助
長
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
平
和
時
に
お
け
る
基
盤
防
衛
力
な
る
も
の
が
防
衛
庁
よ
り
叫
ば
れ
、
防
衛
費
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の

一
％
以
下
が
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
今
日
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
間
、
国
会
に
お
い
て
防
衛
法
案
が

政
府
・
与
野
党
間
の
取
引
き
の
具
に
供
せ
ら
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

政
府
を
初
め
国
会
は
戦
後
三
十
余
年
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
叫
び
続
け
、
自
衛
隊
に
対
し
て
厳
し
い
要
求
を
行
な
い
な

が
ら
、
自
ら
襟
を
正
す
こ
と
を
忘
れ
、
つ
い
に
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
関
連
し
て
総
司
令
官
た
る
総
理
が
逮
捕
裁
判
さ
れ
る
と
い
う
不

祥
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
。
「
勇
将
の
下
、
弱
卒
な
し
」
と
の
諺
が
あ
る
が
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
の
国
民
大
衆
（
自
衛
隊
を
含
む
）

に
与
え
た
精
神
的
影
響
は
少
な
く
な
く
、
国
家
指
導
者
た
ち
が
事
な
か
れ
と
物
質
主
義
に
走
っ
た
影
響
は
決
し
て
軽
く
評
価
さ
れ
る

戦
争
は
十
九
世
紀
末
頃
ま
で
は
武
力
戦
中
心
で
あ
っ
た
。
国
家
間
の
闘
争
は
軍
隊
相
互
の
闘
争
で
あ
っ
た
が
、
第
一
次
お
よ
び
第

二
次
世
界
大
戦
を
経
る
に
従
い
、
科
学
技
術
や
通
信
連
絡
の
発
達
に
伴
っ
て
戦
争
の
範
囲
は
著
し
く
拡
大
さ
れ
、
そ
の
規
模
も
極
大

化
さ
れ
た
。
こ
と
に
第
二
次
大
戦
後
は
い
よ
い
よ
総
力
戦
と
な
り
、
全
地
球
的
と
な
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
か
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
と
か
ワ
ル
シ

ャ
ワ
条
約
軍
と
か
い
わ
れ
る
形
式
を
た
ど
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
・
外
交
・
思
想
・
科
学
技
術
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
包
含
さ
れ
た

総
力
戦
的
な
も
の
と
な
っ
て
、
昔
と
は
著
し
い
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
軍
事
と
の
関
係
は
極
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て

要
す
る
に
、
国
家
指
導
者
た
ち
や
多
く
の
政
治
家
に
は
、
先
優
後
楽
の
確
乎
た
る
信
念
が
な
く
、
事
な
か
れ
と
物
質
主
義
思
想
の

風
潮
に
そ
ま
り
、
悪
と
闘
う
勇
気
に
欠
け
て
い
る
。
国
防
は
単
に
兵
員
の
数
や
兵
器
、
弾
薬
の
多
寡
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

べ
き
で
な
い
。

時
代
遅
れ
の
国
防
観
念

、

0

〃
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七
八
年
末
、
自
民
党
総
裁
選
に
出
馬
し
た
一
候
補
は

『
有
事
と
い
え
ば
戦
争
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
戦
争
す
る
上
で
法
律
に
多
少
の
不
備
が
あ
る
と
こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
戦
争

に
な
れ
ば
い
く
ら
法
律
が
あ
っ
て
も
国
は
救
え
な
い
・
有
事
立
法
よ
り
も
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
政
治
を
す
る
こ
と
で
す
。
栗

栖
前
統
幕
議
長
は
、
ご
自
分
の
分
野
で
あ
る
装
備
や
弾
薬
貯
蔵
で
心
配
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
い
え
ば
い
い
。
視
野
の
狭
い
軍
人
が
政

治
に
口
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
ら
国
は
滅
び
ま
す
」

と
語
っ
て
い
る
が
、
国
防
に
関
す
る
理
解
認
識
の
低
さ
に
は
あ
き
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

今
や
わ
が
国
民
の
八
○
％
は
五
十
歳
以
下
の
人
び
と
で
、
官
庁
や
実
社
会
の
指
導
者
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
が
、
彼
ら
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
。

い
全
然
兵
役
に
関
係
し
て
い
な
い
（
自
衛
隊
に
入
隊
し
た
人
々
を
除
く
）
・

㈲
戦
後
に
お
け
る
日
教
組
の
偏
向
教
育
（
反
戦
反
軍
）
を
受
け
て
い
る
。

き
た
。
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
わ
が
国
の
敗
戦
原
因
は
多
々
あ
る
が
、
わ
が
国
の
近
代
戦
争
（
作
戦
）
に
関
す
る
考
え
方
が
米
英
等

よ
り
遅
れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
敗
因
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
戦
後
軍
備
が
廃
止
さ
れ
た
結
果
、
官
民
に
お
い
て
戦
争
や
軍
事
に
関
す
る
研
究
は
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

武
力
を
中
心
と
す
る
古
い
戦
争
観
に
逆
戻
り
し
、
国
家
施
策
は
総
力
戦
的
観
念
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
軍
国
主
義
思
想
に
通
ず
る
も

の
と
し
て
排
斥
さ
れ
、
国
防
に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
日
本
と
諸
外
国
と
の
間
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
防
衛

産
業
を
死
の
商
人
呼
ば
わ
り
し
、
ま
た
、
経
済
外
交
や
平
和
外
交
で
戦
争
抑
止
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
少
な
く
な
い
。

１
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終
戦
後
、
国
家
再
建
に
邇
進
し
た
わ
が
国
は
、
予
想
し
な
い
経
済
繁
栄
を
達
成
し
、
今
や
内
外
よ
り
経
済
大
国
な
ど
と
称
さ
れ
る

に
至
っ
た
が
、
国
防
の
観
点
か
ら
す
る
と
日
本
は
純
然
た
る
独
立
国
家
の
体
裁
を
整
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
国
民
大
衆

に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
国
家
指
導
者
た
ち
や
国
民
大
衆
は
ひ
と
し
く
他
力
本
願
、
自
己
中
心
の
風
潮
に
な

れ
て
自
主
、
独
立
の
精
神
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

日
本
と
同
じ
く
西
ド
イ
ツ
も
敗
戦
に
よ
っ
て
軍
備
は
廃
止
、
軍
は
解
体
さ
れ
た
。
日
本
に
は
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
急
迩
警
察
予
備

隊
が
創
設
さ
れ
た
が
、
西
ド
イ
ツ
は
一
九
五
五
年
五
月
五
日
、
日
本
よ
り
約
五
年
遅
れ
て
再
軍
備
が
許
さ
れ
た
。
西
ド
イ
ツ
の
や
り

方
は
ま
ず
国
防
省
を
設
置
、
次
い
で
翌
年
一
月
軍
隊
を
編
成
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
一
員
と
な
り
、
連
合
国
の
中
に
あ
っ
て
重
要
な
地
位

を
占
め
、
当
初
よ
り
徴
兵
制
を
採
用
し
、
兵
役
制
度
や
動
員
な
ど
も
計
画
準
備
し
た
。
わ
が
国
の
よ
う
な
〃
自
衛
隊
″
な
ど
と
い
わ

ず
、
列
国
軍
な
み
の
軍
の
制
度
や
名
称
を
使
用
し
た
。
そ
こ
に
は
、
日
本
の
よ
う
な
矛
盾
や
ゴ
マ
カ
シ
は
な
か
っ
た
。
た
だ
非
常
時

例
国
防
や
軍
事
に
関
心
が
な
い
。

そ
の
上
、
戦
後
三
十
五
年
間
、
国
家
指
導
層
に
国
防
を
軽
視
し
た
風
潮
が
あ
り
、
か
つ
国
防
に
関
す
る
古
い
観
念
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
と
あ
っ
て
は
、
国
防
態
勢
の
整
備
も
容
易
で
な
い
。
そ
こ
に
わ
が
国
の
大
欠
陥
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
や
総
決
算
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(2)独
立
国
家
の
体
裁
を
欠
く
日
本

国
際
情
勢
の
変
化
と
国
防
の
責
務
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戦
後
の
必
然
的
な
趨
勢
と
し
て
集
団
安
全
保
障
政
策
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
集
団
安
全
保
障
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す

る
た
め
に
は
、
加
盟
国
の
積
極
的
な
責
任
義
務
の
履
行
が
前
提
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
今
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
て
い
る
イ
ギ
リ

㈲
前
記
を
補
充
す
る
予
備
兵

わ
が
国
に
あ
っ
て
は
秘
密
保
護
の
法
規
さ
え
も
な
く
、
軍
で
な
い
自
衛
隊
を
保
持
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
内
外
か
ら
（
革
命

勢
力
を
含
む
）
わ
が
国
の
崩
壊
を
企
図
す
る
策
動
が
行
な
わ
れ
易
い
欠
陥
が
あ
り
、
非
常
時
に
際
し
対
処
し
得
ら
れ
な
い
弱
点
が
あ
る
。

〃
設
鑑
遠
か
ら
ず
″
わ
が
国
の
国
防
基
盤
の
欠
陥
是
正
（
整
備
）
は
内
外
情
勢
上
か
ら
し
て
も
急
を
要
す
る
と
い
え
る
。

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

に
対
処
す
る
法
規
が
作
ら
れ
ず
、
連
合
軍
の
法
規
を
借
用
し
て
一
時
期
を
凌
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
の
国
家
基
本
法
中
に
緊

急
事
態
に
対
処
す
る
法
規
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
一
九
六
七
年
非
常
事
態
法
を
整
備
し
、
国
会
に
お
い
て
こ
れ
を
議
決
し
た
。
こ
れ

に
反
し
わ
が
国
は
西
ド
イ
ツ
よ
り
早
く
警
察
予
備
隊
を
創
設
し
、
保
安
隊
を
経
て
自
衛
隊
へ
と
改
編
し
た
も
の
の
、
国
防
の
根
本
に

手
を
加
え
ず
、
多
く
の
矛
盾
や
欠
陥
を
持
ち
続
け
、
今
や
創
設
当
時
の
警
察
予
備
隊
へ
と
逆
戻
り
し
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。

お
よ
そ
列
国
の
軍
は
左
記
部
隊
よ
り
成
り
、
戦
時
に
あ
っ
て
は
有
事
立
法
の
発
動
に
よ
っ
て
国
家
と
し
て
そ
の
総
力
を
発
揮
す
る

㈹
正
規
軍
の
第
一
線
部
隊

向
補
助
部
隊
（
国
境
警
備
隊
、
保
安
隊
、
憲
兵
隊
）

安
全
保
障
の
国
際
的
責
務

例
予
備
軍
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日
本
を
め
ぐ
る
四
囲
の
情
勢
を
見
る
と
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
は
ソ
連
太
平
洋
艦
隊
約
一
二
○
万
ト
ン
（
海
上
自
衛
隊
の
六
倍
）
、

最
新
潜
水
艦
一
二
○
隻
、
バ
ィ
ヵ
ル
湖
以
東
に
は
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
や
空
軍
二
、
○
○
○
機
の
外
、
地
上
軍
三
○
個
師
団
が
配
置
さ
れ
て
お

り
、
義
理
に
も
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
安
全
で
あ
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
わ
が
国
の
陸
上
自
衛
隊
一
三
力
師
団
の
戦
力
は
ソ
連
赤
軍
の

わ
ず
か
四
ヵ
師
団
程
度
に
過
ぎ
ず
、
全
国
に
配
置
さ
れ
て
い
る
二
七
個
の
サ
イ
ト
は
す
べ
て
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
軍
民
航
空

管
制
は
不
統
一
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
か
つ
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
情
勢
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
如
く
安
定
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

日
本
国
内
に
は
革
命
勢
力
が
安
保
条
約
の
破
棄
や
非
武
装
中
立
を
叫
び
、
平
時
に
お
い
て
さ
え
米
軍
の
基
地
使
用
や
原
子
力
空
母
、

西
ド
イ
ツ
は
国
軍
の
ほ
と
ん
ど
全
力
を
挙
げ
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
中
核
的
存
在
と
な
り
、
か
つ
英
米
仏
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
の

各
国
軍
に
基
地
を
供
与
し
、
同
盟
軍
（
米
地
上
軍
約
二
○
万
英
陸
軍
五
・
五
万
駐
独
）
を
人
質
と
し
、
有
事
に
は
米
英
の
救
援
を

ス
と
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
少
し
観
察
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

イ
ギ
リ
ス
は
海
洋
国
家
と
し
て
日
本
と
極
め
て
類
似
し
た
立
場
に
あ
る
が
、
国
防
か
ら
す
る
と
日
本
よ
り
よ
り
安
全
な
地
位
に
あ

る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
は
ソ
連
と
は
直
接
隣
接
せ
ず
、
前
方
に
は
西
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
等
の
諸
国
が
あ
り
、
日
本
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
大
差
が
あ
る
。
そ
の
う
え
同
盟
国
の
ア
メ
リ
カ
と

は
言
語
・
習
慣
等
を
同
じ
く
し
、
歴
史
伝
統
や
人
種
的
に
も
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
、
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
か
ら
し

て
も
有
事
に
は
ア
メ
リ
カ
の
支
援
を
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
期
待
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
経
済
的
苦
境
に
あ
り
な

が
ら
左
表
の
如
く
国
防
を
重
視
し
、
国
民
の
軍
事
防
衛
支
出
は
日
本
の
二
倍
近
く
、
西
ド
イ
ツ
に
五
個
師
団
を
派
遣
し
て
ア
メ
リ
カ

必
至
な
ら
し
め
て
い
る
。

に
協
力
し
て
い
る
。
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政
府
お
よ
び
与
党
は
口
癖
の
よ
う
に
安
保
条
約
の
重
要
性
を
主
張
す
る
が
、
集
団
安
全
保
障
加
盟
国
と
し
て
の
責
任
義
務
の
遂
行

に
積
極
的
で
な
い
。
ア
メ
リ
カ
が
青
年
の
血
ま
で
流
し
て
有
事
に
は
日
本
の
支
援
に
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

安
保
条
約
の
締
結
国
と
し
て
英
独
両
国
が
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
よ
く
教
え
て
い
る
が
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
そ

同
潜
水
艦
等
の
基
地
入
港
が
し
ば
し
ば
デ
モ
等
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
反
対
運
動
を
善
導
す
る
熱
意
と

努
力
が
指
導
層
に
欠
け
、
防
衛
費
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
以
下
で
足
り
る
と
し
、
防
衛
白
書
は
そ
れ
で
質
の
向
上
が
得
ら
れ
る
か
の
如
く

主
張
し
て
い
る
。
七
八
年
十
一
月
、
日
米
国
会
議
員
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
、
米
側
よ
り
わ
が
国
の
防
衛
努
力
の
不
足
や
防
衛
費
に

つ
い
て
批
判
が
あ
っ
た
が
、
立
場
を
か
え
て
考
え
れ
ば
こ
れ
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

予

備

軍

そ 空

軍

兵

力

陸

軍

兵

力

国

防

費

総

兵

力

海
軍
兵
力

の

他

予
備
自
衛
官
は
三
・
九
万
名

あ
る
が
部
隊
編
成
さ
れ
て
い

な
い
。

な

し

ド
イ
ツ
に
五
・
五
万
名
を
派

遣
し
て
い
る
。

二
四
・
三
七
万
名
が
あ
っ
て

部
隊
編
成
さ
れ
て
い
る
。

六
個
の
軍
管
区
に
天
個
の
歩
兵

大
隊
と
通
信
旅
団
、
同
連
隊
二

個
、
工
兵
連
隊
二
個
が
あ
る
。

二 西

ド

イ

ツ

五
○
万

一
七
二
億

三
四
万

三

・

六

万

一
○
・
六
万

（
昭
和
五
十
三
年
度
）

○
万
名



８
の
責
任
義
務
を
果
た
す
決
意
を
す
る
こ
と
と
、
早
急
に
国
防
態
勢
を
樹
立
す
る
こ
と
が
、
日
米
安
保
条
約
履
行
を
確
実
に
す
る
唯
一

聖
の
道
で
あ
ろ
う
。

戦
後
三
十
五
カ
年
近
く
、
日
本
は
安
保
条
約
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
庇
護
下
に
国
家
の
安
全
を
期
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
七
八
年
の

日
中
平
和
友
好
条
約
、
ソ
越
友
好
同
盟
条
約
の
締
結
、
さ
ら
に
は
米
中
国
交
回
復
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
情
勢
に
一
転
機
を
き
た
し
、
そ

の
上
イ
ラ
ン
情
勢
が
十
二
月
以
来
ま
す
ま
す
悪
化
し
、
つ
い
に
パ
ー
レ
ビ
国
王
が
出
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
時
期
に
、
ベ
ト
ナ
ム
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
軍
を
進
め
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
は
崩
壊
す
る
に
い
た
っ
た
。
わ
が
国

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
と
し
て
莫
大
な
石
油
を
ペ
ル
シ
ャ
湾
地
域
に
依
存
し
、
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
こ
れ
ら
重
要
諸
資
源
の
輸

送
途
上
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
地
域
か
ら
も
多
く
の
原
料
・
資
源
を
輸
入
し
て
い
る
と
あ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
し
か
も
、
ソ
連
が
国
後
や
択
捉
に
実
戦
部
隊
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
西
太
平
洋
、

イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
軍
事
力
（
と
く
に
海
軍
）
の
増
強
を
は
か
り
、
ア
セ
ア
ン
地
域
へ
の
勢
力
扶
植
を
は
か
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
る
に
、
一
・
五
戦
略
を
採
用
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、
欧
州
、
ア
フ
リ
カ
、
中
近
東
に
お
け
る
情
勢
か
ら
ま
す
ま
す
欧
州
や

中
近
東
方
面
に
重
点
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
あ
っ
て
は
、
従
来
西
太
平
洋
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た
米
第
七
艦

隊
も
ま
す
ま
す
イ
ン
ド
洋
方
面
に
そ
の
勢
力
の
分
割
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
》
」
の
た
め
、
わ
が
国
は
従
来
の
よ
う
な
態
勢
の

ま
ま
で
、
日
米
安
保
条
約
に
依
存
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

激
変
す
る
国
際
情
勢
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以
上
で
、
戦
後
わ
が
国
の
国
防
が
無
視
さ
れ
た
原
因
を
探
究
し
、
現
在
お
よ
び
近
い
将
来
の
内
外
情
勢
が
国
防
重
視
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
わ
が
国
の
国
防
態
勢
を
建
て
直
す
方
策
や
施
策
を
求
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
国
防
の
実
態
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

各
国
と
も
国
防
を
国
家
存
立
の
基
本
と
し
て
お
り
、
元
首
や
総
理
は
軍
と
常
に
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
側
近
に
は
統
幕
議
長
が
侍
し
、
ニ
ク
ソ
ン
時
代
、
大
統
領
は
毎
日
彼
と
話
し
合
い
、
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
食
事

を
共
に
し
、
統
幕
議
長
、
陸
海
空
軍
の
各
幕
僚
長
お
よ
び
海
兵
隊
司
令
官
と
会
談
し
、
夜
遅
く
な
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

現
カ
ー
タ
ー
大
統
領
も
毎
日
統
幕
議
長
と
会
い
、
陸
海
空
の
各
幕
僚
長
お
よ
び
海
兵
隊
司
令
官
と
も
週
一
回
会
談
し
、
ニ
ク
ソ
ン
と

同
じ
よ
う
に
密
接
な
連
絡
を
維
持
し
て
い
る
。
国
家
安
全
保
障
会
議
事
務
局
目
本
の
国
防
会
議
に
あ
た
る
）
は
将
官
や
大
、
中
佐
級

ふ

い

一

一

の
有
能
な
メ
ン
バ
ー
（
陸
、
海
、
空
）
を
含
ん
だ
陣
容
を
整
え
て
文
官
を
補
佐
し
て
い
る
。
さ
ら
に
軍
と
大
統
領
と
の
連
繋
に
齪
酪
を

き
た
さ
な
い
た
め
、
少
将
級
（
補
佐
官
を
含
む
）
が
大
統
領
の
側
近
に
常
時
配
置
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
に
あ
っ
て
は
総
理
側
近
に
も
国
防
会
議
事
務
局
に
も
武
官
を
配
置
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
従
来
か
ら
総
理
が
統
幕

議
長
、
陸
海
空
各
幕
僚
長
と
懇
談
す
る
機
会
は
一
年
を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
過
去
二
十
七
年
間
、
自
衛
隊
は
ま
だ
一
回
も

天
皇
陛
下
の
御
巡
視
を
賜
る
光
栄
に
浴
し
て
い
な
い
。
こ
れ
な
ど
も
わ
が
国
の
特
異
事
象
で
あ
る
。

(3)兀
首
、
総
理
と
軍
と
の
関
係

欠
陥
の
多
い
国
防
の
実
態

一



妬ひ

各
国
は
国
防
長
官
の
地
位
を
重
視
し
、
こ
れ
に
有
能
で
経
験
豊
富
な
達
識
の
人
物
を
配
し
て
い
る
。
先
進
国
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

新
興
国
家
と
い
え
ど
も
例
外
な
く
国
防
省
を
設
け
て
い
る
。

プ
ラ
ゥ
ン
米
国
防
長
官
は
か
っ
て
国
防
省
で
研
究
開
発
部
長
を
勤
め
、
後
、
空
軍
長
官
、
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
エ
科
大
学
総
長
を
経

て
米
ソ
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
会
談
の
使
節
団
の
一
員
に
加
わ
っ
た
経
験
を
持
ち
、
カ
ー
タ
ー
内
閣
で
も
国
務
長
官
に
匹
敵
す
る
地
位
を
占
め
て

い
る
。
共
産
圏
に
あ
っ
て
は
、
国
防
大
臣
は
経
験
豊
富
な
現
役
の
大
将
、
元
帥
級
（
現
在
の
ソ
連
国
防
大
臣
ウ
ス
チ
ノ
フ
も
ブ
ラ
ウ

ン
長
官
に
劣
ら
な
い
生
え
抜
き
の
兵
器
技
術
者
で
、
一
九
四
一
年
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
抜
て
き
さ
れ
て
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
弾
薬
工
場
長

か
ら
兵
器
担
当
人
民
委
員
１
１
陸
海
空
兵
器
の
開
発
お
よ
び
生
産
の
最
高
責
任
者
１
１
と
な
り
現
在
は
元
帥
で
あ
る
）
を
も
っ
て
充

当
し
、
そ
の
任
期
は
長
い
。
ソ
連
の
グ
レ
チ
コ
前
国
防
大
臣
は
九
年
近
く
も
在
職
し
て
い
た
が
、
日
本
は
列
国
な
み
の
国
防
省
を
持

た
な
い
う
え
、
防
衛
長
官
の
平
均
任
期
は
九
カ
月
半
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
る
・
ア
メ
リ
カ
の
国
防
長
官
お
よ
び
次
官
に
は
少
将
（
次

官
に
は
准
将
）
と
大
、
中
佐
級
一
名
の
秘
書
が
配
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
長
官
の
特
別
顧
問
団
と
し
て
陸
海
空
軍
お
よ
び
海
上
隊

よ
り
有
能
な
将
校
（
長
は
少
将
）
が
配
属
さ
れ
、
国
防
省
の
各
部
局
に
は
一
、
二
名
の
軍
人
（
階
級
は
中
将
よ
り
少
佐
ま
で
）
が
配

属
さ
れ
、
文
官
と
と
も
に
重
要
な
施
策
に
参
画
し
、
文
武
間
の
調
整
が
各
段
階
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
わ
が
国
の

防
衛
庁
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
・

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
重
要
な
防
衛
政
策
を
企
画
立
案
す
る
防
衛
局
防
衛
課
は
シ
ビ
リ
ア
ン
の
み
を
も
っ
て
構
成
し
、
同
広
報
課

に
わ
ず
か
二
佐
以
下
の
若
干
名
を
臨
時
に
配
属
し
、
そ
の
他
の
局
課
に
は
二
、
三
の
課
（
こ
の
課
に
は
一
尉
を
配
属
）
を
除
き
武
官

国
防
長
官
と
文
武
官
相
互
の
関
係
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各
国
の
首
脳
陣
は
過
去
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
在
に
あ
っ
て
も
軍
に
関
す
る
深
い
理
解
と
認
識
を
持
ち
、
近
親

感
さ
え
見
ら
れ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
を
は
じ
め
ソ
連
の
各
首
脳
陣
は
コ
ミ
ッ
サ
ー
と
し
て
軍
に
勤
務
し
、
監
督
指
導
の
任
に
服
し
た
経

験
を
持
ち
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
（
元
帥
で
も
あ
る
）
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
は
第
二
次
大
戦
後
歴
代
大
統
領
に
見

ら
れ
る
通
り
、
軍
務
（
実
戦
）
を
体
験
し
、
軍
に
関
す
る
深
い
理
解
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
が
よ
く
証
明
し
て
い
る
。

国
防
の
整
備
や
軍
事
力
は
長
年
月
に
わ
た
っ
て
造
成
育
成
さ
れ
る
も
の
で
、
有
事
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
力
を
発
揮
（
ま
た
は

欠
陥
を
暴
露
）
す
る
特
性
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
指
導
者
た
ち
の
国
防
（
軍
事
）
に
つ
い
て
の
関
心
や
理
解
認
識
の
程
度

な
い
し
将
来
を
見
通
し
て
の
準
備
の
有
無
が
、
国
防
態
勢
の
整
備
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

指
揮
中
枢
部
の
不
整
備
ｌ
各
国
は
情
勢
に
応
じ
得
る
よ
う
中
枢
部
の
態
勢
を
整
備
す
る
と
共
に
、
有
事
に
は
直
ち
に
元
首
ま
た

の
配
置
は
な
い
。
わ
が
防
衛
長
官
に
は
二
、
三
年
前
よ
り
三
佐
級
一
名
の
武
官
が
秘
書
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

内
局
の
シ
ビ
リ
ア
ン
は
他
省
よ
り
の
出
向
者
や
防
衛
庁
で
育
成
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
文
官
は
部
隊

を
指
揮
し
た
こ
と
も
な
く
、
部
隊
勤
務
の
経
験
も
な
い
の
で
、
部
隊
の
実
情
に
う
と
い
点
の
あ
る
こ
と
は
免
れ
難
い
。
た
だ
し
、
彼

ら
は
国
会
対
策
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
武
官
た
ち
の
知
ら
な
い
苦
労
が
多
い
。

わ
が
国
は
ア
メ
リ
カ
の
様
式
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
素
地
と
な
る
文
武
官
の
調
整
実
施
は

ァ
メ
リ
ヵ
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
二
十
数
年
間
継
続
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
栗
栖
統
幕
議
長
解
任
も
こ
の
よ
う
な

欠
陥
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

国
家
首
脳
の
軍
事
に
関
す
る
理
解
認
識
度



狸

は
総
司
令
官
よ
り
命
令
指
示
等
が
各
軍
事
機
関
に
迅
速
確
実
に
伝
達
さ
れ
る
よ
う
平
時
よ
り
準
備
し
、
時
ど
き
演
習
等
に
よ
っ
て
こ

れ
ら
が
完
全
に
機
能
し
得
る
か
否
か
、
ま
た
不
完
全
な
点
が
な
い
か
を
点
検
し
訓
練
を
重
ね
万
遺
漏
な
き
を
期
し
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
西
方
ア
パ
ラ
チ
ャ
山
系
に
指
揮
中
枢
部
が
設
置
さ
れ
、
核
攻
撃
に
も
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
大
統
領
は
い

ざ
と
い
う
時
に
は
三
十
分
以
内
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
を
離
れ
、
特
別
機
上
（
平
素
か
ら
準
備
さ
れ
指
揮
陣
容
が
収
容
さ
れ
る
）
よ
り

全
軍
を
指
揮
命
令
し
得
る
よ
う
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
指
揮
中
枢
部
の
態
勢
整
備
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
七
七
年
の
ミ
グ
妬
事
件
で
よ
う
や
く
自
衛
隊
内
部
間

の
専
用
通
信
網
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
完
成
に
は
ま
だ
三
年
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。

命
令
の
起
案
伝
達
と
監
督
指
導
の
欠
陥
Ｉ
総
司
令
官
（
総
理
）
は
防
衛
長
官
の
補
佐
を
受
け
て
自
衛
隊
に
命
令
や
指
示
を
与
え

る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
命
令
指
示
の
起
案
に
当
っ
て
総
司
令
官
を
補
佐
す
る
の
は
シ
ビ
リ
ア
ン
が
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
シ
ビ
リ

ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
文
官
が
総
司
令
官
や
防
衛
長
官
の
命
令
指
示
を
起
案
し
て
補
佐
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
軍
（
自
衛
隊
）
の
実
情
に
う
と
い
傾
向
に
あ
る
文
官
が
果
た
し
て
命
令
指
示
を
起
案
し
て

第
一
線
の
実
情
に
対
処
で
き
る
か
と
の
疑
問
も
生
ま
れ
る
。
第
一
線
よ
り
の
報
告
を
総
合
点
検
し
て
総
司
令
官
を
補
佐
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
の
態
勢
（
任
務
分
担
や
法
規
の
整
理
）
が
整
備
さ
れ
、
監
督
や
指
揮
が
円
滑
に
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
？
有
事
は
平
時
と
異
な
り
錯
誤
や
・
齪
溌
が
繰
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
極
め
て

複
雑
化
し
た
近
代
戦
で
は
、
わ
ず
か
の
ミ
ス
が
破
綻
を
招
き
易
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
陸
海
空
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情
や
特
性
に
応
じ
た
命
令
や
指
示
が
要
請
さ
れ
る
の
で
、
軍
事
専
門
家
（
武
官
）
の
補
佐
が
必
須
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
平
時
よ
り
そ
れ
ら
の
態
勢
が
整
え
ら
れ
、
か
つ
周
到
な
教
育
訓
練
が
行
な
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
線
の
有
事
即
応
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と
と
も
に
中
枢
部
の
有
事
即
応
を
一
層
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

軍
事
の
調
査
研
究
と
民
間
防
衛
の
欠
落
ｌ
国
家
の
最
高
指
導
者
た
ち
は
、
政
戦
略
を
適
切
に
指
導
す
る
た
め
に
将
来
を
見
通
し

た
軍
事
情
勢
を
常
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
国
と
も
戦
争
や
軍
事
に
関
す
る
調
査
研
究
に
特
別
な
関
心
と
努

力
を
払
っ
て
い
て
へ
国
家
と
し
て
も
民
間
に
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
機
関
が
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
は
国
防
総
省
や
陸
海
空
軍

内
に
各
々
研
究
開
発
部
が
あ
っ
て
、
十
年
か
ら
二
十
年
の
将
来
を
め
ざ
し
て
の
新
し
い
戦
略
戦
法
、
兵
器
弾
薬
、
装
備
、
組
織
等

の
探
究
に
努
力
を
傾
注
し
て
い
る
。
近
代
戦
争
は
外
交
・
経
済
・
文
化
・
思
想
・
科
学
技
術
・
軍
事
が
す
べ
て
織
り
ま
ぜ
ら
れ
た
極
め

て
複
雑
な
も
の
と
な
り
、
日
清
、
日
露
戦
争
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
す
ま
す
将
来
に
備
え
て
の
調
査
研
究

は
重
要
で
、
一
層
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
早
く
も
国
家
戦
争
大
学
校
や
産
業
戦
争

大
学
校
を
創
設
し
、
軍
指
導
者
の
み
な
ら
ず
政
府
要
人
や
産
業
人
に
対
し
て
も
時
代
の
進
歩
に
応
ず
る
教
育
を
行
な
う
と
と
も
に
、

将
来
戦
の
調
査
研
究
に
努
力
を
払
っ
た
。
ま
た
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
制
度
を
設
け
、
一
般
大
学
の
希
望
学
生
に
対
し
軍
事
教
育
（
武
器
と
と
も

に
配
属
将
校
下
士
官
が
配
置
）
が
施
さ
れ
、
社
会
的
指
導
者
と
な
る
べ
き
人
々
に
対
し
軍
に
関
す
る
理
解
認
識
を
持
た
せ
る
と
と
も

に
、
予
備
役
将
校
（
年
間
数
万
に
達
す
る
）
の
供
給
源
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
般
大
学
に
お
い
て
は
、
軍
事
に
関
す
る
研
究
部
門

が
置
か
れ
、
調
査
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
統
帥
権
の
独
立
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
た
め
軍
以
外
で
の
軍
事
研
究
は
低
調
で
、
戦
後
に
あ
っ

て
は
反
戦
反
軍
感
情
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
、
各
大
学
は
軍
事
や
国
防
に
関
す
る
教
育
や
研
究
は
オ
フ
・
リ
ミ
ッ
ト
さ
れ
、
わ
が
国
の
国

防
思
想
は
日
清
、
日
露
戦
争
当
時
の
そ
れ
と
大
し
た
変
化
が
な
い
。
そ
こ
に
国
家
首
脳
を
は
じ
め
と
し
各
界
が
国
防
や
軍
に
関
す
る

理
解
認
識
に
乏
し
い
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
民
間
防
衛
が
放
置
さ
れ
て
き
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
最
近
よ
う
や
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栗
栖
統
幕
議
長
は
、
「
奇
襲
を
受
け
れ
ば
超
法
規
的
行
動
も
あ
り
得
る
」
と
言
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
現
職
よ
り
離
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
奇
襲
に
関
す
る
政
府
の
見
解
と
大
き
な
差
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
各
種
情
報
機
関
を
駆
使
し
て
相
手
国
の
動
向
に
関
す
る
情
報
収
集
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾
注
し
、
国
防
省
に
は
ｚ
画
‐

《
ざ
。
陛
砕
。
匡
凰
ミ
ン
用
．
昌
（
年
間
十
三
億
ド
ル
の
予
算
で
二
万
名
を
擁
し
、
海
軍
中
将
イ
ン
マ
ン
が
長
官
で
あ
る
）
が
付
属
さ

れ
、
人
工
衛
星
を
利
用
し
て
軍
事
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
線
に
あ
る
司
令
官
（
部
隊
長
）
は
通
信

機
関
と
常
時
密
接
な
接
触
を
保
ち
（
乗
用
車
に
も
設
備
）
、
ゴ
ル
フ
に
興
じ
て
い
る
時
さ
え
バ
ッ
グ
に
無
線
機
を
縛
り
つ
け
随
時
送

受
信
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
情
勢
の
変
化
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
奇
襲
に
備
え
有
事
即
応
の
措
置
が
採
ら
れ
る

よ
う
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
情
報
勤
務
に
お
い
て
は
世
界
で
も
優
秀
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
去
る
第
四

次
中
東
戦
争
で
エ
ジ
プ
ト
の
奇
襲
に
遭
い
一
時
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
。
ま
た
、
七
七
年
ミ
グ
妬
が
函
館
に
逃
避
し
て

き
た
と
き
、
わ
が
国
が
不
意
を
衝
か
れ
た
こ
と
は
人
び
と
の
記
憶
に
ま
だ
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
般
「
サ
ン
ケ
イ
新
聞
」
で

「
現
実
の
防
衛
論
議
」
と
題
し
て
海
原
、
久
保
両
氏
（
国
防
会
議
事
務
局
長
の
体
験
者
で
、
後
者
は
当
時
現
役
）
の
対
談
が
行
な
わ
れ
た
が
、

久
保
氏
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
危
機
を
察
知
し
得
る
ま
で
余
裕
（
規
模
に
よ
り
二
十
四
時
間
よ
り
一
週
園
が
あ
る
と
し
、
奇
襲
は
考
え
ら

れ
な
い
と
述
べ
、
栗
栖
発
言
に
反
対
し
て
い
る
。
防
衛
長
官
も
ま
た
臨
時
国
会
で
奇
襲
が
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
政
治
で
あ
る
と
答

弁
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
政
治
で
奇
襲
を
防
止
す
る
方
法
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
防
衛
庁
に
他
国

く
民
間
防
衛
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
は
じ
め
た
が
、
わ
が
国
で
は
民
間
防
衛
を
担
当
す
る
官
庁
さ
え
な
い
現
況
で
あ
る
。

奇
襲
と
秘
密
規
定
の
欠
落
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お
よ
そ
国
防
（
軍
）
の
整
備
は
一
朝
一
夕
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
長
年
月
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
旧
陸
海
軍
の
育
成

も
国
防
の
基
盤
が
ま
ず
造
成
さ
れ
、
諸
外
国
の
軍
事
科
学
の
進
歩
発
達
に
即
応
し
つ
つ
事
変
や
戦
争
に
よ
る
教
訓
を
採
り
入
れ
て
樹

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
家
の
発
展
は
国
防
や
軍
備
と
無
縁
で
は
な
い
・
富
国
強
兵
は
今
日
に
お
い
て
も
哲
理
で
あ
る
。
わ
れ

に
優
る
情
報
能
力
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
Ｎ
防
衛
長
官
は
か
つ
て
、
弱
い
も
の
は
情
報
収
集
を
重
視
し
、
兎
の
よ
う
に
長
い
耳

を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
た
が
、
ど
れ
だ
け
改
善
さ
れ
た
か
き
い
て
い
な
い
。
わ
が
国
も
海
外
の
在
外
公
館
に
武
官
を
配

置
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
武
官
は
防
衛
庁
よ
り
外
務
省
に
出
向
、
外
交
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
身
柄
は
外
務
省
に

あ
っ
て
防
衛
庁
に
な
い
（
法
規
上
シ
ビ
リ
ア
ン
で
、
外
国
が
武
官
と
し
て
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
報
告
は
す
べ

て
外
務
省
に
送
ら
れ
、
直
接
防
衛
庁
に
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
防
衛
長
官
は
海
外
に
い
る
武
官
に
直
接
指
示
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
一
例
で
も
解
る
よ
う
に
、
情
勢
緊
迫
時
に
防
衛
庁
が
適
時
適
切
な
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
期
待

で
き
る
状
態
で
は
な
い
。
仮
に
情
報
収
集
機
関
が
完
備
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
欺
編
偽
工
作
、
陽
動
（
作
戦
）
等
が
常
時
採
ら
れ
る

こ
と
を
胸
算
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
重
要
な
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
秘
密
（
機
密
）
保
護
法
が
な
く
、
わ
が
方
の

事
情
は
相
手
側
に
開
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
で
こ
ち
ら
の
手
の
内
が
相
手
に
見
す
か
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
相
手
の
手
の

中
を
知
ら
な
い
の
と
同
じ
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
奇
襲
な
ど
な
い
な
ど
と
は
ど
う
し
て
も
言
え
な
い
の
が
わ
が
国
の
現
状
で
あ
る
。
栗
栖
発
言
は
こ

の
よ
う
な
考
え
方
に
挑
戦
し
盲
点
の
是
正
を
訴
え
た
も
の
で
、
国
家
の
安
全
は
ま
ず
奇
襲
防
止
よ
り
始
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(4)

国
防
態
勢
確
立
へ
の
道

▲

屡

一
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わ
れ
は
こ
れ
を
ソ
連
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
、
西
ド
イ
ツ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
軍
も
事
実
幾
多
の
輝
か
し
い
歴
史
を
残
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
満
州
事
変
以
来
軍
の
政
治
関
与
や
軍
の
独
走
等
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
敗
戦
と
な
り
、
終
戦
と
と
も
に
軍
を
含
む
わ

が
国
の
国
防
基
盤
は
根
底
か
ら
崩
壊
し
た
。
こ
こ
に
日
本
今
日
の
大
難
点
が
あ
る
。

た
ま
た
ま
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
前
身
た
る
警
察
予
備
隊
が
創
設
さ
れ
た
が
、
国
防
の
基
盤
造
成
は
顧
み
ら
れ
な
い
ま
ま

戦
後
三
十
五
年
近
く
無
為
に
過
ご
し
、
経
済
発
展
に
の
み
努
力
が
傾
注
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
独
立
国
家
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
が
採

ら
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
独
立
国
家
の
資
格
さ
え
備
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
「
日
本
が
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
」
な

ど
と
う
そ
ぷ
い
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の
国
防
の
実
体
を
知
ら
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

今
や
、
内
外
情
勢
を
洞
察
し
、
三
十
五
年
間
放
置
さ
れ
て
き
た
態
勢
を
建
て
直
す
と
と
も
に
、
集
団
安
全
保
障
態
勢
を
確
乎
た
る

も
の
に
す
べ
き
と
き
で
あ
る
。
以
下
、
若
干
の
具
体
策
を
述
べ
て
識
者
の
叱
正
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

㈹
自
衛
隊
に
列
国
な
み
の
〃
軍
″
の
地
位
を
与
え
る
自
衛
隊
を
私
生
児
扱
い
に
し
て
い
る
態
度
を
改
め
、
国
際
的
に
共
通
し
て

い
る
軍
の
地
位
と
待
遇
を
自
衛
隊
に
与
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
衛
隊
は
内
容
、
外
観
と
も
一
新
さ
れ
、
隊
員
の
士
気
も
高
め
ら
れ

る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

な
い
0

㈹
統
幕
議
長
お
よ
び
陸
海
空
幕
僚
長
を
認
証
官
と
す
る
。

憲
法
改
正
が
困
難
で
あ
る
今
日
、
ま
ず
現
状
で
実
施
し
得
る
も
の
か
ら
実
行
に
移
し
て
、
成
果
を
挙
げ
る
よ
り
ほ
か
に
よ
い
方
法
は

第
一
段
階

』

『
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③
防
衛
産
業
の
振
興
と
研
究
開
発
軍
事
力
は
防
衛
産
業
の
後
援
が
な
け
れ
ば
浮
草
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
こ
と
に
軍
の
近
代
化

が
防
衛
産
業
に
依
存
す
る
こ
と
は
各
国
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
最
近
中
華
人
民
共
和
国
が
日
中
、
米
中
間
の
国
交
正
常
化

こ
れ
ら
の
対
策
が
政
府
レ
ベ
ル
で
真
剣
に
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
衛
隊
各
部
隊
を
は
じ
め
と
し
て
国
民
大
衆
の
警
戒
心

も
増
大
さ
れ
、
紛
争
の
未
然
防
止
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
こ
と
は
幾
多
の
戦
史
が
教
え
て
い
る
。

政
府
お
よ
び
防
衛
庁
と
し
て
整
備
す
べ
き
重
要
な
若
干
事
項
を
挙
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

㈹
秘
密
保
持
に
関
す
る
法
規
の
制
定
整
備

㈲
情
報
収
集
機
構
お
よ
び
警
戒
網
の
整
備

㈲
奇
襲
に
備
え
第
一
線
部
隊
が
準
拠
す
べ
き
法
規
や
措
置
の
整
備

㈲
迅
速
、
確
実
に
報
告
（
連
絡
）
が
実
施
さ
れ
る
通
信
連
絡
と
各
省
庁
、
機
関
間
の
担
当
に
関
す
る
調
整
と
規
定

㈲
奇
襲
に
備
え
第
一
線
部
隊

㈲
迅
速
、
確
実
に
報
告
（
連

か
に
完
成
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
列
国
軍
な
み
に
部
隊
名
、
職
種
名
、
階
級
を
改
正
す
る
。

㈹
内
局
の
各
部
局
に
武
官
を
配
置
し
、
各
段
階
に
お
い
て
文
武
官
の
調
整
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。

㈲
自
衛
艦
に
も
各
国
海
軍
な
み
の
権
限
（
臨
検
な
ど
）
を
与
え
、
列
国
な
み
の
海
軍
艦
艇
と
す
る
。

②
奇
襲
に
備
え
て
の
対
策
確
実
、
迅
速
に
内
外
の
情
勢
を
把
握
し
、
各
種
情
勢
に
応
じ
得
る
態
勢
が
整
え
ら
れ
、
国
家
指
導
者

た
る
総
理
大
臣
や
政
府
（
と
く
に
防
衛
長
官
の
自
衛
隊
運
用
）
の
指
導
が
時
機
に
適
応
し
て
採
り
得
る
よ
う
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
く
に
ミ
グ
あ
の
不
時
着
（
函
館
）
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
も
迅
速
な
対
応
措
置
が
採
れ
る
よ
う
、
法
規
の
整
備
を
速

㈱
国
防
会
議
事
務
局
の
改
組
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政
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。
日
本
は
兵
器
輸
出
を
実
施
し
な
い
こ
と
を
平
和
国
家
の
外
交
で
あ
る
か
の

よ
う
に
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
み
の
独
善
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
益
に
も
合
致
し
な
い
。

七
八
年
、
石
川
島
播
磨
重
工
業
が
浮
ド
ッ
ク
を
建
造
し
て
ソ
連
に
渡
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
兵
器
輸
出
に
触
れ
な
い
と
し
な
が
ら

フ
ジ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
会
社
が
同
年
夏
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
防
省
の
求
め
に
応
じ
て
手
投
弾
の
部
品
を
輸
出
し
た
こ
と
が
、
か
え

っ
て
兵
器
輸
出
禁
止
に
触
れ
る
と
し
て
警
察
や
司
法
関
係
ま
で
動
き
出
し
た
。
こ
う
し
た
政
府
の
態
度
は
矛
盾
し
て
い
る
の
み
な
ら

ず
国
益
を
無
視
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
通
産
省
の
輸
出
禁
止
三
原
則
な
る
も
の
は
自
ら
の
手
で
自
ら
の
首
を
絞
め
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
総
合
的
な
国
家
安
全
保
障
の
見
地
よ
り
わ
が
国
の
兵
器
輸
出
禁
止
政
策
に
改
変
を
加
え
る
と
と
も
に
、
研
究
開

発
に
よ
り
大
き
な
努
力
を
傾
注
し
、
わ
が
国
の
防
衛
産
業
の
振
興
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
わ
が
国
の
国
際
貿
易
に
も

よ
い
結
果
と
な
り
国
内
経
済
に
も
活
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

帥
国
防
省
昇
格
と
諸
制
度
の
改
善

何
有
事
立
法
の
整
備

㈲
安
全
保
障
会
議
の
創
設

第
二
段
階

世
界
情
勢
の
推
移
や
世
論
の
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
十
分
な
研
究
検
討
を
経
て
新
時
代
に
適
応
す
る
国
防
全
機
構
の
刷
新
に
着
手

㈲
民
間
防
衛
の
推
進
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国
民
全
般
の
国
防
意
識
昂
揚
の
た
め
、
と
く
に
考
慮
す
べ
き
点
を
以
下
に
指
摘
す
る
。

㈹
総
理
を
は
じ
め
政
策
当
局
や
国
家
指
導
者
は
、
ま
ず
国
防
、
と
く
に
軍
事
に
関
し
て
よ
り
よ
き
理
解
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

国
防
強
化
が
要
請
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
き
、
国
家
指
導
者
た
ち
は
安
保
条
約
を
確
乎
た
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
国
防
態
勢
を

確
立
す
る
意
味
か
ら
し
て
も
国
防
や
軍
事
に
関
す
る
よ
り
よ
き
理
解
者
と
し
て
こ
れ
ら
に
耳
を
傾
け
、
国
防
の
欠
陥
を
是
正
し
、
独
立

国
家
と
し
て
の
態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
ろ
う
。
今
日
ま
で
不
整
備
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
責
任
の
大
部
分
は
、
政
府

や
政
治
家
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

②
国
会
に
お
い
て
本
格
的
な
国
防
論
議
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
府
・
与
党
は
積
極
的
に
国
防
を
論
議
す
る
こ
と
を
避

け
て
い
る
た
め
広
く
報
道
さ
れ
ず
、
国
民
大
衆
は
つ
ん
ぼ
桟
敷
に
お
か
れ
た
状
況
で
あ
る
・
国
防
に
関
す
る
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

求
め
る
た
め
に
も
政
府
・
与
野
党
間
で
本
格
的
な
国
防
討
議
が
望
ま
れ
る
。
も
し
国
会
で
の
討
議
が
白
熱
化
す
れ
ば
、
報
道
機
関
も

こ
れ
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
非
現
実
的
で
国
益
に
反
す
る
非
武
装
中
立
な
ど
は
、
国
民
の
批
判
を
受
け
、
か
げ
を
ひ
そ
め

る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

③
各
都
道
府
県
の
指
導
者
た
ち
の
国
防
や
民
間
防
衛
に
関
す
る
理
解
認
識
を
増
進
さ
せ
る
各
自
治
体
は
災
害
や
異
変
に
遭
遇
す

る
と
自
衛
隊
の
救
援
を
要
請
す
る
が
、
一
般
に
国
防
や
軍
事
に
関
す
る
理
解
認
識
が
不
十
分
で
、
隊
員
の
募
集
な
ど
に
協
力
を
し
な
い

と
こ
ろ
さ
え
あ
る
。
直
接
大
衆
に
接
触
す
る
自
治
体
の
各
指
導
層
（
知
事
）
の
国
防
や
民
間
防
衛
に
関
す
る
理
解
認
識
な
く
し
て
国

民
大
衆
の
国
防
意
識
の
昂
揚
な
ど
期
待
で
き
な
い
。

国
防
意
識
昂
揚
の
方
策



～

口

郵
三
、
安
全
保
障
と
し
て
の
東
西
経
済
交
流
の
有
効
性

第
二
次
大
戦
後
の
東
西
関
係
を
見
る
と
、
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
は
、
冷
戦
時
代
で
あ
る
。
図
式
的
に
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
と
す
る
西
側
陣
営
と
、
ソ
連
を
中
心
と
す
る
東
側
陣
営
と
が
、
二
極
対
立
と
い
う
形
で
抗
争
し
た
極
め
て
緊
張
の
高
い
時
期

の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
多
極
化
の
進
行
、
と
り
わ
け
中
ソ
対
立
の
深
刻
化
す
る
中
で
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
間
に
〃
緊
張
緩

和
″
が
成
立
し
う
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
期
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
崩
壊
以
降
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
時
期

で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
を
定
義
づ
け
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
名
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
一
種
の
混
乱
と
危
機

の
時
期
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

戦
後
東
西
関
係
史
を
書
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
、
三
つ
の
時
期
の
区
分
問
題
に
深
入
り
し
な
い
が
、

興
味
が
あ
る
の
ば
、
戦
後
東
西
関
係
の
中
で
、
第
一
期
の
冷
戦
時
代
に
は
軍
事
力
の
意
味
が
強
調
さ
れ
た
の
に
対
し
、
第
二
期
に
は
、

軍
事
力
に
加
え
て
、
東
西
経
済
交
流
に
よ
る
緊
張
緩
和
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
第
三
期
に
な
る
と
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
協
定
の
最
終
宣
言

に
み
る
よ
う
な
情
報
、
人
間
の
交
流
、
カ
ー
タ
ー
大
統
領
の
「
人
権
外
交
」
等
、
思
想
的
問
題
が
加
味
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で

あ
る
。 戦

後
東
西
関
係
の
三
段
階
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し
た
が
っ
て
、
経
済
を
安
全
保
障
上
の
「
力
」
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
以
上
は
、
経
済
力
に
よ
っ
て
、
自
国
に
有
利
な
国
際

環
境
を
作
る
と
か
、
逆
に
侵
略
等
、
自
国
に
損
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
と
か
、
い
わ
ば
経
済
が
国
際
政
治
上
に
及
ぽ

か
つ
た
。

こ
と
に
、
西
側
に
比
べ
る
と
、
東
側
諸
国
は
軍
事
面
で
は
同
等
に
近
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
経
済
、
技
術
面
で
は
、
劣

性
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
西
側
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
優
位
に
あ
る
経
済
、
技
術
力
を
活
用
し
て
、
東
西
関
係
を
改
善
し
よ
う
と
考
え

た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
事
実
、
中
国
は
反
ソ
統
一
戦
線
上
に
加
え
て
、
そ
の
近
代
化
を
促
進
す
る
必
要
か
ら
、

西
側
諸
国
に
対
す
る
姿
勢
を
転
換
さ
せ
、
〃
和
解
的
″
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
側
の
経
済
、
技
術
の
導
入
の
必
要
性
が
、
中

国
の
対
外
行
動
を
穏
健
化
せ
し
め
る
一
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
動
き
は
、
経
済
力
を
対
外
政
策
の
テ
コ

と
し
て
活
用
し
た
い
と
い
う
西
側
の
発
想
を
鼓
舞
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

た
し
か
に
、
経
済
力
は
総
合
的
安
全
保
障
の
一
環
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
、
単
に
Ｇ
Ｎ

Ｐ
、
一
人
あ
た
り
国
民
所
得
、
貿
易
量
等
、
い
わ
ば
通
常
の
経
済
的
い
と
な
み
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ル
タ
ゴ
は

か
っ
て
繁
栄
し
た
国
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
繁
栄
し
た
経
済
は
、
ロ
ー
マ
の
手
に
よ
る
同
国
の
崩
壊
を
く
い
と
め
る
こ
と
が
で
き
な

し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
東
西
関
係
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
焦
点
は
東
西
関
係
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
安
全
保

障
上
か
ら
し
て
「
経
済
力
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
点
に
．
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
絞
り
方
を
し
た

の
は
、
現
在
の
日
本
が
経
済
力
以
外
に
、
他
に
有
効
な
対
外
政
策
の
手
段
に
乏
し
い
と
い
う
特
殊
な
事
情
を
考
慮
し
た
た
め
も
あ
る

が
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
国
際
的
に
み
て
も
「
経
済
力
」
に
対
す
る
「
期
待
」
が
高
ま
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ

る
◎
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ま
ず
第
一
に
検
討
を
要
す
る
の
は
、
共
産
国
家
の
近
代
化
は
自
動
的
に
対
外
政
策
の
穏
健
化
、
無
害
化
を
も
た
ら
す
か
否
か
、
と

い
う
基
本
問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
近
代
化
と
は
何
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
そ
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

は
あ
る
。
近
代
化
と
い
う
概
念
の
中
に
は
、
政
治
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
定
義
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
題
を
進
め
る
便
宜
上
、
こ
こ
で
は
中
国
の
い
う
「
科
学
・
技
術
、
農
業
、
工
業
、
軍
事
の
近
代
化
」
の
よ
う
に
、
近

代
化
と
は
、
政
治
的
分
野
を
除
い
た
経
済
、
軍
事
面
の
合
理
化
、
能
率
化
の
こ
と
を
指
す
と
し
て
お
く
。

経
験
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
「
近
代
化
」
と
「
対
外
政
策
」
の
間
に
、
何
ら
必
然
的
な
関
係
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
ソ
連
の
歴
史
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
産
業
、
軍
事
等
の
近
代
化
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
現
代
ソ
連
の
方
が
帝

政
時
代
末
期
よ
り
は
発
展
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
帝
政
ロ
シ
ア
は
啓
蒙
的
専
制
主
義
の
姿
勢
で
、
西
欧
の
文
化
の
導
入
を

は
か
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
近
代
化
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
ソ
連
に
は
及
ば
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
「
対
外
政
策
」
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
帝
政
ロ
シ
ア
の
方
が
現
代
よ
り
は
〃
協
調
的
″
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
帝
政
ロ
シ
ア

は
一
切
膨
張
主
義
的
政
策
を
と
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

ま
た
、
共
産
主
義
国
で
は
な
い
に
せ
よ
、
同
じ
く
全
体
主
義
的
国
家
で
あ
っ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
事
例
も
教
訓
的
で
あ
る
。
フ

す
効
果
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
国
内
経
済
政
策
、
開
発
援
助
を
ふ
く
め
た
南
北
関
係
、
資

源
問
題
、
先
進
国
間
の
経
済
問
題
な
ど
、
有
機
的
に
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
東
西
関
係
に
焦

点
を
合
せ
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

「
近
代
化
」
の
対
外
政
策
に
及
ぼ
す
影
響



オ
ル
ク
ス
・
ワ
ー
ゲ
ン
の
開
発
、
高
速
道
路
の
建
設
、
さ
ら
に
は
ド
・
ゴ
ー
ル
を
し
て
、
つ
と
に
危
倶
の
念
を
い
だ
か
し
め
て
い
た

戦
車
を
中
心
と
す
る
精
強
な
軍
事
力
の
整
備
な
ど
、
当
時
の
ド
イ
ツ
は
第
一
級
の
近
代
国
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ

ツ
の
近
代
化
は
そ
の
対
外
侵
略
の
阻
止
要
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ソ
連
、
ナ
チ
ス
の
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
近
代
化
と
は
政
治
的
に
中
立
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
般
論
と
し
て
考
え
て
も
、

近
代
化
と
社
会
の
安
定
化
、
政
治
的
自
由
化
、
国
民
の
幸
福
感
な
ど
の
間
に
〃
必
然
的
な
〃
結
び
つ
き
が
な
く
、
ま
し
て
近
代
化
の

程
度
と
、
対
外
政
策
の
穏
健
化
の
程
度
は
、
〃
必
然
的
に
〃
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

中
国
の
現
在
の
近
代
化
路
線
の
成
否
は
、
ま
だ
予
測
困
難
で
あ
る
。
あ
る
い
は
イ
ラ
ン
を
お
そ
っ
た
よ
う
な
混
乱
に
見
ま
わ
れ
ぬ

確
と
も
限
ら
な
い
。
イ
ラ
ン
の
パ
ー
レ
ビ
国
王
の
近
代
化
政
策
は
、
一
面
、
富
の
偏
在
や
腐
敗
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
を

総
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
成
功
面
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
高
等
教
育
機
関
の
拡
充
、
文
盲
率
の
低
下
、
女
性
解
放
、
国
民
所
得

全霊
の
増
加
、
精
強
な
軍
事
力
の
建
設
な
ど
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ン
は
中
世
的
社
会
か
ら
一
挙
に
近
代
化
社
会
へ
と
突
入
し
た
の
で
あ
る
・

酷
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
正
に
近
代
化
路
線
の
成
功
の
故
に
、
一
方
に
お
い
て
保
守
的
、
伝
統
的
価
値
観
の
所
有
者
で
あ
る
イ
ス
ラ

本日
ム
教
徒
の
反
発
を
ま
ね
き
、
他
方
に
お
い
て
「
期
待
の
革
命
」
的
左
翼
反
体
制
運
動
を
ひ
き
起
こ
し
た
。

雲
中
国
は
イ
ラ
ン
と
異
な
る
と
、
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
急
速
な
近
代
化
は
、
従
来
の
価
値
観
（
そ
れ
は

第
毛
沢
東
的
革
命
主
義
で
あ
っ
た
り
、
中
国
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
り
し
え
よ
う
が
）
の
反
発
を
ま
ね
く
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、

部識
逆
に
単
な
る
「
四
つ
の
近
代
化
」
を
超
え
て
、
政
治
の
民
主
化
、
自
由
化
へ
の
「
期
待
」
の
増
大
へ
と
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ

う
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
近
代
化
の
将
来
を
直
線
的
に
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
仮
に
中
国
が
西
側
の
経
済
、
技
術
力

認
を
利
用
し
て
、
自
ら
主
張
す
る
よ
う
に
、
二
十
世
紀
末
に
近
代
社
会
主
義
強
国
の
道
を
歩
み
始
め
た
と
し
よ
う
。



狸

そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
と
る
だ
ろ
う
か
。
一
応
現
在
の
親
資
本
主
義
国
路
線
の
継
続
、
と
予
測
す
る
こ
と
が
一

番
無
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
中
ソ
間
の
部
分
的
和
解
、
反
資
本
主
義
国
路
線
の
再
現
と
い
う
可
能
性
も
当
然
計
算
に
入
れ

て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
の
指
導
者
が
自
ら
を
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
者
と
自
称
し
て
い
る
以
上
、
彼
ら

が
、
Ｎ
Ｅ
Ｐ
時
代
の
レ
ー
ニ
ン
の
現
実
主
義
的
柔
軟
政
策
の
有
効
性
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
つ
ま
り
戦

術
と
し
て
、
内
外
政
策
に
関
す
る
一
時
的
妥
協
の
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
た
、
中
国
の
過
去
の
対
外
政
策
は
決
し
て
首
尾
一
貫
し
た
原
則
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
く
、
性
々
に
し
て
逆
転
し
て
来
た
。

日
、
米
、
西
欧
に
対
す
る
敵
視
政
策
が
和
解
政
策
に
転
じ
た
と
同
様
、
ソ
連
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ベ
ト
ナ
ム
、
キ
ュ
ー
バ
、

ア
ル
バ
ニ
ア
等
へ
の
姿
勢
は
、
逆
に
友
好
的
関
係
か
ら
敵
対
的
な
い
し
冷
却
的
関
係
へ
と
転
じ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
二
時
的
妥

協
」
の
必
要
性
が
薄
れ
た
場
合
、
中
国
が
再
び
そ
の
路
線
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
計
算
に
入
れ
て
お
く
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
近
代
化
の
必
要
か
ら
、
長
期
に
わ
た
っ
て
西
側
に
協
調
的
姿
勢
を
と
る
は
ず
と
、
「
証
明
不
能
」
な
〃
哲
学
〃
に
固
執
し
て
、

対
中
経
済
協
力
の
将
来
を
楽
観
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
経
済
的
相
互
依
存
と
緊
張
緩
和
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
自
給
自
足
度
の
高
い
国

の
方
が
、
低
い
国
よ
り
も
、
対
外
政
策
で
は
「
自
由
に
」
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
裏
が
え
し
て
い
え
ば
、
世
界
各
国
と
の

間
に
、
網
の
目
の
よ
う
に
貿
易
網
を
は
り
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
し
て
い
る
国
は
（
日
本
は
典
型
的
な
例
で
あ
る
）
、

対
外
冒
険
政
策
を
と
る
余
地
は
限
定
さ
れ
よ
う
。
「
自
由
に
」
振
舞
っ
て
世
界
各
国
を
お
こ
ら
せ
た
ら
、
資
源
も
市
場
も
失
う
危
険

経
済
交
流
と
緊
張
緩
和
の
非
相
関
性
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こ
の
類
推
か
ら
し
て
、
共
産
国
家
を
国
際
社
会
の
経
済
的
相
互
依
存
の
網
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
そ
の
対
外
姿
勢
も
「
冒

険
主
義
」
の
度
合
を
薄
め
る
は
ず
と
考
え
る
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
で
あ
る
。
事
実
ニ
ク
ソ
ン
時
代
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
七

三
年
の
外
交
報
告
で
「
（
経
済
、
通
商
上
の
）
冒
険
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
連
に
対
す
る
一
方
的
依
存
を
生
み
出
す
も
の
で
な
い
。
そ

れ
は
米
ソ
経
済
の
相
互
依
存
を
作
り
出
し
、
こ
の
相
互
依
存
は
建
設
的
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
継
続
的
誘
因
を
提
供
す
る
」
と
述

そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
前
後
に
ア
メ
リ
カ
の
対
ソ
経
済
交
流
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
七
○
年
四
月
に
は
中
国
、
キ
ュ
ー

バ
、
北
ベ
ト
ナ
ム
、
北
朝
鮮
を
除
く
全
共
産
国
家
に
対
し
て
、
二
○
○
品
目
に
お
よ
ぶ
輸
出
制
限
を
解
除
し
、
七
一
年
に
は
ソ
連
の

カ
マ
河
ト
ラ
ッ
ク
エ
場
へ
の
八
億
ド
ル
に
及
ぶ
設
備
の
輸
出
を
許
可
し
、
七
二
年
十
月
に
は
通
商
協
定
が
署
名
さ
れ
、
七
二
年
に
ソ

連
に
一
九
○
○
万
ト
ン
、
二
億
ド
ル
相
当
の
小
麦
を
輸
出
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
米
ソ
関
係
は
、
建
設
的
な
も
の

か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
た
と
え
ば
七
三
年
の
第
四
次
中
東
戦
争
に
さ
い
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
苦
境
に
お
ち
い
る
と
、
ソ
連
は
軍
事
介

入
と
解
せ
る
動
き
を
示
し
て
ア
メ
リ
カ
を
緊
張
さ
せ
た
。
ま
た
そ
の
後
ア
ン
ゴ
ラ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
南
イ
エ
ー
メ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
に
お
い
て
、
ソ
連
は
キ
ュ
ー
バ
な
ど
衛
星
国
を
と
も
な
っ
て
軍
事
介
入
し
た
り
、
軍
事
介
入
に
い
た
ら
ぬ
ま

で
も
積
極
的
支
援
を
行
な
っ
た
り
し
て
、
緊
張
を
作
り
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
問
題
に
も
類
似
点
が
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
が
南
ベ
ト
ナ
ム
を
武
力
併
合
し
て
以
来
、
日
本
は
ベ
ト
ナ
ム

に
対
し
て
経
済
的
協
力
を
行
な
っ
た
。
日
本
側
と
し
て
み
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
と
資
本
主
義
国
と
の
経
済
的
相
互
依
存
関
係
を
強
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ソ
連
傾
斜
を
防
ぎ
、
中
立
化
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
、
経
済
の
政
治
効
果
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
た
。



ろ

う

。

燕

〃

」し
か
し
、
日
本
の
経
済
協
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
は
一
面
、
自
主
独
立
の
外
交
路
線
を
唱
え
な
が
ら
も
、
他
面
、
七
八

年
に
は
ソ
連
と
の
間
に
友
好
協
力
条
約
を
締
結
し
、
経
済
相
互
援
助
会
議
（
コ
メ
コ
ン
）
に
加
盟
し
て
、
明
確
に
親
ソ
路
線
を
と
る

に
い
た
っ
た
。
そ
の
上
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
紛
争
が
深
刻
化
す
る
と
、
日
本
側
の
「
援
助
を
見
合
わ
せ
る
」
旨
の
警
告
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
つ
い
に
七
九
年
初
頭
に
は
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
救
国
民
族
統
一
戦
線
」
を
表
面
に
立
て
て
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
領
に
侵
攻

し
、
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
を
打
倒
し
て
し
ま
っ
た
。

か
く
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
連
に
対
す
る
、
ま
た
日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
経
済
相
互
依
存
の
網
の
形
成
に
よ
る
緊
張
緩
和
政
策

の
試
み
は
、
期
待
し
た
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ソ
連
、
ベ
ト
ナ
ム
の
特
殊
性
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
共
産
国
家
と
資
本
主
義
国
家
の
、
経
済
相
互
依
存
の
効
果
の
「
非
対
称
性
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

後
者
「
非
対
称
性
」
の
要
因
の
方
が
、
よ
り
強
く
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
経
済
相
互
依
存
の
網
を
め
ぐ
ら
す
こ

と
で
政
治
的
緊
張
緩
和
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
互
依
存
の
網
を
切
ら
れ
た
場
合
の
経
済
的
困
難
へ
の
恐
れ
が
政
治
的
自
制
を

も
た
ら
す
は
ず
、
と
い
う
計
算
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
当
然
帰
結
す
る
結
論
は
、
同
じ
程
度
に
依
存
関
係
に
あ
る
共
産
国

家
と
資
本
主
義
国
家
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
経
済
的
困
難
に
堪
え
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ピ
エ
ル
・
ハ
ス
ナ
ー
の
表
現
を
借

り
れ
ば
「
誰
が
誰
の
と
り
こ
と
な
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

現
実
は
共
産
国
家
の
方
が
、
経
済
依
存
関
係
に
よ
っ
て
政
治
的
に
左
右
さ
れ
る
余
地
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①
共
産
国
家
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
中
で
、
貿
易
の
占
め
る
比
率
は
概
し
て
小
さ
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
。
現
在
、
ソ
連
、
中
国
は
完
全
な
「
自



妬7 第II部第二章日本の総合安全保障政策

給
自
足
」
国
家
と
は
い
い
難
い
。
ソ
連
は
石
油
、
天
然
ガ
ス
を
輸
出
し
て
い
る
し
、
中
国
も
石
油
輸
出
に
期
待
を
か
け
て
い
る
。
共

産
国
家
が
石
油
な
ど
天
然
資
源
の
輸
出
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
工
業
製
品
、
消
費
者
物
資
で
、
西
側
先
進
国
の
興

味
を
ひ
く
も
の
が
少
な
い
た
め
、
と
解
せ
る
が
、
そ
の
点
は
お
く
と
し
て
も
、
完
全
な
「
自
給
自
足
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
共
産
国
家
は
比
較
的
「
自
給
自
足
」
に
近
く
、
自
国
が
必
要
と
す
る
以
上
に
、
外
か
ら
の
影
響
に

さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
資
本
主
義
国
間
の
相
互
依
存
の
拡
大
と
、
そ
れ
に
よ
る
繁
栄
の
増
進
と
い

う
路
線
と
は
、
対
称
的
で
あ
る
。

②
共
産
国
の
場
合
、
国
家
が
貿
易
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
。
資
本
主
義
国
で
は
、
経
済
は
直
接
、
政
治
の
支
配
下
に
な
く
、
経
済

は
経
済
の
論
理
に
従
っ
て
動
く
余
地
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
依
存
体
制
を
危
く
す
る
よ
う
な
政
治
的
路
線
を
政
府
が
と

ろ
う
と
し
て
も
、
経
済
は
政
治
に
反
逆
し
て
も
、
自
己
の
利
益
を
貫
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ン
ゴ
ラ
危
機
の
さ

い
、
ア
メ
リ
カ
は
対
ソ
穀
物
輸
出
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ソ
連
の
自
制
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
農
民
は
利
益
の

多
い
対
ソ
輸
出
の
停
止
に
反
対
し
、
米
政
府
と
し
て
も
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
共
産
国
家
の
場
合
に
は
、
政
治
が
経
済
を
支
配
し
て
お
り
、
貿
易
も
ま
た
政
府
の
独
占
事
業
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
目
的

に
そ
っ
た
経
済
交
流
を
行
な
う
こ
と
が
容
易
で
あ
る
し
、
仮
に
貿
易
が
遮
断
さ
れ
た
と
し
て
も
、
資
本
主
義
国
ほ
ど
強
い
経
済
の
反

抗
に
あ
わ
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

③
国
民
へ
の
支
配
力
の
程
度
で
あ
る
。
全
体
主
義
国
の
国
民
が
政
府
の
命
令
下
、
一
糸
乱
れ
ず
行
動
し
て
い
る
の
に
対
し
、
民
主

主
義
国
は
分
裂
抗
争
を
く
り
か
え
し
、
危
機
に
対
応
す
る
力
が
な
い
と
、
一
般
論
化
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
ソ
連
に
、
中
国
に

お
い
て
民
衆
の
不
満
が
根
強
く
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
一
方
、
民
主
国
家
の
方
も
、
第
二
次
大
戦
の
さ
い
の
イ
ギ
リ
ス



錘
国
娠
”
Ⅷ
關
罫
唾
叫
彫
鐸
些
咋
輌
州
診
椴
や
津
諦
岬
緬
酷
馳
蓉
鍾
嘩
訴
乖
醗
確
標
咽
御
韮
錐
廓
鋤
鴎
嘩
轆
鎚
を
強
要
す
る
力
は
、
共

、

、

、

産
国
家
の
方
が
強
い
。
た
と
え
ば
ソ
連
は
農
民
の
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
業
集
団
化
を
な
し
と
げ
た
し
、
中
国
も
狂
信
的
で
破
滅

的
な
大
躍
進
運
動
を
強
行
し
え
た
。
ベ
ト
ナ
ム
は
そ
の
社
会
主
義
化
の
過
程
で
、
数
十
万
の
難
民
と
い
う
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
に
た

め
ら
わ
な
か
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
（
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
）
も
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
百
万
以
上
の
処
刑
者
、
病

死
者
、
餓
死
者
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
犠
牲
強
要
政
策
は
資
本
主
義
国
で
は
不
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
三
点
を
考
え
る
と
、
「
非
対
称
性
」
は
、
資
本
主
義
国
と
共
産
主
義
国
の
構
造
上
の
差
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
が
中
国
と
の
経
済
的
相
互
依
存
を
深
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
に
政
治
的
影
響
を
与
え

る
よ
り
も
、
逆
に
経
済
利
益
に
よ
っ
て
中
国
に
政
治
的
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
り
う
る
こ
と
を
、
常
に
意
識
し
て
お
く
べ

き

だ

ろ

う

。

第
三
は
経
済
的
な
報
償
と
制
裁
で
あ
る
。
つ
ま
り
東
西
関
係
に
お
い
て
、
相
手
方
が
自
国
に
望
ま
し
い
形
を
と
っ
た
場
合
に
は
経

済
的
利
益
を
与
え
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
姿
勢
を
と
っ
た
場
合
に
は
経
済
的
打
撃
を
あ
た
え
、
こ
の
ア
メ
と
ム
チ
の
両
様
の
手
段
に
よ

っ
て
、
相
手
側
の
政
策
を
自
国
に
有
利
な
よ
う
に
変
更
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
こ
の
よ
う
な
「
ア
メ
と
ム
チ
」
の
経
済
政
策
は
、
東
西
関
係
以
外
に
も
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ

カ
は
四
八
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
に
さ
い
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
に
圧
力
を
か
け
る
た
め
に
経
済
力
を
利
用
し
た
し
、
五
六
年
に
は
、

あ
い
ま
い
な
経
済
的
制
裁
の
効
果
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エ
ジ
プ
ト
の
ソ
連
接
近
に
反
発
し
て
、
ア
ス
ワ
ン
・
ハ
イ
・
ダ
ム
へ
の
経
済
援
助
を
停
止
し
た
。
さ
ら
に
ナ
セ
ル
大
統
領
が
ス
エ
ズ

運
河
を
国
有
化
し
、
英
仏
軍
が
進
攻
す
る
に
い
た
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
英
融
資
を
阻
止
し
て
英
軍
撤
退
の
圧
力
を
か
け
た
。
ま
た
六

五
年
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
パ
キ
ス
タ
ン
へ
の
武
器
輸
出
を
停
止
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
圧
力
は
、
直
接
共
産
国
家
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
共
産
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の

と
し
て
は
、
・
ソ
連
、
中
国
に
対
す
る
戦
略
物
資
の
禁
輸
が
代
表
的
で
あ
る
（
コ
コ
ム
、
チ
ン
コ
ム
）
・
こ
の
禁
輸
政
策
に
よ
っ
て
ア

メ
リ
カ
の
ソ
連
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
輸
出
は
、
四
八
年
の
三
・
九
七
億
ド
ル
か
ら
、
四
九
年
に
は
一
・
四
五
億
ド
ル
、
五
○
年
に
は
○
・

四
一
億
ド
ル
と
急
速
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
。
西
欧
諸
国
の
そ
れ
も
、
四
九
年
の
七
・
九
二
億
ド
ル
か
ら
五
○
年
の
二
・
六
八
億
ド
ル

と
落
下
し
た
。
中
国
の
場
合
を
見
て
も
、
中
国
の
非
共
産
国
と
の
貿
易
は
、
四
九
年
の
二
・
七
億
ド
ル
か
ら
、
五
二
年
の
六
・
○

一
ド
ル
へ
と
縮
小
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
キ
ュ
ー
バ
に
対
し
て
も
、
カ
ス
ト
ロ
の
革
命
が
起
こ
っ
て
以
来
ア
メ
リ
カ
は
キ
ュ
ー
バ
糖
の
輸
入
割
当
量
の
削
減
、
武

器
輸
出
の
禁
止
、
観
光
旅
行
の
禁
止
、
最
後
に
は
食
樋
、
医
薬
品
の
輸
出
規
制
に
い
た
る
ま
で
の
、
経
済
制
裁
政
策
を
と
っ
て
い
る
。

一
方
、
ソ
連
の
方
も
各
種
の
経
済
的
テ
コ
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
と
に
衛
星
国
、
〃
友
好
国
″
に
対
し
て
の
ケ
ー
ス
は
多
い
。
た

と
え
ば
ア
ル
バ
ニ
ア
は
そ
の
輸
出
入
の
約
五
割
を
ソ
連
に
対
し
て
向
け
て
い
た
が
、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
反
ソ
姿
勢
が
明
白
に
な
る
と
、

ソ
連
は
援
助
は
も
ち
ろ
ん
貿
易
も
打
ち
切
っ
て
い
る
。
ま
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
対
し
て
も
、
経
済
的
「
ア
メ
と
ム
チ
」
の
両
者
を

使
っ
て
、
そ
の
自
主
路
線
の
変
更
を
求
め
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
対
し
て
も
五
八
年
の
同
国
の
総
選
挙
の
あ
と
、
ソ
連
は
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
が
同
国
共
産
党
員
に
閣
僚
の
椅
子
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に
怒
っ
て
、
各
種
の
経
済
圧
力
を
加
え
て
い
る
。

中
国
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ソ
連
は
六
○
年
ま
で
に
一
三
億
ド
ル
の
援
助
を
与
え
、
五
七
年
に
終
了
し
た
第
一
次
五
ヵ
年
計

戸
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画
に
さ
い
し
て
は
一
六
六
の
プ
ラ
ン
ト
を
提
供
し
、
五
八
年
か
ら
六
二
年
の
第
二
次
五
カ
年
計
画
で
は
一
二
五
の
。
プ
ラ
ン
ト
を
約
束

し
、
五
○
年
代
に
は
約
一
○
、
八
○
○
名
の
ソ
連
人
技
術
者
、
一
、
五
○
○
名
の
東
欧
諸
国
技
術
者
を
送
り
こ
ん
だ
。
さ
ら
に
約
八
、

○
○
○
名
の
中
国
人
労
働
者
、
技
術
者
、
約
七
、
○
○
○
名
の
学
生
を
ソ
連
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
だ
が
、
中
ソ
対
立
の
深
刻
化
の

過
程
で
援
助
を
中
止
し
、
技
術
者
を
引
揚
げ
て
圧
力
を
か
け
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

で
は
西
側
諸
国
に
対
し
て
の
ソ
連
の
「
ア
メ
と
ム
チ
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
西
側
の
経
済
的
優
位
、
東
側
の
劣
性
を
反
映
し
て

か
、
き
わ
立
っ
た
経
済
力
の
行
使
は
な
い
。
ま
し
て
コ
コ
ム
、
チ
ン
コ
ム
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
絶
無
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ソ
連
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
対
し
て
経
済
的
テ
コ
を
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
元
来
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
の
一
員
で
あ
る
が
、
同
国
は
自
国
内
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
基
地
を
不
愉
快
な
も
の
と
見
な
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
五
○
年
代
初

期
に
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
漁
業
問
題
で
衝
突
し
た
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
領
海
を
三
マ
イ
ル
か
ら
四
マ
イ
ル
に
拡

大
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
漁
獲
物
の
輸
入
を
禁
止
す
る
と
い
う
報
復
措
置
を
と
っ
た
。

こ
の
西
側
諸
国
間
の
抗
争
を
み
て
、
そ
の
抗
争
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
ソ
連
は
経
済
的
に
介
入
し
て
く
る
。
つ
ま
り
五
三
年
に
ソ

連
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
漁
獲
物
を
輸
入
し
石
油
を
輸
出
す
る
。
五
四
年
に
な
る
と
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
防
衛
条
約

の
縮
小
方
を
要
請
し
、
五
五
年
に
は
ソ
連
が
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
貿
易
相
手
国
の
中
で
、
ト
ッ
プ
の
座
を
占
め
る
に
い
た
る
。
し
か
し
、

五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
の
衝
撃
を
受
け
て
、
両
国
関
係
は
冷
却
す
る
に
い
た
り
、
ソ
連
の
試
み
は
完
成
し
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ

か
の
事
例
と
し
て
は
、
五
七
年
、
第
二
次
中
東
戦
争
の
あ
と
、
ソ
連
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
石
油
供
給
を
停
止
し
た
こ
と
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
二
例
か
ら
し
て
、
ソ
連
も
西
側
に
対
す
る
経
済
的
テ
コ
の
行
使
に
は
無
関
心
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
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②
に
つ
い
て
、
で
は
な
ぜ
「
あ
い
ま
い
」
に
終
っ
て
い
る
の
か
、
よ
り
効
果
的
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に

な
る
が
、
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
④
禁
輸
政
策
の
よ
う
な
経
済
制
裁
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
戦
略
物
資
」
を
輸
出
し
う
る

国
々
の
「
全
会
一
致
」
が
必
要
で
あ
り
、
、
参
加
国
が
「
本
気
」
に
な
る
こ
と
、
の
二
条
件
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
。
も
し
、
「
戦

略
物
資
」
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
各
国
間
の
合
意
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
り
、
被
制
裁
国
の
政
治
姿
勢
に
共
感
す
る
国
が
あ
っ
た
り
、

ま
ず
①
の
有
効
性
に
つ
い
て
結
論
を
先
に
す
れ
ば
、
有
効
性
の
度
合
い
は
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
、
六
八
年
の
チ
ェ
コ
事
件
後
亡
命
し
た
オ
タ
・
シ
ク
は
、
米
上
院
で
の
証
言
で
「
禁
輸
や
類

似
の
手
段
に
よ
る
東
西
関
係
の
阻
止
や
制
限
は
、
ソ
連
の
軍
事
力
の
成
長
を
防
止
し
え
な
か
っ
た
」
と
否
定
的
な
見
解
を
の
べ
て
い

ソ
連
が
兵
器
、
軍
毒

に
推
測
で
き
る
。
‐

と
し
か
い
え
な
い
。

る
⑥

は
ソ
連
の
経
済
的
テ
コ
に
つ
い
て
の
分
析
は
ひ
か
え
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
①
西
側
の
東
側
に
対
す
る
経
済
テ
コ
は
有
効
で
あ
っ

た
か
否
か
、
②
仮
に
有
効
性
に
疑
問
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
何
か
、
③
現
実
的
に
そ
の
原
因
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
の
三
点
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
る
。

困
難
な
経
済
的
制
裁
の
有
効
的
行
使

し
か
し
、

オ
タ
・
シ
ク
の
い
う
よ
う
に
、
現
実
に
ソ
連
の
軍
事
力
の
増
強
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
禁
輸
政
策
の
た
め

・
軍
事
技
術
の
自
主
開
発
に
よ
り
精
力
を
集
中
せ
ざ
る
を
え
ず
、
他
の
経
済
分
野
を
圧
迫
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易

る
。
し
た
が
っ
て
禁
輸
政
策
は
一
切
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
証
明
も
つ
け
に
く
い
。
せ
い
ぜ
い
「
あ
い
ま
い
な
効
果
」

耳

。
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あ
る
い
は
被
制
裁
国
の
市
場
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
「
全
会
一
致
」
が
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
被
制
裁
国

は
容
易
に
抜
け
道
を
発
見
で
き
る
だ
ろ
う
。
④
の
条
件
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
つ
だ
け
事
例
を
あ
げ
て
お
け
ば
、
コ
コ
ム
が
対
ソ
禁
輸
を
行
な
っ
た
時
、
六
三
年
に
、
ソ
連
か
ら
天
然
ガ
ス
輸
送
用
の
大
口
径

鋼
管
の
引
き
合
い
が
き
た
こ
と
が
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
は
こ
れ
に
対
し
て
ソ
連
に
売
ら
な
い
と
の
方
針
を
決
め
、
日
本
も
ア
メ
リ

カ
の
要
請
を
受
け
て
同
調
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
儲
け
の
多
い
取
り
引
き
を
見
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ソ
連
の
注
文
に
応
じ
た
の
で
あ

、
の
「
本
気
」
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
元
来
、
経
済
制
裁
と
は
被
制
裁
国
に
対
す
る
非
友
好
的
措
置
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被

制
裁
国
が
制
裁
参
加
国
に
対
し
て
軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
報
復
を
行
な
う
可
能
性
は
、
い
つ
も
存
在
す
る
。
も
し
こ
の
報
復
を

恐
れ
、
対
抗
す
る
用
意
の
な
い
ま
ま
に
制
裁
に
参
加
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
制
裁
は
中
途
半
端
な
も
の
に
終
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
第
二
次
大
戦
前
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
イ
タ
リ
ア
が
エ
チ
オ
ピ
ア
へ
の
侵
略
行
動
を
行
な
っ
た
こ
と
に
反
発
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
主
導
の
国
際
連
盟
の
と
っ
た
経
済
制
裁
が
結
局
、
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
当
時
の
英

政
府
の
姿
勢
を
批
判
し
て
、
「
英
首
相
は
、
ま
ず
、
制
裁
は
戦
争
を
意
味
す
る
と
宣
言
し
て
い
た
。
次
に
、
彼
は
戦
争
は
あ
っ
て
は

な
ら
ぬ
と
心
に
決
め
て
い
た
。
第
三
に
、
彼
は
制
裁
を
決
定
し
た
。
こ
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ

た
が
、
事
実
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
タ
リ
ア
と
戦
争
を
賭
し
て
も
経
済
制
裁
を
貫
徹
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
見
て
と
る
と
、
イ
タ
リ
ア

は
対
伊
禁
輸
品
目
に
石
油
が
加
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
戦
争
を
発
生
さ
せ
る
敵
対
行
為
と
み
な
す
旨
、
宣

言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
強
硬
姿
勢
に
お
び
え
て
、
石
油
は
禁
輸
品
目
か
ら
除
外
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
は
石

油
を
自
由
に
入
手
し
う
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
の
「
本
気
」
の
程
度
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

っ
た
。
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次
に
③
の
問
題
、
つ
ま
り
は
現
代
国
際
社
会
に
お
い
て
「
全
会
一
致
」
と
「
本
気
」
の
問
題
を
解
決
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
理
論
的

に
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
、
現
実
に
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
「
全
会
一
致
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
つ
に
は
資
本
主
義
は
本
質

的
に
競
争
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
自
動
的
に
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
強
権
的
な
「
世
界
政
府
」

が
存
在
し
て
い
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
が
、
世
界
政
府
は
現
在
の
と
こ
ろ
白
日
夢
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
仮
に
西
側
主
要
国
が
足
並
み

を
そ
ろ
え
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
に
必
要
物
資
や
市
場
を
提
供
し
う
る
国
は
存
在
す
る
。

前
述
し
た
ア
メ
リ
カ
の
キ
ュ
ー
バ
へ
の
経
済
制
裁
が
失
敗
し
た
の
は
、
英
仏
が
ア
メ
リ
カ
に
同
調
し
な
か
っ
た
の
と
、
ソ
連
が
援

助
を
行
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
経
済
協
力
の
「
見
合
わ
せ
」
が
効
果
を
も
た
な
い
の
も
、
共
産
国
か
ら
の
援

助
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
し
て
「
本
気
」
の
問
題
に
な
る
と
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
指
摘
し
た
よ
う
な
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
流
の
「
あ
い
ま
い
さ
」
を
克
服
す
る

こ
と
は
容
易
で
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
あ
い
ま
い
さ
」
は
西
側
諸
国
間
の
紛
争
、
た
と
え
ば
核
戦
略
を
め
ぐ
る
米
仏
間
の
対
立
、

あ
る
い
は
貿
易
問
題
を
め
ぐ
る
日
米
経
済
戦
争
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
西
側
内
部
の
紛
争
が
共
産
国
家
間
の

血
み
ど
ろ
の
紛
争
に
ま
で
発
展
し
な
い
の
は
、
正
に
妥
協
能
力
に
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
あ
い
ま
い
さ
」
は

美
徳
で
も
あ
る
。
西
側
同
士
で
は
妥
協
能
力
を
増
大
さ
せ
、
経
済
制
裁
の
必
要
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
「
決
然
た
る
」
態
度
を
と
る

と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
傑
出
し
た
政
治
家
の
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と

報
償
と
制
裁
、
と
く
に
制
裁
に
よ
っ
て
相
手
の
危
険
な
意
図
を
く
じ
く
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
仕
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

だ
ろ
う
。

』
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①
東
西
間
の
緊
張
緩
和
に
さ
い
し
、
経
済
力
の
占
め
る
比
重
に
、
過
剰
期
待
を
か
け
ぬ
こ
と
。

②
西
側
と
し
て
は
、
東
西
貿
易
が
自
国
の
政
治
路
線
を
振
り
ま
わ
す
に
至
る
程
度
ま
で
拡
大
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
。
「
シ
ッ
ポ
が

犬
を
ふ
る
」
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

③
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
済
力
と
軍
事
力
は
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
。

以
上
見
て
き
た
経
済
力
と
安
全
保
障
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
観
的
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
か
も

知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
東
西
間
の
経
済
交
流
は
、
共
産
国
家
の
内
部
に
西
側
の
文
化
を
浸
透
さ
せ
う
る

し
、
長
期
的
に
み
れ
ば
、
東
西
間
の
緊
張
緩
和
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
と
。
た
し
か
に
経
済
交
流
は
「
影
響
」
を
及
ぼ
し
う
る
。
し

か
し
「
影
響
」
と
い
う
こ
と
と
「
危
機
の
管
理
」
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。

結
論
Ｉ
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い
ま
ま
で
日
本
人
は
、
石
油
資
源
や
食
糧
な
ど
は
、
カ
ネ
さ
え
出
せ
ば
い
く
ら
で
も
、
好
き
な
時
に
手
に
入
る
も
の
と
思
い
込
ん

で
い
た
・
そ
れ
が
国
際
情
勢
の
動
き
一
つ
で
入
っ
て
こ
な
く
な
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
七
三
年
の
オ
イ
ル
・

シ
ョ
ッ
ク
の
時
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
わ
が
国
に
お
い
て
は
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
昨
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
対
策
、
提
言
が
各

方
面
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
の
状
況
は
百
花
撮
乱
の
感
さ
え
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
き
て
世
界
的
に
景
気
が
停
滞
し
、
こ
れ
に

伴
う
石
油
需
給
の
緩
和
と
い
う
条
件
が
加
わ
っ
て
、
さ
し
も
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
争
も
一
頓
座
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
と
に
「
ノ
ド
元
す
ぎ

れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
る
」
と
い
う
一
過
性
の
国
民
性
を
持
っ
て
い
る
日
本
で
は
、
今
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
〃
エ
〃
の
字
も
出
な
い
と
い
つ

石
油
連
盟
が
十
一
月
三
日
発
表
し
た
今
後
の
石
油
の
長
期
需
給
見
通
し
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
石
油
は
現
在
は

も
ち
ろ
ん
将
来
に
わ
た
っ
て
、
多
分
今
世
紀
い
っ
ぱ
い
は
大
丈
夫
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
楽
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
石
油
問
題
を
、
単
に
物
理
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
視
点
か
ら
だ
け
見
て
い
て
は
、
八
○
年
代
の
危
機
の
本
質
を
見
誤
っ
て

た
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

構
造
的
に
不
安
定
な
中
東
石
油

(1) 四
、
日
本
経
済
の
安
全
保
障

石
油
を
め
ぐ
る
世
界
制
覇
合
戦

j

P



汚
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
現
に
石
油
連
盟
の
楽
観
的
な
見
通
し
と
相
前
後
し
て
、
わ
が
国
に
一
七
％
も
の
石
油
を
供
給
し
て

２
い
る
イ
ラ
ン
に
お
い
て
、
七
七
年
十
月
末
か
ら
つ
い
に
全
国
的
ス
ト
ラ
イ
キ
の
波
が
襲
い
、
中
東
最
大
の
規
模
を
誇
る
ア
バ
ダ
ン
製

油
所
の
生
産
が
激
減
し
、
タ
ン
カ
ー
へ
の
石
油
の
積
み
込
み
が
停
止
さ
れ
だ
。
そ
の
途
端
、
石
油
業
界
の
顔
色
は
み
る
み
る
う
ち
に

そ
の
最
大
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
世
界
の
石
油
供
給
地
帯
が
今
や
伝
統
的
に
安
全
な
西
半
球
か
ら
東
半
球
へ
と
転
換
し
、
こ
と
に

自
由
陣
営
に
と
っ
て
は
完
全
に
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
支
配
の
中
東
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
供
給
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
東
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
は
も
ち
ろ
ん
将
来
と
も
、
世
界
で
も
っ
と
も
危
機
を
は
ら
ん
で
流
動

し
て
い
る
不
安
定
地
帯
で
あ
り
、
常
に
偶
発
的
な
戦
争
、
偶
発
的
な
破
壊
活
動
に
備
え
て
留
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
な

つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
石
油
問
題
を
な
が
め
る
場
合
に
は
、
石
油
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
〃
経
済
〃
的
視
点
だ
け
で
は
な
く
〃
政

治
″
と
か
〃
軍
事
″
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
見
方
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
失
敗
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

石
油
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
地
下
に
ま
だ
か
な
り
の
埋
蔵
量
が
あ
る
。
現
に
そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ス
カ
に

次
い
で
北
海
油
田
、
さ
ら
に
最
近
で
は
メ
キ
シ
コ
油
田
が
新
し
く
登
場
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
北
極
海
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ジ
ル

沖
等
に
潜
在
的
に
大
き
な
埋
蔵
地
帯
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
最
近
、
エ
ク
ソ
ン
社
等
が
、
「
物
理
的
な
埋

蔵
量
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
石
油
の
需
給
は
一
九
九
○
年
代
い
っ
ぱ
い
、
つ
ま
り
今
世
紀
い
っ
ぱ
い
は
石
油
の
物
理
的
な
供
給
不
足
は

な
い
だ
ろ
う
」
と
楽
観
的
な
見
通
し
を
語
っ
て
い
る
。
、
前
記
、
石
油
連
盟
の
長
期
見
通
し
も
、
多
分
こ
の
エ
ク
ソ
ン
社
の
レ
ポ
ー
ト

に
か
な
り
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
エ
ク
ソ
ン
社
に
し
ろ
、
石
油
連
盟
の
長
期
見
通
し
に
し
ろ
、
重
大
な
点
を
見
忘
れ

青
ざ
め
て
い
っ
た
。

て
は
い
な
い
か
。
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の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
日
ま
し
に
強
化
さ
れ
る
ソ
連
海
軍
力
の
動
向
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
地
域
か
ら
の
タ
ン
カ
ー
に
よ
る
長

い
補
給
ル
ー
ト
の
安
全
が
は
た
し
て
保
障
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
疑
問
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
安
は
〃
有
事
″
だ
け
で
は
な
く
、
〃
平
時
″
に
お
い
て
も
、
〃
偶
発
的
な
破
壊
活
動
″
と
い
う
形
で
、
絶
え
ず
日
本

に
対
す
る
供
給
を
脅
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
五
月
、
サ
ウ
ジ
ァ
ラ
ビ
ラ
で
第
二
位
の
ア
ブ
カ
イ
ク
油
田
が
爆
発
し
た
。
日
本
に
送
ら
れ
て
く
る
石
油
の
大
半
は
、
こ

の
油
田
を
経
由
す
る
パ
イ
・
フ
・
ラ
イ
ン
で
港
に
運
ば
れ
、
そ
れ
か
ら
タ
ン
カ
ー
に
積
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
下

手
を
す
れ
ば
、
サ
ウ
ジ
か
ら
日
本
へ
の
石
油
供
給
（
全
輸
入
量
の
約
三
○
％
）
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
、
通
産
省

は
じ
め
石
油
業
界
は
こ
の
時
本
気
で
心
配
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ブ
カ
イ
ク
油
田
の
爆
発
は
、
世
上
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
パ
イ
プ
・
ラ
イ
ン
の
腐
劔
の
せ
い
で
は
な
く
、
ア
ラ
ム
コ
社
の
秘
密

報
告
に
よ
る
と
、
爆
発
物
が
三
個
仕
か
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
爆
破
技
術
は
、
サ
ウ
ジ
の
国
家
警
備
隊
が
守
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
同
時
に
三
発
爆
発
さ
せ
て
お
り
、
特
定
プ
ロ
集
団
で
な
け
れ
ば
容
易
に
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
構
造
的
な
脆
弱
論
を
指
摘
し
た
立
場
と
し
て
は
、
現
在
米
議
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
委
員
会
委
員
長
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ

ャ
ク
ソ
ン
議
員
の
レ
ポ
ー
ト
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
に
お
い
て
は
残
念
な
が
ら
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
論
争
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
さ
す
が
に
通
産
省
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
あ
た
り
は
、
石
油

業
界
と
は
違
っ
て
、
こ
う
し
た
石
油
の
経
済
安
保
的
視
点
に
は
か
な
り
留
意
し
て
お
り
、
七
七
年
十
月
二
十
五
日
発
表
さ
れ
た
通
産

大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
基
本
問
題
懇
話
会
（
会
長
・
有
沢
広
巳
東
大
名
誉
教
授
）
の
レ
ポ
ー
ト
「
二
十
一

世
紀
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
」
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
か
な
り
留
意
し
た
結
論
を
出
し
て
い
る
。
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現
在
、
ア
メ
リ
カ
、
西
欧
、
日
本
な
ど
自
由
陣
営
に
対
す
る
石
油
の
輸
出
は
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
イ
ラ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
南
米

の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
北
ア
フ
リ
カ
の
リ
ビ
ア
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
か
ら
積
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
最
大
の

も
の
は
ペ
ル
シ
ャ
湾
か
ら
の
石
油
ル
ー
ト
で
、
西
欧
は
六
○
％
、
ア
メ
リ
カ
は
二
六
％
、
日
本
に
い
た
っ
て
は
約
七
七
・
七
八
％
を
こ

の
地
域
か
ら
の
供
給
に
依
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
か
ら
の
西
側
陣
営
に
対
す
る
石
油
補
給
路
を
分
断
す
る

こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
と
八
○
年
代
の
覇
権
を
争
う
ソ
連
の
世
界
戦
略
に
と
っ
て
最
重
要
の
優
先
事
項
の
一
つ
と
な
る
。
こ
こ
二
、
三

年
ソ
連
が
中
近
東
を
中
心
に
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
、
紅
海
、
イ
ン
ド
洋
、
地
中
海
、
は
て
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
至
る
ま
で
、
積
極
的
な
介
入

の
動
き
を
見
せ
は
じ
め
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
ソ
連
自
身
の
安
全
保
障
と
は
直
接
何
の
関
係
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ソ
連
が
、
か
っ
て
の
帝
政
ロ
シ
ア
時

代
の
拡
大
政
策
そ
こ
の
け
の
グ
ラ
ン
ド
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
そ
こ
で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ず
と
し
れ
た
こ
の
地
域
が
世
界
政

治
を
左
右
す
る
石
油
地
帯
で
あ
り
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
主
要
戦
略
地
帯
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
米

ソ
両
国
と
そ
れ
を
支
援
す
る
ア
ラ
ブ
や
ア
フ
リ
カ
の
保
守
派
と
急
進
派
、
そ
れ
に
キ
ュ
ー
バ
遠
征
軍
な
ど
も
加
わ
っ
て
、
こ
の
と
こ

ろ
と
み
に
物
情
騒
然
た
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

そ
の
典
型
的
な
例
が
一
九
七
五
～
七
六
年
の
ア
ン
ゴ
ラ
紛
争
で
あ
り
、
一
九
七
八
年
の
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
紛
争
、
さ
ら
に

エ
チ
オ
ピ
ア
の
エ
リ
ト
リ
ァ
地
方
に
お
け
る
紛
争
で
あ
る
。
ソ
連
は
こ
れ
ら
の
地
域
で
自
分
の
ナ
ワ
張
り
拡
張
の
た
め
、
ソ
連
製
の

武
器
で
固
め
た
キ
ュ
！
（
兵
を
〃
代
理
人
″
と
し
て
投
入
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
制
圧
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ほ
か
ザ
イ
ー
ル
紛
争
、

石
油
地
帯
、
中
東
で
の
米
ソ
制
覇
合
戦



さ
ら
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
背
後
に
も
、
ソ
連
の
影
響
力
が
行
使
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ソ
連
が
こ
の
よ
う
に
石
油
獲
得
に
異
常
な
執
念
を
燃
や
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
前
述
の
よ
う
に
八
○
年
代
を
め
ざ
す
ソ
連
の

世
界
戦
略
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
実
は
、
こ
の
ほ
か
石
油
問
題
が
、
ソ
連
自
身
を
脅
か
す
重
大
な
政
治
問
題
に
な
り
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
七
七
年
六
月
、
米
Ｃ
Ｉ
Ａ
エ
ネ
ル
ギ
ー
報
告
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
ソ
連
の
石
油
生
産
は
一
九
八
○

年
で
頭
打
ち
と
な
り
、
八
五
年
ま
で
に
ソ
連
自
身
が
石
油
輸
入
国
に
転
落
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
予
測
だ
。

ソ
連
が
こ
れ
ま
で
、
そ
の
衛
星
国
で
あ
る
東
欧
を
支
配
し
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
強
力
な
軍
事
力
で
圧
倒
的
な
に
ら
み
を
き
か
し
て

き
た
こ
と
と
、
今
一
つ
は
東
欧
に
対
す
る
石
油
供
給
を
ソ
連
が
全
責
任
を
負
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
現
に
ソ
連
は
一
九
七
六
～
八

鱸
○
年
の
五
年
間
に
四
億
ト
ン
以
上
の
原
油
と
石
油
製
品
の
ほ
か
、
約
一
千
億
立
方
メ
ー
ト
ル
の
天
然
ガ
ス
の
供
給
を
東
欧
諸
国
に
約

障保
束
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
か
ん
じ
ん
の
ソ
連
が
八
五
年
ご
ろ
か
ら
石
油
輸
入
国
に
な
り
、
石
油
を
供
給
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

全筆
る
と
、
今
で
す
ら
ソ
連
か
ら
逃
げ
出
し
た
が
っ
て
い
る
東
欧
は
、
そ
れ
を
口
実
に
い
っ
せ
い
に
〃
ソ
連
離
れ
〃
を
す
る
こ
と
は
確
実

聡
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
超
大
国
と
し
て
の
ソ
連
は
、
そ
の
体
制
を
内
部
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ソ

本日
連
が
、
た
と
え
軍
事
力
を
使
っ
て
も
、
何
が
な
ん
で
も
中
近
東
に
打
っ
て
出
よ
う
と
し
て
い
る
背
景
に
は
、
ソ
連
自
身
の
そ
の
よ
う

聿
な
切
迫
し
た
〃
お
家
の
事
情
″
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第

ソ
連
の
中
東
進
出
に
賭
け
る
執
念
が
い
か
に
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
か
Ｉ
そ
れ
は
七
八
年
十
月
、
キ
ャ
ン
．
フ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト

部麺
会
談
で
エ
ジ
・
フ
ト
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
合
意
が
出
来
る
直
前
の
十
二
時
間
以
内
に
、
ソ
連
が
中
東
で
と
っ
た
次
の
よ
う
な
軍
事
的
行
動

汐
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
に
は
そ
の
こ
と
は
全
然
報
道
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
は
こ
の
時
、
ソ
連
の
黒
海
に
面

２
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
基
地
、
な
ら
び
に
タ
シ
ケ
ン
ト
に
あ
る
基
地
に
配
備
さ
れ
て
い
る
ソ
連
空
軍
の
ア
ン
ト
ノ
フ
犯
型
輸
送
機
と



知

▽
ア
メ
リ
カ
は
地
中
海
の
第
六
艦
隊
、
イ
ン
ド
洋
の
第
七
艦
隊
に
厳
戒
態
勢
を
と
ら
せ
た
。

ソ
連
が
こ
の
時
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
、
南
イ
エ
メ
ン
等
、
親
ソ
派
の
国
々
を
糾
合
し
、
ソ
連
を
指
導

者
と
す
る
拒
否
戦
線
グ
ル
ー
。
フ
を
結
成
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
武
器
、
軍
需
品
の
輸
送
を
行
な
っ
た
理
由
は
ほ
か

で
も
な
い
、
ア
メ
リ
カ
の
仲
介
に
よ
り
エ
ジ
。
フ
ト
が
、
完
全
に
米
陣
営
へ
組
み
込
ま
れ
、
中
東
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
以
前
に
断

固
た
る
ソ
連
の
決
意
を
示
し
、
中
東
諸
国
内
に
反
エ
ジ
プ
ト
闘
争
司
令
部
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

八
○
年
代
の
石
油
事
情
が
、
単
に
物
理
的
な
需
給
関
係
で
は
な
く
、
中
東
の
政
治
的
・
軍
事
的
情
勢
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い

空
挺
部
隊
が
、
ア
ラ
ー
ト
の
緊
急
出
動
態
勢
に
入
っ
た
。
そ
し
て
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト
で
声
明
が
出
る
や
、
武
器
を
満
載
し
た

こ
れ
ら
輸
送
機
部
隊
は
直
ち
に
中
東
の
ソ
連
の
同
盟
国
、
リ
ビ
ア
、
シ
リ
ア
、
さ
ら
に
ア
フ
リ
カ
の
新
し
い
拠
点
で
あ
る
エ
チ
オ
ピ

ア
に
向
っ
て
飛
び
立
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
中
東
に
お
い
て
も
、
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト
会
談
の
決
裂
を
予
想
し
て
い
た
関
係
各
国
は
、
次
の
よ
う
に
軍
事
的
対
応

を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

▽
シ
リ
ア
の
ダ
マ
ス
カ
ス
飛
行
場
で
は
、
こ
の
会
議
と
相
前
後
し
て
二
週
間
に
わ
た
っ
て
全
軍
が
出
撃
態
勢
を
と
っ
た
。

▽
ョ
ル
ダ
ン
で
は
フ
セ
イ
ン
国
王
が
マ
ジ
ョ
リ
カ
島
に
出
か
け
て
い
た
が
、
国
内
の
将
兵
に
連
絡
し
て
、
シ
リ
ア
国
境
沿
い
に
軍

事
態
の
発
生
に
備
え
た
。

隊
を
集
結
さ
せ
た
。

▽
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
も
に
厳
戒
態
勢
に
つ
い
た
。

▽
サ
ウ
ジ
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
北
イ
エ
メ
ン
と
南
イ
エ
メ
ン
国
境
に
配
備
し
て
い
た
軍
隊
を
ョ
ル
ダ
ン
国
境
沿
い
に
移
動
さ
せ
、
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い
ず
れ
に
せ
よ
中
近
東
、
ア
フ
リ
カ
を
舞
台
に
、
今
や
八
○
年
代
の
覇
権
を
め
ざ
す
米
ソ
の
激
烈
な
代
理
戦
争
の
幕
が
切
っ
て
落

と
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
あ
っ
て
は
困
る
こ
と
だ
が
、
も
し
八
○
年
代
の
あ
る
日
、
中
近
東
を
舞
台
に
大
規
模

な
戦
争
が
勃
発
す
れ
ば
、
ソ
連
は
こ
こ
で
の
勝
利
を
確
実
に
す
る
た
め
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
基
地
を
使
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
地
域

に
支
援
し
よ
う
と
す
る
の
を
極
力
牽
制
し
よ
う
と
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
す
で
に
三
対
一
に
ま
で
達
し
て
い
る
欧
州
の
東
西

軍
事
バ
ラ
ン
ス
を
背
景
に
、
ソ
連
が
無
気
味
な
牽
制
球
を
投
げ
か
仇
て
く
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
場
合
、
か
り
に
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
諸
国
が
ソ
連
の
桐
喝
に
屈
伏
す
れ
ば
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ソ
連
の
軍
事
力
の
前
に
〃
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
化
″
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
反
し
、
そ
の
よ
う
な
ソ
連
の
要
求
を
呑
む
こ
と
は
自
由
陣
営
全
体
の
崩
壊
に
な
る
と
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
が
ソ
連
の
要
求
を

拒
否
す
れ
ば
、
ま
か
り
間
違
え
ば
第
三
次
大
戦
を
誘
発
す
る
引
き
金
に
な
り
か
ね
な
い
。

現
に
そ
の
危
機
を
感
じ
と
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
は
最
近
の
国
防
報
告
で
、
今
後
の
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
の
重
点
を

う
例
は
、
今
回
の
イ
ラ
ン
危
機
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
イ
ラ
ン
は
石
油
ル
ー
ト
の
中
枢
で
あ
る
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
面
し
、
ソ
連
と
も
国
境
を
接
し
て
い
る
反
共
国
家
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
も
し
こ
の
国
が
ソ
連
寄
り
に
な
ろ
う
と
し
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
武
力
を
使
っ
て
も
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
が
介
入
す
れ
ば
、
今
度
は
ソ
連
が
黙
っ
て
い
ま
い
。

日
本
の
戦
略
本
部
が
必
要

(2)

経
済
安
全
保
障
の
提
言



理

こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
は
、
石
油
の
海
外
依
存
度
九
九
・
七
％
と
い
う
世
界
先
進
国
の
中
で
最
低
の
〃
資
源
小
国
″
で
あ
り
な
が

ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
に
対
す
る
認
識
は
き
わ
め
て
低
い
。

通
産
省
の
方
は
先
般
の
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
基
本
問
題
懇
話
会
の
答
申
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
近
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や

、

、

、

く
し
ゃ
ん
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
が
政
府
全
体
の
姿
勢
と
な
る
と
、
ま
だ
ま
だ
厳
し
さ
の
認
識
は
ま
る
で
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
現

し
て
い
る
の
が
石
油
関
係
諸
税
の
割
り
当
て
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
報
告
に
よ
る
と
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
十
年
間
に
必
要
と
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
資
金
は
約
六
十
八
兆

円
（
五
十
一
年
度
価
格
）
で
、
こ
の
う
ち
公
的
支
出
分
は
約
七
兆
円
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。
国
民
が
生
き
残
る
た
め
の
総
合
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
巨
額
の
カ
ネ
が
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
際
、
政
府
も
国
民

欧
州
な
ら
び
に
中
近
東
の
一
・
五
戦
略
に
移
行
す
る
こ
と
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
、
一
方
〃
ア
ジ
ア
離
れ
〃
を
急
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

昨
年
秋
か
ら
米
政
府
が
八
五
年
ま
で
に
一
○
億
バ
ー
レ
ル
（
そ
の
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
の
石
油
輸
入
量
の
百
八
十
日
分
）
も
の
石
油
の

戦
略
備
蓄
を
開
始
し
て
い
る
本
当
の
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
今
な
お
世
界
最
大
の
産
油
国
の
一
つ
で
あ
る
。
ア
ラ
ス
カ
の
潜
在
能
力
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
産
出

量
は
ま
す
ま
す
増
加
す
る
。
し
か
し
米
政
府
は
、
将
来
の
石
油
需
給
を
長
期
的
に
わ
た
っ
て
安
定
さ
せ
る
た
め
、
中
東
産
油
国
に
武

、

、

、

、

、

、

器
売
却
そ
の
他
の
方
法
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
す
る
と
と
も
に
、
前
記
の
よ
う
に
政
府
み
ず
か
ら
が
国
家
備
蓄
を
行
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
ほ
か
民
間
備
蓄
分
と
し
て
、
五
十
日
分
も
の
石
油
製
品
の
ほ
か
、
さ
ら
に
十
年
分
の
埋
蔵
量
を
有
し
て
い

る
。
石
油
大
国
の
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
長
期
的
な
安
全
保
障
の
視
点
に
立
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
に
懸
命
の
努
力
を
払
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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込
む
し
か
な
い
。

国
民
が
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
に
最
も
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
が
、
こ
の
よ
う
に
政
府
全
体
の
姿
勢
と
し
て
確
立
さ
れ
な
い
の

は
、
ず
ば
り
い
っ
て
今
の
日
本
の
タ
テ
割
り
行
政
に
原
因
が
あ
る
。
六
十
八
兆
円
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
金
の
調
達
に
も
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
尋
常
一
様
で
な
い
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
っ
て
の
産
業
革
命
な
み
の
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
と
、
大
胆
な
発
想
の
転
換
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
今
世
紀
末
、
大
破
局
の
淵
に
は
ま
り

も
十
分
認
識
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
政
府
は
、
そ
の
財
源
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
税
に
よ
っ
て
調
達
す

る
な
ど
特
別
の
方
法
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
、
毎
年
予
算
編
成
の
時
、
財
源
を
求
め
て
右
往
左
往
し
て
い
て
は
、
長

期
的
な
国
家
的
事
業
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
な
ど
絶
対
に
解
決
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
政
策
的
に
見
る
と
、
政
府
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
と
っ
て
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
現
在
わ
が
国
で
石
油
に
対
す
る
税
金
は
約
二
兆
二
千
二
百
億
円
だ
が
、
こ
の
う
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
に
使
わ
れ
て
い
る
の

は
わ
ず
か
三
千
億
円
で
、
そ
の
大
半
の
一
兆
八
千
億
円
は
道
路
財
源
に
使
わ
れ
て
い
る
（
残
り
の
一
千
億
円
は
自
治
体
関
係
費
）
・

本
気
に
な
っ
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
取
り
組
も
う
と
す
れ
ば
、
第
一
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
自
動
車
を
乱
用
す
る
こ
と
を
や
め
、
な
る

べ
く
鉄
道
体
系
に
早
く
切
り
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
国
土
縦
貫
道
路
の
建
設
は
止
め
、
代
わ
り

に
新
幹
線
の
建
設
を
急
ぐ
べ
き
で
、
そ
の
意
味
で
は
ガ
ソ
リ
ン
税
を
道
路
財
源
に
当
て
て
い
る
現
在
の
政
策
は
、
全
く
本
末
転
倒
と

繰
り
返
し
て
い
う
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
よ
う
な
大
き
な
難
問
に
取
り
組
む
に
は
、
現
在
の
タ
テ
割
り
だ
け
で
し
か
モ
ノ
を
考

え
な
い
官
僚
シ
ス
テ
ム
で
は
絶
対
に
不
可
能
で
、
そ
れ
に
は
総
合
的
に
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
き
、
し
か
も
そ
れ
を
実
行
で
き
る
よ

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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う
な
シ
ス
テ
ム
で
な
い
と
、
第
二
の
産
業
革
命
は
達
成
で
き
な
い
。
こ
れ
を
組
織
的
・
制
度
的
に
解
決
す
る
に
は
、
現
在
の
官
庁
を

現
業
官
庁
と
し
て
そ
の
ま
ま
据
え
お
き
、
そ
の
上
に
い
わ
ば
戦
略
本
部
的
な
官
庁
を
一
つ
設
け
て
は
ど
ん
な
も
の
か
と
考
え
る
。
具

体
的
に
は
総
理
直
属
と
し
て
経
企
庁
の
よ
う
な
総
合
政
策
官
庁
を
置
き
、
そ
れ
に
現
在
大
蔵
省
が
握
っ
て
い
る
予
算
編
成
権
を
く
っ

つ
け
る
１
１
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

中
東
で
石
油
穫
得
の
た
め
の
経
済
協
力
に
つ
い
て
は
、
従
来
わ
が
国
で
は
、
直
接
石
油
を
生
産
す
る
サ
ウ
ジ
と
か
イ
ラ
ン
な
ど
に

対
す
る
も
の
に
集
中
し
、
非
産
油
国
の
エ
》
ン
プ
ト
に
対
し
て
は
、
あ
ま
り
力
が
注
が
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

エ
ジ
・
フ
ト
は
石
油
こ
そ
出
な
い
も
の
の
、
ア
ラ
ブ
で
は
最
大
の
軍
事
国
家
で
あ
る
。
一
方
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
〃
石
油
大
国
″
で
は

あ
る
が
人
口
は
五
、
六
百
万
人
し
か
な
い
〃
軍
事
小
国
″
で
、
そ
の
た
め
空
軍
、
ミ
サ
イ
ル
な
ど
近
代
的
な
防
衛
面
は
ア
メ
リ
カ
、

に
、
歩
兵
部
隊
に
よ
る
支
援
は
エ
ジ
プ
ト
に
頼
る
し
か
な
い
・

こ
う
い
う
発
想
か
ら
す
る
と
、
サ
ゥ
》
ン
は
エ
》
ン
プ
ト
を
大
切
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在
サ
ダ
ト
大
統
領
は
ナ
イ
ル
河
の
デ
ル
タ

地
帯
の
大
規
模
な
農
業
化
を
考
え
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
ス
エ
ズ
運
河
の
修
築
を
急
速
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ジ
。
フ
ト
の

経
済
開
発
に
日
本
が
積
極
的
に
協
力
す
れ
ば
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
中
東
で
石
油
を
安
定
的
に
確
保
す
る
一
方
策
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ゥ
ジ
に
対
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
発
言
は
、
日
本
人
が
考
え
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
強
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
通
産
省
の
若
手
官
僚
と
討
論
し
た
時
の
話
だ
が
、
彼
は
た
と
え
ば
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
経
済
協
力
を
行
な
う
場
合
で

も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
単
純
に
原
油
を
買
い
込
ん
で
日
本
で
精
製
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
に
日
本
向
け
に
し
か
出

経
済
協
力
を
〃
運
命
共
同
体
〃
に
し
て
し
ま
う
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経
済
安
全
保
障
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
の
供
給
基
盤
を
い
か
に
安
定
的

に
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〃
資
源
小
国
″
日
本
が
生
存
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的
性
格
は
、
加
工
貿
易
以
外
に
な
い
・

一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
の
戦
後
三
十
年
間
は
、
日
本
人
が
貿
易
立
国
を
や
っ
て
い
く
の
に
最
良
の
環
境
下
に
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
期
間
中
、
世
界
経
済
は
ア
メ
リ
カ
の
力
に
よ
っ
て
秩
序
が
保
た
れ
、
自
由
で
開
放
的
な
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
ガ
ッ

ト
体
制
が
が
っ
ち
り
守
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
後
、
そ
う
し
た
経
済
秩
序
は
音
を
立
て
て
崩
れ
は

じ
め
、
世
界
経
済
は
一
変
し
て
閉
鎖
的
な
障
壁
経
済
時
代
に
移
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
日
本
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
湿
の
自
給
自
足
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
。
人
口

を
徳
川
時
代
並
み
の
四
千
万
人
近
く
ま
で
減
ら
す
か
、
現
在
の
生
活
水
準
を
三
分
の
一
な
り
五
分
の
一
程
度
に
切
り
下
げ
る
と
い
う

こ
と
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
自
給
自
足
を
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
国
際
的
な
場
に
お

せ
な
い
設
備
投
資
を
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
状
況
を
つ
く
っ
て
、
販
路
も
日
本
に
し
か
な
い
よ
う
な
も
の
を
つ
く
ら
せ
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
日
本
も
参
画
し
て
、
日
本
と
サ
ウ
ジ
が
お
互
い
に
〃
運
命
共
同
体
″
と
い
う
か
、
相
互
依
存
関
係
を
つ
く
り
合
い
、
お

互
い
に
離
れ
ら
れ
な
い
状
態
に
し
て
し
ま
う
。
人
間
を
相
互
に
交
流
し
、
資
本
も
相
互
に
投
資
し
合
い
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
か
ら
ま

せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
今
後
日
本
が
サ
ウ
ジ
か
ら
の
石
油
を
安
定
的
に
確
保
で
き
る
経
済
安
保
政
策
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
１
１

と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
強
調
し
て
い
た
。
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
経
済
安
全
保
障
の
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
お

く
こ
と
と
す
る
。

″
資
源
大
国
″
と
〃
市
場
大
国
″
の
結
合



詔6

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
ガ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
今
、
多
国
間
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
二
国
間
の
関
係
（
日

本
と
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
中
国
、
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
日
本
と
カ
ナ
ダ
、
日
本
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
）
を
意
識
的
に
安

定
化
さ
せ
て
い
く
努
力
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
う
ち
日
本
に
と
っ
て
基
本
的
に
最
も
重
要
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
米
関
係
に
つ
い
て
は
改

め
て
あ
れ
こ
れ
言
う
必
要
は
な
い
。
要
は
、
い
か
に
し
て
こ
れ
を
友
好
的
に
維
持
す
る
か
が
根
本
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
以
外
に
わ
が
国
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
、
日
本
の
南
に

つ
な
が
る
国
々
、
さ
ら
に
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
等
、
ア
メ
リ
カ
周
辺
の
国
、
加
え
て
中
東
産
油
国
１
１
こ
う
い
う
国
々

と
の
双
務
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
日
本
の
必
要
と
す
る
資
源
の
産
出
国
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
中
国
も
石
油
、
石
炭
な
ど
の
関
係
か
ら
こ
れ
に
加
え
る
必
要
が
出
て
き
た
。

き
わ
め
て
薄
か
っ
た
。

い
て
解
決
を
は
か
る
し
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
日
本
は
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
（
多
国
固
の
関
係
ば
か
り
重
視
し
、
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
三
国
間
）
の
関
係
を
比
較
的
軽
視

し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
ガ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
い
う
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
な
関
係
が
あ
れ
ば
、
ソ
ロ
バ
ン
を
弾
い
て
ど
こ
か
ら
で
も
安
い

と
こ
ろ
か
ら
買
え
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
日
本
と
の
関
係
は
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
が
起

こ
る
以
前
ま
で
は
何
も
な
か
っ
た
。
日
本
が
石
油
を
買
う
の
は
メ
ジ
ャ
ー
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
石
油
が
ど
こ
か
ら
産
出
さ
れ
よ
う

が
関
知
し
な
い
と
い
う
態
度
だ
っ
た
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
砂
糖
や
牛
肉
を
買
付
け
る
場
合
で
も
、
今
日
は
安
い
か
ら
買
っ
た

が
、
明
日
も
っ
と
安
い
の
が
あ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
か
ら
買
う
と
い
う
よ
う
に
、
日
豪
関
係
を
長
期
的
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
視
点
は
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問
題
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
圏
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
と
違
っ
て
、
人
種
や
宗
教
・
文
化
・
言
語
が
ば
ら
ば
ら
で
、
経
済
発
展
の
テ
ン

ポ
も
皆
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
今
後
、
通
信
・
交
通
手
段
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速
に
発
達
し
て

い
く
に
し
た
が
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
解
決
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

未
来
に
と
っ
て
最
大
の
希
望
は
、
す
で
に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
だ
ん
だ
ん
薄
れ
つ
つ
あ
る
大
西
洋
経
済
圏
と
違
っ
て
、
太
平
洋
経
済

資
源
も
豊
富
で
あ
る
。
一

コ
、
中
国
大
陸
、
ベ
ト
ナ
．

大
量
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
工
業
力
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
は
航
空
機
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
関
係
産
業
が
集
中
し
て
お
り
、
鉄

鋼
、
自
動
車
、
造
船
、
電
機
産
業
は
日
本
が
優
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
に
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
進
技
術
力
、
韓
国
、

台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
軽
工
業
を
加
え
る
と
、
太
平
洋
経
済
圏
の
底
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。

資
源
も
豊
富
で
あ
る
。
石
油
を
例
に
と
っ
て
も
、
従
来
の
ア
ラ
ス
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
加
え
て
、
メ
キ
シ

コ
、
中
国
大
陸
、
ベ
ト
ナ
ム
沖
に
新
し
い
油
田
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
非
鉄
金
属
も
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
は

こ
れ
に
関
連
し
て
提
言
し
た
い
の
は
、
太
平
洋
経
済
圏
の
創
設
で
あ
る
。

歴
史
学
者
の
ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
文
明
の
盛
衰
は
ほ
ぼ
八
百
年
周
期
に
な
っ
て
お
り
、
西
洋
文
明
と
東
洋
文
明
と
が

相
互
に
交
替
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
紀
元
前
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
ま
で
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
明
、
十
三
～
二
十
世
紀
が
西
欧
文

明
（
大
西
洋
文
明
）
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
い
く
と
二
十
一
世
紀
は
、
新
し
い
ア
ジ
ア
文
明
（
太
平
洋
文
明
）
に
な
る
わ
け
で

幸
小
｝
プ
（
》
０

太
平
洋
経
済
圏
と
中
国
市
場
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一
方
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
資
源
的
に
は
大
国
だ
が
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
的
に
は
小
国
で
、
経
済
の
繁
栄
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
日

本
の
市
場
を
無
視
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
国
の
経
済
は
成
り
立
た
な
い
。
逆
に
日
本
は
、
資
源
的
に
は
小
国
だ
が
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
大

国
で
、
お
互
い
に
利
益
を
補
完
し
合
え
る
関
係
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
と
そ
う
い
う
国
々
と
の
つ
き
合
い
は
、
前
記
の
よ
う
に
き
わ
め
て
プ
ラ
イ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
即
し

た
や
り
方
で
、
一
時
的
な
値
段
の
上
げ
下
げ
で
、
密
着
し
た
り
、
離
れ
た
り
す
る
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
。
こ
れ
は
経
済
合
理
的
で
は

あ
る
が
、
決
し
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
合
理
的
で
は
な
い
。
長
期
的
に
資
源
の
安
定
供
給
を
は
か
っ
て
い
く
に
は
、
経
済
安
全
保
障
的
視

野
に
立
ち
、
百
年
の
つ
き
合
い
を
し
て
い
く
覚
悟
で
双
務
的
な
関
係
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
資
源
輸
出
国
の
あ
い
だ
か
ら
、
資
源
を
裸
で
売
り
た
く
な
い
、
せ
め
て
第
一
次
加
工
ぐ
ら
い
し
て
売
り
た
い
と
い
う

要
求
が
強
ま
っ
て
い
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
日
本
は
、
日
本
国
内
で
作
っ
て
い
る
方
が
相
当
安
く
つ
く
し
、
そ
の
分
だ
け
日
本
国
内
で

失
業
者
が
ふ
え
る
の
で
、
ま
だ
海
外
立
地
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
い
。
し
か
し
今
後
資
源
の
安
定
供
給
を
図
る
に
は
海
外

の
原
産
地
で
工
場
を
作
っ
た
方
が
は
る
か
に
確
実
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
鉄
鉱
石
鉱
山
で
雇
う
人
数
よ
り
も
（
こ
の
場
合

千
人
単
位
）
、
製
鉄
所
で
雇
う
人
数
の
方
が
は
る
か
に
多
い
た
め
（
万
人
単
位
）
、
ア
ラ
ブ
産
油
国
が
や
っ
た
よ
う
に
資
源
輸
出
の

ス
ト
ッ
プ
を
や
れ
ば
、
そ
の
国
自
体
が
大
き
な
失
業
問
題
を
か
か
え
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
イ
・
ニ
ー
ド
・
ユ
ー
の
関
係
を
基
礎
に
し
て
、
海
外
経
済
政
策
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
は
大
切
で
、

そ
れ
に
は
経
済
合
理
主
義
一
本
ヤ
リ
で
や
っ
て
き
た
従
来
の
考
え
方
を
根
本
か
ら
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
現
在
中
国
が
、
新
日
鉄
の
協
力
を
得
て
建
設
計
画
を
す
す
め
て
い
る
上
海
臨
海
製
鉄
所
は
、
鉄
鉱
石
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
か
ら
輸
入
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
中
国
の
重
化
学
工
業
は
、
安
全
保
障
の
見
地
か
ら
、
す
べ
て
奥

地
に
建
設
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
回
、
太
平
洋
沿
岸
に
臨
海
製
鉄
所
を
作
る
決
意
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
が
も
は
や
米
第

七
艦
隊
に
敵
対
す
る
意
思
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
鉄
鉱
石
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
輸
入
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
中
国
市
場
が
い
ず
れ
太
平
洋
経
済
圏
に
組
み
込
ま
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
日
本
が
絶
対
に
や
っ
て
い
け
な
い
こ
と
は
、
あ
た
ら
し
い
中
国
市
場
を
独
占
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
日
中
両
国
は
七
八
年
九
月
、
河
本
通
産
相
の
訪
中
の
結
果
、
さ
る
二
月
、
経
団
連
の
土
光
、
稲
山
訪
中
団
が
結
ん
だ
長
期
貿
易

協
定
を
さ
ら
に
五
カ
年
間
延
長
し
、
十
三
年
間
に
往
復
八
百
億
ド
ル
～
一
千
億
ド
ル
も
の
取
り
決
め
を
行
な
っ
て
い
る
。
地
理
的
に

圏
の
方
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
可
能
性
が
今
後
無
限
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
要
す
る
に
、
大
西
洋
経
済
圏
が

太
平
洋
経
済
圏
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
後
者
の
方
が
は
る
か
に
若
く
、
輝
か
し
い
未
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合

中
国
は
多
分
こ
の
太
平
洋
経
済
圏
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

先
般
の
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
に
い
ろ
い
ろ
な
評
価
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
経
済
的
に

は
従
来
、
鎖
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
い
た
中
国
が
、
毛
沢
東
以
後
、
〃
四
つ
の
近
代
化
″
の
旗
じ
る
し
を
か
か
げ
、

急
速
に
近
代
化
、
開
国
を
め
ざ
し
て
走
り
出
し
た
。
そ
の
た
め
中
国
市
場
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
た
ら
し
く
開
け
、
日
本
を
は
じ
め

西
欧
諸
国
が
い
っ
せ
い
に
進
出
し
は
じ
め
た
。
一
方
、
中
国
の
方
は
、
近
代
化
の
た
め
の
経
済
、
技
術
協
力
を
西
側
か
ら
積
極
的
に

導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
中
国
と
日
本
と
は
、
〃
ア
イ
・
ニ
ー
ド
・
ユ
ー
〃
の
ド
ラ
イ
な
関
係
で
結
ば
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
技
術
開
発
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
日
本
は
「
日
本
だ
け
が
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
重
化
学
工
業
国
家
で
あ
る
」
と
い
う
背
景
の
下
に
、
ひ
た
す
ら
経
済
大
国
と

し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
た
。
し
か
し
今
や
日
本
は
韓
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
中
進
国
か
ら
一
部
重
化
学
工
業
分
野
で
も
猛

烈
に
追
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
戦
後
日
本
に
終
始
気
前
よ
く
技
術
供
与
を
許
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
は
、
す
で
に
鉄
鋼
、
自
動
車
の
分
野
で
日
本
に
追
い
抜

か
れ
、
今
や
残
す
と
こ
ろ
、
宇
宙
、
航
空
機
、
原
子
力
の
分
野
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
対
し
て

警
戒
を
強
め
、
日
本
へ
の
技
術
供
与
に
き
わ
め
て
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
。
結
局
、
日
本
が
今
後
と
も
長
期
に
わ
た
っ
て
繁
栄
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
〃
ポ
ス
ト
自
動
車
″
に
代
わ
る
新
し
い
戦
略
産
業
、
あ
る
い
は
新
し
い
戦
略
技
術
と
い
う
も
の
を
開
発
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
が
中
国
に
近
い
こ
と
、
さ
ら
に
日
中
平
和
友
好
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
、
加
え
て
日
本
が
中
国
原
油
の
大
切
な
顧
客
で
あ
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
日
本
は
多
分
中
国
市
場
に
対
し
て
圧
倒
的
に
有
利
な
カ
ー
ド
を
握
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
将
来
、
日
本
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
経
済
圏
の
国
々
と
緊
密
な
協
力
関
係
を
結
び
、
リ
ー
ダ
ー
を
も
っ
て
任
じ
よ
う
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
日
本
は
こ
の
ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
中
国
市
場
）
を
他
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
圏
の
国
々
に
開
放
し
、
み
ず
か
ら
は

そ
の
〃
世
話
役
″
に
徹
す
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
が
中
国
市
場
を
独
占
す
れ
ば
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
経
済
大
国
・
日
本
と
政
治
大

国
・
中
国
が
同
盟
し
、
大
き
な
影
響
力
を
外
部
に
向
っ
て
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
反
発
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
人
間
の
頭
脳
の
中
に
あ
る
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必
要
が
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
〃
資
源
小
国
日
本
″
が
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
に
一
番
必
要
な
こ
と
は
、
技
術
開
発
以

外
に
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
最
も
大
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
も
、

「
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
地
面
の
中
に
あ
る
と
だ
け
考
え
て
い
て
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
地
球
始
ま
っ
て
以
来
、
何
億
年
、

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
地
面
の
中
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
気
付
か
な
か
っ
た
間
は
泥
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
本
当
に
活
用
し
だ

し
た
の
は
産
業
革
命
以
来
、
約
二
世
紀
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
石
油
を
石
油
と
し
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
人
間
の
知

恵
で
、
頭
脳
が
な
け
れ
ば
石
油
も
ウ
ラ
ン
も
〃
猫
に
小
判
″
で
し
か
な
い
・

日
本
に
優
秀
な
頭
脳
を
持
っ
た
人
間
が
一
億
一
千
万
人
い
れ
ば
、
そ
れ
は
〃
資
源
大
国
″
の
可
能
性
と
な
る
。
た
だ
し
そ
の
頭

脳
を
何
に
も
使
わ
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
無
資
源
国
の
ま
ま
で
し
か
な
い
」
（
天
谷
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
宣
。

そ
の
た
め
に
は
今
の
よ
う
に
官
民
合
わ
せ
て
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
わ
ず
か
一
・
七
％
～
二
％
程
度
の
研
究
開
発
費
で
は
、
二
十
一
世
紀
に
か

け
て
日
本
の
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
め
て
こ
れ
を
三
％
ぐ
ら
い
に
引
き
上
げ
独
自
の
研
究
開
発
を
行
な
う

あ
る
。

そ
れ
と
い
ま
一
つ
、
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
原
子
力
、
宇
宙
、
航
空
機
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
知
識

を
吸
収
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
ア
メ
リ
カ
は
前
記
の
よ
う
に
日
本
に
対
す
る
技
術
移
転
を
極
力
警
戒
し
て
い
る

の
で
、
お
い
そ
れ
と
そ
れ
ら
の
技
術
を
出
す
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
を
出
さ
せ
る
に
は
、
た
と
え
ば
北
海
道
の
札
幌
、
苫
小
牧
周
辺
に
、

そ
う
い
う
航
空
機
、
宇
宙
の
最
先
端
技
術
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
の
企
業
を
誘
致
し
、
そ
こ
で
日
米
共
同
の
新
し
い
加
工
産
業
を
育
て
、

そ
う
い
う
先
端
技
術
に
限
り
思
い
切
っ
た
税
金
の
減
免
措
置
を
講
じ
、
優
遇
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
は
入
っ
て
く
る
可
能
性
が



狸

防
衛
庁
の
一
部
筋
に
よ
れ
ば
、
「
米
政
府
は
安
全
保
障
を
取
扱
っ
て
い
る
戦
略
産
業
を
海
外
に
出
さ
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い

る
が
、
調
べ
て
み
る
と
カ
ナ
ダ
で
は
ア
メ
リ
カ
と
航
空
機
の
共
同
工
場
を
や
っ
て
い
る
。
現
在
ア
メ
リ
カ
の
多
国
籍
企
業
が
全
世
界

に
進
出
し
て
い
る
の
は
、
世
界
的
な
市
場
戦
略
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
の
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
企
業
に
対
す
る
課

税
が
莫
大
す
ぎ
る
た
め
、
税
金
逃
れ
の
た
め
に
海
外
に
逃
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
り
方
い
か
ん
で
は
ア
メ
リ

カ
企
業
も
カ
ナ
ダ
と
同
じ
く
日
本
に
誘
致
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
北
海
道
と
い
う
一
特
定
地
域
に
税
金
で
特
別
優
遇
措
置
を
講
じ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
大
蔵
省
あ
た
り
は
強
く
反
対

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
政
治
が
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
こ
ん
な
問
題
は
些
細
な
問
題
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

今
一
つ
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
海
外
で
も
通
用
す
る
人
材
教
育
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
中
高
年

齢
層
の
生
涯
教
育
、
大
学
教
育
の
再
検
討
な
ど
思
い
切
っ
た
発
想
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
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ソ
連
優
位
の
核
戦
略
一
九
八
○
年
代
に
向
け
て
第
一
に
い
え
る
こ
と
は
、
米
ソ
間
の
戦
略
核
戦
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
次
第
に
ソ
連

優
位
に
傾
き
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
抑
止
力
は
不
安
定
化
し
て
、
そ
の
信
頼
性
は
か
な
り
減
退
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ソ
連
の
重
い
頭
部
を
も
つ
大
型
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
、
Ｓ
Ｓ
Ｉ
胆
な
い
し
そ
の
後
継
ミ
サ
イ
ル
は
、
一
～
二
メ
ガ
ト
ン
の
大
型
弾
頭
八
個
か

ら
な
る
複
数
目
標
弾
頭
（
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ｖ
）
を
持
っ
て
い
る
が
、
八
○
年
代
に
な
る
と
、
そ
の
弾
着
精
度
が
Ｃ
Ｅ
Ｐ
（
弾
着
の
半
数
が
入

る
誤
差
範
囲
を
半
径
で
示
す
）
で
○
・
一
～
○
・
一
五
カ
ィ
リ
ニ
八
五
～
二
八
○
メ
ー
ト
ル
）
ぐ
ら
い
に
な
り
、
配
備
数
も
二
○
○

基
以
上
（
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ⅱ
で
は
、
大
型
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の
数
が
三
○
○
基
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
と
な
る
と
、
総
合

信
頼
性
（
到
達
率
）
が
七
○
％
程
度
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
基
地
一
、
○
○
○
～
一
、
○
五
四
基
に
対
し
て
、
先
制
攻
撃
を

加
え
る
と
、
九
五
～
九
八
％
以
上
を
破
壊
で
き
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
早
期
警
戒
衛
星
や
Ｏ
Ｔ
Ｈ
レ
ー
ダ
ー
等
が
、
ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
発
射
直
後
警
報
を
発
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｉ
Ｃ

Ｂ
Ｍ
の
報
復
発
射
に
時
間
的
余
裕
を
与
え
る
は
ず
だ
が
、
ソ
連
の
キ
ラ
ー
衛
星
や
高
空
核
爆
発
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
機
能
を
喪
失

西
太
平
洋
自
由
諸
国
へ
の
脅
威

(1) 五
、
集
団
安
全
保
障
体
制
へ
の
提
言

西
太
平
洋
の
海
洋
安
全
保
障



狸

さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
潜
水
艦
ミ
サ
イ
ル
（
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
）
や
戦
略
爆
撃
機
（
巡
航
ミ
サ
イ
ル
搭
載
）
な
ど
に
よ
る
報
復

攻
撃
が
ソ
連
の
都
市
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
先
制
攻
撃
開
始
に
先

立
っ
て
、
都
市
か
ら
の
徹
底
的
な
疎
開
と
、
疎
開
先
で
の
簡
易
放
射
能
シ
ェ
ル
タ
ー
の
急
造
に
よ
っ
て
、
損
害
を
大
き
く
軽
減
す
る

こ
と
が
、
ソ
連
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
訓
練
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ニ
ッ
ト
マ
ン
ー
Ｃ
Ｂ
Ｍ
も
、
精
度
の
向
上
に
よ
っ
て
、
先
制
攻
撃
で
ソ
連
の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の
大
部
分
を

破
壊
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、
先
制
攻
撃
に
踏
み
切
る
こ
と
は
政
治
的
な
理
由
で
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ソ
連
の
報

復
に
対
す
る
損
害
の
軽
減
も
人
口
の
都
市
へ
の
集
中
度
が
大
き
い
こ
と
、
ソ
連
の
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
の
弾
頭
が
一
般
に
大
型
で
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
そ
の
効
果
は
十
分
で
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
戦
略
核
バ
ラ
ン
ス
が
、
八
○
年
代
に
ソ
連
の
優
位
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
平
和
共
存
１
１
デ
タ
ン
ト
の
様
相
は
、

戦
争
覚
悟
の
外
交
攻
勢
に
変
化
す
る
こ
と
を
予
期
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
五
○
年
代
末
か
ら
六
○
年
代
に
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ
の
熱
核
兵
器
（
水
爆
）
の
実
用
化
と
ジ
ェ
ッ
ト
戦
略
爆
撃
機
↓
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
・
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
の
対
ソ
圧
倒
的
優
位
は
、
ソ
連
に

平
和
共
存
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
熱
核
攻
撃
を
か
け
ら
れ
れ
ば
、
ソ
連
は
壊
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
熱

核
戦
争
を
回
避
す
る
こ
と
が
至
上
命
令
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
共
産
党
大
会
で
、
平
和
共
存
と
は
「
熱
核
戦
争
を
回
避
す

る
た
め
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
政
治
的
紛
争
は
、
戦
争
と
い
う
手
段
で
解
決
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
モ
ス
ク
ワ
声
明

の
最
も
重
大
な
点
で
あ
っ
た
。

一
九
七
○
年
代
の
緊
張
綬
和
は
、
ソ
連
に
数
的
優
位
を
許
し
た
一
九
七
二
年
の
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
と
、
一
九
七
三
年
の
米
ソ
核
戦
争
防

止
協
定
に
象
徴
さ
れ
る
米
ソ
相
互
抑
止
関
係
の
も
と
に
成
立
し
た
米
ソ
不
戦
の
誓
い
と
も
い
う
べ
き
状
態
な
の
で
あ
る
。
米
ソ
不
戦
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策
に
出
る
場
合
が
多
い
。

急
速
拡
張
等
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
一
九
八
○
年
代
、
ソ
連
が
戦
略
核
バ
ラ
ン
ス
で
優
位
を
え
た
と
確
信
す
れ
ば
、
平
和
共
存
↓
デ
タ
ン
ト
は
一
転
し
て
、

ソ
連
は
「
戦
争
を
辞
せ
ず
」
と
の
構
え
の
も
と
、
外
交
大
攻
勢
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
東
西
間
に
大
き
な
危
機
を
生
む
要
因
と
な
ろ
う
。

不
安
定
な
資
源
地
帯
第
二
は
、
中
東
や
東
南
ア
ジ
ア
の
資
源
地
帯
へ
の
戦
略
態
勢
の
強
化
と
接
近
で
あ
る
。
中
東
で
は
ア
フ
リ

カ
の
北
東
部
の
角
か
ら
南
イ
エ
メ
ン
を
拠
点
と
し
て
、
北
イ
エ
メ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
オ
マ
ー
ン
へ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ

ラ
ク
お
よ
び
ソ
連
本
土
か
ら
イ
ラ
ン
と
次
第
に
浸
透
と
圧
力
を
加
え
る
態
勢
を
と
と
の
え
つ
つ
．
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
は
最
近
の
中
国
と
の
対
立
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
紛
争
、
そ
し
て
日
中
平
和
友
好
条
約
に
対
抗
す
る
た
め
か
、
ソ
連
と
友

好
協
吻
条
約
を
結
ん
だ
。
ソ
連
と
友
好
協
力
条
約
を
結
ん
だ
国
は
、
ソ
連
の
意
を
受
け
て
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
対
外
的
積
極

こ
れ
は
、
相
互
抑
止
関
係
の
も
と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
重
大
な
利
害
に
関
す
る
か
、
同
盟
国
の
安
全
に
関
し
な
い
限
り
、
ア
メ
リ

カ
は
戦
争
に
訴
え
な
い
と
の
確
信
を
ソ
連
が
持
ち
う
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
デ
タ
ン
ト
下
に
お
け
る
局
地
紛
争

の
状
態
が
、
米
ソ
問
の
緊
張
綬
和
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
世
界
中
に
激
し
い
局
地
戦
争
を
誘
発
し
た
。

一
九
七
一
年
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
、
七
二
年
か
ら
始
ま
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
激
化
、
七
三
年
の
第
四
次
中
東
戦
争
、
七

五
年
の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
結
末
、
七
六
年
か
ら
激
化
す
る
ソ
連
の
軍
事
援
助
と
キ
ュ
ー
バ
兵
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
の
ソ
連
勢
力
圏
の

の
激
化
の
主
因
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
っ
た
直
後
一
九
七
六
年
に
コ
ロ
ン
ボ
で
非
同
盟
首
脳
会
議
が
開
か
れ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
こ
の
会
議
に
Ａ
Ｓ
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Ｅ
Ａ
Ｎ
の
中
立
化
構
想
を
提
案
、
賛
同
を
え
た
な
ら
ば
、
国
連
に
提
出
し
て
世
界
的
な
保
障
を
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

ベ
ト
ナ
ム
と
ラ
オ
ス
が
ソ
連
の
意
を
う
け
て
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
中
立
化
構
想
を
打
ち
壊
し
た
。

こ
れ
は
ソ
連
、
ベ
ト
ナ
ム
お
よ
び
ラ
オ
ス
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
中
立
を
認
め
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
を
自
己
陣
営
に
引
き
ず
り
こ

む
底
意
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ソ
連
は
ま
た
、
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
二
隻
を
ベ
ト
ナ
ム
に
供
与
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
必
要
な
時
が
く
れ
ば
、
ソ
連
は
カ
ム
ラ
ン
湾
を
は
じ
め
所
要
の
海
空
基
地
を
使
用
す
る
権
利
を
え
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て

も
し
も
、
ソ
連
の
意
図
が
成
功
し
、
中
東
と
東
南
ア
ジ
ア
に
ソ
連
の
足
跡
が
印
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
単
に
破
壊
が
行
な
わ

れ
た
だ
け
で
も
、
西
側
先
進
工
業
諸
国
は
決
定
的
な
打
撃
を
う
け
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
相
当
量
の
備
蓄
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ

は
し
ょ
せ
ん
応
急
用
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
中
東
と
東
南
ア
ジ
ア
の
資
源
地
帯
が
、
ソ
連
側
に
よ
っ
て
管
制
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
三

国
も
ま
た
共
産
側
の
意
図
に
反
し
て
生
存
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
連
海
軍
力
の
増
強
第
三
に
は
、
ソ
連
の
海
軍
力
の
影
響
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
代
に
お
い
て
も
、
ソ
連
は
ア
メ
リ
カ
と
外
洋

に
お
け
る
制
海
を
争
う
よ
う
な
海
軍
力
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
と
直
接
武
力
紛
争
を
行
な
わ
な
い

範
囲
に
お
い
て
、
（
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
○
年
代
に
お
い
て
は
平
和
共
存
↓
デ
タ
ン
ト
の
時
代
よ
り
行
動
の
自
由

を
大
き
く
し
、
相
当
冒
険
的
行
動
に
出
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
）
す
な
わ
ち
、
ア
フ
リ
カ
、
中
東
、
そ
し
て
ソ
越
条
約
以
後
の
東
南

ア
ジ
ア
に
お
い
て
活
発
な
行
動
が
予
想
さ
れ
、
前
に
述
べ
た
こ
れ
ら
の
二
つ
の
地
域
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
る
も
の
と
思
わ

い

る
◎

れ
る
。
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ソ
連
の
潜
水
艦
勢
力
は
、
数
は
減
少
し
て
い
る
が
依
然
世
界
第
一
の
優
勢
を
誇
っ
て
お
り
、
と
く
に
核
推
進
潜
水
艦
の
増
加
は
顕

著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
戦
略
潜
水
艦
と
し
て
の
Ｓ
Ｌ
Ｂ
Ｍ
装
備
の
も
の
お
よ
び
艦
隊
潜
水
艦
と
し
て
の
攻
撃
型
が
あ
る

が
、
後
者
は
主
と
し
て
、
自
由
海
洋
圏
諸
国
の
生
命
線
で
あ
り
、
協
力
団
結
の
絆
で
も
あ
る
海
上
交
通
線
の
破
壊
に
大
き
な
効
果
を

あ
げ
る
潜
在
力
を
も
っ
て
い
る
。
西
太
平
洋
に
お
い
て
は
、
日
本
海
の
出
口
は
日
本
に
よ
っ
て
管
制
可
能
な
よ
う
に
み
え
る
が
、
宗

谷
海
峡
の
片
側
は
ソ
連
領
で
あ
り
、
海
峡
付
近
の
制
空
・
制
海
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、
こ
こ
を
完
全
に
管
制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
の
う
え
、
い
わ
ゆ
る
三
海
峡
の
管
制
外
の
海
域
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
て
、
今
後
そ
れ
ら
が
ソ
連
側
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
ヵ
半
島
東
岸
、
北
朝
鮮
の
西
海
岸
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
等
で
あ
る
。

も
し
も
十
分
な
対
策
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
日
本
の
よ
う
な
自
給
自
足
度
の
は
な
は
だ
し
く
低
い
国
で
は
、
潜
水
艦
戦
だ
け
で

屈
伏
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
極
端
化
し
な
く
て
も
、
陸
・
海
・
空
の
戦
力
は
は
な
は
だ
し
く
低
下
し
て
、

有
効
な
抗
戦
力
を
失
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
動
乱
の
可
能
性
第
四
は
、
朝
鮮
半
島
の
情
勢
で
あ
る
。
八
○
年
代
の
初
期
、
ア
メ
リ
カ
陸
軍
の
戦
闘
部

隊
が
撤
退
し
た
暁
、
北
朝
鮮
が
ア
メ
リ
カ
は
も
は
や
韓
国
の
防
衛
を
保
障
す
る
意
思
は
な
い
と
誤
解
し
て
武
力
南
侵
を
開
始
す
る
か

も
知
れ
な
い
。
い
っ
た
ん
南
北
間
に
戦
端
が
開
か
れ
て
し
ま
え
ば
、
北
朝
鮮
と
友
好
同
盟
条
約
を
結
ん
で
い
る
中
ソ
両
国
は
、
一
方

の
国
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
の
覇
権
を
握
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
援
助
を
行
な
う
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
今
後
中
国
の
地
位
は
微
妙
で
あ

り
、
北
朝
鮮
を
援
助
し
て
公
然
ア
メ
リ
カ
と
対
立
す
る
こ
と
は
不
利
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
北
朝
鮮
を
ソ
連
の
一
方
的
影

響
下
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
好
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
北
朝
鮮
が
も
し
そ
の
よ
う
な
武
力
南
進
の
気
配
を
示
せ
ば
、
こ
れ
を
抑
制
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
ら
か
の
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こ
こ
で
い
う
西
太
平
洋
諸
国
と
は
、
便
宜
上
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
方
面
す
な
わ
ち
大
洋
州
を
含
む
も
の
と
し

か
つ
西
太
平
洋
に
領
土
と
信
託
統
治
地
域
を
有
し
、
重
大
な
利
害
関
係
と
条
約
上
防
衛
の
責
任
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
を
も
含
む
も
の
と

誤
解
や
意
図
の
読
み
違
い
な
ど
か
ら
、
再
び
朝
鮮
半
島
に
戦
乱
の
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
く
に
韓
国
お
よ
び
北
朝
鮮
の
内
部
に

紛
争
や
重
大
な
政
変
が
起
こ
っ
た
よ
う
な
時
に
は
、
危
機
を
よ
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
軍
事
的
・
政
治
的
要
因
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な
い
し
は
財
政
的
な
要
因
が
あ
る
。

ソ
連
経
済
は
最
近
不
振
を
き
わ
め
、
八
○
年
代
に
は
ゼ
ロ
成
長
と
な
り
、
と
く
に
石
油
生
産
は
八
○
年
代
半
ば
に
は
輪
入
国
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
お
よ
び
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
予
想
、
た
だ
し
、
｝
」
れ
に
対
す
る
有
力
な
反
対
意
見
も
あ
る
）
。
ま
た
、

そ
の
国
家
財
政
は
、
軍
事
優
先
的
で
投
資
の
余
裕
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
八
○
年
代
中
期
に
軍
備
は
ピ
ー
ク
に
達
し
、
そ
の
後
は
生

産
力
の
低
下
と
と
も
に
次
第
に
軍
事
力
も
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
、
専
門
的
な
経
済
学
者
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
八
○
年
代
に
お
い
て
重
大
な
危
機
到
来
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た

諸
要
因
と
総
合
す
る
と
き
は
、
西
太
平
洋
・
東
ア
ジ
ア
に
重
大
な
脅
威
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て

は
、
す
で
に
事
の
重
大
性
を
十
分
に
認
識
し
て
、
軍
事
費
を
毎
年
三
％
ず
つ
増
加
し
て
、
財
政
的
な
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
防
衛

に
大
き
な
努
力
を
傾
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
重
視
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
、
毛
沢
東
の
い
う
「
東
を
撃

つ
と
見
せ
て
西
を
打
つ
」
の
逆
を
い
く
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
事
が
起
き
れ
ば
、
戦
乱
が
東
に
も
及
ぶ
こ
と
も
備

え
が
な
け
れ
ば
必
至
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
西
太
平
洋
海
洋
安
全
保
障
は
緊
要
の
こ
と
と
考
え
る
。

西
太
平
洋
諸
国
に
お
け
る
安
全
保
障
上
の
相
互
依
存
性
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北
は
韓
国
、
日
本
か
ら
南
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
至
る
西
太
平
洋
の
自
由
諸
国
（
非
共
産
諸
国
）
は
、
す

べ
て
海
洋
国
で
あ
っ
て
、
海
洋
の
自
由
と
安
全
を
守
る
こ
と
に
共
通
の
利
益
を
有
す
る
。

経
済
的
に
は
安
価
な
運
賃
、
大
き
な
輸
送
量
、
お
よ
び
世
界
的
な
広
が
り
を
も
つ
大
洋
は
海
洋
国
に
と
っ
て
大
き
な
恩
恵
で
あ
る

と
同
時
に
致
命
的
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

防
衛
上
か
ら
も
同
様
で
あ
っ
て
、
と
く
に
北
東
ア
ジ
ア
三
国
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
と
個
別
に
二
国
間
条
約
を
も
っ

て
い
て
（
中
華
民
国
の
台
湾
は
米
華
条
約
の
廃
案
に
よ
っ
て
、
一
九
七
九
年
に
は
無
効
に
な
る
）
米
軍
の
基
地
が
あ
り
、
各
種
兵
力

が
配
備
さ
れ
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
の
い
ず
れ
の
地
点
に
紛
争
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
そ
の
地
点
に
よ
っ
て
互
い
に
作
戦
、
補
給
、
準
備

等
の
基
地
と
し
て
相
互
補
完
支
援
の
位
置
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
陸
側
に
対
し
て
縦
深
性
の
な
い
東
ア
ジ
ア
自
由
圏
が
、
島
の

横
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
間
の
海
上
交
通
の
確
保
に
よ
っ
て
、
相
互
支
援
を
確
実
に
す
る

こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
太
平
洋
の
制
海
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
の
縦
深
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

北
東
ア
ジ
ア
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
日
本
の
協
力
な
く
し
て
緯
国
の
防
衛
は
困
難
で
あ
り
、
万
一
の
場
合
、
半
島
の
戦
勢
は
大

陸
か
ら
の
北
へ
の
増
援
補
給
と
海
洋
か
ら
の
南
へ
の
増
援
補
給
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
日
本
は
作
戦
な

へ

い

た

ん

ら
び
に
兵
姑
基
地
の
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
そ
の
補
給
路
の
安
全
確
保
は
、
日
本
の
生
存
に
必
要
な
海
上
交
通
路
の
安
全
と
も

一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
面
で
全
幅
協
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
防
衛
に
と
っ
て
韓
国
の
存
在
は
死
活
的
に
重
要
で
あ
り
、
万
一
韓
国
が
共
産
側
の
影
響
下
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
共
産
側

に
よ
る
日
本
の
制
空
、
と
く
に
本
州
中
部
以
西
の
航
空
優
勢
の
獲
得
は
容
易
と
な
り
、
対
馬
海
峡
、
と
く
に
西
水
道
の
管
制
が
可
能

す
る
。



”

南東アジア・豪

州および当地域
を通過する輸入
率

南東アジア・豪
州からの輸入率

類 全輸入率櫛

原 油

鉄鉱石

石 炭

燐鉱石

ニッケル鉱

銅 鉱

ボーキサイト

小 麦

塩

７

６

７

０

０

４

０

由
●

●

。

９

９

５

０

０

９

０

９

９

８

０

０

９

０

１

１

１

98．0

70．0

35．7

43．7

99．5

46．8

98．5

11.4

464

17~6

61．7

357

6．8

99~5

46．8

98．5

11．4

46．4

95．9
－

87．4

(注）①この表での輪入率とは,全所要量に対する輪入量の比率(％)である。

②この表は1974年の統計によるが,現在でもほとんど変っていない。 ）

台
湾
の
中
華
民
国
お
よ
び
そ
れ
よ
り
南
の
国
々
に
対
し
て
は
、

北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
、
大
陸
共
産
諸
国
の
軍
事
力
ば
か
り
で
な
く
、

政
治
的
・
経
済
的
等
、
あ
ら
ゆ
る
南
方
へ
の
影
響
を
チ
ェ
ッ
ク
し

う
る
位
置
に
あ
る
。
そ
し
て
台
湾
か
ら
南
、
大
洋
州
に
至
る
諸
国

は
、
工
業
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
工
業
化
し
つ
つ
あ
る
台
湾
以
北
の

三
国
に
と
っ
て
、
そ
の
燃
料
、
原
料
お
よ
び
食
糧
な
ど
生
存
に
必

要
な
諸
資
源
の
供
給
地
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
運
搬
路
に
あ
た
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
が
、
も
し
も
共
産
化
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

北
東
ア
ジ
ア
三
国
も
ま
た
共
産
圏
の
影
響
下
に
入
ら
な
い
限
り
生

存
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
し
く
困
難
と
な
ろ
う
。
そ
の

状
況
を
日
本
の
例
に
つ
い
て
示
し
て
み
よ
う
。
（
表
参
照
）

こ
こ
で
一
目
瞭
然
た
る
こ
と
は
、
日
本
は
食
糎
に
お
け
る
米
や

野
菜
以
外
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
生
存
に
必
要
な
物
資
を
海
外
に

ろ
う
。

依
存
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
、
ま
た
は
こ
こ

と
な
り
、
日
本
は
陸
、
空
防
衛
の
重
点
を
北
海
道
か
ら
本
土
全
域

に
及
ぼ
す
必
要
を
生
じ
、
そ
の
防
衛
は
は
な
は
だ
し
く
困
難
と
な
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
八
○
年
代
に
向
っ
て
、
主
と
し
て
共
産
側
の
攻
勢
に
よ
る
世
界
的
危
機
が
招
来
さ
れ
る
可
能
性
が

大
き
い
。
環
太
平
洋
圏
の
安
全
は
、
共
産
諸
国
と
地
理
的
に
対
向
し
て
い
る
西
太
平
洋
の
防
衛
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。

西
太
平
洋
諸
国
の
安
全
保
障
上
の
利
害
関
係
と
相
互
依
存
性
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
状
で
は
、
共
産
側
に
直

面
す
る
北
東
ア
ジ
ア
三
国
さ
え
多
国
間
安
全
保
障
体
制
さ
え
も
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
の
二
国
間
条
約
に
よ
る
保
障
も
、

韓
国
か
ら
の
米
陸
軍
の
撤
退
計
画
、
米
中
（
大
陸
）
国
交
正
常
化
に
と
も
な
う
米
華
条
約
の
無
効
化
、
さ
ら
に
は
西
太
平
洋
の
安
全

に
と
っ
て
最
も
大
き
な
寄
与
を
し
つ
つ
あ
る
米
海
軍
力
の
縮
減
構
想
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
き
、
西
太
平
洋
海
洋
集

団
安
全
保
障
体
制
を
速
や
か
に
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
大
洋
州
に
至
る
西
太
平
洋
自
由
諸
国
は
、
政
治
・
経
済
を
一
含
む
安
全
保
障
上
、
極
め
て
緊
密
で
死

活
的
相
互
依
存
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

を
通
過
す
る
輸
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
東
南
ア
ジ
ア
に
至
る
海
上
交
通
を
失
え
ば
、
日
本
は
生
存
を

保
障
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
中
立
を
維
持
し
、
こ
れ
ら
諸
国
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
海
上
交
通
が
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
、
国
民
の
生
活
水
準
を
維
持
し
な
が
ら
戦
力
を
保
持
し
、

か
つ
増
強
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
現
在
こ
れ
ら
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
輸
入
量
は
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る

が
、
そ
の
大
部
分
は
輸
出
の
た
め
の
原
材
料
で
あ
り
、
戦
時
経
済
の
も
と
で
は
、
平
時
所
要
量
の
三
○
～
五
○
％
程
度
で
十
分
で
あ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

西
太
平
洋
海
洋
集
団
安
全
保
障
体
制
の
提
案
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こ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
自
由
諸
国
の
加
盟
を
さ
ま
た
げ
な
い
が
、
加
盟
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
海
洋
諸
国
は
海
洋
の

自
由
と
安
全
は
保
障
さ
れ
、
海
洋
を
通
じ
て
の
侵
略
な
い
し
浸
透
は
阻
止
さ
れ
る
。

加
盟
諸
国
に
よ
る
分
担
の
一
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
主
と
し
て
機
動
的
海
空
打
撃
力
に
よ
っ
て
、
西
太
平
洋
全
域
（
米
第
七
艦
隊
の
任
務
上
、
イ
ン
ド
洋
を
含
む
）
の
制

海
の
基
盤
と
な
り
、
海
洋
諸
国
に
対
す
る
直
接
侵
入
に
対
し
て
は
、
主
た
る
阻
止
力
と
な
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
赤
道
以
南
の
対
潜
を
主
と
す
る
海
上
交
通
の
保
護
に
責
任
を
も
つ
。

日
本
赤
道
以
北
の
対
潜
お
よ
び
対
空
を
主
と
す
る
海
上
交
通
の
保
謹
に
責
任
を
も
つ
。

も
し
も
、
地
域
的
な
紛
争
が
生
起
し
た
場
合
に
は
関
係
国
は
協
力
し
て
、
海
を
通
じ
て
の
浸
透
の
阻
止
、
侵
略
の
防
衛
に
あ
た
り
、

海
洋
の
自
由
と
安
全
を
確
保
す
る
。

こ
の
提
案
は
以
下
の
意
味
か
ら
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
近
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
に
対

す
る
姿
勢
は
は
な
は
だ
消
極
的
で
、
と
く
に
安
保
条
約
の
な
い
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
し
て
は
、
安
全
保
障
の
責
任
を
持
と
う
と
は
考
え

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
・
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
を
東
ア
ジ
ア
、
西
太
平
洋
地
域
の
安
全
に
と
ど
め
、
条
約
上
に

お
い
て
も
責
任
を
分
担
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
ベ
ト
ナ
ム
後
の
米
議
会
の
姿
勢
、
す
な
わ
ち
戦
争
権
限
法
の
成
立
の
経
緯
か
ら

み
て
も
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
安
全
保
障
上
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
元
来
が
第
七
艦
隊
の
担
当
海
域
は
、
西
太
平
洋
お
よ
び
イ
ン

及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
盟
国
は
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
日
本
等
と
し
、
原
則
と
し
て
そ
の
適
用
範
囲
を
公
海
に
限

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
中
立
を
保
障
し
、
か
っ
こ
の
範
囲
に
包
含
さ
れ
る
諸
国
の
国
内
政
治
に
直
接
的
影
響
力
を
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世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
」
の
一
環
と
し
て
太
平
洋
圏
の
将
来
構
想
を
と
り
上
げ
て
以
来
、

環
太
平
洋
条
約
機
構
は
各
界
の
注
目
を
浴
び
、
政
府
も
補
佐
機
関
に
そ
の
研
究
を
依
託
し
た
と
聞
き
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

昨
年
七
月
、
富
士
研
修
所
で
開
か
れ
た
第
八
回
Ｉ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
が
総
合
テ
ー
マ
に
「
太
平
洋
の
時
代
」
を
掲
げ
、
各
国
学
者
か
ら
そ
れ
に
関

連
す
る
報
告
を
集
め
た
こ
と
は
極
め
て
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
が
、
「
環
太
平
洋
条
約
機
構
」
と
は
た
し
か
に
魅
惑

的
な
発
想
で
あ
り
、
そ
の
前
途
に
洋
々
た
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
は
す
る
も
の
の
、
現
実
の
立
場
か
ら
そ
の
推
進
を
考
え
る

と
き
、
種
々
の
困
難
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

ド
洋
全
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、
第
七
艦
隊
そ
の
も
の
は
、
暗
黙
裡
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
す
る
安
全
保
障
を
引
き
う
け
る
任
務
を
認
め

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

と
く
に
ア
メ
リ
カ
は
、
対
ソ
戦
略
上
の
見
地
か
ら
の
大
陸
中
国
援
助
と
、
台
湾
の
中
華
民
国
が
、
自
由
ア
ジ
ア
全
体
に
と
っ
て
極

め
て
重
要
な
戦
略
的
地
位
に
あ
る
た
め
の
台
湾
の
安
全
保
障
の
い
ず
れ
を
と
る
か
の
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
み
、
結
局
前
者
を
採
っ
た
の

だ
が
、
こ
の
海
洋
集
団
保
障
体
制
に
よ
っ
て
、
両
者
を
と
も
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
安
保
体
制
に
よ
っ
て
最
大
の
利
益
を
え
、
か
つ
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
最
高
の
国
力
を
も
っ
て
い
る
日
本
が

最
も
大
き
な
責
任
を
分
担
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
覚
悟
が
な
い
限
り
、
こ
の
西
太
平
洋
海
洋
集
団
安
全
保
障
体
制
は
成
立
す

る
見
込
み
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
日
本
の
生
存
と
安
全
お
よ
び
こ
れ
と
不
可
決
の
関
係
に
あ
る
東
ア
ジ
ア
の
自
由
圏
の

安
定
も
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(2)

太
平
洋
条
約
機
構
形
成
の
可
能
性
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一
般
論
か
ら
い
っ
て
、
一
つ
の
機
構
形
成
を
考
え
る
に
際
し
不
可
欠
な
基
本
要
素
が
存
在
す
る
。
構
成
員
、
目
的
、
結
集
軸
な
ど

が
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
三
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
例
と
し
て
、
安
全
保
障
を
目
的
と
す
る
機
構
を
想
定
す
る
場
合
を
あ
げ
る
と
、
そ
の
機
構
は

あ
る
仮
装
敵
国
（
単
数
も
し
く
は
複
数
）
か
ら
受
け
る
共
通
の
脅
威
を
紐
帯
と
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
異
質
の
意
図

を
も
っ
た
国
家
が
そ
の
機
構
に
混
入
し
た
り
、
構
成
国
間
で
脅
威
の
度
合
い
が
著
し
く
異
な
る
場
合
は
そ
の
機
構
の
体
質
が
弱
め
ら

れ
、
所
期
の
目
的
達
成
は
困
難
と
な
る
ば
か
り
か
、
極
端
な
場
合
は
極
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
瓦
解
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
れ

は
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
た
ど
っ
た
歴
史
か
ら
も
実
証
で
き
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
「
環
太
平
洋
条
約
機
椛
」
を
考
え
る
と
き
、
上
記
三
要
素
を
充
足
し
た
機
櫛
の
成
立
は
果
た
し
て
可
能
で
あ

ま
ず
、
構
成
国
家
の
問
題
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
太
平
洋
周
辺
に
存
在
す
る
国
家
は
、
東
北
ア
ジ
ア
三
国
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
五
ヵ
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
メ
ラ
ネ
シ
ア
諸
国
、
北
米
か
ら
中
南
米
諸
国
を
合
計
す
れ
ば
二
十
数
カ
国

に
の
ぼ
る
。
そ
れ
に
中
国
、
ソ
連
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
、
北
朝
鮮
を
加
算
す
れ
ば
優
に
三
十
カ
国
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
諸
国
の
政
治
体
制
は
多
様
で
あ
り
、
経
済
、
社
会
発
展
の
状
態
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
各
国
の

指
向
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
・
経
済
・
文
化
そ
の
他
ど
の
分
野
を
と
っ
て
み
て

も
全
体
に
共
通
す
る
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
「
太
平
洋
の
時
代
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
仮
設
の
下

ろ
う
か
ワ

ま
ず
構
成
国
問
題
に
難
点



班第II部第二章日本の総合安全保障政策

で
、
環
太
平
洋
諸
国
全
体
の
結
集
を
呼
び
か
け
て
も
、
結
果
は
無
に
等
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
乎
と
し
た
目
的
を
掲
げ
、
共

通
の
連
帯
軸
を
模
索
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
ら
が
発
見
で
き
な
い
な
ら
ば
構
想
自
体
を
取
り
下
げ
る
か
、
よ
り
縮
小

し
た
規
模
の
構
想
を
新
た
に
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
第
二
の
問
題
１
１
条
約
機
構
の
目
的
が
浮
上
す
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
目
的
に
は
安
全
保
障
、
経
済
協
力
、
文
化
交
流

な
ど
多
様
な
も
の
を
あ
げ
え
よ
う
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
合
目
的
を
も
つ
機
構
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
安
全
保
障
に
つ

い
て
考
え
る
場
合
、
現
時
点
で
の
機
構
形
成
が
極
め
て
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
事
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
っ
て
国

際
社
会
が
冷
戦
椛
造
に
よ
っ
て
明
確
に
一
分
化
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
安
全
保
障
目
的
は
比
較
的
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
自
由
諸
国
に
お
い
て
は
、
共
産
主
義
的
侵
略
へ
の
対
抗
が
共
通
の
利
益
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
反
共
を
目
的
と
し
た

機
構
形
成
が
国
家
安
全
保
障
と
合
致
し
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
組
織
さ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
、
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ

Ｓ
等
の
条
約
機
幟
、
個
別
的
な
日
米
安
保
を
は
じ
め
米
韓
、
米
比
、
米
華
な
ど
の
相
互
防
衛
条
約
は
す
べ
て
こ
れ
に
該
当
し
た
と
い

だ
が
、
現
状
を
み
る
と
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
す
で
に
解
体
、
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
は
有
名
無
実
化
し
、
米
華
相
互
防
衛
条
約
も
解
消
さ
れ
る

運
命
に
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
ア
メ
リ
カ
国
力
の
相
対
的
低
下
や
参
加
国
家
内
部
の
変
動
な
ど
諸
種
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
に
し
て

も
、
や
は
り
最
大
の
も
の
は
冷
戦
構
造
の
崩
壊
、
多
極
化
に
示
さ
れ
る
国
際
政
治
椛
造
の
変
化
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

う
な
る
と
多
中
心
主
義
に
よ
る
相
剋
の
一
層
の
激
化
が
予
想
さ
れ
る
将
来
に
向
っ
て
、
過
去
の
図
式
復
元
を
期
待
す
る
こ
と
は
な
ん

ら
の
意
味
も
持
ち
え
な
い
し
、
ま
た
安
全
保
障
機
構
再
編
成
も
避
け
が
た
い
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
ら
に
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
二
つ
の
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
域
外
大
国
の
干
渉
、

え
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
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多
中
心
化
に
よ
る
脅
威
対
象
の
分
散
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
七
月
の
第
八
回
Ｉ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
近
隣
地
域
国

家
に
お
い
て
さ
え
脅
威
の
対
象
が
国
家
に
よ
り
著
し
く
異
な
っ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
東
北
ア
ジ

ア
三
国
の
場
合
で
も
、
わ
が
国
は
ソ
連
を
最
大
の
脅
威
と
み
な
し
て
い
る
が
、
中
華
民
国
（
台
湾
）
は
中
国
（
北
京
政
権
）
を
、
韓

国
は
北
朝
鮮
を
最
も
危
険
な
敵
と
考
え
て
お
り
、
三
国
の
間
に
共
通
し
た
安
全
保
障
対
策
が
求
め
難
く
な
っ
て
い
る
。
ま
し
て
、
ア

メ
リ
カ
の
台
湾
切
り
す
て
、
北
京
へ
の
肩
入
れ
強
化
が
進
む
中
で
、
東
北
ア
ジ
ア
三
国
の
連
帯
を
進
め
る
作
業
は
い
っ
そ
う
困
難
に

な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
今
後
安
全
保
障
を
目
的
と
し
た
条
約
機
構
を
考
え
る
に
は
、
基
本
的

な
意
識
転
換
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
は
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ッ
プ
の
問
題
で
あ
る
。
冷
戦
期
の
条
約
機
構
は
、
そ
れ
が
安
全
保
障
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
れ
経
済
協

力
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
米
ソ
両
超
大
国
主
導
の
下
で
形
成
さ
れ
て
き
た
。
現
在
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
な
お
強

く
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
国
際
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
発
展
途
上
国
間
に
大
国
の
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ッ
プ
を

忌
避
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
、
す
で
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
環
太
平
洋
条
約
機
構
を
提
唱
す
る
に
あ
た
っ
て

も
、
徒
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
依
存
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
一
部
国
家
か
ら
感
情
的
反
発
を
生
ず
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
わ
が
国
で
は
、
戦
後
三
十
余
年
の
慣
性
か
ら
、
つ
い
ア
メ
リ
カ
外
交
に
追
随
し
よ
う
と
す

る
風
潮
が
み
ら
れ
る
が
、
今
後
の
長
期
的
国
際
政
治
を
展
望
す
る
に
際
し
て
は
、
わ
が
国
独
自
の
世
界
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
自
主
的

行
動
力
の
確
立
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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上
述
し
た
諸
点
か
ら
考
え
て
、
現
在
お
よ
び
近
い
将
来
に
環
太
平
洋
圏
全
体
を
包
括
す
る
条
約
機
構
の
設
立
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
実
現
の
可
能
性
追
求
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
し
ず
め
か
な
り
の
縮
小
さ
れ
た
規
模
の
、
経
済
分
野
に
限
っ
た

協
力
機
椛
整
備
を
心
掛
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
状
況
の
変
化
を
待
っ
て
、
そ
れ
を
母
体
に
総
合
安
全
保
障
を
目

的
と
し
た
条
約
機
構
へ
の
格
上
げ
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
だ
が
、
無
為
に
時
を
過
ご
し
て
も
有
利
な
状
況
変

化
が
発
生
す
る
保
証
は
な
い
。
好
ま
し
い
環
境
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、
国
家
と
し
て
そ
れ
な
り
の
積
極
的
対
外
活
動
展
開
を
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
わ
が
国
の
現
状
１
１
経
済
大
国
で
は
あ
っ
て
も
政
治
的
・
軍
事
的
に
は
小
国
１
１
か
ら
す
れ
ば
国
際
社

会
に
対
す
る
影
響
力
に
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
、
有
効
な
活
動
は
お
ろ
か
、
と
も
す
れ
ば
受
動
的
立
場
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
は

必
然
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
わ
が
国
に
と
っ
て
最
も
重
要
か
つ
緊
急
な
課
題
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
国
力
の
整
備
と
い
う
こ
と

び

ま

ん

第
二
次
大
戦
後
の
わ
が
国
に
は
、
戦
争
へ
の
反
省
が
高
じ
て
ゆ
き
す
ぎ
た
自
虐
性
が
洲
漫
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
わ
が
国
が
強
大
と
な
る
こ
と
は
悪
で
あ
り
、
弱
小
で
あ
る
こ
と
を
善
と
す
る
誤
っ
た
風
潮
の
普
及
で
あ
る
。
多
数
の
民
族
国
家

が
併
存
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
中
心
的
行
動
を
と
っ
て
い
る
現
国
際
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
愚
か
な
所
為
は
な
い
。
国

家
安
全
保
障
の
も
つ
意
味
が
主
権
の
独
立
、
領
土
保
全
、
繁
栄
の
維
持
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
保
証
す
る
に
足
る
政
治
的
・
軍
事
的
・

経
済
的
力
量
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ
わ
が
国
の
安
全
を
維
持
し
、
国
際
的
発
言
力
を
高
め
う
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。
環
太
平
洋
圏
条
約
機
構
の
設
立
は
遠
い
将
来
の
こ
と
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ァ
チ

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

軍
事
力
の
整
備
・
充
実
が
先
決

ロ



‘畑

ブ
を
と
る
た
め
に
も
、
ま
た
他
国
の
侵
略
か
ら
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
も
、
最
優
先
す
べ
き
は
必
要
な
軍
事
力
の
充
実
を
は
か

る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。



第
三
章
共
存
の
た
め
の
経
済
政
策
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戦
後
の
世
界
経
済
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
ガ
ッ
ト
体
制
」
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
非
常

に
よ
く
機
能
し
、
大
き
な
成
功
を
収
め
た
。
「
非
共
産
先
進
諸
国
の
著
し
い
経
済
復
興
」
が
そ
の
収
穫
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て

の
「
非
共
産
先
進
諸
国
の
協
力
体
制
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
自
体
、
大
き
な
収
穫
と
認
む
く
き
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
ま

た
、
こ
の
両
者
が
あ
っ
た
が
た
め
に
、
終
戦
直
後
に
ス
タ
ー
ト
し
た
〃
ス
タ
ー
リ
ン
の
世
界
共
産
化
政
策
″
に
対
す
る
「
防
波
堤
の

構
築
」
に
も
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
「
か
げ
り
」
が
出
て
来
た
。
い
つ
の
頃
か
ら
と
ハ
ッ
キ

リ
と
は
い
え
な
い
が
、
現
状
は
、
誰
の
眼
か
ら
見
て
も
、
〃
元
の
よ
う
〃
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
の
見
定
め
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
非
共
産
先
進
諸
国
の
停
滞
の
傾
向
に
対
し
て
、
共
産
陣
営
の
側
に
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
。
中
国
は
す
で
に
明
ら

か
に
「
脱
共
産
主
義
」
の
路
線
に
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
脱
毛
沢
東
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
か

ら
、
こ
の
新
コ
ー
ス
を
中
国
が
円
滑
に
行
進
す
る
か
ど
う
か
に
は
、
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。

ま
た
共
産
主
義
の
孤
塁
を
守
る
形
と
な
っ
た
ソ
連
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
時
に
当
~
っ
て
、
そ
の
軍
事
力
は
ア
メ
リ
カ
を
凌
ぐ
こ
と
が
、

戦
後
三
十
数
年
を
経
た
「
現
時
点
」
に
お
い
て
、
世
界
経
済
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
来
た
の
か

(1)
一
、
経
済
目
標
設
定
の
基
礎

目
標
設
定
の
基
本
的
考
え
方
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ソ
連
は
、
北
朝
鮮
、
ゞ

力
を
伸
張
し
て
お
り
、

な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

世
界
的
に
確
認
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
ソ
連
の
底
意
が
い
ま
何
で
あ
る
か
は
、
容
易
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
目
下
の
と
こ
ろ

ソ
連
は
、
北
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ナ
ミ
ビ
ア
等
々
に
勢

力
を
伸
張
し
て
お
り
、
ソ
連
は
、
〃
核
戦
争
を
賭
し
て
〃
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
自
由
主
義
国
に
、
〃
要
求
を
突
き
付
け
る
〃
に
違
い

一
方
、
ア
メ
リ
カ
は
、
最
近
急
に
「
国
防
予
算
の
増
額
」
を
決
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
い
ま
に
至
る
ま
で
、
自
国
の

〃
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
〃
さ
え
処
理
出
来
な
い
で
い
る
。
（
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
れ
を
「
イ
ン
フ
レ
と
失
業
と
に
同
時
に
悩
む
こ
と
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
）

ア
メ
リ
カ
が
急
速
に
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
は
、
根
本
的
に
は
現
代
の
「
科
学
技
術
文
明
」
の
な
せ
る
業

で
あ
り
、
「
物
の
世
界
」
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
こ
の
文
明
の
、
あ
ま
り
に
も
大
き
い
力
が
、
人
間
の
精
神
生
活
を
萎
縮
せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
現
代
が
「
自
然
科
学
の
時
代
」
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
「
人
間
社
会
の
学
問
」
も
ま
た
自
然
科
学
の
メ
ト

年
と
思
わ
れ
る
。

中
国
が
突
然
、
「
脱
毛
沢
東
、
脱
共
産
主
義
」
の
路
線
入
り
を
し
た
の
は
、
〃
そ
の
国
民
生
活
が
、
こ
れ
以
上
の
低
下
を
許
さ

な
く
な
っ
た
た
め
″
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
も
と
も
と
中
国
の
国
民
は
、
共
産
主
義
に
心
か
ら
共
鳴
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
だ
が
、
過
去
三
十
年
の
経
験
は
、
十
分
に
共
産
主
義
の
な
す
と
こ
ろ
の
な
き
こ
と
を
知
ら
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ソ
連
が
い
ま
急
に
、
軍
事
力
に
よ
る
世
界
制
覇
に
乗
り
出
す
構
え
を
示
し
て
来
た
の
は
、
た
ま
た
ま
事
の
成
り
行
き
が
そ
の
希

望
を
ソ
連
に
与
え
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
、
共
産
主
義
が
色
あ
せ
つ
つ
あ
る
の
は
、
ソ
連
と
い
え
ど
も
例
外

で
は
な
い
。
か
つ
ま
た
、
経
済
の
「
相
対
的
貧
困
化
」
の
た
め
に
、
ソ
連
が
現
在
の
軍
事
的
優
位
を
保
て
る
の
は
、
あ
と
五
～
七
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一
九
七
六
年
以
来
、
わ
が
国
が
〃
出
超
に
悩
む
〃
と
い
う
新
事
態
に
陥
っ
た
の
は
、
明
治
以
来
百
十
年
に
及
ん
で
取
り
続
け
て
来

た
「
輸
出
拡
大
」
と
い
う
「
国
家
目
標
」
を
、
〃
過
剰
達
成
″
す
る
に
至
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
が
、
過
去
百
十
年
走

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

り
続
け
て
来
た
コ
ー
ス
を
、
成
功
裡
に
完
走
し
、
い
ま
正
に
新
出
発
を
行
な
う
べ
き
地
点
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
わ
が
国
が
い
ず
れ
の
方
向
に
向
っ
て
そ
の
新
出
発
を
行
な
え
ば
い
い
の
か
、
国
民
に
は
，
ま
だ
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
な
い

た
め
、
目
下
は
〃
戸
惑
い
の
状
況
〃
に
あ
る
。

輸
出
拡
大
と
い
う
国
家
目
標
を
過
剰
達
成
し
た
と
い
う
事
実
は
、
い
ま
の
日
本
の
ひ
と
つ
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ

が
国
が
明
治
以
来
続
け
て
来
た
「
西
欧
文
明
の
吸
収
」
と
い
う
仕
事
を
成
功
裡
に
完
了
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
わ
が
国
は
、
い
ま
ど
の
よ
う
な
地
点
に
立
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
わ
が
国
「
固
有
の
文
明
」
を
中
核
に
、
仏

－
デ
を
ま
ね
、
自
然
科
学
的
思
想
方
法
に
頼
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
弊
害
が
と
く
に
「
経
済
学
」
に
お
い
て
著
し
く
現
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
が
、
〃
自
国
の
ス
タ
グ
フ
レ
１
ン
ヨ
ン
を
さ
え
処
理
出
来
な
い
〃
と
い
う
状
況
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
「
第
三
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
〃
正
に
帰
趨
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
〃
と
い
う

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
一
語
を
も
っ
て
そ
の
全
面
を
覆
う
こ
と
が
出
来
る
。
世
界
の
す
べ
て
の
人
間
は
、
い
ま
は
独
立
国
の
国
民
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
三
十
数
年
、
第
三
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
的
水
準
も
生
活
水
準
も
生
活
水
準
も
い
ち
じ
る

し
く
向
上
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
世
界
の
進
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
問
題
を
難
か

し
ぐ
し
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
っ
て
、
現
在
の
複
雑
な
世
界
情
勢
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
お
け
る
わ
が
国
の
立
場
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
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教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
イ
ン
ド
文
明
」
、
儒
教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
支
那
文
明
」
を
、
す
で
に
消
化
し
終
っ
た
と
こ
ろ
に

今
一
つ
「
西
欧
文
明
」
が
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
ま
日
本
国
民
は
支
那
、
イ
ン
ド
、
西
欧
と
い
う
世
界
の
三
大
文
明

を
、
自
己
固
有
の
文
明
に
よ
っ
て
統
括
し
た
も
の
を
保
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
文
明
は
、
「
新
し
い
日
本
文
明
」
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
何
ご
と
に
も
あ
れ
、
も
の
を
考
え
る
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
た
だ
右
の
事
実
に
対

す
る
自
覚
は
、
ま
だ
日
本
国
民
の
間
に
起
こ
っ
て
い
な
い
。

め
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
は
、
〃
こ
こ
十
年
の
わ
が
国
の
「
経
済
政
策
」
を
設
定
す
る
こ
と
〃
で
あ
る
が
、
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
進

一
、
日
本
自
身
は
旧
コ
ー
ス
を
走
り
終
っ
た
の
で
あ
り
、
物
質
面
偏
重
の
現
在
の
西
欧
文
明
に
は
、
精
神
生
活
の
萎
縮
が
起
こ

っ
て
い
る
以
上
、
構
想
は
十
分
に
自
由
潤
達
で
、
と
く
に
従
来
の
物
量
本
位
の
考
え
方
を
十
分
に
脱
却
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
「
物
量
本
位
の
考
え
方
」
で
と
く
に
〃
要
注
意
〃
と
認
む
く
き
も
の
は
、
ソ
連
の
脅
威
に
対
抗
す
る
に
は
、
自
由
主
義
陣
営
は

総
合
戦
力
で
再
び
優
位
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
主
義
諸
国
が
協
力
体
制
を
組
む
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
望
ま
し
い
し
、
そ
の
総
合
戦
力
が
再
び
優
位
に
立
つ
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
望
ま
し
い
。
し
か
し
物
量
的
考
え
の
み
で
そ
の
他

に
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
は
、
世
界
は
結
局
核
戦
争
に
陥
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
〃
要
注
意
〃
の
考
え
方
は
、

「
第
三
世
界
」
の
物
質
的
繁
栄
を
援
け
れ
ば
、
そ
れ
で
世
界
は
う
ま
く
行
く
と
考
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生

く
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
三
世
界
に
向
っ
て
の
対
応
の
仕
方
は
、
大
き
く
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
如
き
「
事
実
認
識
」
に
出
発
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
考
え
る
と
ど
う
な
る
か
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昨
今
の
世
界
情
勢
は
、
わ
が
国
に
、
従
来
の
ご
と
き
日
米
安
全
保
障
条
約
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
安
保
ダ
ダ
乗
り
と
す
ら
い
わ
れ
る

状
態
を
許
さ
な
い
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
国
際
情
況
か
ら
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
を
憂
え
る
声
が
日
本

国
の
津
々
浦
々
か
ら
彰
涛
と
し
て
湧
き
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
本
が
い
か
に
し
て
生
き
残
る
か
の
観
点
か
ら
、
わ
が
国
の
総

国
力
を
再
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
日
本
生
き
残
り
戦
略
を
編
み
出
す
こ
と
が
現
今
第
一
の
緊
急
事
と
な
っ
た
。

今
日
の
日
本
が
世
界
か
ら
見
れ
ば
〃
驚
異
″
と
も
い
う
べ
き
高
度
経
済
成
長
を
と
げ
、
経
済
大
国
と
さ
え
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
国
民
の
資
質
に
よ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
種
々
の
有
利
に
働
い
た
国
際
環
境
条
件
の
も
た
ら
す
と
こ
ろ
も
ま
た
大

で
あ
っ
た
。
安
価
で
豊
富
な
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
の
下
で
、
他
の
諸
国
が
軍
備
の
た
め
に
巨
大
な
費
用
と

マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
投
入
し
て
い
る
の
を
よ
そ
に
、
日
本
は
大
量
の
マ
ン
・
パ
ワ
ー
と
資
本
を
経
済
面
に
注
ぐ
こ
と
が
で
き
た
た
め
、

驚
異
的
な
高
度
成
長
、
経
済
発
展
を
ほ
し
い
ま
ま
に
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
今
日
の
厳
し
い
国
際
政
治
状
況
下
に
お
い
て
、
わ
が
国
が
他
国
と
同
様
、
早
急
に
軍
備
を
増
強
す
る
こ
と
は
、
国
際

的
に
も
、
国
内
政
治
的
に
も
、
ま
た
国
民
の
精
神
基
盤
か
ら
い
っ
て
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
が
国
は
、
こ
の
大
き
な
経

済
力
、
技
術
力
、
マ
ン
・
パ
ワ
ー
を
日
本
生
き
残
り
の
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
し
て
活
用
し
、
積
極
的
に
発
展
途
上
国
へ
の
援

日
本
国
民
が
い
ま
と
く
に
目
指
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
文
明
の
ユ
ニ
ー
ク
性
に
鑑
み
、
外
部
世
界
と
の
大
調
和
の
下
に
生
き
る

術
を
学
び
知
る
と
共
に
、
直
ち
に
そ
れ
を
実
践
に
移
す
、
と
い
う
大
前
提
に
立
ち
な
が
ら
、
日
本
国
内
を
人
間
社
会
の
理
想
郷
と

し
て
、
ま
ず
構
築
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

(2)

世
界
平
和
の
た
め
の
経
済
戦
略
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効
で
あ
る
と
考
え
る
。

助
な
ら
び
に
自
由
主
義
国
の
共
存
共
栄
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
い
っ
た
平
和
の
戦
略
を
確
立
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
く
、
か
つ
有

で
は
、
こ
の
よ
う
な
平
和
の
戦
略
を
展
開
す
る
上
に
お
い
て
、
ど
こ
に
そ
の
理
念
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

ま
ず
先
進
経
済
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
〃
豊
か
な
社
会
″
の
帰
結
と
し
て
何
を
生
み
だ
し
た
か
を
み
て
み
よ
う
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
Ｉ
禁
欲
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
、
広
大
に
し
て
資
源
の
豊
か
な
国
土
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
世
界
一
の
強
国
、
経
済
大
国
に
の
し
あ
が
り
、
し
か
も
禁
酒
法
を
設
け
る
ほ
ど
の
強
い
理
想
主
義
を
も
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
は
、

増
大
す
る
物
質
的
富
に
よ
っ
て
精
神
的
に
弛
緩
・
堕
落
し
、
そ
の
結
果
禁
欲
主
義
や
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
徐
々
に
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
は
結
局
「
生
き
甲
斐
」
の
喪
失
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
、
「
生
き
甲
斐
」
の
代
替
物
と
し
て
、
感
性
的
・
官
能
的
欲
望
が

増
大
し
た
。
ま
た
さ
ら
に
こ
の
〃
豊
か
な
社
会
″
は
、
ド
ロ
ッ
プ
・
ア
ウ
ト
と
い
う
考
え
を
生
み
だ
し
、
勤
労
せ
ず
に
暮
ら
し
て
ゆ

く
ヒ
ッ
ピ
ー
的
集
団
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た
。
労
働
せ
ず
に
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
は
〃
豊
か
な
社
会
〃
で
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
。

そ
れ
は
〃
豊
か
な
社
会
″
の
も
つ
許
容
量
、
扶
養
力
の
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

後
発
経
済
大
国
日
本
は
、
国
民
の
九
○
数
パ
ー
セ
ン
ト
が
自
分
達
を
中
産
階
級
と
感
じ
て
お
り
、
所
得
格
差
も
少
な
く
、
消
費
格

差
に
い
た
っ
て
は
非
常
に
少
な
い
。
し
か
も
世
界
に
有
名
な
ほ
ど
の
勤
勉
さ
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
精
神
的
基
盤
は
ア
メ
リ
カ
ほ

ど
に
は
病
ん
で
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
生
物
圏
の
物
質
的
資
源
に
限
界
が
あ
る
以
上
、
物
質
的
富
は

冷
厳
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
｝
」
れ
と
は
対
照
的
に
、
精
神
的
富
は
、
可
能
性
と
し
て
は
無
限
で
す
。
人
間
が
お
互
い
同
士
の
た
め
に

な
し
得
る
奉
仕
の
量
に
限
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。
創
造
的
な
思
想
や
芸
術
に
対
す
る
人
類
の
能
力
に
も
限
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。
工
場
労
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今
後
の
日
本
の
経
済
戦
略
と
し
て
、
世
界
の
平
和
の
た
め
に
積
極
的
な
貢
献
を
す
る
と
い
っ
た
、
以
上
の
よ
う
な
奉
仕
の
精
神
を

も
り
こ
ん
だ
国
策
を
と
る
こ
と
は
、
多
数
の
若
者
が
遊
民
化
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
逆
に
彼
ら
に
夢
と
希
望
を
与
え
る
道
で
も
あ
る
。

あ
る
の
で
あ
る
。

働
者
や
実
業
家
に
比
べ
る
と
、
内
科
医
、
外
科
医
、
看
護
婦
、
社
会
事
業
家
、
学
者
、
科
学
者
、
芸
術
家
は
よ
り
幸
福
な
人
々
で
す
。

彼
ら
が
よ
り
幸
福
だ
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
同
時
代
の
人
々
に
対
し
て
、
よ
り
直
接
的
で
、
よ
り
基
本
的
な
奉
仕
を
行
な
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
仕
事
は
、
そ
れ
が
同
時
代
の
人
類
の
利
益
に
な
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
、
働
く
人
自
身
に

精
神
的
な
満
足
を
与
え
る
も
の
な
の
で
す
」
（
Ａ
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
『
日
本
の
活
路
』
・
国
際
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊
）

一
方
、
日
本
の
各
企
業
の
社
是
・
社
訓
・
経
営
方
針
の
中
か
ら
企
業
が
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
か
、
三
十
五
社
の
調

査
を
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
各
社
が
か
か
げ
る
経
営
理
念
で
共
通
し
て
い
る
最
も
多
い
の
が
、

『
信
用
を
重
ん
ず
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
企
業
経
営
者
の
理
念
と
し
て
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
は
、
『
社
会

公
共
へ
奉
仕
を
す
る
』
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
近
代
経
営
と
し
て
の
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
つ
づ
く
も
の
と
し
て
『
創
造
性
』
、
そ
れ
か
ら
『
人
材
育
成
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
『
信
用
と
社
会

公
共
と
創
造
性
、
そ
の
経
営
理
念
を
達
成
す
る
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る
』
と
い
う
こ
と
が
、
教
育
訓
練
の
大
き
な
役
割
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
産
業
能
率
短
期
大
学
編
、
『
社
員
教
育
教
科
書
』
経
林
書
房
）

す
な
わ
ち
、
ト
ィ
ン
ビ
ー
が
医
師
等
に
比
べ
て
精
神
的
幸
福
度
の
低
い
と
み
な
し
た
実
業
家
や
工
場
労
働
者
で
も
、
日
本
の
よ

う
に
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
社
会
へ
の
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
企

業
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
企
業
精
神
は
、
そ
の
ま
ま
国
家
運
営
の
理
念
や
精
神
と
し
て
も
通
用
す
る
と
こ
ろ
が
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ま
た
、
ひ
い
て
は
こ
の
こ
と
が
世
界
の
中
に
お
い
て
日
本
の
存
在
を
不
可
欠
な
も
の
と
な
し
、
日
本
の
安
全
保
障
を
一
層
高
め
、
国

民
の
精
神
的
基
盤
を
一
層
強
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
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元
来
、
経
済
学
は
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
勺
○
軍
罫
。
巳
圃
。
○
口
ｏ
ヨ
デ
政
治
経
済
学
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
経
済

理
論
の
発
達
に
つ
れ
て
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
、
両
。
○
コ
ｏ
目
◎
め
・
経
済
学
）
と
名
付
け
ら
れ
独
立
し
た
社
会
科
学
と
し
て
の
名
を
も
つ

に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
自
由
放
任
主
義
的
古
典
派
の
理
論
体
系
で
は
現
実
を
説
明
し
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
政
府

の
経
済
面
へ
の
介
入
、
役
割
が
増
大
し
、
政
府
の
経
済
政
策
、
財
政
政
策
等
が
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
「
経
済
学
」

（
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
）
は
、
ふ
た
た
び
「
政
治
経
済
学
」
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
）
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（
ど
守
且
冨
胃
の
冨
三
扁
慮
Ｉ
后
置
は
そ
の
主
著
『
経
済
学
原
理
』
（
厚
冒
凰
已
の

。
｛
厚
○
コ
。
目
○
の
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
政
治
経
済
学
す
な
わ
ち
経
済
学
は
福
祉
の
た
め
の
物
的
必
要
物
の
調
達
獲
得
に
も
っ
と

も
密
接
に
関
係
す
る
生
活
の
日
常
業
務
に
お
け
る
人
間
の
研
究
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
経
済
学
は
本
来
人
間
研
究
で
あ
る
。
経

済
学
が
人
間
を
忘
れ
て
い
る
時
、
い
か
に
そ
の
理
論
が
精
徴
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
精
鐘
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
現
実
か
ら
遊
離
す
る
。

や

手

口

》

』

ま
た
経
済
活
動
に
お
い
て
も
、
国
内
は
い
う
に
及
ば
ず
、
国
際
経
済
関
係
に
お
い
て
は
人
間
を
忘
れ
て
い
る
時
、
思
わ
ぬ
蝿
囎
を
き

経
済
学
の
課
題

(1)
二
、
新
し
い
経
済
理
念
の
確
立

共
存
共
栄
の
理
念
の
確
立
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た
す
の
で
あ
る
。

経
済
学
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
二
百
年
を
経
て
高
度
の
理
論
体
系
を
も
つ
社
会
科
学
と
し
て
発
展
し
た
が
、
Ｋ
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
の
言
葉
を
か
り
る
と
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
交
換
と
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
市
場
シ
ス
テ
ム
論
の
展
開
で
あ
っ
た
。
端
的
に
い

え
ば
、
交
換
経
済
学
の
進
歩
発
展
で
あ
っ
て
、
「
こ
の
交
換
経
済
が
社
会
の
研
究
に
対
し
て
行
な
っ
た
最
大
の
貢
献
は
ト
ー
タ
ル
・

シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
経
済
理
論
の
展
開
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
今
世
紀
に
入
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の

西
欧
先
進
国
に
は
著
名
な
理
論
経
済
学
者
が
輩
出
し
で
、
「
壮
大
な
規
模
の
一
般
均
衡
論
」
を
相
つ
い
で
展
開
し
て
い
る
。

さ
て
、
「
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
理
論
」
と
は
、
「
相
対
」
と
「
全
体
」
の
統
合
・
シ
ス
テ
ム
化
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
経
済
社
会

の
均
衡
的
安
定
は
想
定
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
換
の
経
済
学
に
お
い
て
、
想
定
で
き
る
経
済
活
動
の
動
態
的
過

程
に
お
い
て
は
、
私
的
経
済
単
位
の
交
換
、
あ
る
い
は
取
引
関
係
は
、
単
位
相
互
間
に
作
用
す
る
意
思
決
定
の
シ
ス
テ
ム
と
、
全
体

的
均
衡
を
仮
定
す
る
意
思
決
定
の
シ
ス
テ
ム
と
が
、
常
に
「
二
律
背
反
的
」
で
あ
っ
て
、
現
状
の
市
場
経
済
制
度
に
お
い
て
は
、
満
足

で
き
る
よ
う
な
形
で
「
相
対
と
全
体
」
の
両
者
が
真
に
調
和
で
き
る
よ
う
な
事
例
は
ほ
と
ん
ど
発
見
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
ミ
ク
ロ
理
論
と
マ
ク
ロ
理
論
の
統
合
シ
ス
テ
ム
化
と
し
て
の
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
論
の
形
式

が
、
従
来
の
経
済
学
の
均
衡
理
論
の
基
礎
体
系
か
ら
は
得
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
と
あ
き
ら
め
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス

と
も
い
う
べ
き
新
し
い
交
換
関
係
の
経
済
論
理
で
、
既
存
の
経
済
学
に
対
す
る
文
字
通
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。

こ
の
新
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
名
称
は
、
「
贈
与
経
済
学
」
（
グ
ラ
ン
ッ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
）
と
し
て
学
名
を
公
表
し
て
い
る
が
、

こ
の
新
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
名
称
は
、

そ
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
経
済
学
は
、
全
体
と
し
て
、
社
会
が
交
換
を
通
じ
て
い
か
に
組
織
さ
れ
て
い
る
か
の
分
析
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。
交
換
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を
通
じ
て
の
社
会
の
組
織
化
と
い
う
観
念
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
理
解
す
る
基
礎
と
し
て
必
要
な
観
念
で
あ
る
が
、
十
分
な
観
念

だ
と
は
い
え
な
い
。
交
換
、
す
な
わ
ち
両
方
向
の
移
転
は
、
経
済
生
活
の
強
力
な
組
織
因
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
唯
一
の
組
織
因

子
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
贈
与
、
つ
ま
り
一
方
向
の
移
転
が
、
経
済
・
政
治
組
織
に
と
っ
て
、
ま
す
ま
す
一
般
的
手
段
と
な

り
つ
つ
あ
る
」
（
『
愛
と
恐
怖
の
経
済
ｌ
贈
与
経
済
学
序
説
』
Ｋ
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
著
、
公
文
俊
平
訳
）

本
稿
は
、
今
日
の
世
相
に
見
る
経
済
的
繁
栄
と
物
質
的
豊
富
さ
が
、
経
済
学
者
の
あ
ら
ゆ
る
均
衡
志
向
の
論
理
の
投
入
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
世
界
的
な
不
均
衡
現
象
を
招
き
、
経
済
界
全
体
が
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
（
こ
の
世
相
は
、
宗
教

学
の
立
場
で
は
、
文
明
の
堕
落
現
象
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
）
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
目
的
論
、
あ
る
い
は
従
来
の
一
般
経
済
学
の

論
理
の
中
に
、
何
か
基
本
的
な
論
理
の
欠
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

か

い

叩

初
め
は
、
経
済
目
的
論
と
経
済
学
的
均
衡
論
の
乖
離
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
今
日
、
世
界
の
先
進
国
に
見
る
ビ
ジ
ネ
ス
業
界
は
、

高
度
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
産
業
技
術
と
経
営
合
理
化
な
ど
の
革
新
）
に
援
け
ら
れ
て
、
最
高
の
生
産
力
と
、
こ
れ
を
支
持
す
る
市

場
経
済
制
度
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
生
産
力
の
増
大
が
地
上
社
会
に
物
質
的
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
経
済
目
的
論

の
具
体
化
で
あ
る
と
し
て
、
肯
定
で
き
る
し
、
ま
た
こ
れ
を
援
助
促
進
し
た
経
済
学
の
貢
献
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
高
度
の
功
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
現
実
の
経
済
社
会
は
、
か
っ
て
経
験
し
た
と
同
様
に
過
剰
生
産
に
陥
り
、
豊
富

の
中
の
貧
困
化
と
い
う
不
均
衡
現
象
を
露
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
不
均
衡
化
は
、
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
現
れ
て
い
る
。
物

質
的
繁
栄
の
故
に
人
類
の
将
来
に
暗
い
か
げ
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
ど
う
解
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
~

こ
こ
で
は
、
こ
の
「
不
均
衡
症
状
」
の
真
実
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
国
際
協
力
機
構
の
発
表
論
文
の
一
部
を
と
り

あ
げ
て
引
用
し
て
お
こ
う
。
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一
体
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
高
度
に
発
達
し
た
と
い
う
経
済
社
会
で
、
均
衡
論
を
も
っ
て
経
済
学
の
最
大
の
研

究
課
題
だ
と
す
る
理
論
経
済
学
者
に
護
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
、
致
命
的
と
も
み
ら
れ
る
不
均
衡
と
い
う
混
乱
に
苦
悩
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
こ
の
種
の
不
均
衡
病
の
本
質
は
何
で
あ
る
の
か
。
世
銀
論
文
の
診
断
で
は
、
「
世
界
の
経
済

を
秩
序
た
だ
し
い
発
展
の
状
態
に
回
復
さ
せ
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
分
析
が
な
さ
れ

て
来
て
い
な
い
」
と
の
告
白
で
あ
る
が
、
も
し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
Ｔ
・
カ
ー
ラ
イ
ル

（
目
ご
ョ
騨
切
○
四
１
己
の
）
が
詞
し
て
皮
肉
っ
た
よ
う
に
経
済
学
は
、
「
陰
気
な
学
問
」
（
吾
の
ｇ
の
ョ
巴
切
日
の
ご
ｏ
の
）
か
ら
抜
け
き

れ
な
い
で
い
る
と
い
う
そ
し
り
を
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
「
世
界
銀
行
」
お
よ
び
「
第
二
世
銀
」
の
両
者
（
国
際
通
貨
基
金
〈
Ｉ
Ｍ
Ｆ
〉
や
ガ
ッ
ト
〈
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
〉
な
ど
と
共
に
、

い
わ
ゆ
る
世
界
経
済
の
繁
栄
と
い
う
全
体
目
的
（
連
合
目
的
）
達
成
の
た
め
の
機
構
で
、
国
際
経
済
の
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
的
存

在
）
が
一
九
七
五
年
に
と
り
あ
げ
た
「
世
界
経
済
榊
造
の
再
編
成
」
と
い
う
機
関
論
文
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
指
摘
は
、
「
世
界
経
済
は
な
ぜ
再
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
世
界
経
済
は
、
第

二
次
大
戦
以
来
、
い
ま
だ
か
っ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
不
均
衡
状
態
に
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
に
指
摘
す
る
不
均
衡
と
は
、
過
度
の
原
材
料
不
足
や
、
食
糧
と
化
学
肥
料
の
危
機
と
か
、
石
油
価
格
の
暴
騰
が
世
界
経

済
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
て
い
る
と
か
、
不
況
で
失
業
者
が
増
加
し
な
が
ら
、
イ
ン
フ
レ
病
は
世
界
的
に
蔑
延
し
て
お
り
、
先
進
国

経
済
も
発
展
途
上
国
の
そ
れ
も
、
い
ま
や
国
際
収
支
上
で
、
金
融
破
綻
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
か
い
う
、
ま
っ
た
く
陰
う
つ
な

経
済
診
断
で
あ
る
。
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ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
種
の
批
判
に
対
応
す
る
た
め
か
、
交
換
経
済
学
の
ほ
か
に
贈
与
経
済
学
を
発
想
し
て
、
調
整
メ
カ
ニ

ズ
ム
へ
の
途
を
求
め
た
の
だ
が
、
今
や
経
済
学
自
体
が
、
重
大
な
意
識
革
命
を
迫
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
交
換
経

済
の
欠
陥
が
、
経
済
制
度
に
も
、
ま
た
交
換
の
論
理
に
誘
導
さ
れ
る
社
会
制
度
の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
、
欠
落
症
状
と
も
い
う
べ
き

不
均
衡
的
ひ
ず
み
を
具
現
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
現
実
を
前
に
し
て
、
交
換
経
済
の
論
理
の
修
正
・
調
整
を
、
ま
だ
逵
巡
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
営
利
至
上
主
義
の
産
業
経
営
、
企
業
至
上
主
義
の
人
間
関
係
な
ど
を
、
も
っ
と
豊
か
な
愛
情
を
織
り
込
ん
だ
人
間
関
係

に
修
正
し
た
り
、
さ
ら
に
、
現
状
の
社
会
関
係
を
思
い
切
っ
て
調
整
す
べ
き
と
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

今
日
の
よ
う
に
社
会
全
体
が
経
済
的
交
換
関
係
で
引
き
ま
わ
さ
れ
、
そ
し
て
、
流
通
社
会
の
す
べ
て
の
人
間
が
、
そ
の
生
命
力
と

生
活
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
部
分
を
交
換
経
済
シ
ス
テ
ム
に
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
や
が
て
そ
の
不
均
衡
が
限

界
に
達
し
、
も
は
や
調
整
不
可
能
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
シ
ス
テ
ム
全
体
が
と
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
資
本
主
義
社
会
の
崩
壊
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
崩
壊
的
混
乱
を
何
と
し
て
も
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と

ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
『
経
済
学
を
超
え
て
』
の
論
著
の
中
で
、
「
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
原
理
」
（
ギ
リ
シ
ャ
語
）
を
と
り
あ
げ

て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
生
態
学
上
の
一
般
原
理
で
「
生
命
を
も
っ
た
組
織
体
は
、
環
境
に
対
し
て
最
少
限
度
の
自
己
維
持
の
防
衛

活
動
を
行
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
が
、
生
命
は
超
シ
ス
テ
ム
存
在
で
環
境
に
対
す
る
受
動
的
存
在
だ
け
で
な
い
。
そ
れ

は
常
に
自
分
が
存
在
で
き
る
新
し
い
環
境
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
対
外
的
行
動
性
を
も
っ
て
い
る
。

思
う
も
の
で
あ
る
。

個
と
全
体
の
調
和

b
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生
態
学
的
構
想
は
、
異
な
っ
た
種
類
の
個
体
群
の
相
互
関
係
を
全
体
的
シ
ス
テ
ム
と
見
る
生
態
組
織
観
で
、
社
会
シ
ス
テ
ム
も
、

こ
れ
と
類
似
し
た
複
数
の
個
体
群
の
相
互
作
用
と
し
て
比
較
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
生
態
シ
ス
テ

ム
で
は
、
相
互
関
係
の
個
体
群
の
シ
ス
テ
ム
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
の
個
体
群
は
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
に

依
存
し
て
お
り
」
、
こ
の
関
係
か
ら
「
全
体
的
シ
ス
テ
ム
は
生
態
的
均
衡
が
保
持
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
い
ま
流
通
社
会
を

複
雑
に
組
織
化
さ
れ
た
全
体
的
社
会
と
見
て
、
一
つ
の
全
体
的
シ
ス
テ
ム
の
中
の
す
べ
て
の
人
間
の
行
動
、
相
互
関
係
は
、
生
態
的

過
程
の
中
の
全
体
的
な
代
謝
過
程
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
各
個
体
の
存
在
は
、
有
機
的
シ
ス
テ
ム
が
存
続
す
る
た
め

に
は
、
い
わ
ゆ
る
連
体
目
的
に
当
然
に
支
配
さ
れ
規
定
さ
れ
る
べ
き
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
有
機
体
と
見
な
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
個
性
体
と
連
体
の
二
重
目
的
実
現
の
た
め
の
存
在
と

見
る
。
個
性
体
の
目
的
実
現
は
、
個
体
相
互
間
の
交
換
関
係
と
理
解
す
る
が
、
連
体
も
目
的
実
現
の
た
め
の
存
在
者
で
あ
り
、
全
体

目
的
の
保
存
と
発
展
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
つ
二
重
目
的
的
存
在
で
あ
る
と
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
と
り
あ
げ
た
世
界
銀
行
の
立
場
で
の
、
「
大
き
な
不
均
衡
と
調
整
論
」
は
、
経
済
の
世
界
的
一
元
化
を
ね
ら
う
一
種
の
ト
ー

タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
論
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
現
状
は
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
が
対
立
し
、
前
者
の
陣
営
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国

対
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
ま
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
対
発
展
途
上
国
さ
ら
に
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
対
途
上
国
と
い
う
対
立
が
あ
る
・
こ
れ
ら
の
四
つ
の
、

世
界
群
を
全
体
目
的
、
世
界
市
場
と
い
う
一
元
的
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
連
体
化
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
地
上
世
界
の
四
分

の
一
の
人
口
群
の
国
家
群
が
四
分
の
三
の
人
口
を
抱
え
る
第
三
お
よ
び
第
四
国
家
群
に
対
し
て
、
従
来
の
よ
う
な
市
場
的
交
換
経
済

の
論
理
を
是
正
し
て
、
世
界
人
類
の
共
存
共
栄
の
理
念
探
求
の
道
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
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最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
会
で
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
原
理
（
。
画
冨
の
胃
○
ｇ
の
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
を
さ
ぐ
る
と
、

政
治
・
経
済
そ
の
他
の
不
均
衡
的
な
社
会
現
象
が
総
合
さ
れ
て
、
や
が
て
重
大
な
破
局
が
発
生
す
る
因
果
的
相
関
関
係
を
~
数
学
的

モ
デ
ル
で
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
世
界
経
済
が
重
大
な
不
均
衡
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
現
象
を
招
来
す
る
に
至
っ
た
重
要
な
原
因
の
中
に
、
交
換
主
義
経
済
の
責
任
を
一
つ
と
り
あ
げ
た
。

し
か
し
そ
れ
に
つ
け
、
国
際
間
の
こ
の
よ
う
な
経
済
的
破
局
の
問
題
が
、
「
終
末
論
的
」
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
た
と
い
う

重
大
性
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
、
国
際
経
済
の
基
調
を
協
力
と
相
互
援
助
に
お
い
て
、
せ
っ
か
く
世
界
経
済
・
世

界
市
場
形
成
へ
向
け
ら
れ
て
来
た
も
の
が
、
個
別
経
済
の
危
機
脱
出
を
急
い
で
、
政
治
的
・
外
交
的
レ
ベ
ル
で
問
題
を
解
決
し
よ
う

と
い
う
傾
向
が
俄
か
に
表
面
化
し
た
こ
と
、
文
字
通
り
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
破
局
を
迎
え
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
憂
慮
で
あ
る
。

不
均
衡
現
象
は
、
人
類
歴
史
の
進
歩
と
発
展
に
は
避
け
難
い
必
須
の
出
来
事
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
的
秩
序
の
混
乱
が
予
測
さ

れ
、
そ
れ
は
人
類
の
恒
久
平
和
に
と
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
マ
イ
ナ
ス
の
事
態
で
あ
る
・
そ
れ
が
単
に
経
済
的
問
題
に
限
ら
れ
れ
ば
、

計
量
経
済
学
の
研
究
課
題
と
し
て
、
不
均
衡
は
一
定
の
ベ
ク
ト
ル
の
娠
換
現
象
で
あ
る
と
し
て
処
理
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現

状
の
不
均
衡
状
態
の
離
脱
工
作
に
は
か
な
り
の
危
険
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
今
日
、
よ
う
や
く
多
く
の
識
者
は
現
状
の
不
均
衡
の
最
大
原
因
は
、
経
済
指
導
原
理
の
欠
陥
に
あ
り
、
ま
た
交
換
経
済

の
行
動
原
理
で
あ
っ
た
放
縦
な
自
由
競
争
原
則
に
あ
る
こ
と
に
気
付
き
始
め
て
い
る
。

戦
後
世
界
各
国
に
流
行
し
た
高
度
成
長
主
義
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
高
さ
を
誇
っ
て
生
産
力
増
強
に
全
力
を
傾
注
し
た
各
国
の
経
済
政
策
へ

新
し
い
経
済
理
念
の
確
立
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の
反
省
も
よ
う
や
く
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
問
題
を
わ
が
国
に
限
っ
て
も
、
高
度
に
成
長
し
た
産
業
は
原
材
料
と
商
品
の
二
つ
の

側
面
か
ら
海
外
依
存
度
が
急
激
に
上
昇
し
た
こ
と
で
、
経
済
の
行
動
原
則
の
点
で
、
適
正
な
る
競
争
主
義
と
世
界
経
済
へ
の
協
調
と

連
帯
へ
の
必
然
性
を
強
く
迫
ら
れ
て
き
て
い
る
。
今
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
経
済
社
会
に
、
円
環
的
授
受
思
想
の
流
通
理
念
を
導
入
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
経
済
的
ベ
ク
ト
ル
の
転
換
活
動
が
、
社
会
的
秩
序
の
混
乱
を
来
す
こ
と
な
く
可
能
に
な
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

本
来
の
流
通
社
会
と
は
、
生
産
と
消
費
、
需
要
と
供
給
と
い
う
相
対
榊
造
が
激
し
い
速
度
で
循
環
的
交
流
関
係
に
あ
る
経
済
社
会

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
循
環
流
通
と
は
円
環
上
の
交
流
関
係
を
意
味
す
る
が
、
経
済
学
が
基
本
的
循
環
行
程
と
見
た
生
産
者
志
向
型

の
「
資
本
の
再
生
産
行
程
」
の
円
環
運
動
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
今
日
の
流
通
論
で
は
、
商
品
の
流
通
活
動
を
経
済
的
生
産
活

動
の
一
部
と
見
な
い
し
、
生
産
活
動
を
資
本
の
利
潤
目
的
の
み
に
規
定
す
る
経
済
活
動
と
解
し
な
い
。
生
産
活
動
を
資
本
利
潤
に
直

結
し
て
、
循
環
論
と
し
て
理
解
す
る
考
え
方
は
、
す
で
に
過
去
の
経
済
理
論
と
な
っ
て
い
る
。
地
球
上
の
資
源
は
、
全
人
類
の
福
祉

目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
、
そ
し
て
、
地
上
の
自
然
環
境
も
全
人
類
の
共
有
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
す

で
に
確
認
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
活
動
は
、
小
目
的
で
は
地
域
社
会
の
、
大
目
的
で
は
世
界
人
類
の
福
祉
に

貢
献
す
る
と
い
う
消
費
者
志
向
に
大
き
く
変
わ
っ
て
来
て
い
る
。

流
通
社
会
の
円
環
運
動
と
見
る
経
済
活
動
は
、
生
産
活
動
と
消
費
活
動
の
円
形
上
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
生
産
も
消
費
も
同
様
に

社
会
的
過
程
で
あ
っ
て
、
生
産
が
消
費
を
支
配
し
限
定
す
る
と
見
れ
ば
、
同
様
に
消
費
も
生
産
を
支
配
し
限
定
す
る
相
互
関
係
と
見
な

さ
ね
ば
な
ら
な
い
・
人
類
の
社
会
生
活
に
お
け
る
価
値
活
動
は
、
す
べ
て
他
目
的
の
生
産
活
動
で
あ
る
。
各
人
は
、
相
互
に
他
目
的
の

生
産
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
貨
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
名
の
商
品
の
高
き
流
通
価
値
を
生
産
し
な
が
ら
、
相
関
的
円

環
運
動
を
く
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
流
通
的
循
環
の
構
想
は
、
そ
の
価
値
活
動
を
始
点
も
終
点
も
な
い
円
形
上
の
経
済
的
移
転



６
運
動
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

錘
す
べ
て
の
経
済
主
体
は
流
通
関
係
を
実
現
し
た
と
同
様
の
行
程
を
、
次
の
流
通
関
係
に
お
い
て
同
様
の
形
態
で
く
り
返
す
。
か
く

し
て
、
す
べ
て
の
経
済
主
体
の
生
産
と
消
費
行
為
は
、
必
ず
他
の
経
済
主
体
の
生
産
と
消
費
行
為
に
関
連
し
、
こ
の
よ
う
に
く
り
返

さ
れ
る
循
環
関
係
の
中
で
、
経
済
社
会
は
偉
大
な
有
機
体
の
自
然
力
に
も
似
た
基
本
的
動
力
に
支
配
さ
れ
て
、
総
体
の
目
的
を
実
現

し
な
が
ら
絶
え
ず
一
定
の
過
程
を
発
展
的
に
自
他
転
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
流
通
社
会
の
基
礎
的
活
動
と
し
て
の
個
別
の
交
換
関
係
の
理
解
も
、
交
換
経
済
の
契
約
的
相
関
関
係
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
授
受
思
想
に
支
配
さ
れ
る
売
買
関
係
に
お
い
て
は
、
売
手
は
買
手
を
利
益
実
現
の
対
象
と
見
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
買
手
も
売
手
に
対
し
同
様
で
あ
り
、
双
方
の
当
事
者
ら
が
互
い
に
他
方
の
利
益
目
的
に
な
る
こ
と
を
意
識
す
る
交
流
関
係
で

あ
る
。
他
方
を
利
益
手
段
と
意
識
す
る
交
換
概
念
か
ら
、
市
場
独
占
と
い
う
不
均
衡
現
象
が
派
生
し
て
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供
給

の
対
決
が
現
れ
る
。
自
由
放
任
主
義
か
ら
は
自
然
的
調
整
の
市
場
現
象
が
実
現
さ
れ
な
い
で
、
か
え
っ
て
内
外
市
場
に
お
け
る
大
不

均
衡
を
作
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

資
本
主
義
経
済
の
均
衡
回
復
と
世
界
市
場
の
調
和
と
連
帯
を
願
う
な
ら
ば
、
「
相
手
を
生
か
す
こ
と
（
他
者
実
現
）
こ
そ
が
、
自

己
を
生
か
す
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
新
し
い
理
念
を
速
や
か
に
確
立
し
、
政
策
実
行
す
べ
き
だ
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
交
換
関
係
の

意
識
革
命
を
不
均
衡
社
会
の
す
べ
て
の
面
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
国
民
的
規
模
の
運
動
こ
そ
は
、
ま
さ
に
人
類
均
衡
（
救
済
）
の
た
め

の
運
動
で
あ
り
、
こ
の
運
動
の
論
理
こ
そ
「
均
衡
の
科
学
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
結
論
と
し
て
集
約
す
べ
き
点
は
、
流
通
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
破
局
に
陥
ら
せ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
個
体
と
連
体
の

目
的
性
を
同
時
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
世
界
的
不
均
衡
を
崩
壊
混
乱
に
陥
れ
る
こ
と
な
く
解
決
す
る
に
は
、
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一
九
七
○
年
代
は
、
経
済
思
想
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
高
度
成
長
の
終
焉
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
国
際
金
融
組
織
の
不
安
定
、
そ
し
て
石
油
を
は
じ
め
と
す
る
資
源
問
題
、
ま
た
公
害
問
題
な
ど
、
多
発
す
る
困
難
な
諸
問
題
を

か
か
え
て
、
従
来
の
経
済
思
想
は
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
思
想
転
換
の
苦
悩
の
な
か
で
、
は
た
し
て
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
進
路
を
き
め
る
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

す
く
な
く
と
も
、
経
済
学
者
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
思
想
で
は
、
こ
れ
ら
の
困
難
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
気
づ
く
も
の
が
で
て
き
て
、
硬
直
化
し
た
従
来
の
経
済
思
想
に
危
機
を
感
じ
、
そ
の
枠
組
み
を
う
ち
や
ぶ
り
、
新
し
い

現
実
に
対
応
で
き
る
経
済
思
想
を
う
ち
だ
そ
う
と
す
る
革
新
者
も
現
れ
は
じ
め
て
き
た
。

し
か
し
従
来
の
経
済
思
想
の
学
問
的
体
系
の
も
と
で
、
す
で
に
強
固
な
政
策
技
術
が
発
展
し
、
そ
の
技
術
を
発
展
さ
せ
た
経
済
思

想
の
根
源
に
あ
る
も
の
は
な
に
か
と
い
う
反
省
よ
り
も
、
そ
の
技
術
自
体
の
便
利
さ
に
目
を
奪
わ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
技
術

を
生
み
だ
す
こ
と
の
で
き
た
従
来
の
経
済
思
想
が
装
っ
て
い
る
科
学
ら
し
さ
に
幻
惑
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
革
新
的
な
経
済
思
想
、

も
し
く
は
そ
れ
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
声
も
小
さ
く
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
経
済
思
想
の
発
展
は
単
な
る
技
術
の
発
展
で
は
な
く
、

む
し
ろ
経
済
思
想
の
基
底
に
あ
る
人
間
性
の
問
題
に
か
か
わ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
技
術
的
側
面

を
超
え
て
、
経
済
思
想
を
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
な
し
に
は
、
経
済
思
想
に
お
け
る
前
進
も
し
く
は
新
し
い
現
実
に
対
応
で
き
る
経

市
場
理
論
の
意
識
革
命
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(2)

新
し
い
福
祉
理
念
の
確
立
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西
欧
に
お
け
る
経
済
思
想
の
発
展
が
、
「
公
共
の
幸
福
」
と
解
さ
れ
る
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
思
想
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
、

経
済
思
想
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
誰
に
で
も
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
経
済
思
想
が
科
学
的
に
体

系
化
さ
れ
た
Ａ
・
ス
ミ
ス
以
来
の
こ
と
で
は
な
く
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
源
は
古
代
、
中
世
に
測
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
わ
が
国
に
お
け
る
経
済
思
想
が
、
そ
の
よ
う
な
発
展
を
た
ど
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
発
展
は
、
輸

入
の
歴
史
で
あ
り
、
西
欧
か
ら
の
借
り
物
の
思
想
を
消
化
す
る
努
力
の
歴
史
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
明
治
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
や

ド
イ
ツ
か
ら
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
と
、
こ
こ
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
輸
入
さ
れ
て
き
た
欧
米
の
経
済
思
想
が
、
わ
が
国
の

経
済
政
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
基
盤
が
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
思
想
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
「
富
国
強
兵
」
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

と

ど

西
欧
の
経
済
思
想
を
た
だ
単
に
純
粋
な
知
識
と
し
て
止
め
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
、
あ
る
い
は
硬
直
化
し
た
特
定
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
ぎ
な
く
し
て
し
ま
う
原
因
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

ゥ
エ
ル
フ
ェ
ァ
思
想
こ
そ
、
経
済
思
想
の
本
質
で
あ
り
、
こ
の
思
想
を
中
心
に
経
済
思
想
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
示
的

に
意
識
し
て
、
経
済
学
の
研
究
に
む
か
っ
た
の
は
福
田
徳
三
で
あ
り
、
か
れ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
正
四
五
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

そ
こ
で
経
済
思
想
か
ら
み
た
新
し
い
理
念
の
確
立
を
、
従
来
の
経
済
思
想
の
根
本
的
な
反
省
に
基
づ
く
、
新
し
い
経
済
思
想
へ
の

一

革
新
と
い
う
視
点
に
た
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

済
思
想
の
確
立
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
性
の
浅
い
わ
が
国
の
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
思
想
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福
田
は
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
と
い
う
言
葉
の
訳
語
に
「
厚
生
」
を
あ
て
て
い
る
が
、
こ
の
漢
語
は
大
槻
文
彦
の
『
大
言
海
』
を
み
る
と
、

『
害
経
』
に
あ
り
、
「
人
民
ノ
生
活
ヲ
ユ
タ
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
最
近
こ
の
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
と
い
う
言
葉
に
「
福

祉
」
と
い
う
漢
語
が
使
わ
れ
、
そ
の
使
用
が
現
在
普
及
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
．
「
福
祉
」
は
『
文
』
に
あ
り
、
「
シ
ァ

ハ
セ
ョ
キ
コ
ト
、
サ
イ
ワ
イ
」
と
あ
る
。

文
字
の
詮
議
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
思
想
が
導
入
さ
れ
、
も
し
く
は
邦
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
わ
が
国
で
は

経
済
思
想
導
入
の
歴
史
に
お
い
て
き
わ
め
て
現
在
に
近
い
時
点
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
と
く
に
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
経
済
学
の
発
展
は
、
功
利
主
義
思
想
と
む
す
び
つ
い
て
き
た
こ
と
は
、
経
済
思
想
史
を
研
究
す
る
者
な
ら
ば
何
び
と
と

い
え
ど
も
否
定
で
き
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
経
済
学
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
導
入
し
な
が
ら
も
、
こ
の
功
利

主
義
思
想
は
、
倫
理
観
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
悪
徳
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
そ
の
当
時
「
か
れ
は
功
利
的
で
あ
る
」

と
い
う
表
現
は
決
し
て
倫
理
的
に
「
善
」
で
あ
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
風
土
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
九
二
○
年
代
以
来
、
福
田
が
導
入
し
た
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
思
想
が
、
た
と
え
経

済
学
を
理
解
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
の
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
に
せ
よ
、
国
家
の
経
済
政
策
の
目
標
と
し
て
コ
ン
セ

ン
サ
ス
を
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
国
民
感
情
に
は
熟
す
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
近
、
「
福
祉
」
国
家
と
か
、
「
福
祉
」
政
策
と
か
、
あ
る
い
は
「
福
祉
」
の
経
済
学
と
か
、
あ
た
か
も
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
思
想
が

わ
が
国
に
お
い
て
現
実
性
を
も
つ
思
想
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
も
し
わ
が
国
に

お
け
る
経
済
思
想
が
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
思
想
に
も
と
づ
く
発
展
を
と
げ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま

こ
と
に
奇
異
な
現
象
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
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わ
が
国
に
お
い
て
、
実
質
的
に
「
福
祉
」
が
登
場
し
て
く
る
の
は
一
九
六
○
年
代
の
中
葉
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
四

十
二
年
度
の
経
済
白
書
が
「
能
率
と
福
祉
の
向
上
」
を
副
題
に
し
て
、
政
府
の
立
場
か
ら
福
祉
政
策
の
あ
り
方
を
示
し
た
こ
ろ
か
ら

福
祉
優
先
の
経
済
政
策
が
現
れ
は
じ
め
た
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
一
九
五
○
年
代
中
葉
以
降
持
続
し
て
き
た
高
度
成
長
の
欠
陥
が
よ

う
や
く
物
価
上
昇
や
公
害
と
い
っ
た
形
で
露
呈
し
は
じ
め
、
高
度
成
長
政
策
に
対
す
る
批
判
の
声
が
高
ま
り
は
じ
め
た
の
と
、
そ
れ

は
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
昭
和
三
十
年
の
「
経
済
自
立
五
カ
年
計
画
」
以
来
今
日
ま
で
、
政
府
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
経
済
計
画
の

推
移
の
な
か
に
お
い
て
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
三
十
五
年
に
池
田
内
閣
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
「
国
民
所
得
倍
増
計

画
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
昭
和
三
十
年
代
の
政
府
の
経
済
政
策
は
完
全
雇
用
と
経
済
成
長
に
最
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
、
経
済
計
画
「
経
済
社
会
発
展
計
画
」
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
重
点
が
福
祉
政
策
に
切
り
替
え
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
四

十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
福
祉
」
思
想
が
わ
が
国
に
お
い
て
経
済
政
策
の
重
要
な
目
標
と
し
て
市
民
権
を
獲
得
し
た
の
は
、
一
九
六
○
年

代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
く
、
そ
の
市
民
権
の
獲
得
は
高
度
成
長
が
か
げ
り
を
み
せ
、
高
度
成
長
政
策
批

判
と
し
て
「
く
た
ば
れ
Ｇ
Ｎ
Ｐ
／
、
」
と
い
っ
た
声
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
中
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
ま
で
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
た
ち
は
、
戦
争
直
後
の
焼
跡
と
飢
餓
の
な
か
で
得
た
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
所
得
増
大
を
な
ん
ら
意

系
ご
つ
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
こ
の
よ
う
な
突
然
変
異
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
い
つ
頃
か
ら
、

こ
の
「
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
経
済
政
策
の
目
標
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
を
た
し
か
め
て
お
く
必
要
が
あ

0
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一
九
七
七
年
八
月
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
国
際
経
済
史
学
会
に
お
い
て
、
世
界
の
主
要
先
進
諸
国
か
ら
経
済
思
想

史
研
究
者
が
集
ま
っ
て
、
福
祉
国
家
の
発
展
を
比
較
検
討
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
も
た
れ
た
。
そ
れ
は
、
現
在
先
進
諸
国
が
そ
の

目
標
と
し
て
い
る
福
祉
国
家
の
建
設
が
、
は
た
し
て
そ
れ
ら
諸
国
の
あ
い
だ
で
統
一
し
た
概
念
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
各
国
各
様
の
異
質
的
な
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
観
念
的
・
抽
象
的
な
か
た
ち
で
の
福
祉
国
家
を
目
標
と
し
て
想
定
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
共
通
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
集
会
に
集
ま
っ
た

報
告
に
よ
る
各
先
進
諸
国
の
「
福
祉
国
家
」
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
~
，
制
度
的
側
面
の
分
析
は
、
「
福
祉
国
家
」
概
念
が
あ
ま
り
に

も
国
に
よ
っ
て
異
っ
て
お
り
、
今
後
こ
の
概
念
の
国
際
的
な
比
較
研
究
を
行
な
っ
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念
を
学
問
的
に
使

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
も
た
ら
し
た
。

た
と
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
「
福
祉
国
家
」
の
思
想
的
源
泉
を
ド
イ
ツ
社
会
政
策
学
に
も
と
め
、
さ
ら
に
そ
の

政
策
の
制
度
的
起
原
を
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
政
策
に
も
と
め
、
そ
こ
に
現
在
ま
で
に
発
展
し
て
き
た
ド
イ
ツ
「
福
祉
国
家
」
を
特
徴

識
的
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
政
策
目
標
と
し
て
の
理
念
に
か
か
げ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
○
年
代
後
半
、
高
度
成
長
政

策
批
判
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
政
策
目
標
に
た
よ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
意
識
的
に
な
ん
ら
か
の
理
念
を
つ
く
り
だ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
北
欧
や
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
の
充
実
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
、
も
し
く
は
生
産
拡
大
へ
の
批
判
に
基
づ
く

分
配
の
公
正
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
政
策
目
標
の
理
念
を
切
り
か
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
福
祉
」
の
登
場
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
福
祉
国
家
の
建
設
と
い
っ
た
目
標
が
こ
と
新
た
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

各
国
各
様
に
異
な
る
~
「
福
祉
」
の
概
念
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づ
け
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
あ
る
も
の
は
、
こ
の
国
に
お
け
る
「
福
祉
国
家
」
概
念
と
そ
の
政
策
の
端
緒
を

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
争
に
む
け
て
の
国
家
総
力
の
動
員
に
あ
る
と
主
張
し
~
こ
の
動
員
の
た
め
に
政
府
は
国
民
に
犠
牲
を

強
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
代
償
と
し
て
政
府
が
国
民
に
な
ん
ら
か
の
便
益
を
あ
た
え
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
と
し
た
。
そ
し
て
、
ほ
か
の
も
の
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
『
大
転
換
』
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
二
○
年
代
以
降
、
欧
米
の
先
進
諸
国

に
お
い
て
市
場
組
織
が
十
分
に
機
能
し
な
く
な
り
、
そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
、
政
府
の
干
渉
に
よ
る
経
済
政
策
が
だ
ん
だ
ん
と
強

ま
り
、
現
代
に
お
け
る
「
福
祉
国
家
」
へ
の
移
行
過
程
が
は
じ
ま
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

｝
」
の
よ
う
に
欧
米
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
統
一
的
な
概
念
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
福
祉
国
家
」
も
し
く
は
「
福
祉
」
政
策
と
い
え
ば
、
北

欧
諸
国
を
思
い
浮
べ
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
経
済
政
策
を
考
え
、
そ
の
よ
う
な
経
済
思
想
の
展
開
者
と
し
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の

名
を
思
い
お
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
十
分
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
福
祉

国
家
」
の
代
名
詞
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
北
欧
諸
国
も
、
そ
の
一
種
の
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
一
種
の
実

験
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
理
念
や
政
策
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
採
り
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
意
味

の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
あ
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
が
目
指
し
て
い
る
目
標
を
「
福
祉
国
家
」
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
の
政
策
を

「
福
祉
」
政
策
の
模
範
と
し
て
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
各
国
各
様
の
「
福
祉
」
概
念
の
一
発
現
形
態
に
し
か
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
と
い
う
言
葉
を
「
公
共
の
幸
福
」
と
解
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
｝
」
の
言
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わ
か
る
。

葉
の
も
つ
経
済
政
策
的
な
意
味
に
は
共
通
項
が
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
け
る
「
福
祉
」
を
目
指
し
て
国
家
を
建
設
し
、
経
済
政

策
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
は
誰
に
も
異
論
は
な
い
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な
理
念
が
高
度
成
長
批
判
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
わ
が
国
で
ご
く
最
近
国
家
政
策
の
目
標
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
に
も
そ
の
理
念
を
否
定
す
る
必
要

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
戦
前
の
「
富
国
強
兵
」
と
か
、
た
だ
単
に
国
民
所
得
の
増
大
と
か
を
目
指
す
よ
り
は
、
も
っ
と

広
い
意
味
で
国
民
を
豊
か
に
す
る
、
幸
福
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
抽
象
概
念
は
国
家
政
策
の
目
標
と
し
て
は
、
意
味
が
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、

先
進
諸
国
に
お
い
て
各
国
各
様
の
「
福
祉
」
概
念
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
抽
象
的
な
概
念
が
経

済
政
策
の
目
標
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

西
欧
諸
国
に
お
い
て
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
と
い
う
言
葉
が
「
公
共
の
幸
福
」
を
意
味
す
る
思
想
史
的
伝
統
の
な
か
で
、
少
な
く
と

も
そ
れ
は
「
個
人
の
幸
福
の
集
計
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
お
け
る
、
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
の
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
国
に
お
け
る
「
福
祉
国
家
」
あ
る
い
は
「
福
祉
」
政
策
へ
の
契
機
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
見

い
だ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
戦
争
へ
の
強
制
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
動
員
の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
た
国
民
の
便
益
を
政

府
が
補
償
す
る
政
策
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
底
に
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
社
会
が
個
人
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

個
人
の
集
団
と
し
て
の
社
会
は
つ
ね
に
個
人
の
幸
福
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
損
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が

西
欧
諸
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
事
態
を
考
え
な
が
ら
、
わ
が
国
の
社
会
の
あ
り
方
を
見
て
み
る
と
、
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
社
会
は
個
人
を
唯
一
の
単
位
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
西
欧
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
わ
が
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現
代
の
経
済
学
、
と
く
に
現
在
、
経
済
学
界
で
支
配
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
新
古
典
派
経
済
学
の
思
想
が
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
そ
の
著

『
大
転
換
』
で
示
し
た
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
た
か
だ
か
百
年
間
の
、
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
に
出
現
し
た
経
済

組
織
、
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
的
組
織
で
あ
る
市
場
組
織
が
機
能
す
る

社
会
を
前
提
に
し
て
誕
生
し
、
世
界
に
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
確
か
に
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も

異
っ
た
社
会
で
あ
る
現
代
日
本
の
経
済
的
理
念
を
な
ん
の
配
慮
も
な
く
直
接
的
に
、
西
欧
か
ら
導
入
し
た
経
済
思
想
か
ら
導
き
だ
す

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
危
険
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
欧
米
諸
国
自
身
に
も
現
在
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
思
想
の
革
新
を
は
か
り
、

そ
の
立
場
か
ら
現
代
の
経
済
的
理
念
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
考
え
、
そ
の
あ
る
も
の
は
、
「
福
祉
国
家
」
あ
る
い
は
「
福
祉
」
政
策
が

国
が
大
戦
中
に
ま
っ
た
く
国
民
の
犠
牲
へ
の
代
償
を
考
慮
せ
ず
に
、
政
府
が
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
動
員
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像

も
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
に
も
わ
が
国
の
社
会
が
民
主
化
さ
れ
、
個
人
の
幸
福
が
尊
重
さ
れ
る
要
素
が
芽
生
え
、

成
長
し
て
き
た
と
は
い
え
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
国
民
の
意
識
に
浸
透
し
、
そ
の
生
活
を
実
質
的
に
変
え
て
き
た
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が

こ
の
よ
う
な
事
態
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
概
念
が
導
入
さ
れ
た
歴
史
が
浅
い
と
い
う
事
情
と
と
も
に
十
分
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
「
福
祉
国
家
」
あ
る
い
は
「
福
祉
」
政
策
と
い
う
掛
け
声

が
な
に
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

欧
米
経
済
思
想
の
見
直
し
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市
場
組
織
の
修
正
を
前
提
に
し
た
経
済
思
想
の
理
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
経
済
理
念
も
、

従
来
の
経
済
思
想
か
ら
直
接
的
に
で
て
く
る
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
問
題
を
も
う
す
こ
し
深
く
考
慮
し
て
み
る
な
ら
ば
、
現
代
に
お
い
て
支
配
的
な
経
済
学
体
系
の
思
想
は
、
「
消
費
者
」
を
社

会
的
椛
成
の
一
単
位
で
あ
る
「
個
人
」
に
み
た
て
、
そ
の
満
足
が
最
大
に
な
る
こ
と
を
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
の
追
求
と
考
え
、
さ
ら
に
民

主
的
政
治
に
お
け
る
投
票
の
仕
組
み
が
あ
た
か
も
経
済
社
会
に
お
い
て
は
市
場
組
織
を
通
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
と
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
、
擬
制
的
手
法
の
上
に
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

現
在
、
こ
の
よ
う
な
学
問
体
系
の
も
つ
経
済
思
想
へ
の
批
判
は
、
は
た
し
て
現
代
の
経
済
機
構
に
お
い
て
「
消
費
者
」
が
そ
の
運

営
を
司
る
究
極
的
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
を
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
社

会
を
想
定
で
き
な
い
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
形
で
現
代
社
会
が
、
経
済
組
織
が
動
い
て
い
る
の
か
、
そ
こ
で
は
公
共
の
幸

福
と
い
う
意
味
で
の
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
が
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
、

そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
経
済
思
想
の
革
新
は
、
欧
米
に
お
け
る
現
代
経
済
思
想
の
潮
流
の
中
に
明
確
に
現
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
中
心
に
広
が
っ
て
き
て
い
る
経
済
学
の
革
新
的
な
動
き
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
と
い

っ
た
も
の
は
、
そ
の
急
激
な
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ほ
ど
急
激
で
は
な
い
に
し
て
も
、
数
多
く
の
反
省
が
現
代

経
済
学
に
お
い
て
見
ら
れ
、
そ
の
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
を
知
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
わ
が
国
の
経
済
も
し
く
は
経
済
思
想
の
現
在
の
姿
を
み
る
と
き
、
欧
米
と
は
歴
史
的

に
も
地
理
的
に
も
次
元
を
異
に
し
た
社
会
組
織
を
、
欧
米
社
会
を
前
提
的
に
し
た
擬
制
的
な
経
済
思
想
か
ら
わ
が
国
の
現
実
に
適
す

る
理
念
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
は
た
し
て
許
さ
れ
る
か
と
い
う
疑
問
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
「
公
共
の
幸
福
」
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わ
が
国
に
お
い
て
は
、
個
人
と
い
う
も
の
を
共
同
体
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
思
想
が
根
強
く
存
在
し

て
い
る
。
そ
れ
が
善
い
か
悪
い
か
と
い
う
価
値
判
断
の
問
題
は
と
や
か
く
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ

は
打
ち
消
し
が
た
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
共
同
体
へ
の
自
己
犠
牲
も
し
く
は
忠
誠
心
は
、
戦
後
は
企
業
へ
の
奉
仕
と
い
っ
た
形
で
現

れ
、
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
天
皇
制
を
中
心
に
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
社
会
は
崩
壊
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
意
味
で
は
日
本
人
の
社
会
的
行
動

を
律
す
る
原
理
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
を
こ
う
む
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
共
同
体
へ
の
志
向
を
、
欧
米
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
た
ち
が
、
最
近
の
高
度
成
長
の
起
爆
力
に
な
っ
て
い
る
と

高
く
評
価
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
が
ま
た
彼
ら
の
な
か
で
、
個
人
を
中
心
に
し
過
ぎ
た
西
欧
社
会
の
反
省

と
な
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
係
は
直
接
な
い
に
し
て
も
、
欧
米
に
お
い
て
も
経
済
が
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
共

同
体
を
中
心
に
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
そ
の
組
織
の
研
究
も
し
く
は
そ
の
組
織
と

社
会
と
の
繋
が
り
を
研
究
す
る
傾
向
も
強
ま
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
思
想
を
西
欧
諸
国
に
広
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
「
個
人
の
幸
福
の
集
計
」
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
意
識
の
な
か
で
帰
属
し
て
い
る
と
考

が
「
個
人
の
幸
福
」
の
集
計
と
し
て
は
伝
統
的
に
も
考
え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
欧
米
に
み
ら
れ
る
現
代
の
経
済

思
想
の
革
新
は
、
欧
米
諸
国
の
よ
う
に
単
な
る
現
代
的
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
持
つ
特
有
の
性
格
か
ら
出
て
く
る
理
念
を
求

め
る
た
め
に
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

今
後
わ
が
国
が
た
ど
る
福
祉
国
家
の
あ
り
方
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さ
ら
に
日
本
経
済
に
お
け
る
企
業
と
い
う
組
織
体
の
役
割
の
検
討
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
日
本
経
済
に
お

け
る
企
業
の
役
割
は
欧
米
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
言
を
待
つ
ま
で
も
な
く
大
き
い
。
し
か
も
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
企
業
に
対
し
て
共
同

体
と
し
て
の
帰
属
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
経
済
に
貢
献
し
て
い
る
企
業
の
組
織
を
技
術
の
開
発
力
、

市
場
へ
の
影
響
力
、
金
融
調
達
力
な
ど
の
側
面
で
十
分
に
検
討
し
、
そ
れ
を
十
分
に
機
能
さ
せ
て
利
益
を
得
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
企
業
の
役
割
は
生
産
面
に
こ
れ
ま
で
主
に
限
ら
れ
て
き
た
と
い
う
限
界
も
十
分
に
認
識
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
配
面
の
公
正
を
実
現
す
る
た
め
に
、
企
業
の
組
織
は
ど
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は

そ
の
た
め
に
企
業
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
も
う
一
つ
の
共
同
体
で
あ
る
国
家
が
干
渉
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
考
え
て

ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
の
経
営
参
加
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
日
本
の
企
業
に
お

え
ら
れ
る
共
同
体
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
世
界
経
済
の
中
の
国
家

経
済
、
国
家
経
済
の
中
に
お
い
て
は
公
共
団
体
、
地
域
団
体
あ
る
い
は
企
業
、
ま
た
家
族
と
い
っ
た
社
会
単
位
を
と
っ
て
、
そ
の
組

織
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
実
現
の
た
め
に
、
そ
れ
が
存
在
す
る
社
会
と
の
関
連
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な

こ
の
よ
う
な
考
察
に
立
っ
て
、
日
本
は
、
世
界
経
済
の
中
で
、
た
と
え
ば
南
北
問
題
に
お
い
て
は
ア
ジ
ア
諸
民
族
と
強
い
関
係
を

も
つ
共
同
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
際
金
融
の
不
安
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
経
済
と
緊
密
な
関
係
を
も
つ
共
同
体
と
し
て
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
検
討
の
上
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
が
帰
属
し

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
組
織
体
が
世
界
経
済
や
諸
国
民
経
済
と
調
和
し
て
ど
の
よ
う
な
利
益
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
か
を
知
る
こ
と

ら
な
い
の
で
あ
る
。
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い
て
は
そ
の
西
欧
と
は
異
っ
た
伝
統
的
運
営
組
織
に
そ
の
解
決
の
糸
口
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
企
業
に
分
配

の
公
正
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
政
府
は
税
制
や
社
会
保
障
な
ど
の
諸
制
度
に
基
づ
い

て
そ
れ
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

現
代
欧
米
先
進
諸
国
に
お
い
て
も
、
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
を
個
人
を
社
会
構
成
の
唯
一
の
単
位
と
し
て
考
え
て
、
抽
象
的
な
社
会

と
短
絡
さ
せ
、
そ
の
幸
福
の
集
計
値
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
検
討
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
人
の
幸
福
が
わ
れ
わ
れ
社

会
の
究
極
的
な
目
標
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
を
考
え
る
場
合
に
は
、
個
人
が
属
す
る
諸
々
の

共
同
体
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
利
益
も
し
く
は
ほ
か
の
共
同
体
の
利
益
と
の
調
和
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

、

、

、

、

い
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
社
会
構
成
を
基
盤
と
し
た
福
祉
観
に
基
づ
く
理
念
こ
そ
、
も
っ
と
も
適
切
な
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ァ
」
実
現

の
理
念
で
あ
り
、
こ
と
に
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
た
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
思
想
を
強
固
に
そ
の
社
会
に
定
着
さ
せ
る
現
実
的
な
理
念
で

あ
ろ
う
。
今
後
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
福
祉
理
念
に
基
づ
い
て
「
福
祉
国
家
」
あ
る
い
は
「
福
祉
」
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
か

十
九
世
紀
の
世
界
経
済
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
強
力
な
主
導
権
の
下
に
発
展
し
た
。
こ
の
主
導
権
の
実
質
的
内
容
は
、
産
業
革

命
を
契
機
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
高
付
加
価
値
生
産
に
向
っ
て
加
速
的
に
シ
フ
ト
し
、
こ
れ
に
伴
う
一
次
産
品
を
中
心
と
す
る
急

速
な
内
需
の
拡
大
が
輸
入
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
、
そ
れ
が
更
に
輸
出
を
刺
激
す
る
と
い
う
良
循
環
を
生
み
、
｜
」
の
サ
イ
ク
ル
が
イ
ギ

リ
ス
経
済
に
よ
っ
て
ド
ラ
イ
ブ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
本
質
は
強
力
な
輸
入
吸
引
力
に
よ
っ
て
国
際
経
済

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(3)

経
済
外
交
理
念
の
確
立
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一
国
、
一
地
域
の
発
展
は
、
そ
の
社
会
・
経
済
・
文
化
の
総
合
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
経

済
発
展
は
そ
の
一
側
面
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
発
展
を
社
会
の
体
制
的
発
展
と
名
付
け
て
お
こ
う
。

「
発
展
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
価
値
観
の
問
題
が
入
り
こ
ん
で
来
て
、
そ
う
簡
単
に
は
定
義
で
き
な
い
。
し
か

し
、
ど
の
時
点
や
時
代
で
も
人
々
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
努
力
の
方
向
や
目
的
は
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
努
力
目
標
が
よ
り

容
易
に
ス
ム
ー
ズ
に
達
成
で
き
る
よ
う
な
社
会
の
体
制
的
変
動
を
も
っ
て
発
展
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

だ
が
、
人
々
の
努
力
目
標
が
す
べ
て
の
時
点
や
時
代
を
通
じ
て
同
じ
だ
と
は
い
い
切
れ
な
い
か
ら
、
目
標
が
変
わ
れ
ば
発
展
の
方

向
も
変
わ
る
。
し
か
し
前
の
努
力
目
標
を
全
く
否
定
す
る
よ
う
な
新
し
い
目
標
を
人
々
が
設
定
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
体
制
変

動
の
前
後
を
通
じ
て
大
な
り
小
な
り
変
わ
ら
な
い
共
通
の
努
力
目
標
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
発
展
は
方
向
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
不
変
部
分
が
失
わ
れ
る
方
向
へ
の
変
動
は
、
し
た
が
っ
て
没
落
と
考
え
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
で
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
体
制
内
で
は
連
続
的
で
あ
る
が
、
体
制
の
変
わ
り
目
で
は
不
連
続
的
な
も
の
と

な
る
。
体
制
の
変
革
が
起
こ
る
原
因
は
旧
体
制
の
中
で
努
力
す
る
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
が
現
れ
て
、
そ
れ
が
デ
ッ

に
お
け
る
意
思
決
定
の
分
散
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
点
に
あ
る
。
こ
の
本
質
は
時
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
る
べ
き
特
性
で
あ
る
。
各

国
が
国
際
経
済
の
場
で
勝
手
に
振
舞
え
ば
、
世
界
経
済
は
も
は
や
「
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
は
存
在
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

国
連
の
民
主
的
擬
装
に
よ
る
意
思
決
定
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
再
建
に
何
一
つ
寄
与
し
て
い
な
い
。

本
稿
は
こ
の
反
省
の
下
に
、
世
界
経
済
を
駆
動
す
る
強
力
な
ボ
ン
。
フ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

競
争
経
済
維
持
の
た
め
の
国
際
経
済

■



鯉
か
ら
で
あ
る
。

ド
・
エ
ン
ド
に
達
す
る
際
、
こ
の
エ
ン
ド
が
体
制
自
身
に
起
因
し
て
い
る
場
合
は
体
制
を
変
え
る
以
外
に
発
展
の
余
地
が
な
く
な
る

０

~
こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
デ
ッ
ド
・
エ
ン
ド
を
突
き
破
り
、
新
体
制
に
移
行
す
る
よ
う
な
力
が
社
会
の
内
部
に
存
在
す

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
長
期
的
発
展
に
は
そ
の
ど
こ
か
の
時
点
で
必
ず
体
制
の
変
革
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
社
会
の
内
部

に
そ
の
力
が
な
い
と
す
れ
ば
、
発
展
政
策
は
、
す
な
わ
ち
没
落
政
策
と
も
な
り
、
一
切
の
政
策
論
議
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
没
落
の
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
否
定
し
な
い
が
、
同
時
に
没
落
を
免
れ
る
よ
う
な
自
己
変
革
の
可

能
性
も
認
め
な
け
れ
ば
有
意
な
議
論
は
で
き
な
く
な
る
。

さ
て
、
資
本
主
義
体
制
の
本
質
は
自
由
競
争
の
原
理
で
あ
ろ
う
。
だ
が
競
争
は
元
来
相
手
に
勝
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ

る
か
ら
、
競
争
の
行
き
つ
く
先
で
は
競
争
相
手
が
い
な
く
な
る
。
市
場
で
い
え
ば
完
全
競
争
の
市
場
か
ら
寡
占
、
独
占
へ
と
移
行
す

る
。
つ
ま
り
競
争
は
競
争
を
否
定
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
論
理
的
に
内
包
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
的

な
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
で
は
資
本
主
義
は
必
ず
体
制
の
デ
ッ
ド
・
エ
ン
ド
に
突
き
当
た
る
。
し
か
し
今
日
の
資
本
主
義
社
会
の
多
く
に

は
、
こ
の
一
方
通
行
の
加
速
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
よ
う
な
自
動
制
御
装
置
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の
資
本
主
義
が
こ
の
制
御

装
置
を
内
装
し
た
の
は
自
己
脱
皮
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
踏
み
加
減
を
最
適
に
保
て
る
か
ど
う
か
は
、
そ

の
社
会
の
能
力
次
第
で
あ
る
。

端
的
に
い
っ
て
、
今
日
の
資
本
主
義
社
会
の
体
制
は
市
場
経
済
と
公
共
経
済
の
混
合
経
済
で
あ
る
。
競
争
の
面
か
ら
見
れ
ば
市
場

経
済
は
ア
ク
セ
ル
で
公
共
経
済
は
ブ
レ
ー
キ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
基
幹
産
業
部
門
で
は
規
模
効
果
の
追
求
に
よ
っ
て
資
本
規
模
は
巨

大
な
も
の
と
な
り
、
国
内
的
に
は
実
効
的
な
競
争
が
成
立
し
難
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
資
本
規
模
に
よ
っ
て
競
争
が
排
除
さ
れ
る
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も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
独
占
化
に
対
し
て
は
国
内
市
場
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
市
場
内
に
止
め
た
ま
ま
競
争
原
理
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
こ
れ
が
基
幹
産
業
の
国
有
化
論
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
国
有
化
論
の
前
途
に
は
若
い
時
代
の
資
本
主
義
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
全
く
逆
の
デ
ッ
ド
・
エ
ン
ド
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
経
済
が
発
展
し
国
民
経
済
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
自
由
市
場
に
残
留
す
る
産
業
部
門
は
少
な
く
な
る
と
い
う

ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
で
あ
る
。
そ
の
終
着
駅
は
も
ち
ろ
ん
自
由
市
場
の
消
滅
で
あ
る
。
独
禁
法
は
超
過
利
潤
を
抑
え
る
分
に
は
役
に
立

つ
。
し
か
し
独
占
に
よ
っ
て
初
め
て
普
通
利
潤
が
得
ら
れ
、
企
業
分
割
や
カ
ル
テ
ル
禁
止
で
は
普
通
利
潤
も
得
ら
れ
な
い
段
階
に
ま

で
〃
所
要
の
〃
資
本
規
模
が
巨
大
化
す
る
と
、
も
は
や
独
禁
法
は
役
に
立
た
な
い
。
こ
こ
に
一
国
資
本
主
義
の
限
界
が
あ
る
。

こ
の
デ
ッ
ド
・
エ
ン
ド
を
突
破
す
る
に
は
自
由
市
場
が
国
内
市
場
の
枠
を
こ
え
て
国
際
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
内
市
場
を
独
占

す
る
よ
う
な
巨
大
資
本
で
な
け
れ
ば
普
通
利
潤
す
ら
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
産
業
部
門
で
も
、
世
界
市
場
の
場
で
は
や
は
り
競
争
原
理

が
有
効
に
作
動
す
る
。
今
日
先
進
工
業
国
に
お
け
る
若
干
の
産
業
部
門
は
す
で
に
こ
の
段
階
に
到
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
際
経
済
は
一
面
た
し
か
に
歴
史
的
存
在
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
の
原
理
そ
の
も
の
が
自
由
競
争
の
場
と
し
て
世
界
市
場
を
求
め

て
い
る
の
で
あ
り
、
今
日
の
段
階
で
は
一
国
の
資
本
主
義
体
制
は
そ
の
国
の
公
共
経
済
に
よ
る
補
完
だ
け
で
は
、
も
は
や
維
持
が
困

難
で
あ
り
、
世
界
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
の
秩
序
維
持
が
必
要
不
可
欠
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
世
界
市
場
の
役
割
に
つ
い
て
、
そ
の
変
質
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
国
内
市
場
の
拡
大
の
た
め

に
国
際
経
済
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
国
内
に
お
け
る
自
由
市
場
の
窒
息
や
自
家
中
毒
に
よ
る
資
本
主
義
の
崩
壊
を
防
止
す

る
た
め
に
国
際
経
済
が
必
要
で
あ
る
。
自
由
競
争
の
土
俵
が
国
民
経
済
の
枠
を
こ
え
て
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
こ
れ
か

ら
の
経
済
外
交
の
理
念
の
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



､認2

体
制
変
革
の
源
泉
を
地
域
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
求
め
る
説
も
あ
る
が
（
注
１
）
、
経
済
の
面
か
ら
考
え
る
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
何
も

地
域
的
な
も
の
に
限
る
こ
と
は
な
い
。
付
加
価
値
の
高
い
商
品
を
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
開
発
す
れ
ば
、
こ
れ
は
旧
市
場
が
開

発
さ
れ
た
新
市
場
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
り
代
替
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
一
種
の
変
革
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
地
域
は
有
限
だ
か
ら
、
遠
い
将
来
に
は
地
域
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
地
球
上
か
ら
消
失
し
、
体
制
変
革
の
場
が
ど
こ
に
も
な

い
と
い
う
意
味
で
の
一
種
の
平
衡
状
態
が
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
あ
り
う
る
。
そ
の
点
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
新
市
場
の
開

拓
に
は
論
理
的
に
限
界
が
な
い
。
問
題
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
無
限
継
起
の
ど
こ
か
で
体
制
の
変
革
が
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
形
と
内
容
を
も
つ
変
革
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の
自
由
市
場
の
土
俵
は
国
民
経
済
の
枠
を
こ
え
つ
つ
あ
る
。
今
後
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
れ
を

達
成
す
る
の
に
ま
す
ま
す
巨
大
な
資
金
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
核
融
合
、
宇
宙
開
発
、
海
洋
開
発
の
よ
う
な
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
成
功
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
技
術
革
新
を
生
み
出
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
資
金
と
リ
ス
ク
が

大
き
過
ぎ
て
私
企
業
ベ
ー
ス
に
な
じ
ま
な
く
な
っ
て
い
る
。
当
然
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担
い
手
は
公
共
経
済
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
の
開
発
成
果
も
ま
た
公
共
経
済
が
独
占
す
れ
ば
、
自
由
市
場
は
代
替
に
よ
っ
て
縮
小
し
タ
ー
ム
を
十
分
長
く
と
れ
ば
結

局
消
失
す
る
。
競
争
原
理
が
な
く
な
れ
ば
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
な
く
な
り
、
こ
の
方
向
へ
の
発
展
も
ま
た
有
界
と
な

る
。
こ
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
デ
ッ
ト
・
エ
ン
ド
を
避
け
る
に
は
、
開
発
成
果
を
公
共
経
済
が
独
占
せ
ず
に
、
そ
の
利
用
を
私
企
業

に
認
め
る
よ
う
な
新
し
い
制
度
が
設
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
今
日
の
有
料
道
路
制
度
の
思
想
を
イ
ノ
ベ
ー
シ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
経
済
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
創
造
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ヨ
ン
の
領
域
に
ま
で
拡
張
し
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
。
こ
の
所
有
権
と
利
用
権
の
分
離
が
法
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
所
有

権
に
及
べ
ば
、
こ
の
変
質
に
よ
っ
て
資
本
主
義
は
競
争
原
理
を
残
し
た
ま
ま
体
制
的
に
変
革
さ
れ
る
。
こ
れ
が
自
己
脱
皮
し
た
資
本

主
義
体
制
の
姿
で
あ
り
、
現
代
は
そ
の
過
渡
期
に
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

今
日
先
進
工
業
国
は
途
上
国
に
対
し
て
多
様
な
技
術
援
助
や
経
済
援
助
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
成
功
し
な
い
場
合
が
多
い
。
援
助

資
金
や
援
助
物
資
が
そ
の
目
的
通
り
使
用
さ
れ
ず
、
途
中
で
多
く
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
消
え
去
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
大
家
族
の
中
で

再
分
配
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
ま
だ
救
い
が
あ
る
。
も
っ
と
悪
い
の
は
目
的
通
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
社
会
の
「
社
会
科
学

的
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
（
注
２
）
を
破
壊
し
、
し
か
も
よ
り
高
い
ス
テ
ー
ジ
に
向
う
動
因
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
学
を

寄
付
す
る
。
国
民
の
九
○
％
が
文
盲
で
経
済
成
長
も
ゼ
ロ
の
よ
う
な
国
で
あ
れ
ば
、
卒
業
者
の
大
部
分
は
職
が
な
い
。
な
ま
じ
教
育

を
受
け
た
が
た
め
に
農
民
に
も
労
働
者
に
も
な
れ
ず
、
し
か
も
不
満
の
持
ち
方
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
強
大
な
反
政
府
勢
力
が
大
学

に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
権
力
闘
争
は
加
速
さ
れ
る
（
注
３
）
・

病
院
も
、
食
糧
援
助
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
よ
る
一
夫
一
婦
制
の
奨
励
も
す
べ
て
人
口
と
食
糧
生
産
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て

し
ま
う
。
疫
病
が
拡
が
り
、
病
人
が
死
に
、
妻
の
な
い
若
者
が
部
族
間
の
闘
争
で
死
ぬ
こ
と
す
ら
、
社
会
科
学
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
作

用
効
果
と
考
え
て
も
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
に
対
す
る
有
効
な
経
済
援
助
の
パ
ズ
ル
の
解
き
方
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
全
く
不
明
と
い
っ
て
よ
い
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
の
多
く
は
こ
の
ス
テ
ー
ジ
に
属
す
る
）
・
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ス
テ
ー
ジ
の
途
上
国

に
対
し
て
は
「
援
助
し
な
い
こ
と
が
最
大
の
援
助
だ
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
成
立
す
る
。
ま
し
て
先
進
国
の
社
会
に
お
い
て
の

「
社
会
科
学
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
経
済
援
助



狸

み
通
用
す
る
行
動
規
範
を
押
し
売
り
す
る
よ
う
な
人
権
外
交
な
ど
は
全
く
論
外
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
途
上
国
グ
ル
ー
プ
と
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ブ
ラ
ジ
ル
等
の
中
進
国
グ
ル
ー
プ
は
途
上
国
と

い
っ
て
も
ス
テ
ー
ジ
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
直
接
援
助
に
よ
る
コ
ミ
ッ
ト
は
や
は
り
複
雑
な
社
会
的
フ
リ
ク
シ
ョ
ン

を
起
こ
し
易
い
し
、
政
治
体
制
に
つ
い
て
も
カ
ー
タ
ー
的
な
素
朴
な
干
渉
や
批
判
は
全
く
無
用
で
あ
る
。
主
権
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
国
に
固
有
な
価
値
観
も
ま
た
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
学
説
は
当
然
輸
入
代
替
の
能
力
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
、
す
べ
て
の
国
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
中

進
国
以
上
の
国
で
な
け
れ
ば
有
意
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
範
囲
で
考
え
て
も
ま
だ
問
題
は
残
る
。

た
し
か
に
こ
の
学
説
の
評
価
は
高
く
、
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
説
明
力
も
大
き
い
。
だ
が
、
も
し
こ
れ
を
一
国
だ
け
で
な

く
輸
入
代
替
の
可
能
な
す
べ
て
の
国
が
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
と
す
れ
ば
、
代
替
不
能
な
一
部
の
一
次
産
品
を
除
く
す
べ
て
の
商

品
が
こ
れ
ら
の
国
の
間
で
は
貿
易
不
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
学
説
は
国
際
貿
易
に
関
す
る
一
種
の
終
末
論
で
あ
る
。

態
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。

故
赤
松
要
氏
の
学
説
に
「
雁
行
形
態
論
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
綿
製
品
が
輸
入
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
生
産
が
刺
激
さ
れ
、

や
が
て
代
替
に
よ
っ
て
輸
入
は
ピ
ー
ク
か
ら
下
降
に
変
曲
し
最
後
に
消
失
す
る
。
つ
ぎ
に
生
産
が
国
内
需
要
を
オ
ー
バ
ー
す
る
と
輸

出
が
は
じ
ま
る
が
、
他
国
も
同
じ
経
過
を
た
ど
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
輸
出
に
も
ま
た
変
曲
点
が
現
わ
れ
る
。
横
軸
に
時
間
、
タ
テ
軸
に

量
を
と
る
と
、
輸
入
、
国
内
生
産
、
輸
出
に
つ
い
て
三
つ
の
山
形
が
出
来
る
。
こ
れ
を
雁
の
わ
た
り
の
群
の
姿
に
た
と
え
て
雁
行
形

「
雁
行
形
態
論
」
の
修
正
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介
こ
の
欠
点
を
修
正
す
る
た
め
に
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
国
際
特
化
の
二
つ
を
さ
ら
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
た
シ
ェ
ー
マ
が
次
に
示
す
図
形
で
あ
る
。

′
ハ

A
A － －付

加

価

値

ｲ1、

一画一B ~目

ｲT

CC一 －幸一一

一
~

111 ステージ区分III

グループI･･･輸入代替能力のほとんどない一次産品輸出国。

ここには寄生的な商業資本があるだけで、生産

性のステージは最も低い。

グループIIr･付加価値の比較的低いBグループの商品につい

て輸入代替能力を持つ中進国。イノベーション

の能力は持たない。

グループⅡ1･ ･最も付加価値の高いAグループの商品の生産が

可能であり、しかもイノベーション能力をもつ

先進工業国。

記号･③はAグループ商品の輸出を示す。

囚はAグループ商品の輸入を示す。

⑧、圓等もこれに準じる。
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以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。

途
上
国
に
対
す
る
援
助
政
策
に
つ
い
て
ｌ

最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
援
助
は
Ｉ
、
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
の
輸
出
産
品
に
対
し
て
国
内
市
場
を
明
け
渡
す
よ
う
な
産
業
構
造
の
変
動
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
多
く
の
商
品
を
途
上
国
か
ら
買
っ
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
競
合
生
産
か
ら
の
計
画
的
な
撤
退
を

行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
経
済
外
交
は
ま
さ
に
経
済
内
政
の
問
題
で
あ
る
。

直
接
援
助
は
見
て
く
れ
だ
け
よ
く
て
多
く
の
場
合
不
毛
で
あ
る
が
、
国
連
や
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
場
で
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は

容
易
で
な
い
。
そ
の
不
毛
性
を
理
論
的
に
示
し
気
長
に
説
得
す
る
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
し
、
途
上
国
の
輸
出
力
を
高
め
る
た
め
の
開

発
輸
入
方
式
は
そ
の
国
の
社
会
科
学
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
悪
化
せ
し
め
な
い
限
り
考
慮
の
余
地
が
あ
る
。

先
進
国
相
互
間
の
貿
易
に
つ
い
て
ｌ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
特
定
国
に
偏
し
な
い
限
り
、
輸
入
↓
代
替
生
産
の
サ
イ
ク
ル
は
つ
ね
に
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
二
国
間
に

つ
い
て
貿
易
収
支
の
不
均
衡
は
免
れ
な
い
。
そ
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
決
策
は
途
上
国
を
含
め
た
多
辺
的
な
貿
易
決
済
網
の
建
設

こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
特
色
は
Ｉ
グ
ル
ー
プ
は
専
ら
輸
入
代
替
の
方
向
に
努
め
、
そ
れ
に
必
要
な
資
本
蓄
積
は
Ｃ
商
品
の
輸
出
か
ら
得

る
こ
と
、
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
は
輸
入
代
替
と
逆
輸
入
代
替
（
Ｃ
市
場
を
Ｉ
グ
ル
ー
プ
に
明
け
渡
す
）
と
を
同
時
に
行
な
う
こ
と
、
Ⅲ
グ
ル

ー
プ
は
グ
ル
ー
プ
内
の
各
国
間
で
は
輸
入
代
替
を
行
な
う
が
、
Ｉ
、
Ⅱ
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
逆
輸
入
代
替
（
Ｂ
、
Ｃ
市
場
の
明
け

渡
し
）
を
行
な
う
こ
と
に
あ
る
（
注
４
）
。

経
済
外
交
の
基
本
方
針
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現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
日
米
貿
易
不
均
衡
に
つ
い
て
も
根
本
的
要
因
は
短
期
的
な
も
の
で
は
な
く
、
両
国
の
経
済
構
造
に
お
け

る
逆
輸
入
代
替
能
力
が
不
十
分
な
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
援
助
が
無
計
画
で
偶
発
的
に
行
な
わ
れ
た
結
果
、
援
助
が
被
援
助
国
の

輸
出
入
（
と
く
に
輸
出
余
力
）
に
結
び
付
か
ず
、
ユ
ー
ロ
・
ダ
ラ
ー
や
オ
イ
ル
・
ダ
ラ
ー
の
よ
う
な
過
剰
流
動
性
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
日
米
農
産
物
交
渉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
保
護
貿
易
主
義
は
農
業
の
構
造
改
善
を
阻
害
す
る
だ
け
で
、
結

局
は
農
業
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
。
ボ
ン
大
学
の
故
Ｈ
・
ニ
ー
ハ
ウ
ス
教
授
の
口
癖
は
、
「
補
助
金
な
ど
に
よ
る
農
業
保
謹
政
策
は

両
刃
の
剣
で
あ
る
。
そ
れ
は
麻
薬
の
よ
う
な
も
の
で
、
当
面
の
痛
み
止
め
に
は
効
く
が
、
長
期
に
服
用
す
る
と
命
取
り
に
な
る
」
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
至
言
で
あ
る
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
が
今
加
え
て
い
る
圧
力
こ
そ
農
業
の
本
格
的
な
構
造
改
善
を
や
る
た
め
に
は
絶

好
の
契
機
で
あ
り
、
む
し
ろ
神
風
だ
と
思
う
べ
き
で
あ
る
。
増
田
説
（
注
１
）
の
よ
う
に
旧
体
制
か
ら
の
自
己
脱
皮
は
決
し
て
容
易

で
は
な
い
。
外
圧
に
よ
っ
て
む
り
や
り
に
脱
が
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
幸
せ
だ
と
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
日
本
農
業
は
文
字
通
り
石
油
漬
け
農
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
元
に
戻
す
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
、
ア
ラ
ブ
の
王
様
の
ご
機
嫌

次
第
で
自
給
率
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
だ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
の
見
せ
か
け
の
自
給
率
に
し
が
み
つ
い
て
「
食
糎
自
給
は
安
全
保
障

の
た
め
不
可
欠
」
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
じ
ま
ら
な
い
。

農
業
に
限
ら
ず
、
構
造
不
況
業
種
に
し
て
も
、
撤
退
す
べ
き
と
こ
ろ
は
可
及
的
速
や
か
に
撤
退
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
代
り
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
全
力
を
注
ぎ
高
付
加
価
値
商
品
の
生
産
と
輸
出
に
全
力
を
傾
倒
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
例
は
い
く
ら
も
あ
る
。
た
と
え

ば
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
応
用
し
た
日
本
の
ク
オ
ー
ツ
時
計
は
い
ま
世
界
市
場
を
席
巻
し
つ
つ
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
で
二
○
○
一
マ
ル
ク

以
上
の
高
級
時
計
市
場
に
占
め
る
日
本
時
計
の
シ
ェ
ァ
ー
は
実
に
七
五
％
以
上
に
達
し
、
ス
イ
ス
の
ゼ
ン
マ
イ
時
計
を
完
全
に
駆
逐



3鐙

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
今
後
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
財
政
で
あ
る
。
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
政
府
投
資
の
増
大

が
必
然
だ
と
す
れ
ば
、
財
政
支
出
の
配
分
に
関
す
る
再
検
討
が
不
可
避
と
な
ろ
う
。
そ
の
基
本
方
針
は
家
計
や
企
業
か
ら
外
部
化
さ

れ
た
費
用
を
可
及
的
に
、
再
び
そ
れ
ら
に
内
部
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
フ
ロ
ー
一
辺
倒
の
所
得
成
長
主
義
か
ら
家
計
や
企

業
の
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
を
は
か
る
財
形
主
義
に
経
済
政
策
を
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
ず
べ
き
点
が
多
々
あ
る

が
、
そ
の
本
格
的
論
議
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

（
注
１
）
増
田
四
郎
氏
は
「
辺
境
変
革
論
」
と
氏
の
名
付
け
る
一
種
の
歴
史
法
則
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
』

（
岩
波
新
書
）
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

経
済
外
交
の
基
本
理
念
は
自
由
貿
易
に
よ
る
輸
出
入
の
規
模
拡
大
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
輸
出
を
拡
大
し
、
逆
輸
入
代
替
に
よ
っ
て
輸
入
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
共
に
国
民
経
済
の
絶
え
ま
な
い
構
造
改
善
を

必
要
と
す
る
。
｝
」
の
意
味
で
経
済
外
交
と
経
済
内
政
は
同
義
で
あ
る
。
南
北
問
題
に
対
す
る
わ
が
国
の
寄
与
も
ま
た
、
そ
の
中
心
は

輸
入
促
進
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
イ
ラ
ン
の
例
に
見
る
ご
と
く
、
直
接
援
助
は
む
し
ろ
邪
道
で
あ
り
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
％
を
直
接

援
助
に
当
て
る
な
ど
の
取
り
き
め
は
、
旧
宗
主
国
の
罪
の
意
識
の
尻
ぬ
ぐ
い
を
す
る
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。
た
だ
し
開
発
輸
入
等
の
結
果
と
し
て
直
接
援
助
が
そ
の
よ
う
な
規
模
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
文
句
を
い
う
筋
合
い
は

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ス
イ
ス
も
西
ド
イ
ツ
も
時
計
に
つ
い
て
は
な
ま
じ
古
い
伝
統
を
誇
る
だ
け
に
、
輸
入
代
替
が
容
易
に
は
出
来

な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
も
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。

な

い
◎
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「
歴
史
的
に
み
た
社
会
の
発
展
過
程
は
、
同
一
斜
娃
云
に
お
い
て
で
な
く
、
少
し
ず
つ
ず
れ
た
形
で
、
周
辺
地
区
な
い
し
辺
境
地
区
に
新
し
い

原
動
力
が
定
礎
さ
れ
、
そ
こ
が
基
点
と
な
っ
て
旧
体
制
を
動
揺
さ
せ
、
変
化
さ
せ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
は
古
代
か
ら
中

世
へ
と
い
っ
た
大
き
な
転
換
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
特
定
小
地
域
の
経
済
発
展
を
具
体
的
に
調
べ
て
み
て
も
、
同
じ
よ

う
な
現
象
に
し
ば
し
ば
出
っ
く
わ
す
の
で
あ
る
。
：
。
」
（
同
書
一
九
○
ペ
ー
ジ
）

ま
た
「
．
：
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
の
発
展
と
い
う
も
の
は
、
一
直
線
的
に
、
あ
る
一
つ
の
社
会
が
そ
の
矛
盾
を
露
呈
し
、
そ
れ
と
同
一
の

社
会
が
自
力
で
そ
れ
を
克
服
し
て
行
く
新
し
い
創
造
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
旧
体
制
と
新
し
い
要
素
と
が
混
合
ま
た
は
接
触

す
る
よ
う
な
周
辺
地
帯
に
、
次
代
を
切
り
ひ
ら
く
新
し
い
体
制
の
萌
芽
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
同
、
一

六
九
ペ
ー
ジ
）

こ
の
増
田
学
説
は
含
蓄
と
魅
力
に
富
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
歴
史
法
則
の
常
と
し
て
例
外
を
免
れ
な
い
し
、
ま
た
何
故
そ
う
な
る
か
に
つ
い

て
の
論
理
的
必
然
が
な
い
。
さ
ら
に
、
た
と
え
変
革
が
辺
境
で
起
こ
る
と
し
て
も
、
辺
境
な
ら
．
つ
ね
に
変
革
者
で
あ
り
発
展
の
継
承
者
に
な
り
う

る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
論
理
的
に
逆
は
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
。
も
っ
と
根
本
的
な
難
点
は
、
あ
る
特
定
地
域
の
発
展
に
関
し
て
増

田
説
は
終
末
論
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
注
２
）
生
物
界
で
は
各
個
体
や
種
の
間
に
そ
の
生
存
に
関
し
て
補
完
関
係
や
非
代
替
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
生
物
界
が
こ
れ
ら
の
関
係
に

つ
い
て
完
全
に
閉
じ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
一
つ
の
安
定
状
態
が
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
と
混
乱
が
生
じ
、
そ
れ
が
あ

る
種
の
絶
滅
や
衰
退
を
も
た
ら
す
が
、
や
が
て
別
の
ス
テ
ー
ジ
で
の
安
定
状
態
が
成
立
す
る
。
こ
れ
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
基
本
思
想
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
生
存
の
た
め
の
競
合
関
係
を
強
調
し
た
も
の
が
自
然
淘
汰
説
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
Ａ
ス
テ
ー
ジ
で
の
安
定
か
ら
Ｂ
ス
テ
ー
ジ
の
安

定
に
移
る
過
渡
期
の
説
明
と
し
て
有
意
で
あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
安
定
は
非
常
に
魅
力
的
な
学
説
で
あ
る
が
、
人
間
も
ま
た
生
物
で
あ
る
か
ら



諮り

（
注
４
）
ス
テ
ー
ジ
区
分
を
更
に
厳
密
に
行
な
う
に
は
各
グ
ル
ー
プ
の
社
会
構
造
を
定
義
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
詳
細
は
、

城
島
・
ダ
ム
ス
編
『
援
助
政
策
の
諸
問
題
』
名
大
／
フ
ラ
ィ
ブ
ル
ク
大
共
同
研
究
シ
リ
ー
ズ
第
２
巻
、
東
洋
経
済
、
ロ
匡
具
の
弓
陣
函
ロ
ョ
匡
具

当
然
社
会
科
学
の
領
域
で
も
ま
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
安
定
に
対
応
す
る
よ
う
な
現
象
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
・
こ
れ
を
簡
略
し
て
仮
に
「
社

会
科
学
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
名
付
け
て
お
く
。

（
注
３
）
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
例
で
は
、
大
学
の
女
子
学
生
は
英
語
が
話
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
外
人
観
光
客
相
手
の
高
級
売
春
婦
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
ポ
リ
ガ
ミ
ー
は
元
来
売
買
婚
で
あ
る
か
ら
、
売
買
に
対
す
る
罪
悪
感
は
稀
薄
で
あ
り
、
一
回
の
売
春
で
並
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
月

給
に
当
た
る
所
得
が
得
ら
れ
る
環
境
で
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
大
学
は
ア
メ
リ
カ
の
寄
付
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
善
意
で
あ
れ
ば
結

果
も
必
ず
よ
い
と
は
い
え
な
い
一
つ
の
例
で
あ
る
。

く
曾
冨
、
を
参
照
。
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日
本
が
対
外
経
済
政
策
、
と
く
に
対
米
欧
政
策
に
関
し
て
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
の
中
核
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｃ
の
三
極
の
共
同
協
調
政
策
を
と
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制

の
延
長
線
の
上
で
は
協
調
が
弱
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
り
強
い
協
調
を
可
能
に
す
る
た

め
に
は
世
界
経
済
の
現
局
面
の
世
界
史
的
認
識
に
つ
い
て
共
通
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
認
識
が
確
立
す
れ
ば
、

必
要
か
つ
必
然
的
対
策
は
お
の
ず
と
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

石
油
危
機
を
契
機
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
世
界
経
済
の
構
造
変
化
は
、
同
時
に
諸
国
の
政
策
目
標
の
多
様
化
と
相
互
矛
盾
の
状

況
を
生
み
出
し
た
。
旧
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
が
曲
が
り
な
り
に
も
機
能
し
た
一
九
七
一
年
ま
で
は
経
済
成
長
が
共
通
言
語
で
あ

っ
た
の
に
、
「
反
成
長
」
と
か
「
小
さ
い
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
」
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
先
進
国
に
生
ま
れ
て
い
る
が
、
か
と
い

っ
て
先
進
国
グ
ル
ー
・
フ
の
内
部
に
生
活
水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
意
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
開
発
途

上
国
グ
ル
ー
．
フ
は
「
新
国
際
経
済
秩
序
」
の
名
の
も
と
に
先
進
国
か
ら
の
所
得
移
転
に
よ
っ
て
経
済
成
長
を
促
進
す
る
こ
と
を
ね
ら

世
界
経
済
の
現
局
面
の
認
識

(1)
三
、
共
存
の
た
め
の
経
済
戦
略

欧
米
と
の
共
同
協
調
政
策
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っ
て
い
る
が
、
開
発
途
上
国
グ
ル
ー
．
フ
の
内
部
に
お
い
て
経
済
成
長
の
た
め
の
社
会
的
基
盤
が
一
様
に
整
備
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
「
新
国
際
経
済
秩
序
」
の
現
実
化
レ
ベ
ル
の
内
容
に
な
る
と
、
抽
象
的
か
つ
非
整
合
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

要
す
る
に
、
世
界
経
済
は
共
通
の
言
語
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
状
況
が
一
九
三
○
年
代
に
似
て
い
る
こ
と
は
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
共
通
の
言
語
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
最
大
の
危
険
は
戦
争
で
あ
っ
た
。
過
去
に
お
い
て
、
第
一
次
大
戦
と

第
二
次
大
戦
を
含
む
期
間
は
、
現
在
の
世
界
経
済
の
状
況
と
重
要
な
点
で
似
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
を
含
む
一
八
九
六
年
～
一
九
二

○
年
は
長
期
的
な
経
済
波
動
と
し
て
知
ら
れ
る
「
コ
ン
ド
ラ
テ
ィ
エ
フ
の
波
」
に
お
い
て
食
糧
・
原
材
料
な
ど
の
基
礎
的
財
の
相
対

価
格
上
昇
が
み
ら
れ
た
第
三
番
目
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
を
含
む
一
九
三
三
年
～
一
九
五
一
年
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
第
四

番
目
の
時
期
で
あ
る
。
現
在
の
世
界
経
済
を
特
徴
づ
け
る
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
は
一
九
七
二
年
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
「
コ

ン
ド
ラ
テ
ィ
エ
フ
の
波
」
で
は
第
五
番
目
の
上
昇
期
と
み
ら
れ
る
。
過
去
の
二
回
の
世
界
大
戦
は
人
口
お
よ
び
工
業
設
備
を
破
壊
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
的
財
へ
の
需
要
を
減
ら
し
、
他
方
に
お
い
て
戦
争
が
基
礎
的
財
の
供
給
を
増
や
す
よ
う
に
作
用
し
て
、
戦
後

に
お
い
て
は
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
は
工
業
化
の
急
速
な
進
行
が
人
口
増
加
と
と
も
に
基
礎
的
財
の
需
給
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
生
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
は
工
業
生
産
を
相
対
的
に
不
利
に
し
、
工
業
労
働
者
を
中
心
と

す
る
都
市
人
口
の
実
質
賃
金
を
引
き
下
げ
、
雇
用
を
不
安
定
に
し
、
社
会
的
不
安
定
を
増
加
さ
せ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
基
礎
的
財

の
相
対
価
格
の
低
下
は
工
業
生
産
を
相
対
的
に
有
利
に
し
、
都
市
人
口
の
実
質
賃
金
を
上
昇
さ
せ
、
雇
用
水
準
を
高
め
、
社
会
的
安

定
を
増
加
さ
せ
る
。
問
題
は
、
工
業
生
産
に
比
べ
て
基
礎
的
財
の
生
産
が
自
然
の
制
約
を
よ
り
多
く
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の

場
合
、
地
理
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
開
拓
に
よ
っ
て
供
給
不
足
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
基
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礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
は
地
理
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
開
拓
の
た
め
の
投
資
を
有
利
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
地

理
的
開
拓
に
成
功
す
る
と
基
礎
的
財
の
供
給
は
自
己
増
殖
的
に
増
加
し
、
や
が
て
基
礎
的
財
は
供
給
過
剰
と
な
る
の
が
こ
れ
ま
で
の

世
界
経
済
の
長
期
的
波
動
を
生
ん
だ
。
過
去
に
お
け
る
二
回
の
大
戦
は
、
基
礎
的
財
の
供
給
が
相
対
的
に
不
足
す
る
中
で
発
生
し
、

同
時
に
、
大
戦
が
地
理
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
開
拓
に
役
立
つ
と
い
う
二
面
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
経
験
で
は
、
主
と
し
て
石
油
の
供
給
増
加
が
そ
の
相
対
価
格
を
低
下
さ
せ
、
有
機
化
学
の
発
達
と
あ
い
ま
っ
て

食
糧
・
原
材
料
を
も
石
油
集
約
化
し
、
一
般
的
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
低
下
が
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
工
業
生
産
の
有
利

化
に
貢
献
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
と
良
循
環
的
に
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
地
球
的
な
規
模
で
の
人
口
増
加
と
、
と
く
に
先

進
工
業
国
を
中
心
と
す
る
生
活
水
準
の
上
昇
が
実
現
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
基
礎
的
財
、
と
く
に
石
油
に
対
す
る
需
給
の
逼
迫
を
招

き
、
一
九
七
二
年
以
降
の
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
、
と
く
に
石
油
価
格
の
異
常
な
高
騰
を
招
き
、
地
球
的
規
模
で
の
困
難
を

石
油
危
機
後
の
世
界
経
済
は
過
去
に
お
け
る
経
験
と
の
類
似
点
と
非
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
。
類
似
点
の
第
一
は
工
業
生
産
の
停

滞
で
あ
る
。
石
油
価
格
の
上
昇
に
誘
発
さ
れ
た
基
礎
的
財
の
相
対
価
格
の
上
昇
は
コ
ス
ト
面
で
工
業
生
産
に
不
利
に
働
く
の
み
な
ら

ず
、
基
礎
的
財
生
産
者
に
た
い
す
る
巨
額
の
所
得
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
工
業
生
産
物
に
対
す
る
需
要
停
滞
を
引
起
こ
し
た
の

で
あ
る
（
オ
イ
ル
・
マ
ネ
ー
の
還
流
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
・
第
二
は
工
業
生
産
の
停
滞
に
よ
る
失
業
の
増

加
で
あ
る
。
工
業
諸
国
に
お
け
る
失
業
の
増
加
の
み
な
ら
ず
、
開
発
途
上
国
の
経
済
の
な
か
で
工
業
国
に
依
存
す
る
部
門
に
お
け
る

失
業
の
増
加
が
み
ら
れ
た
（
国
際
的
相
互
依
存
性
の
再
確
認
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
）
・
第
三
は
各
国
の
自
国

中
心
的
な
雇
用
水
準
確
保
政
策
の
強
化
で
あ
る
。
失
業
の
増
加
は
社
会
的
摩
擦
の
重
要
な
原
因
で
あ
る
か
ら
、
各
国
の
対
策
が
自
国

招
い
た
の
で
あ
る
。
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中
心
的
と
な
る
の
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
三
月
の
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
も
こ
の
よ
う
な
動
き
の

あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
先
進
国
と
開
発
途
上
国
を
含
む
世
界
的
な
保
護
主
義
の
高
ま
り
も
当
然
の
結
果
の
よ
う
に
生
じ
た

し
か
し
、
非
類
似
点
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
政
策
に
よ
る
対
応
で
あ
る
。
財
政
・
金

融
の
両
面
を
通
じ
る
総
需
要
拡
大
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
雇
用
面
の
最
悪
の
事
態
を
避
け
、
社
会
不
安
の
加
速
化
を
避
け
え

た
の
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
先
進
国
全
体
か
ら
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
へ
の
所
得
移
転
の
事
実
が
消
え
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
先
進
諸
国
に
お
け
る
景
気
後
退
は
不
可
避
で
あ
っ
た
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
上
昇
を
原
因
と
す
る
物
価
上
昇
が
並
存

し
て
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
象
を
引
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
石
油
輸
出
独
占
が
存
在
す
る
限
り
、
ス
タ
グ
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
が
基
本
的
な
経
済
基
調
を
な
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
過
去
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
だ
け
に
困
難
な
問

題
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
過
去
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
基
礎
的
財
（
と
く
に
石
油
）
供
給
を
増
や
す
地

理
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
長
い
平
和
の
期
間
と
植
民
地
の
政
治
的
独
立
、
急
速
な
技
術

進
歩
が
地
理
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
狭
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
方
法
で
基
礎
的
財
の
需
給
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
が
、
先
進
国
グ
ル
ー
。
フ
に
お
け
る
将
来
へ
の
不
確
実
性
の
強
い
原
因
で
あ
り
、
価
値
の
多
様
化
の
底
に
あ
る
も
の
で
あ

る
。
同
様
の
こ
と
が
石
油
輸
出
国
を
除
く
開
発
途
上
国
グ
ル
ー
プ
の
焦
躁
感
を
か
き
立
て
、
「
新
国
際
経
済
秩
序
」
と
い
う
あ
い
ま

い
な
内
容
を
持
つ
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
頼
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
以
上
の
状
況
と
関
連
し
て
い
る
が
、
差
し
当
っ
て
、
過

去
に
お
け
る
よ
う
な
戦
争
に
よ
っ
て
人
口
・
工
業
生
産
の
増
加
と
基
礎
的
財
の
供
給
の
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
事
後
的
に
解
決
さ
れ

る
見
通
し
は
な
い
。
過
去
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
で
は
、
計
画
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
先
進
国
政
府
が
戦
争
準
備
と
戦
争
遂

の
で
あ
る
。
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ブ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
の
過
程
に
お
い
て
基
礎
的
財
の
供
給
増
加
の
た
め
の
技
術
革
新
の
財
政
的
負
担
を
行
な
い
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
投
資
が
新
技
術
の

具
体
化
を
担
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
世
界
経
済
の
局
面
で
は
戦
争
能
力
を
持
つ
の
は
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
二
ヵ
国
で
あ
り
、
戦
争

形
態
が
核
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
戦
争
は
問
題
解
決
に
は
役
に
立
た
な
い
し
、
そ
れ
以
外
の
局
地
戦
争
に
先
進
国
グ
ル
ー

プ
が
巻
き
こ
ま
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
現
在
の
基
礎
的
財
の
需
供
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
解
決
に
は
全
く
新
し
い
ァ

以
上
の
世
界
経
済
の
現
局
面
に
関
す
る
認
識
か
ら
生
ま
れ
る
日
本
の
対
外
政
策
の
基
本
項
目
は
次
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
自
由
貿
易
に
対
す
る
形
式
的
な
見
方
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
分
業
の
重
要
性
が
減
少
す
る
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、
国
際
分
業
の
枠
組
み
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
角
的
無
差
別

方
式
の
貿
易
は
工
業
生
産
と
拡
大
が
価
格
条
件
に
よ
っ
て
の
み
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
に
貿
易
当
事
国
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
は

歴
史
の
教
訓
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
が
第
一
次
大
戦
後
の
十
九
世
紀
後
半
の
国
際
金
本
位
制
の
も
と
で
の
自
由
貿
易
の
時
代
と

第
二
次
大
戦
後
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
の
も
と
で
の
自
由
貿
易
の
時
代
で
あ
る
・
十
九
世
紀
後
半
で
は
地
球
上
の
地
理
的
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
の
十
分
な
存
在
に
よ
っ
て
工
業
生
産
に
対
す
る
基
礎
的
財
の
供
給
に
対
す
る
自
然
資
源
の
ス
ト
ッ
ク
の
制
約
は
無
視
で
き

た
。
工
業
生
産
物
の
コ
ス
ト
は
主
と
し
て
労
働
コ
ス
ト
と
資
本
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
比
較
優
位
の
理
論
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
生
産
面
で
の
自
由
貿
易
パ
タ
ー
ン
が
貿
易
当
事
国
の
社
会
に
消
費
面
で
も
利
益
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

体
制
の
も
と
で
は
自
然
資
源
の
ス
ト
ッ
ク
の
制
約
は
石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
画
期
的
供
給
拡
大
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
工
業
製
品
価
格

中
期
的
お
よ
び
長
期
的
対
策

「
岬

■

』
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現
象
的
に
は
一
九
三
○
年
代
の
持
続
的
な
高
水
準
の
失
業
と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
摩
擦
が
再
現
し
て
い
る
が
、
三
○
年
代
の
経
済
か

ら
教
訓
を
読
み
と
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
な
自
由
貿
易
の
理
念
に
も
と
づ
く
世
界
貿
易
シ
ェ
ア
の
変
化
、
お
よ

び
変
化
へ
の
動
き
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
世
界
経
済
に
お
け
る
工
業
生
産
の
成
長
に
制
約
が
存
在
し
な
い
場
合
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
三
○
年
代
の
主
要
国
の
輸
出
市
場
の
拡
大
競
争
は
、
結
局
は
失
業
の
輸
出
競
争
と
な
り
、
ト
ラ
ン
プ
遊
び
の
「
パ
パ
抜
き
」
に
終

っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
世
界
全
体
の
工
業
生
産
の
パ
イ
の
大
き
さ
が
一
定
で
あ
る
場
合
に
、
自
国
だ
け
の
観
点
か
ら
各

国
が
自
国
の
工
業
生
産
を
拡
大
し
よ
う
と
す
れ
ば
輸
出
シ
ェ
ア
拡
大
競
争
と
な
り
、
結
局
は
工
業
生
産
の
世
界
全
体
の
パ
イ
を
小
さ

く
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
世
界
の
工
業
生
産
全
体
を
拡
大
す
る
た
め
の
新
し
い
基
盤
を
準
備
で
き
る
か
否
か
で
あ

り
、
工
業
生
産
全
体
の
レ
ベ
ル
を
押
し
下
げ
る
こ
と
は
新
し
い
基
盤
づ
く
り
に
も
不
利
に
作
用
す
る
。
結
論
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
は
、
各
国
が
輸
出
、
ン
エ
ア
を
一
定
に
保
つ
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
世
界
全
体
の
工
業
生
産
レ
ベ

ル
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
先
進
国
に
お
け
る
失
業
増
大
に
よ
る
社
会
摩
擦
を
加
速
化
す
る
こ
と
な
し
に
次
の
新

局
面
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
輸
出
シ
ェ
ア
の
裏
側
は
輸
入
シ
ェ
ア
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
含

む
取
決
め
が
必
要
で
あ
る
が
、
適
切
な
シ
ェ
ア
の
大
き
さ
は
政
治
的
な
交
渉
の
対
象
で
あ
る
。
こ
の
種
の
交
渉
は
先
進
国
、
と
く
に

の
変
化
は
再
び
労
働
コ
ス
ト
と
資
本
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
局
面
が
生
ま
れ
た
。
単
純
化
さ
れ
た
表
現
を
用
い
れ
ば
、
十
九

世
紀
後
半
は
無
限
の
土
地
の
上
に
築
か
れ
た
工
業
生
産
の
世
界
で
あ
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
は
無
限
の
石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

上
に
築
か
れ
た
工
業
生
産
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
世
界
か
ら
、
拡
大
す
る
工
業
生
産
と
人
口
増
加
に
よ
っ
て
土
地
の
無
限
性
が

ま
ず
消
え
失
せ
、
や
が
て
石
油
の
無
限
性
も
消
え
失
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
生
産
と
人
口
の
増
加
に
対
す
る
現
在
の
制
約
が
生

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

し

L
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第
二
に
、
国
際
金
融
の
側
面
で
は
各
国
が
原
則
と
し
て
経
常
収
支
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
な
、
よ
り
強
い
合
意
に
達
す
る
こ
と
で
あ

る
。
輸
出
入
シ
ェ
ア
の
維
持
は
自
由
貿
易
と
い
う
よ
り
「
交
渉
貿
易
」
の
形
を
と
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、
で
き
る
だ
け
価
格
メ
カ

策
ニ
ズ
ム
を
利
用
す
る
た
め
に
為
替
相
場
の
役
割
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
変
動
相
場
制
が
活
用
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

”
し
か
も
、
経
常
収
支
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
通
貨
当
局
が
介
入
す
る
こ
と
を
含
む
「
管
理
さ
れ
た
変
動
相
場
制
」
の
合
意
が
必
要
で
あ

経の
る
。
こ
れ
ま
で
の
変
動
相
場
制
の
通
貨
当
局
に
よ
る
管
理
は
「
乱
高
下
」
を
防
ぐ
こ
と
を
基
準
と
し
て
い
た
が
、
日
本
の
例
で
は
経

め唾
常
勘
定
黒
字
を
累
積
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
摩
擦
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
も
良
く
知
ら
れ

存共
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
経
常
勘
定
の
巨
額
の
黒
字
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
な
く
、
輸
出
入
、
ン
エ
ア
の
激
変
と
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

菫
が
も
た
ら
す
赤
字
国
と
社
会
摩
擦
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
為
替
相
場
変
動
は
Ｊ
効
果
を
伴
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ

第
の
原
因
は
、
乱
高
下
を
防
ぐ
と
い
う
基
準
で
は
為
替
市
場
に
お
け
る
外
貨
に
対
す
る
需
給
曲
線
が
常
に
不
安
定
な
均
衡
点
の
近
傍
に

部Ⅱ
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
も
し
、
経
常
収
支
黒
字
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
国
の
通
貨
当
局
が
、
市
場
の
期
待
以
上
に
自
国
の
為
替
相

第７
場
が
上
昇
す
る
よ
う
に
介
入
す
れ
ば
、
そ
の
時
の
外
貨
に
対
す
る
需
給
曲
線
は
安
定
的
な
近
傍
で
均
衡
点
に
移
り
う
る
の
で
あ
る
。

妬
た
だ
し
、
為
替
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
先
進
国
の
経
済
の
み
が
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
為
替
取
り
決
め
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、

日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｃ
の
三
極
の
間
で
は
成
功
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
し
か
も
、
成
功
す
れ
ば
開
発
途
上
国
の
シ
ェ
ア
も
お
の
ず
と

定
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
現
在
よ
り
も
保
護
的
色
彩
を
強
め
て
よ
い
よ
う
な
状
況
を
生
む
も
の

で
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
よ
り
も
低
い
輸
出
シ
ェ
ア
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
見
合
う
輸
入
シ
ェ
ア
は
現

在
よ
り
も
拡
大
す
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
内
市
場
を
外
国
に
解
放
す
る
程
度
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
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次
に
、
先
進
国
間
の
対
外
投
資
に
つ
い
て
は
相
互
の
雇
用
パ
タ
ー
ン
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
タ
イ
・
フ
の
投
資
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
取
り
決
め
が
結
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
利
潤
の
国
際
的
均
等
化
と
い
う
意
味
で
の
効
率
化
は
、
そ
れ
が
基
礎
的
財
へ
の

需
要
を
増
や
す
な
ら
ば
望
ま
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
外
国
資
本
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
相
互
主
義
に

と
が
で
き
る
。

Ｅ
Ｃ
の
三
極
間
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
に
資
本
移
動
に
関
す
る
新
し
い
取
り
決
め
を
必
要
と
す
る
。
ま
ず
、
オ
イ
ル
・
マ
ネ
ー
還
流
に
つ
い
て
の
先
進
国
グ
ル
ー
．
フ

の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
合
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
一
回
な
い
し
二
回
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
グ
ル
ー
プ
と
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、

Ｅ
Ｃ
の
石
油
輸
入
グ
ル
ー
プ
の
間
で
石
油
の
輸
入
量
と
価
格
に
つ
い
て
「
団
体
交
渉
」
に
よ
る
合
意
が
有
効
で
あ
る
。
そ
の
際
の
建

値
は
、
円
、
ド
ル
お
よ
び
Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
貨
組
織
）
の
通
貨
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
が
国
際
金
融
上
の
抵
抗
が
少
な
い
。

上
記
の
交
渉
に
際
し
て
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
三
極
か
ら
の
輸
入
取
り
決
め
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
オ
イ
ル
・
マ

ネ
ー
の
形
を
と
る
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
経
常
収
支
黒
字
の
大
ま
か
な
額
が
わ
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
ユ
ー
ロ
・
マ
ネ
ー
市
場
を
利
用
す
れ
ば

オ
イ
ル
・
マ
ネ
ー
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
つ
の
方
法
は
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｃ
の
価
値
保
証
付
預

金
を
オ
イ
ル
・
マ
ネ
ー
市
場
が
扱
う
こ
と
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｃ
間
の
特
別
の
金
融
取

り
決
め
が
必
要
で
あ
る
。
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
が
三
極
ほ
ど
に
団
体
交
渉
の
場
に
臨
み
う
る
団
結
力
が
あ
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
が
、
サ
ウ
ジ

・
ア
ラ
ビ
ア
、
ク
エ
ー
ト
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
と
の
間
の
団
体
交
渉
だ
け
で
も
効
果
は
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
、
す
で
に
三
極

の
国
際
金
融
構
造
に
十
分
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
新
し
い
取
り
決
め
か
ら
利
益
を
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で
オ
イ
ル
・
マ
ネ

ー
の
投
機
的
な
動
き
や
非
効
率
的
な
使
用
を
防
ぎ
、
か
つ
、
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
を
世
界
全
体
の
工
業
生
産
計
画
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
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近
い
合
意
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
種
の
合
意
が
成
立
す
れ
ば
、
先
進
国
間
の
国
際
収
支
上
の
困
難
、
し
た
が
っ
て
各
先
進
国
通
貨
に

対
す
る
信
認
低
下
の
危
険
は
大
幅
に
軽
減
し
、
三
極
間
の
協
調
は
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
、
先
進
国
グ
ル
ー
。
フ
の
開
発
途
上
国
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
各
種
の
援
助
は
現
在
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
し
て
の
み
行
な
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
開
発
途
上
国
援
助
の
た
め
の
専
門
国
際
機
関
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
先
進
三
極
が
特
別
な

金
融
協
定
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
現
在
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
世
界
銀
行
と
共
同
で
開
発
途
上
国
援
助
機
関
と
な
る
よ
う
に
機
構
改
革
を
行
な
い
、

国
連
と
の
連
繋
を
現
在
以
上
に
強
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
世
界
の
責
任
分
担
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
社
会
主
義
圏
諸
国
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
援
助
機
構
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
に
、
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
長
期
的
視
野
の
も
と
に
お
け
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
の
た
め
の
投
資
を
日
本
、
ア
メ
リ

カ
、
Ｅ
Ｃ
が
共
同
で
行
な
う
機
構
の
発
足
に
合
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
高
速
増
殖
炉
に
代
表
さ
れ
る
核
分
裂
技
術
、
核
融
合
技
術
、

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
な
ど
は
国
家
の
安
全
保
障
と
の
関
連
で
、
と
く
に
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｃ
の
共
同
行
動
を
必
要
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
が
今
後
二
十
年
以
内
に
可
能
と
な
ら
な
け
れ
ば
先
進
国
の
成
長
停
滞
と
開
発
途
上
国
の
人
口

爆
発
は
危
機
的
状
態
に
達
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
次
元
の
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
技
術
、
工
業
生
産
に
伴
う
環
境
汚
染
対
策
技
術
の
確
立
が
二
十
一
世
紀
に
も
世
界
経
済
の
工
業
化
が
進
行
し
う
る
か
否
か
を

決
定
す
る
。
第
一
な
い
し
第
三
の
対
応
策
は
第
四
の
対
応
策
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
中
継
ぎ
策
で
あ
る
が
、
中
継
ぎ
策
の
成
功
が
同

時
に
最
後
の
根
本
対
策
の
成
功
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
記
の
三
極
が
地
球
的
規
模
で
の
人
類
の
二
十
一
世
紀
に
お

け
る
秩
序
あ
る
生
活
を
保
証
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
義
務
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
今
後
の

過
程
に
お
い
て
、
三
極
の
協
調
的
行
動
が
着
実
に
前
進
す
る
徴
候
を
示
す
な
ら
ば
、
ソ
連
圏
の
協
調
も
可
能
で
あ
る
。
ソ
連
圏
と
い



釦
え
ど
も
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
当
面
し
て
お
り
、
そ
の
解
決
能
力
は
三
極
の
能
力
に
は
及
ば
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
新
エ

３
ネ
ル
ギ
ー
開
発
を
戦
争
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
極
が
協
力
に
よ
っ
て
成
功
の
道
を
歩
む

こ
と
は
二
大
核
大
国
の
間
の
戦
争
を
抑
え
る
最
も
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
地
球
的
規
模
で
の
人
口
計
画
に
つ
い
て
、
先
進
国
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
責
任
あ
る
提
案
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
・
現
在
、
予
測
さ
れ
て
い
る
二
十
一
世
紀
初
め
の
約
六
十
億
の
人
口
を
工
業
化
社
会
に
取
り
込
む
こ
と
さ
え
大
き
な
困
難
が
あ
る
。

二
十
一
世
紀
半
ば
に
九
十
億
の
人
口
に
達
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
開
発
さ
れ
て
も
工
業
化
に
よ
っ
て

吸
収
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
な
し
に
は
二
十
一
世
紀
初
め
の
六
十
億
人
か
ら

な
る
地
球
世
界
の
生
活
が
不
可
能
で
あ
る
。
世
界
人
口
計
画
に
つ
い
て
の
責
任
あ
る
主
導
を
と
り
う
る
の
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
能

力
を
持
つ
先
進
国
グ
ル
ー
プ
以
外
に
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
舅
Ⅲ
部
第
三
章
仙
執
筆
Ｉ
柴
田
裕
（
名
古
屋
市
立
大
学
教
授
こ

発
展
途
上
国
援
助
は
第
二
次
世
界
大
戦
終
束
の
あ
と
、
新
興
諸
国
か
ら
旧
植
民
地
が
独
立
す
る
に
お
よ
ん
で
始
ま
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
当
初
は
旧
宗
主
国
が
旧
植
民
地
に
対
し
て
援
助
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
新
興
諸
国
に
ソ
連

の
共
産
主
義
侵
略
の
手
が
伸
び
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
ア
メ
リ
カ
が
中
心
と
な
っ
て
、
反
共
の
た
め
の
援
助
が
始
ま
っ
た
。
援
助
が

開
始
さ
れ
て
以
来
、
今
日
で
三
十
年
を
経
過
す
る
。
そ
の
間
、
援
助
の
目
的
も
い
ろ
い
ろ
と
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
援
助

発
展
途
上
国
援
助
の
目
的

(2)

発
展
途
上
国
に
対
す
る
援
助
体
制
の
整
備
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目
的
を
は
っ
き
り
と
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
、
援
助
体
制
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
必
要
と
な
る
。

今
日
の
援
助
目
的
は
大
別
す
る
と
理
想
主
義
的
な
も
の
と
現
実
主
義
的
な
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
理
想
主
義
的
な
援
助
目
的
・
理

念
と
は
、
後
進
国
あ
る
い
は
発
展
途
上
国
に
た
い
す
る
援
助
は
、
国
際
的
安
定
と
進
歩
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
い
う
と
、
も
し
発
展
途
上
国
に
対
す
る
援
助
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
は
遅
れ
、
全
世
界
の
先
進
国
と

途
上
国
と
の
格
差
が
拡
大
す
る
。
そ
し
て
、
全
世
界
の
経
済
的
発
展
は
妨
げ
ら
れ
、
政
治
的
不
安
は
増
大
し
、
ひ
い
て
は
全
世
界
の

平
和
が
保
て
得
な
く
な
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
途
上
国
援
助
が
行
な
わ
れ
な
い
と
、
世
界
的
規
模
で
の
混
乱
が
起
こ

り
、
世
界
的
規
模
で
の
繁
栄
は
招
来
さ
れ
得
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
想
主
義
に
は
多
分
に
人
道
主
義
的
な
立
場
が
加
わ
っ
て
い
る
。
世
界
の
多
く
の
地
域
に
お
け
る
悲
惨
な
現
実
が
見

逃
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
分
に
宗
教
的
な
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
想
主
義
的
・
人

道
主
義
的
・
宗
教
的
あ
る
い
は
利
他
的
な
見
地
か
ら
す
る
発
展
途
上
国
援
助
論
は
、
今
日
か
な
り
根
強
い
論
拠
を
も
つ
に
い
た
っ
て

一
方
、
援
助
の
も
う
ひ
と
つ
の
論
拠
は
、
現
実
的
あ
る
い
は
国
益
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

共
産
主
義
の
侵
略
か
ら
自
由
諸
国
陣
営
を
防
衛
す
る
た
め
に
援
助
を
行
な
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
発
展
途
上
国
は
共
産
主
義
侵
略

の
餌
食
と
な
り
や
す
い
。
実
際
に
、
国
民
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
貧
困
で
あ
り
、
し
か
も
、
富
が
一
部
の
特
権
階
級
に
集
中
さ
れ
て

い
る
低
開
発
国
に
お
い
て
は
、
共
産
主
義
が
き
わ
め
て
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
共
産
主
義
は
低
開
発
国
の
実
質
的
な

発
展
を
も
た
ら
す
に
そ
れ
ほ
ど
有
効
で
は
な
い
の
だ
が
、
彼
ら
に
は
心
情
的
に
き
わ
め
て
魅
力
あ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、

発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
を
は
か
り
、
生
活
水
準
を
で
き
る
だ
け
早
く
上
昇
さ
せ
る
こ
と
は
、
共
産
主
義
の
侵
略
に
対
す
る
な
に
ょ

い

る
C



”

も
の
が
あ
ろ
う
か
。

現
実
主
義
的
な
援
助
目
的
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
被
援
助
国
が
自
力
で
は
開
発
で
き
な
い
資
源
を
開
発
し
、
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
企
業
を
進
出
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
純
粋
に
経
済
的
な
動
機
に
立
つ
援
助
活
動
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
な

資
源
小
国
は
こ
の
形
態
の
援
助
を
と
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
形
態
の
援
助
活
動
を
通
し
、
被
援
助
国
の
経
済
発
展
国
民
所
得
の
増

大
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
被
援
助
国
か
ら
援
助
国
に
対
す
る
貿
易
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
援
助
国
は
ま
た
利
益
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
相
互
依
存
関
係
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
発
展
途
上
国
が
裕
福
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
貿
易
関
係
を
通
し
て

援
助
国
も
ま
た
裕
福
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
効
な
援
助
は
終
局
的
に
は
相
互
利
益
的
な
も
の
で
あ
る
。
援
助
は
利

他
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
効
果
的
に
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
同
時
に
援
助
国
の
利
益
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
過
去
三
十
年
の
経
過
を
見
る
と
、
は
た
し
て
援
助
が
ど
れ
ほ
ど
効
果
的
で
あ
っ
た
か
、
い
ろ
い
ろ
と
反
省
さ
せ
ら
れ

、

、

、

、

る
こ
と
が
多
い
。
こ
と
に
率
直
に
い
っ
て
、
わ
が
国
の
対
外
援
助
で
ど
れ
だ
け
被
援
助
国
の
経
済
発
展
を
画
期
的
に
促
進
さ
せ
た
も

の
が
あ
っ
た
か
、
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
国
際
機
関
の
行
な
っ
て
い
る
援
助
に
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
成
功
し
た
と
誇
り
う
る

な
か
ろ
う
。

り
も
有
力
な
防
衛
手
段
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
発
展
途
上
国
は
、
自
国
の
資
本
と
技
術
と
だ
け
で
は
、
急
速
な
発
展
は
と
う
て

い
期
待
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
先
進
国
か
ら
の
援
助
が
必
要
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
低
開

発
国
援
助
は
、
そ
の
軍
事
援
助
と
あ
い
ま
っ
て
、
ま
っ
た
く
共
産
主
義
に
対
す
る
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

援
助
体
制
の
混
乱
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こ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
際
的
に
見
る
場
合
、
な
に
よ
り
も
、
援
助
体
制
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合
、
世
界
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
国
連
専
門
機
関
、
ま
た
そ
の
調
整
機
関
と
し
て
の
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
（
国

連
開
発
計
画
）
あ
る
い
は
地
域
銀
行
と
し
て
の
ァ
》
ン
ァ
開
発
銀
行
の
よ
う
な
国
際
機
関
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
ド
イ
ツ
・
イ

ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
十
カ
国
あ
ま
り
か
ら
な
る
二
国
間
ベ
ー
ス
で
の
援
助
国
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
場
合
、
世
界
銀
行
が
幹
事
役
と
な
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
債
権
国
会
議
を
毎
年
開
き
、
援
助
の
調
整
を
は
か
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
国
際
的
調
整
が
は
か
ら
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
各
機
関
や
各
国
の
利
益
が
各
機
関
、
各
国
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
形

と
な
っ
て
現
れ
て
き
て
お
り
、
な
か
な
か
容
易
な
ら
ぬ
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
債
権
国
会
議
は
こ
の
国
最
大
の
資
源
で

あ
る
石
油
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
発
言
権
が
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
債
権
国
会
議
を
ソ
デ
に
し
て
、
石
油
を
利
権
と
し

て
二
国
間
交
渉
で
会
議
の
範
囲
外
の
援
助
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
で
き
た
債
権
国
会
議
も
そ
れ
ほ
ど
有
力

な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
日
本
の
イ
ン
ド
ネ
、
ン
ァ
援
助
も
債
権
国
会
議
に
束
縛
さ
れ
る
部
分
と
、
そ
う
で
な
い
部
分
と
が
あ
る
。

複
雑
な
混
乱
状
態
が
見
ら
れ
る
。

国
内
的
に
見
て
も
、
援
助
体
制
は
率
直
に
い
っ
て
一
本
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
わ
が
国
の

援
助
実
施
機
関
で
あ
る
海
外
経
済
協
力
基
金
と
国
際
協
力
事
業
団
と
の
関
係
で
あ
る
。
前
者
は
資
本
協
力
を
、
後
者
は
技
術
協
力
を

担
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
、
「
資
本
協
力
の
な
い
と
こ
ろ
に
技
術
協
力
が
な
く
、
技
術
協
力
が
な
い
と
こ
ろ

に
資
本
協
力
が
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
機
関
の
連
絡
調
整
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
一
時
は
、
両
機
関
の
定

例
連
絡
会
議
が
催
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
こ
れ
も
開
か
れ
て
い
な
い
実
情
で
あ
る
。
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
わ
が
国
に
お
け
る
援
助
体
制
混
乱
の
最
も
端
的
な
事
例
で
あ
る
。

一



池
被
援
助
体
制
の
不
安
定
と
不
整
備

援
助
体
制
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
発
展
途
上
国
側
に
お
け
る
援
助
の
受
入
れ
体
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
被
援
助
国
側
の
行
政
能
力
の
低
い
こ
と
、
汚
職
腐
敗
が
多
く
の
国
に
お
い
て
陰
に
陽
に
常
識
化
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
行
政
組
織
が
不
備
な
こ
と
で
あ
る
。
率
直
に
い
っ
て
、
多
く
の
被
援
助
国
に
お
い
て
は
、
は
た
し
て
援
助
を
受
け
る
こ

と
に
ど
れ
だ
け
熱
意
が
あ
る
の
か
、
疑
わ
し
く
さ
え
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
世
界
銀
行
は
連
絡
事
務
所
を
援
助
実
施
の
中
枢
機
関
た
ら
し
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
銀
行
の
ス
タ
ッ
フ

が
被
援
助
国
の
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
企
画
立
案
か
ら
実
施
に
ま
で
、
全
面
的
に
プ
ッ
シ
ュ
し
て
い
る
。
こ
の
典
型
的
な
事
例
は
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
で
あ
る
。
世
銀
の
連
絡
事
務
所
が
幹
事
役
と
な
っ
て
債
権
国
会
議
を
推
進
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
経
済
企
画
庁
の
五
カ
年
計
画
作
成
と
運
営
と
を
直
接
的
に
指
導
し
、
密
接
に
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
面
非
常
に
う
ま
く

い
っ
て
い
る
例
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
上
述
の
よ
う
に
、
世
銀
と
は
無
関
係
に
石
油
を
餌
と
し
て
対
外
経

済
交
渉
を
行
な
い
、
債
権
国
会
議
の
力
が
そ
が
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
銀
指
導
下
、
最
も
経
済
開
発
計
画
が
組
織
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
、
現
実
に
は
な
か
な
か

う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
経
済
企
画
庁
は
比
較
的
有
効
に
働
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
く
ら
べ
政
策
実
施
官
庁
、
た
と

え
ば
農
林
水
産
省
の
行
政
能
力
の
低
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
行
政
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
き
わ
め

て
独
立
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
農
林
水
産
省
の
な
か
で
、
大
臣
官
房
、
農
業
総
局
、
林
業
総
局
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
総
局
、
水
産

総
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
国
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
部
局
間
の
連
絡
が
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
援
助
体
制
は
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
混
乱
し
て
い
る
。
ま
た
発
展
途
上
国
側
の
援
助
の
受
入
れ
体
制
も
ま
た
し

か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
援
助
を
有
効
に
す
す
め
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
の
援
助
体
制
を
ま
ず
整
備
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と
平
行
的
に
国
際
援
助
体
制
の
整
備
に
努
力
し
、
ま
た
被
援
助
国
の
受
入
れ
体
制
整
備
を
促
進
す
る

』
よ
う
、
適
切
な
技
術
指
導
を
行
な
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
的
援
助
体
制
整
備
や
被
援
助
国
受
入
れ
体
制
整
備
に
発

言
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
わ
が
国
の
援
助
体
制
の
す
っ
き
り
し
た
形
で
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
援
助
体
制
は
、
文
字
ど
お
り
、
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
あ
る
。
一
応
形
式
的
に
は
援
助
行
政
は
外
務
省
の
所
管

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
経
済
協
力
局
が
担
当
す
る
か
に
見
え
る
が
、
通
産
省
に
は
経
済
協
力
部
が
あ
り
、
農
林
水
産
省
に
は
国
際
協
力

課
が
あ
り
、
さ
ら
に
経
済
企
画
庁
、
大
蔵
省
な
ど
の
経
済
官
庁
も
そ
れ
ぞ
れ
経
済
援
助
を
担
当
し
て
い
る
。
援
助
の
実
施
機
関
と
し
て

は
、
日
本
輸
出
入
銀
行
、
海
外
経
済
協
力
基
金
、
国
際
協
力
事
業
団
な
ど
が
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
基
金
と
事
業
団
と
は
二
本
柱

と
い
わ
れ
て
よ
い
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
日
本
輸
出
入
銀
行
の
所
管
官
庁
は
大
蔵
省
で
あ
り
、
海
外
経
済
協
力
基
金
は
六

さ
ら
に
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
被
援
助
国
の
政
治
的
情
勢
が
不
安
定
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
事
例
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
の
旧
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
場
合
に
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
て
、
政
治
的
安
定
に
到
達
し
た
の
は

こ
こ
十
年
あ
ま
り
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
被
援
助
体
制
の
不
安
定
性
は
、
援
助
を
進
め
る
立
場
と
し
て
、

真
剣
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
近
の
イ
ラ
ン
の
情
勢
は
、
発
展
途
上
国
が
い
か
に
不
安
定
で
あ
る
か
を
十

分
に
示
す
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
援
助
体
制
の
整
備



逓
省
蕊
縣
識
鱸
縦
鰡
泌
纈
漂
鯏
駐
殼
鯛
糊
鶴
鯛
淵
輪
廻
縄
：
海
外
援
助
政
策
の
問

題
点
の
ひ
と
つ
は
長
期
性
に
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
海
外
援
助
政
策
の
一
元
性
と
関
連
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
か
ね
て
か
ら
海
外
援
助
の
一
元
化
が
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
海
外
協
力
省
ま
た
は

援
助
省
、
あ
る
い
は
そ
の
一
歩
手
前
の
も
の
と
し
て
海
外
協
力
庁
、
ま
た
は
援
助
庁
の
新
設
、
そ
れ
に
よ
る
援
助
行
政
の
一
元
化
と

長
期
化
と
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
望
ま
し
い
。

も
ち
ろ
ん
援
助
行
政
一
元
化
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
各
省
と
の
調
整
を
い
か
に
は
か
る
か
と

い
う
こ
と
だ
。
と
り
わ
け
問
題
は
こ
れ
ま
で
一
応
一
切
の
海
外
業
務
の
担
当
者
で
あ
り
窓
口
で
あ
る
と
し
て
き
た
外
務
省
と
の
関
係

を
い
か
に
す
べ
き
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
外
援
助
庁
を
外
務
省
の
管
轄
下
に
お
く
こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
案
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
は
そ
の
他
の
各
省
の
猛
烈
な
反
対
が
あ
ろ
う
。
結
局
は
、
国
土
庁
あ
る
い
は
環
境
庁
の
よ
う
な
性
質
の
独
立
庁
と
な
り
、
所
管
す

る
独
立
大
臣
の
お
か
れ
る
こ
と
が
、
実
際
上
考
え
得
る
案
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
の
行
政
機
関
の
膨
張
は
き
び
し
く
防
が
れ

る
べ
き
だ
が
、
こ
の
海
外
協
力
庁
な
り
援
助
庁
は
、
従
来
の
各
省
に
分
散
さ
れ
て
い
た
援
助
行
政
を
と
り
ま
と
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ほ
ど
行
政
機
関
の
膨
張
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
機
関
の
新
設
に
よ
っ
て
、
援
助
行
政
は
す
っ
き
り
し
た

形
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
外
務
省
は
大
乗
的
見
地
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
海
外
協
力
庁
が
自
己
の
所
管
外
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
べ

き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
海
外
協
力
庁
の
出
先
機
関
は
在
外
大
使
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
在
外
大
使
館
と
は
密

接
な
関
係
の
も
と
に
あ
っ
て
ほ
し
い
。
現
地
に
お
い
て
大
使
館
と
海
外
協
力
庁
と
が
大
使
の
も
と
に
一
元
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

国
内
で
は
二
本
立
、
国
外
で
は
一
本
立
と
い
う
の
は
、
一
見
お
か
し
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
現
実
に
は
こ
れ
し
か
方
法
が
な
く
、
こ
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れ
が
う
ま
く
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

海
外
援
助
計
画
の
長
期
性
と
総
合
性
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
海
外
協
力
庁
の
実
現
を
強
く
提
唱
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
は
二
つ
の
抵
抗
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
に
は
、
重
ね
て
い
う
よ
う
に
、
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
各
省
が
、
そ
の
ナ
ワ

張
り
主
義
の
た
め
に
、
海
外
協
力
庁
の
新
設
に
陰
に
陽
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
外
務
省
は
こ
の

海
外
協
力
庁
が
自
分
の
権
限
下
に
お
か
れ
な
い
か
ぎ
り
は
強
力
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
反
対
に
い
か
に
打
ち
勝
つ
か
実

際
上
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
抵
抗
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
海
外
援
助
に
か
ん
し
て
、
国
会
議
員
が
比
較
的
に

無
関
心
な
こ
と
で
あ
る
。
「
票
に
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
海
外
協
力
庁
の
実
現
を

プ
ッ
シ
ュ
す
る
か
、
実
に
深
刻
な
問
題
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
海
外
協
力
の
直
接
的
な
受
益
者
が
わ
が
国
に
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
直
接
的
な
利
益
が
、
海
外
協
力
庁
設
置
を
強
力
に
。
プ
ッ
シ
ュ
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
海
外
協
力
庁
の
必

要
性
が
こ
こ
二
十
年
近
く
い
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
今
日
ま
だ
そ
の
実
現
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
新
し
く
発
足
し
た
大
平
内
閣
が
こ
の

問
題
を
真
剣
に
取
り
あ
げ
て
く
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
も
っ
と
も
、
率
直
に
い
っ
て
、
大
平
内
閣
が
こ
れ
を
と
り
あ
げ

る
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
し
つ
こ
く
、
こ
の
海
外
協
力
庁
実
現
を
提
唱
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
海

外
援
助
の
長
期
化
と
一
元
化
、
そ
し
て
効
率
化
の
た
め
に
、
｝
」
の
新
設
が
な
に
よ
り
も
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
援
助
の
拡
大
と
と
も

に
、
ど
う
し
て
も
海
外
協
力
庁
を
実
現
し
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
の
海
外
協
力
が
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク
に
の
り
あ
げ
る
と
き
が
必
ず
や
来

る
で
あ
ろ
う
。
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革
命
以
来
、
ソ
連
で
は
先
進
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
を
め
ぐ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
政
治
的
に
そ
れ
ら
の

国
々
と
経
済
的
依
存
性
を
深
め
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
必
要
最
少
限
に
お
さ
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
、
他
方
に
お
い
て
ソ
連
が

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
西
経
済
交
流
は
本
質
的
に
相
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
ち
、
政
治
経
済
体
制
を
異
に
す
る
共
産
圏

諸
国
と
資
本
主
義
諸
国
間
に
行
な
わ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
国
際
政
治
、
安
全
保
障
上
の
複
雑
な
問
題
が
か
ら
み
合
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
西
側
政
府
と
し
て
は
、
東
西
経
済
交
流
に
つ
い
て
は
個
別
企
業
の
自
由
に
委
ね
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
経
済
的
考
慮
だ
け

で
な
く
、
政
治
的
考
慮
や
安
全
保
障
上
の
考
慮
か
ら
統
制
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

当
初
双
方
の
体
制
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
安
全
保
障
政
策
上
の
立
場
か
ら
相
互
に
経
済
的
に
依
存
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
東
西
経

済
交
流
に
対
し
て
消
極
的
態
度
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
東
西
貿
易
は
双
方
に
と
っ
て
現
実
的
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と

か
ら
、
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
東
西
貿
易
の
発
展
を
歴
史
的
に
展
望
し
、
そ
の
経
済
的
な
実
態
や
そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
し
た
問
題
を
具
体
的
に

把
握
し
て
、
将
来
の
見
通
し
を
行
な
う
と
と
も
に
、
つ
い
で
西
側
の
東
西
経
済
交
流
に
対
す
る
政
策
の
推
移
と
今
後
の
課
題
を
論
ず

る
こ
と
と
す
る
。

貿
易
や
経
済
協
力
は
経
済
的
に
は
国
家
相
互
間
の
利
益
交
換
で
あ
り
、
資
本
主
義
諸
国
相
互
間
で
は
原
則
と
し
て
自
由
に
行
な

(3)ソ
連
に
と
っ
て
の
東
西
貿
易
の
意
義

安
全
保
障
の
視
点
を
ふ
ま
え
た
東
西
経
済
交
流
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そ
し
て
、
ソ
連
の
経
済
計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
輸
入
代
替
産
業
の
発
展
が
重
要
視
さ
れ
、
ま
た
国
内
建
設
に
必
要
な
機
械

設
備
の
輸
入
に
重
点
が
置
か
れ
、
輸
出
は
そ
の
支
払
い
に
必
要
な
範
囲
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
外
貨
が
不
足
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
国
際
収
支
の
均
衡
を
保
つ
た
め
各
国
毎
に
双
務
的
に
国
際
収
支
の
均
衡
を
保
つ
方
針
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
拘
束
的
な

貿
易
の
や
り
方
は
今
日
で
も
基
本
的
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

戦
後
、
東
欧
諸
国
や
そ
の
他
の
国
々
が
共
産
圏
に
入
る
と
と
も
に
、
ソ
連
の
貿
易
政
策
は
ソ
連
だ
け
の
自
給
自
足
を
目
ざ
す
方
針

か
ら
、
社
会
主
義
国
間
の
貿
易
や
経
済
協
力
を
拡
大
す
る
方
針
に
移
行
し
た
。
し
か
し
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
は
軽
視
さ
れ
、
ス
タ

ー
リ
ン
時
代
の
末
期
に
は
、
共
産
圏
諸
国
間
の
貿
易
が
ソ
連
の
外
国
貿
易
総
額
の
八
三
％
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
ス
タ
ー

リ
ン
の
死
後
経
済
的
孤
立
主
義
が
慎
重
に
再
検
討
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
戦
後
、
資
本
主
義
諸
国
が
め
ざ
ま
し
い
経
済
発
展
を
と
げ
て

い
る
こ
と
、
資
本
主
義
諸
国
相
互
間
の
貿
易
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
技
術
水
準
に
お
い
て
高

な
お
経
済
的
に
後
進
国
で
あ
っ
て
、
工
業
化
を
推
進
し
、
産
業
構
造
を
高
度
化
し
、
近
代
化
す
る
た
め
に
、
先
進
工
業
国
か
ら
の
技

術
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
対
立
し
て
い
て
、
現
実
の
貿
易
政
策
は
こ
の
対
立
し
た
目
的
の
間
で
大
き
く
揺
れ
動
い
た

ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
資
本
主
義
を
敵
視
し
、
一
国
社
会
主
義
の
理
念
の
下
に
自
給
自
足
体
制
を
確
立

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
そ
れ
は
当
時
資
本
主
義
国
か
ら
軍
事
的
・
経
済
的
に
独
立
を
確
保
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
と
い
う
最
高

の
政
策
目
標
か
ら
必
要
な
政
策
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
西
側
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
が
全
然
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
外
国
貿
易
の
目
的
は
、
重
要
な
多
種
多
様
の
商
品
に
つ
い
て
、
資
本
主
義
国
へ
の
依
存
性
を
な
く
す
る
た
め
に
必
要
と
考

え
ら
れ
た
。

の
で
あ
る
。



3m

度
に
発
展
し
て
い
る
先
進
資
本
主
義
諸
国
と
の
経
済
交
流
に
よ
っ
て
、
ソ
連
の
技
術
的
近
代
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
く
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
、
資
本
主
義
の
自
由
市
場
経
済
の
中
か
ら
不
断
に
創
造
さ
れ
る
先
進
的
な
技
術
を
、
世

界
市
場
か
ら
貿
易
を
通
じ
て
輸
入
す
る
こ
と
に
強
い
魅
力
を
も
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
五
○
年
代
後
半
か
ら
東
西
貿
易
が
だ
ん

だ
ん
発
展
し
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
退
位
す
る
頃
に
は
、
経
済
発
展
の
実
際
的
な
目
的
と
し
て
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策
を
支
持
す
る
考
え

方
は
、
ソ
連
の
政
治
的
指
導
者
の
間
で
著
し
く
弱
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
方
針
は
、
一
九
六
四
年
十
月
に
新
政
権
が
成
立
し
て
か
ら
一
段
と
強
化
さ
れ
、
貿
易
政
策
に
つ
い
て
画
期
的
な
転
換
が
行
な

わ
れ
た
。
新
政
権
は
、
一
九
六
○
年
代
に
入
っ
て
ソ
連
経
済
が
粗
放
的
発
展
段
階
か
ら
集
約
的
発
展
段
階
に
移
行
し
た
の
に
適
応
し

て
経
済
の
近
代
化
政
策
を
必
要
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
、
一
九
六
五
年
に
は
、
国
内
的
に
は
経
済
改
革
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

貿
易
政
策
に
お
い
て
も
積
極
的
な
政
策
路
線
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
コ
ス
イ
ギ
ン
は
、
「
ソ
連
が
実
際
に
国
際
的
規
模
で
の

合
理
的
分
業
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
貿
易
の
輸
入
お
よ
び
輸
出
の
側
面
で
、
ソ
連
の
貿
易
の
品
目
椛
成
を
改
善
す
る
こ
と
」
を
指
示

し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
国
内
生
産
の
構
造
が
、
世
界
市
場
に
お
け
る
比
較
生
産
費
に
よ
っ
て
指
導
せ
ら
れ
、
ソ
連
の
経
済
が
、
そ
の

国
内
生
産
が
多
く
の
費
用
と
投
資
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
商
品
は
生
産
し
な
い
で
、
輸
入
す
べ
き
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
（
注
１
）
・

こ
れ
は
、
ソ
連
側
と
し
て
は
、
公
式
的
に
東
西
貿
易
を
積
極
的
に
意
義
づ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
一
九
七
三
年
に
ブ
レ
ジ
ネ

フ
は
、
西
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
た
際
、
「
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策
は
も
は
や
ソ
連
の
政
策
で
は
な
い
。
…
：
今
後
は
東
西
経
済
協
力
が
不
可

欠
で
あ
る
」
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
比
べ
る
と
、
百
八
十
度
の
政
策
転
換
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
四
○
年
代
末
か
ら
一
九
六
○
年
代
末
に
か
け
て
、
こ
の
趨
勢
が
順
調
に
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
、

西
側
の
戦
略
物
資
の
共
産
諸
国
に
対
す
る
輸
出
禁
止
が
あ
り
、
そ
の
発
展
が
妨
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
東
西
貿
易
の
趨
勢
と
し
て
一

Ｆ
１

b



２
＃

第II部第三章共存のための経済政策3万

・
七
○
年
代
に
は
い
っ
て
、
ソ
連
は
西
側
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
の
拡
大
に
一
段
と
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
政
治

的
理
由
と
し
て
は
、
中
ソ
対
立
の
激
化
に
よ
っ
て
ソ
連
は
西
側
と
の
政
治
的
安
定
を
必
要
と
し
、
と
く
に
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
と
の
緊

張
緩
和
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
貿
易
拡
大
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
切
実
な
必
要
性
は

国
内
の
経
済
的
困
難
の
打
開
に
あ
っ
た
。

第
一
に
、
第
二
次
大
戦
後
西
側
で
目
覚
し
い
技
術
革
新
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ソ
連
は
立
遅
れ
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク

ス
、
電
子
計
算
機
、
石
油
化
学
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ス
、
化
学
繊
維
、
製
鉄
設
備
、
精
密
計
測
機
、
自
動
車
工
業
、
鋼
材
鋼
管
、
石
油

関
連
設
備
等
の
分
野
で
技
術
水
準
が
遅
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
西
側
か
ら
そ
れ
ら
の
分
野
の
先
端
的
技
術
や
設
備
、
工
業
技
術
、
大

型
。
プ
ラ
ン
ト
等
の
輸
入
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
七
○
年
代
に
な
っ
て
労
働
力
不
足
が
深
刻
と
な
り
、
労
働
生
産
性

し
て
い
る
。

九
五
○
年
代
の
半
ば
以
降
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
の
増
加
率
は
、
社
会
主
義
国
と
の
貿
易
の
増
加
率
を
上
回
っ
た
。
と
く
に
、

六
五
年
以
降
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
の
増
加
率
は
目
覚
ま
し
く
、
一
九
六
六
’
七
○
年
間
は
年
平
均
増
加
率
一
○
・
八
％
、

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
主
義
諸
国
と
の
貿
易
は
七
・
五
％
で
あ
っ
た
・
七
一
’
七
五
年
間
は
二
七
・
四
％
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
社
会

主
義
国
と
の
貿
易
は
一
四
・
七
％
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
国
と
の
貿
易
の
増
加
率
を
は
る
か
に
し
の
い
だ
の
で
あ
る
（
第
１
表
）
。
そ

の
結
果
、
ソ
連
の
貿
易
総
額
の
中
で
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
の
占
め
る
割
合
は
、
六
○
年
に
一
五
・
七
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、

六
五
年
に
は
一
九
・
二
％
、
七
○
年
に
は
一
二
・
三
％
、
七
五
年
に
は
三
一
・
二
％
と
増
加
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
メ
コ

ン
諸
国
と
の
貿
易
の
占
め
る
割
合
は
、
六
五
年
に
五
八
％
で
あ
っ
た
が
、
七
○
年
に
五
五
・
六
％
、
七
五
年
に
五
一
・
九
％
と
減
少

し
て
い
る
舅
２
表
）
。
こ
の
よ
う
に
、
東
西
貿
易
は
短
期
的
に
変
動
が
あ
る
に
せ
よ
、
長
期
的
に
は
一
貫
し
て
高
い
テ
ン
ポ
で
増
加

I
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と
こ
ろ
で
、
ソ
連
、
東
欧
諸
国
は
自
由
交
換
通
貨
が
不
足
し
て
お
り
、
西
側
の
先
進
国
と
の
貿
易
に
お
い
て
慢
性
的
に
貿
易
収
支

の
赤
字
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
発
展
を
阻
む
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
七
一
’
七
五
年
間
に
東
西
貿
易
の
増
大

に
と
も
な
っ
て
貿
易
収
支
の
赤
字
も
増
大
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
西
側
は
中
期
・
長
期
の
多
額
の
信
用
を
供
写
し
た
。
そ
の
結

果
、
ソ
連
、
東
欧
諸
国
の
西
側
に
対
す
る
債
務
は
加
速
度
に
累
積
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

を
向
上
さ
せ
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
折
か
ら
、
西
側
の
先
進
技
術
導
入
に
よ
る
技
術
革
新
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
西
貿
易
の
輸
出
入
品
目
構
成
に
は
っ
き
り
現
れ
て
お
り
、
ソ
連
の
輸
入
品
目
は
加
工
工
業
品
が
主
で
、
輸
出
品

目
の
中
で
は
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
、
木
材
等
の
第
一
次
産
品
を
輸
出
す
る
と
い
う
後
進
国
型
の
貿
易
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
農
業
生
産
の
不
安
定
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ソ
連
の
農
業
生
産
は
、
現
在
に
お
い
て
も
気
象
条
件
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

ひ
と
た
び
天
候
が
悪
化
す
る
と
凶
作
に
陥
る
。
そ
の
た
び
に
大
量
の
穀
物
を
西
側
か
ら
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
西
側
の
事
情
と
し
て
は
、
各
国
は
戦
後
の
め
ざ
ま
し
い
経
済
発
展
と
と
も
に
、
製
品
の
市
場
獲
得
競
争
が
激
化
し
た
。

こ
れ
ま
で
未
開
拓
で
あ
っ
た
ソ
連
、
東
欧
諸
国
が
、
西
側
の
機
械
、
設
備
を
大
量
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
西
側
に
と
っ
て
も

大
き
な
魅
力
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
的
に
も
一
九
七
二
年
に
米
ソ
首
脳
会
談
が
行
な
わ
れ
て
緊
張
緩
和
の
ム
ー
ド
が
高
ま
り
、
東
西

貿
易
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
の
貿
易
総
額
は
、
七
一
’
七
五
年
間
に
二
三
○
％
と
い
う
未
曽
有
の
増
加
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
五
カ
年
間
の
計
画
目
標
三

三
’
三
五
％
を
は
る
か
に
上
回
っ
た
。
と
く
に
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
の
増
加
率
は
三
倍
を
上
回
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

西
側
か
ら
一
九
七
二
年
と
七
五
年
の
凶
作
に
、
総
額
数
千
万
ト
ン
の
穀
物
と
、
ま
た
先
進
技
術
の
機
械
や
設
備
の
輸
入
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。



第1表ソ連の貿易総額の年平均増加率（％）

78

(上半期）
貿易相手地域 1956－60 61－65 66－70 71－75 76-80 76 77

貿易総額 11．5 7~310 11,67．7 8．6 181 54－6．2

社会主義諸国 9．7 1056．4 7．1 149 11．57．5 14．7

先進資本主義諸国 16．3 10．8 5．08．0 17．7 0．5 3．627．4

開発途上国 20．8 17．0 11．3 22．58 －316．0

溌
督
惚
蝿
ｅ
念
担
ｅ
他
報
細
川
鵬
垢
冒
鰕
鯨
弱

第2表ソ連の経済体制別貿易の構成比（％）

貿易相手地域 1960 65 70 75

貿 易総額

対社会主義諸国

うちコメコン諸国

対資本主義諸国

うち先進工業国

発展途上国

100

73．2

54．3

26．8

15．7

11．1

100

688

58．0

312

19．2

12~0

100

65．2

55．6

34．8

21~3

13．5

100

56．4

51．9

43．6

31．2

12．4

’

〔注．第1表，第2表はソ連邦外国貿易省「ソ連外国貿易統計集」の

各年版をもとにして作成したもの。〕
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ソ
連
、
東
欧
諸
国
全
体
の
債
務
総
額
は
、
一
九
七
五
年
末
に
は
二
百
八
十
三
億
ド
ル
（
う
ち
ソ
連
は
百
六
億
六
千
七
百
万
ド
ル
）
、

七
七
年
末
に
は
五
百
十
七
億
一
千
七
百
万
ド
ル
（
う
ち
ソ
連
は
百
十
三
億
ド
ル
）
に
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
デ
ッ
ド
・
サ
ー
ビ
ス
・

レ
ー
シ
ョ
（
年
々
の
元
利
返
済
額
の
輸
出
総
額
に
対
す
る
比
率
）
は
、
一
九
七
七
年
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
Ⅱ
八
五
％
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
六
○

％
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
’
四
四
％
、
ル
ー
マ
ニ
ァ
ー
四
二
％
、
ソ
連
Ⅱ
二
八
％
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
Ｉ
三
○
％
、
東
ド
イ
ッ
ー
四
○
％

に
上
っ
て
い
る
。
デ
ッ
ド
・
サ
ー
ビ
ス
・
レ
ー
シ
ョ
の
国
際
的
許
容
限
界
は
二
五
％
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
で
に
そ
の
限
界
を
大

き
く
越
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
共
産
圏
諸
国
の
債
務
の
累
積
に
対
し
て
西
側
の
警
戒
心
も
大
い
に
高
ま
り
、
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研

究
所
で
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
二
’
三
年
以
内
に
支
払
不
能
に
陥
る
で
あ
ろ
う
と
警
告
を
発
し
て
い
る
（
注
２
）
。

こ
の
よ
う
に
東
西
貿
易
は
、
と
く
に
一
九
七
○
年
代
に
入
っ
て
、
ソ
連
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
債

務
の
累
積
か
ら
み
て
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
ま
で
拡
大
し
た
と
い
え
る
。

第
十
次
五
ヵ
年
計
画
に
入
っ
て
か
ら
も
、
経
済
困
難
は
ま
す
ま
す
累
積
し
、
と
く
に
労
働
力
不
足
が
深
刻
と
な
り
、
投
資
の
伸
び

率
は
お
さ
え
ら
れ
、
「
効
率
と
質
」
を
商
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
貿
易
や
経
済
協
力
を
推

進
す
る
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
債
務
の
累
積
が
限
界
に
達
し
て
い
る
こ
と
や
、
西
側
の
ソ
連
の
緊
張
緩
和

政
策
に
対
す
る
不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
西
側
の
信
用
供
与
に
余
り
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
ソ
連
は

第
十
次
五
ヵ
年
計
画
に
入
っ
て
、
国
際
収
支
を
改
善
す
る
た
め
東
西
貿
易
を
抑
制
し
、
他
方
、
コ
メ
コ
ン
諸
国
と
の
貿
易
や
開
発
途

上
国
と
の
貿
易
を
増
加
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
東
西
貿
易
は
、
第
九
次
五
カ
年
計
画
の
と
き
ほ
ど
目
覚
し
い
発

展
を
し
て
い
な
い
。
で
は
今
後
の
発
展
の
見
通
し
は
ど
う
か
。
西
側
の
信
用
供
与
が
期
待
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
今
後
は
、
自
由
交

換
通
貨
を
狸
得
し
う
る
輸
出
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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当
面
、
東
西
貿
易
の
将
来
に
と
っ
て
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ソ
連
の
石
油
生
産
の
見
通
し
で
あ
る
。
石
油

輸
出
は
、
一
九
七
六
年
に
、
ソ
連
の
西
側
に
対
す
る
輸
出
総
額
の
四
五
％
に
達
し
て
お
り
、
外
貨
獲
得
の
た
め
の
最
も
重
要
な
輸
出

品
目
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
石
油
輸
出
の
可
能
性
は
ソ
連
の
石
油
生
産
の
見
通
し
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｉ
Ａ

は
一
九
七
七
年
に
、
ソ
連
の
石
油
生
産
が
八
○
年
頃
に
ピ
ー
ク
に
達
し
そ
の
後
だ
ん
だ
ん
低
下
し
て
、
八
五
年
頃
に
は
需
要
が
供
給

ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
、
工
業
製
品
輸
出
拡
大
の
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
コ
ン
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
拡
大
す
る
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
側
の
企
業
が
技
術
、
設
備
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ソ
連
企
業
に
提
供
し
て
、
そ
の
支
払
い
と
し
て
一
定
期
間
に
わ
た

っ
て
、
そ
の
企
業
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
工
業
製
品
で
受
取
っ
て
、
こ
れ
を
西
側
市
場
で
販
売
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

恒
常
的
に
外
貨
不
足
に
悩
む
ソ
連
、
東
欧
諸
国
に
と
っ
て
外
貨
を
節
約
し
、
支
払
い
を
確
実
に
す
る
た
め
の
有
効
な
方
式
で
あ
る
。

鰹

し
か
し
、
こ
の
方
式
は
そ
の
手
続
き
の
厄
介
な
こ
と
や
、
ま
た
、
将
来
、
西
側
の
プ
ラ
ン
ト
で
生
産
し
た
ソ
連
製
品
が
西
側
の
市
場

を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
西
側
と
し
て
は
あ
ま
り
歓
迎
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
発
展
に
は
限
界
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

第
一
に
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
、
第
二
十
五
回
党
大
会
で
、
今
後
輸
出
商
品
の
な
か
で
、
製
造
工
業
品
の
占
め
る
比
重
を
大
幅
に
高
め

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
ソ
連
は
、
第
一
次
産
品
の
輸
出
に
重
点
を
置
い
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
輸
出
能

力
に
限
界
が
あ
る
。
ソ
連
が
先
進
資
本
主
義
国
と
国
際
分
業
の
形
成
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
今
後
、
工
業
製
品
の
輸
出
に
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ソ
連
は
こ
れ
ま
で
世
界
市
場
の
需
要
に
応
ず
る
工
業
製
品
輸
出
に
余
り
努
力
し
て
お
ら
ず
、

品
質
、
デ
ザ
イ
ン
が
粗
悪
で
あ
っ
て
、
世
界
市
場
で
競
争
で
き
な
い
。
輸
出
総
額
中
に
占
め
る
割
合
も
一
○
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。



巧
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ソ
連
が
石
油
輸
出
国
か
ら
輸
入
国
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
発
表
を
し
た
（
注
３
）
・
こ
の
推
定
を
め

３
ぐ
っ
て
多
く
の
反
論
も
な
さ
れ
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
信
愚
性
は
不
確
実
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
ソ
連
も
エ
ネ

ル
ギ
ー
危
機
を
意
識
し
て
、
そ
の
対
策
に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
七
七
年
十
二
月
、
党
中
央
委
員
会
総
会
で
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
が
討
議
さ
れ
、
国
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
節
約
や
代
用
燃
料
の
開
発
に
努
め
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
石
油
生
産
増
加
に
力
を
入

れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
と
く
に
、
ソ
連
の
石
油
採
掘
技
術
が
旧
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
先
進
的
な
石
油
掘
削
機

や
開
発
技
術
を
大
量
に
輸
入
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら
、
ソ
連
の
石
油
生
産
の
見
通
し
は
、
決
し
て

楽
観
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
石
油
輸
出
額
は
国
際
収
支
の
四
○
％
程
度
占
め
て
お
り
、
他
に
こ
れ
に
代
わ
る
有
望
な
輸
出
品

目
は
な
い
の
で
、
将
来
、
石
油
輸
出
が
減
退
す
る
と
す
れ
ば
、
東
西
貿
易
の
発
展
も
余
り
期
待
で
き
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
が
東
西
貿
易
の
現
状
で
あ
る
が
、
現
在
ソ
連
で
、
東
西
貿
易
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
な
か
で
占
め
る
割
合
は
六
％
程
度
で
あ
っ
て
、
東

西
貿
易
が
ソ
連
の
経
済
成
長
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
側
か
ら
み
て
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
東
西
貿
易
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
ソ
連
は
、
過
度
に
資
本
主
義
に
経
済
的
に
依
存
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
の
で

あ

る

。

以
上
、
東
西
貿
易
発
展
を
純
経
済
的
な
側
面
か
ら
概
観
し
た
が
、
次
に
西
側
が
安
全
保
障
の
立
場
か
ら
東
西
貿
易
に
ど
う
い
う
対

策
を
と
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

一
九
七
一
’
七
五
年
間
に
、
ソ
連
は
西
側
か
ら
巨
額
の
信
用
供
与
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た

西
側
の
東
西
貿
易
政
策
と
安
全
保
障
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こ
う
し
て
、
西
側
の
ソ
連
の
行
動
に
対
す
る
警
戒
心
が
強
ま
っ
た
。
緊
張
緩
和
の
絶
頂
期
に
は
、
東
西
貿
易
や
経
済
協
力
の
拡
大

が
ソ
連
の
自
由
化
、
多
元
化
の
傾
向
を
促
進
し
、
国
際
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
甘
い
幻
想
が
、
多
く
の
人
び
と

に
よ
っ
て
抱
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
の
緊
張
緩
和
に
対
す
る
考
え
方
で
は
、
国
々
の
間

の
紛
争
を
戦
争
、
武
力
行
使
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
を
避
け
つ
つ
も
、
他
方
階
級
闘
争
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
、
民
族
解
放
闘
争
は

認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
緊
張
緩
和
と
軍
事
的
増
強
と
は
両
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
西
側
の
期
待
と

は
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
緊
張
緩
和
の
解
釈
に
つ
い
て
理
想
主
義
と
現
実
主
義
の
対
立
が
あ
る
が
、
デ
ィ

ミ
ト
リ
１
．
Ｋ
．
サ
イ
ム
ズ
は
、
緊
張
緩
和
を
現
実
主
義
的
に
考
え
て
、
「
そ
れ
は
そ
の
過
程
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
双
方
の
利
益
に
総

体
的
均
衡
が
保
た
れ
る
こ
と
を
唯
一
の
基
盤
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
緊
張
緩
和
が
一
方
の
大
国
の
利
益
に
大
き
く
偏

っ
て
役
立
っ
て
い
る
な
ら
、
緊
張
緩
和
の
精
神
を
実
現
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
緊
張
緩
和
に
よ
っ
て
、
過
去
に
ソ
連

の
受
け
た
利
益
は
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
教
授
サ
ム
エ
ル
・
Ｐ
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
一
九
七
七
年
の
「
フ
ォ
リ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
」
誌
秋
季
号
に

不
信
感
を
つ
の
ら
せ
た
。

が
、
他
方
に
お
い
て
ソ
連
は
そ
の
間
に
軍
事
支
出
の
増
強
に
努
め
た
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
九
七
○
’
七
七
年
の
そ
の
年

平
均
増
加
率
は
四
’
五
％
で
あ
り
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
う
ち
軍
事
支
出
の
占
め
る
割
合
は
二
’
一
三
％
に
達
し
、
い
ま
や
絶
対
額
に
お
い

て
ア
メ
リ
カ
を
し
の
い
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。
ま
た
、
ソ
連
は
こ
の
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
し
て
、
ア
フ
リ
カ
、

中
東
、
西
ア
ジ
ア
な
ど
の
舞
台
に
勢
力
を
浸
透
さ
せ
た
。
ソ
連
は
キ
ュ
ー
バ
の
軍
隊
を
ア
ン
ゴ
ラ
に
導
入
、
使
用
し
、
ま
た
エ
チ
オ

ピ
ア
、
ザ
イ
ー
ル
に
お
け
る
キ
ュ
ー
バ
軍
隊
の
介
入
を
支
持
し
た
が
、
こ
の
軍
事
的
冒
険
的
政
策
は
ア
メ
リ
カ
の
世
論
を
刺
激
し
て
、
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ハ
ン
チ
ン
ト
ン
に
よ
る
と
、
す
で
に
こ
の
方
針
は
実
現
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
七
七
年
八
月
に
大
統
領
は
第
二
時
代
の

国
家
戦
略
の
広
範
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
規
定
し
た
文
書
、
大
統
領
指
令
に
署
名
し
た
が
、
こ
の
大
統
領
指
令
は
地
域
的
紛
争
の
解
決
、

緊
張
の
緩
和
、
軍
縮
協
定
の
締
結
に
当
っ
て
ソ
連
の
協
力
を
と
り
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、
茨
メ
リ
カ
は
そ
の
経
済
力
と
ソ
連
よ
り
優
れ

お
い
て
こ
う
い
う
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
に
対
す
る
新
た
な
対
応
策
と
し
て
条
件
付
弾
力
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
べ

き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
論
文
の
大
要
を
説
明
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
（
注
５
）
・
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
は
、
冷
戦

時
代
に
も
緊
張
緩
和
の
は
な
や
か
で
あ
っ
た
時
代
に
も
、
外
交
政
策
と
経
済
上
の
配
慮
を
き
り
は
な
し
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
れ
と

異
っ
た
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、
米
ソ
経
済
関
係
の
規
模
や
性
格
を
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
安
全
保
障
上
の
目
的
達
成
の
進
捗

状
況
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
条
件
と
し
て
連
繋
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
ソ
連
が
ア
フ
リ
カ
に
軍
事
介
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
経

済
的
デ
タ
ン
ト
の
門
戸
を
し
め
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ソ
連
は
、
経
済
的
緊
張
緩
和
と
軍
事
的
冒
険
主
義
と
は
、

い
つ
ま
で
も
手
を
つ
な
い
で
い
け
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
、
あ
る
時
点
で
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
米
ソ
関
係
は
、
軍
事
力
の
点
で
は
ほ
ぼ
均
衡
を
保
つ
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
経
済
や
技
術
の
点
で
は
ア
メ

リ
カ
は
ソ
連
に
対
し
て
圧
倒
的
に
優
位
な
立
場
に
あ
る
。
ま
た
、
今
後
の
ソ
連
経
済
の
見
通
し
と
し
て
、
国
内
の
経
済
的
困
難
は
、

一
段
と
累
積
し
て
経
済
成
長
は
鈍
化
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
打
開
す
る
た
め
に
は
今
後
、
ソ
連
は
西
側
と
の
貿
易
や
経

済
協
力
を
よ
り
一
層
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
状
況
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
は
、
ソ
連
の
出
方
に
順
応
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
、
ソ
連
の
軍
事
的
進
出
に
対
し
て
経
済
的
手
段
に
よ
っ
て
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
体
の
主
旨

ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。
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第
二
に
、
ソ
連
が
重
大
な
必
要
性
を
持
ち
、
大
部
分
ア
メ
リ
カ
の
供
給
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
機
械
や
技
術
品
目
に
関
す
る
ラ

イ
セ
ン
ス
を
、
外
交
政
策
の
基
本
に
基
づ
い
て
要
求
で
き
る
よ
う
、
禁
輸
の
品
目
や
技
術
の
リ
ス
ト
を
検
討
、
改
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
七
八
年
七
月
に
大
統
領
決
定
に
よ
っ
て
石
油
、
ガ
ス
の
探
査
、
生
産
用
技
術
な
ら
び
に
設
備
を
商
品
規
制
リ
ス
ト
（
Ｃ
Ｃ
Ｌ
）

に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
禁
輸
品
目
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
会
社
が
、
ソ
連
向
け
に
こ
れ
ら

設
備
（
も
し
く
は
そ
の
設
備
を
つ
く
る
設
備
）
を
輸
出
す
る
前
に
、
ラ
イ
セ
ン
ス
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
承
認
の
基
準
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
を
著
し
く
促
進
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
が
、
そ
の
経
済
上
の
強
み
を
発
揮
で
き
る
能
力
を
最
大
限
に
す
る
た
め
に
、
一
層
弾
力
的
な
取
り
決
め
が
必

要
で
あ
る
。
今
後
、
米
ソ
経
済
関
係
を
大
き
く
拡
大
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
、
ソ
連
に
お
け
る
米
民
間
会
社
の
投
資
を
増
大
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
利
用
に
傾
く
公
算
が
大
き
い
。
そ
の
場
合
、
輸
出
入
銀
行
の
借
款
は
最
も
重
要
な
方
式
で
あ
っ
て
、
対
外

げ
て
い
る
。

交
政
策
と
結
び
つ
け
る
。

第
一
に
、
政
府
の
執
行
部
門
が
、
東
西
経
済
関
係
に
つ
い
て
有
効
で
中
央
集
権
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
・
貿
易
、

技
術
輸
出
、
科
学
上
の
接
触
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
穀
物
輸
出
な
ど
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
決
定
を
集
中
し
て
、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
外

た
技
術
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
必
要
な
ら
他
の
手
段
と
も
合
わ
せ
て
、
世
界
の
主
要
地
域
に
お
け
る
ソ
連
側
の
影

響
力
を
相
殺
し
、
人
権
と
国
の
独
立
を
強
化
す
る
た
め
に
使
用
す
べ
き
だ
、
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
大
統
領
戦
略
を
実
施
す
る
た
め
に
、
米
ソ
関
係
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
過
去
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

根
本
的
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
制
度
上
の
改
善
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
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次
に
そ
の
主
な
も
の
を
指
摘
す
る
（
注
６
）
・
第
一
に
、
東
側
に
対
す
る
輸
出
認
可
や
技
術
移
転
（
そ
の
際
貿
易
だ
け
で
な
く
、

双
務
的
経
済
協
力
の
交
換
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
し
て
ソ
連
と
そ
の
東
欧
同
盟
国
と
の
間
に
差
別
的
な
方
針
を
と
る
こ
と
も
考
慮

す
る
）
に
つ
い
て
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
し
て
共
通
の
政
策
を
と
る
上
で
、
た
え
ず
精
力
的
に
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
・
第
二
に
、

東
側
と
の
貿
易
に
対
す
る
関
税
や
関
税
以
外
の
障
壁
に
つ
い
て
の
西
側
の
政
策
を
再
評
価
す
る
。
第
三
に
、
西
側
の
東
側
に
対
す
る

金
融
政
策
の
調
整
を
考
慮
す
る
こ
と
。
第
四
に
、
双
務
的
な
東
西
関
係
を
関
係
づ
け
、
政
治
的
・
経
済
的
・
安
全
保
障
の
問
題
と
取

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

政
策
上
の
目
的
を
遂
行
す
る
よ
う
利
用
す
る
。

第
四
に
、
外
交
と
経
済
交
流
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
有
効
に
す
る
た
め
に
は
、
西
側
諸
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済

協
力
開
発
機
椛
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
の
主
要
国
の
す
べ
て
が
情
報
交
換
し
た
り
、
ソ
連
と
の
取
引
を
左
右
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
シ
や
、

政
策
の
展
開
に
協
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
急
の
よ
う
な
協
力
機
構
と
し
て
一
つ
は
コ
コ
ム
が
あ
る
が
、
そ
の
仕
事
の
範
囲
は
潜
在
的

に
軍
事
的
重
要
性
の
あ
る
品
目
に
限
ら
れ
て
い
る
。
他
は
、
七
六
年
七
月
に
先
進
国
首
脳
会
議
で
結
ば
れ
た
過
当
な
輸
出
信
用
を
防

ぐ
た
め
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
関
す
る
紳
士
協
定
で
あ
っ
て
、
ソ
連
そ
の
他
の
国
向
け
借
款
の
頭
金
の
最
低
限
度
、
利
率
の
最
低
限
度
、

償
還
期
限
の
最
高
限
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
貿
易
、
経
済
協
力
を
政
治
、
安
全
保
障
の
考
慮
と
一
体
化
す
る
具
体
的
措
置
が
推
進
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
西
欧
諸
国
で
も
、
東
欧
諸
国
に
対
す
る
経
済
政
策
と
安
全
保
障
政
策
の
関
係
を
よ
り
一
層
緊
密
に
す
る
必
要
性
が
認
め

ら
れ
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
加
盟
国
間
の
統
合
を
よ
り
一
層
有
効
に
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
経
済
的
な
、
ま
た
安

全
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
、
西
側
諸
国
が
東
側
諸
国
に
対
し
て
共
同
の
政
策
を
と
る
こ
と
が
新
し
い
重
要
な
協
議
項
目
と
し
て
と
り
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組
む
た
め
、
西
側
で
多
角
的
に
協
議
す
る
組
織
榊
成
を
拡
大
す
る
こ
と
。

ソ
連
で
は
資
本
主
義
国
と
異
な
り
、
が
ん
ら
い
貿
易
が
国
家
独
占
で
あ
り
、
ま
た
政
経
一
体
の
原
則
の
下
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
第
二
十
五
回
党
大
会
で
、
「
対
外
経
済
関
係
に
お
い
て
は
、
政
治
と
経
済
、
外
交
と
通
商
、
工
業
生
産
と
貿
易
は
一
つ

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
外
経
済
関
係
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
そ
の
管
理
は
一
元
化
し
、
全
部
門
の
努
力
と
わ
れ
わ

れ
の
政
治
、
経
済
上
の
利
害
を
一
つ
に
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
（
注
７
）
。
そ
う
し
て
、
ソ
連
は
体
制
上
の
強

味
を
利
用
し
て
、
西
側
の
多
元
的
な
国
家
に
依
存
す
る
多
く
の
私
企
業
や
公
的
・
半
公
的
機
構
や
政
府
機
関
な
ど
と
の
取
引
に
お
い

て
、
大
き
な
不
均
衡
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
は
全
世
界
的
な
戦
略
を
基
礎
と
し
て
行
動
す
る
国
で
あ
り
、
経
済
手

段
を
外
交
・
政
治
・
安
全
保
障
上
の
目
標
に
役
立
た
せ
る
よ
う
意
識
的
に
行
使
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
側
諸
国
も
こ
れ
に
対

抗
す
る
た
め
、
国
家
に
よ
る
東
西
経
済
交
流
の
統
制
、
さ
ら
に
西
側
諸
国
間
の
国
際
協
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
と
し
て
も
、
ソ
連
が
全
世
界
的
な
戦
略
構
想
の
下
に
東
西
貿
易
や
経
済
協
力
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た

政
治
的
理
由
で
ソ
連
の
政
策
に
予
測
で
き
な
い
変
化
が
起
こ
っ
て
、
そ
れ
が
打
切
ら
れ
る
か
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
際
、
経
済
的
依
存
関
係
を
過
度
に
深
め
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
最
近
の
ソ
連
の
軍
事
支
出
の
増
強
や

軍
事
的
拡
大
政
策
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
に
お
け
る
西
側
の
ソ
連
、
東
欧
諸
国
に
対
す
る
政
策
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
に
も
注
目
し
て
、
西
側
の
同
盟
諸
国
と
協
調
す
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
は
基
本
的
に
太
平
洋
国
家
、
海
洋
国
家
で
あ
り
、
し
か
も
、
今
後
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
太
平
洋
圏
時
代
が
大
き
く
発

展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
東
西
貿
易
の
位
置
づ
け
も
そ
の
構
想
の
下
に
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
次
大
戦
後
の
世
界
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
に
よ
っ
て
曲
が
り
な
り
に
自
由
主
義
経
済
体
制
の
行
く
べ
き
道
が
明
示
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
が
崩
壊
し
、
し
か
も
デ
タ
ン
ト
と
い
う
経
済
体
制
の
対
決
を
一
見
柔
ら
げ
る

よ
う
で
い
て
そ
の
実
、
社
会
主
義
国
に
理
由
な
き
譲
歩
を
企
て
る
政
治
な
ど
が
、
現
在
世
界
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
面
で
の
不
確
実
性

を
高
め
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
が
不
確
実
性
を
深
め
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
手
段
と
し
て
経
済
的
・
軍
事
的
そ
の

他
の
面
に
お
い
て
多
面
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
化
へ
の
傾
向
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
来
、
ブ
ロ
ッ
ク
圏
と
い
う
も
の
は
、
排
他
的
な
結
合
か
ら
出
発
す
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
典
型
的

な
例
を
一
九
三
○
年
代
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
と
い
う
も
の
は
、
決
し

て
一
九
三
○
年
代
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
以
上
は
排
他
的
要
因
が
あ

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
が
他
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
相
互
補
完
的
な
機
能
を
求
め
て
お
り
、
ル
ー
ズ
な
ブ

ロ
ッ
ク
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
は
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
み
に
お
い
て
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
を
持
ち
え

フ
ロ
ッ
ク
圏
の
性
格

、

(1)
四
、
太
平
洋
経
済
統
合
の
推
進

地
域
的
経
済
統
合
の
基
本
条
件

~



理

な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
世
界
の
網
の
目
が
ま
す
ま
す
細
か
く
な
っ
て
相
互
依
存
関
係
の
度
合
が
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
く

る
と
、
排
他
的
結
合
と
い
う
形
で
ブ
ロ
ッ
ク
が
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
も
ル
ー
ズ
な
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
、
見
え
ざ

る
パ
イ
プ
に
繋
が
れ
て
、
他
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
相
互
乗
り
入
れ
、
相
互
補
完
的
な
結
合
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
っ

て
の
よ
う
に
、
経
済
体
制
も
完
全
閉
鎖
型
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
現
実
に
は
中
間
的
閉
鎖
型
へ
、
デ
タ
ン
ト
的
ブ
ロ
ッ
ク
化

へ
と
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
体
制
を
超
え
て
、
米
ソ
二
大
ブ
ロ
ッ
ク
の
相
互
乗
入
れ
が

可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
は
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
大
変
大
き
な
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の

誤
り
を
安
易
に
認
め
る
な
ら
ば
、
自
由
主
義
経
済
圏
の
将
来
に
大
変
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た

い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
軽
く
見
て
、
経
済
体
制
の
相
違
は
容
易
に
克
服
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
実
は
ブ
ロ
ッ
ク
化
の
根
源

を
な
す
哲
学
の
否
定
に
連
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
限
界
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
き
ち
ん
と
限
定
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
の
み
に
限
定
す
る
場
合
に
は
、
異
質
の
経
済
体
制
と
の
間
で
も
経
済
的
水
準
が
あ
る
程
度
同
質

的
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
時
的
暫
定
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
を
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
に
経
済
圏
を
形
成
す

る
場
合
に
は
、
多
く
の
場
合
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
、
軍
事
的
諸
問
題
な
ど
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
同
時
並
行
的
に
内
包
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
異
に
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
は
個
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は

同
一
の
歩
調
を
と
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
も
現
実
的
に
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
国
連
の
機
能
を
考
え
て
み
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
国
連
は
戦
後
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
て
、
世
界
の
国
連
に
結
集
し

て
世
界
の
平
和
と
協
調
、
そ
れ
に
よ
る
発
展
を
約
束
す
る
た
め
に
結
ば
れ
た
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
場
合
も
、
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
非
同
盟
諸
国
八
十
数
カ
国
の
社
会
主
義
化
を
、
本
来
阻
止
す
る
こ
と
が
世
界
福

祉
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
も
多
く
の
経
済
的
に
遅
れ
て
い
る
発
展
途
上
国
、
そ
し
て
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
社

会
主
義
化
へ
の
道
を
走
り
か
ね
な
い
国
々
を
、
自
由
主
義
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
留
め
て
お
く
た
め
に
、
経
済
圏
の
設
定
が
大
い

に
活
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
異
な
る
諸
国
を
ブ
ロ
ッ
ク
圏
に
導
入
す
る
場
合
は
、

あ
く
ま
で
も
一
次
的
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
補
助
的
補
完
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厳
密
な
意
味
に
お
け
る
自
由
と
民
主
主
義
を
行
な
っ
て
い
る
国
は
、
加
盟
国
中
の
二
十
二
カ
国
前
後
し
か
な
い
。
世
界
の
国
々
は
今

日
百
五
十
ヵ
国
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
国
連
の
一
般
総
会
に
お
い
て
は
一
国
一
票
主
義
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
数
年
前
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
開
か
れ
た
非
同
盟
国
会
議
八
十
六
カ
国
の
首
脳
会
議
の
宣
言
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
｝
」
れ
ら
非

同
盟
諸
国
は
途
上
国
特
有
の
社
会
主
義
的
色
彩
の
強
い
宣
言
文
を
採
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
自
由
と
民
主
主
義
を
厳
格

に
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
国
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
国
連
の
場
は
全
く
反
対
勢
力
の
た
め
の
場
、
つ
ま
り
社
会
主
義
陣
営
を
利
す
る

場
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
か
っ
て
日
本
の
あ
る
大
臣
が
、
国
連
と
は
田
舎
の
農
業
協
同
組
合
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
ク
ビ

に
な
っ
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
大
臣
の
発
言
自
体
は
ま
さ
し
く
的
を
つ
い
た
も
の
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
由
と
民
主
主
義
を
守
る
国
と
、
自
由
と
民
主
主
義
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
全
体
主
義
的
に
ね
じ
曲
げ
よ

う
と
す
る
国
々
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
決
を
一
つ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
国
連
の
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
学

』

》

Ｂ

■
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
不
確
実
性
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
と
に
も
か
く
に
も
段
階
的
か
つ
柔
構
造
の
、
し
か
も
多
層
的
な
意
味
に
お
け

る
世
界
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
が
、
戦
略
的
人
為
的
に
理
念
設
定
が
さ
れ
、
根
ま
わ
し
が
行
な
わ
れ
、
極
め
て
現
実
的
要
請
を
も
つ
も
の
と

し
て
確
立
す
る
方
向
に
、
世
界
は
軌
道
修
正
を
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
経
済
圏
の
一
つ
の
実
験
に
も
た
と
え

ら
れ
る
か
つ
て
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
現
在
の
Ｅ
Ｃ
を
俎
上
に
上
げ
て
み
れ
ば
、
太
平
洋
経
済
圏
へ
の
試
行
の
窓
口
が
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

ョ
－
ロ
ッ
バ
の
置
か
れ
て
い
る
基
本
的
な
立
場
は
、
米
ソ
冷
戦
の
谷
間
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
失
わ
れ
た
主
体
性
を
、
い

か
に
し
て
回
復
す
る
か
Ｉ
ｌ
こ
れ
が
カ
レ
ル
ギ
ー
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
主
義
の
根
本
で
あ
り
、
同
時
に
Ｅ
Ｃ
の
基
本
的
な
動

向
で
あ
る
。
東
の
ソ
連
、
西
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
超
大
国
に
対
し
、
合
縦
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
大
国
か
ら
の
強
圧
を
か

わ
し
、
主
体
性
を
確
立
し
、
発
言
権
を
増
加
し
よ
う
１
１
こ
う
い
う
考
え
方
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
米
ソ
二
極
の

谷
間
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
一
九
四
八
、
九
年
頃
か
ら
言
わ
れ
だ
し
、
五
○
年
代
初
期
に
は
決
定
的
様
相
を
帯
び
て
き
た
。

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
谷
間
論
か
ら
な
ん
と
か
抜
け
出
し
、
米
ソ
二
極
に
対
抗
し
う
る
だ
け
の
第
三
勢
力
と
な
る
た
め
に
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
誕
生
し
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
以
来
培
わ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
、
世
界
の
他
の
地
域
に
比
べ
る
と
き
わ
め
て
同
質
的
な
面
が
多
い
。
そ
こ
で
文
化
的
・
経
済
的
・
政
治
的
風
土
を
一
つ
に
団
結
さ

せ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
誕
生
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
・
・
フ
ラ

ン
、
ガ
リ
オ
ァ
・
エ
ロ
ァ
資
金
の
供
給
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
の
順
調
な
発
展
等
々
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
次
第
に
経
済

的
・
政
治
的
な
自
信
を
と
り
戻
し
て
い
く
段
階
で
こ
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

Ｅ
Ｅ
Ｃ
誕
生
の
背
景

’

』
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
Ｅ
Ｃ
は
、
完
全
な
一
枚
板
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
歴

史
的
に
常
に
葛
藤
の
対
象
と
な
る
西
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
国
民
投
票
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
Ｅ
Ｃ
に
加

盟
を
し
た
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
内
部
で
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
賛
成
す
る
西
ド
イ

ツ
と
、
強
力
に
反
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
多
年
に
わ
た
る
か
け
ひ
き
が
行
な
わ
れ
、
よ
り
低
次
元
の
と
こ
ろ
で
は
フ
ラ
ン
ス
と

イ
タ
リ
ア
の
間
で
展
開
さ
れ
た
ワ
イ
ン
戦
争
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
等
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
統
一
通
貨
体
制
へ
の

道
は
ま
だ
ほ
ど
遠
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
合
の
い
い
時
に
は
Ｅ
Ｃ
は
一
枚
板
の
よ
う
に
団
結
す
る
。
都
合
の
悪
い
時
に

は
内
部
に
い
ろ
い
ろ
な
葛
藤
が
渦
巻
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
と
い
う
も
の
の
本
質
だ
と
割
切
っ
て
考

こ
う
し
て
Ｅ
Ｃ
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
圏
が
で
き
た
・
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
時
は
、
イ
ギ
リ
ス
は

Ｅ
Ｃ
に
加
盟
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
イ
ギ
リ
ス
も
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
こ
と
に
な
り
、
Ｅ
Ｃ
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
、

ゲ
ル
マ
ン
、
ラ
テ
ン
の
諸
民
族
を
一
括
し
て
一
つ
の
統
合
的
な
も
の
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
は
、

政
治
的
・
経
済
的
・
技
術
的
、
し
か
も
通
貨
の
問
題
に
い
た
る
ま
で
解
決
し
て
い
く
と
い
う
、
新
し
い
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
実
験
室
だ
と

Ｅ
Ｃ
は
、
北
欧
三
国
と
の
自
然
的
ブ
ロ
ッ
ク
と
も
名
づ
け
る
べ
き
も
の
と
非
常
に
密
接
な
パ
イ
●
フ
を
も
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、

経
済
圏
の
後
に
あ
る
軍
事
的
防
衛
力
と
し
て
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
後
楯
に
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
諒
解
が

存
在
す
る
。
も
し
ア
メ
リ
カ
が
後
楯
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
今
日
の
Ｅ
Ｃ
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
の
も

つ
役
割
の
重
要
性
の
再
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。



B
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太
平
洋
経
済
圏
の
場
合
に
も
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
近
い
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
具
体
的
な
例
が
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
と
の
関
係
も
、
こ
れ
は
ま
さ
に
米
加
経
済
圏
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
し
、
そ
の
表
現
が
穏
当
で
な
け
れ
ば
北
米
経
済
圏
と
名
づ
け
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
間
に
は
大
英
帝
国
時
代
か
ら
の
結
び
つ
き
も
存
在
す
る
。
経
済
的
・
政
治

的
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
軍
事
的
に
極
め
て
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
日
・
韓
・
台
は
、
日
本
と
韓
国
お
よ
び
中
華
民
国
が
事
実
上
は

経
済
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
大
き
な
一
つ
の
太
平
洋
経
済
圏
と
し
て
ま
と
め
上
げ
て

し
か
し
な
が
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
存
在
、
お
よ
び
台
湾
と
中
国
と
の
政
治
的
な
対

立
、
中
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
落
と
す
影
、
そ
れ
と
太
平
洋
地
域
に
大
き
く
海
軍
力
の
足
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
ソ
連
、
お
よ
び
バ
ン
グ
ラ

デ
ィ
シ
ュ
、
イ
ン
ド
な
ど
に
見
ら
れ
る
左
右
に
揺
れ
動
く
不
安
定
な
地
域
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
皮
膚
の
色
が
ち
が
う

と
い
う
問
題
以
上
に
複
雑
で
あ
る
。

そ
こ
で
太
平
洋
経
済
圏
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
隣
接
地
域
と
の
間
に
お
い
て
、
密
接
な
経
済
的
関
係
を
も
ち
つ
つ
、
太
平

洋
経
済
圏
を
阻
止
す
る
要
因
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
と
き
も
軍
事
的
な
意
味
に
お
い
て

な
る
。

い
く
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
か
し
い
問
題
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
圏
の
国
々
は
、
米
、
ソ
、
中
三
大
国
の
谷
間
に
あ
る
た
め
、
以
上
の
Ｅ
Ｃ
の
や
り
方
は
大
い
に
参
考
に

太
平
洋
経
済
圏
の
課
題
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は
ア
メ
リ
カ
、
経
済
的
に
は
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
日
本
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
、
こ
の
経
済
圏
の
構
想
を
軍
事
的
・
技
術
的
諸
要
因
を

内
に
含
み
な
が
ら
、
経
済
圏
と
し
て
ま
と
め
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
最
も
自
然
の
ゆ
き
方
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
こ
で
い
く
つ
か
注
意
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
Ｅ
Ｃ
と
太
平
洋
経
済
圏
と
の
間
で
常
に
橋
渡
し
の
役
割
を
な

し
、
中
核
的
役
割
を
す
る
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
役
割
は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
昨
今
の
カ
ー
タ
ー
政
権
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
は
、
こ
の
重
要
性
を
否
定
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
在
韓
米
軍
撤
兵
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後
ア
メ
リ
カ
は
急
速
に
ア
ジ
ア
離
れ
現
象
を
起
こ
し
て
い
る
。

そ
し
て
ニ
ュ
ー
・
ア
ィ
ソ
レ
ィ
シ
ョ
ニ
ズ
ム
（
新
し
い
孤
立
主
義
）
へ
の
動
向
が
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
動
き
に
ど
う
歯

止
め
を
か
け
る
か
、
世
界
の
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
真
の
自
由
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
力
を
借
り
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
現
実
認
識
を
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
も
っ
て
も
ら
う
か
が
重
大
問
題
で
あ
る
。

第
二
は
、
真
の
自
由
主
義
と
民
主
主
義
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
太
平
洋
経
済
圏
設
立
の
た
め
の
軍
事
的
協
定
と
い
う
も
の
も
、

同
時
に
結
ば
れ
な
け
れ
ば
、
単
な
る
経
済
の
み
で
物
事
を
考
え
よ
う
と
す
る
日
本
的
発
想
に
よ
っ
て
い
て
は
、
太
平
洋
経
済
圏
は
絵

に
描
い
た
餅
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
和
悪
法
の
名
に
お
い
て
、
自
国
の
防
衛
を
全
部
ア
メ
リ
カ
に
委
ね
、
当
然
支
払
う
べ
き
防
衛
分
担
金
を
も
支
払
わ
ず
、
経
済
的

に
は
諸
外
国
を
圧
迫
す
る
と
い
う
現
状
で
は
、
日
本
が
太
平
洋
経
済
圏
の
構
想
を
い
か
に
主
張
し
よ
う
と
も
全
く
説
得
力
を
も
た
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
た
も
や
日
本
は
自
国
の
経
済
の
利
益
の
た
め
に
策
略
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
と
い
う
不
信
感
の
み
を
増
幅
さ

せ
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
自
国
が
自
国
を
守
る
だ
け
の
責
任
を
十
分
に
も
つ
と
同
時
に
、
多
く
の
現
存
す
る

太
平
洋
を
と
り
ま
く
小
さ
な
経
済
圏
を
一
つ
の
大
き
な
枠
で
包
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
不
確
実
性
を
高
め
つ
つ
あ
る
世
界
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情
勢
の
中
で
、
安
全
に
生
き
延
び
て
い
く
た
め
の
最
も
適
切
な
る
一
九
八
○
年
代
の
日
本
の
選
択
で
あ
ろ
う
。
扇
Ⅱ
部
第
三
章
四
伽
は

第
八
回
世
界
平
和
に
関
す
る
国
際
会
議
（
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
主
催
、
一
九
七
八
・
七
）
提
出
論
文
『
太
平
洋
経
済
圏
構
想
案
』
矢
島
鉤
次
萸

環
太
平
洋
諸
国
の
経
済
統
合
を
推
進
し
、
世
界
経
済
の
新
し
い
発
展
拠
点
を
創
り
出
す
と
い
う
構
想
は
、
小
島
清
教
授
た
ち
が
一

九
六
五
年
以
来
提
唱
し
研
究
し
て
き
た
念
願
で
あ
る
。
当
時
の
三
木
外
相
の
支
援
の
下
六
八
年
に
東
京
で
誕
生
し
た
学
者
グ
ル
ー
プ

の
「
太
平
洋
貿
易
開
発
会
議
」
は
、
七
九
年
三
月
に
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
第
十
回
会
合
を
も
つ
ま
で
に
成
長
し
研
究
を
蓄
積
し
て
い
る
。

太
平
洋
経
済
統
合
構
想
の
直
接
の
刺
激
と
な
っ
た
も
の
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
経
済
共
同
体
）
の
発
足
二
九
五
八
年
）
、
そ
の
Ｅ

Ｆ
Ｔ
Ａ
（
欧
州
自
由
貿
易
連
合
）
と
の
合
体
二
九
七
三
年
）
、
ロ
メ
協
定
二
九
七
五
年
）
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
開

発
途
上
諸
国
と
の
連
合
、
そ
し
て
今
回
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
発
足
な
ど
、
西
欧
の
経
済
統
合
の
成
功
と
そ
の
弾
力
的
な
前
進
で
あ
っ
た
。
残
さ

れ
た
環
太
平
洋
諸
国
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
太
平
洋
地
域
で
も
経
済
統
合
が
推
進
さ
れ
れ
ば
、
太
西
洋
社
会
を
上
回
る
経
済
発

展
が
と
げ
ら
れ
、
少
な
く
と
も
そ
れ
と
対
等
の
発
言
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
世
界
経
済
の
発
展
を
リ
ー
ド
す
る
太

平
洋
時
代
を
築
き
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

京
工
業
大
学
教
授
）
の
抜
粋
で
あ
る
。
一

最
初
の
提
案
は
、
太
平
洋
先
進
五
国
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
が
ま
ず
太
平

(2)太
平
洋
経
済
圏
へ
の
高
ま
る
関
心

太
平
洋
地
域
の
経
済
統
合
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洋
自
由
貿
易
地
域
（
Ｐ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
を
結
成
し
、
環
太
平
洋
開
発
途
上
諸
国
を
準
加
盟
国
と
し
て
迎
え
入
れ
よ
う
と
い
う
、
一
つ
の

制
度
的
経
済
統
合
構
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
関
税
全
廃
を
含
む
制
度
的
経
済
統
合
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
実
現
困
難
な
こ
と
が
次
第

に
判
明
し
た
。
そ
こ
で
第
二
提
案
と
し
て
さ
い
き
ん
は
、
環
太
平
洋
諸
国
の
貿
易
拡
大
、
援
助
、
投
資
、
経
済
開
発
促
進
な
ど
の
機

能
的
統
合
化
を
討
議
し
政
策
立
案
を
話
し
合
う
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
太
平
洋
貿
易
開
発
機
椛
（
Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
ｏ
品
画
昌
圃
騨
武
○
．

ざ
甸
勺
“
・
蚤
。
弓
旬
且
の
卸
戸
」
ロ
の
く
の
一
名
ョ
の
。
こ
の
設
立
を
呼
び
か
け
て
い
る
（
注
１
）
。

ア
メ
リ
カ
も
日
本
も
自
由
無
差
別
原
則
に
立
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
建
て
前
と
し
て
き
た
。
だ
が
国
連
フ
ァ
ミ
リ
ー
の

諸
国
際
機
関
は
百
数
十
カ
国
の
利
害
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
際
官
僚
の
主
導
に
よ
る
非
現
実
的
な
宣
言
の
乱
発
に
終
始

し
て
い
る
。
新
国
際
経
済
秩
序
樹
立
の
た
め
の
南
北
間
の
団
交
は
実
効
を
生
み
に
く
い
。
む
し
ろ
ア
セ
ア
ン
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｉ
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
連
合
）
の
経
済
開
発
の
ご
と
き
問
題
は
、
利
害
関
係
と
連
帯
意
識
の
緊
密
な
太
平
洋
諸
国
の
地
域
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
能
率
的
に
成
果
を
あ
げ
う
る
（
注
２
）
・

他
方
、
日
本
は
（
他
の
先
進
国
も
似
た
り
よ
っ
た
り
だ
が
）
、
援
助
な
ど
対
外
経
済
政
策
に
つ
い
て
二
国
間
（
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
）

ァ
。
ブ
ロ
ー
チ
に
固
執
し
す
ぎ
て
き
た
・
そ
う
で
な
け
れ
ば
実
行
し
に
く
い
と
か
成
果
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
か
い
う
面
も
あ
ろ
う
が
、

日
本
の
援
助
、
投
資
、
貿
易
が
近
隣
諸
国
経
済
を
ド
ミ
ネ
イ
ト
す
る
と
い
う
恐
怖
感
を
与
え
、
大
い
な
る
反
発
を
招
く
。
他
の
太
平

洋
先
進
諸
国
と
共
同
し
て
近
隣
諸
国
の
経
済
水
準
を
引
上
げ
、
大
西
洋
社
会
の
ご
と
き
、
イ
ー
ク
ォ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
の
関
係

を
築
き
あ
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
域
的
だ
が
同
時
に
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

地
域
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ



理

Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
最
優
先
課
題
は
、
太
平
洋
地
域
で
南
北
問
題
の
模
範
的
解
決
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
ア
セ
ア
ン
は
域

内
貿
易
比
率
が
一
五
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
必
要
な
投
入
財
と
生
産
物
へ
の
市
場
の
双
方
に
つ
い
て
近
隣
太
平
洋
諸
国
と
の
相

互
依
存
関
係
を
深
め
る
開
放
経
済
政
策
を
と
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
そ
の
経
済
発
展
を
加
速
化
し
う
る
。
他
方
、
日
・
米
・
豪
な
ど

先
進
諸
国
が
ア
セ
ァ
ン
に
ば
ら
ば
ら
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
は
能
率
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
援
助
・
投
資
と
市
場
開
放
の
対
ア
セ
ア

ン
統
合
政
策
を
先
進
諸
国
が
協
力
し
て
推
進
す
る
と
い
う
地
域
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
具

体
的
方
策
を
以
下
で
示
唆
し
た
い
。
も
っ
と
大
規
模
な
大
胆
な
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
が
、
本
案
の
力
点
は
、
先
進
諸
国

Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
ご
と
き
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
太
平
洋
地
域
に
も
つ
こ
と
の
必
要
性
と
有
効
性
は
広
く
承
認
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見

う
け
る
。
誰
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
か
、
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
す
る
か
と
い
う
産
み
の
苦
し
み
に
直
面
し
て
い
る
。

つ
ま
り
中
国
、
ソ
連
あ
る
い
は
ベ
ト
ナ
ム
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
難
問
に
ぶ
つ
か
る
。
す
で
に
合
意
が
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ア

セ
ァ
ン
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
り
太
平
洋
先
進
五
国
を
招
い
て
「
ア
セ
ァ
ン
ー
先
進
五
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
結
成
す
る
こ
と
が
、
い

ち
ば
ん
よ
い
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
機
が
熟
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
中
に
中
国
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
な
ど

を
招
き
入
れ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
と
も
二
つ
三
つ
の
サ
ブ
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
結
成
し
、
先
進
五
国
が
す
べ
て

に
共
通
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
入
り
、
中
核
的
役
割
を
演
ず
る
と
い
っ
た
形
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

南
北
問
題
の
地
域
的
解
決

ど
う
発
足
さ
せ
る
か
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さ
ら
に
副
次
的
に
は
、
右
の
上
乗
せ
額
を
含
め
た
年
々
の
援
助
約
束
額
の
未
使
用
残
が
口
座
に
滞
留
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ

れ
を
一
次
産
品
輸
出
所
得
補
償
（
ス
タ
ベ
ッ
ク
ス
）
、
緩
衝
在
庫
操
作
、
地
下
資
源
開
発
補
助
な
ど
の
資
金
と
し
て
多
目
的
に
活
用

し
う
る
余
地
が
出
て
こ
よ
う
。

②
大
規
模
共
同
援
助
ア
セ
ァ
ン
の
五
大
統
合
工
業
プ
ロ
》
ン
エ
ク
ト
な
ど
に
つ
い
て
も
、
日
本
だ
け
が
単
独
で
援
助
す
る
と
い
う

態
度
は
と
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
米
・
日
・
豪
な
ど
先
進
諸
国
が
共
同
で
支
持
し
協
力
す
る
体
制
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
で

に
計
画
さ
れ
て
い
る
も
の
に
加
え
て
、
二
つ
の
大
規
模
共
同
援
助
計
画
を
提
唱
し
た
い
。

一
つ
は
「
東
南
ア
ジ
ア
の
米
生
産
性
向
上
計
画
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ま
ず
先
進
諸
国
が
化
学
肥
料
を
贈
与
し
、
そ
の
見
返
り
資

の
と
っ
て
き
た
二
国
間
ア
プ
ロ
ー
チ
を
地
域
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
切
り
か
え
る
べ
き
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

㈹
地
域
的
援
助
紐
稜
き
化
紐
付
き
二
国
間
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
は
紐
抜
き
化
（
ア
ン
タ
ィ
ィ
ン
グ
）
さ
れ
れ
ば
そ
の
効

果
は
倍
加
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
太
平
洋
先
進
五
国
Ｉ
ア
セ
ァ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
作
ら
れ
れ
ば
、
供
与
援
助
資

金
で
メ
ン
バ
ー
国
な
ら
ば
ど
こ
か
ら
で
も
最
低
廉
の
国
か
ら
物
資
・
労
務
を
買
付
け
う
る
よ
う
紐
抜
き
化
し
、
多
角
使
用
化
す
る
こ
と

が
す
す
め
ら
れ
る
。
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）
に
「
回
転
援
助
基
金
口
座
」
を
付
設
し
、
こ
れ
に
先
進
諸
国
は
年
々
の
援
助
約

束
額
を
プ
ー
ル
す
る
。
そ
の
使
用
を
紐
抜
き
化
す
る
と
、
あ
る
先
進
国
Ａ
は
援
助
約
束
額
を
上
回
る
輸
出
を
実
現
し
「
口
座
」
に
債

権
を
も
ち
、
も
う
一
つ
の
Ｂ
国
は
そ
れ
と
逆
の
状
況
に
陥
る
。
実
は
こ
う
い
う
懸
念
か
ら
援
助
の
紐
付
き
が
固
執
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
際
、
Ａ
国
は
次
年
度
に
は
出
超
額
だ
け
口
座
上
の
対
Ｂ
国
債
権
と
な
っ
て
い
る
分
を
帳
消
し
に
し
、
追
加
的
援
助
額
に
切
替
え
た

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
す
れ
ば
地
域
的
援
助
紐
抜
き
化
が
実
現
で
き
る
と
と
も
に
、
援
助
総
額
の
自
動
的
純
増
加
が
は
か
れ
る

の
で
あ
る
。
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金
と
プ
ラ
ン
ト
延
べ
払
い
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
肥
料
工
場
を
順
次
建
設
す
る
と
い
う
「
肥
料
援
助
構
想
」
が
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
灌
概
施
設
を
建
設
・
整
備
し
、
ア
ジ
ア
の
米
生
産
を
倍
増
す
べ
し
と
い
う
も
っ
と
大
規
模
な
大
来
佐
武
郎
氏
の
提
案
が
あ
る
。

も
う
一
つ
は
「
東
南
ア
ジ
ア
海
運
網
建
設
整
備
計
画
」
で
あ
る
。
無
数
の
島
喚
か
ら
成
る
ア
セ
ア
ン
諸
国
で
は
、
運
輸
通
信
網
の

不
備
が
、
対
外
貿
易
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
内
取
引
拡
大
へ
の
最
大
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
各
地
の
港
湾
、
そ
の
関
連
施
設
（
荷

役
・
倉
庫
・
道
路
な
ど
）
を
建
設
・
整
備
し
、
大
小
の
適
切
な
船
舶
を
供
与
し
、
船
員
の
訓
練
を
し
て
や
る
と
い
っ
た
大
規
模
援
助

を
数
カ
年
に
わ
た
り
先
進
国
共
同
で
早
急
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

③
水
平
分
業
網
の
形
成
工
業
化
は
太
平
洋
開
発
途
上
諸
国
に
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
。
先
進
諸
国
か
ら
の
海
外
直
接
投
資
と

技
術
移
転
が
そ
れ
を
力
強
く
促
進
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
ブ
ー
メ
ラ
ン
（
は
ね
返
り
）
効
果
つ
ま
り
労
働
集
約
財
を
主
と
す
る
工
業

製
品
・
半
製
品
・
部
品
の
逆
輸
入
が
急
増
し
、
先
進
諸
国
は
対
応
に
い
と
ま
が
な
い
。
対
開
発
途
上
国
一
般
特
恵
の
改
善
を
は
じ
め

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
関
税
の
引
下
げ
、
関
税
率
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
椛
造
の
是
正
だ
け
で
は
な
く
、
比
較
劣
位
産
業
の
転
換
と
い
う
大
規
模
産

業
調
整
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
八
年
十
月
末
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
会
議
、
パ
リ
）
会
議
に
参
加
し
た
実
感
で
は
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
の
新
興
工
業
国
（
Ｎ
Ｉ
Ｃ
）
の
台
頭
を
、
西
欧
諸
国
は
工
業
製
品
市
場
侵
略
だ
と
し
て
選
択
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
な
ど
の
方
策

に
よ
っ
て
抑
圧
し
た
い
と
い
う
気
運
が
強
か
っ
た
。
こ
の
態
度
は
間
違
っ
て
い
る
。
新
興
工
業
国
は
小
規
模
経
済
な
の
で
工
業
化
に

必
要
な
投
入
財
（
機
械
、
中
間
財
、
造
船
用
の
エ
ン
ジ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
数
千
種
の
部
品
）
を
近
隣
の
先
進
国
か
ら
補
給
し
て
も

ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
工
業
生
産
と
輸
出
は
規
模
経
済
を
実
現
す
る
た
め
に
限
ら
れ
た
品
種
に
特
化
し
、
市
場
を
先
進
国
に
求

め
ざ
る
を
え
な
い
。
両
経
済
は
密
接
な
相
互
依
存
、
相
互
繁
栄
の
関
係
に
あ
る
。
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Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
も
う
一
つ
の
優
先
課
題
は
、
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
の
鉱
物
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
確
保
策
を
案
出

す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
デ
ー
タ
で
は
重
要
な
鉱
物
資
源
と
半
製
品
の
九
○
％
以
上
が
太
平
洋
地
域
で
入
手
で
き
る
。
問

題
は
新
規
開
発
を
い
か
に
促
進
す
る
か
で
あ
る
。
太
平
洋
先
進
諸
国
が
資
金
・
技
術
・
市
場
な
ど
各
々
得
意
と
す
る
も
の
を
持
ち
よ

り
、
国
際
協
力
事
業
と
し
て
や
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
資
源
保
有
国
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
生
産
物
分
与
の
ご
と
き
新
方
式
を
と

太
平
洋
先
進
諸
国
と
し
て
は
相
互
間
だ
け
で
な
く
新
興
工
業
諸
国
と
の
間
に
（
ア
セ
ァ
ン
に
対
し
て
も
同
様
だ
が
）
投
入
財
対
最
終

製
品
と
い
う
産
業
間
水
平
分
業
、
さ
ら
に
高
級
品
対
低
廉
品
、
Ａ
部
品
対
Ｂ
部
品
と
い
っ
た
産
業
内
水
平
分
業
の
形
成
を
め
ざ
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
有
力
な
手
段
が
海
外
直
接
投
資
と
産
業
調
整
で
あ
る
。
両
者
に
つ
い
て
の
太
平
洋
地
域
で
の
多
角
的
方
策

と
か
規
範
の
確
立
が
要
望
さ
れ
る
。

最
後
に
主
題
と
の
関
連
で
円
通
貨
圏
の
形
成
が
一
部
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
円
を
基
軸
通
貨
に
仕
立
て
あ
げ
る
と
い

う
ね
ら
い
な
ら
賛
成
で
き
な
い
。
実
は
Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
結
成
に
ア
メ
リ
カ
の
参
加
と
協
力
が
不
可
欠
な
の
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
を
誘
引

石
油
は
現
状
で
は
太
平
洋
地
域
で
不
足
だ
が
、
新
方
式
に
よ
っ
て
新
規
開
発
し
う
る
余
地
は
大
き
い
。
核
燃
料
リ
サ
イ
ク
ル
・
シ

ス
テ
ム
を
太
平
洋
地
域
ベ
ー
ス
で
確
立
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

る
べ
き
で
あ
る
。

円
通
貨
圏
は
疑
問

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
確
保
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経済規模の比較 （1975年）

輸出入額

GDP

％

1人当り

GDP

ドル

人口

(百万人）

輸出額

10億ドル

輸入額

10億ドル

GDP

10億ドル

本 20．14，283 49~41 46．63日 477．8111157

234．58 492ASEAN 71．15 303 1815 1690

東アジア3国

(韓国･台湾･香港）
55．80 62141．03 735 15．06 15.75

中 国 838~00 6．22 7．49

豪 州，

ニュージーランド
1677 26393．22 5，559 12．89 11.60

213．54ア メ リ カ 1526．00 7,146 91．18 87．78 11．7

22．83カ ナ ダ 35．3164.01 7，184 30．10 27．74

中 南 米 273．25 1 274．22 32~81,003 42．19 47．78

OECD欧州 382．75 40．31632．98 4，266 319．09 338．36

資料国連統計月報19783
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す
る
の
が
い
ち
ば
ん
む
ず
か
し
い
。
円
通
貨
圏
の
形
成
な
ど
と
言
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
離
れ
は
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
ろ
う
。
太

平
洋
地
域
は
ド
ル
通
貨
圏
で
あ
り
、
日
本
は
い
か
に
ド
ル
を
支
持
し
補
強
す
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
【
第
Ⅱ
部
第
三
章
四
②
は
、

第
八
回
世
界
平
和
に
関
す
る
国
際
会
議
で
の
発
表
論
文
『
太
平
洋
貿
易
開
発
機
構
』
小
島
清
二
橋
大
学
教
授
）
の
要
約
で
あ
る
。
｝

（
注
１
）
小
島
清
『
世
界
経
済
新
秩
序
と
日
本
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
五
、
第
七
章
、
太
平
洋
地
域
の
経
済
統
合
。
「
太
平
洋
貿
易
援
助

開

発

機

構

を

創

設

し

よ

う

」

世

界

経

済

評

論

、

一

九

七

六

・

二

・

（
注
２
）
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
「
日
本
を
め
ぐ
る
経
済
変
動
の
国
際
的
波
及
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
二
九
七
八
・
九
・

（
注
３
）
野
村
総
合
研
究
所
「
国
際
環
境
の
変
化
と
日
本
の
対
応
」
一
九
七
七
・
一
二
。
徳
山
二
郎
『
太
平
洋
の
世
紀
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一

自
由
経
済
圏
に
お
け
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
が
大
打
撃
を
受
け
た
こ
と
と
、
石
油
危
機
、
サ
イ
ゴ
ン
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
陥
落
、

そ
し
て
米
中
国
交
正
常
化
の
四
大
事
件
が
日
・
韓
・
華
の
今
後
の
あ
り
方
、
行
動
の
仕
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
終
結
後
、
ソ
連
艦
隊
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
ン
ダ
マ
ン
島
、
ベ
ト
ナ
ム
の
元
ア

メ
リ
カ
海
軍
基
地
カ
ム
ラ
ン
湾
を
結
ぶ
海
域
で
活
発
に
示
威
航
海
を
行
な
っ
て
お
り
、
イ
ン
ド
洋
上
に
お
い
て
も
ソ
連
の
動
き
は
近
年

と
み
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
引
き
揚
げ
た
後
の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
は
中
ソ
対
決
の
激
闘
の
場
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
が
太
平
洋
の
ア
ジ

ア
水
域
か
ら
撤
退
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
る
に
つ
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
ば
か
り
か
、
北
東
ア
ジ
ア
諸
国
も
ま
た
危
機
感
を
も
た

(3) 九
七
八
。

自
由
北
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想



3％

な
お
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
見
た
と
き
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
経
済
的
問
題
で
は
、
①
純
経
済
的
問
題
、
②
経
済
の
安
全
保
障

戦
略
の
問
題
、
の
二
側
面
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
二
側
面
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
（
以
下
は
、
一
九
七
五
年
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
が
日
・
韓
・
華
の
三
国
の
教
授
と
共
同
で
行
な
っ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
報
告
で
、
第
五
回
Ｉ
Ｃ
Ｗ
Ｐ
〈
世
界
平
和
に
関
す
る
国
際
会
議
〉
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
・
執
筆
者
は
丹
羽
春
喜
、
加
藤
義

喜
、
小
貫
範
子
、
黄
金
茂
の
四
氏
で
あ
る
。
）

議
論
を
す
す
め
て
い
く
上
で
日
・
韓
・
華
の
共
通
事
情
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

①
人
口
稠
密
（
三
国
合
計
で
、
約
一
億
五
千
万
人
）
で
人
々
の
技
術
水
準
が
高
い
。
国
民
は
儒
教
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
国

民
を
勤
勉
な
ら
し
め
る
宗
教
的
伝
統
を
受
け
つ
ぎ
、
長
い
歴
史
を
生
き
て
き
た
。
勤
勉
で
教
育
熱
心
な
人
々
が
住
ん
で
い
る
。

を
考
え
て
い
き
た
い
。

ざ
る
を
得
な
い
。
い
ま
や
日
・
韓
・
華
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
協
力
し
て
、
国
家
の
自
由
と
独
立
を
守
る
最
大
限
の
努
力
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
の
下
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
各
国
が
政
経
両
面
で
安
定
す
る
よ
う
努
力
す
る
と
共

に
、
ア
メ
リ
カ
の
撤
退
の
可
能
性
を
ゼ
ロ
に
す
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
「
力
」
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
な
く
し
て
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
も
北
東
ア
ジ
ア
も
存
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
世
界
の
政
治
力
学
上
の
変
更
や
、
相
次
ぐ
経
済
秩
序
の
混
乱
に
対
応
し
、
そ
れ
を
予
防
す
る
た
め
に
、
北
東
ア

》
ン
ァ
は
何
を
な
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
経
済
問
題
を
中
心
に
し
て
こ
の
こ
と

北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
共
通
事
情
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⑤
地
政
学
的
に
は
海
に
囲
ま
れ
た
狭
小
な
島
蝋
も
し
く
は
半
島
国
で
あ
り
、
中
ソ
両
大
国
の
前
縁
に
接
し
、
ア
メ
リ
カ
の
前
哨
線

に
位
置
す
る
不
安
定
な
地
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
国
の
安
全
を
い
か
に
確
保
す
べ
き
か
の
問
題
は
、
国
際
環
境
に
関
す
る
級

密
な
分
析
と
共
に
真
剣
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
主
義
体
制
を
維
持
し
た
い
な
ら
ば
、
三
国
は
ア
メ
リ
カ
と
の
友
好
関

係
の
維
持
を
優
先
順
位
の
第
一
位
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
五
点
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
純
経
済
的
な
問
題
と
し
て
、
①
三
国
間
の
産
業
構
造
の
調
整
を
い
か
に
す
べ
き
か
。
②
三
国

間
の
産
業
構
造
を
調
整
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
経
済
の
成
長
を
は
か
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
こ
よ
う
。

ま
た
、
経
済
の
安
全
保
障
戦
略
的
な
問
題
と
し
て
は
、
①
三
国
が
協
力
し
て
効
率
的
か
つ
強
力
優
秀
な
軍
備
（
兵
力
体
系
）
の
保

有
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
産
業
を
も
ち
、
三
国
が
こ
の
よ
う
な
兵
力
体
系
の
保
有
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
得
意
な
分
野
を
担
当
す
る
、

と
い
う
分
業
制
を
も
考
慮
に
入
れ
る
。
②
こ
の
三
国
以
外
の
諸
国
に
対
し
て
は
、
三
国
が
資
源
の
安
定
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

②
天
然
資
源
の
ほ
と
ん
ど
を
海
外
に
頼
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
の
複
雑
な
政
治
の
動
き
の
中
で
、
石
油
や
食
糧
な
ど
が

外
交
上
の
重
要
な
取
引
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
、
経
済
が
す
ぐ
に
混
乱
す
る
と
い
う
脆
弱
性
を
も
っ
て
い
る
。

③
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
そ
の
産
業
椛
造
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
生
産
性
の
高
い
供
給
能
力
の
巨
大
な
農
業
を
も

た
な
い
。
つ
ま
り
、
三
国
と
も
加
工
貿
易
型
産
業
に
特
化
し
た
工
業
国
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
三

国
は
、
国
際
市
場
に
お
い
て
互
い
に
工
業
製
品
の
競
争
者
で
あ
る
。

④
三
国
と
も
に
自
由
主
義
経
済
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
体
制
は
稀
少
な
資
源
を
最
も
有
効
に
配
分
し
、
民
生
に
自
由
と
多
様

性
と
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
シ
ス
テ
ム
と
し
て
優
秀
で
あ
り
、
三
国
の
経
済
力
と
民
生
の
向
上
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
体
制
と
考
え
て
よ

い
◎

I



”
と
な
る
よ
う
な
「
経
済
の
安
全
保
障
策
」
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
。
③
ま
た
経
済
の
安
全
保
障
策
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
政
治
の

４
安
全
保
障
策
に
つ
い
て
、
三
国
の
そ
れ
ぞ
れ
が
め
い
め
い
に
ど
れ
だ
け
分
担
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
。

以
上
の
問
題
が
浮
か
び
出
て
来
る
。
そ
こ
で
以
下
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

北
東
ア
ジ
ア
三
国
で
は
、
韓
国
、
中
華
民
国
の
い
ず
れ
も
が
、
将
来
は
日
本
の
よ
う
に
重
化
学
工
業
お
よ
び
機
械
工
業
に
特
化
し

た
加
工
貿
易
型
経
済
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
三
国
間
で
産
業
構
造
が
う
ま
く
調
整
さ
れ
て
い
な
い
と
、
こ
の
三
国
は
世
界
市

場
に
お
い
て
過
当
競
争
を
す
る
と
い
う
不
利
な
環
境
に
追
い
込
ま
れ
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
今
の
う
ち
に
、
各
国
は
過
当
競
争
と
そ
れ
に
伴
う
産
業
構
造
の
「
事
後
的
」
調
整
の
過
大
な
コ
ス
ト
を
避
け
る
た
め
の
方

策
を
ね
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
政
府
間
ベ
ー
ス
で
の
話
合
い
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
学
者
を
も
含
む
民
間

人
の
間
で
、
産
業
椛
造
の
「
事
前
的
」
調
整
策
と
そ
の
実
行
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
ガ
イ

ド
・
ラ
イ
ン
を
与
え
る
た
め
に
は
三
国
の
経
済
学
者
に
よ
る
計
量
的
共
同
研
究
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
是
非
必
要
で
あ
る
。
最
終

的
に
は
二
国
は
高
品
質
の
工
業
製
品
を
「
製
品
差
別
型
分
業
」
と
も
言
う
べ
き
水
平
分
業
に
よ
っ
て
生
産
し
、
世
界
市
場
に
対
し
て
は
、

世
界
の
高
品
質
な
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
産
業
の
根
拠
地
と
し
て
、
工
業
製
品
の
安
全
供
給
を
行
な
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
高

品
質
の
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
産
業
は
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
を
相
対
的
に
節
約
し
な
が
ら
高
い
付
加
価
値
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
、

無
資
源
国
で
稠
密
な
人
口
を
か
か
え
る
こ
れ
ら
三
国
の
国
民
を
養
っ
て
ゆ
く
の
に
最
適
だ
と
言
え
る
。
こ
の
具
体
策
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

三
国
間
の
産
業
構
造
の
調
整
の
た
め
の
政
策
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①
「
近
隣
富
裕
化
政
策
」
の
実
行
Ｉ
日
本
の
責
任
ｌ
こ
れ
は
一
層
具
体
的
に
言
え
ば
「
日
本
の
経
済
的
責
任
」
と
も
言
え

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
の
原
則
は
取
引
に
参
加
す
る
者
す
べ
て
が
利
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
近
隣
富
裕
化
政
策
」

の
基
本
精
神
は
、
日
本
ば
か
り
で
な
く
、
韓
国
も
中
華
民
国
も
ま
た
そ
の
国
の
能
力
に
応
じ
て
実
行
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
オ
イ
ル
危
機
後
、
日
本
で
は
国
内
の
物
価
安
定
政
策
に
の
み
注
意
を
払
い
す
ぎ
て
、
あ
ま
り
に
も
強
度
の

デ
フ
レ
政
策
を
行
な
っ
た
結
果
、
韓
国
や
中
華
民
国
で
は
そ
の
波
及
効
果
で
経
済
の
停
滞
現
象
に
悩
む
と
い
う
傾
向
が
生
じ
た
。

つ
ま
り
、
物
価
安
定
政
策
↓
日
本
経
済
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
↓
日
本
の
輸
入
の
減
少
Ｉ
韓
・
華
両
国
の
対
日
輸
出
減
少
・
貿
易
収
支

の
悪
化
↓
韓
・
華
両
国
の
経
済
停
滞
、
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
日
本
は
自
国
の
経
済
政
策
が
韓
・
華
両
国
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
及
ぼ
す
影
響
力
の
強
さ
を
一
層
良
く
認
識
し
、
他

国
を
貧
窮
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
貿
易
相
手
国
が
富
め
ば
、
日
本
も
ま
た
富
む
と
い
う
経
済
の
基
本

論
理
を
よ
く
認
識
し
て
経
済
政
策
を
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
「
北
東
ア
ジ
ア
言
由
経
済
）
共
同
体
』
の
提
唱
近
隣
富
裕
化
政
策
と
同
時
に
、
よ
り
長
期
的
な
経
済
発
展
政
策
の
一
つ
と

し
て
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
間
に
お
け
る
「
ご
く
緩
や
か
な
」
経
済
連
合
の
設
立
を
提
案
し
た
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
名
づ
け
て
「
北
東

ア
ジ
ア
（
自
由
経
済
）
共
同
体
」
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
）
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
提
案
は
一
九
七
四
年
七
月
二
十
三
～
二
十
四
日
に
台
北

で
開
か
れ
た
日
・
韓
・
華
三
国
教
授
会
議
に
お
い
て
、
中
華
民
国
の
国
際
関
係
研
究
所
（
現
・
国
際
関
係
研
究
セ
ン
タ
ー
）
研
究
員

ｇ
の
弓
巨
匡
騨
。
氏
の
論
文
一
両
。
○
コ
○
ョ
旨
画
乱
弓
の
。
言
ざ
巴
Ｃ
ｏ
ｏ
胃
甸
胃
】
・
己
．
”
且
罰
。
昼
。
シ
の
厨
．
牙
。
自
国
ｇ
ど
の
中
で
論

じ
ら
れ
て
い
る
構
想
と
も
よ
く
合
致
し
、
そ
れ
と
矛
盾
な
く
結
合
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
北
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
の
構
想
が
依
拠
し
て
い
る
基
本
的
な
前
提
は
次
の
五
点
で
あ
る
。

4
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側
地
政
学
的
に
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
経
済
面
の
み
な
ら
ず
文
化
的
・
社
会
的
に
も
同
質
的
な
日
・
韓
・
華
の
三
国
が
、

前
記
の
側
の
原
則
に
準
拠
し
な
が
ら
景
気
政
策
や
産
業
構
造
政
策
の
相
互
調
整
を
行
な
い
つ
つ
、
自
由
貿
易
に
よ
る
国
際
分
業
の

利
益
を
可
能
な
か
ぎ
り
享
受
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
三
国
が
「
ゆ
る
い
形
」
の
「
共
同
体
」
の
創
出
と
い
っ
た
形
で
、
一
種

の
経
済
統
合
を
目
指
す
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

⑤
い
う
ま
で
も
な
く
、
北
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
を
も
含
め
て
東
ア
ジ
ア
全
体
の
自
由
経
済
諸
国
を
包
括
す

る
「
東
ア
ジ
ア
自
由
貿
易
連
合
」
と
い
っ
た
広
域
経
済
統
合
を
考
え
、
そ
の
な
か
で
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
自
由
経
済
「
共
同
体
」

を
構
想
す
る
こ
と
が
ア
ジ
ア
の
自
由
経
済
陣
営
に
と
っ
て
は
一
層
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
も
北
東
ア
ジ
ア
三

国
の
経
済
統
合
か
ら
着
手
し
て
い
く
の
が
最
も
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
「
北
東
ア
ジ
ア
（
自
由
経
済
）
共
同
体
」
の
概
要
を
述
べ
て
み
よ
う
。

善
の
方
式
で
あ
ろ
う
。

⑪
発
展
途
上
国
や
中
進
国
が
多
く
存
在
し
て
い
る
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
は
、
完
全
な
自
由
貿
易
主
義
政
策
は
非
現
実
的
で
あ

り
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
完
全
な
自
由
貿
易
政
策
」
の
実
施
を
強
行
す
る
こ
と
は
、

ア
ジ
ア
各
国
の
国
民
の
経
済
的
福
祉
を
極
大
化
す
る
道
と
は
な
り
得
な
い
。

②
そ
れ
と
同
時
に
、
極
端
な
「
保
護
主
義
」
的
政
策
や
貿
易
の
全
面
的
国
家
統
制
は
、
自
由
経
済
機
構
に
根
ざ
し
た
自
由
社
会
体

制
そ
の
も
の
の
自
殺
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

⑧
し
た
が
っ
て
各
国
が
基
本
的
に
は
自
由
貿
易
主
義
を
堅
持
し
な
が
ら
、
開
発
政
策
や
産
業
構
造
政
策
の
実
施
（
と
く
に
幼
稚

産
業
の
保
護
・
育
成
）
の
た
め
に
は
、
過
度
に
い
た
ら
な
い
程
度
に
関
税
政
策
を
運
営
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
現
実
的
に
は
最

力

』
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こ
の
連
合
の
域
内
に
お
い
て
、
日
本
は
中
華
民
国
や
韓
国
の
農
産
物
を
無
関
税
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
特
恵
関
税
で
買
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
韓
・
華
両
国
で
は
日
本
と
比
べ
て
農
業
は
全
産
業
中
で
依
然
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
農
業
の
発
展
は
両

国
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
を
高
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
の
工
業
化
を
推
進
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
日
本
は
韓
・
華
両
国
の
工
業
製
品
に
対

し
て
域
外
国
に
対
す
る
の
と
異
な
り
、
関
税
を
か
け
な
い
か
、
も
し
く
は
ご
く
低
い
関
税
を
か
け
る
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。

一
方
、
韓
・
華
両
国
は
日
本
製
品
に
つ
い
て
域
外
国
よ
り
は
や
や
低
い
輸
入
関
税
を
か
け
る
が
、
日
本
製
品
が
韓
・
華
両
国
を
混

乱
に
お
と
し
い
れ
る
恐
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
日
本
側
か
ら
当
該
商
品
に
つ
い
て
輸
出
税
を
課
す
こ
と
と
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
た

だ
し
こ
の
場
合
、
二
国
間
あ
る
い
は
日
・
韓
・
華
三
国
間
で
貿
易
収
支
が
均
衡
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
三
国
と
も
貿
易
外
の

策
資
本
取
引
な
ど
を
含
め
て
、
多
角
決
済
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
全
世
界
と
の
取
引
に
お
い
て
国
際
収
支
が
均
衡
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

政済
（
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
開
発
政
策
や
産
業
構
造
政
策
の
遂
行
が
過
度
に
犠
牲
に
さ
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
）
。

経の
こ
の
「
東
北
ア
ジ
ア
（
自
由
経
済
）
共
同
体
」
が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
、
三
国
が
共
同
で
利
用
で
き
る
よ
う
な
、
短
期
資
金

め唾
を
融
資
す
る
金
融
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
時
的
な
国
際
収
支
の
不
均
衡
が
各
国
の
経
済
を
混
乱
さ
せ

存共
な
い
よ
う
に
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
よ
い
。
長
期
の
資
金
は
政
府
間
援
助
や
民
間
外
資
に
よ
る
か
、
従
来
か
ら
利
用
さ
れ

雲
て
い
る
ア
ジ
ア
開
銀
、
世
銀
に
頼
れ
ば
よ
い
。

第

こ
の
「
北
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
は
、
三
国
間
の
貿
易
に
つ
い
て
「
非
関
税
障
壁
」
を
で
き
る
限
り
小
さ
く

部麺
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
輸
入
関
税
は
そ
れ
を
賦
課
し
た
国
の
国
内
産
業
の
成
長
を
助
け
、
国
際
収
支
を
改
善
し
、
政
府
収
入
を
高

め
、
交
易
条
件
を
改
善
す
る
。
一
方
関
税
を
賦
課
さ
れ
た
側
で
は
よ
り
関
税
の
低
い
そ
の
他
の
産
業
が
成
長
す
る
。
し
た
が
っ
て
関

”４
税
政
策
を
上
手
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
国
間
の
産
業
構
造
が
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
っ
て
効
率
的
に
調
整
さ
れ
る
と
い
う

ﾛ



“
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４

も
ち
ろ
ん
、
関
税
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
際
分
業
の
利
益
」
が
幾
分
か
は
損
わ
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
関

税
が
は
な
は
だ
し
く
高
率
に
な
り
、
「
無
差
別
原
則
」
か
ら
の
逸
脱
が
極
端
な
も
の
に
な
っ
た
り
し
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
「
国

際
分
業
の
利
益
」
が
相
対
的
に
少
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
の
損
失
は
、
比
較
的
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
三
国
の

政
策
調
整
に
よ
る
関
税
操
作
の
結
果
、
㈱
生
産
性
が
高
ま
り
易
く
、
⑥
需
要
が
伸
び
易
く
、
そ
し
て
㈲
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
節
約

し
う
る
よ
う
な
「
産
業
構
造
」
に
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
関
税
政
策
は
不
利
益
よ
り
も
む
し
ろ
利
益
の
ほ
う
が

ず
っ
と
大
き
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
「
共
同
体
」
の
創
出
に
よ
っ
て
「
非
関
税
障
壁
」
を
極
小
化
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
、
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
日
・
韓
・
華
三
国
は
自
由
貿
易
の
原
則
に
の
っ
と
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
「
北
東
ア
ジ
ア
（
自
由
経
済
）
共
同
体
」

の
よ
う
な
内
容
の
、
関
税
に
関
す
る
三
国
間
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
考
え
る
べ
き
時
期
に
す
で
に
来
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
の
は
、
三
国
の
う
ち
い
ず
れ
の
国
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
負
う
べ
き
義
務
の
大
き
さ
や

提
供
す
べ
き
援
助
の
能
力
が
経
済
規
模
に
ほ
ぼ
比
例
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
が
ま
ず
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
べ

き
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
判
断
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
・
韓
・
華
三
国
は
、
前
述
の
よ
う
に
高
度
の
同
質
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
面
だ
け
で
な

く
、
社
会
・
文
化
、
政
治
・
軍
事
の
諸
局
面
に
お
い
て
も
「
ゆ
る
く
柔
軟
な
形
」
で
は
あ
っ
て
も
多
元
的
で
濃
密
な
結
合
を
保
ち
、
実

質
的
に
一
個
の
「
共
同
体
」
を
形
造
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
同
体
」
の
形
成
は
、
三
国
の
経
済
的
繁
栄

を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
恐
ら
く
社
会
的
・
政
治
的
・
思
想
的
な
面
で
の
日
本
の
脆
弱
性
を
補
強
し
、
自
由
北
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す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
こ
こ
で
概
要
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
「
自
由
北
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
は
、
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
を
含
め
て
の
「
東
ア
ジ
ア
自
由
貿
易
連
合
」
（
Ｅ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
で
も
言
う
べ
き
広
域
経
済
統
合
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
全
域
を
特
恵
関
税
制
度
に
よ
っ
て
ゆ
る
く
結
合
し
、
一
つ
の
「
自
由
貿
易
連
合
地
域
」

を
形
成
さ
せ
、
そ
の
な
か
で
、
と
く
に
同
質
的
で
工
業
化
の
進
ん
だ
日
・
韓
・
華
三
国
は
員
旨
ロ
の
吋
夢
同
の
の
ご
と
し
て
、
こ
の
Ｅ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
の
中
核
部
分
と
し
て
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
を
形
造
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
・
韓
・
華
三
国
は
、
自
由
北
東
ア

ジ
ア
に
繁
栄
と
平
和
を
も
た
ら
し
う
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
を
ア
ジ
ア
全
域
に
及
ぼ
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

現
実
的
な
手
順
と
し
て
は
、
こ
の
倉
旨
国
の
榔
芽
局
の
の
》
・
の
「
共
同
体
」
の
創
出
と
い
う
仕
事
か
ら
ま
ず
着
手
し
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
成

果
を
あ
げ
は
じ
め
た
後
で
、
Ｅ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
結
成
を
提
唱
す
る
と
い
っ
た
漸
進
的
な
方
法
が
最
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

③
中
産
階
級
の
増
加
を
は
か
る
以
上
の
よ
う
な
形
で
三
国
の
産
業
構
造
を
調
整
し
、
あ
わ
せ
て
近
隣
富
裕
化
政
策
が
実
行
さ
れ

る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
経
済
面
か
ら
の
自
由
の
保
護
、
強
力
な
反
共
政
策
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
民
経
済
が
豊
か
に

な
り
、
中
産
階
級
が
増
加
す
れ
ば
社
会
は
貧
困
に
よ
る
政
治
の
不
安
定
と
い
う
要
素
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
日
・
韓
・
華
で
高
度
加
工
貿
易
型
の
工
業
が
発
展
、
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

重
化
学
工
業
、
機
械
工
業
の
発
展
↓
大
企
業
と
無
数
の
中
小
企
業
の
共
存
政
策
↓
な
か
で
も
中
小
企
業
は
小
回
り
が
き
き
、
景
気

東
ア
ジ
ア
が
共
産
主
義
勢
力
の
支
配
下
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
う
え
で
、
大
き
く
役
立
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
日
本
が
大
韓
民
国

お
よ
び
中
華
民
国
と
の
提
携
強
化
に
成
功
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
日
本
国
民
は
「
自
由
社
会
体
制
擁
護
」
の
大
義
に
覚
醒
し
や
す
く
な
る

の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
国
民
の
覚
醒
が
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
自
由
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
お
よ
び
繁
栄

は
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



妬
の
変
動
に
敏
感
に
対
応
し
て
不
況
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
産
業
構
造
上
の
近
代
化
は
、

４

と
く
に
「
知
識
産
業
」
の
分
野
に
お
い
て
中
小
企
業
の
活
躍
す
べ
き
広
大
な
領
域
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
中
小
企
業
の

発
達
は
、
多
数
の
独
立
自
営
業
者
を
輩
出
さ
せ
る
。
↓
こ
れ
は
中
産
階
級
の
増
加
を
意
味
す
る
。
彼
ら
は
政
治
的
に
は
保
守
主
義
で

あ
る
。
↓
し
か
も
多
く
の
技
術
革
新
は
、
中
小
企
業
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
中
産
階
級
の
人
々
は
経
済
的
に

は
自
由
で
改
革
の
気
性
に
富
ん
で
い
る
。
↓
し
た
が
っ
て
社
会
は
、
中
産
階
級
増
加
と
共
に
安
定
し
経
済
は
繁
栄
す
る
。

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
隣
富
裕
化
政
策
は
工
業
発
展
と
い
う
純
経
済
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、

共
産
主
義
へ
の
抵
抗
力
を
強
め
る
と
い
う
経
済
の
戦
略
的
側
面
を
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
・
韓
・
華
三
国
は
、

⑩
そ
の
産
業
構
造
政
策
を
進
め
て
い
く
に
当
っ
て
中
小
企
業
の
育
成
に
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、

②
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
し
た
大
衆
に
社
会
保
障
制
度
で
支
援
を
与
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
か
れ
ら
に
「
財
産
」
を
形
成
さ

せ
、
中
産
階
級
化
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑬
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
洋
的
伝
統
の
「
家
」
を
大
切
に
す
る
と
い
う
思
想
風
土
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
期
待
し
う
る

が
、
経
済
政
策
、
租
税
政
策
な
ど
も
国
民
個
々
の
「
家
」
の
財
産
を
保
護
す
る
よ
う
な
性
質
を
も
つ
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
べ
き

で
あ
る
（
た
と
え
ば
相
続
税
を
減
免
す
る
と
い
っ
た
）
・

い
産
業
構
造
の
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
の
「
中
間
層
」
の
増
大
傾
向
を
、
中
産
階
級
の

育

成

に

活

用

す

る

べ

き

で

あ

る

。
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次
に
経
済
の
安
全
保
障
戦
略
的
な
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
主
と
し
て
「
北
東
ア
ジ
ア
（
自
由
経
済
）
共
同
体
」
の

域
外
の
国
々
に
対
す
る
も
の
が
中
心
と
な
る
。
こ
れ
に
は
次
の
三
つ
の
柱
が
あ
る
。

①
経
済
の
安
全
保
障
（
域
外
の
資
源
国
に
対
し
て
）
協
定
を
結
ぶ

②
域
外
国
に
対
し
て
工
業
製
品
の
安
定
供
給
国
と
な
る
こ
と

③
海
と
空
の
輸
送
路
の
安
全
保
障
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

①
経
済
の
安
全
保
障
協
定
に
つ
い
て
北
東
ア
ジ
ア
三
国
を
高
度
加
工
貿
易
型
の
産
業
構
造
を
も
っ
た
世
界
の
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
産

業
の
基
地
と
し
て
十
分
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
無
資
源
国
で
あ
る
と
い
う
弱
点
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
今

後
も
一
九
七
三
年
の
中
東
戦
争
か
ら
生
じ
た
石
油
危
機
の
よ
う
な
事
態
に
見
舞
わ
れ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
う

し
た
緊
急
事
態
に
よ
っ
て
三
国
の
経
済
が
混
乱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
今
か
ら
資
源
国
と
の
間
に
、
資
源
の
安
定
供
給
を
受
け

る
協
定
を
結
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
地
政
学
的
見
地
か
ら
ア
メ
リ
カ
が
重
要
だ
と
い
う
ば
か

り
で
は
な
い
。
日
本
を
例
に
と
る
と
、
日
米
貿
易
の
構
造
は
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
の
う
ち
九
○
％
以
上
が
完
成
工
業
品

で
あ
る
。
ま
た
日
本
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
す
る
も
の
の
う
ち
七
○
％
近
く
が
食
糧
お
よ
び
原
材
料
で
あ
る
。
し
か
る
に
ア
メ
リ
カ

は
、
工
業
国
と
し
て
も
世
界
一
の
実
力
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
よ
う
な
重
化
学
工
業
中
心
の
モ
ノ
ヵ
ル
チ
ュ
ァ
型
産
業
国
家

で
は
な
く
、
原
材
料
・
食
糧
・
工
業
品
を
生
み
出
す
デ
ュ
ァ
ル
カ
ル
チ
ュ
ァ
型
産
業
国
家
だ
と
言
え
る
。

経
済
の
安
全
保
障
戦
略
の
側
面
に
対
応
す
る
政
策



妬
そ
の
上
、
ア
メ
リ
カ
の
一
人
当
り
国
民
所
得
は
世
界
第
一
位
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
購
買
力
、
市
場
の
大
き
さ
は
北
東
ア
ジ
ア
三

４
国
に
と
っ
て
は
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
北
東
ア
》
ン
ア
三
国
に
と
っ
て
は
食
糧
・
原
材
料
供
給
国
で

あ
る
と
同
時
に
工
業
品
を
買
っ
て
く
れ
る
相
手
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
政

治
・
経
済
・
軍
事
そ
し
て
科
学
技
術
の
面
で
、
世
界
の
超
大
国
と
し
て
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
い
る
。

北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
存
続
と
発
展
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
不
可
欠
の
国
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
と
北
東
ア

ジ
ア
三
国
と
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
三
国
が
資
源
の
安
定
供
給
を
受
け
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
三
国
か
ら
は
工
業
品
の
安
定

供
給
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
「
取
決
め
」
な
り
「
合
意
」
な
り
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
こ
う
し
た
形
の
取
決
め
は
一

九
七
三
年
の
石
油
危
機
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
危
機
を
再
び
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
、
安
全
弁
の
働
き
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

く
に
石
油
な
ど
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
を
通
じ
て
産
油
国
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
考
え
て
み
る
べ

こ
の
よ
う
な
経
済
の
安
全
保
障
協
定
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
ば
か
り
か
、
中
東
産
油
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
の
主
要
な
資
源
国
と
も
結
ん
で
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
北
東
ア
ジ
ア
三
国
対
ア
メ
リ
カ
と
い
う
バ
イ
ラ
テ
ラ

ル
な
協
力
ば
か
り
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
独
走
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
互
恵
の
原
則
を
維
持
で
き
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ
ー
中
東
産
油
国
ｌ

北
東
ア
ジ
ア
三
国
と
い
う
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
協
定
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
北
東
ア
ジ
ア
三
国
内
の
問
題
と
な
る
が
、

食
糧
自
給
率
を
ど
の
程
度
ま
で
確
保
す
る
か
、
基
礎
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
源
は
ど
こ
に
何
日
分
貯
蔵
し
て
お
く
べ
き
か
、
な
ど
が
三
国

間
で
十
分
に
協
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
経
済
の
安
全
保
障
の
機
能
が
う
ま
く
働
け
ば
、
各
国
の
経
済
は
従
来
よ
り
も
安
定
し
た
成
長
軌
道
に
乗
る
こ
と
が
で
き
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し
か
し
、
こ
う
し
た
経
済
上
の
補
給
線
は
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
場
合
は
全
世
界
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
三
国
の

部

割
み
で
、
こ
の
補
給
線
を
防
備
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
、
補
給
線
の
安
全
確
保
の
た
め
に
、
ど

う
し
て
も
大
国
の
力
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
生
じ
る
。
こ
の
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
由
世
界
で
は
ア
メ
リ
カ
の
み

”

４
で
あ
る
か
ら
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
、
対
米
外
交
・
対
米
政
策
を
、
対
世
界
政
策
の
う
ち
で
も
最
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
工
業
品
の
安
定
供
給
地
域
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
工
業
品
、
と
り
わ
け
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る

ア
セ
ン
ブ
リ
ー
型
工
業
品
の
安
定
供
給
国
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
資
源
を
も
っ
て
い
て
も
、
生
産
の
た
め
の
高
度
な
機
能
が
な
い
た

め
に
経
済
が
停
滞
し
が
ち
な
の
が
ほ
と
ん
ど
の
資
源
国
の
悩
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
国
の
付
加
価
値
を
高
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
生
産
不
可
能
な
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
高
品
質
の
工
業
品
を
生
産
す
る
能
力
を
北
東
ア
ジ
ア

の
諸
国
民
は
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
そ
の
理
由
は
す
で
に
述
べ
た
）
・
し
か
も
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る

「
知
識
集
約
型
」
の
産
業
は
同
時
に
、
「
原
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
節
約
型
」
の
産
業
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
世
界
の
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
産
業
の
基
地
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
大
国
に
対
す
る
甘
え
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た

外
交
（
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
）
が
、
真
に
独
立
し
た
も
の
と
な
り
、
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
世
界
市
場
に
対
し
て
「
経
済
上
の
交

渉
力
」
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

③
海
、
空
輸
送
路
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
北
東
ア
ジ
ア
三
国
は
加
工
貿
易
に
頼
ら
な
け
れ
ば
国
民
経
済
の
繁
栄
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
輸
入
路
、
輸
出
路
の
安
全
確
保
を
い
か
に
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
常
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

る
で
あ
ろ
う
。
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各
国
の
海
洋
法
に
関
す
る
考
え
方
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
の
政
治
的
安
定
度
、
中
ソ
の
戦
略
の
変
化
等
々
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し

い
情
報
を
収
集
し
、
分
析
し
、
増
強
し
た
防
衛
力
を
効
率
的
に
利
用
し
て
日
・
韓
・
華
の
三
国
は
補
給
線
の
確
保
に
努
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
種
の
安
全
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
国
で
何
ら
か
の
形
で
会
議
を
開
き
、
三
国
共
存
共
栄
の
た
め
の
政
策
が
と
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
分
業
で
防
衛
を
行
な
い
、
ア
メ
リ
カ
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
ア

メ
リ
カ
の
信
頼
を
得
、
よ
き
同
盟
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
政
策
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
陸
上
兵
力
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
韓
国
は
陸
軍
を
強
化
し
、
海
軍
力
に
お
い
て
は
そ
の
地
政
学
上
、
日
本
と
中
華
民
国

し
て
も
止
む
を
得
な
い
。

も
ち
ろ
ん
三
国
と
も
、
こ
の
種
の
自
国
の
経
済
上
の
安
全
に
対
し
て
無
償
で
ア
メ
リ
カ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
り
わ
け
日
本
で
は
、
国
家
の
安
全
に
対
す
る
意
識
が
マ
ス
コ
ミ
を
見
る
限
り
で
は
低
い
が
、
自
国
の
安
全
の
た
め
に
応
分
の
負
担

を
す
る
こ
と
を
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
を
真
に
独
立
国
と
し
て
、
経
済
規
模
か
ら
い
っ
て
世
界
の

ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
と
し
て
行
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、
日
本
人
自
身
が
、
現
在
よ
り
も
一
層
「
正
常
」
な
国
家
意
識
を
も
た
ね
ば
な

る
ま
い
。
日
本
で
は
、
「
戦
後
の
経
済
の
高
度
成
長
は
国
防
費
が
極
端
に
小
さ
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
国
防
費
は
少
な
い
ほ

ど
良
い
」
と
主
張
す
る
人
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
そ
の
問
題
の
国
防
費
負
担
を
肩
代
わ
り
し
て
い
た
国
は
ど
こ
か
」
と
い
う

こ
と
を
日
本
人
は
も
っ
と
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
が
ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
の
国
と
し
て
分
相
応
の
権
利
を
行
使
し
た
い
な
ら
ば
、
そ
れ
相
応
の
義
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
義
務
の
一
つ
が
近
隣
富
裕
化
政
策
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の
も
の
は
防
衛
力
を
増
強
し
・
、
他
国
の
軍
事
力
へ
の
ダ
ダ
乗
り
を
止
め

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
実
行
し
な
い
な
ら
ば
、
日
米
関
係
が
悪
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
か
ら
反
日
感
情
を
持
た
れ
た
と
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が
主
に
分
担
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
国
も
、
こ
れ
ら
の
軍
隊
が
効
率
的
な
新
鋭
装
備
を
保
有
で
き
る
よ
う
、
航
空
機
・

造
船
・
通
信
・
原
子
力
開
発
お
よ
び
こ
れ
ら
の
関
連
産
業
を
開
発
育
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
最
も
合
っ
た
役
割
を
応
分
に
に
な
う

こ
と
を
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
現
在
の
中
華
民
国
、
韓
国
で
近
代
的
な
造
船
業
が
急
速
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
非

常
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
最
後
に
、
三
国
の
様
々
な
領
域
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
。
フ
を
埋
め
る
努
力
を
行
な
う
こ
と
も
必
要
だ
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

経
済
の
長
期
計
画
に
し
ろ
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
諸
政
策
お
よ
び
あ
る
一
国
の
経
済
政
策
が
三
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
波
及
効
果
を
も
つ
か
等
々
に
つ
い
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
三
国
は
共
通
の
場
で
話
し
合
う
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
バ
イ
ラ

テ
ラ
ル
な
閣
僚
間
の
定
期
協
議
ば
か
り
で
は
な
く
、
三
国
の
政
党
人
・
閣
僚
・
学
者
・
知
識
人
・
企
業
家
た
ち
が
す
で
に
述
べ
た
さ

ま
ざ
ま
な
諸
提
案
に
つ
い
て
、
ま
た
現
在
起
こ
り
つ
つ
あ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
各
レ
ベ
ル
で
話
し
合
い
、
三
国
間
共
通
の
ゴ
ー
ル
を

め
ざ
し
て
歩
む
必
要
が
あ
る
。

そ
の
共
通
の
ゴ
ー
ル
と
は
政
治
・
経
済
・
文
化
の
面
で
、
自
由
社
会
体
制
を
守
り
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
間
の
安
全
を
確
保

し
繁
栄
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

き
た
い
。

最
後
に
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
諸
政
策
が
適
切
に
と
ら
れ
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が
期
待
で
き
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お

期
待
で
き
る
成
果



4Z2

①
経
済
的
成
果
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
経
済
が
、
近
隣
富
裕
化
の
形
で
成
長
す
る
。
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
各
国
と
は
よ

り
緊
密
な
経
済
関
係
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
北
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
自
由
経
済
体
制
の
発
展
を
生
み
出
し
、

こ
れ
ら
の
地
域
に
中
産
階
級
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

②
政
治
的
成
果
国
民
経
済
が
発
展
す
れ
ば
、
中
産
階
級
が
増
加
し
、
こ
れ
が
そ
の
国
お
よ
び
北
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
地
域

の
政
治
的
安
定
と
結
び
つ
く
。
中
産
階
級
の
増
加
は
一
般
的
に
急
激
な
変
化
を
好
ま
な
い
保
守
的
で
、
し
か
も
自
由
な
漸
進
主
義
の

傾
向
の
人
々
の
増
加
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て
政
治
が
安
定
し
、
軍
備
お
よ
び
治
安
維
持
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い

る
ア
ジ
ア
の
国
々
に
お
け
る
共
産
ゲ
リ
ラ
の
脅
威
を
大
き
く
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
国

民
に
政
治
的
自
由
の
枠
を
大
幅
に
認
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

③
文
化
に
関
す
る
成
果
各
国
の
経
済
が
近
隣
富
裕
化
の
形
で
成
長
す
る
な
ら
ば
、
科
学
・
技
術
そ
の
他
の
文
化
の
交
流
が
盛
ん

に
な
り
、
民
間
人
の
移
動
も
増
大
し
て
北
東
ア
ジ
ア
三
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
そ
し
て
各
国
の
人
々
は
（
と
く
に
日
本
人
は
）
各
国
が
固
有
の
文
化
を
有
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
調
和
し
て
一
つ
の

大
き
な
文
化
の
流
れ
、
歴
史
の
流
れ
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ア
ジ
ア
の
新

し
い
歴
史
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
北
東
ア
ジ
ア
が
世
界
の
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
産
業
の
基
地
と
な
れ
ば
、
こ
こ
に
優
れ
た
頭
脳
も
集
積
さ
れ
、
ア
ジ
ア
の
一
大
頭
脳

セ
ン
タ
ー
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
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労
使
関
係
（
冒
含
の
耳
曽
一
再
の
盲
立
○
国
の
）
と
い
う
用
語
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
般
的
に
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
は

資
本
対
労
働
の
対
抗
的
関
係
と
し
て
、
ま
た
雇
用
関
係
か
ら
発
生
す
る
一
切
の
関
係
と
し
て
広
く
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
い
う
労
使
関
係
と
は
、
労
使
が
利
害
の
異
な
る
問
題
に
つ
い
て
対
等
の
立
場
で
話
し
あ
え
る
と
い
う
、
集
団
的
な
関
係

を
前
提
と
し
た
経
営
労
使
関
係
を
い
う
。
「
資
本
と
経
営
の
分
離
」
を
論
拠
と
し
て
、
経
営
の
に
な
い
手
と
し
て
の
使
用
者
な
い
し

専
門
経
営
者
と
、
生
産
の
に
な
い
手
と
し
て
の
従
業
員
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
経
営
に
お
け
る
対
等
な
人
間
関
係
と
、
そ
れ
ら
の
協

力
関
係
な
い
し
共
存
関
係
を
意
味
す
る
。

現
在
「
労
資
関
係
」
（
８
宮
冨
Ｚ
：
○
局
局
の
厨
菖
。
。
の
）
と
い
う
言
葉
が
意
識
的
に
使
用
さ
れ
、
労
使
関
係
と
区
別
さ
れ
て
い

る
点
に
注
意
を
は
ら
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
労
資
関
係
と
は
、
一
方
で
生
産
手
段
を
所
有
し
、
資
本
の
価
値
増
殖
を
求
め
る
資
本
家

と
、
他
方
で
は
労
働
力
と
い
う
特
殊
な
商
品
を
販
売
し
て
、
自
ら
の
生
活
の
か
て
を
得
る
以
外
に
生
活
手
段
を
も
た
な
い
労
働
者
と

い
う
二
つ
の
支
配
と
従
属
の
敵
対
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の
労
資
関
係
と
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
と
経
営
の
分
離
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
資
本
主
義
的
生
産

関
係
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
な
く
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
労
使
関
係
と
は
、
本
質
的
に
は
労
資
関
係
以
外
の
何
も

労
使
関
係
の
意
義

五
、
岐
路
に
立
つ
日
本
の
労
使
関
係
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㈹
専
制
的
労
使
関
係
歴
史
的
に
は
十
九
世
紀
中
期
ま
で
の
形
態
で
あ
っ
て
、
資
本
の
性
質
は
い
ま
だ
個
人
あ
る
い
は
合
名
・
合

資
な
ど
、
総
じ
て
人
格
と
結
合
し
た
資
本
で
あ
る
。
こ
の
た
め
自
由
な
資
本
市
場
は
十
分
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
前
近
代
的
資
本
の
性

格
を
多
分
に
も
ち
、
そ
の
結
果
、
経
営
も
所
有
者
に
よ
る
経
営
（
・
ミ
ヨ
の
扇
ョ
四
．
品
の
ョ
の
貝
）
と
し
て
専
制
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
ま
た
近
代
的
な
労
働
市
場
も
成
立
せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
は
、
雇
用
条
件
の
決
定
も
、
ほ
と
ん
ど
資
本
の
一
方

的
・
専
制
的
方
法
、
手
段
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
人
間
的
要
素
な
ど
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
主
に
明
治
時
代
の
労
使
関
係
と
な
る
。

表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
で
も
な
く
、
労
働
組
合
の
存
在
が
一
般
化
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
経
営
と
組
合
と
の
関
係
言
己
○
コ
‐
ョ
四
国
画
鴨
ョ
の
具
扁
盲
‐

茸
○
口
の
）
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
社
会
的
生
産
を
行
な
う
た
め
の
労
使
の
協
力
関
係
と
し
て
理
解
し
、
他
方
、
賃
金

そ
の
他
の
労
働
条
件
の
決
定
を
中
心
と
す
る
労
働
（
者
）
と
資
本
（
家
）
の
対
等
対
立
関
係
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
以
上

の
こ
と
を
図
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

１

労

使

関

係

（

狭

義

）

Ｉ

使

用

者

》

従

業

員

〔

経

営

（

者

盲

従

業

員

〕

Ｉ

協

力

関

係

労
使
関
係
（
広
義
）
Ｉ

労
使
関
係
の
発
展
形
態
の
と
ら
え
方
は
、
そ
の
本
質
た
る
労
資
関
係
に
お
け
る
雇
用
条
件
の
決
定
機
構
の
性
質
に
そ
っ
て
大
要
を

労
使
関
係
の
発
展
形
態

ｒ
労
資
関
係
Ｉ
資
本
（
家
育
賃
労
働
者
〔
経
営
（
者
育
労
働
組
合
〕
Ｉ
対
立
関
係
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こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
以
来
み
ら
れ
、
約
一
世
紀
に
わ
た
り
一
般
化
し
、
わ
が
国
で
は
明
治
時
代
の
末
期

か
ら
大
正
時
代
の
初
期
に
お
い
て
主
に
み
ら
れ
る
。

③
緩
和
的
労
使
関
係
重
工
業
の
産
業
革
命
が
一
応
終
了
し
た
十
九
世
紀
以
後
、
資
本
は
か
な
り
の
集
中
を
呈
し
、
企
業
形
態
と
し

て
は
有
限
会
社
お
よ
び
株
式
会
社
が
一
般
的
に
成
立
を
み
た
（
イ
ギ
リ
ス
ー
一
八
六
二
年
に
会
社
法
の
成
立
、
フ
ラ
ン
ス
ー
一
八
六
八
年
、
ド

イ
ッ
ー
一
八
七
○
年
に
会
社
法
が
成
立
し
て
い
る
）
・
経
営
規
模
も
従
来
よ
り
拡
大
し
、
テ
ィ
ラ
ー
、
フ
ェ
ィ
ョ
ル
を
生
ん
で
、
管
理
の

合
理
化
の
発
展
を
必
至
化
し
た
。
し
か
し
当
時
の
資
本
集
中
は
、
い
ま
だ
「
資
本
と
経
営
の
分
離
」
を
促
進
す
る
ほ
ど
で
は
な
く
、

経
営
者
も
株
主
に
よ
る
経
営
で
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
職
能
の
分
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
な
お
個
別
資
本
の
性
格
を
強
く
持
ち

つ
づ
け
て
い
た
。
他
方
、
労
働
も
、
労
働
者
の
定
着
、
専
業
化
が
進
み
、
近
代
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
た
。
労
働
力
の
集
中
化
と
社

会
化
に
と
も
な
っ
て
、
初
期
の
工
場
委
員
会
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
資
本
と
労
働
の
関
係
は
、
必
然
的
に
従
来

の
資
本
の
専
制
的
性
質
を
あ
る
程
度
制
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
労
働
の
組
織
力
と
組
織
形
態
か
ら
は
、
労
働
者
の

従
業
員
的
な
性
格
が
強
く
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
団
体
交
渉
的
な
も
の
が
開
か
れ
て
も
、
労
働
側
の
力
は
弱
く
、
従
来
の
専
制

を
緩
和
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
に
、
若
干
の
合
理
主
義
的
性
格
を
も
ち
つ
つ
、
他
方
、
旧
来
の
温
情
的
・
家
族
主
義
的

な
性
格
を
多
分
に
残
存
し
て
い
た
。

②
温
情
主
義
的
労
使
関
係
資
本
制
生
産
の
発
展
に
と
も
な
い
定
着
労
働
の
増
大
が
生
ず
る
一
方
、
経
営
も
個
人
経
営
で
あ
る
だ

け
に
、
資
本
と
労
働
が
、
基
本
的
に
は
専
制
的
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
人
間
的
接
触
を
通
じ
て
、
家
族
主
義

的
な
労
使
関
係
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
専
制
と
恩
恵
、
忠
誠
と
非
自
主
性
と
い
っ
た
、
労
使
の
温
情
主
義
的
関
係
が
特
徴
と
し
て
み

ら
れ
る
。
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㈹
管
理
の
意
義
今
日
多
く
の
国
で
は
労
働
組
合
法
が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
団
結
権
・
団
体
交
渉
権
・
争
議
権
が
保
障
さ

れ
て
い
る
。
企
業
に
労
働
組
合
が
結
成
さ
れ
る
と
、
労
務
管
理
に
あ
た
っ
て
、
労
働
組
合
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ま
た
労
務
管
理
が
労
働
組
合
に
対
す
る
態
度
は
、
い
ま
ま
で
禁
圧
↓
武
装
平
和
↓
協
調
と
い
う
型
で
変
わ
っ
て
き
た
。
資
本
制
社
会

に
お
い
て
は
既
述
の
よ
う
に
、
労
働
組
合
が
使
用
者
の
対
立
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
現
在
に
お
い

わ
が
国
で
は
、
大
正
の
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

④
民
主
的
労
使
関
係
一
九
二
九
年
の
世
界
的
恐
慌
以
後
、
資
本
の
集
中
・
独
占
化
が
い
ち
じ
る
し
く
進
み
、
企
業
の
経
営
規
模
も

ま
す
ま
す
拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
資
本
と
経
営
の
分
離
」
が
促
進
さ
れ
、
経
営
職
能
の
分
化
・
専
門
化
が
進
み
、
専
門
経
営
者

（
”
で
の
。
厨
房
計
ョ
Ｐ
。
畠
の
旬
）
の
成
立
を
み
た
。
他
方
、
労
働
も
経
営
規
模
の
拡
大
に
よ
り
労
働
力
が
高
度
に
集
中
し
て
、
ま
た
機

械
化
・
標
準
化
の
発
達
に
と
も
な
い
、
技
能
の
均
一
化
・
社
会
化
お
よ
び
産
業
別
の
労
働
組
織
が
発
展
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
産
業

別
労
働
組
合
と
経
営
者
と
の
労
働
協
約
が
発
展
す
る
に
及
び
、
労
働
の
性
格
も
従
来
の
個
々
の
企
業
の
従
業
員
で
あ
る
と
い
う
性
格

か
ら
、
階
級
連
帯
的
・
総
労
働
的
な
性
格
を
強
く
帯
び
る
傾
向
に
い
た
っ
た
。

以
上
労
使
関
係
の
発
展
形
態
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
発
展
の
速
度
お
よ
び
背
景
、
過
程
は
、
お
の
お
の
の
国
の
経
済
的
・
社
会
的

条
件
に
よ
り
異
な
る
。
し
か
し
総
じ
て
、
雇
用
関
係
の
決
定
に
お
い
て
は
、
一
応
対
等
的
な
社
会
的
地
位
に
お
い
て
、
団
体
交
渉
が

で
き
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
産
業
に
お
け
る
対
等
者
と
し
て
の
地
位
を
当
然
と
す
る
産
業
民
主
主
義
の
理
念
が
形
成
さ
れ

た
と
い
え
る
。

労
使
関
係
管
理
と
そ
の
方
法
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②
管
理
の
方
法
労
務
管
理
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
労
使
関
係
は
、
民
主
的
労
使
関
係
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
賃
労
働
の
資
格
と
し
て
の
労
働
者
は
、
産
業
別
な
い
し
地
域
別
労
働
組
合
と
の
関
連
を
も
つ
特
定
の
経
営
内
に
お
け
る

従
業
員
を
組
織
し
た
、
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ィ
ッ
ト
レ
ー
エ
場
委
員
会
な
い
し
ド
イ
ツ
の
経
営
協
議
会
の
ご
と
き
も
の
、
あ

る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
や
わ
が
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
全
従
業
員
を
単
一
に
組
織
し
た
事
業
場
労
働
組
合
（
企
業
別
労
働
組
合
）
な
い

し
産
業
別
労
働
組
合
の
特
定
事
業
場
支
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
労
使
関
係
は
、
労
使
協
議
な
い
し
団
体
交
渉
を
媒
介
と
し
て
形

成
さ
れ
る
。
各
国
の
諸
事
情
に
も
と
づ
き
、
労
働
組
合
の
組
織
形
態
が
異
な
る
。
ま
た
そ
の
組
織
形
態
の
相
違
に
よ
っ
て
、
お
の
ず

と
労
使
協
議
制
度
と
団
体
交
渉
制
度
と
の
二
つ
の
類
型
が
生
じ
る
。

一
般
に
も
っ
と
も
代
表
的
な
類
型
を
し
め
せ
ば
、
労
使
協
議
制
度
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
と
西
ド
イ
ツ
型
、
団
体
交
渉
制
度
で
は
ア

メ
リ
カ
型
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

▽
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
ｌ
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
組
織
化
が
早
く
か
ら
実
施
さ
れ
、
現
在
で
は
Ｔ
Ｕ
Ｃ
男
働
組
合

総
同
塑
の
も
と
に
産
業
別
・
地
域
別
に
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
労
働
組
合
は
事
業
所
別
の
区
別
さ
れ
た
組
織

る
0

て
は
、
使
用
者
が
労
働
組
合
を
企
業
に
対
す
る
積
極
的
な
協
力
者
と
し
て
認
め
、
生
産
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
協
力
を
求
め
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
し
だ
い
に
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。

労
務
管
理
は
労
働
組
合
と
の
関
係
に
お
い
て
、
相
関
的
に
発
展
し
て
き
た
。
労
働
組
合
の
生
成
と
発
展
に
と
も
な
い
労
務
管
理
は
、

さ
ら
に
新
た
な
方
向
へ
発
展
を
促
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
務
管
理
の
労
働
組
合
と
の
相
関
的
関
係
に
お
け
る
発
展
は
、
ア
メ
リ
カ
の
労
務
管
理
の
発
展
を
み
れ
ば
実
証
さ
れ

■

■
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こ
の
よ
う
に
欧
米
諸
国
に
お
け
る
労
使
関
係
管
理
の
中
心
は
、
労
使
協
議
な
い
し
団
体
交
渉
の
制
度
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ

も
産
業
民
主
主
義
の
理
念
に
も
と
づ
く
労
使
対
等
の
原
則
に
立
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
公
正
な
対
立
関
係
に
よ
っ
て
労
働
条
件
の
決
定
を

を
安
定
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

は
な
く
、
し
た
が
っ
て
団
体
交
渉
も
統
一
的
に
行
な
わ
れ
、
賃
金
な
ら
び
に
労
働
条
件
な
ど
の
基
本
的
労
働
条
件
の
み
が
統
一
的

に
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
各
企
業
に
お
い
て
は
、
こ
の
統
一
的
決
定
に
も
と
づ
い
て
労
働
条
件
の
細
目
に
つ
い
て
決
定
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
従
業
員
代
表
と
経
営
代
表
と
か
ら
構
成
さ
れ
た
工
場
委
員
会
が
協
議
し
て
決
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
労
使
関
係
は
、
工
場
委
員
会
を
中
心
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

▽
西
ド
イ
ツ
の
労
使
関
係
ｌ
西
ド
イ
ツ
の
労
使
関
係
は
、
労
働
組
合
の
組
織
形
態
が
イ
ギ
リ
ス
に
近
い
こ
と
か
ら
、
従
業
員
代

表
制
度
を
中
心
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
発
展
過
程
を
み
る
と
、
一
九
二
○
年
経
営
協
議
会
日
の
９
８
の
３
房
胃
の
の
目
）
の

制
定
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
東
ド
イ
ツ
に
人
民
共
和
国
が
成
立
し
産
業
国
有
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
経
済

的
背
景
の
も
と
に
、
一
九
五
一
年
に
鉄
・
石
炭
の
大
企
業
に
適
用
さ
れ
た
「
共
同
決
定
法
」
（
冨
吾
の
の
毎
ヨ
ョ
ロ
品
品
の
の
の
目
）

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
法
律
に
よ
り
、
高
度
の
労
使
協
議
制
が
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
も
は
や
協
議
決
定
制
度
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
最
高
の
実
質
的
経
営
参
加
制
度
を
含
ん
で
い
る
。

▽
ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
ｌ
団
体
交
渉
制
度
の
代
表
的
類
型
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
を
み
る
と
、
そ
の
特
徴
は
、
団

体
交
渉
に
よ
っ
て
個
別
企
業
を
中
心
に
労
働
条
件
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
団
体
交
渉
は
前
提
と
し
て
労
働
者
と
経
営
者
が

相
互
対
等
の
立
場
に
た
ち
、
基
本
的
労
働
条
件
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
経
営
の
細
目
に
わ
た
る
就
業
条
件
を
も
含
む
労
働
協
約
を

双
方
合
意
の
も
と
に
締
結
し
て
、
そ
の
有
効
期
間
中
は
そ
の
労
働
協
約
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
に
お
け
る
労
使
の
関
係

§

皿

ﾛ
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わ
が
国
の
労
使
関
係
の
特
徴
お
よ
び
性
格
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
温
情
主
義
に
も
と
づ

い
た
労
使
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
戦
後
他
か
ら
の
民
主
改
革
に
よ
り
、
潜
在
化
さ
れ
て
い
た
労
働
者
組
織
へ
の

欲
求
は
、
物
価
の
暴
騰
を
拍
車
と
し
て
一
挙
に
展
開
さ
れ
、
組
合
の
組
織
率
が
五
五
・
八
％
に
ま
で
達
し
、
ま
た
労
働
協
約
締
結
数
も

組
合
数
五
○
％
に
達
し
て
、
よ
う
や
く
に
し
て
形
だ
け
は
「
経
営
者
と
労
働
組
合
と
の
関
係
」
と
い
う
意
味
で
の
労
使
関
係
が
一
般
化
し
、

団
体
交
渉
を
媒
介
と
し
た
「
民
主
的
労
使
関
係
」
が
形
の
上
で
は
一
応
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
質
的
に
は
、
資
本

の
性
質
が
近
代
的
資
本
の
性
格
を
も
た
ぬ
も
の
が
大
多
数
で
あ
り
、
他
方
、
労
働
組
合
も
、
従
業
員
組
合
な
い
し
工
場
委
員
会
の
初
期

的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
労
使
関
係
は
、
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
労
使
は
近
代
的
性
格
に

欠
け
た
も
の
が
、
た
だ
団
体
交
渉
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
労
働
協
約
も
形
の
上
で
は
労
使
対
等
・
相
互
尊
重

を
う
た
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
形
成
さ
れ
た
労
使
関
係
は
、
近
代
・
民
主
的
労
使
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

団
体
交
渉
を
通
じ
て
、
対
等
関
係
で
労
働
協
約
を
締
結
す
る
と
い
う
形
は
、
ア
メ
リ
カ
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
わ
が
国
は

ア
メ
リ
カ
の
指
導
の
も
と
に
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
地
に
つ
い
て
い
な
い
。
こ
こ
に
わ
が
国
労
使
関
係
の
問
題
点
を
明

図
る
機
構
を
合
理
的
に
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
化
に
よ
っ
て
、
労
使
関
係
の
合
理
的
調
整
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ

し
て
労
使
関
係
の
従
業
員
的
協
力
関
係
の
側
面
に
お
い
て
は
、
労
働
条
件
の
合
理
的
制
度
化
に
よ
り
相
互
信
頼
を
確
保
し
、
そ
れ
を

基
盤
と
し
て
経
営
へ
の
参
加
あ
る
い
は
浸
透
の
場
を
積
極
的
に
提
供
し
て
、
自
主
的
な
協
力
関
係
の
確
保
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。

示
す
る
な
ら
、

わ
が
国
の
労
使
関
係
管
理
と
問
題
点
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㈹
労
務
管
理
と
団
体
交
渉
団
体
交
渉
と
は
契
約
自
由
の
原
則
に
も
と
づ
き
、
経
営
者
と
労
働
組
合
の
代
表
者
が
対
等
の
立
場
に

た
っ
て
交
渉
を
行
な
う
こ
と
を
制
度
化
し
、
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
雇
う
も
の
と
雇
わ
れ
る
も
の
と
の
個
人
交
渉
に
お
い
て
は
、

後
者
が
ど
う
し
て
も
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
が
さ
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
後
者
に
団
結
権
を
認
め
て
、
組
合
の
団
結
の
力

を
背
景
と
し
て
交
渉
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
団
体
交
渉
は
、
あ
く
ま
で
も
当
事
者
が
自
由
に
行
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、

原
則
と
し
て
第
三
者
か
ら
干
渉
や
強
制
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

団
体
交
渉
は
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
（
ｚ
・
三
．
２
回
ョ
９
１
“
旨
）
・

第
一
は
、
団
体
交
渉
を
当
事
者
間
の
取
引
と
み
な
す
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
発
展
の
初
期
の
段
階
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
理
解
に
も

第
一
の
問
題
点
と
し
て
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
産
業
民
主
主
義
の
理
念
が
実
質
化
さ
れ
て
い
な
い
。
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
わ

が
国
の
労
使
関
係
は
実
質
的
に
は
民
主
的
労
使
関
係
の
域
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
団
体
交
渉
に
お
け
る
双
方
の
実
際
的

態
度
・
意
識
の
う
ち
に
現
れ
、
対
等
の
交
渉
が
行
な
わ
れ
が
た
い
な
ど
の
結
果
を
ま
ね
い
て
い
る
（
と
く
に
中
小
企
業
に
お
い
て
）
・

第
二
は
、
団
体
交
渉
に
お
け
る
成
熟
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
産
業
民
主
主
義
が
労
使
双
方
の
身
に
つ
か
な
い
か
ぎ
り
、
人
間

関
係
的
団
体
交
渉
も
、
単
な
る
技
術
に
陥
る
結
果
と
な
る
。

お
よ
そ
わ
が
国
の
労
使
関
係
の
問
題
点
の
本
質
は
ま
だ
労
使
双
方
と
も
に
、
産
業
民
主
主
義
の
理
念
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
た
め
労
働
協
約
も
空
文
化
し
て
し
ま
っ
た
り
、
御
用
的
な
労
働
組
合
が
存
立
す
る
な
ど
、
右
に
あ
げ
た
本
質
的
な
問

題
の
ほ
か
に
、
幾
多
の
問
題
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
労
使
関
係
の
あ
り
方



42Z 第II部第三章共存のための経済政策

第
二
は
、
団
体
交
渉
は
労
働
協
約
の
締
結
な
い
し
改
訂
の
た
め
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
今
日

の
欧
米
諸
国
の
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
、
労
働
協
約
を
、
当
事
者
間
で
自
主
的
に
、
一
つ
の
規
定

宮
口
一
の
）
と
し
て
作
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
労
使
お
互
い
が
相
互
に
有
利
に
協
約
の
締
結
を
求
め

る
こ
と
か
ら
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
の
団
体
交
渉
が
不
成
立
の
場
合
は
争
議
に
移
る
。
し
か
し
取
引
説
の
ご
と
き
、
取
引
の
不
成
立

即
争
議
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

第
三
の
理
解
は
、
団
体
交
渉
を
経
営
管
理
の
一
方
法
と
み
な
す
、
す
な
わ
ち
、
組
合
に
よ
る
経
営
管
理
へ
の
参
加
と
理
解
す
る
も

の
で
、
経
営
管
理
を
両
者
が
共
同
で
行
な
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
理
解
は
、
団
体
交
渉
の
発
展
に
と
も
な
っ
た
段
階
的
認
識
と
考
え
ら
れ
る
。
初
期
の
単
純
な
団
体
交
渉
の
段

階
で
は
、
第
一
の
取
引
説
が
、
ま
た
団
体
交
渉
が
体
系
化
さ
れ
て
き
た
今
日
、
第
二
の
協
約
説
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
次
大

戦
以
降
、
次
第
に
第
三
の
管
理
説
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
場
合
、
い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
一
般
的
に
は
前
述
の
ご
と
き
取
引
と
し
て
の
理
解
が
多
い
。
こ
の
理
由

と
づ
け
ば
、
も
し
取
引
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
た
だ
ち
に
争
議
行
為
に
移
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

ま
だ
こ
の
理
解
に
た
つ
も
の
が
多
い
。
こ
の
理
解
に
た
つ
か
ぎ
り
、
労
使
双
方
が
互
い
に
腹
の
う
ち
を
割
っ
て
話
し
あ
い
、
対
等
の

、

、

、

、

立
場
で
双
方
を
理
解
し
あ
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
取
引
と
解
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
か
け
ひ
き
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
う

し
た
団
体
交
渉
の
過
程
で
は
、
当
事
者
の
み
の
利
害
が
中
心
と
な
り
、
第
二
者
へ
の
配
慮
は
み
ら
れ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
理
解
が
わ
が
国
で
多
く
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
労
働
組
合
の
発
展
の
未
熟
さ
を
そ
の
ま
ま
表
す
も
の
で

あ
る
。

■
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州
嘩
匙
酢
”
率
濟
の
領
域
は
き
わ
め
て
拡
大

せ
ら
れ
、
労
務
管
理
の
み
な
ら
ず
、
経
営
管
理
上
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向
は
理
論
的
に
い
う

か
ぎ
り
正
し
く
、
労
働
組
合
は
領
域
の
拡
大
を
望
み
、
逆
に
経
営
者
は
こ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
経
営
管
理
を

考
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
ら
各
部
門
（
生
産
・
販
売
・
財
務
・
労
務
・
購
買
な
ど
）
の
間
は
便
宜
上
区
別
さ
れ
は
す
る
が
、
実
質
は

切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
相
関
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
全
体
と
し
て
の
経
営
管
理
を
団
体
交
渉
の
領
域
と
し

こ
の
よ
う
に
、
団
体
交
渉
領
域
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
そ
の
関
係
領
域
に
関
す
る
論
争
は
激
し
い
。
経
営
者
は
、
経
営
権
を
主
張

し
、
領
域
の
制
限
な
い
し
一
定
化
を
要
求
し
、
他
方
、
組
合
は
逆
を
要
求
す
る
。
経
営
者
要
求
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
経

営
権
で
あ
る
が
、
経
営
権
は
原
則
と
し
て
、
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
権
利
で
な
い
た
め
、
経
営
権
に
つ
い
て
の
規
定
は
む
ず
か
し

い
。
労
働
協
約
の
な
か
に
も
「
労
働
組
合
は
会
社
の
経
営
権
を
尊
重
し
…
…
」
と
い
っ
た
表
現
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

②
努
務
管
理
と
労
働
協
約
団
体
交
渉
に
三
つ
の
理
解
が
あ
っ
た
と
同
じ
く
、
労
働
協
約
に
も
三
つ
の
理
解
の
仕
方
が
あ
る
。

第
一
は
、
団
体
交
渉
を
取
引
と
し
て
理
解
す
る
場
合
で
、
こ
の
と
き
労
働
協
約
は
、
単
な
る
紳
士
協
定
と
し
て
の
覚
書
と
し
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
協
約
を
契
約
と
み
な
し
、
か
つ
苦
情
処
理
を
そ
の
強
制
の
た
め
の
手
段
と
す
る

立
場
で
は
、
労
働
協
約
自
体
の
解
釈
の
仕
方
と
そ
の
適
用
と
が
問
題
と
な
る
。

て
み
る
。

の
で
あ
る
。

事
実
、
前
述
の
よ
う
な
団
体
交
渉
の
範
囲
の
拡
大
傾
向
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
限
度
は
労
働
組
合
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
な
い



4詔第II部第三章共存のための経済政策

第
二
は
、
団
体
交
渉
は
労
働
協
約
締
結
の
た
め
に
行
な
う
も
の
と
し
て
の
立
場
で
の
理
解
で
、
労
働
協
約
を
成
文
法
に
相
当
さ
せ
、

協
約
の
細
則
が
運
用
上
の
手
続
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
営
者
の
専
制
で
は
な
く
、
労
働
者
に
市
民
権
を
認
め
て
、
両

者
の
対
等
な
る
関
係
に
お
い
て
団
体
交
渉
を
も
ち
、
成
文
法
と
し
て
の
協
約
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
団
体
交
渉
を
経
営
管
理
の
た
め
の
一
方
法
と
し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
労
働
協
約
の
理
解
は
、

経
営
管
理
、
と
く
に
労
務
管
理
の
た
め
の
標
準
と
し
、
方
針
決
定
の
枠
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

労
働
協
約
の
理
解
を
三
つ
の
立
場
よ
り
と
り
あ
げ
た
が
、
第
一
の
理
解
が
、
団
体
交
渉
と
い
う
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
望
ま
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
第
二
、
第
三
の
理
解
に
お
い
て
は
、
法
廷
が
協
約
の
拘
束
力
を
定
め
る
の
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
団
体

交
渉
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
団
体
交
渉
は
あ
く
ま
で
当
事
者
同
士
の
自
由
お
よ
び
自
主
性

の
原
則
に
よ
っ
て
貫
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
団
体
交
渉
に
は
取
引
説
の
理
解
を

と
る
も
の
が
多
く
、
労
働
協
約
な
い
し
苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
、
契
約
説
を
と
る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
わ
が
国
の
団
体
交
渉
は
、

そ
の
事
項
の
ほ
と
ん
ど
が
ベ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
（
九
二
・
四
％
）
、
賞
与
（
九
一
・
五
％
）
を
中
心
と
す
る
名
目
賃
金
で
あ
り
、
団
体
交

渉
即
賃
金
交
渉
と
い
う
、
労
働
組
合
と
し
て
、
い
わ
ば
初
期
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
な
お
今
日
、
日
本
の
労
使
関
係
の
直
面

す
る
課
題
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

１
、
官
公
労
労
使
関
係
の
あ
り
方
と
ス
ト
権
問
題
。

２
、
中
小
企
業
、
未
組
織
組
合
等
の
個
別
企
業
に
お
け
る
労
使
関
係
。

３
、
労
使
関
係
と
生
産
性
の
問
題
。

４
、
組
合
ス
ト
（
労
使
関
係
）
と
社
会
に
与
え
る
影
響
（
鉄
道
、
郵
便
、
そ
の
他
）
。
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血
、
そ
の
他
。

9 8 7 ５
、
個
別
組
合
と
上
部
団
体
と
の
関
係
。

６
、
組
合
の
本
質
的
機
能
１
１
経
済
か
文
化
か
政
治
か
、
こ
の
必
要
性
と
限
界
性
。
そ
の
ど
こ
に
重
点
が
あ
る
の
か
、
お
く
べ
き

オ
ー
。
フ
ン
シ
ョ
ッ
プ
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
、
ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
等
と
の
関
係
。

民
主
的
・
労
使
協
調
路
線
の
提
言
。

労
働
組
合
の
文
化
的
・
社
会
的
活
動
の
日
本
的
あ
り
方
。

か
0



第
四
章
世
界
平
和
の
た
め
の
科
学
技
術
開
発



郵
一
、
科
学
技
術
に
よ
る
世
界
平
和
へ
の
貢
献

判
断
し
て
い
る
。

殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
下
で
、
遅
れ
た
工
業
化
の
促
進
と
、
先
進
工
業
諸
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
に

専
念
し
て
き
た
日
本
は
、
戦
後
、
技
術
導
入
に
よ
る
産
業
技
術
の
振
興
に
集
中
的
努
力
を
傾
注
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
先

進
工
業
諸
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
七
八
年
に
（
財
）
総
合
研
究
開
発
機
構
が
行
な
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
の
技
術
水
準
な
ら
び
に
技
術
開
発
力
水
準
は
、
企

●

業
の
立
場
か
ら
み
る
と
ほ
ぼ
世
界
最
高
水
準
に
達
し
た
と
判
断
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
図
１
、
図
２
）
。
す
な
わ
ち
技
術
水
準
に

つ
い
て
は
約
六
七
・
七
％
の
企
業
が
、
世
界
の
最
高
水
準
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
水
準
に
到
達
し
た
と
判
断
し
て
お
り
、
世
界
の
最
高

水
準
に
劣
る
と
判
断
し
た
企
業
は
三
一
・
○
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、
技
術
開
発
力
水
準
に
つ
い
て
は
、
約
三
五
・
九
％
の
企

業
が
世
界
の
最
高
水
準
に
到
達
し
た
と
判
断
し
て
い
る
も
の
の
、
約
六
一
・
六
％
の
企
業
は
、
世
界
の
最
高
水
準
に
比
べ
て
劣
る
と

日
本
が
戦
後
三
十
数
年
に
し
て
、
敗
戦
の
混
乱
を
克
服
し
、
世
界
史
的
に
類
の
少
な
い
ほ
ど
短
期
間
に
経
済
的
繁
栄
を
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
た
背
後
に
は
、
こ
の
急
速
な
技
術
水
準
の
向
上
が
大
き
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

明
治
政
府
の
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
戦
後
、
殖
産
興
業
・
科
学
技
術
振
興
と
い
う
形
に
変
わ
っ
た
が
、

(1)

科
学
技
術
に
依
存
し
た
平
和
の
実
験
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図1 米・欧のもっとも進んだ企業と比較した技術水準
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戦
後
の
日
本
の
繁
栄
は
、
い
わ
ば
軍
事
力
を
前
提

と
し
な
い
、
科
学
技
術
に
依
存
し
た
平
和
の
繁
栄
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
貴
重
な
実
験
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
繁
栄
を
遂
げ
て
い
る
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
や
ス
イ
ス
の
場
合
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
日
本

以
外
の
平
和
の
実
験
国
が
、
そ
の
行
使
を
抑
制
し
な

が
ら
も
か
な
り
大
き
な
軍
備
負
担
を
行
な
っ
て
い
る

の
と
対
照
的
で
あ
る
。
日
本
は
、
国
民
所
得
の
わ
ず

か
○
・
九
％
の
軍
備
負
担
し
か
し
て
い
な
い
が
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ス
イ
ス
は
、
国
民
所
得
に
対
し
て
そ

れ
ぞ
れ
三
・
四
％
、
一
・
九
％
の
軍
備
負
担
を
行
な

科
学
技
術
の
振
興
策
は
富
国
強
兵
策
よ
り
も
大
き
な

繁
栄
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
日
本
の
繁

栄
は
、
軍
事
力
に
依
存
し
な
い
平
和
な
繁
栄
で
あ
り
、

軍
事
力
の
放
棄
を
決
意
し
た
敗
戦
国
日
本
な
ら
で
は

の
繁
栄
で
あ
っ
た
。

っ
て
い
る
。
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国
際
的
に
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
平
和
の
実
験
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
や
、
失
業
の
輸
出
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
集
中
的

輸
出
に
よ
る
他
国
へ
の
依
存
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
そ
れ
が
た
と
え
世
界
の
平
和
の
た
め
の

実
験
に
な
る
と
は
い
っ
て
も
、
決
し
て
誇
る
に
足
る
実
験
と
は
い
え
な
い
。
や
は
り
、
他
国
へ
の
依
存
や
他
国
の
犠
牲
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
の
で
は
な
く
、
真
に
自
立
自
存
の
平
和
へ
の
実
験
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

わ
が
国
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
の
過
程
で
、
外
部
依
存
型
で
は
あ
る
が
、
科
学
技
術
に
よ
る
平
和
の
道
へ
の
実
験
に
成
功
し
、

工
業
資
源
は
な
く
て
も
科
学
技
術
を
振
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
で
豊
か
な
経
済
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
実
証
し
て
み
せ
た
。
こ
の
試
み
は
、
今
後
の
世
界
の
平
和
へ
の
大
き
な
希
望
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

あ
る
ま
い
。

他
国
へ
の
依
存
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
日
本
の
平
和
へ
の
道
は
、
ま
ず
自
立
自
存
の
体
制
へ
脱
皮
す
る
こ
と
を
は
か
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
日
米
間
の
相
互
安
全
保
障
を
例
に
と
れ
ば
、
日
本
は
、
経
済
的
厚
生
の
低
い
軍
備
面
で
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
大
き
い
依
存

を
軽
減
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
貿
易
収
支
の
面
で
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と
が
自
立
自
存
へ
の
第
一
歩
と
い
え
よ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
日
本
の
軍
備
負
担
の
増
大
と
輸
入
の
拡
大
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
国
民
感
情

は
、
ま
だ
こ
う
し
た
国
民
的
選
択
を
必
ず
し
も
望
ん
で
は
い
な
い
。
｝
」
の
問
題
は
、
い
ず
れ
国
民
的
選
択
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
て
も
、
い
ま
こ
こ
で
そ
れ
を
論
じ
る
の
は
い
さ
さ
か
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
自
立
自
存
と
い
う
形
で
の
平
和
の
道
に

代
わ
る
も
う
一
つ
の
平
和
へ
の
道
を
求
め
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
現
在
の
相
互
依
存
の
平
和
へ
の
道
で
必
要
な
改
善
を
加
え
る
し
か

(2)

相
互
依
存
の
平
和
へ
の
道
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日
本
の
国
民
感
情
を
逆
な
で
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
国
際
世
論
の
批
判
を
招
く
恐
れ
の
な
い
平
和
へ
の
道
は
、
や
は
り
経
済
協

力
と
技
術
協
力
を
積
極
的
に
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
技
術
協
力
は
世
界
の
期
待
も
大
き
い
。
か
っ
て
、
戦
後
の
日
本
が

欧
米
諸
国
か
ら
の
積
極
的
な
技
術
協
力
を
期
待
し
た
よ
う
に
、
今
や
日
本
の
技
術
協
力
を
期
待
す
る
国
は
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

の
技
術
輸
出
や
技
術
協
力
の
拡
大
は
、
一
種
の
ブ
ー
メ
ラ
ン
効
果
に
よ
っ
て
、
や
が
て
は
日
本
の
輸
出
を
抑
制
す
る
結
果
を
招
く
こ

と
に
な
ろ
う
と
い
う
恐
れ
さ
え
い
だ
く
者
も
少
な
く
な
い
。
確
か
に
繊
維
工
業
や
造
船
工
業
な
ど
の
一
部
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ー
メ

ラ
ン
効
果
と
見
ら
れ
る
現
象
が
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
が
経
済
大
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
い
と
願
わ
な
く
て
も
、
世
界
各
国
は
す
で
に
日
本
を
経
済
大
国
と
い
う
目

で
見
て
お
り
、
日
本
が
ブ
ー
メ
ラ
ン
効
果
を
恐
れ
て
技
術
輸
出
や
技
術
協
力
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
大
国
の
大
義
に
も
と
る
行
為
で

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
Ｉ
Ｅ
Ａ
の
会
議
な
ど
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
る
各
国
の
反
応
に
は
、
こ
う
し
た
大
国
と
し
て
の
日

本
の
行
動
へ
の
強
い
要
請
が
感
じ
ら
れ
る
。

日
本
の
平
和
へ
の
道
は
、
も
は
や
か
か
る
国
際
世
論
を
無
視
し
て
は
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
福
田
前
首
相
が
、
ア
メ
リ
カ
と

の
間
で
科
学
技
術
に
関
す
る
二
国
間
協
定
を
結
び
、
日
本
が
多
額
の
研
究
開
発
費
負
担
に
応
じ
る
約
束
を
し
た
の
は
、
国
際
世
論
の

日
本
へ
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

今
後
わ
が
国
は
、
さ
ら
に
研
究
開
発
投
資
を
拡
大
し
、
世
界
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
独
自
の
新
規
技
術
を
次
々
に
開
発

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
科
学
技
術
会
議
は
、
こ
れ
ま
で
、
一
九
七
一
年
の
五
号
答
申
以
来
、
一
九
七
○
年
代
の
で
き
る
限
り
早
い

時
期
に
、
国
民
所
得
に
対
し
て
二
・
五
％
の
研
究
開
発
投
資
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
て
き
た
。

し
か
し
、
一
九
七
○
年
代
も
ま
さ
に
終
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
日
本
の
研
究
開
発
投
資
は
い
ま
だ
に
二
・
一
％
（
七
七
年
度
）



即
の
水
準
に
と
ど
ま
り
、
二
・
五
％
の
目
標
は
と
う
て
い
越
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
戦
後
、
日
本
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
て
き
た
西
ド

４
イ
ッ
は
、
す
で
に
二
・
六
％
の
研
究
開
発
投
資
を
行
な
っ
て
お
り
、
研
究
者
一
人
当
り
研
究
費
で
は
日
本
の
二
・
五
倍
の
支
出
を
行

な
っ
て
い
る
。
日
本
か
ら
科
学
技
術
を
取
り
除
い
た
ら
、
日
本
の
安
全
は
何
に
よ
っ
て
維
持
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
日

本
は
何
に
よ
っ
て
世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
特
質
を
回
顧
し
、
こ
れ
か
ら
の
科
学
技
術
を
通
じ
た
世
界
平
和
へ
の
貢
献
を

は
ば
む
主
要
な
問
題
点
が
何
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
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明
治
以
後
に
お
け
る
日
本
の
工
業
化
の
歴
史
を
み
る
と
、
工
業
化
の
遅
れ
を
取
り
戻
し
、
先
進
工
業
諸
国
の
技
術
水
準
へ
の
キ
ャ

ッ
チ
ア
ッ
プ
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
下
で
、
総
合
性
に
欠
け
る
、
特
定
の
目
標
に

特
化
し
た
科
学
技
術
政
策
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
工
部
省
は
鉄
道
・
造
船
・
通
信
・
建
設
・
繊
維
な
ど
、
富
国
強
兵
へ
の
貢
献
が
大
き
い
と
予
想
さ
れ
る
分
野
に
対
し

て
は
、
国
費
を
も
っ
て
新
規
技
術
、
新
鋭
設
備
の
海
外
か
ら
の
導
入
を
は
か
り
、
創
業
期
の
試
行
錯
誤
に
よ
る
失
敗
の
危
険
を
国
家

の
力
を
も
っ
て
回
避
し
、
そ
の
危
険
が
解
消
さ
れ
た
段
階
で
、
民
間
企
業
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
設
備
の
払
下
げ
措
置
を
と
り
、
効
果

的
な
官
営
事
業
か
ら
民
営
事
業
へ
の
転
換
を
実
現
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
特
定
の
政
策
目
標
に
よ
る
特
化
政
策
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
も
傾
斜
生
産
方
式
や
、
外
国
為
替
管
理
に
よ

る
外
国
技
術
の
選
別
導
入
政
策
な
ど
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
科
学
技
術
政
策
は
、
こ
の
よ
う
に
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
新
し
い
政
策
が
誘
導
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
国
家

の
政
策
目
標
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
科
学
技
術
の
進
歩
が
誘
導
さ
れ
る
と
い
う
、
他
の
先
進
工
業
諸
国
と
は
逆
の
発
展
形
態
を
と

っ
て
き
た
。

二
、
日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
特
質

(1)

三
つ
の
特
化
政
策
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ま
で
は
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

わ
が
国
が
誇
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
科
学
技
術
の
成
果
と
も
い
う
べ
き
産
業
技
術
の
面
に
お
い
て
す
ら
も
、
技
術
ダ
ダ
乗
り
非

難
、
不
公
正
競
争
非
難
、
公
害
・
環
境
破
壊
非
難
の
原
因
と
し
て
関
係
者
は
や
や
も
す
る
と
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
、
お
よ
そ
日
本
以
外
で
は
考
え
ら
れ
な
い
不
自
然
な
事
態
を
経
験
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
日
本
の
科
学
技
術
が
世
界
平
和
の
た
め
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
す
こ
と
は
と
う
て
い
無
理
な
相

談
で
あ
っ
て
、
日
本
経
済
の
成
長
を
支
え
て
き
た
産
業
技
術
の
面
で
も
、
悪
く
す
る
と
、
日
本
の
進
路
に
不
必
要
な
混
乱
を
誘
発
し

か
ね
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
数
年
前
に
ア
メ
リ
カ
議
会
に
対
し
て
、
日
本
の
産
業
技
術
の
進
歩
と
そ
の
影
響
の
大
き

さ
に
た
ま
り
か
ね
て
提
案
さ
れ
た
超
保
守
主
義
の
「
ハ
ー
ト
ヶ
・
パ
ー
ク
法
案
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
動
き
は
、
非
常
に
危
険

な
前
兆
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
科
学
技
術
政
策
は
、
い
ま
や
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
に
み
ら
れ
る
偏
っ
た
特
質
と
、
特
化
さ
れ
た
が
故
に
も
た
ら
さ
れ
た
望

外
の
効
果
に
つ
い
て
率
直
な
見
直
し
を
行
な
い
、
そ
の
問
題
点
を
解
明
し
、
問
題
解
決
の
引
金
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
科
学
技
術
政
策
に
は
、

①
外
国
技
術
導
入
へ
の
特
化

②
産
業
技
術
開
発
へ
の
特
化

③
個
別
技
術
へ
の
特
化

~
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日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
特
質
を
示
す
第
一
の
点
は
、
研
究
開
発
資
金
の
効
率
が
高
い
技
術
分
野
に
政
策
の
重
点
を
特
化
さ
せ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
科
学
技
術
政
策
の
対
象
と
な
る
科
学
技
術
は
、
通
常
、
基
礎
研
究
活
動
お
よ
び
応
用
研
究
活
動
の
対
象
と
な
る

「
科
学
」
と
、
基
礎
開
発
活
動
お
よ
び
高
次
開
発
活
動
の
対
象
と
な
る
「
技
術
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。
一
般
に
は
、
前
者
を
「
研
究
」

活
動
、
後
者
を
「
開
発
」
活
動
と
呼
び
、
両
者
を
総
称
し
て
「
研
究
開
発
」
活
動
と
言
う
こ
と
が
多
い
・

研
究
と
開
発
と
は
、
そ
の
目
的
・
主
体
・
成
果
が
異
質
で
あ
り
（
第
１
表
）
、
政
策
的
対
応
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
わ
が
国
で

は
、
研
究
の
重
点
は
文
部
省
所
轄
の
大
学
と
通
商
産
業
省
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
実
施
官
庁
に
所
属
す
る
国
立
研
究
所
・
試
験
所
に

あ
る
。
そ
し
て
、
開
発
の
重
点
は
民
間
企
業
や
公
共
企
業
体
等
の
研
究
所
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
諸
機
関
の
全
部
に
わ
た
っ

て
、
総
合
調
整
官
庁
と
し
て
の
科
学
技
術
庁
が
介
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
政
官
庁
や
各
研
究
開
発
機
関
に
対
し
て
、
基

本
方
針
を
示
唆
ま
た
は
提
示
す
る
機
構
と
し
て
、
日
本
学
術
会
議
と
科
学
技
術
会
議
と
が
あ
る
。

と
い
う
三
つ
の
特
化
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
日
本
が
先
進
工
業
諸
国
に
キ
ャ
ッ
チ
ァ
ッ
。
う
す
る
ま
で
の
過
程
に

お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
特
化
政
策
は
、
短
期
間
に
激
し
い
技
術
進
歩
を

可
能
に
し
た
反
面
、
多
く
の
面
で
歪
み
を
残
し
、
そ
の
解
決
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

わ
が
国
の
研
究
開
発
の
特
異
性

(2)

資
金
効
率
の
高
い
借
り
も
の
の
技
術
へ
の
特
化

■
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第1表研究開発の区分

( i )基礎研究：新知識を得るための研究

( li)応用研究：新しい可能性を立証するための研究

(ili) 開 発：新しい事物の実際化（実用化の意）
(iV)試 験：試験・測定による新しい数値を出す研究

この4区分については下表のようにそれぞれの特徴を対比できる。

サイ エンス テクノロジー

研 究 技 術

基礎研究応用研究開発（実際化）試 験
アカデミシャンインベンターエンジニアーエクスペリメンター

霧ずること新知識を得る 蕊じい可能性を立溜'“新しい数値を出すか

鱸鰯を発 見 発 明 新製品．新製法の測定．試験完成

同が作壷禧繍駆特 許 ノウ,､ｳ･仕様書鳶熟噸欝・のか

何に責任があ結果の記述以外に着想を育てる責任総合責任重大 数値に責任ろか は責任がない がある
結果の記述以外に
は責任がない

西堀栄三郎「研究開発の区分｣，研究開発研究会編『研究開発』, Vol . 1
恥1， 1967年。

〔出所］

、

か
か
る
体
制
の
下
で
推
進
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
研
究
開
発
は
、

そ
の
投
資
水
準
、
投
資
構
造
の
面
か
ら
み
る
と
、
他
の
先
進
工
業
諸

国
と
は
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
研
究
開
発
投
資
水
準
に
つ
い
て
は
、
国
民
所
得
に
対
す
る
比

率
が
、
日
本
二
・
一
％
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
二
・
四
％
、
イ
ギ
リ
ス

二
・
三
％
、
西
ド
イ
ツ
二
・
六
％
、
フ
ラ
ン
ス
二
・
○
％
で
、
日
本

の
投
資
水
準
は
ま
だ
低
い
（
第
２
表
）
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、
研
究
開
発
投
資
構
造
を
官
民
負
担
比
率
で
み
る
と
、
日
本

二
七
％
対
七
三
％
、
ア
メ
リ
カ
五
三
％
対
四
七
％
、
イ
ギ
リ
ス
五
二

％
対
四
八
％
、
西
ド
イ
ツ
四
八
％
対
五
二
％
、
フ
ラ
ン
ス
五
九
％
対

四
一
％
と
い
う
よ
う
に
、
先
進
工
業
諸
国
に
比
べ
て
日
本
の
政
府
負

担
比
率
は
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
（
第
２
表
）
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
特
異
性
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総

合
研
究
開
発
機
構
の
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
図
１
に
示
し
た
よ
う

に
、
日
本
の
技
術
水
準
は
、
も
う
か
な
り
の
分
野
で
世
界
の
最
高
水

準
に
到
達
し
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
技
術
開
発
力
水
準
の

面
で
は
、
技
術
水
準
に
比
べ
る
と
世
界
の
最
高
水
準
へ
の
到
達
が
や
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や
遅
れ
て
は
い
る
が
、
か
な
り
高
い
水
準
に
近
づ
い
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
日
本
製
品
の
高
品
質
や
日
本
の
技
術
の
高

信
頼
性
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
国
々
が
大
き
な
脅
威
を
感
じ
は
じ
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
は
、
低
い
研
究
開
発
投
資
水
準
の
下
で
、
世
界
の
先
進
工
業
諸
国
の
技
術
水
準
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ

し
、
し
か
も
大
き
な
脅
威
を
与
え
る
ほ
ど
強
力
な
存
在
に
な
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
残
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
科
学
技
術
政
策
が
そ
の
時
代
的
背
景
の
も
と
に
お
い
て
、
一
応
の
見
る
べ
き
成
果
を
挙
げ
た

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

細
庖
削
冊
燗
図
Ｓ
頚
開
灘
訪
院
員
潮
路
雌
簿

亙
樗
．
※
再
瀞
削
ｏ
画
．
巡
脇
Ｓ
翠
溌
嘩
丙
碑
．
湯
沸
製
椛
淑
ｅ
翠
開
蝿
営
叫
叫
昔
バ
ラ
が
。
い
《
強
ニ
メ
ｅ
翠
開
雌
簿
．
串
闘
鮒
』
シ
脹

汁
Ｇ
翠
閉
蝿
寓
．
蹄
絲
齢
片
Ｑ
舜
覇
喪
謡
Ｓ
両
劇
汁
怖
蛎
寓
叫
叫
営
酬
言
舛
ラ
。

匡
副
〕
華
椛
舛
劃
弔
『
箪
惟
琳
識
蹴
丹
弧
Ｉ
宙
瀧
」
乞
忌
紺

-NIEl<、1

強、I1 -E X
＝虻へ ＝

>j >I電侭と』．

ｍ

丹

望
紺
岡

紹
紺
河

骨
の
『
『

』
の
『
の。

骨
の
「
『

骨
の
『
の

骨
の
『
、

翠
溌
泌
謬
錨

叫

郵

五

画
の
一

四
四
四

号
つ
誤
※

↓

つ

令

曽

の

※

岸

震

※

骨

今

再

序

胖

、
尚
嘩
圃

四m今令ロリ画一
画④mpnOコョヨ

韻

罫
翠
路
串

囲扇o) | 圏一一
韻 '1

謡
画
翠
閉
雌
簿
雰
口
翔
雌
嬢

韻

画
、
』
四

画
。
』
』

画
。
↑
』

心
。
、
四

四
。
、
、

画
。
つ
ロ

画
。
ｍ
の

園
①

函
包

、
《
へ
『
の
）

雪
※

の
べ
『
、
）

、
へ
『
、
）

の

酬
汚

唖
四

四
《

四
ｍ
へ
『
①
）

四
の

骨
、
へ
『
、
）

痔
国
へ
『
、
）

＞

翠
器
雌
昌
浜
脹
汁
・

望

閉

躍

ｰ函函 四一一

＄厨ご圏晨岳届
的、つむ｡〔0つ

（
、
『
、
）

（
、
『
、
）

（
『
『
③
）

剴
誼



“
投
資
繊
造
の
特
質
と
今
後
の
問
題
点

で
は
、
そ
の
成
功
の
秘
密
と
、
残
さ
れ
た
問
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
科
学
技
術
政
策
が
う
ま
く
い
っ
た
秘
密
は
、
そ
の
投
資
構
造
の
特
異
性
、
つ
ま
り
民
主
官
従
型
の
投
資
構
造
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
戦
後
の
占
領
政
策
の
下
で
は
、
国
家
主
導
型
の
研
究
開
発
は
一
部
の
社
会
的
基
盤
整
備
に
必
要
な
電
気
通
信
、
運

輸
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
研
究
開
発
を
例
外
と
し
て
、
多
く
の
技
術
分
野
に
お
い
て
は
民
間
企
業
に
そ
の
重
点
の
移
行
が
試
み
ら
れ

た
。
そ
し
て
政
府
は
、
民
間
企
業
で
は
採
算
が
合
わ
な
く
手
が
出
し
に
く
い
よ
う
な
分
野
や
、
民
間
に
任
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
国

が
や
る
べ
き
分
野
な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
分
野
に
お
い
て
の
み
主
導
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
研
究
開
発
投

資
に
お
け
る
国
の
負
担
比
率
は
、
他
の
先
進
工
業
諸
国
に
比
較
し
て
著
し
く
低
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
逆
に
負
担
比
率
が
高
く
な
っ
た
民
間
企
業
で
は
、
研
究
開
発
活
動
の
効
率
化
努
力
を
行
な
う
と
同
時
に
、
負
担
軽
減
の

手
段
と
し
て
日
本
開
発
銀
行
の
よ
う
な
特
殊
銀
行
を
通
じ
て
、
長
期
・
低
金
利
の
研
究
開
発
資
金
の
助
成
を
政
府
に
求
め
、
先
端
的

外
国
技
術
の
利
用
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
自
己
資
金
に
し
ろ
、
政
府
資
金
に
し
ろ
、
民
間
企
業
が
使
用
す
る
場
合
は
、
当
然
金
利
の
支
払
が
必
要
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
企
業
は
、
い
き
お
い
短
期
的
に
経
済
効
果
に
結
び
つ
き
易
い
、
利
用
可
能
な
実
用
化
段
階
に
達
し
た
外
国
技
術
の
選
択
利
用

に
特
化
し
、
新
技
術
の
萌
芽
を
生
み
出
す
基
礎
研
究
や
応
用
研
究
に
は
積
極
的
に
資
源
配
分
を
行
な
お
う
と
し
な
か
っ
た
。

研
究
開
発
管
理
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
基
礎
研
究
段
階
で
発
想
さ
れ
た
千
の
ア
イ
デ
ア
の
う
ち
、
応
用
研
究
段
階
へ
の
生
存
率
は

ほ
ぼ
一
○
％
、
基
礎
開
発
段
階
へ
の
生
存
率
は
さ
ら
に
そ
の
一
○
％
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
高
次
開
発
段
階
を
経
て
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先
進
工
業
諸
国
で
は
、
新
製
品
・
新
製
法
の
実
用
化
に
は
巨
額
の
研
究
開
発
資
金
が
必
要
な
の
で
、
工
業
所
有
権
の
保
護
に
よ
っ

て
独
占
的
利
潤
が
狸
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
新
規
性
に
富
ん
だ
独
自
技
術
、
自
主
技
術
の
開
発
に
努
力
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
戦
中
・
戦
後
の
空
白
を
埋
め
、
先
進
工
業
諸
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ァ
ッ
プ
を
急
ぐ
日
本
で
は
、
工
業
化
期
間
の
短
縮
と

高
い
成
功
確
率
に
対
す
る
期
待
が
大
き
く
、
そ
の
た
め
欧
米
先
進
工
業
諸
国
の
よ
う
な
独
自
技
術
、
自
主
技
術
の
開
発
へ
の
道
と
は

違
う
、
も
う
一
つ
の
道
を
選
択
し
た
。
そ
れ
が
外
国
技
術
の
利
用
と
い
う
借
り
も
の
技
術
へ
の
道
で
あ
っ
た
。

日
本
は
、
借
り
も
の
技
術
、
外
部
技
術
の
利
用
と
い
う
道
程
で
、
い
か
に
し
て
高
い
資
金
効
率
を
達
成
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直

面
し
た
。
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
技
術
開
発
と
市
場
開
発
と
の
調
和
に
よ
る
既
存
技
術
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
効
果
の
追
求
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
半
導
体
技
術
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
シ
ョ
ッ
ク
レ
ー
、
バ
ー
デ
ィ
ー
ン
、
プ
ラ
ッ
テ
ン

ら
の
努
力
で
発
明
さ
れ
た
点
接
触
型
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
や
接
合
型
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
の
開
発
過
程
で
、
日
本
は
何
ら
の
貢
献
も
果
た
し
て

い
な
い
。
ま
た
こ
の
発
明
の
基
礎
と
な
っ
た
従
来
の
整
流
モ
デ
ル
の
見
直
し
に
関
す
る
仮
説
の
提
案
や
固
体
の
表
面
物
性
に
関
す
る

研
究
の
面
で
も
何
ら
の
貢
献
も
果
た
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
新
し
い
半
導
体
素
子
の
製
造
技
術
が
実
用
化
さ
れ
た
段
階
で
は
、
そ
の
技
術
を
市
場
性
の
高
い
民
生
機
器
、
と
く
に
ポ

一
方
、
研
究
開
永

経
験
法
則
が
あ
る
。

研
究
開
発

新
製
品
や
新
製
法
と
し
て
実
用
化
さ
れ
る
も
の
の
生
存
率
は
さ
ら
に
残
っ
た
も
の
の
一
○
％
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
千
種
類
の
ア

イ
デ
ア
の
う
ち
、
新
製
品
・
新
製
法
と
し
て
企
業
の
収
益
に
直
接
貢
献
で
き
る
ア
イ
デ
ア
は
た
か
だ
か
数
種
類
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

資
金
の
面
か
ら
み
る
と
、
研
究
開
発
段
階
が
一
つ
進
む
た
び
に
、
必
要
資
金
量
は
一
桁
ず
つ
増
大
す
る
と
い
う
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そ
れ
は
新
技
術
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
対
し
て
、
既
存
技
術
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
効
果
が
十
分
に
大
き
い
こ
と
の
実
証
で
も

あ
っ
た
。
日
本
の
奇
蹟
的
高
度
成
長
の
秘
密
は
、
こ
の
大
き
な
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
効
果
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
面
で
大
き
な
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
の
問
題
は
、
国
際
世
論
と
し
て
「
日
本
の
技

術
は
借
り
も
の
の
技
術
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
技
術
ダ
ダ
乗
り
批
判
を
誘
発
し
、
大
国
ら
し
い
技
術
革
新
へ
の
よ
り
大
き
な
貢
献
を

期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
、
独
自
の
研
究
開
発
努
力
に
よ
っ
て
新
規
性
に

富
ん
だ
技
術
萌
芽
を
創
造
し
、
技
術
革
新
を
成
功
さ
せ
た
経
験
が
乏
し
い
の
で
、
容
易
な
こ
と
で
は
国
際
社
会
の
期
待
に
応
え
得
な
い

の
で
は
な
い
か
と
危
倶
さ
れ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
技
術
政
策
の
新
し
い
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
た
保
守
主
義
色
の
濃
厚
な
ハ
ー
ト
ケ
・
パ
ー
ク

法
案
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
一
種
の
対
日
情
報
封
鎖
と
も
い
え
る
政
策
意
図
や
、
一
方
的
技
術
供
与
に
代
わ
る
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス

方
式
の
増
大
な
ど
に
よ
っ
て
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
効
果
の
大
き
い
、
し
た
が
っ
て
研
究
開
発
資
金
の
運
用
効
率
の
高
い
外
国
技
術
の

利
用
が
実
質
的
に
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
日
本
を
成
功
に
導
く
こ
と
の
で
き
た
従
来
の
技
術
政
策
は
無
力
と
な
り
、
そ
の
転
換
が
必
要
に
な

－
ダ
ブ
ル
・
ラ
ジ
オ
の
分
野
に
応
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
き
な
貢
献
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
世
界
の
重
要
技
術
革
新
百
三
十
四
例
を
取
り
あ
げ
、
各
国
の
技
術
革
新
へ
の
貢
献
度
比
較
を
行
な
っ
た
が
、
日
本

は
そ
の
中
で
、
わ
ず
か
に
五
例
に
つ
い
て
貢
献
し
た
だ
け
で
、
主
要
工
業
国
の
中
で
は
最
も
貢
献
度
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
日
本
は
、
高
い
特
許
料
を
支
払
っ
て
も
、
そ
の
技
術
の
発
明
者
よ
り
も
高
い
企
業
成
長
と
経
済
成
長
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
。
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政
府
の
行
政
指
導
は
、
企
業
の
投
資
行
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
産
業
復
興
や
経
済
成
長
へ
の
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
戦
略
産
業
分
野
に
集
中
的
な
投
資
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
機
械
工
業
、
化
学
工
業
、
鉄
鋼
業
、
石
炭
工
業
な
ど
へ
の

傾
斜
生
産
体
制
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
五
年
度
に
は
こ
れ
ら
の
産
業
分
野
で
は
い
ち
は
や
く
戦
前
の
生
産
水
準
に
回
復
し
た
が
、
繊
維

は

邑

・

フ

エ
業
、
食
料
品
工
業
、
金
属
工
業
な
ど
の
生
産
水
準
の
回
復
は
著
し
く
遅
れ
る
と
い
う
破
行
性
が
見
ら
れ
た
（
第
３
表
）

こ
の
よ
う
な
政
府
主
導
型
の
産
業
政
策
に
対
す
る
反
発
が
科
学
技
術
の
振
興
を
め
ぐ
っ
て
見
ら
れ
た
。

技
術
の
導
入
を
は
か
っ
た
。

日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
特
質
を
示
す
第
二
の
点
は
、
産
業
技
術
の
開
発
へ
の
特
化
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
官
営
工
場
を
設
立
し

て
こ
こ
に
外
国
技
術
を
導
入
し
、
技
術
の
習
熟
を
待
っ
て
民
間
企
業
へ
の
払
下
げ
を
は
か
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
繊
維
工
業
や

造
船
工
業
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
は
、
工
業
化
の
気
運
が
旺
盛
で
大
き
な
需
要
が
期
待
さ
れ
る
分
野
か
ら
重
点
的
に
外
国

策
を
採
用
し
た
。

っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
明
治
政
府
の
重
点
特
化
政
策
は
戦
後
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

政
府
は
戦
後
の
復
興
に
不
可
欠
な
鉄
鋼
、
電
力
、
石
炭
な
ど
に
関
す
る
生
産
技
術
と
、
運
輸
、
通
信
な
ど
に
関
す
る
生
産
技
術
な

ら
び
に
社
会
工
学
的
技
術
に
関
し
て
は
、
占
領
政
策
上
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
や
各
種
の
補
助
政

(3)

動
機
づ
け
効
果
の
高
い
産
業
技
術
へ
の
特
化
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第3表戦後における主要産業の生産推移
(生産指数昭和10年=100)

|繊維三度~響 化学 食料品鉱工業総合 石炭鉱業 金属鉱業 鉄鋼｜機械
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０
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０
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戦
後
日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
基
本
方
針
は
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら

発
せ
ら
れ
た
「
日
本
管
理
政
策
正
文
」
の
な
か
に
示
さ
れ
た
「
非
軍
事
化
・
民
主
化
」
の
線
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
基
本
方
針
を
具
体
的
に
ど
う
展
開
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
政
府
も
企
業
も
十
分
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
。
フ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
、
当
時
の
科
学
者
・
技
術
者
た
ち
に
は
、
日
本
は
「
科
学
技
術
戦
」
に
敗
け
た
の
だ

と
い
う
素
朴
な
自
己
反
省
が
あ
り
、
ま
た
、
ア
ン
テ
ナ
や
フ
ェ
ラ
イ
ト
な
ど
、
世
界
に
誇
れ
る

独
自
の
革
新
的
技
術
が
政
府
や
企
業
に
よ
っ
て
正
当
な
評
価
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
レ

ー
ダ
ー
や
通
信
器
な
ど
の
電
波
兵
器
の
開
発
が
遅
れ
る
と
い
う
苦
い
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
こ

・
の
よ
う
な
経
験
が
、
政
府
や
企
業
の
科
学
技
術
政
策
に
対
す
る
根
強
い
不
信
感
と
な
っ
て
お
り
、

るよ
戦
後
の
科
学
者
・
技
術
者
の
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
科
学

に鋪
者
や
技
術
者
の
科
学
技
術
政
策
へ
の
深
い
関
心
と
、
積
極
的
な
発
言
や
行
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

部査
昭
和
二
十
一
年
二
月
号
の
『
新
生
』
に
発
表
さ
れ
た
武
谷
三
男
の
論
文
に
端
を
発
し
た
技
術

調絹
論
論
争
な
ど
は
、
経
済
復
興
の
暗
い
見
通
し
の
中
で
、
科
学
文
化
に
よ
る
日
本
の
再
建
を
促
進

拳
す
べ
き
だ
と
い
う
当
時
の
国
民
的
気
運
も
あ
っ
て
、
次
々
に
飛
び
火
し
て
行
っ
た
。
学
界
の
側

通

で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
の
あ
っ
せ
ん
で
設
立
さ
れ
た
「
学
術
体
制
世
話
人
会
」
に
よ
っ
て

ｊ畷
準
備
さ
れ
た
「
学
術
体
制
刷
新
委
員
会
」
が
発
表
し
た
答
申
（
昭
和
二
十
三
年
三
月
）
が
、
今
日

ｌ

の
日
本
の
科
学
技
術
研
究
体
制
の
方
向
を
決
定
し
た
。
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ま
た
、
産
業
界
の
側
で
は
、
東
芝
の
電
子
工
業
研
究
所
の
民
主
化
運
動
が
導
火
線
と
な
っ
て
、
「
関
東
民
間
研
究
機
関
懇
談
会
」

が
設
立
さ
れ
、
相
互
の
啓
発
懇
親
を
は
か
り
な
が
ら
、
対
外
的
に
も
積
極
的
な
発
言
・
行
動
を
展
開
し
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
懇

談
会
が
提
唱
し
た
「
産
業
技
術
開
発
金
融
公
庫
案
」
が
骨
子
と
な
り
、
日
本
開
発
銀
行
に
よ
る
産
業
技
術
開
発
資
金
融
資
の
道
が
開

か
れ
た
。
こ
の
低
金
利
の
長
期
開
発
資
金
調
達
の
道
が
開
け
た
こ
と
は
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
産
業
技
術
の
振
興
の
最
大
の
促
進

要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
反
面
、
産
業
技
術
開
発
資
金
融
資
の
道
は
、
企
業
の
研
究
開
発
体
制
を
刷
新
し
、
独
自
の
技
術
体
系
を
確
立
す
る
こ

と
を
む
し
ろ
は
ば
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
に
外
資
法
が
公
布
施
行
さ
れ
る
や
、
企
業
は
い
っ
せ

い
に
外
国
技
術
の
導
入
競
争
を
は
じ
め
、
日
本
独
自
の
科
学
文
化
や
技
術
体
系
の
確
立
を
は
か
る
と
い
う
よ
り
も
、
す
ぐ
使
え
る
外

国
技
術
の
導
入
・
消
化
と
い
う
安
易
な
道
へ
走
り
、
金
融
機
関
の
体
質
と
も
い
え
る
保
守
主
義
の
原
則
が
、
そ
れ
を
ま
す
ま
す
助
長

し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
企
業
の
生
産
活
動
に
す
ぐ
役
立
ち
、
企
業
成
長
と
開
発
投
資
の
回
収
の
見
込
み
の
高
い
産

業
技
術
の
目
標
が
発
見
で
き
れ
ば
、
開
発
資
金
の
調
達
の
道
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
動
機
づ
け
で
あ
っ
た
。
技
術
系
の
経

営
者
や
技
術
に
関
心
の
強
い
経
営
者
は
、
自
ら
の
目
や
耳
で
外
国
技
術
の
調
査
に
熱
中
し
、
有
望
な
目
標
の
発
見
と
開
発
資
金
の
導

こ
の
こ
と
が
、
結
果
的
に
は
、
軍
事
技
術
、
社
会
工
学
的
技
術
、
生
活
技
術
と
い
う
よ
う
な
分
野
の
技
術
を
犠
牲
に
し
て
、
企
業

の
生
産
に
直
接
関
係
の
深
い
産
業
技
術
の
急
速
な
水
準
向
上
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歪
み
が
、
今
後
の
日
本
の
科

学
技
術
の
発
展
の
い
ま
一
つ
の
道
と
し
て
新
た
な
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

入
に
努
力
し
た
。

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
と
え
ば
、
現
在
、
日
本
経
済
の
将
来
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
考
え
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
が
、
日

本
で
は
、
石
油
問
題
、
原
子
力
問
題
、
石
炭
問
題
、
地
熱
問
題
と
い
う
個
別
問
題
と
し
て
の
対
応
に
は
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
た
政
策
的
対

応
が
見
ら
れ
る
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
い
う
形
で
の
総
合
的
対
応
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
乏
し
い
わ
が
国
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
分
政
策
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
開
発
政
策
お

よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
外
交
政
策
の
四
つ
の
政
策
が
高
度
に
、
ン
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
形
で
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
、
十
分
な
対
外
的
バ
ー
ゲ
ニ

ン
グ
・
パ
ワ
ー
を
持
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
テ
割
の
行
政
組
織
の
カ
ベ
が
厚
く
、
組
織
の
カ
ベ
を
超
え
た
横
断
的
な

総
合
政
策
は
容
易
な
こ
と
で
は
推
進
で
き
な
い
。

話
を
も
う
少
し
具
体
的
に
す
る
た
め
に
、
政
府
の
夏
ネ
ル
ギ
ー
研
究
開
発
基
本
計
画
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
危
機
の
克
服
を
目
指
す
科
学
技
術
」
と
い
う
副
題
の
つ
い
た
こ
の
計
画
は
、
個
別
計
画
が
出
揃
っ
た
一
九
七
八
年
八
月
に
な

っ
て
、
よ
う
や
く
策
定
さ
れ
た
。

こ
の
基
本
計
画
も
、
日
本
の
他
の
基
本
計
画
の
場
合
と
同
様
に
、
個
別
計
画
の
積
み
重
ね
に
す
ぎ
ず
、
個
別
計
画
の
位
置
づ
け
や

評
価
の
基
準
を
与
え
る
よ
う
な
性
格
の
計
画
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
研
究
開
発
計
画
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ポ
ロ
計
画
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
威
信
と
安
全
保
障
の
た
め
に
は
、
軍
事
的
手
段
、
外
交
的
手
段
お
よ
び
科
学
技
術
に
よ
る
手
段
の
三
つ
の

こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
特
質
を
示
す
第
三
の
点
は
、
個
別
課
題
へ
の
対
策
が
中
心
で
、
総
合
的
な
問
題
解
決
策
が
弱
い
と
い
う

(4)

推
進
が
容
易
な
個
別
政
策
へ
の
特
化

1
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手
段
の
う
ち
で
、
科
学
技
術
に
よ
る
手
段
を
優
先
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
目
的
と
使
命
の
分
析
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
一
九

六
○
年
代
の
末
ま
で
に
人
間
を
月
に
送
り
込
む
、
と
い
う
宇
宙
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
定
す
る
方
式
が
採
用
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
計
画
設
定
方
式
の
特
徴
は
、
ま
ず
第
一
に
上
位
の
目
的
の
研
究
を
行
な
い
、
そ
の
下
部
構
造
（
ブ
レ
ー
ク
ダ

ゥ
ン
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）
と
し
て
何
を
や
る
べ
き
か
と
い
う
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
型
の
接
近
方
法
に
よ
る
目
的
体
系
を
設
定
す
る
。

こ
の
目
的
体
系
が
い
わ
ゆ
る
基
本
計
画
に
相
当
す
る
。
こ
の
目
的
体
系
を
い
か
に
し
て
遂
行
す
べ
き
か
と
い
う
手
段
の
体
系
を
ボ
ト

ム
ァ
ッ
プ
型
の
接
近
方
法
に
よ
っ
て
設
定
す
る
。
こ
の
手
段
↓
体
系
が
個
別
計
画
に
相
当
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
の

体
系
と
手
段
の
体
系
を
同
時
に
具
備
し
た
も
の
が
研
究
開
発
計
画
の
通
常
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
た
研
究
開
発

計
画
で
は
、
目
的
の
体
系
が
手
段
の
体
系
に
評
価
基
準
を
与
え
る
形
に
な
る
の
で
、
研
究
開
発
の
途
中
に
お
け
る
中
間
評
価
が
行
な

い
易
く
、
し
た
が
っ
て
計
画
の
修
正
も
容
易
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
研
究
開
発
計
画
で
は
、
個
別
の
計
画
が
ま
ず
作
成
さ
れ
、
そ
の
積
み
上
げ
の
上
に
基
本
計
画
が
設
定
さ
れ
る

形
と
な
る
の
で
、
評
価
の
基
準
が
あ
い
ま
い
と
な
り
、
中
間
評
価
も
計
画
修
正
も
や
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本

の
研
究
開
発
計
画
で
は
、
計
画
当
初
に
参
入
し
て
い
な
い
と
途
中
で
の
参
入
が
著
し
く
困
難
で
、
計
画
の
変
化
へ
の
対
応
が
遅
れ
勝

ち
で
あ
る
。
ま
た
、
一
度
計
画
に
参
入
し
て
し
ま
う
と
、
よ
ほ
ど
の
失
敗
が
な
い
か
ぎ
り
対
前
年
何
％
、
と
い
う
形
で
一
定
期
間
は

予
算
が
継
続
的
に
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
研
究
開
発
の
大
き
な
促
進
要
因
で
あ
る
競
争
原
理
が
働
き
に
く
く
な
る
。

一
方
、
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
開
発
基
本
計
画
の
中
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
お
題
目
に
終

っ
て
い
る
も
の
に
「
国
民
の
理
解
と
協
力
」
を
得
る
た
め
の
努
力
と
、
「
社
会
科
学
的
研
究
へ
の
留
意
（
技
術
予
測
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
等
）
」
が
あ
る
。



墾
解
壁
”
準
蓉
却
蒜
画
輌
峨
蝿
睡
罰
緬
や
鴎
率
嘩
甦
峰
毒
筆
家
搾
一
つ
蠣
帳
群
“
識
諦
榊
鯉
津
症
睾
』
轆
恥
輕
準
諏
澤
雌
郡
鶴
率
率
諏
饗

る
。
少
な
く
と
も
、
何
の
た
め
に
そ
の
研
究
開
発
計
画
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
そ
の
研
究
開
発
計
画
が
成
功
し
な
け
れ
ば
い
か
な
る

機
会
損
失
が
発
生
し
て
、
結
果
的
に
は
国
民
が
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
納
得
で
き
る
よ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
社
会
科
学
的
研
究
へ
の
留
意
の
例
と
し
て
示
さ
れ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
み
て
も
、
各
テ
ー
マ
別

研
究
費
は
い
ず
れ
も
一
千
万
円
以
下
、
数
百
万
円
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
一
人
の
研
究
員
が
一
年
間
稼
動
す
る
こ
と
も
困
難
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
か
ろ
う
悪
か
ろ
う
の
結
果
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
い
循
環
が
続
け

ば
、
国
民
の
科
学
技
術
に
対
す
る
不
信
感
を
誘
発
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
科
学
技
術
の
研
究
開
発
計
画
は
推
進
の
容
易
な
個
別
計
画
に
特
化
し
、
総
合
計
画
や
基
本
計
画
と
い
う
も

の
で
個
別
計
画
を
位
置
づ
け
る
努
力
が
先
行
し
て
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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世
界
の
技
術
水
準
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ァ
ッ
．
フ
を
急
ぐ
た
め
に
と
ら
れ
た
日
本
の
科
学
技
術
の
特
化
政
策
は
、
そ
の
目
標
の
達
成
に
と

っ
て
は
有
効
で
は
あ
っ
た
が
、
日
本
経
済
の
急
激
な
成
長
に
と
も
な
い
、
ま
た
国
際
世
論
の
日
本
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
な
ど

も
あ
っ
て
、
多
く
の
問
題
を
残
し
た
。

す
な
わ
ち
、
日
本
の
技
術
水
準
が
世
界
の
最
高
水
準
に
達
し
、
技
術
貿
易
収
支
も
、
継
続
分
を
除
い
た
新
規
分
だ
け
で
見
る
と
昭

和
四
十
七
年
度
以
降
、
入
超
に
転
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
資
源
の
と
ぼ
し
い
日
本
が
科
学
技
術
の
力
に
よ
っ
て
「
技
術
立
国
」

へ
の
道
を
選
択
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
な
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

事
実
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
減
量
経
営
の
過
程
で
も
、
日
本
の
研
究
開
発
投
資
の
七
○
％
以
上
を
負
担
し
て
き
た
民
間
産
業
は
、

そ
の
投
資
水
準
の
維
持
に
最
大
限
の
努
力
を
し
て
き
た
。

し
か
し
、
「
世
界
の
技
術
突
破
へ
の
貢
献
の
不
足
」
「
産
業
技
術
と
そ
れ
以
外
の
技
術
と
の
格
差
」
「
総
合
政
策
と
技
術
交
渉
力

の
不
足
」
な
ど
の
残
さ
れ
た
課
題
に
今
後
ど
う
対
応
し
て
ゆ
く
か
は
極
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
調
査
に
よ
る
と
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
重
要
な
技
術
突
破
に
対
す
る
日
本
の
貢
献
は
極
め
て
わ
ず
か
で
あ
り
、
他

の
先
進
工
業
諸
国
の
貢
献
に
比
べ
る
と
著
し
く
見
劣
り
が
す
る
。
先
進
工
業
国
と
し
て
国
際
世
論
の
評
価
は
、
独
自
の
技
術
開
発
に

三
、
特
化
政
策
が
残
し
た
課
題

(1)

世
界
の
技
術
突
破
へ
の
貢
献
の
不
足
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よ
っ
て
技
術
革
新
の
引
金
と
な
る
技
術
突
破
を
ど
れ
だ
け
な
し
と
げ
た
か
に
よ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
貢
献
は
、
先

進
工
業
国
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
に
は
あ
ま
り
に
も
貢
献
度
が
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

現
在
の
日
本
人
の
国
民
感
情
と
し
て
は
、
「
日
本
は
良
く
て
安
い
製
品
を
開
発
し
て
、
各
国
の
消
費
者
か
ら
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
る

の
に
、
な
ぜ
日
本
の
輸
出
の
成
功
が
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
納
得
で
き
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
。
日
本
に
比
べ

て
同
じ
よ
う
な
成
功
を
収
め
て
い
る
西
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
日
本
ほ
ど
そ
の
輸
出
に
対
す
る
国
際
世
論
の
反
発
が
強
く
な
い
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
も
う
少
し
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

西
ド
イ
ツ
は
、
す
で
に
第
二
次
大
戦
前
に
世
界
の
「
科
学
王
国
」
と
し
て
の
評
価
を
受
け
た
実
績
が
あ
り
、
戦
後
の
技
術
革
新

へ
の
貢
献
も
日
本
よ
り
は
豊
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
貢
献
の
少
な
い
日
本
の
輸
出
に
非
難
が
集
中
し
、
西
ド
イ
ツ
の
輸
出
へ

の
非
難
が
日
本
ほ
ど
強
く
な
い
大
き
な
理
由
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

日
本
製
品
の
高
品
質
・
高
信
頼
性
は
、
今
日
で
は
世
界
の
消
費
者
自
身
が
良
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
は
や
「
良
い
も

の
」
を
輸
出
す
る
だ
け
で
は
駄
目
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
は
は
っ
き
り
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の

目
標
は
、
「
良
い
も
の
」
で
は
な
く
、
「
独
自
の
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
し
か
な
い
よ
う
な
独
自
の
技
術
や
製
品

を
生
み
出
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
経
済
社
会
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
従
来
の
技
術
開
発
の
延
長
で
考
え
た
の
で
は
成
功
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
発
想
の
転
換
を
は
か
り
、
少
数
意
見
を

尊
重
し
、
独
自
の
技
術
や
製
品
を
開
発
す
る
た
め
に
改
め
て
集
中
的
な
努
力
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
世
界
の
技
術
突

破
へ
の
貢
献
度
を
増
し
、
真
の
先
進
工
業
国
と
し
て
の
評
価
を
か
ち
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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産
業
技
術
以
外
の
「
も
う
一
つ
の
技
術
」
の
概
念
は
ま
だ
世
の
中
に
定
着
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
科
学
技
術
を

考
え
る
場
合
に
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
う
一
つ
の
道
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」
に
よ

っ
て
世
界
の
注
目
を
集
め
た
Ｅ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
適
正
技
術
（
ア
．
フ
ロ
プ
リ
エ
ィ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
や
中
間
技
術
（
イ
ン
タ

ー
ミ
デ
ィ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
あ
る
い
は
Ａ
・
ロ
ビ
ン
ス
の
ソ
フ
ト
・
パ
ス
ま
で
、
「
も
う
一
つ
の
技
術
」
の
概
念
に
は
幅

広
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
う
一
つ
の
技
術
の
概
念
は
、
現
代
科
学
技
術
の
最
先
端
だ
け
を
や
み
く
も
に
推
し
進
め
、
拡
大
し

て
き
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
や
、
さ
ら
に
は
現
代
科
学
技
術
に
支
え
ら
れ
た
現
代
文
明
に
対
す
る
反
省
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
て
き

た
新
し
い
技
術
思
想
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
組
織
的
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
き
た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
で
は
、
現
代
技
術
の

う
ち
、
高
度
に
発
達
し
た
先
端
技
術
を
「
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
（
高
度
技
術
）
あ
る
い
は
「
ア
ド
バ
ン
ス
ド
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

（
先
端
技
術
）
と
称
し
、
こ
れ
ら
の
高
度
先
端
技
術
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
技
術
を
「
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

（
中
間
技
術
）
「
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
（
適
正
技
術
）
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
プ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
（
代
替
技
術
）

お
よ
び
「
ァ
．
フ
ロ
プ
リ
エ
イ
ト
・
モ
ダ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
（
適
正
高
度
技
術
）
と
し
て
区
別
し
た
。

そ
の
呼
称
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
現
代
の
高
度
先
端
技
術
が
見
落
と
し
て
き
た
も
う
一
つ
の
技
術
の
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
、

わ
れ
わ
れ
は
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
密
着
し
た
生
活
技
術
、
地
域
の

(2)

産
業
技
術
と
そ
れ
以
外
の
技
術
と
の
格
差
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特
性
に
合
っ
た
地
縁
技
術
、
発
展
途
上
国
の
国
情
に
合
っ
た
適
正
技
術
、
国
民
の
安
全
保
障
に
関
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
技
術
な
ど
、

多
く
の
面
に
残
さ
れ
た
科
学
技
術
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
科
学
技
術
は
、
従
来
の
高
度
先
端
技
術
の
よ
う
に
産
業
に
直
接
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
、
研
究
開
発
投
資
の
経
済

効
果
が
低
く
、
企
業
の
動
機
づ
け
の
低
い
技
術
開
発
分
野
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
企
業
に
代
わ
っ
て
国
が
そ
の
技
術
開
発
の
推
進
の

主
体
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
分
野
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
国
の
試
験
研
究
機
関
が
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
開
発
の
分
野
と
し
て
は
、

①
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
樋
の
安
定
的
確
保
等
、
わ
が
国
の
資
源
確
保
の
脆
弱
進
、
不
確
実
性
に
対
処
す
る
た
め
の
科
学
技
術

②
健
康
の
維
持
増
進
、
難
病
の
予
防
・
治
療
方
法
の
確
立
、
生
態
系
の
保
全
、
公
害
対
策
、
各
種
事
故
災
害
防
止
、
化
学
物
質
等

の
安
全
性
の
基
準
作
成
等
の
国
民
生
活
の
質
的
向
上
を
図
る
た
め
の
科
学
技
術

③
民
間
だ
け
で
は
実
施
で
き
な
い
多
額
の
研
究
資
金
、
長
期
の
研
究
開
発
期
間
を
要
し
、
リ
ス
ク
の
大
き
い
研
究
開
発
分
野

④
研
究
活
動
の
将
来
の
発
展
の
芽
で
あ
る
科
学
技
術
の
シ
ー
ズ
を
生
み
出
す
先
導
的
分
野
、
未
踏
分
野
を
開
拓
す
る
た
め
の
科
学

な
ど
の
分
野
が
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
今
後
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
研
究
開
発
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
増
大
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
国
民
の
期
待
も
極
め
て
強
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
研
究
開
発
は
、

①
研
究
者
の
独
創
性
が
と
く
に
強
く
要
求
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
こ
と

②
多
く
の
専
門
分
野
の
協
力
が
必
要
に
な
る
た
め
、
総
合
性
の
あ
る
研
究
企
画
能
力
や
計
画
能
力
が
強
く
要
求
さ
れ
る
分
野
で
あ

る

こ

と

技
術

9
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Ｉ
Ｅ
Ａ
な
ど
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
研
究
開
発
を
め
ぐ
る
国
家
間
の
研
究
協
力
交
渉
の
経
過
を
見
る
と
、
日
本
側
の
提
案

し
た
研
究
開
発
計
画
は
各
部
門
の
積
み
上
げ
に
よ
る
計
画
で
、
長
期
ビ
》
ン
ヨ
ン
に
基
づ
く
計
画
と
は
い
い
が
た
く
、
相
手
国
側
の
大

き
な
構
想
に
基
づ
く
計
画
提
案
の
前
に
、
は
な
は
だ
見
劣
り
の
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
構
想
提
示
能
力
（
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ァ
ル
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
能
力
）
が
見
劣
り
す

る
と
い
う
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
今
日
の
よ
う
に
、
研
究
開
発
が
国
家
間
協
定
に
基
づ
く
国
際
協
力
の
下
で

推
進
さ
れ
る
機
会
が
増
え
て
く
る
と
、
研
究
開
発
構
想
づ
く
り
や
、
そ
の
提
示
技
術
が
優
秀
で
な
い
と
、
相
手
の
構
想
に
ふ
り
ま
わ

さ
れ
て
、
人
と
金
だ
け
出
し
て
口
が
出
せ
な
い
結
果
を
招
き
易
い
。

日
本
の
よ
う
に
、
先
端
技
術
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ァ
ッ
プ
を
急
い
で
き
た
国
で
は
、
独
自
の
研
究
開
発
構
想
を
持
つ
必
要
性
が
な
く
、

明
確
な
目
標
を
外
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
構
想
づ
く
り
の
能
力
や
、
そ
の
提
示
技
術
は
い
た
っ
て
未
開
発
で
あ
る
。

日
本
が
、
失
業
の
輸
出
と
い
う
よ
う
な
い
わ
れ
な
き
黄
禍
論
的
非
難
を
受
け
る
こ
と
な
く
世
界
平
和
の
た
め
に
役
立
つ
科
学
技
術

の
振
興
を
は
か
る
た
め
に
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
残
さ
れ
た
諸
課
題
に
勇
気
を
持
っ
て
積
極
的
に
取
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
積
極
的
に
取
組
む
た
め
に
は
、
従
来
、
研
究
開
発
投
資
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
民
間
企

業
に
代
わ
っ
て
、
政
府
が
よ
り
大
き
な
投
資
負
担
に
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
鍵
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
科
学
技

③
国
際
的
な
研
究
協
力
な
ど
研
究
開
発
の
国
際
化
の
必
要
性
が
大
き
い
こ
と

な
ど
の
た
め
、
研
究
者
、
研
究
管
理
者
の
資
質
向
上
に
つ
い
て
は
、
大
幅
な
能
力
開
発
努
力
が
望
ま
れ
る
。

(3)

総
合
政
策
と
技
術
交
渉
力
の
不
足



釦
術
会
議
は
日
本
の
研
究
開
発
投
資
の
目
標
に
つ
い
て
、
近
い
将
来
、
国
民
所
得
の
二
・
五
％
、
長
期
的
に
見
て
三
・
○
％
の
支

４
出
が
必
要
で
あ
る
と
の
答
申
を
行
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
経
済
団
体
連
合
会
や
技
術
同
友
会
な
ど
は
、
研
究
開
発
投
資
の
官
民
分
担

に
つ
い
て
、
従
来
の
七
対
三
と
い
う
民
主
官
従
型
投
資
構
造
を
改
め
て
、
五
対
五
の
官
民
均
衡
型
投
資
構
造
へ
の
転
換
の
必
要
性
を

主
張
し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
単
な
る
先
進
諸
国
と
の
単
純
な
国
際
比
較
に
よ
る
安
易
な
目
標
で
あ
る
と
し
て
、
強
い

説
得
力
は
持
て
な
か
っ
た
。
事
実
、
研
究
開
発
投
資
目
標
の
ご
と
き
は
、
科
学
技
術
会
議
の
五
号
答
申
（
昭
和
四
十
六
年
）
に
お
い
て

指
摘
さ
れ
て
以
来
、
す
で
に
八
年
の
歳
月
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
い
ま
だ
に
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
う
か

が
わ
れ
な
い
。
そ
の
間
に
石
油
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
大
き
な
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た

と
し
て
も
、
こ
の
事
実
は
、
わ
が
国
の
科
学
技
術
政
策
に
対
す
る
取
組
み
方
が
い
か
に
消
極
的
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
最
近
の
日
本
開
発
銀
行
の
試
算
（
※
）
に
よ
る
と
、
日
本
経
済
が
六
％
成
長
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ソ
ロ
ー
・
モ
デ
ル
に
よ

る
技
術
進
歩
率
い
と
罪
は
二
・
七
六
％
の
貢
献
が
必
要
で
あ
り
、
技
術
進
歩
率
の
寄
与
が
二
・
七
六
％
で
あ
る
た
め
に
は
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ

に
対
す
る
研
究
開
発
投
資
（
大
学
等
の
研
究
開
発
費
を
除
く
）
は
二
・
一
四
％
が
必
要
と
な
る
。
大
学
等
の
研
究
開
発
費
を
含
む
と
二
・

五
七
％
と
な
る
。
な
お
国
民
所
得
比
で
は
約
三
・
○
％
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
、
国
際
比
較
で
目
標
と
し
て
き
た
国
民
所
得
に
対
す
る
二
・
五
％
な
い
し
三
・
○
％
と
い
う
研
究
開
発
投
資

の
目
標
は
、
理
論
的
に
も
妥
当
な
目
標
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
八
年
間
に
も
わ
た
っ
て
目
標
達
成
が
遅
れ

た
こ
と
は
重
大
な
問
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
理
念
と
戦
略
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
標
の
達
成
を
い
そ
が
ね
ば
な
ら
な
い
。

※
日
本
開
発
銀
行
「
今
後
の
設
備
投
資
動
向
に
関
す
る
一
考
察
」
一
九
七
九
年
。

’
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先
進
国
へ
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
ま
で
の
過
程
で
と
ら
れ
た
日
本
の
偏
っ
た
科
学
技
術
政
策
と
、
そ
の
偏
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
種

種
の
歪
み
は
、
日
本
が
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
今
日
、
抜
本
的
な
再
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
・
小
手
先
の
対
症
療
法
で

は
、
国
際
世
論
の
容
認
を
う
る
よ
う
な
再
出
発
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
科
学
技
術
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、

明
確
な
理
念
と
構
想
を
持
っ
て
、
先
進
国
に
ふ
さ
わ
し
い
大
義
に
立
っ
た
政
策
展
開
を
は
か
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
次
の
五
点
に
つ
い
て
、
日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
理
念
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
平
和
へ
の
脅
威
を
監
視
で
き
る
技
術
へ
の
挑
戦

②
経
済
社
会
の
安
全
保
障
技
術
へ
の
挑
戦

③
高
度
技
術
と
中
間
・
適
正
技
術
と
の
調
和
へ
の
挑
戦

④
技
術
の
社
会
的
容
認
性
へ
の
挑
戦

⑤
心
の
安
ら
ぎ
を
高
め
う
る
技
術
へ
の
挑
戦

科
学
技
術
の
進
歩
・
発
展
の
過
程
を
見
る
と
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
天
才
の
個
人
的
努
力
を
中
心
と
す
る
発

明
・
発
見
の
時
代
か
ら
、
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
企
業
内
研
究
所
を
中
心
と
す
る
組
織
の
力
に
よ
る
発
明
・
発
見
の
時
代
へ
と
、

四
、
新
し
い
科
学
技
術
理
念
の
確
立

(1)

平
和
へ
の
脅
威
を
監
視
で
き
る
技
術
へ
の
挑
戦

~



鑓
そ
の
主
体
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
や
が
て
二
十
世
紀
後
半
に
は
、
個
人
や
企
業
以
上
に
、
国
家
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す

４
よ
う
な
科
学
技
術
の
推
進
形
態
が
発
生
し
、
再
度
、
主
体
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
先
導
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
・
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
三
○
年
代
に
は
「
Ｔ
Ｖ
Ａ
計
画
」
を
推
進
し
、
安
価

な
水
力
発
電
と
化
学
肥
料
の
製
造
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
次
大
戦
後
の
深
刻
な
経
済
不
況
か
ら
の
脱
出
と
雇
用
機
会

の
創
出
へ
の
引
金
と
し
た
。
一
九
四
○
年
代
に
は
、
ド
イ
ツ
の
急
激
な
軍
事
力
の
拡
大
に
よ
る
脅
威
を
回
避
す
る
た
め
、
「
マ
ン
ハ

ッ
タ
ン
計
画
」
が
推
進
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
経
営
の
基
盤
強
化
に
貢
献
し
た
。
一
九
五
○
年
代
に
な

る
と
ア
メ
リ
カ
は
、
深
刻
化
す
る
冷
戦
の
脅
威
に
備
え
て
各
種
の
「
ミ
サ
イ
ル
開
発
計
画
」
を
推
進
し
、
ウ
エ
ポ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を

一
変
さ
せ
た
。
そ
し
て
一
九
六
○
年
代
に
な
る
と
、
ソ
連
の
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
衛
星
の
打
上
げ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
技
術
格
差

の
解
消
の
た
め
に
「
ア
ポ
ロ
計
画
」
が
推
進
さ
れ
、
巨
大
な
宇
宙
開
発
需
要
を
創
出
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
一
九
七
○
年
代
に
は

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
独
立
計
画
」
を
推
進
し
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
へ
の
対
応
を
急
い
だ
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
、
ほ
ぼ
十
年
ご
と
に
巨
大
な
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
、
平
和
へ
の
脅
威
を
排
除
し
、
経
済
社

会
の
発
展
を
図
っ
て
き
た
。

こ
の
間
、
わ
が
国
は
、
民
間
企
業
を
中
心
に
産
業
技
術
の
水
準
向
上
に
専
念
し
、
世
界
的
な
品
質
水
準
と
信
頼
性
水
準
を
達
成
し

た
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
進
歩
が
、
次
第
に
巨
大
科
学
、
巨
大
技
術
と
い
う
性
格
を
強
め
る
と
と
も
に
、
民
間
企
業
を
中
心
と
し

た
研
究
開
発
は
大
き
な
限
界
に
直
面
し
、
徐
々
に
国
家
●
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ウ
エ
イ
ト
を
高
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
原
子
力

開
発
、
宇
宙
開
発
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
な
ど
の
分
野
で
次
々
に
国
家
予
算
を
使
っ
た
大
規
模
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
わ
が
国
で
は
行
政
機
構
が
硬
直
的
で
、
省
庁
間
の
カ
ベ
が
厚
く
、
「
省
庁
レ
ベ
ル
の
大
規
模
●
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
推
進



で
き
て
も
、
省
庁
間
に
ま
た
が
っ
た
「
国
家
レ
ベ
ル
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
容
易
な
こ
と
で
は
推

進
で
き
な
い
有
様
で
あ
る
。
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
し
た
日
本
が
、
こ
れ
か
ら
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
先
進
国
で
な
け
れ
ば

推
進
で
き
な
い
よ
う
な
大
規
模
な
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
先
進
国
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
か
か
る
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
わ
が
国
は
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
団
体
連
合
会
、
。
日
本
経
済
調
査
協

議
会
、
技
術
同
友
会
な
ど
で
相
次
い
で
提
案
さ
れ
て
い
る
「
研
究
開
発
投
資
の
大
幅
増
大
」
と
、
「
官
民
分
担
比
率
の
改
善
」
も
、
何

を
や
る
べ
き
か
の
目
標
に
ま
で
議
論
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
国
民
的
容
認
を
う
る
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。

鑑
わ
が
国
が
、
今
後
、
第
一
に
推
進
す
べ
き
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
は
、
「
平
和
へ
の
脅
威
を
監
視
で
き
る
技
術
へ
の
挑
戦
」

術巍
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
わ
が
国
は
宇
宙
開
発
事
業
団
を
中
心
と
し
て
宇
宙
開
発
計
画
を
推
進
し
て
い
る
が
、
果

Ｉ呼
た
し
て
国
民
が
納
得
す
る
よ
う
な
目
標
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
だ
と
は
言
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
米
ソ
二

めた
大
国
は
、
世
界
の
平
和
へ
の
脅
威
が
発
生
す
る
と
、
す
か
さ
ず
偵
察
衛
星
を
打
上
げ
て
そ
の
影
響
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
・
そ
れ
は
、

の翫
主
と
し
て
軍
事
的
目
的
の
濃
い
も
の
で
、
わ
が
国
が
そ
れ
と
同
種
の
試
み
を
し
よ
う
と
し
て
も
国
民
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

界世
し
か
し
、
台
風
の
監
視
、
環
太
平
洋
圏
の
資
源
探
査
、
日
本
列
島
の
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
、
国
民
が
納
得
し
や
す
く
、
し
か

醒
も
平
和
へ
の
脅
威
の
監
視
に
役
立
つ
宇
宙
開
発
は
沢
山
残
さ
れ
て
い
る
。
通
信
衛
星
、
放
送
衛
星
な
ど
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ

第
ろ
が
、
こ
う
し
た
宇
宙
開
発
は
、
脅
威
の
発
生
と
防
止
に
備
え
て
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め

部Ⅱ
に
は
、
大
型
衛
星
の
打
上
げ
は
ア
メ
リ
カ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
「
衛
星
技
術
中
心
の
宇
宙
開
発
」
の
段
階
か
ら
「
打
上

第鐙
げ
技
術
を
含
め
た
宇
宙
開
発
」
へ
決
意
を
新
た
に
し
て
再
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
計
画
の
拡
大
が
日
本
の
軍

４
事
大
国
化
に
不
安
を
感
じ
る
諸
国
の
警
戒
心
を
刺
激
し
な
い
よ
う
、
国
の
責
任
に
お
い
て
保
証
の
道
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
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イ
ザ
ャ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
水
や
空
気
や
平
和
の
コ
ス
ト
は
あ
ま
り
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
国
民
の

よ
う
で
あ
る
。
豊
か
な
水
資
源
を
誇
り
に
し
て
い
た
日
本
は
、
浪
費
に
な
れ
、
省
資
源
技
術
の
開
発
や
、
省
資
源
の
た
め
の
社
会
シ

ス
テ
ム
の
開
発
に
は
ほ
と
ん
ど
努
力
し
て
こ
な
か
っ
た
。
沖
縄
の
産
業
振
興
に
と
っ
て
水
資
源
の
不
足
が
い
か
に
大
き
な
障
害
と
な

っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
て
も
、
ま
た
、
産
油
諸
国
や
韓
国
の
工
業
化
に
と
っ
て
水
資
源
不
足
が
ど
ん
な
に
大
き
な
問
題
を
残
し
て

い
る
か
を
見
て
も
、
わ
が
国
が
い
か
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
が
分
か
る
・
ブ
ー
メ
ラ
ン
効
果
で
韓
国
の
工
業
化
を
恐
れ
る
入
も
多
い
が
、

水
資
源
の
確
保
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
韓
国
の
工
業
化
は
遠
か
ら
ず
カ
ベ
に
ぶ
つ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
産
油
諸
国
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
新
規
油
田
の
発
見
が
減
っ
て
き
た
国
で
は
、
工
業
化
計
画
の
あ
り
方
に
つ
い
て

悩
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
着
目
し
た
西
ド
イ
ツ
は
、
石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
温
存
に
役
立
た
せ
る
た
め
、
豊
富
な
太
陽

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技
術
開
発
に
協
力
し
、
中
東
諸
国
と
の
き
ず
な
を
強
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
技
術
者
や
研
究
施
設
を
現
地

わ
が
国
で
も
「
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
」
を
推
進
し
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技
術
開
発
に
は
大
い
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
西
ド
ィ

シ
の
よ
う
に
技
術
者
を
海
外
に
常
駐
さ
せ
た
り
、
研
究
施
設
を
設
置
し
た
り
す
る
こ
と
は
現
行
法
の
枠
内
で
は
不
可
能
で
、
そ
れ
を

や
ろ
う
と
す
る
と
法
改
正
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
地
熱
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
現
在
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
で
取
組
ん
で
い
る
地
熱
発
電
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ

に
常
駐
さ
せ
て
い
る
。

(2)

経
済
社
会
の
安
全
保
障
技
術
へ
の
挑
戦
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深
度
が
千
数
百
メ
ー
ト
ル
で
、
蒸
気
温
度
が
摂
氏
百
五
十
度
程
度
と
低
く
、
能
率
が
悪
い
。
将
来
、
さ
ら
に
深
く
二
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の

大
深
度
ま
で
ボ
ー
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
高
温
の
蒸
気
が
え
ら
れ
れ
ば
、
一
基
当
た
り
二
十
～
三
十
万
Ｋ
Ｗ
の
発
電
も
可

能
で
あ
り
、
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
の
改
善
に
か
な
り
の
貢
献
が
期
待
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
高
濃
度
の
硫
化
水
素
、
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
ガ
ス
な
ど
を
含
ん
だ
腐
食
性
の
強
い
高
温
蒸
気
の

中
で
発
電
シ
ス
テ
ム
を
運
転
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
在
の
材
料
の
延
長
線
上
で
考
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
く
な
る
。
優
れ

た
耐
腐
食
性
、
高
温
強
度
、
耐
ク
リ
ー
プ
性
、
耐
摩
耗
性
に
優
れ
た
ビ
ッ
ト
、
ケ
ー
シ
ン
グ
材
な
ど
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
現
在
の
数
十
億
円
程
度
の
開
発
予
算
の
規
模
で
は
と
う
て
い
研
究
開
発
を
推
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と

も
一
桁
多
い
数
百
億
円
程
度
の
規
模
に
し
て
ゆ
か
な
い
と
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
の
改
善
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
日
本
の
経
済
社
会
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
障
害
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い
て
み
て
も
、

こ
の
よ
う
に
法
律
の
カ
ベ
、
予
算
の
カ
ベ
な
ど
幾
つ
も
の
カ
ベ
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
カ
ベ
を
と
り
は
ら
い
真
の
問
題
解
決
を
は
か
る
た
め
に
は
、
日
本
の
安
全
保
障
に
役
立
つ
技
術
課
題
の
体
系
化
と
、
計

画
化
の
た
め
に
思
い
切
っ
た
予
算
と
時
間
を
か
け
て
、
総
合
的
な
長
期
計
画
を
練
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
長
期
計
画
と

称
す
る
も
の
は
存
在
し
て
い
る
が
（
課
題
の
体
系
化
の
過
程
で
分
析
が
十
分
で
な
く
、
計
画
変
更
の
必
要
性
が
非
常
に
多
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
研
究
開
発
の
よ
う
に
不
確
実
性
の
高
い
計
画
に
変
更
が
必
要
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
自
体
は
問
題

で
は
な
い
。
問
題
は
、
計
画
変
更
の
必
要
性
が
発
生
し
た
場
合
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
計
画
変
更
が
で
き
る
柔
軟
性
が
あ
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
わ
が
国
の
研
究
開
発
計
画
に
は
、
そ
の
よ
う
な
柔
軟
性
と
、
体
系
化
・
計
画
化
能
力
と
が
著
し
く
不
足

し
て
い
る
。
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先
進
工
業
諸
国
の
技
術
の
特
徴
は
、
技
術
水
準
の
高
い
先
端
技
術
、
革
新
技
術
を
そ
の
基
盤
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

先
進
工
業
諸
国
は
こ
れ
ら
の
技
術
に
よ
っ
て
重
化
学
工
業
を
発
展
さ
せ
、
経
済
的
繁
栄
を
は
か
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
開
発
途
上
国

は
、
人
口
の
八
○
～
九
○
％
が
農
村
に
住
み
、
不
完
全
雇
用
状
態
に
あ
る
。
Ｅ
・
Ｆ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
開

発
途
上
国
に
、
先
進
工
業
諸
国
が
開
発
し
た
高
度
技
術
（
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
、
工
業
化
を
進
め
よ
う
と
し

て
都
市
に
近
代
的
工
業
の
建
設
を
進
め
る
と
、
雇
用
吸
収
力
の
大
き
い
伝
統
的
産
業
を
破
壊
し
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
過
度
の
人
口

集
中
を
招
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
都
市
も
農
村
も
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。

戦
後
、
急
激
に
工
業
化
を
進
め
、
都
市
の
過
密
化
と
農
村
の
過
疎
化
を
招
い
た
わ
が
国
は
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
構
造
を
ま
と
め
る

う
え
で
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
開
発
努
力
の
重
要
な

部
分
は
、
農
村
や
地
方
中
小
都
市
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
技
術
は
、
先
進
工
業
諸
国
で
開
発
さ
れ
た
高

度
技
術
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
新
し
く
地
域
特
性
に
合
っ
た
も
う
一
つ
の
技
術
を
再
開
発
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
も
う
一
つ
の
技
術
を
、
彼
は
中
間
技
術
（
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
と
称
し
た
（
Ｅ
・
Ｆ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ

『
人
間
復
興
の
経
済
学
』
斎
藤
志
郎
訳
、
佑
学
社
）
・

し
た
が
っ
て
、
中
間
技
術
は
、
人
口
の
移
動
を
少
な
く
す
る
よ
う
に
し
、
多
額
の
資
本
や
外
資
を
必
要
と
せ
ず
、
し
か
も
、
生
産

方
式
や
原
材
料
の
入
手
、
製
品
販
売
な
ど
で
高
度
技
術
の
利
用
を
最
小
限
に
し
、
で
き
る
だ
け
現
地
の
材
料
の
活
用
と
現
地
の
消
費

を
優
先
し
て
利
用
す
る
よ
う
な
方
式
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
工
場
の
建
設
費
を
例
に
と
っ
て
、
仮
に
開
発
途
上
国

(3)

高
度
技
術
と
中
間
・
適
正
技
術
と
の
調
和
へ
の
挑
戦
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の
伝
統
産
業
の
工
場
建
設
費
を
一
ポ
ン
ド
と
し
、
先
進
国
の
先
端
技
術
に
よ
る
工
場
の
建
設
費
を
千
ポ
ン
ド
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
中

間
」
の
百
ポ
ン
ド
エ
場
を
建
設
で
き
る
よ
う
な
技
術
が
、
現
地
の
状
況
に
と
っ
て
適
正
で
あ
る
と
主
張
し
た
・
彼
の
中
間
技
術
論
は
、

非
近
代
的
部
門
を
特
別
な
開
発
努
力
の
対
象
と
し
、
自
助
努
力
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
技
術
を
開
発
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
言
う
中
間
技
術
は
、
決
し
て
中
古
技
術
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
ま
で
の
日
本
は
、
ま
さ
に
こ
の
中
間
技
術
の
開
発
で
は
極
め
て
巧
み
な
戦
略
を
展
開
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
例
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
積
極
的
に
開
発
途
上
国
に
伝
播
さ
せ
、
国
情
に
合
っ

た
工
業
化
の
選
択
に
協
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
技
術
協
力
や
技
術
援
助
の
経
過
を
見
る
と
、
中
間
技

術
（
百
ポ
ン
ド
技
術
）
に
よ
る
工
業
化
の
道
程
へ
の
協
力
よ
り
も
、
高
度
技
術
〈
千
ポ
ン
ド
技
術
）
に
よ
る
工
業
化
を
推
進
し
よ
う

と
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
多
い
。
日
本
が
、
今
後
、
近
隣
諸
国
を
は
じ
め
開
発
途
上
国
へ
の
協
力
を
行
な
う
場
合
、

そ
の
量
よ
り
も
質
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
地
方
の
文
化
と
経
済
の
条
件
に
適
合
し
、
住
民
が
管
理
で
き
、
生
態
学
的
に
も
健
全
な
技
術
と
し
て
「
適
正
技
術
」
（
ア

プ
ロ
プ
リ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
と
い
う
概
念
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
等
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
地
方
で
入
手
で
き
る
資
源
を
利

用
し
、
資
源
を
輸
入
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
地
方
の
共
同
社
会
の
力
で
制
御
可
能
な
範
囲
で
利
用
で
き
る
よ
う
な
技
術
を
考
え
る
こ

と
は
、
わ
が
国
の
国
土
開
発
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
技
術
思
想
で
あ
る
。

シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
創
設
し
た
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ｇ
（
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
イ
ト
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
。
フ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
）

で
は
、
中
間
技
術
・
適
正
技
術
の
開
発
を
具
体
的
に
推
進
し
て
い
る
が
、
最
近
で
は
、
景
観
美
の
追
求
、
労
働
集
約
的
で
資
本
節
約

的
な
技
術
の
追
求
と
い
う
考
え
方
を
強
め
て
い
る
。



露
わ
が
国
で
も
今
後
、
科
学
技
術
の
も
う
一
つ
の
道
と
し
て
、
こ
の
中
間
技
術
・
適
正
技
術
の
考
え
方
を
尊
重
し
、
高
度
技
術
と
の

４
間
で
十
分
な
調
和
が
保
て
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
総
合
研
究
開
発
機
構
の
委
託
研
究
で
、
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
自
在

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
株
）
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
高
度
技
術
を
持
っ
た
先
進
工
業
国
が
「
中
間
技
術
」
「
適
正
技
術
」
を
開
発
し
て
、
そ
の

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
だ
け
を
量
産
し
て
世
界
に
供
給
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
を
「
適
正
高
度
技
術
（
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
イ
ト
・

ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
と
称
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（
自
在
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
株
）
、
「
地
域
社
会
に
立
脚
し
た
中
小
規
模
技
術
の

研
究
ご
・
わ
が
国
が
今
後
、
い
ま
一
つ
の
科
学
技
術
の
道
と
し
て
取
組
む
べ
き
も
の
に
名
前
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
「
適
正
高
度
技

術
」
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
良
い
命
名
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
技
術
が
社
会
的
容
認
を
受
け
る
こ
と
は
、
近
年
と
み
に
困
難
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
原
子
力
発
電
の
建
設
、
原
子
力
船

の
開
発
、
合
成
タ
ン
パ
ク
の
製
造
技
術
の
開
発
、
超
音
速
旅
客
機
コ
ン
コ
ル
ド
の
開
発
な
ど
が
直
面
し
た
問
題
は
、
今
後
、
多
く
の

新
技
術
に
も
発
生
す
る
可
能
性
の
高
い
問
題
で
あ
る
。

科
学
技
術
の
進
歩
は
、
二
つ
の
面
で
市
民
の
反
感
や
不
信
感
を
買
い
や
す
い
・
そ
の
一
つ
は
、
技
術
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
で
あ

る
。
今
日
、
電
卓
や
マ
イ
コ
ン
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
人
は
多
数
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
う
ち
何
人
が
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を

理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
電
卓
や
マ
イ
コ
ン
は
、
も
う
大
多
数
の
人
々
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
て
中
身
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
一
般
市
民
は
ひ
た
す
ら
信
じ
て
使
う
し
か
な
い
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

(4)

技
術
の
社
会
的
容
認
性
へ
の
挑
戦
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笹一

四

一
九
七
一
年
に
、
科
学
技
術
庁
の
「
ソ
フ
ト
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
委
託
研
究
で
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
科
学
の
現
状
を
調
査
し
た

第

（
財
）
未
来
工
学
研
究
所
の
チ
ー
ム
は
、
こ
の
技
術
の
社
会
的
容
認
性
の
問
題
に
対
す
る
新
し
い
二
つ
の
接
近
方
法
を
め
ぐ
っ
て
討

部割
論
を
重
ね
た
。
そ
の
一
つ
は
オ
ン
・
ラ
イ
ン
・
デ
ル
フ
ァ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
計
画
へ
の
市
民
参
加
の
仕
組
み
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
ベ
ィ
ブ
リ
ッ
ジ
の
交
通
渋
滞
解
消
が
契
機
と
な
っ
て
建
設
さ
れ
た
通
勤
用
高
速
地
下
鉄
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｔ

麺４
己
亀
シ
旬
の
画
詞
息
丘
弓
筍
“
冨
巴
こ
の
開
発
構
想
が
設
定
さ
れ
る
と
、
州
政
府
は
、
こ
の
構
想
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
市
民

し
た
が
っ
て
、
消
費
者
は
技
術
者
の
職
業
倫
理
観
を
信
じ
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
た
商
品
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
商
品
が
、
起
こ
る
は
ず
が
な
い
と
言
わ
れ
た
事
故
を
起
こ
し
た
り
、
欠
陥
商
品
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
り
す
る
と
、

消
費
者
は
技
術
者
や
科
学
技
術
そ
の
も
の
に
不
信
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
意
思
決
定
過
程
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
で
あ
る
。
Ｃ
・
Ｐ
・
ス
ノ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
お

い
て
は
、
意
思
決
定
の
結
果
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
知
識
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
意
思

決
定
権
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
実
施
命
令
を
下
し
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
し
て
も
、
原
子
爆

弾
の
使
用
を
許
可
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
し
て
も
、
自
分
の
意
思
決
定
に
よ
っ
て
い
か
な
る
結
果
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
ど

れ
だ
け
正
確
に
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
、
意
思
決
定
は
こ
の
よ
う
な
形
で
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ

た
状
態
で
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
も
市
民
や
消
費
者
が
科
学
技
術
に
対
し
て
不
信
感
を
持
ち
易
く
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
科
学
技
術
の
進
歩
に
対
し

社
会
が
冷
静
に
対
応
し
、
客
観
的
に
そ
の
受
容
性
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
科
学
技
術
の
側
か
ら
積
極
的
な
対
応
を
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。



印
に
説
明
し
、
市
民
の
反
応
を
公
衆
通
信
回
線
を
使
っ
て
収
集
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
計
画
設
定
へ
の
市
民
参
加
を
可
能
に
す
る

４

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
開
発
推
進
者
と
市
民
と
が
公
衆
通
信
回
線
で
オ
ン
・
ラ
イ
ン
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
デ
ル
フ
ァ
イ
法
の

よ
う
に
、
反
応
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
な
が
ら
繰
り
返
し
質
疑
応
答
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
意
見
の
収
倣
、
合
意
の
形
成
が
容

こ
の
オ
ン
・
ラ
イ
ン
・
デ
ル
フ
ァ
ィ
法
は
、
わ
が
国
で
も
実
験
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
人
の
よ
う
に
対
立
的
討
論
が
下

手
な
国
民
で
も
、
電
話
で
の
質
疑
で
は
冷
静
に
自
分
の
意
見
の
表
明
が
で
き
て
、
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
例
は
、
環
境
問
題
に
対
す
る
市
民
の
反
応
が
し
ば
し
ば
感
情
的
に
走
り
す
ぎ
て
、
対
立
的
討
論
が
進
め
に
く
い
と
こ

ろ
か
ら
、
と
く
に
そ
う
し
た
傾
向
の
強
い
主
婦
の
意
識
革
新
の
手
段
と
し
て
工
夫
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
児
童
・
生
徒
に
環

境
の
質
の
測
定
を
行
な
わ
せ
、
観
測
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
の
狙

い
は
、
す
で
に
気
象
観
測
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
前
例
に
な
ら
い
、
校
庭
に
百
葉
箱
を
並
べ
て
環
境
測
定
箱
を
設
置
し
、
児

童
・
生
徒
に
環
境
教
育
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
科
教
育
の
一
環
と
し
て
環
境
の
質
の
測
定
を
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し

て
、
児
童
・
生
徒
が
Ｐ
Ｐ
Ｍ
基
準
や
ホ
ー
ン
基
準
で
環
境
の
質
を
認
知
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
主
婦
も
影
響
を
受
け
て
、
科
学
的

基
準
で
環
境
の
質
の
認
知
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
試
み
は
、
わ
が
国
で
も
徐
々
に
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
技
術
の
社
会
的
容
認
を
得
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と

し
て
、
よ
り
積
極
的
な
導
入
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
社
会
的
容
認
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
日
本
経
済
調
査
協
議
会
の
委
員
会
（
委
員
長
・
小
林
宏
治
日
本
電
機

（
株
）
会
長
）
の
報
告
（
『
今
後
の
技
術
革
新
の
方
向
こ
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
東
京
・
牛
込
柳
町
の
鉛
中
毒
事
件
、

易
に
な
る
方
法
で
あ
る
。
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人
間
の
心
の
安
ら
ぎ
は
主
と
し
て
宗
教
や
芸
術
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
も
の
で
、
科
学
技
術
の
役
割
は
宗
教
や
芸
術
に
比
べ
る
と
は

る
か
に
低
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
科
学
技
術
が
人
間
の
心
の
安
ら
ぎ
を
高
め
る
こ
と
に
無
縁
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
市
や
ミ
ラ
ノ
市
な
ど
で
は
シ
テ
ィ
・
カ
ラ
ー
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
個
人
住
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
や

窓
枠
な
ど
ま
で
こ
の
シ
テ
ィ
・
カ
ラ
ー
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
景
観
は
個
性
が
な
い
と
い
う
人
も
い
る
が
、
東
京
都
の

よ
う
に
個
性
が
あ
り
す
ぎ
る
都
市
に
居
住
し
た
者
の
目
で
み
る
と
、
何
と
も
い
え
ず
さ
わ
や
か
な
印
象
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
の
都
市
開
発
や
地
域
開
発
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
心
と
関
係
の
深
い
景
観
に
注
目
し
て
開
発
を
進
め
る
た
め
の

工
学
的
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
景
観
工
学
・
風
致
工
学
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

経
済
的
発
展
が
一
定
水
準
に
達
す
る
と
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
必
要
条
件
と
な
る
衣
食
住
に
関
し
て
は
一
逼
迫
し
た
事
情
が
緩
和

さ
れ
て
く
る
の
で
、
従
来
は
不
急
不
要
と
さ
れ
て
き
た
美
的
な
も
の
、
内
面
的
な
も
の
が
「
生
活
の
質
（
音
四
国
葛
呉
一
感
の
）
」

の
追
求
の
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
科
学
技
術
の
側
か
ら
み
る
と
、
単
に
緑
の
山
野
や
田
畑
の
続
く
田

し
か
し
、
こ
の
報
告
で
は
ど
う
す
れ
ば
正
し
い
社
会
的
容
認
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
で
き
な
か
っ
た
。

上
記
二
つ
の
政
策
科
学
の
面
か
ら
の
接
近
方
法
は
、
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

リ
ジ
ン
騒
動
、
合
成
タ
ン
パ
ク
の
企
業
化
禁
止
な
ど
の
事
例
は
、
そ
の
後
の
分
析
に
よ
っ
て
「
幻
の
公
害
」
で
あ
っ
た
り
、
魔
女
狩

り
的
白
昼
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
技
術
の
社
会
的
容
認
を
う
る
た
め
の
科
学
技
術
の
側
か
ら
の
い
ま
一
層
の
努
力
が
必
要

(5)

心
の
安
ら
ぎ
を
高
め
う
る
技
術
へ
の
挑
戦



露
園
風
景
の
保
存
と
い
う
伝
統
的
景
観
へ
の
回
帰
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漸
進
的
で
機
能
的
な
個
性
的
景
観
の
創
造
を
め
ざ
す
も
の

４
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
周
辺
に
開
発
中
の
三
十
数
カ
所
の
都
市
開
発
拠
点
に
お
い
て
は
、
拠
点

ご
と
に
タ
ゥ
ン
・
カ
ラ
ー
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
、
半
地
下
駐
車
場
方
式
、
フ
ラ
ワ
ー
・
ボ
ッ
ク
ス
方
式
等
々
の
実
験
を
取
り
入

れ
、
個
性
的
景
観
の
開
発
と
人
間
の
心
の
安
ら
ぎ
と
の
関
係
を
し
ら
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
従
来
の
安
全
工
学
、
衛
生
工
学
、
環
境
工
学
等
々
の
行
な
っ
て
き
た
接
近
方
法
よ
り
も
、
よ
り
直
接
的
に

人
間
の
心
の
安
ら
ぎ
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
今
後
、
わ
が
国
で
も
積
極
的
な
研
究
開
発
の
推
進
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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わ
が
国
が
世
界
に
誇
れ
る
唯
一
の
資
源
と
も
い
う
べ
き
人
的
資
源
を
活
用
し
て
、
世
界
平
和
へ
の
貢
献
を
果
た
す
た
め
に
は
、
ま

ず
第
一
に
、
従
来
の
科
学
技
術
政
策
の
根
底
に
あ
っ
た
、
「
キ
ャ
ッ
チ
ァ
ッ
プ
の
た
め
の
特
化
政
策
」
を
継
続
し
て
外
国
技
術
の
導

入
に
依
存
す
る
と
い
う
政
策
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
は
、
従
来
の
特
化
政
策
が
残
し
た
国
際
世
論
の
非
難
を
受
け
易

い
各
種
の
歪
み
の
解
消
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
日
本
の
科
学
技
術
が
世
界
平
和
の
維
持
・
確
立
に
い
か
に

貢
献
し
て
ゆ
く
べ
き
か
に
つ
い
て
の
理
念
と
構
想
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の
社
会
的
風
土
、
慣
習
、
行
財
政
事
情
、
研
究
者
・
管
理
者
の
意

識
・
態
度
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
シ
ス
テ
ム
・
手
法
な
ど
、
多
く
の
面
に
課
題
の
遂
行
を
阻
害
す
る
要
因
が
存
在
し
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
は
こ
れ
ら
の
要
因
を
い
か
に
排
除
す
る
か
に
つ
い
て
の
優
れ
た
戦
略
を
持
た
な
け
れ
ば
、
世
界
平
和
の
た
め
科
学
技
術
の
貢
献
、

ひ
い
て
は
経
済
社
会
の
発
展
や
生
活
の
質
の
向
上
の
た
め
の
科
学
技
術
の
貢
献
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
ま
、
日
本
に
必
要
な
技
術
戦
略
は
、

①
資
金
調
達
と
官
民
分
担
比
率
の
調
整

②
研
究
開
発
投
資
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
運
用
の
自
由
度
の
見
直
し

③
特
許
銀
行
と
研
究
開
発
投
資
戦
略
の
研
究

④
研
究
企
画
に
対
す
る
民
間
の
参
加

五
、
科
学
技
術
政
策
へ
の
提
言

、

ゲ



“
⑤
中
高
年
研
究
開
発
人
材
の
再
活
用

４
⑥
環
太
平
洋
技
術
移
転
研
究
機
構
の
設
置

な
ど
の
分
野
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

わ
が
国
の
研
究
開
発
投
資
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
科
学
技
術
会
議
が
、
そ
の
第
五
号
答
申
二
九
七
一
年
四
月
）
お
よ
び
第

六
号
答
申
二
九
七
七
年
五
月
）
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
「
当
面
の
目
標
と
し
て
は
国
民
所
得
比
二
・
五
％
を
目
標
と
し
、
長
期
的
に
は

三
％
を
目
ざ
す
」
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
て
い
る
。

こ
の
科
学
技
術
会
議
が
行
な
っ
た
わ
が
国
の
研
究
開
発
投
資
目
標
は
、
先
進
工
業
諸
国
の
投
資
水
準
と
の
国
際
比
較
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
根
拠
が
薄
弱
で
あ
り
、
国
情
の
相
違
等
の
批
判
も
あ
っ
て
説
得
力
に
欠
け
る
目
標
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
最
近
、
日
本
開
発
銀
行
が
行
な
っ
た
ソ
ロ
ー
・
モ
デ
ル
（
国
Ⅱ
淫
（
こ
・
黛
嵐
】
旧
）
）
に
よ
る
試
算
で
は
、
当

面
政
府
が
目
標
と
し
て
い
る
六
％
の
経
済
成
長
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
必
要
な
技
術
進
歩
率
信
達
と
は
二
・
七
六
％
で
あ
り
、
そ

の
場
合
の
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
に
対
す
る
研
究
開
発
費
の
割
合
は
二
・
五
七
％
と
さ
れ
て
い
る
（
日
本
開
発
銀
行
『
今
後
の
設
備

投
資
動
向
に
関
す
る
一
考
察
』
）
。
こ
の
試
算
に
は
、
科
学
技
術
統
計
の
精
度
の
低
さ
な
ど
か
ら
の
批
判
も
あ
る
が
、
現
在
、
投
資
水
準

を
推
計
す
る
最
も
一
般
的
な
理
論
的
接
近
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
応
の
理
論
的
根
拠
と
な
る
数
値
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
に

資
金
調
達
に
関
す
る
三
つ
の
戦
略
的
選
択
肢

(1)

資
金
調
達
と
官
民
分
担
比
率
の
調
整



２
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
戦
略
的
に
は
、
三
つ
の
選
択
肢
が
存
在
す
る
。
第
一
の
選
択
肢
は
、
何
も
や
ら
な
い

部Ⅱ
戦
略
で
あ
る
。
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
戦
略
的
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
失
業
率
が
高
く
な

第妬
る
の
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
、
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
総
理
府
の
「
労
働
力
調
査
」
か
ら
み
て
も
、

４
「
欧
米
諸
国
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
で
は
失
業
率
は
景
気
指
標
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
神
話
は
崩
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完
全
失
業
率
（
総
理
府
統
計
局
「
労
働
力
調
査
こ
が
二
％
台
の
水
準
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
よ
い
よ
超
完
全
雇
用
時
代
が
終

わ
り
、
終
身
雇
用
制
の
変
質
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
が
国
と
し
て
は
、
雇
用
確
保
の
面
か
ら
も
、
政
府
が
目
標
と
す
る

経
済
成
長
は
ど
う
し
て
も
達
成
す
る
必
要
性
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ロ
ー
・
モ
デ
ル
に
よ
る
研
究
開
発
投
資
水
準

二
・
五
七
％
も
、
単
な
る
努
力
目
標
と
し
て
の
水
準
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
経
済
社
会
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
達

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
条
件
と
い
う
べ
き
目
標
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
研
究
開
発
投
資
水
準
二
・
五
七
％
が
当
面
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
五
十
一
年
度
二
・
一
三
％
、

五
十
二
年
度
二
・
二
％
と
い
う
現
状
か
ら
み
る
と
、
よ
ほ
ど
努
力
し
な
い
と
達
成
さ
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
は
、
現
状
の
数
値
は

対
国
民
所
得
比
（
総
理
府
統
計
局
「
科
学
技
術
調
査
ご
な
の
で
、
国
民
総
生
産
比
で
計
算
さ
れ
た
上
記
研
究
開
発
投
資
水
準
二
・

五
七
％
を
対
国
民
所
得
比
に
換
算
す
る
と
約
三
％
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
％
と
い
う
水
準
は
、
ソ
連
の
四
・
六
三
％
は
例
外

と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
二
・
四
一
％
、
西
ド
イ
ツ
の
二
・
五
八
％
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
・
二
九
％
と
比
較
し
て
も
か
な
り
高
い
水
準

に
な
る
の
で
、
常
識
的
な
方
法
で
は
達
成
が
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
経
済
の
六
％
成
長
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

な
る
と
い
え
よ
う
。

、



b

４

な

る

。

妬
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
景
気
が
悪
く
な
れ
ば
失
業
率
は
高
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
雇
用
機
会
を
失
う
こ
と
に

そ
う
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
第
二
の
選
択
肢
と
し
て
、
他
の
支
出
を
削
っ
て
研
究
開
発
投
資
に
ま
わ
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
第
三

の
選
択
肢
と
し
て
経
済
団
体
連
合
会
や
技
術
同
友
会
な
ど
が
主
張
し
て
い
る
「
科
学
技
術
国
債
」
を
発
行
し
て
で
も
資
金
調
達
を
は

か
る
か
、
い
ず
れ
か
の
行
動
を
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
選
択
権
を
行
使
で
き
る
の
は
「
科
学
技
術
会
議
」

で
あ
る
。
わ
が
国
の
科
学
技
術
会
議
は
、
総
理
大
臣
が
議
長
と
な
り
、
議
員
に
は
大
蔵
大
臣
、
経
済
企
画
庁
長
官
、
科
学
技
術
庁
長

官
、
日
本
学
術
会
議
会
長
、
常
勤
議
員
（
二
名
）
、
非
常
勤
議
員
（
三
名
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
会
議
運
営
の
主
宰
者
は

科
学
技
術
庁
長
官
で
、
会
議
庶
務
は
科
学
技
術
庁
計
画
局
が
あ
た
っ
て
い
る
（
図
３
）
・

か
か
る
構
成
か
ら
み
て
も
、
科
学
技
術
政
策
に
関
す
る
戦
略
的
選
択
と
決
断
は
、
こ
の
科
学
技
術
会
議
で
で
き
な
け
れ
ば
、
他
に

そ
の
選
択
権
を
行
使
で
き
る
と
こ
ろ
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
の
機
構
を
持
ち
な
が
ら
、
当
面
、
国
民
所
得
比
二
・
五
％
と
い
う
研
究
開
発
投
資
水
準
を
一
九
七
一
年
以

降
、
す
で
に
八
年
間
の
日
時
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
達
成
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
機
構
以

外
の
要
因
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
危
倶
を
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
強
力
な
要
因
の
一
つ
は
、
日
本
の

研
究
開
発
努
力
に
対
す
る
国
際
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
（
Ｉ
Ｅ
Ａ
）
等
か
ら
の
「
外
圧
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
日
本
の
技
術
開
発
に

期
待
す
る
国
民
世
論
で
あ
る
。

幸
い
、
前
者
に
つ
い
て
は
福
田
前
総
理
の
時
代
に
、
日
米
二
国
間
研
究
協
力
協
定
に
対
し
て
日
本
が
強
力
な
研
究
協
力
を
行
な
う

こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
も
、
経
団
連
の
土
光
会
長
や
日
本
経
済
調
査
協
議
会
の
小
林
委
員
会
、
技
術
同
友
会
の
米
沢
、

し

凸
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図3科学技術会議の組織構成と所掌事務

（1972年4月1日現在）
、

引総_合部~罰
部会長
（議員鈴江康平）

一|振興部会｜
部会長

（議員鈴江康平）

～Ｉ
立口

会 ~~

運営会議 ｜
主宰者
(科学技術庁長官）

研究目標部会
－

（

注

１

）

庶
務
Ｉ
科
学
技
術
庁
計
画
局

一
燭
「
州
刈
剖
陶

部会長

(議員藤井
本

会

議

科
学
技
術
会
議

斗
ライフサイエンス

部 会

ー＝F

－{_壁事一雲1 部会長

(議員藤井 I

主宰者
(科学技術庁計画局長）

－

H灘言扇臺可
部会長

（議員鈴江康平）

引騨鯛’

エネル

技術

日本学術会議

連絡部会

議長：内閣総理大臣

議員：大蔵大臣､文部大臣､経済企画庁長官、

(注2）科学技術庁長官、 日本学術会議会長、

常勤議員（鈴江康平、藤井隆）非常勤

議員（芦原義重、村井資長、米沢滋）

部会長

(議員伏見康治）
一

(注1）大学における研究に係る事項に関するものについては、

科学技術庁計画局と文部省学術国際局において協同して処

理する。

(注2）議員には、議長が必要と認めた場合は関係の国務大臣を
臨時の議員として会議に参加させることができる。

〔出所〕科学技術庁計画局資料による。



硲
大
来
両
代
表
幹
事
等
か
ら
、
日
本
の
研
究
開
発
投
資
の
水
準
向
上
に
つ
い
て
強
力
な
要
請
が
相
次
い
で
政
府
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、

４
政
府
と
し
て
も
苦
し
い
行
財
政
事
情
の
も
と
と
は
い
え
、
極
力
こ
の
問
題
に
対
処
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

事
実
、
科
学
技
術
会
議
の
総
合
部
会
に
一
九
七
九
年
度
か
ら
、
新
た
に
研
究
投
資
分
科
会
が
設
置
さ
れ
、
本
格
的
な
戦
略
研
究
を
開

始
し
、
よ
う
や
く
前
向
き
の
作
業
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
試
み
に
対
し
て
は
、
そ
の
火
を
消
さ
ぬ
よ
う
に
、
す
べ
て
の
科
学
技

術
関
係
者
が
、
学
・
官
・
産
の
立
場
を
と
わ
ず
積
極
的
に
発
言
し
、
支
援
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
研
究
開
発
投
資
の
官
民
分
担
比
率
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
三
対
七
で
政
府
の
分
担
比
率
が
他
国
に
比
べ
て
低
い
の
を
、
他

の
先
進
工
業
諸
国
な
み
に
五
対
五
程
度
の
官
民
分
担
比
率
に
変
え
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
前
記
諸
団
体
等
に

よ
る
提
言
も
そ
の
こ
と
を
強
く
要
請
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
は
、
研
究
開
発
投
資
水
準
の
向
上
よ
り
も
、
も
っ
と
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
政
府
の
負
担
比

率
を
増
や
し
た
場
合
、
誰
が
そ
の
資
金
を
使
っ
て
国
民
の
要
請
に
応
え
る
効
果
的
な
研
究
開
発
を
行
な
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

国
立
試
験
研
究
所
は
こ
れ
ま
で
、
政
府
予
算
の
増
加
率
に
見
合
う
対
前
年
十
数
％
の
伸
び
率
で
仕
事
を
し
て
き
た
の
で
、
急
に
予

算
が
増
え
て
も
十
分
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
な
弾
力
性
に
富
ん
だ
体
制
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
き
お
い
弾
力
的
な

対
応
を
と
り
易
い
民
間
企
業
の
研
究
開
発
体
制
に
依
存
す
る
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
現
在
、
民
間
企
業
の
研
究
開
発
の
支

出
状
況
は
、
第
４
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ア
メ
リ
ガ
企
業
に
比
べ
て
一
桁
に
近
い
投
資
格
差
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の

代
表
的
総
合
電
機
メ
ー
カ
ー
で
、
研
究
開
発
投
資
に
極
め
て
熱
心
な
日
立
製
作
所
は
一
九
七
七
年
の
支
出
が
約
六
百
八
十
億
円
で
、
ァ

民
間
委
託
方
式
に
よ
る
政
府
分
担
比
の
増
加
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第4表研究開発費の大きい企業（1977年連結ベース） 250円ドル換算
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研究開発費の前年比伸び率(1977年連結ベース）東 芝
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〔出所〕ダイヤモンド社「総営開発|#報」 1979年群季号。



ｍ
メ
リ
ヵ
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
，
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
の
支
出
二
千
八
百
九
十
億
に
比
べ
る
と
約
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、

４
日
本
と
異
な
り
、
政
府
か
害
伺
の
委
託
研
究
費
が
は
る
か
に
大
規
模
に
な
る
の
で
、
そ
の
分
を
加
味
す
る
と
一
桁
近
い
格
差
に
な
る
。

民
間
企
業
の
こ
う
し
た
現
状
か
ら
、
政
府
分
担
率
が
高
ま
り
、
増
加
分
の
か
な
り
の
部
分
が
民
間
企
業
の
研
究
開
発
費
と
し
て
委

託
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
間
企
業
に
と
っ
て
も
大
き
な
支
援
に
な
る
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
、
政
府
資
金

が
効
果
的
に
使
い
易
い
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

研
究
開
発
投
資
需
要
は
、
図
４
に
見
る
よ
う
に
、
応
用
研
究
期
か
ら
開
発
期
に
か
け
て
急
増
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
投
資
の

タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
事
な
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
わ
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
、
先
進
工
業
諸
国
に
お
け
る
投
資
の
増
加
率
の
動
向
を
観

察
し
て
い
て
、
各
国
で
の
動
向
が
明
確
に
な
っ
た
時
期
を
み
は
か
ら
っ
て
研
究
開
発
活
動
に
参
入
す
る
方
法
を
と
っ
て
き
た
の
で
、

先
導
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
を
ど
う
と
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
苦
労
し
た
経
験
が
乏
し
い
。
そ
の
た
め
、
い
ざ
先
頭
を
切
っ
て
走

石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
直
後
に
動
き
始
め
た
「
サ
ン
シ
ャ
・
イ
ン
計
画
」
や
「
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
計
画
」
な
ど
を
見
る
と
、
政
府
資
金
に
よ

る
研
究
投
資
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
い
か
に
も
良
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
極
論

す
れ
ば
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
備
え
て
計
画
が
推
進
さ
れ
て
、
い
わ
ば
タ
イ
ミ
ン
グ
が
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
世
界
い

ず
れ
の
国
も
、
そ
れ
ほ
ど
タ
イ
ミ
ン
グ
の
良
い
研
究
開
発
計
画
を
用
意
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
こ
れ
は
な
い
も
の
ね
だ
り

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
研
究
開
発
計
画
が
発
動
さ
れ
た
あ
と
に
お
け
る

タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
。

(2)

研
究
開
発
投
資
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
運
用
の
自
由
度
の
見
直
し
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ろ
う
と
す
る
場
合
に
な
る
と
、
早
す
ぎ
た
り
遅
す
ぎ
た
り
し
て
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
し
が
ち
で
あ
る
。

応
用
研
究
期
は
実
験
室
で
の
実
証
段
階
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
現
場
に
持
ち
こ
ん
で
製
造
技
術
の
実
証
や
新
製
品
の
完
成
を
目
指

す
開
発
期
と
比
べ
る
と
、
す
べ
て
の
点
で
評
価
基
準
が
違
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
だ
け
評
価
が
む
ず
か
し
く
な
る
の
で
、
開

発
期
で
の
初
期
評
価
に
お
い
て
は
は
な
は
だ
結
論
が
出
し
に
く
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
場
合
を
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
よ
く
分
か
る
。
当
時
、
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
分
離
法
と
し
て
は
「
遠

心
分
離
法
」
「
ガ
ス
拡
散
法
」
「
電
磁
分
離
法
」
の
三
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
方
法
の
い
ず
れ
が
圧
倒
的
に
有
利
か
、
評
価
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
が
発
動
さ
れ
る
と
、
や
む
を
え
ず
、
こ
の
三
方
法
を
並
行
開
発
す
る
こ
と
に
し
て
三
つ
と

も
予
算
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
並
行
開
発
方
式
は
平
時
な
ら
ば
二
重
投
資
、
三
重
投
資
と
い
う
非
難
が
出
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
事
実
、
陸
軍
技
術
本
部
か
ら
派
遣
さ
れ
て
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
エ
兵
管
区
」
の
司
令
官
と
し
て
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
」
の
総
指

揮
官
と
な
っ
た
グ
ロ
ー
ブ
ス
少
将
は
、
当
初
、
三
方
法
の
評
価
に
努
め
、
各
方
式
を
担
当
す
る
チ
ー
ム
・
リ
ー
ダ
ー
の
顔
色
を
読
む

こ
と
で
達
成
の
可
能
性
を
類
推
し
よ
う
と
ま
で
し
た
が
、
つ
い
に
事
前
の
評
価
で
特
定
の
方
式
に
し
ぼ
り
込
む
と
い
う
結
論
を
出
す

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
で
も
、
現
在
は
太
陽
、
地
熱
、
石
炭
液
化
、
ガ
ス
化
、
水
素
の
四
分
野
で
、
幾
つ
か
の
サ
ブ
・
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
応
用
研
究
段
階
か
ら
開
発
段
階
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
た
め
急
増
す
る
資
金
需
要
に
対
し
て
一
般
会
計
予
算
だ
け
で
は

れ
な
い
。

応
用
研
究
で
は
実
験
室
規
模
な
の
で
、
た
と
え
三
方
式
を
並
行
研
究
し
て
も
急
激
に
予
算
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、

開
発
段
階
に
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
く
な
る
。
応
用
研
究
段
階
か
ら
開
発
段
階
へ
の
移
行
期
は
ど
う
し
て
も
予
算
の
急
増
は
さ
け
ら

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。



4忽第II部第四章世界平和のための科学技術開発

研
究
開
発
の
資
金
需
要
は
、
一
定
の
伸
び
方
を
続
け
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
段
階
に
飛
躍
的
な
増
大
が
起
こ
る
性
質
を
持
っ

て
い
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
開
発
投
資
は
、
こ
の
よ
う
な
急
増
す
る
資
金
需
要
に
十
分
対
応
で
き
る
よ
う
な
弾
力
性
・

柔
軟
性
を
持
っ
て
い
な
い
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
成
果
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

｝
」
の
た
め
ア
メ
リ
カ
で
は
、
研
究
開
発
特
別
会
計
の
設
置
や
、
複
数
の
財
源
か
ら
の
マ
ル
チ
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
方
式
な
ど

を
と
れ
る
よ
う
に
し
て
、
必
要
な
弾
力
性
が
保
て
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
開
発
特
別
会
計
」

の
設
置
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
。
も
し
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
の
改
善
を
本
当
に
望
む
な

ら
ば
、
研
究
開
発
資
金
需
要
の
特
性
に
応
じ
た
資
金
調
達
方
式
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
財
政
事
情
の
悪
い
現
状
か
ら
ど
う
し
て
も
政
府
資
金
の
増
額
が
実
現
で
き
な
い
な
ら
ば
、
せ
め
て
資
金
運
用
の
自
由
度

を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
委
託
費
が
、
国
民
の
負
託
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
厳
格
な
会
計
基
準
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
し

ば
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
制
約
が
緩
和
さ
れ
た
だ
け
で
も
、
実
質
的
に
予
算
を
倍
増
し
た
く
ら
い
の
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の

が
、
今
日
、
関
係
者
の
間
で
の
常
識
で
あ
る
。
金
も
ふ
や
さ
な
い
、
自
由
度
も
高
め
な
い
で
は
、
日
本
の
科
学
技
術
の
将
来
は
ま
こ

と
に
重
大
な
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

処
理
し
き
れ
な
く
な
り
、
電
源
開
発
特
別
会
計
や
石
炭
特
別
会
計
な
ど
か
ら
資
金
を
流
用
す
る
方
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て

き
た
。

わ
が
国
の
戦
後
に
お
け
る
代
表
的
な
技
術
開
発
の
事
例
を
見
る
と
、
日
本
開
発
銀
行
が
設
立
以
来
実
施
し
て
き
た
「
国
産
技
術
振

(3)

特
許
銀
行
と
研
究
開
発
投
資
戦
略
の
研
究
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こ
の
場
合
の
新
技
術
と
は
、
わ
が
国
で
研
究
開
発
さ
れ
た
新
技
術
を
企
業
化
し
よ
う
と
す
る
。
プ
ロ
》
ン
エ
ク
ト
を
対
象
と
す
る
も
の

で
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
革
新
的
な
技
術
の
組
合
せ
も
含
む
独
創
的
な
も
の
、
実
用
性
が
高
い
も
の
、
新
製
品
の
開
発
、
品
質
性
能

の
著
し
い
向
上
、
省
力
化
、
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
他
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
、
と
な
っ
て
い
る
。

融
資
期
間
は
平
均
十
年
程
度
で
、
利
率
は
五
十
三
年
五
月
現
在
で
六
・
○
五
％
～
六
・
五
五
％
で
あ
る
。
ま
た
企
業
化
に
つ
い
て

は
、
成
功
・
不
成
功
は
と
く
に
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、
技
術
の
秘
密
保
持
に
は
格
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
、
日
本
の
技
術
水
準
の
急
速
な
向
上
の
過
程
で
、
こ
れ
ら
国
家
資
金
に
よ
る
支
援
の
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
技
術
水
準
が
世
界
の
最
高
水
準
に
近
づ
き
、
部
分
的
に
は
そ
れ
を
超
え
た
現
在
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
間

に
対
す
る
助
成
手
段
も
、
現
状
に
応
じ
て
変
容
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
各
種
補
助
金
、
委
託
費
、
融
資
の
ご
と
き
直
接
的

な
資
金
供
与
と
は
異
な
る
新
し
い
助
成
手
段
で
あ
る
。
間
接
的
助
成
手
段
と
し
て
の
税
制
優
遇
措
置
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
り
、

そ
う
大
幅
に
改
善
は
加
え
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、
や
は
り
、
現
在
一
番
困
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
を
改
め
て
検
討
し
、
そ
こ
に
新
し

と
な
っ
て
い
る
。

興
融
資
」
は
、
長
期
・
低
金
利
の
技
術
開
発
資
金
が
極
め
て
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
融
資
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
技
術
水
準
の
向
上
に
と

っ
て
大
き
な
支
援
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
国
産
技
術
振
興
融
資
の
種
類
と
対
象
は
、

①
新
技
術
の
企
業
化
新
技
術
を
企
業
化
す
る
場
合
に
必
要
な
設
備
投
資
が
対
象

②
商
品
化
試
作
新
技
術
を
用
い
た
機
械
・
装
置
等
の
試
作
品
の
製
造
費
が
対
象

③
重
機
械
開
発
新
技
術
を
用
い
最
初
に
製
造
さ
れ
た
機
械
・
装
置
を
購
入
す
る
場
合
、
そ
の
購
入
費
が
対
象
（
自
ら
製
造
し
て

使
用
す
る
場
合
は
製
造
費
が
対
象
）
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‐

４
と
い
う
道
が
あ
る
。
ま
た
企
業
化
段
階
を
対
象
に
し
た
助
成
制
度
と
し
て
は
、

て
は
、 そ

こ
で
政
府
は
、
従
来
の
国
産
技
術
振
興
融
資
と
は
別
枠
で
「
特
許
銀
行
（
仮
称
）
」
を
新
設
し
、
委
託
費
で
開
発
さ
れ
た
成
果

の
う
ち
工
業
所
有
権
を
設
定
で
き
た
も
の
に
対
し
て
ば
、
そ
の
工
業
所
有
権
の
見
返
り
と
し
て
開
銀
資
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

化
以
前
の
研
究
開
発
に
対
し
て
も
融
資
で
き
る
よ
う
に
し
、
独
創
的
な
技
術
の
萌
芽
や
、
研
究
開
発
段
階
の
よ
り
高
次
段
階
へ
の
移

行
の
た
め
の
研
究
開
発
を
支
援
す
る
方
途
を
開
く
べ
き
で
あ
る
。

現
在
、
企
業
化
以
前
の
研
究
開
発
段
階
（
基
礎
研
究
↓
応
用
研
究
↓
工
業
化
試
験
・
企
業
化
試
験
）
に
対
す
る
助
成
手
段
と
し

い
対
策
を
用
意
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
・

現
在
、
民
間
の
研
究
開
発
に
直
接
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
四
十
一
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
発

制
度
」
に
よ
る
委
託
費
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
委
託
費
の
導
入
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
工
業
所
有
権
は
、
す
べ
て
国
に
帰
属
し
、

そ
の
利
用
上
開
発
者
は
優
遇
措
置
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
企
業
は
、
何
ら
か
の
優
遇
措
置
を
強
く
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

②
新
技
術
開
発
事
業
団
の
委
託
開
発
等

③
税
制
上
の
優
遇
措
置
増
加
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額
控
除
制
度
な
ど

④
そ
の
他

①
補
助
金
通
産
坐

助
金
な
ど
が
あ
る
。

通
産
省

可

の
重
要
技
術
研
究
開
発
補
助
金
、
運
輸
省
の
科
学
技
術
応
用
研
究
補
助
金
、
建
設
省
の
建
設
技
術
研
究
費
補
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第5表技術貿易収支の推移

年度
49 5047 4846

項目

1,073

1,738~11738
785

1,248

690

1,518

新規

継続"
1,227

1,329

1,760

1,076
技術輸出

件 数
| " i:076 1 [,248 1 1,518 1

総数’ 2.556 1 2,836 1 2,033 1 2,208 1 2,811
796

5,970

945

4,568

863

4,967

新規

継続

845

3,601

1,207

4,776
技術輸入

件 数
総数’ 4,446 50983 1 5,513 1 5,830 1 6,766

20,101

37.001

18,876

47,718

新規

継続

18,206

23,967

24,718

26,129

11,109

16,078
対価受取額

（100万円）
総数’ 27,187 1 42,173 1 50,847 1 57,102 1 66,594

14,635

145,197

13,300

155,831

新規

継続

15,642

118,901

14,462

159,454

19,522

153,786
対価支払額

（100万円）
総数| 134,543 1 173,916 1 173,309 1 159,832 1 169,131

〔出所〕特許庁資料による。

①
日
本
開
発
銀
行
の
国
産
技
術
振
興
融
資

②
中
小
企
業
金
融
公
庫
の
新
技
術
融
資

③
税
制
上
の
優
遇
措
置
特
別
償
却
制
度

な
ど
が
あ
る
。

特
許
銀
行
（
仮
称
）
は
、
企
業
化
段
階
以
前
の
研
究
開
発
段
階
に
対

す
る
、
い
ま
一
つ
の
新
し
い
助
成
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
資
金
は
特
別
会
計
に
よ
り
、
工
業
所
有
権
の
売
買
益
、
運

用
益
等
を
基
金
に
組
み
込
め
る
よ
う
な
方
式
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
国
が
保
有
す
る
国
有
特
許
の
運
用
状
況
は
極
め
て
低
調
で
あ

り
、
投
資
に
見
合
う
特
許
料
収
入
は
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
民

間
を
含
め
た
わ
が
国
全
体
の
特
許
料
収
入
は
着
実
に
伸
び
て
お
り
、
第

５
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
技
術
貿
易
収
入
は
四
十
七
年
度

分
か
ら
継
続
分
を
除
く
新
規
分
に
つ
い
て
は
、
対
価
受
取
額
が
対
価
支

払
額
を
上
回
り
、
入
超
状
態
に
転
換
し
て
い
る
。
わ
が
国
も
、
い
よ
い

よ
技
術
輸
出
国
へ
の
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
継
続
分
ま
で
含

め
て
技
術
貿
易
収
支
の
黒
字
転
換
は
ま
だ
当
分
先
に
な
る
で
あ
ろ
う

が
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
わ
が
国
も
工
業
所
有
権
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
、
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こ
の
特
許
銀
行
で
は
、
か
っ
て
日
本
開
発
銀
行
が
設
備
投
資
研
究
所
を
併
設
し
て
企
業
化
段
階
に
お
け
る
設
備
投
資
動
向
の
分
析

と
、
設
備
投
資
戦
略
の
研
究
を
行
な
い
、
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
よ
う
に
、
研
究
開
発
投
資
研
究
所
を
併
設
し
て
、
研
究
開
発
投

資
の
動
向
調
査
と
、
そ
の
投
資
戦
略
の
研
究
を
行
な
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

民
間
だ
け
で
は
な
く
、
国
一

の
引
金
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 国

家

研
究
開
発
活
動
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
研
究
者
・
開
発
者
の
ほ
か
に
優
秀
な
指
導
者
・
調
整
者
お
よ
び
企
画
者
が
必

要
で
あ
る
。
合
意
形
成
を
尊
重
し
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
の
意
思
決
定
方
式
を
嫌
う
傾
向
の
強
い
わ
が
国
で
は
、
優
秀
な
指
導
者
と
優
秀

な
企
画
者
が
育
ち
に
く
い
組
織
風
土
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
格
別
の
努
力
を
し
な
い
と
、
優
れ
た
企
画
者
や
指
導
者
は
育
た

な
い
。
研
究
開
発
過
程
に
お
い
て
、
指
導
者
や
企
画
者
の
役
割
が
と
く
に
大
事
に
な
る
の
は
図
５
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
応
用
研
究

の
前
後
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
。
基
礎
研
究
か
ら
応
用
研
究
へ
移
行
す
る
過
程
で
は
、
と
び
抜
け
て
優
秀
な
研
究
指
導
者
が
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
、
応
用
研
究
か
ら
新
製
品
開
発
初
期
（
通
常
、
基
礎
開
発
徴
。
§
日
の
昌
巴
：
ぐ
の
－
８
ョ
の
具
と
呼
ば
れ
る
時
期
）

に
お
い
て
は
抜
群
に
優
秀
な
研
究
企
画
者
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
材
、
と
り
わ
け
研
究
企
画
者
の
養
成
に
は
格
別
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
開
発
を
め
ぐ
る
国
際
協
力
を

見
る
と
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
わ
が
国
は
相
手
国
側
か
ら
出
さ
れ
る
研
究
企
画
書
の
水
準
に
圧

倒
さ
れ
て
、
相
手
の
枠
組
の
中
で
人
と
金
を
出
し
て
ひ
た
す
ら
協
力
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
状
況
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

(4)

研
究
企
画
に
対
す
る
民
間
の
参
加

レ
ベ
ル
で
の
対
応
を
考
え
る
必
要
が
で
て
き
た
。
特
許
銀
行
は
そ
う
し
た
事
態
の
転
換
を
は
か
る
一
つ
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図5研究開発活動の原動力
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○リーダー選定能力
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（いかなる研究方法を用い

る,か）
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〔出所〕松井好｢技術開発戦略の日米比較」ダイヤモンド経営開発情報。
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ま
た
、
政
府
の
委
託
研
究
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
優
秀
な
研
究
企
画
者
が
優
れ
た
構
想
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
Ｒ
Ｆ
Ｐ

角
の
目
の
２
昏
局
甲
呂
ｏ
の
巴
《
提
案
要
請
書
）
を
作
成
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
で
は
、
Ｂ
４
版
数
枚
程
度
の
Ｒ
Ｅ
Ｐ
し

か
作
成
さ
れ
な
い
の
が
通
例
な
の
で
、
比
較
し
て
み
る
と
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
質
に
は
、
大
き
な
日
米
格
差
が
み
ら
れ
る
。
今
後

研
究
開
発
投
資
の
分
担
の
増
加
が
要
請
さ
れ
て
い
る
国
の
委
託
研
究
分
野
で
は
、
研
究
公
務
員
の
総
定
員
が
厳
し
く
押
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
研
究
企
画
機
能
と
い
う
面
で
大
き
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
研
修
等
に
よ
る
資
質
向
上
だ
け
で
は
、
な

か
な
か
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
面
で
厳
し
く
研
修
等
の
機
会
を
持
つ
こ
と
の
多
い
民
間
企
業
の

研
究
企
画
ス
タ
ッ
フ
の
利
用
方
法
を
、
政
府
と
し
て
も
考
え
て
み
る
と
よ
か
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
国
立
研
究
所
の
運
営
委
託
を
特
定
の
民
間
企
業
に
対
し
て
行
な
う
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
一

つ
の
対
策
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
原
子
力
委
員
会
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）
の
開
発
方
式
を
み
る
と
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
管
轄
下
に
あ
る
国
立
研
究
所

の
委
託
運
営
契
約
に
従
っ
て
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ジ
国
立
研
究
所
は
ユ
ニ
オ
ン
・
カ
ー
バ
イ
ト
社
が
、
ハ
ン
フ
ォ
ー
ド
研
究
所
と
ク
ノ
ー

ル
ズ
研
究
所
は
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
が
、
ベ
ッ
テ
ィ
ス
研
究
所
と
ア
イ
ダ
ホ
舶
用
炉
研
究
所
は
ウ
ェ
ス
チ
ン
グ
ハ
ウ
ス

社
が
そ
れ
ぞ
れ
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。

も
し
わ
が
国
で
も
こ
の
よ
う
な
国
立
研
究
所
の
運
営
委
託
方
式
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
工
業
所
有
権
の
帰
属
や
優
遇
措
置
に
つ
い
て

の
民
間
企
業
の
不
満
も
解
消
し
、
政
府
は
民
間
の
優
れ
た
研
究
企
画
能
力
を
、
参
加
と
い
う
形
で
活
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
ア
メ
リ
カ
方
式
に
近
い
前
例
と
し
て
は
、
わ
が
国
で
も
「
超
Ｌ
Ｓ
Ｉ
技
術
研
究
組
合
」
に
設
置
さ
れ
た
技
術
研
究
所
の
運
営
が
、

ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、
現
行
法
の
枠
内
で
も
や
れ
る
可
能
性
は
な
く
は
な
い
。
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こ
う
し
た
試
み
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、
発
展
途
上
国
へ
の
技
術
援
助
や
技
術
協
力
の
場
で
活
躍
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
道
を
開
け

ば
、
豊
か
な
経
験
が
さ
ら
に
活
用
さ
れ
、
日
本
へ
の
信
頼
感
を
高
め
る
こ
と
に
も
役
立
つ
だ
ろ
う
。
平
均
寿
命
が
七
十
歳
を
越
え
た

現
在
、
五
十
五
歳
で
定
年
を
迎
え
た
人
材
は
ま
だ
十
年
間
は
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
研
究
開
発
の
指
導
・
企
画
・
調
整
な
ど

の
業
務
は
、
若
さ
だ
け
で
は
不
十
分
な
面
が
少
な
く
な
く
、
実
績
の
あ
る
人
材
へ
の
期
待
は
大
き
い
。

的
で
あ
る
。

研
究
公
務
員
の
中
高
年
対
策
も
大
事
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
の
技
術
水
準
の
向
上
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て

き
た
企
業
の
中
高
年
対
策
は
、
そ
の
技
術
者
の
層
が
厚
い
だ
け
に
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
間
企
業
の
中
高
年
者
の
中
か
ら
、

研
究
業
績
の
あ
る
人
材
や
、
研
究
企
画
者
と
し
て
の
経
験
の
深
い
人
材
を
、
政
府
機
関
で
契
約
し
て
利
用
す
る
方
法
を
講
じ
て
み
て

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
推
進
本
部
の
情
報
セ
ン
タ
ー
に
は
、
民
間
企
業
で
豊
富
な
経
験
を
積
み
、

ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
太
い
情
報
パ
イ
プ
を
持
っ
た
人
材
を
企
業
の
定
年
直
後
に
契
約
し
て
活
躍
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
大
変
効
果

(5)環
太
平
洋
圏
諸
国
の
工
業
化
に
と
っ
て
必
要
な
適
正
技
術
や
、
適
正
高
度
技
術
の
開
発
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
日

日
本
人
の
技
術
移
転
ノ
ウ
ハ
ウ
を
再
評
価
せ
よ

(6)

中
高
年
研
究
開
発
人
材
の
再
活
用

環
太
平
洋
圏
の
経
済
社
会
開
発
へ
の
貢
献
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本
の
技
術
移
転
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
貴
重
な
教
訓
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
技
術
進
歩
の
歴
史
は
、
巧
み
な
技
術
移
転
（
愚
‐

・
言
○
さ
四
月
餌
．
亀
の
ど
の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
出
雲
の
砂
鉄
を
利
用
し
た
刀
剣
の
技
術
が
、
各
地
の
砂
鉄

を
求
め
て
、
移
転
し
た
古
代
鉄
器
時
代
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
天
平
・
飛
鳥
の
建
築
技
術
の
よ
う
に
中
国
か
ら
の
技
術
移
転
と
消
化
の

過
程
で
、
移
転
ｌ
消
化
ｌ
普
及
と
い
う
独
自
の
技
術
開
発
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
な
ど
、
技
術
移
転
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本

人
は
、
歴
史
的
に
独
自
の
効
果
的
技
術
移
転
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
き
た
。

戦
国
時
代
に
お
け
る
鉄
砲
技
術
の
導
入
ｌ
消
化
Ｉ
普
及
過
程
に
も
、
他
の
諸
国
に
お
け
る
鉄
砲
の
製
造
技
術
の
利
用
過
程
に
比
べ

る
と
、
は
る
か
に
工
業
化
期
間
が
短
く
効
率
的
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
徳
川
三
百
年
の
鎖
国
時
代
に
は
、
鎖
国
に
よ
る
政
権
の
安
定
化
と
経
済
の
安
定
成
長
を
図
る
た
め
、
長
崎
の
出
島
と
い
う

狭
窓
か
ら
、
必
要
な
技
術
情
報
は
有
効
に
利
用
す
る
が
、
科
学
や
技
術
の
巨
大
化
を
巧
み
に
制
御
し
、
社
会
の
要
請
に
合
致
し
た
適

正
技
術
（
恩
胃
ｏ
胃
冨
蔚
８
。
言
○
一
○
囮
）
を
育
て
て
い
っ
た
こ
と
に
も
、
日
本
人
の
技
術
移
転
の
巧
み
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
日
本
人
の
歴
史
的
過
程
で
つ
ち
か
わ
れ
た
巧
み
な
技
術
移
転
ノ
ウ
ハ
ウ
が
最
も
効
果
を
発
揮
し
た
の
が
、
戦
後
に
お
け

る
外
国
技
術
の
導
入
過
程
で
あ
っ
た
。
先
導
的
技
術
開
発
の
実
績
は
確
か
に
少
な
い
が
、
経
済
的
評
価
が
可
能
な
段
階
に
達
し
た
技

術
の
工
業
化
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
、
合
成
皮
革
、
ロ
ー
タ
リ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
な
ど
の
典
型
的
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

日
本
は
そ
の
技
術
発
明
国
よ
り
も
遙
か
に
有
効
な
工
業
化
を
実
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
巧
み
な
日
本
人
の
技
術
移
転
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
効
率
的
な
工
業
化
の
促
進
に
と
っ
て
は
貴
重
な
財
産
で
あ
り
、
天
然

資
源
に
替
わ
る
将
来
の
技
術
進
歩
を
支
え
る
原
動
力
で
あ
る
。

今
日
、
わ
が
国
で
は
、
安
易
な
技
術
導
入
否
定
論
が
強
く
、
自
主
技
術
の
開
発
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、



狸

他
の
先
進
工
業
諸
国
が
果
た
し
た
よ
う
な
純
粋
基
礎
研
究
か
ら
は
じ
ま
る
独
自
技
術
の
開
発
の
歴
史
を
、
わ
が
国
も
持
つ
べ
き
だ
と

い
う
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
面
で
わ
が
国
が
こ
れ
ま
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
経
済
大
国
と
な
っ
た
わ
が
国
が
、
他
の
先
進
工
業
諸
国
が
果
た
し
た
よ
う
な
役

割
を
い
ま
こ
そ
果
た
す
べ
き
だ
、
と
い
う
使
命
感
は
実
に
よ
く
わ
か
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
可
能
性
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

く
に
、
環
太
平
洋
経
済
圏
諸
国
が
日
本
を
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
に
し
て
独
自
の
工
業
化
戦
略
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
日
本
の
技
術
戦

略
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
共
同
戦
略
が
成
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
さ
ぐ
る
た
め
に
も
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
効
率
的

工
業
化
の
手
段
と
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た
か
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
日
本
の
技
術
の
歴
史
か
ら
み
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
基
礎
か
ら
実
用
化
ま
で
一
貫
し
て
世
界
に
先
導
し

た
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
な
歴
史
的
体
験
が
乏
し
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
そ
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
て
も
、
可
能
性
は
極
め
て
低
い

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
絶
望
的
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
戦
前
の
理
化
学
研
究
所
の
一
連
の
業
績
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
外
国
か
ら
の
情
報
遮
断
が
起
こ
り
、
大
き
な
外
圧
の
も
と
で
研
究
開
発
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

例
外
的
に
優
れ
た
役
割
が
果
た
せ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
外
圧
は
極
め
て
例
外
的
に
し
か
起
こ
ら

な
い
の
で
、
そ
れ
を
あ
て
に
し
て
技
術
戦
略
を
策
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
は
、
そ
の
ま
れ
な
外
圧
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
石
油
シ
ョ
ッ
ク
で
は
、
そ
れ
を
契
機
と

し
て
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
開
発
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
）
が
発
足
し
、
日
本
人
が
外
圧
の
下
で
有
効
な
技
術
開

発
を
行
な
い
う
る
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
既
存
の
試
験
・
研
究
所
の
有
効
活
用
や
、
研
究
開
発
推
進
主
体
の
新
設
な

ど
に
関
す
る
意
思
決
定
の
遅
さ
な
ど
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
可
能
性
も
決
し
て
大
き
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
い
だ
か
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そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
日
本
人
の
国
民
的
な
特
性
と
し
て
の
技
術
移
転
ノ
ウ
ハ
ウ
を
再
評
価
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る

日
本
の
技
術
移
転
戦
略
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
問
題
な
の
は
、
現

在
の
国
際
関
係
を
動
か
し
て
い
る
の
は
「
格
差
是
正
」
と
「
相
互
主
義
」
の
考
え
方
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
技
術
移
転
の
受
け
手

と
し
て
の
経
験
し
か
持
っ
て
い
な
い
日
本
が
、
相
互
主
義
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
、
新
た
に
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
の
役
割
を

い
か
に
果
た
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
の
技
術
移
転
ノ
ウ
ハ
ウ
が
受
け
手
と
し
て
の
水
準
ば
か
り
で
な
く
、
送
り
手
と
し
て
の
水
準
も
高
い
か
ど
う
か
は
ま
だ
十

分
評
価
で
き
る
段
階
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
今
後
の
日
本
の
科
学
技
術
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
日
本
が
必
要
と
す
る
技
術
の
研

究
開
発
に
つ
い
て
は
、
国
際
関
係
を
そ
こ
な
わ
な
い
範
囲
で
の
垂
直
的
技
術
移
転
と
、
国
内
産
業
間
に
お
け
る
水
平
的
な
技
術
移
転

の
促
進
に
重
点
的
な
努
力
を
傾
注
し
、
技
術
移
転
の
受
け
手
と
し
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
限
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
日

本
経
済
が
高
度
成
長
期
か
ら
低
成
長
期
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
た
め
、
政
府
が
目
標
と
し
て
い
る
国
民
所
得
の
二
・
五
％
と
い
う
研
究

開
発
投
資
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
し
ば
ら
く
は
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
技
術
移
転
に
よ
る
効
果
に
依
存

し
、
研
究
開
発
投
資
の
不
足
を
そ
れ
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
上
手
な
政
策
選
択
の
方
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
か
か
る
努
力
と
並
行
し
て
、
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
に
努
力
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
現
在
の
厳

し
い
研
究
開
発
投
資
環
境
を
克
服
す
る
手
段
が
つ
か
め
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
中
心
に
し

た
環
太
平
洋
経
済
圏
諸
国
と
の
間
に
共
通
の
技
術
戦
略
が
持
て
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

’

8



4認

技
術
移
転
の
研
究
が
体
系
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
二
つ
の
背
景
が
あ
る
。
第
一
の
背
景
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
産
業
間
の
水
平
的
技
術
移
転
の
促
進
に
関
す
る
研
究
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
に
国
家
宇
宙
法
案
が
議
会
で
承
認
さ

れ
て
以
来
、
宇
宙
開
発
計
画
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
る
多
量
の
高
度
な
技
術
情
報
を
他
産
業
分
野
に
い
か
に
有
効
に
伝
達
し
、
活
用
す

る
か
が
、
多
額
の
研
究
開
発
投
資
を
承
認
す
る
議
会
関
係
者
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
技
術
情
報
を
異
種
主
体
間
で
計
画
的
・
意
識
的
に
伝
達
し
、
活
用
す
る
行
為
と
し
て
の
「
技
術
移
転
」
に
関
す
る
研

究
の
促
進
が
、
強
く
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
初
代
の
航
空
宇
宙
局
長
ジ
ェ
ー
ム
ス
．
Ｅ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
そ
の
最
も
熱
心
な

推
進
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
エ
科
大
学
（
Ｍ
Ｉ
Ｔ
）
の
政
治
学
部
長
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
．
Ｃ
・
ウ
ッ
ド
お
よ

び
Ｍ
Ｉ
Ｔ
宇
宙
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
ジ
ョ
ン
。
Ｖ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
等
と
協
力
し
、
一
九
六
六
年
に
「
技
術
移
転
に
お
け
る
人
間
的
要

因
」
に
関
す
る
国
際
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
多
甸
画
ｏ
８
局
冒
牙
の
弓
恩
。
匙
の
甸
氏
目
の
。
旨
○
一
○
週
ミ
ミ
．
露

の
蜀
号
の
旬
騨
且
口
○
コ
回
匡
の
・
三
秒
且
昌
切
共
編
、
松
井
好
・
山
崎
昇
共
訳
『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
二
年
）

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
国
際
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
契
機
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
技
術
移
転
に
関
す
る
研
究
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
次
第
に
活

発
な
体
系
的
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
第
二
の
背
景
と
し
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
マ
ー
シ
ャ
ル
計
画
以
来
、
米
・
ソ
両
大
国
お
よ
び
一
部
の
先
進
国
か
ら
、
同

盟
国
な
ら
び
に
発
展
途
上
国
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
技
術
協
力
・
経
済
協
力
に
伴
う
国
家
間
の
垂
直
的
技
術
移
転
の
促
進
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
の
技
術
移
転
研
究
に
欠
落
し
て
い
る
課
題
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研
究
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
は
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
は
軍
事
・

宇
宙
分
野
以
外
の
技
術
の
商
業
活
動
（
扇
◎
言
。
‐
。
。
ヨ
ョ
の
尉
○
邑
”
ｏ
戴
く
算
ど
の
方
向
づ
け
に
つ
い
て
は
、
市
場
の
決
定
原
理
に

ゆ
だ
ね
て
き
た
が
、
そ
の
活
動
規
模
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
市
場
原
理
に
基
づ
く
方
向
づ
け
に
満
足
で
き
な
く
な
り
、
次
第
に
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
合
致
し
た
方
向
に
技
術
を
導
く
必
要
性
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
日
本
政
府
の
、
外
国
為
替
管
理
法
の
運
用
に
よ
る
極

め
て
有
効
な
技
術
の
方
向
づ
け
の
や
り
方
に
、
大
き
な
教
訓
を
得
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
垂
直
的
な
技
術
移
転
の
送
り
手
側
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
と
同
時
に
、
受
け
手
の
側
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
も
急

速
に
高
ま
っ
て
き
た
。
送
り
手
側
の
論
理
に
立
っ
た
垂
直
的
技
術
移
転
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ

る
世
界
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
形
成
を
進
め
よ
う
と
い
う
期
待
の
も
と
で
書
か
れ
た
ダ
ニ
エ
ル
．

Ｌ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
雲
弓
①
○
百
○
一
○
四
○
§
冒
刃
再
思
の
２
耳
の
言
（
小
沼
敏
・
栗
山
盛
彦
共
訳
『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
』
、
日
本
生
産

性
本
部
一
九
七
三
年
）
が
大
変
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
連
（
工
業
開
発
機
構
Ｉ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
）
や
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
な
ど
で
は
、
受
け
手
側
の
論
理
に
立
っ

た
垂
直
的
技
術
移
転
の
研
究
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。
と
く
に
、
一
九
七
五
年
末
に
イ
ン
ド
政
府
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
の
協
力
の
下
に

企
画
し
た
「
技
術
移
転
に
関
す
る
国
際
セ
ミ
ナ
ー
」
で
は
三
十
五
カ
国
か
ら
五
十
一
人
の
代
表
が
参
加
し
た
ほ
か
、
世
界
銀
行
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
か
ら
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
出
席
し
、
生
産
力
向
上
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
と
、
南
北
の
格
差
の
是
正
に
と
っ
て
、
技
術

移
転
の
効
率
的
展
開
が
欠
か
せ
な
い
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
「
技
術
的
な
仕
事
の
遂
行
方
法
に
関
す
る
情
報
お
よ
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び
技
法
を
、
計
画
的
か
つ
合
理
的
に
伝
達
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
機
構
の
下
で
、
時
の
経
過
と
と
も

に
成
り
行
き
の
ま
ま
に
移
動
す
る
「
拡
散
」
（
日
露
ロ
凰
○
己
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
た

め
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
の
全
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
計
画
的
・
合
理
的
に
情
報
や
技
法
を
伝
達
す
る
た
め
の
考
え

方
・
方
法
・
組
織
・
制
度
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
研
究
の
蓄
積
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
達
過
程
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
次
の
諸
点
に
関
す
る
分
野
に
著
し
い
研
究
の
欠
落
と
問
題
点
が
み
ら
れ
る
。

①
対
象
と
な
る
「
技
術
」
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
「
社
会
」
と
の
間
に
、
密
接
な
相
互
効
果
（
ク
ロ
ス
・
イ
ン
パ
ク
ト
）
が
作
用

②
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
過
程
で
発
生
す
る
「
社
会
シ
ス
テ
ム
の
意
外
性
」
、
た
と
え
ば
、
政
権
交
替
に
よ
る
技
術

選
択
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
が
不
足
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
意
外
性
に
対
応
で
き
る
有
効
な
技
術
移
転
政
策
を
展
開
す
る

こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
。

③
長
期
的
・
戦
略
的
構
想
に
基
づ
い
た
政
府
・
公
共
企
業
・
私
企
業
等
の
間
で
の
有
機
的
な
分
業
的
協
業
関
係
を
確
立
し
、
推
進

す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
。

こ
れ
ら
の
困
難
は
極
め
て
発
生
し
や
す
い
事
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
技
術
移
転
の
研
究
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
こ
れ

ら
の
困
難
を
予
防
し
、
克
服
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
前
記
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
報
告
書
の
翻
訳
な
ど
を
契
機
に
し
て
、
か
な
り
組
織
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
て
い
る
こ
と
。

わ
が
国
に
お
け
る
技
術
移
転
研
究
の
現
状
と
問
題
点
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注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
諸
活
動
が
あ
る
。

①
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
お
け
る
研
究

②
科
学
技
術
と
経
済
の
会
に
お
け
る
研
究

③
日
本
能
率
協
会
に
お
け
る
研
究

④
未
来
工
学
研
究
所
に
お
け
る
研
究

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
国
に
対
す
る
技
術
協
力
の
促
進
上
、
技
術
移
転
の
研
究
に
早
く
か
ら
取

り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
集
大
成
と
も
い
え
る
研
究
が
一
九
七
二
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
、
通
産
省
の
委
託
研
究
と
し
て
実
施
さ
れ

た
。
こ
の
研
究
は
一
橋
大
学
の
小
島
清
教
授
を
座
長
に
、
海
外
へ
の
直
接
投
資
に
か
か
わ
る
技
術
移
転
問
題
や
、
工
業
所
有
権
の
取

引
に
か
か
わ
る
技
術
移
転
問
題
な
ど
を
中
心
に
、
理
論
と
実
証
の
両
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
技
術
移
転
の
促
進
と
抑
制
に
か
か
わ
る
問
題
点
が
解
明
さ
れ
た
。

こ
の
研
究
会
に
は
、
科
学
技
術
と
経
済
の
会
の
研
究
チ
ー
ム
か
ら
も
筆
者
や
専
務
理
事
の
吉
岡
勝
義
氏
な
ど
数
人
の
メ
ン
バ
ー
が

情
報
交
流
の
た
め
参
加
し
た
。
一
方
、
科
学
技
術
と
経
済
の
会
で
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
委
託
研
究
活
動
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期

に
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
わ
が
国
に
お
け
る
戦
後
の
主
要
な
技
術
移
転
の
実
例
に
つ
い
て
、
技
術
移
転
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
技
術
移
転

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
重
点
を
置
い
た
実
証
研
究
が
行
な
わ
れ
た
。

実
証
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
電
子
顕
微
鏡
、
建
設
機
械
（
ブ
ル
ド
ー
ザ
）
、
自
動
車
、
船
舶
、
光
学
器
械

な
ど
で
あ
っ
た
。
研
究
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
移
転
の
過
程
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
研
究
者
・
技
術
者
を
招
き
、
研
究
会
メ

ン
バ
ー
（
主
査
・
中
村
幸
雄
、
日
本
通
信
協
力
専
務
）
と
の
討
議
を
通
じ
て
、
「
技
術
移
転
と
日
本
に
お
け
る
工
業
化
の
成
功
条
件
」
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を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

技
術
移
転
の
日
本
に
お
け
る
諸
例
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
共
通
の
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
科
学
技
術
と

経
済
の
会
編
、
『
電
気
通
信
産
業
の
た
め
の
技
術
移
転
Ｉ
そ
の
一
ｌ
』
一
九
七
五
年
参
照
）
・

〈
伝
達
の
形
成
の
類
型
化
〉

①
伝
導
型
（
○
○
乱
ロ
。
畝
○
口
ご
胃
）
ノ
ウ
ハ
ウ
の
供
与
契
約
（
ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
）
を
伝
達
経
路
（
チ
ャ
ネ
ル
）
と
し
て
、
特

定
の
二
者
ま
た
は
複
数
者
間
で
技
術
レ
ベ
ル
の
高
い
方
か
ら
低
い
方
へ
技
術
が
移
転
す
る
型
の
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
技
術
は

「
所
有
権
の
確
立
し
た
技
術
」
（
胃
○
胃
一
の
冒
昌
厨
。
言
○
一
○
囮
）
で
あ
り
、
し
か
も
形
態
と
し
て
は
文
書
・
図
面
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

等
が
多
く
、
ま
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
て
い
る
こ
と
が
特
長
で
あ
る
。
一
般
に
こ
の
タ
イ
プ
で
は
技
術
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
の
程
度
に
応

じ
て
移
転
の
成
功
が
左
右
さ
れ
る
。

②
放
射
型
青
農
冨
威
○
コ
ご
胃
）
一
つ
の
送
り
手
か
ら
不
特
定
の
送
り
手
に
一
様
に
技
術
が
送
り
出
さ
れ
る
型
の
も
の
で
、

Ｐ
Ｂ
リ
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
文
書
形
式
の
も
の
に
限
ら
ず
、
サ
ン
プ
ル
や
技
術
的
情
報
の
購
入
、
閲
覧
な
ど
が
大
部
分
で
あ
る
。
ま
た

特
許
明
細
書
を
み
て
有
用
な
特
許
の
実
施
権
を
入
手
す
る
こ
と
も
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
｝
」
の
タ
イ
プ
で
は
、
受
け
手
の
受
入
れ
態

勢
が
ど
れ
だ
け
整
備
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
移
転
の
成
功
が
左
右
さ
れ
る
。

③
キ
ャ
リ
ャ
ー
型
（
・
肖
風
の
周
ご
胃
）
こ
の
型
は
、
研
究
者
や
技
術
者
自
身
が
移
転
の
媒
体
と
な
る
も
の
で
、
対
象
と
な
る

技
術
に
熟
達
し
た
人
を
指
導
者
と
し
て
招
い
た
り
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
も
と
に
技
術
指
導
を
受
け
に
留
学
や
研
修
と
い
う

形
で
人
を
派
遣
し
た
り
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
型
の
移
転
が
、
特
定
企
業
間
の
契
約
に
基
づ
く
行
為
と
し

て
実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
①
の
伝
導
型
に
類
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
タ
イ
プ
で
は
、
指
導
を
す
る
側
と
指
導
を
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①
無
変
化
型
・
無
気
力
型
移
転
さ
れ
た
技
術
は
形
式
的
に
消
化
さ
れ
る
が
、
訓
練
を
受
け
た
当
人
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
り
、

当
人
が
そ
の
消
化
と
保
持
に
精
一
杯
で
、
他
へ
の
波
及
効
果
が
少
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
当
該
技
術
移

転
に
対
す
る
経
営
戦
略
上
の
位
置
づ
け
や
、
最
高
意
思
決
定
者
の
意
図
が
不
明
確
な
場
合
に
発
生
し
や
す
い
。

②
吸
収
型
受
入
れ
側
が
移
転
し
た
技
術
を
一
応
消
化
し
、
パ
ラ
メ
ー
タ
の
多
少
の
変
更
に
対
し
て
は
、
自
力
で
対
応
で
き
る
場

合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
消
化
の
段
階
か
ら
普
及
・
活
用
の
段
階
に
至
る
か
否
か
は
、
組
織
的
な
推
進
体
制
を
整
備
で
き
る

か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
推
進
体
制
の
組
織
化
が
遅
れ
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
外
部
か
ら
の
流
入
が
止
ま

っ
た
と
た
ん
に
能
力
が
低
下
し
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

③
消
化
型
わ
が
国
の
技
術
移
転
の
多
く
は
、
単
な
る
吸
収
に
と
ど
ま
ら
ず
、
吸
収
し
た
も
の
が
受
入
れ
側
の
体
質
を
変
え
、
そ

れ
を
完
全
に
消
化
し
た
う
え
で
、
自
発
的
な
技
術
開
発
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
が
消
化
型
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
態
が
起
こ
る
た
め
に
は
、
受
入
れ
側
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
、
外
部
排
撃
の
気
風
が
な
く
、
開
放
的
で
、
か
つ
知
的

好
奇
心
が
強
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
て
も
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
気
風
が
極
め
て
強
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
自
発
的
な
技
術
開
発
活
動
が
誘
発
さ
れ
る
条
件
と
し
て
は
、
受
入
れ
側
の
知
的
水
準
が
高
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
戦
後

の
学
制
改
革
と
、
そ
れ
に
伴
う
高
学
歴
化
は
、
こ
の
面
で
も
わ
が
国
の
技
術
移
転
に
消
化
型
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
支
え
と
な
っ
て

受
け
る
側
と
の
人
間
関
係
の
深
さ
に
よ
っ
て
、
技
術
移
転
の
成
功
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
技
術
移
転
に
伴
う
イ
ン
パ
ク
ト
の
類
型
化
〉

技
術
移
転
に
伴
う
イ
ン
パ
ク
ト
に
は
、
技
術
受
入
れ
側
の
心
理
的
・
能
力
的
・
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
技
術
移
転
後
に
起
こ
る
変

化
が
変
動
し
て
く
る
。
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い

る

と

い

え

よ

う

。

”

②
わ
が
国
で
は
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
は
理
論
も
経
験
も
共
に
ま
だ
著
し
く
不
足
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
た
め
海
外
市
場
へ

の
「
商
品
輸
出
」
の
段
階
か
ら
「
技
術
輸
出
」
や
資
源
の
「
開
発
輸
入
」
の
時
代
へ
と
重
点
が
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
多
く
の
企
業

が
、
こ
の
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
、
い
か
な
る
戦
略
的
展
開
を
図
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
大
き
な
悩
み
を
抱
い
て
い
る
こ
と
。

③
わ
が
国
で
は
、
技
術
移
転
の
研
究
者
の
層
が
薄
く
、
一
部
の
経
済
学
者
や
経
営
学
者
が
、
よ
う
や
く
小
規
模
な
研
究
活
動
を
開

始
し
た
段
階
な
の
で
、
そ
れ
を
組
織
的
な
大
規
模
研
究
へ
発
展
さ
せ
、
他
の
先
進
工
業
諸
国
に
お
け
る
研
究
の
現
状
に
追
い
つ
き
、

追
い
越
す
た
め
に
は
、
特
別
の
配
慮
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
み
て
、
今
後
わ
が
国
で
技
術
移
転
の
研
究
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
関
係
省
庁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
数

千
万
円
程
度
の
大
型
委
託
研
究
予
算
を
組
み
、
官
・
産
・
学
共
同
の
学
際
的
研
究
チ
ー
ム
を
編
成
し
て
、
集
中
的
に
研
究
を
推
進
す

次
に
、
日
本
能
率
協
会
で
は
、
昭
和
四
十
九
年
か
ら
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
研
究
開
発
推
進
全
国
会
議
」
で
、
「
現
有
技
術
の
他

分
野
へ
の
移
管
」
の
問
題
と
し
て
、
技
術
移
転
に
関
す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
討
議
を
通

じ
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

①
わ
が
国
で
は
技
術
移
転
の
受
け
手
と
し
て
豊
か
な
経
験
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
論
づ
け
が
著
し
く
遅
れ
て
い
る
こ

と
。
こ
の
た
め
今
後
理
論
づ
け
が
進
め
ば
、
わ
が
国
の
研
究
開
発
の
効
率
化
に
と
っ
て
大
き
な
効
果
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待

が
大
き
い
こ
と
。

技
術
移
転
研
究
の
課
題
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①
産
業
間
技
術
移
転
に
関
す
る
内
外
の
事
例
研
究
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
航
空
宇
宙
産
業
の
シ
ス
テ
ム
技
術
の
他
産
業
分
野

へ
の
移
転
に
関
す
る
研
究
な
ど
。

②
技
術
移
転
過
程
に
お
け
る
意
外
性
と
そ
の
対
策
の
研
究
た
と
え
ば
、
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
、
わ
が
国
が
こ
れ
ま
で
経

験
し
た
諸
事
例
の
追
跡
調
査
を
行
な
い
、
９
コ
戴
品
の
コ
ミ
弓
冨
。
こ
“
胃
園
昌
弓
言
○
昌
な
ど
の
応
用
研
究
を
行
な
う
こ
と
な
ど
。

③
長
期
技
術
移
転
戦
略
の
研
究
た
と
え
ば
、
技
術
移
転
モ
デ
ル
（
松
井
好
『
研
究
成
果
の
高
揚
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
』
、

日
本
能
率
協
会
第
二
回
全
国
研
究
開
発
推
進
全
国
会
議
資
料
集
一
九
七
五
年
参
照
）
の
研
究
や
、
技
術
移
転
タ
イ
ミ
ン
グ
（
野
田
克
彦
『
技
術
移

転
の
効
果
と
成
功
の
要
因
』
前
述
、
日
本
能
率
協
会
資
料
集
参
照
）
の
研
究
な
ど
を
発
展
さ
せ
て
、
技
術
移
転
過
程
に
お
け
る
長
期
戦
略
の

あ
り
方
を
研
究
す
る
こ
と
な
ど
。

④
国
際
関
係
モ
デ
ル
に
よ
る
技
術
移
転
の
当
事
者
間
の
紛
争
研
究
国
際
間
の
紛
争
に
関
す
る
モ
デ
ル
を
使
っ
て
、
当
事
者
間
の

紛
争
の
因
果
関
係
を
分
析
し
、
紛
争
の
予
知
・
予
防
に
関
す
る
知
見
を
う
る
こ
と
な
ど
。

な
お
、
↓
」
う
し
た
課
題
の
う
ち
、
幾
つ
か
に
関
連
す
る
基
礎
的
研
究
が
（
財
）
未
来
工
学
研
究
所
で
、
電
気
通
信
技
術
の
分
野
に

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
述
の
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
対
す
る
通
産
省
の
委
託
研
究
は
、
そ
の
先
駆
的
試
み
と
し
て
高
く
評
価
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
委
託
規
模
が
小
さ
く
、
研
究
の
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
た
。

今
後
、
こ
の
種
の
委
託
研
究
が
一
段
と
拡
大
す
る
よ
う
大
蔵
省
を
は
じ
め
関
係
省
庁
に
は
格
別
の
配
慮
を
期
待
し
た
い
。
そ
う
し

た
努
力
に
よ
っ
て
わ
が
国
は
、
研
究
開
発
投
資
の
節
約
が
出
来
る
と
と
も
に
、
新
た
に
技
術
移
転
の
送
り
手
と
し
て
、
国
際
社
会
の

中
で
、
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
な
お
そ
の
場
合
の
主
要
な
研
究
課
題
と
し
て
は
、
次
の
四
項
目

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。



蔑
艘
鮭
繊
鮎
霊
鮮
舗
灘
詫
購
鵬
繍
縣
儲
羅
灘
轤
索

ロ
セ
ス
分
析
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
、
人
間
関
係
分
析
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
日
本
通
信
協
力
（
株
）
専
務
の
中
村

幸
雄
氏
を
主
査
に
官
・
産
・
学
共
同
の
学
際
的
研
究
チ
ー
ム
で
、
現
在
、
第
一
段
階
の
イ
ラ
ン
に
お
け
る
事
例
研
究
が
終
わ
り
、
今

後
、
事
例
研
究
の
拡
大
と
、
第
二
段
階
の
理
論
研
究
へ
の
展
開
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
展
望
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
幾
つ
か
の
技
術
移
転
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
が
過
去
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
ま

た
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
研
究
で
も
研
究
費
の
不
足
、
研
究
者
の
不
足
、
情
報
の
不
足
と
い
う
三
つ
の
カ
ベ

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

日
本
が
国
際
社
会
の
中
心
で
、
真
に
経
済
大
国
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
こ
の
技
術
移
転
の
研
究
は
、
今
後
す
べ
て

の
研
究
者
・
技
術
者
が
共
通
の
課
題
と
し
て
関
心
を
持
ち
、
協
力
し
合
う
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
技
術
者
の
新

し
い
社
会
的
役
割
の
分
野
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
お
き
た
い
。

①
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
計
画
の
構
想
環
太
平
洋
経
済
圏
の
可
能
性
を
展
望
す
る
と
き
、
そ
の
豊
富
な
天
然
資
源
と
人
的
資
源
を
活
用

す
る
手
段
と
し
て
の
技
術
水
準
の
向
上
が
重
要
な
前
提
条
件
と
な
る
。
技
術
協
力
や
経
済
協
力
は
、
技
術
進
歩
の
引
金
に
は
な
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
技
術
水
準
の
向
上
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
・

日
本
の
工
業
化
の
歴
史
は
、
経
済
発
展
の
原
動
力
と
し
て
の
技
術
進
歩
を
い
か
に
効
率
的
に
実
現
さ
せ
る
か
に
関
す
る
長
期
の
継

環
太
平
洋
経
済
圏
に
お
け
る
技
術
移
転
の
展
開
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続
的
実
験
の
過
程
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
強
力
な
国
立
研
究
機
関
の
整
備
、
大
学
理
工
科
系
学
部
の
強
化
、
民
間
企
業
の
技
術
研
究

所
へ
の
積
極
的
な
政
府
助
成
お
よ
び
研
究
開
発
の
た
め
の
特
殊
法
人
の
設
立
な
ど
に
よ
っ
て
、
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
先
端
的
技
術

の
修
得
と
、
そ
れ
を
べ
ｌ
ス
に
し
た
自
主
技
術
の
開
発
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
活
動
に
必
要
な
人
材
養
成
を
効
率
的
に
実
現
し
て
き
た
。

こ
の
歴
史
的
教
訓
は
、
太
平
洋
経
済
圏
を
構
成
す
る
諸
国
の
今
後
の
工
業
化
の
推
進
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
工
業
化
は
決
し
て
順
調
で
は
な
く
、
厳
し
い
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
欧
米
技
術
先
進
国
と

ア
ジ
ア
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
資
源
保
有
国
と
の
協
力
に
よ
っ
て
、
幸
運
に
も
こ
の
試
行
錯
誤
は
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
は
、
こ
の
成
功
の
教
訓
を
伝
え
、
よ
り
高
い
成
功
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
応
分
な
国
際
協
力
に
努
め
る
こ
と
が
、
日
本
の
国
際

的
責
務
で
あ
り
、
各
国
の
期
待
も
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
日
本
が
い
か
な
る
形
で
そ
の
役
割
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日

本
の
国
内
・
海
外
で
幾
つ
も
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
資
金
面
の
協
力
、
技
術
開
発
面
の
協
力
、
事
業
実
施
面
の
協
力
な
ど
に
つ

い
て
多
面
的
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
提
案
に
共
通
な
点
は
経
済
大
国
日
本
が
主
導
権
を
握
っ
て
実
施
し
よ

う
と
す
る
意
識
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
政
治
が
多
極
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
で
は
、
特
定
の
一
国
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す

よ
う
な
計
画
は
現
実
的
で
は
な
い
。
多
国
間
の
協
調
と
協
力
に
よ
る
参
加
方
式
に
よ
る
運
営
と
い
う
の
が
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
工
業
化
過
程
に
お
け
る
技
術
開
発
と
人
材
養
成
の
歴
史
は
平
穏
な
歴
史
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
胆
な
試

行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
過
程
か
ら
え
ら
れ
た
教
訓
を
太
平
洋
圏
の
発
展
の
た
め
に
適
用
し
た
結
果

提
案
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
「
ア
ク
タ
ッ
ド
計
画
」
ｓ
ｏ
弓
弓
シ
ロ
ン
甲
○
胃
画
ョ
さ
再
貯
厨
口
○
の
貝
の
同
旦
弓
の
。
ご
ｏ
－
ｏ
四
目
３
－

コ
典
の
甸
画
乱
胃
く
の
－
８
ョ
の
。
こ
の
構
想
で
あ
る
。

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
計
画
は
、
環
太
平
洋
圏
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
基
盤
と
な
る
技
術
開
発
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
、
資
源
開
発
の
体
制



狸
雌
謹
癖
軒
津
御
肛
っ
舗
飢
噺
嘩
彌
諏
幅
率
峨
噸
嘩
嘩
匪
鋤
鱒
調
獅
澤
銅
榊
Ⅷ
鋤
塞
劫
識
燕
鍛
咋
諏
諦
鋤
罐
壺
蝿
癖
燭
麺
や
韮
電
信
岬

Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
Ｉ
Ｅ
Ａ
角
昌
の
弓
．
画
冨
○
コ
巴
同
国
の
筍
固
津
栩
。
。
ど
の
機
能
と
役
割
の
ア
ジ
ア

版
を
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
範
囲
の
技
術
開
発
や
資
源
開
発
に
関
し
て
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
目
的
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
は
、
二
十
一
世
紀
の
環
太
平
洋
圏
の
繁
栄
に
と
っ
て
不
可
欠
な
技
術
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

資
源
の
開
発
計
画
の
企
画
・
立
案
・
推
進
の
業
務
を
、
国
連
等
に
よ
る
地
球
レ
ベ
ル
と
、
各
国
政
府
に
よ
る
国
家
レ
ベ
ル
と
の
中
間

の
、
太
平
洋
圏
レ
ベ
ル
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
球
レ
ベ
ル
の
検
討
は
、
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
の
「
人
類
の
危
機
レ
ポ
ー
ト
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
種
々
の
予
測
モ
デ
ル
が
開
発
さ

れ
、
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
で
具
体
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
球
レ
ベ
ル
の
分
析
か
ら
は
、
各
国
政
府

の
政
策
立
案
に
際
し
て
必
要
な
基
本
理
念
や
制
約
条
件
に
関
す
る
基
本
的
情
報
は
入
手
で
き
て
も
、
意
思
決
定
に
役
立
つ
具
体
的
情

報
の
入
手
は
期
待
で
き
な
い
。
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
自
身
も
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
、
そ
の
後
、
地
域
的
モ
デ
ル
の
開
発
に
取
組
ん
で

き
た
が
、
太
平
洋
圏
諸
国
に
と
っ
て
有
益
な
モ
デ
ル
開
発
を
そ
こ
に
期
待
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
や
は
り
太
平
洋
圏
の
問
題

は
太
平
洋
圏
諸
国
の
自
主
的
努
力
に
よ
っ
て
解
決
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
は
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
太
平
洋
圏
の
繁
栄
の
た
め
の
技
術
的
問
題
解
決
活
動
の
セ
ン
タ
ー
と
な
り
、
各
国
政

府
の
自
主
的
活
動
と
協
力
を
し
て
、
二
十
一
世
紀
の
ビ
ジ
ョ
ン
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

③
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
必
要
性
現
在
、
す
で
に
砂
漠
に
パ
ビ
リ
オ
ン
・
ハ
ウ
ス
を
建
設
し
、
太
陽
光
発
電
海
水
淡
水
化
な
ど
を

行
な
い
食
樋
生
産
を
試
み
よ
う
と
す
る
「
ソ
ー
ラ
ー
・
オ
ア
シ
ス
計
画
」
扇
。
匿
司
○
画
の
厨
甲
ｏ
胃
画
ョ
）
や
、
公
海
に
巨
大
な
海
洋



い
か
だ
を
浮
か
べ
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
水
素
の
生
産
や
海
水
淡
水
化
を
行
な
お
う
と
す
る
「
ポ
ル
シ
ェ
計
画
」
君
。
厨
房
・

国
陛
．
ａ
・
○
○
の
。
ご
罰
画
津
噂
異
の
ョ
さ
再
零
号
品
の
．
厚
○
。
○
ョ
ど
の
よ
う
に
極
め
て
大
胆
な
、
し
か
も
具
体
的
な
二
十

一
世
紀
へ
の
技
術
的
ビ
ジ
ョ
ン
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
計
画
が
、
次
々
に
提
案
さ
れ
推
進
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
計
画
は
、
ポ
ル
シ
ェ
計
画
が
そ
の
経
済
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
、
海
底
マ
ン
ガ
ン
団
塊
の
採
掘
や
、
海
水
ウ
ラ
ニ
ウ
ム

濃
縮
な
ど
へ
の
併
用
も
考
え
よ
う
と
す
る
動
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
大
規
模
な
多
目
的
型
の
計

画
と
い
う
色
彩
を
強
め
て
ゆ
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
計
画
は
一
部
の
大
学
を
中
心
と
し
た
国
際
的
作
業
グ
ル
ー
。
フ
の
手
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、

開
発
資
金
の
調
達
問
題
、
開
発
計
画
へ
の
各
国
の
参
加
問
題
、
開
発
成
果
の
利
用
問
題
、
海
洋
法
な
ど
の
適
用
を
め
ぐ
る
国
際
問
題
、

環
境
汚
染
問
題
な
ど
の
諸
問
題
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て
は
、
強
力
な
常
設
の
国
際
機
関
の
存
在
が
不
可
欠
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

国
連
レ
ベ
ル
の
機
関
で
は
環
太
平
洋
圏
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
キ
メ
の
細
か
い
対
策
を
打
ち
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

で
は
、
環
太
平
洋
圏
に
存
在
す
る
既
存
の
諸
機
関
や
国
際
会
議
等
に
よ
っ
て
技
術
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
問
題
等
に
関
す
る
多
国

間
協
調
が
推
進
で
き
る
か
と
い
う
と
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
既
存
諸
機
関
に
は
固
有
の
目
的
が
あ
り
、
固
有
の
伝
統
と
慣
習
を
持
ち
、
新

し
い
目
的
へ
の
対
応
が
む
ず
か
し
く
な
る
。
や
は
り
新
し
い
目
的
に
は
、
新
し
い
機
関
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。

④
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
運
営
こ
の
提
案
は
、
Ｉ
Ｅ
Ａ
の
ア
ジ
ア
版
と
し
て
の
新
し
い
国
際
的
な
機
構
を
設
立
し
、
資
源
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
な
ど
の
技
術
分
野
を
中
心
に
し
て
、
日
本
の
工
業
技
術
を
上
手
に
利
用
し
た
技
術
移
転
の
推
進
機
関
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

巽
駐
憩
嶋
獺
涌
窪
漂
霊
謹
・
闇
爆
書
．
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鉛４
－
、
鎖
国
状
態
に
あ
る
日
本
の
教
育
と
文
化

日
本
は
ア
ジ
ア
大
陸
に
近
い
極
東
の
一
島
国
で
あ
る
。
こ
の
日
本
に
と
っ
て
宿
命
的
な
地
理
的
位
置
は
国
際
化
時
代
を
迎
え
た
今

日
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
過
去
と
将
来
を
理
解
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
こ
の
日
本
の
置

か
れ
た
地
理
的
条
件
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
は
過
去
二
千
年
の
長
い
歴
史
を
有
す
る
が
、
最
近
の
百
年
を

除
い
て
そ
の
大
半
は
も
っ
ぱ
ら
ア
ジ
ア
的
世
界
の
中
で
生
存
し
て
き
た
。
東
洋
の
二
大
文
化
で
あ
る
儒
教
文
化
と
仏
教
文
化
は
中
国

大
陸
や
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
、
日
本
文
化
の
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
。
さ
ら
に
近
代
に
入
っ
て
西
欧
文

化
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
東
洋
文
化
と
は
全
く
異
質
の
文
化
に
接
し
、
こ
れ
を
も
近
代
化
の
課
題
達
成
の
た
め
に
積
極
的
に
移
入
し
、

化
と
い
う
、
こ
れ
ま
秀

同
化
に
努
め
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
過
去
二
千
年
の
歴
史
に
お
い
て
、
つ
ね
に
圧
倒
的
に
高
い
先
進
文
化
を
摂
取
す
る
過
程
の
な
か
で
自
ら
の

発
展
を
図
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
国
際
的
に
開
か
れ
た
心
を
保
持
す
る
こ
と
は
日
本
の
歴
史
的
伝
統
で
あ
っ
た
。

川
先
進
的
な
外
来
文
化
に
対
し
て
日
本
の
国
民
は
狭
い
排
他
心
か
ら
そ
れ
を
拒
否
排
斥
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
そ
の
先
進
性

を
認
め
て
積
極
的
に
移
入
に
努
め
た
。

そ
の
外
来
文
化
の
摂
取
に
当
っ
て
は
、

(1)

外
来
文
化
受
容
の
伝
統

一



I

価
し
か
し
、
二
十
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
、
欧
米
化
が
日
本
古
来
の
精
神
的
遺
産
を
否
定
し
、
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
価
値
体
系
を

際国
大
き
く
ゆ
る
が
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
末
期
の
社
会
主
義
思
想
の
蔓
延
、
大
正
期
の
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
台
頭
、

雲
昭
和
前
期
の
共
産
主
義
の
浸
透
な
ど
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
明
治
以
来
の
国
家
的
統
一
性
は
崩
れ
、
階
級
対
立

第
や
新
旧
思
想
の
対
立
の
激
化
を
招
来
し
た
。
こ
の
た
め
、
昭
和
期
に
入
っ
て
、
階
級
対
立
や
新
旧
思
想
の
対
立
を
も
た
ら
し
た
民
主

部麺
主
義
・
自
由
主
義
・
個
人
主
義
・
社
会
主
義
・
共
産
主
義
な
ど
を
一
括
し
て
危
険
な
外
来
思
想
と
し
て
否
定
し
、
日
本
古
来
の
伝
統

麹
鋤
鐸
諦
榊
誕
諦
坤
識
綱
鐸
跡
諏
唖
鐸
蠅
綜
岬
準
錨
嘩
議
揃
御
誕
味
部
錘
蝿
罎
昨
葬
計
転
か
鋤
舞
唖
鄙
維
確
識
融
銚
錘
唾
諏
鋼
稽
趣
喧

も

と
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立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。

⑧
摂
取
し
た
先
進
文
化
に
つ
い
て
は
、
在
来
の
文
化
と
の
融
合
を
図
り
、
独
自
の
日
本
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。

な
ど
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
特
色
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
神
道
思
想
、
仏
教
思
想
（
と
く
に
大
乗
仏
教
思
想
〉
、
儒
教
思
想
、
武
士
道
精
神
、

の
四
つ
の
精
神
的
潮
流
が
日
本
文
化
の
伝
統
的
遺
産
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
精
神
的
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
圧
倒
的
に
優
勢
な
欧
米
先
進
文
化
を
移
入
す
る
に
際
し
て
も
、
日
本
民
族
の

精
神
的
独
立
と
伝
統
的
な
社
会
秩
序
を
維
持
し
つ
つ
、
急
速
な
欧
米
化
に
よ
る
近
代
国
家
の
建
設
に
成
功
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
は
他
の
多
く
の
非
欧
米
諸
国
が
欧
米
文
化
に
圧
倒
さ
れ
て
、
自
国
の
独
自
な
個
性
的
文
化
を
喪
失
し
た
の
と
は
き
わ

②
先
進
的
な
外
来
文
化
の
移
入
に
当
っ
て
、
日
本
は
こ
れ
を
無
批
判
・
無
差
別
に
移
入
し
た
の
で
は
な
く
、
主
体
的
な
選
択
を
し

つ
つ
移
入
し
た
。

ー



一
九
四
五
年
八
月
の
敗
戦
以
後
、
日
本
は
圧
倒
的
に
ア
メ
リ
カ
文
化
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の

摂
取
に
当
っ
て
は
、
敗
戦
と
い
う
異
常
事
態
で
あ
っ
た
た
め
に
、
日
本
国
民
は
ア
メ
リ
カ
文
化
を
選
択
的
に
摂
取
す
る
主
体
性
を
失

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
民
族
の
伝
統
的
な
外
来
文
化
摂
取
の
パ
タ
ー
ン
は
有
効
に
働
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不
幸
な
こ
と

に
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
は
民
主
主
義
的
な
土
壌
が
未
成
熟
な
日
本
の
社
会
に
、
占
領
政
策
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
上
か
ら
権
力
的

に
強
行
さ
れ
、
敗
者
た
る
日
本
国
民
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
検
討
や
批
判
も
な
く
、
唯
々
諾
々
と
し
て
こ
れ
を
受
け
容
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
則
的
な
経
緯
を
経
て
移
入
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
式
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
当
然
、
日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
や

そ
れ
に
も
と
づ
く
社
会
秩
序
と
の
間
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
そ
の
克
服
が
戦
後
の
民
主
化
の
基
本
的
課
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
戦
後
の
国
際
情
勢
は
米
ソ
二
大
国
を
中
心
と
し
た
自
由
主
義
陣
営
と
社
会
主
義
陣
営
と
の
対
立
に
発
展
し
、
そ

う
し
た
国
際
情
勢
を
微
妙
に
反
映
し
て
、
戦
後
の
国
是
と
な
っ
た
民
主
主
義
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
欧
米
の
自
由
民
主
主
義
の
伝
統

の
上
に
お
い
て
理
解
す
る
も
の
と
、
ソ
連
や
中
国
の
人
民
民
主
主
義
の
方
向
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
対
立
が
生
ま
れ
た
。

こ
の
対
立
は
戦
後
の
民
主
主
義
教
育
の
理
念
に
お
い
て
も
鋭
い
対
立
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
戦
後
三
十
年
に
わ
た
っ
て
教
育
界
を
混

・
乱
さ
せ
て
来
た
基
本
的
な
原
因
と
な
っ
た
。

て
も
否
定
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

(2)

敗
戦
後
の
日
本
の
精
神
状
況
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し
か
し
、
個
人
の
私
利
私
欲
の
追
求
は
そ
の
結
果
と
し
て
強
者
が
弱
者
を
征
服
す
る
弱
肉
強
食
の
競
争
激
化
の
社
会
を
つ
く
り
あ

げ
る
。
こ
の
社
会
で
は
弱
者
は
強
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
集
団
を
組
織
し
、
集
団
の
圧
力
に
よ
っ
て
強
者
に
対
抗
す
る
と
と
も
に
自

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
の
日
本
は
、
戦
前
の
軍
国
主
義
・
超
国
家
主
義
に
お
け
る
全
体
主
義
的
倫
理
１
１
滅
私
奉
公
と
い
う
語
に
典
型
的
に
示
さ
れ

て
い
る
１
１
に
対
す
る
反
動
か
ら
、
国
に
対
す
る
忠
誠
、
民
族
に
対
す
る
責
任
と
い
っ
た
社
会
的
倫
理
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
、
個
人

の
尊
重
が
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
一
切
の
前
提
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
個
と
全
体
と
の
関
係
が
個
に

偏
し
た
一
方
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
個
人
の
権
利
の
主
張
は
強
硬
だ
が
、
そ
れ
に
伴
う
責
任
に
つ
い
て
は
無
自
覚
で
あ
る
と

い
う
利
己
的
な
個
人
主
義
が
蔓
延
し
た
。
こ
う
し
て
私
利
私
欲
の
追
求
が
自
由
の
名
の
下
で
公
然
と
横
行
し
、
私
益
が
公
益
に
優
先

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
流
の
民
主
主
義
を
日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
社
会
制
度
と
い
か

に
し
て
調
和
せ
し
め
て
行
く
か
と
い
う
課
題
を
も
つ
と
と
も
に
、
そ
の
民
主
主
義
を
自
由
民
主
主
義
の
立
場
で
理
解
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
人
民
民
主
主
義
の
方
向
で
理
解
す
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
う
一
つ
の
課
題
を
も
同
時
に
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
後
三
十
年
の
日
本
の
歩
み
は
、
こ
の
二
重
の
課
題
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
徒
ら
に
混
乱
と
不
毛
の
対
立
に
終
始
し
、
今

日
に
至
る
も
な
お
そ
の
課
題
達
成
の
展
望
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
戦
後
三
十
年
に
わ
た
る
日
本
の
民
主
化
の
歩
み

を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
本
的
問
題
が
生
起
し
て
来
て
い
る
。

価
値
観
の
混
迷
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こ
う
し
た
戦
後
日
本
に
お
け
る
価
値
観
の
混
迷
は
教
育
目
的
を
設
定
す
る
際
の
根
本
的
な
障
害
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
か
ら

戦
後
の
教
育
の
荒
廃
や
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
育
の
混
乱
は
、
戦
後
に
生
ま
れ
、
育
っ
た
青
年
の
意
識
の
調
査

ど
の
風
潮
が
目
立
っ
た
。

己
の
私
利
私
欲
を
集
団
の
名
に
お
い
て
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
最
初
、
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
抗
争
で
あ
っ
た

も
の
が
、
後
に
は
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
集
団
対
集
団
の
対
立
抗
争
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
力
関
係
が
政
治
や
行

政
を
左
右
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
集
団
対
集
団
、
組
織
対
組
織
の
対
立
抗
争
が
激
化
す
る
時
代
に
な
る
と
、
せ
っ
か
く
戦
後
、
全
体
主
義
的
束
縛
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
自
由
で
自
主
的
な
人
間
と
な
っ
た
は
ず
の
個
人
は
、
再
び
集
団
や
組
織
の
庇
護
を
求
め
て
そ
の
な
か
に
埋
没
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
た
集
団
や
組
織
の
最
も
大
き
い
も
の
の
一
つ
は
労
働
組
合
で
あ
り
、
総
評
と
同
盟
は
日
本
の
労
働
界
を
二
分
す
る

二
大
労
働
組
合
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
総
評
に
属
す
る
有
力
労
組
と
し
て
、
日
本
の
教
職
員
総
数
の
約
六
○
％
を
組
織
し
て
い
る
日
教

組
（
約
六
十
万
人
）
が
あ
り
、
こ
の
日
教
組
の
集
団
的
圧
力
が
教
育
政
策
や
教
育
行
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
個
人
よ
り
も
集
団
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
民
主
主
義
の
多
数
決
原
理
を
機
械
的
に
適
用
し
よ
う
と

し
た
誤
解
１
１
す
な
わ
ち
、
数
の
暴
力
が
理
性
の
支
配
に
優
先
す
る
Ｉ
が
広
く
蔓
延
し
た
か
ら
で
あ
り
、
大
衆
民
主
主
義
社
会
に

お
け
る
理
性
に
よ
る
指
導
力
が
低
下
し
て
来
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
来
、
工
業
化
が
進
行
す
る
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
価
値
の
相
対
化
が
進
行
す
る
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
戦
後
の
日
本

の
場
合
は
、
戦
前
の
価
値
観
が
一
切
否
定
さ
れ
た
上
に
、
戦
後
に
新
た
に
与
え
ら
れ
た
自
由
・
平
等
・
博
愛
な
ど
の
諸
価
値
も
そ
の
実
体

が
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
な
い
た
め
に
形
骸
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
概
念
を
人
民
民
主
主
義
の
論
理
で
歪
曲
化
し
た
り
す
る
な
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戦
後
の
価
値
観
の
混
乱
や
社
会
生
活
の
変
化
に
応
じ
て
教
育
の
目
的
・
内
容
・
方
法
も
戦
前
の
そ
れ
と
は
一
変
し
た
が
、
戦
前
の

教
育
体
制
か
ら
戦
後
の
民
主
主
義
教
育
体
制
が
定
着
す
る
ま
で
の
過
渡
的
時
期
に
お
い
て
は
、
幾
多
の
混
乱
や
試
行
錯
誤
が
繰
り
返

さ
れ
た
。

結
果
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
二
年
に
総
理
府
が
実
施
し
た
日
本
を
含
む
世
界
十
一
カ
国
の
青
年
の
意
識

調
査
に
よ
る
と
、
日
本
の
青
年
の
意
識
が
他
国
の
青
年
の
そ
れ
に
比
較
し
て
著
し
く
相
違
し
て
い
る
点
は

仙
人
生
目
標
に
何
を
求
め
て
よ
い
か
不
明
と
す
る
青
年
の
比
率
が
高
い
こ
と
。

②
人
間
観
に
お
い
て
、
人
間
の
本
性
を
悪
で
あ
る
と
し
た
青
年
の
比
率
が
か
な
り
高
い
こ
と
。

⑧
宗
教
に
関
す
る
無
関
心
が
七
四
％
と
異
常
に
高
率
で
あ
る
こ
と
。

側
友
人
の
少
な
い
比
率
に
お
い
て
最
高
で
あ
る
こ
と
。

⑤
仕
事
の
上
で
の
競
争
意
識
が
き
わ
立
っ
て
低
い
こ
と
。

⑥
社
会
生
活
に
対
し
て
七
割
が
不
満
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
高
率
は
他
国
に
は
見
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
る
。

、
国
が
国
民
の
福
祉
や
権
利
を
十
分
守
っ
て
い
な
い
と
す
る
考
え
方
が
八
八
％
も
あ
っ
て
、
他
国
の
そ
れ
よ
り
も
と
び
抜
け
て
高

⑧
未
来
の
社
会
に
対
し
て
肯
定
的
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
比
率
が
低
い
こ
と
。

な
ど
で
あ
る
。

教
育
の
荒
廃

率
で
あ
る
こ
と
。
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他
方
、
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
か
ら
日
本
は
高
度
経
済
成
長
の
時
期
に
突
入
し
、
伝
統
的
な
産
業
構
造
は
そ
の
根
底
か
ら
ゆ
ら
ぎ

始
め
た
。
こ
の
産
業
構
造
の
構
造
的
変
化
は
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
社
会
構
造
の
変
化
を
促
し
た
。
地
方
に
お
け
る
過
疎
化
と

大
都
市
の
過
密
化
の
進
行
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
家
庭
・
地
域
社
会
・
職
場
の
あ
り
方
を

大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ａ
家
庭
教
育
戦
前
に
は
日
本
の
家
庭
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
家
風
を
も
ち
、
個
性
的
な
家
庭
教
育
（
庭
訓
）
を
実
施
し
て
き
た
が
、

戦
後
に
な
っ
て
、
家
族
の
核
家
族
化
、
出
稼
ぎ
家
庭
の
増
加
、
伝
統
的
な
家
庭
観
へ
の
批
判
、
生
活
様
式
の
変
化
、
住
宅
問
題
の
窮

迫
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
家
庭
そ
の
も
の
が
崩
壊
的
状
況
に
あ
る
。
こ
の
家
庭
の
崩
壊
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
教
育
上
の
問
題
と
し
て

は
、
幼
児
期
・
少
年
期
に
か
け
て
必
要
と
さ
れ
る
習
慣
形
成
と
情
操
の
陶
冶
の
上
に
大
き
な
支
障
が
出
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
形
成
の
全
体
的
過
程
か
ら
い
え
ば
、
道
徳
性
と
情
操
の
基
盤
の
欠
如
を
意
味
す
る
。

⑤
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育
戦
前
の
日
本
に
あ
っ
て
は
、
地
域
社
会
は
極
め
て
結
合
力
の
強
い
共
同
体
的
社
会
で
あ
っ
て
、
そ

の
な
か
で
の
成
員
に
対
す
る
道
徳
的
規
制
力
は
現
実
の
生
活
を
か
な
り
強
力
に
規
制
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
文
化
が
「
恥
の

戦
前
の
価
値
体
系
が
崩
壊
し
て
価
値
基
準
が
百
八
十
度
の
転
換
を
見
た
戦
後
に
あ
っ
て
は
、
親
や
教
師
な
ど
青
少
年
を
指
導
す
る
立

場
に
あ
る
も
の
に
も
迷
い
と
自
信
喪
失
感
が
根
強
く
あ
っ
て
、
日
常
の
社
会
生
活
に
お
け
る
善
悪
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
自
信
を
も

っ
て
指
導
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
況
が
し
ば
ら
く
続
い
た
。
こ
の
た
め
、
民
主
主
義
教
育
の
原
理
的
な
理
解
に
お
い
て
不
徹
底
な

点
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

社
会
構
造
の
変
化
と
教
育
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㈲
教
育
界
の
混
乱
価
値
観
の
混
乱
は
学
校
教
育
で
は
教
育
目
的
の
混
乱
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
戦
前
の
教
育
勅
語
の
代
わ
り

に
戦
後
の
教
育
の
大
綱
を
定
め
た
も
の
は
教
育
基
本
法
で
あ
る
が
、
こ
の
教
育
基
本
法
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
西
欧
流
の
自
由
民
主

主
義
を
下
敷
き
に
し
て
理
解
す
る
立
場
と
、
ソ
連
・
東
欧
・
中
国
流
の
人
民
民
主
主
義
の
方
向
で
解
釈
す
る
立
場
と
で
は
、
そ
の
実
質

は
全
く
正
反
対
な
も
の
に
な
る
・
戦
後
の
教
育
界
の
混
乱
は
、
こ
の
二
つ
の
立
場
の
鋭
い
対
立
が
原
因
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
背
後
に

し
か
る
に
戦
後
、
と
く
に
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
共
同
体
的
農
村
の
構
造
が

急
激
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
農
村
か
ら
溢
れ
出
た
人
口
が
都
市
に
集
中
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
新
興
都
市
で
は
未
だ
本
来
的
な

意
味
で
の
地
域
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
が
十
分
に
成
立
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
村
に
あ
っ
て
は
進
行
す
る
過

疎
化
の
波
の
な
か
で
人
々
は
孤
立
し
、
過
密
化
す
る
大
都
市
に
あ
っ
て
は
原
子
化
さ
れ
た
孤
独
な
群
衆
が
劣
悪
な
生
活
環
境
の
な
か

で
疎
外
化
さ
れ
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
元
来
、
道
徳
と
は
人
間
と
人
間
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
戦
後
の

日
本
に
あ
っ
て
は
、
国
民
の
人
間
相
互
の
つ
な
が
り
が
稀
薄
化
し
、
原
子
化
し
，
た
個
人
が
孤
立
し
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
日
本
国
民
の
道
徳
的
混
迷
の
原
因
も
基
本
的
に
は
こ
こ
に
帰
因
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
社
会
の
共
同
体
的
基
盤
の
崩
壊
は
、
従
来
強
力
に
機
能
し
て
き
た
地
域
社
会
の
社
会
教
育
的
機
能
の
衰
退
を
も
た

ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
組
・
男
女
青
少
年
団
・
婦
人
会
・
宗
教
的
な
講
集
団
な
ど
の
組
織
の
衰
弱
も
し
く
は
消
滅
が
こ
れ
で
あ

文
化
」
と
規
定
さ
れ
る
の
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
地
域
社
会
の
道
徳
的
規
制
が
日
本
人
の
行
動
様
式
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
古
来
、
日
本
国
民
が
高
い
道
徳
性
を
保
持
し
得
た
の
も
こ
の
共
同
体
的
規
制
の
強
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
わ
け
で

あ
る
。

る
。
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は
、
根
深
い
政
治
的
対
立
が
あ
っ
た
。
と
く
に
日
教
組
は
法
律
上
は
教
職
員
の
団
体
で
あ
っ
て
、
労
働
組
合
法
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
そ
の
巨
大
な
組
織
と
豊
富
な
資
金
を
背
景
に
し
て
、
強
力
な
政
治
的
活
動
を
す
る
政
治
団
体
と
し

て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
組
合
員
た
る
教
員
は
日
常
的
な
教
育
活
動
を
通
じ
て
社
会
主
義
革
命
を
肯
定
す
る
思
想

教
育
を
実
践
す
る
と
と
も
に
、
総
評
の
有
力
組
合
と
し
て
政
治
的
要
求
を
掲
げ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
を
含
む
非
合
法
闘
争
を
日
常
的

に
繰
り
返
し
て
教
育
界
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
る
原
因
と
な
っ
た
。

こ
の
厳
し
い
政
治
的
対
立
が
、
昭
和
三
十
一
年
の
教
育
委
員
会
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
露
骨
に
表
面
化
し
、
道
徳
教
育
・
勤
務
評
定
・

学
力
テ
ス
ト
・
主
任
制
な
ど
の
実
施
と
か
ら
ん
で
教
育
界
を
二
分
す
る
対
立
抗
争
に
発
展
し
、
そ
の
結
果
、
教
育
界
に
は
教
育
よ
り

も
政
治
が
大
手
を
ふ
っ
て
罷
り
通
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
拡
散
し
て
行
っ
た
。
戦
後
の
教
育
の
荒
廃
は
基
本
的
に
は
こ
の
政
治
的
対
立

の
激
化
に
よ
る
教
育
界
の
人
心
の
荒
廃
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

側
教
育
の
思
想
・
方
法
戦
後
の
民
主
主
義
の
誤
解
が
民
主
主
義
教
育
の
理
解
に
お
い
て
も
同
様
な
誤
解
を
も
た
ら
し
た
。
た
と

え
ば
、
民
主
主
義
教
育
は
教
育
の
機
会
均
等
を
重
要
な
原
理
と
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
能
力
や
適
性
、
境
遇
の
異
な
る
子
ど
も
に
す

べ
て
同
じ
内
容
の
教
育
を
画
一
的
に
受
け
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
機
会
均
等
の
考
え
方
が
画
一
的
な
平

等
主
義
と
誤
解
さ
れ
て
教
育
界
を
強
く
支
配
し
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
と
し
て
は
全
般
的
に
低
水
準
の
と
こ
ろ
で
画
一
化
さ
れ
た
教

育
が
行
な
わ
れ
た
。
高
校
や
大
学
の
教
育
的
水
準
の
低
下
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
能
力
や

個
性
に
応
じ
た
教
育
を
目
指
す
本
来
の
民
主
主
義
教
育
と
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
教
育
の
方
法
的
原
理
は
児
童
・
生
徒
の
自
発
性
や
興
味
を
尊
重
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
教
師
の
積
極
的
な
指
導
と

は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
教
師
の
児
童
・
生
徒
に
対
す
る
積
極
的
な
指
導
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
児
童
・
生
徒
の
自
発
性
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や
興
味
が
触
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
教
育
界
で
は
児
童
・
生
徒
の
自
発
性
や
興
味
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
の

指
導
を
控
え
て
児
童
・
生
徒
の
自
発
的
な
活
動
に
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
実
際
に
は
放
任
同
様
の
教
育
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

㈲
教
員
養
成
さ
ら
に
戦
後
、
教
員
の
資
質
が
大
き
く
低
下
し
た
こ
と
も
戦
後
の
教
育
界
に
混
乱
と
質
的
低
下
を
も
た
ら
し
た
大

き
な
原
因
と
な
っ
た
。
戦
後
、
戦
時
中
の
教
育
者
の
戦
争
責
任
の
追
求
の
一
つ
と
し
て
、
師
範
教
育
制
度
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
教
員
養
成
は
戦
前
の
閉
鎖
的
な
目
的
養
成
制
度
を
改
め
て
、
ど
の
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
も
所
定
の
教
育
課

程
が
準
備
さ
れ
れ
ば
教
員
養
成
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
開
放
制
度
に
切
り
換
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
開
放
制
度
の
結
果
を
見
る
と
、
教
師
と
な
る
意
志
や
自
覚
も
な
い
も
の
が
単
な
る
就
職
の
滑
り
止
め
に
教
職

コ
ー
ス
を
履
修
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
、
デ
モ
・
シ
カ
教
師
と
い
う
教
員
像
が
多
く
な
っ
て
来
た
。
つ
ま
り
、
教

職
は
大
学
卒
業
生
で
官
庁
や
大
企
業
な
ど
の
就
職
試
験
に
不
合
格
と
な
っ
た
落
伍
者
の
溜
り
場
と
い
う
一
面
す
ら
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
過
程
を
経
て
教
員
と
な
っ
た
も
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
大
多
数
は
教
員
と
し
て
の
使
命
感
や
教
育
へ
の
意
欲
に
乏
し

く
無
気
力
で
、
い
わ
ゆ
る
三
卜
教
師
（
ア
ル
バ
イ
ト
、
リ
ベ
ー
ト
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
ま
た

ぬ

る

ま

ゆ

こ
う
し
た
無
気
力
で
微
温
湯
的
な
教
員
社
会
に
反
発
す
る
も
の
は
、
そ
の
多
く
が
教
員
組
合
の
活
動
家
と
な
り
、
組
合
活
動
を
通
じ
て

教
員
と
し
て
よ
り
も
組
合
活
動
家
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
、
六
・
三
制
新
教
育
制
度
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
三
十
年
を
経
て
い
る
が
、
今
日
で
も
教
育
制
度
の
基
本
的
枠
組
は

三
十
年
前
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
過
去
三
十
年
間
の
教
育
制
度
を
取
り
巻
く
日
本
の
社
会
的
・
経
済
的
状
況
は
全
く

信
じ
難
い
ほ
ど
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
今
こ
そ
六
・
三
制
教
育
制
度
を
根
本
的

に
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
へ
の
進
学
率
を
見
て
も
、
六
・
三
制
発
足
時
は
三
○
％
前
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想
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

後
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
日
で
は
九
三
％
ま
で
上
昇
し
、
実
質
的
に
は
義
務
教
育
と
同
様
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を

と
っ
て
見
て
も
、
す
で
に
六
・
三
制
教
育
制
度
は
現
状
か
ら
大
き
く
ず
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

㈹
社
会
教
育
最
近
の
科
学
技
術
の
急
激
な
進
歩
と
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
余
暇
時
間
の
増
大
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
成
人
の
学

習
需
要
の
増
加
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
教
育
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
こ
十
年
間
に
成
人
の
間
に
余
暇
を
利

用
し
た
学
習
が
急
激
に
普
及
し
つ
つ
あ
り
、
世
界
的
に
も
教
育
を
生
涯
教
育
の
考
え
方
か
ら
根
本
的
に
デ
ザ
イ
ン
し
直
そ
う
と
す
る

動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
｜
」
う
し
た
世
界
的
な
趨
勢
や
国
民
の
自
発
的
な
学
習
要
求
の
高
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
で

は
未
だ
こ
れ
に
対
応
す
る
社
会
教
育
の
制
度
を
検
討
す
る
と
い
う
段
階
に
も
到
達
し
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
。

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
余
暇
時
間
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
国
民
の
教
育
要
求
の
多
様
化
を
考
え
る
と
、
今
後
の
教
育
政
策
の
基
本

問
題
は
、
人
間
と
し
て
の
基
礎
的
な
教
育
を
担
当
す
る
学
校
教
育
と
、
社
会
人
と
な
っ
て
か
ら
以
後
、
一
生
涯
を
通
じ
て
学
習
を
す

る
機
会
を
与
え
て
行
く
社
会
教
育
と
を
、
生
涯
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
統
一
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
に
適
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
を
構
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現
代
日
本
に
お
け
る
教
育
理
念
の
基
本
は
民
主
主
義
・
自
由
主
義
・
個
人
主
義
・
平
等
主
義
・
平
和
主
義
等
を
柱
と
す
る
い
わ
ゆ

る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
文
章
化
し
た
の
が
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
、
法
律
第
二
十
五
号
と
し
て
公

布
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
当
時
日
本
を
占
領
し
て
い
た
連
合
国
最
高
司
令
官
の
命
令
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
日
本
国
憲
法
と
同
じ
く
、
外
圧
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
外
圧
に
よ
り
強
制

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
独
立
を
回
復
す
れ
ば
直
ち
に
廃
止
す
る
と
か
、
廃
止
し
な
い
ま
で
も
激
し
く
批
判
さ
れ
て
も
や
む
を
得

な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
そ
れ
に
反
し
、
教
育
基
本
法
は
、
日
本
国
憲
法
と
同
様
す
で
に
日
本
国
民
に
な
じ
み
、
あ
る
意

味
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
ま
で
は
行
か
な
い
に
せ
よ
、
「
金
科
玉
条
」
と
し
て
尊
重
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
教
育
基
本
法
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
非
難
は
ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
い
。
教
育
の
現
状

を
憂
え
る
声
は
よ
く
聞
く
し
、
そ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
教
育
勅
語
の
再
評
価
は
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
上
教
育

勅
語
と
は
理
念
的
に
対
立
す
る
教
育
基
本
法
に
対
す
る
非
難
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
を
再
検
討
せ
よ
、
と
い
う
よ
う
な
提
案
は

教
育
基
本
法
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

(1)
二
、
新
し
い
教
育
理
念
の
確
立

教
育
基
本
法
批
判
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し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
根
本
的
で
、
そ
し
て
も
っ
と
憂
慮
す
べ
き
原
因
が
他
に
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出

来
な
い
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
深
く
人
間
の
本
能
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
明

る
く
て
、
魅
力
的
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
空
腹
の
時
に
ビ
フ
テ
キ
に
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
男
子
に
と
っ
て
美
人
が
魅
惑
的
で
あ

ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
い
。
少
な
く
と
も
社
会
的
に
有
力
な
方
面
か
ら
そ
の
種
の
意
見
が
述
、
く
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
教

育
基
本
法
の
基
本
理
念
、
す
な
わ
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
す
で
に
深
く
日
本
国
民
に
定
着
し
、
安
定
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
日
本
と
等
し
く
敗
戦
、
無
条
件
降
伏
、
長
期
占
領
と
い
う
経
験
を
持
つ
西
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
種
の
思
想
的
強
制
は
古
今
東
西
の
歴
史
に
照
ら
し
必
ず
失
敗
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
日
本
の
場
合
、

歓
迎
さ
れ
て
す
で
に
定
着
し
た
と
い
う
の
は
何
の
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
理
由
は
日
本
人
の
思
想
的
貧
困
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
極
め
て
す
ぐ
れ
た
直
感
を
有
し
、
ま
た
変
化
す
る
内

外
の
環
境
に
対
す
る
機
敏
な
順
応
性
に
お
い
て
も
世
界
無
比
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
思
想
的
に
貧
弱
で
あ
っ
て
、
強
烈
な
思

考
に
堪
え
ら
れ
な
い
。
厳
密
に
考
え
た
り
、
そ
れ
を
正
確
に
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
を
「
こ
と
あ
げ
す
る
」
と
か
「
さ
か
し
ら
」
と

か
、
現
代
的
に
は
「
り
く
つ
」
と
か
言
っ
て
嫌
う
性
癖
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
性
癖
は
古
く
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
あ
ま
り

変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
外
圧
に
よ
っ
て
強
制
的
に
教
育
基
本
法
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
適
当
に

利
用
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
実
践
的
反
応
を
示
す
の
み
で
、
そ
れ
を
理
論
的
に
検
討
し
、
批
判
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
面
倒
く
さ

い
」
と
い
う
思
想
的
弱
さ
が
、
教
育
基
本
法
の
定
着
の
一
原
因
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
人
間
の
本
能
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る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
本
来
的
な
魅
力
が
あ
る
。
「
君
の
た
め
国
の
た
め
に
は
、
あ
な
た
の
命
を
も
献
げ
な
さ
い
」
な
ど
と

い
う
よ
う
な
暗
く
て
、
厳
し
い
命
令
よ
り
は
、
「
あ
な
た
方
の
大
切
な
ご
主
人
様
や
お
子
様
の
生
命
を
護
る
た
め
戦
争
に
反
対
し
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
は
魅
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
わ
れ
わ
れ
の
生
存
本
能
に
訴
え
て
来
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
訴
え
に

対
し
わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
抗
し
難
い
誘
惑
を
感
ず
る
。
「
民
主
」
「
自
由
」
「
個
人
」
等
す
べ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
提
供
す
る
ア
イ
デ

ア
に
は
魅
力
が
あ
る
。
教
育
基
本
法
が
Ｉ
日
本
国
憲
法
も
同
様
で
あ
る
が
Ｉ
外
圧
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
比
較
的
容
易
に
、
た
い
し
た
抵
抗
も
な
く
、
日
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
す
み
や
か
に
日
本
人
の
心
に
な
じ

み
、
定
着
し
た
根
本
的
原
因
は
、
こ
の
思
想
が
人
間
の
本
能
に
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
魅
力
を
人
間
の
本
能
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
し
一
つ
の
異
論
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
本
能
的
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
は
お
か
し
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
中
世
の
神
中
心
の
非
合
理
主
義
に
対
し
て
抵
抗
し
て
起

き
た
合
理
主
義
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ほ
ど
理
性
を
尊
重
す
る
主
義
は
ほ
か
に
は
な
い
。
あ
る
意
味
に
お

い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
合
理
主
義
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
本
能
的
と
断
定
す
る
の
は
逆
で
は
な
い
か
」
と
。
も
っ
と
も

な
疑
問
で
あ
る
か
ら
解
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
理
性
尊
重
の
精
神
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
中
世
に
お
け
る
理
性
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
性
と
は
重
要
な
点
に
お
い
て
意
味
が
違
う
。
中
世
に
お
け
る
理
性
は
ロ
ゴ
ス
で

あ
り
、
神
と
一
体
で
あ
る
。
理
性
が
神
と
離
れ
て
独
り
歩
き
す
る
の
で
は
な
く
、
神
と
一
体
で
あ
り
、
神
の
一
属
性
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
神
を
離
れ
た
理
性
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
中
世
の
思
想
と
し
て
は
、
理
性
即
霊
性
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
理
性
は
、
神
と
離
れ
た
純
人
間
的
理
性
で
あ
る
。
「
神
を
離
れ
た
」
「
純
人
間
的
」
「
理
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性
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
唯
物
論
で
は
な
い
か
ら
人
間
の
価
値
を
す
べ
て
物
質
に
還
元
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
む
し
ろ
神
と
物
質
の
間
に
「
人
間
」
と
い
う
中
間
的
存
在
を
考
え
、
そ
れ
に
一
切
の
価
値
を
認
め
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
神
」
と
い
う
理
念
と
絶
縁
し
て
価
値
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
本
能
に
重
点
が
お
か
れ

る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
際
「
本
能
」
と
言
わ
れ
る
の
は
下
等
動
物
に
お
け
る
粗
野
な
本
能
で
は
な
く
、
文
化
的
に

精
練
さ
れ
た
本
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
芸
復
興
期
に
お
け
る
す
ば
ら
し
い
芸
術
の
源
泉
に
な
っ
た
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
理
性

は
人
間
的
価
値
を
整
理
し
、
計
量
す
る
機
能
と
し
て
発
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
中
世
の
ロ
ゴ
ス
の
よ
う
に
神
と
直
結
し
、
神
に
復
帰

す
る
の
で
は
な
く
、
終
局
に
お
い
て
人
間
の
本
能
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
理
性
は
た
だ
ち

に
本
能
で
は
な
い
が
、
本
能
を
整
理
し
、
本
能
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
本
能
に
奉
仕
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
．
、
そ

の
意
味
に
お
い
て
「
本
能
的
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
性
か
ら
は
「
あ
な
た
方
の
大
切
な
ご
主
人
や
お
子
様
を
戦
場
に
や
ら
な
い
よ
う
、
戦
争
に

反
対
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
理
論
は
生
ま
れ
る
が
、
本
能
を
さ
か
な
で
す
る
よ
う
な
「
汝
の
生
命
を
毫
毛
の
軽
き
に
比
し
て
、
君
国

の
た
め
に
犠
牲
に
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
後
者
は
中
世
の
ロ
ゴ
ス
に
は
調
和
す
る
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
論
理
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
れ
で
い
い
の
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。

人
間
の
社
会
構
造
は
二
つ
の
原
理
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
は
個
人
の
自
己
中
心
の
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
は
利
害
観
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
経
済
と
称
し
て
も
差
支
え

利
己
と
利
他



第
一
と
は
全
く
矛
盾
す
る
第
二
の
原
理
、
す
な
わ
ち
利
他
、
ま
た
は
「
他
の
た
め
に
す
る
」
原
理
が
あ
る
。
母
親
が
子
の
た
め
に

利
害
得
失
を
顧
み
ず
献
身
す
る
等
は
そ
の
き
わ
め
て
素
朴
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
原
理
は
必
ず
し
も
聖
人
賢
者
の
生
活
に
の
み
実
現

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
庶
民
の
日
常
生
活
に
、
き
わ
め
て
身
近
な
形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
原
理
は
い
ず
れ
も
実

化蚊
在
し
、
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
を
無
視
ま
た
は
軽
視
し
て
も
社
会
は
衰
弱
し
、
つ
い
に
は
崩
壊
す
る
。
両
者
の

鑪
適
度
な
バ
ラ
ン
ス
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

るけ
さ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
両
者
の
う
ち
第
一
の
原
理
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
欧
米
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
き

お峠
わ
め
て
深
い
か
ら
、
い
く
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
も
社
会
は
健
全
で
あ
っ
た
。
終
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
ピ
ュ
ー
マ

時個
ニ
ズ
ム
が
強
烈
な
力
で
日
本
に
流
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
崩
壊
し
な
い
の
は
長
く
培
わ
れ
た
日
本
的
倫
理
が
な
お
国
民

際国
精
神
の
支
柱
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
過
去
の
遺
産
に
無
限
に
依
存
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

璋
い
。
教
育
基
本
法
と
い
う
純
粋
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
本
と
す
る
教
育
理
念
の
も
と
に
ど
ん
ど
ん
教
育
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
マ
ィ
ナ

第

ス
面
は
次
第
に
顕
著
に
な
っ
た
。
教
育
基
本
法
再
検
討
の
時
期
は
ま
す
ま
す
切
迫
し
て
来
て
い
る
。

部麹
論
者
の
う
ち
に
は
教
育
基
本
法
が
ど
う
で
あ
っ
て
も
、
教
育
の
内
容
さ
え
改
善
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
説
く
者

も
あ
る
。
こ
の
説
は
易
き
に
つ
く
こ
と
を
好
む
も
の
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。
教
育
基
本
法
の
改
廃
に
は
非
常
に
政
治
的
困
難
が
伴

３鉦
う
が
、
そ
れ
を
避
け
て
は
教
育
改
革
は
で
き
な
い
。

な
い
。
し
か
し
経
済
的
欲
求
だ
け
が
唯
一
で
も
最
も
重
要
な
要
素
で
も
な
く
、
権
力
欲
も
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
要
す
る

に
エ
ゴ
に
向
う
一
切
の
欲
求
は
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
社
会
は
一
見
こ
の
第
一
原
理
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
の
ど
と
く
思
わ
れ
る

が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
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教
育
の
目
的
教
育
の
目
的
は
、
教
育
基
本
法
に
よ
れ
ば
、
「
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
…
：
．
」
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
人
格
が
教

育
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
得
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の

立
場
で
あ
る
。
他
の
宗
教
の
こ
と
は
別
と
し
、
こ
の
立
場
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
と
は
対
立
す
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス

ト
教
の
根
本
的
立
場
は
人
間
を
神
の
被
造
物
と
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
完
全
な
も
の
は
神
の
み
で
あ
り
、
人
間
は
完
全
で
は
な
い
し
、

完
全
に
は
な
り
得
な
い
。
否
、
む
し
ろ
「
神
の
如
く
」
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
自
体
を
罪
と
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
完
全
を
望
む

思
想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
の
よ
う
に
、
人
間
が
あ
ま
り
に
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
時
の
気
つ
け
薬
と
し
て
は
役
立
っ
た
が
、
今

の
よ
う
に
人
間
が
高
ぶ
っ
て
い
る
時
に
は
有
害
無
益
で
あ
る
。

教
育
の
方
針
教
育
の
大
方
針
と
し
て
学
問
の
自
由
を
う
た
っ
て
い
る
の
は
結
構
で
あ
る
。
た
だ
し
二
つ
の
難
点
が
あ
る
。
第
一

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
観
を
前
提
と
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
本
能
に
立
脚
し

て
い
る
か
ら
強
固
で
あ
り
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
巣
食
う
利
害
関
係
者
は
き
わ
め
て
多
く
、
か
つ
有
力
で
あ
り
、
事
あ
る
ご
と
に

教
育
基
本
法
を
楯
に
し
て
そ
の
利
益
を
防
衛
し
よ
う
と
す
る
・
教
育
基
本
法
の
存
在
を
許
し
て
い
る
限
り
、
い
か
な
る
改
革
案
も
不
徹

底
な
も
の
に
終
り
、
仮
に
や
や
改
革
の
目
的
を
達
し
得
る
よ
う
な
も
の
が
出
来
て
も
、
法
廷
闘
争
に
持
ち
こ
ま
れ
た
場
合
、
既
得
権

を
有
す
る
彼
ら
の
勝
訴
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
教
育
基
本
法
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
逐
条
審
議
の
必
要
は
な
い
と
思
う
が
一
応
同
法
の
順
序
に

従
い
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(2)

教
育
基
本
法
逐
条
批
判
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法
で
あ
る
。

は
、
「
学
問
の
自
由
」
と
い
う
名
で
左
翼
学
者
や
左
翼
学
生
が
「
学
問
」
を
圧
迫
し
て
い
る
事
実
か
ら
み
て
、
こ
の
概
念
に
は
何
か
欠

陥
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
概
念
も
や
は
り
反
自
由
の
環
境
を
破
壊
す
る
武
器
と
し
て
は
有
用
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
自
由
の

環
境
に
あ
る
社
会
に
は
無
益
な
概
念
で
あ
り
、
無
益
で
あ
る
が
ゆ
え
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。

第
二
に
「
学
問
の
自
由
」
自
体
に
異
存
は
な
い
が
、
そ
れ
に
絶
対
的
価
値
を
認
め
て
い
い
か
ど
う
か
に
問
題
が
あ
る
。
芸
術
論
に
お

い
て
人
生
の
た
め
の
芸
術
か
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
か
が
論
議
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
結
局
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
論
は
行
き
詰

ま
り
、
「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
論
が
大
勢
を
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
学
問
の
自
由
」
と
い
う
思
想
は
学
問
が
宗
教
や
政
治
か
ら
圧
迫
さ
れ
て
い
た
時
代
の
反
対
概
念
と
し
て
は
価
値
が
あ
っ
た
が
、
自

由
の
環
境
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
「
人
生
の
た
め
の
学
問
」
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
に
か
く
「
学
問
の
自
由
」
一
点
張
り
は

時
代
物
で
あ
り
、
再
検
討
を
要
す
る
。

教
育
の
機
会
均
等
教
育
の
機
会
均
等
は
明
治
以
来
日
本
の
教
育
の
根
本
方
針
で
あ
り
、
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
人
種
等
で

差
別
待
遇
の
あ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
原
則
は
禁
酒
主
義
者
に
対
し
酔
漢
が
酒
の
害
を
説
く
類
の
無
益
無
用
の
説

義
務
教
育
義
務
教
育
に
お
い
て
も
日
本
は
世
界
無
比
に
成
功
し
た
国
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
こ
そ
日
本
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
っ
て
、

こ
ん
な
も
の
を
「
基
本
法
」
に
入
れ
て
日
本
に
説
法
す
る
と
は
驚
く
べ
き
愚
行
で
あ
る
。

男
女
共
学
男
女
共
学
が
い
い
か
、
別
々
が
い
い
か
は
個
々
の
場
合
に
決
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
権
力
を
も
っ
て
男
女
共
学
を
強

い
る
の
は
民
主
的
で
も
自
由
主
義
的
で
も
な
い
。
こ
れ
は
男
女
関
係
と
い
う
と
く
に
心
情
的
性
格
の
強
い
も
の
を
法
的
に
規
制
し
よ

う
と
す
る
権
力
意
思
の
表
現
で
あ
っ
て
、
ピ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
見
て
も
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
見
る

I
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と
拒
否
す
べ
き
原
則
で
あ
る
・
男
女
共
学
は
個
々
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
個
々
の
場
合
に
応
じ
た
考
慮
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
法
律
に
よ
り
強
制
す
べ
き
で
は
な
い
。

学
校
教
育
学
校
が
公
的
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
教
員
の
「
待
遇
の
適
正
」
ま
で
規
定
す
る
の
は
「
基

本
法
」
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
り
、
日
教
組
に
ス
ト
の
い
い
口
実
を
与
え
て
い
る
。

社
会
教
育
社
会
教
育
、
家
庭
教
育
を
学
校
教
育
と
並
行
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
趣
旨
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。

政
治
教
育
こ
れ
は
基
本
法
第
八
条
に
規
定
さ
れ
、
政
治
教
育
の
必
要
を
説
く
と
と
も
に
学
校
に
お
い
て
「
特
定
の
政
党
を
支
持

し
、
ま
た
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
政
治
教
育
そ
の
他
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
命
じ
て
い
る
も
の
で
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
政
党
の
学
校
教
育
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
。

宗
教
教
育
宗
教
教
育
に
関
し
教
育
基
本
法
は
二
つ
の
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
は
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗

教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
。
第
二
は
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る

学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
第
二
の
原
則
は
日
本

国
憲
法
に
お
け
る
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
と
調
和
さ
せ
る
た
め
に
は
当
然
の
規
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
教
の
自
由
は
と
も

か
く
、
政
教
分
離
の
原
則
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
問
題
の
検
討
は
後
に

譲
り
、
こ
こ
で
は
こ
の
第
二
の
原
則
と
第
一
の
原
則
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。

第
一
の
原
則
は
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
」
と
「
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
」
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
要
請
と
の
二
つ

に
分
か
れ
、
こ
の
二
つ
は
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
第
一
の
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
」
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
日
本
は
世
界
最
高
で
あ
り
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
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が
な
い
。
日
本
は
歴
史
的
に
見
て
、
神
仏
儒
の
三
教
が
仲
よ
く
混
在
し
、
そ
の
関
係
は
競
争
で
は
な
く
補
完
関
係
で
あ
る
。
ゆ
え
に

寛
容
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
日
本
の
状
態
は
理
想
的
で
あ
る
・
キ
リ
ス
ト
教
は
多
少
問
題
を
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
日
本
人
が
寛
容
で

な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
自
身
が
不
寛
容
、
排
他
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
、
ア
メ
リ
カ
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
の
う
ち
で
も
、
歴
史
的
に
見
て
、
最
も
宗
教
不
寛
容
の
国
、
宗
教
的
迫
害
の

張
本
人
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
の
権
威
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ブ
ラ
ウ
は
そ
の
『
米
国
に
お
け
る
宗
教
自
由
の
定
石
』
に
お
い
て
、
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
宗
教
迫
害
の
な
か
っ
た
州
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
一
つ
で
あ
っ
て
、
残
り
の
州
は
こ
と
ご
と
く
き
わ
め
て
激
し
い
迫
害

を
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
・
そ
の
張
本
人
の
ア
メ
リ
カ
が
理
想
的
宗
教
寛
容
国
で
あ
る
日
本
に
宗
教
寛
容
の
美
徳
を
説
く
と
は
、

ま
さ
に
強
盗
が
釈
迦
に
強
盗
の
害
を
説
く
よ
う
な
愚
挙
で
、
立
法
者
の
無
知
蒙
昧
誠
に
憐
む
く
き
も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の

原
則
は
不
必
要
で
あ
る
が
、
格
別
反
対
す
る
理
由
も
な
い
。

問
題
な
の
は
「
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
こ
れ
を
尊
重
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
評
価
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
教
育
上
こ
れ
を
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
学
校
に
お
い

て
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
こ
の
条
文
は
宗
教
を
学
校
教
育
に
お
い
て
評
価
せ
よ
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
評
価
す
る

た
め
に
は
教
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
で
宗
教
そ
の
も
の
を
教
え
な
い
で
宗
教
の
「
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
」
を
評
価
す

る
方
法
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
活
動
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
第
九
条
第
二
項
は
規
定
し
て
い
る
。
宗
教

の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
を
評
価
す
る
こ
と
は
学
校
で
教
え
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
宗
教
教
育
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
意
味
か
。
結
局
第
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
意
味
不
明
の
文
章
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
う
い
う
意
味
不
明
の
文
章
が
教
育
基
本
法
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
明
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暗
に
表
明
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
か
ら
徹
底
的
に
論
及
す
る
と
無
神
論
に
な
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
戦
う
こ
と
を
好
ま
な
い
。
否
、
争
い
を
恐
れ
る
。
ゆ
え
に
実
は
信
じ
て
も
い
な
い
宗
教
と
も
喧
嘩
し
た
く
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
あ
い
ま
い
、
不
徹
底
な
態
度
が
こ
の
意
味
不
明
の
文
章
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
確
信
に
欠
け
た
思
想
が
一
つ

の
原
則
と
し
て
教
育
基
本
法
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
立
法
者
は
単
に
日
本
人
の
宗
教
心
理
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
み
で
は
な
く
、
宗
教
そ
の
も
の
に
対
し
て
無
知
で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
と
い
う
最
も
重
要
な
問
題
を
、
問
題
の
重
要
さ
す
ら
理
解
せ
ず
、
混
乱
し
た
思
想
を
混
乱
し
た

ま
ま
で
条
文
化
し
た
と
い
う
不
謹
慎
極
ま
る
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

教
育
行
政
「
教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
行
な
わ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
」
・
こ
れ
は
文
章
と
し
て
は
一
見
明
瞭
な
よ
う
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
「
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な

く
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
何
が
「
不
当
な
支
配
」
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
想
像
す
る
に
、
立
法
者
は
戦
時
中
軍
部
等
が
教
育
に
干
渉

し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
本
法
制
定
当
時
に
は
す
で
に
完
全
に
潰
滅
し
て
い
た
「
日
本
軍
国
主
義
」
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
日
本
の
教
育
を
「
不
当
に
支
配
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
日
教
組
で
あ
る
。
し
か
し
日
教
組
は

ア
メ
リ
カ
が
進
ん
で
つ
く
ら
せ
、
激
励
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
は
日
教
組
が
一
日
本
の
教
育
を
「
不
当
」
に
支
配
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ゆ
え
に
第
十
条
第
一
項
は
意
味
不
明
瞭
で
誤
解
を
招
き
易
く
、
し
た
が
っ
て
無
用
有
害

第
二
項
「
諸
条
件
の
整
備
確
立
」
は
教
育
行
政
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
当
然
の
こ
と
を
な
ぜ
教
育
基
本
法
と
い

う
基
本
法
に
規
定
し
た
の
か
。
法
律
に
お
い
て
不
急
不
用
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
だ
け
な
ら
い
い
が
、
誤
解
や
曲

な
規
定
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
現
在
日
本
に
お
け
る
教
育
理
念
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
古
来
の
日
本
的
理
念
の
否
定
、
と
く
に
す
で
に
完
全

に
潰
滅
し
去
っ
て
非
存
在
に
な
っ
て
い
る
「
日
本
軍
国
主
義
」
に
対
す
る
敵
意
と
、
そ
れ
に
対
す
る
や
や
理
解
不
十
分
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
押
し
つ
け
で
あ
る
。
よ
か
れ
悪
し
か
れ
、
そ
れ
が
日
本
の
教
育
の
現
状
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
太
平
洋
時
代
に
お
け
る
新
し

い
教
育
理
念
を
構
想
す
る
に
当
り
、
右
の
現
状
を
踏
ま
え
、
現
状
を
正
し
く
認
識
し
た
う
え
で
新
し
い
も
の
を
考
え
な
く
て
は
な
ら

解
の
原
因
に
な
る
。
現
に
教
科
書
裁
判
に
お
い
て
原
審
原
告
は
第
十
条
第
二
項
を
援
用
し
、
国
家
の
教
育
に
関
す
る
権
限
は
教
育
上

の
「
諸
条
件
の
整
備
確
立
」
に
限
定
さ
れ
、
教
科
書
の
選
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
原
審
は
そ
の
主
張
を
認
め
た
の
で
あ

わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
厳
し
く
批
判
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
基
づ
く
現
代
日
本
の
教
育
を
は
な
は
だ
憂
う
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
そ
れ
に
基
づ
く
日
本
の
教
育
が
こ
と
ご
と
く
失
敗

で
、
全
部
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
し
、
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
否
定
し
た
古
来
の
日
本
精
神
、
と
く
に

戦
時
中
、
変
則
的
事
情
の
も
と
に
は
な
は
だ
歪
め
ら
れ
て
理
解
さ
れ
た
忠
君
愛
国
の
精
神
を
そ
の
ま
ま
回
復
せ
よ
と
い
う
意
味
で
も

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
た
し
、
厳
し
く
批
判
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
上

な
い
。

る
0

(3)ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
果
た
し
た
役
割

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
的
使
命
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ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
全
く
間
違
っ
た
思
想
で
、
全
面
的
に
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
中
世
に

お
け
る
陰
う
つ
で
、
弱
々
し
く
、
権
威
の
前
に
常
に
戦
々
恐
々
と
し
て
い
る
空
気
を
吹
き
と
ば
し
、
新
鮮
で
活
動
的
、
生
命
力
に
充

実
し
た
新
し
い
空
気
を
導
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
輝
か
し
い
近
世
を
形
成
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り
、
わ
れ
わ
れ
が
親
し
み
、
わ
れ

わ
れ
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
西
洋
文
明
が
生
ま
れ
た
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
お
か
げ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
非
常
に
高
く
評

価
す
べ
き
で
あ
る
。

同
様
の
変
革
が
日
本
に
も
行
な
わ
れ
た
。
権
威
を
畏
れ
、
権
威
の
前
に
平
伏
し
、
ひ
た
す
ら
戦
々
恐
々
と
し
て
服
従
す
る
こ
と
の

み
を
美
徳
と
し
て
い
た
旧
日
本
は
根
底
か
ら
崩
壊
し
、
自
由
・
平
等
の
空
気
が
導
入
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
は
明
治
時
代
に
す

で
に
自
由
党
が
成
立
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
き
わ
め
て
明
る
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
古
来
の

精
神
と
天
皇
制
を
中
核
と
す
る
強
烈
な
国
家
主
義
は
常
に
自
由
と
平
等
を
脅
し
、
日
本
民
主
主
義
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
し
た
。
ゆ

え
に
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
終
戦
前
に
お
け
る
日
本
の
自
由
主
義
・
民
主
主
義
の
指
導
者
た
ち
の
貢
献
を
過
少
評
価
す
る
も
の
で
は

な
い
し
、
い
わ
ん
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
日
本
十
二
歳
児
童
説
」
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
お
け
る
日
本
の
近
代
化
が
は
な
は
だ
不
徹
底
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
近
代
化
の
恩
恵
を
十

分
に
享
受
し
な
か
っ
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

終
戦
前
の
日
本
の
近
代
化
は
根
本
的
に
は
や
は
り
、
［
和
魂
洋
才
」
で
あ
っ
た
。
科
学
技
術
は
十
二
分
に
摂
取
し
た
が
、
「
魂
」

の
方
に
な
る
と
頑
と
し
て
摂
取
を
拒
否
し
た
。
ゆ
え
に
終
戦
前
の
「
近
代
日
本
」
に
お
い
て
は
、
多
少
の
例
外
は
あ
る
が
、
キ
リ
ス

「
和
魂
」
の
限
界
性
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卜
教
の
影
響
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
も
は
な
は
だ
表
面
的
・
皮
相
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
指
導
者
は
そ
れ
に
満
足
し
、

「
和
魂
洋
才
」
主
義
は
成
功
し
た
と
自
負
し
て
い
た
。
そ
れ
が
大
き
な
失
敗
で
、
日
本
の
不
幸
を
招
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
率
直

に
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
・

元
来
、
「
和
魂
洋
才
」
は
名
文
句
で
は
あ
る
が
、
本
質
的
に
見
て
不
可
解
な
考
え
方
で
あ
る
。
「
和
魂
洋
才
」
と
は
精
神
は
古
来
の

日
本
精
神
を
継
承
す
る
が
、
科
学
技
術
す
な
わ
ち
西
洋
の
物
質
文
明
は
こ
れ
を
遠
慮
な
く
摂
取
す
る
と
い
う
主
義
で
あ
る
。
あ
る
程

度
ま
で
可
能
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
成
功
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
元
来
、
「
物
質
文
明
」
と
「
精
神
文
明
」
は
分
離
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
科
学
思
想
の
基
礎
の
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教

の
世
界
観
、
す
な
わ
ち
造
物
主
・
被
造
物
の
考
え
方
で
あ
る
。
自
然
は
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
神
か
ら
見
れ
ば
他
者
で
あ
る
。

ゆ
え
に
自
他
の
対
立
、
主
観
と
客
観
の
対
立
、
そ
れ
に
「
全
知
全
能
」
の
神
の
実
在
か
ら
生
ず
る
合
理
主
義
Ｉ
そ
れ
が
近
代
科
学
文
明

の
基
礎
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
本
質
的
に
内
在
す
る
思
想
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
は
人
間
が
自
信
を
持
た

な
か
っ
た
か
ら
科
学
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
勃
興
に
よ
り
人
間
は
自
信
を
持
ち
、
自
然
に
対
処
し
、
自
然
の
法

を
発
見
し
て
科
学
を
創
造
し
、
科
学
を
基
礎
と
し
て
技
術
文
明
を
形
成
し
た
。
ゆ
え
に
西
洋
の
科
学
技
術
文
明
は
西
洋
の
精
神
文
明

の
産
物
で
あ
る
。
「
和
魂
洋
才
」
は
そ
れ
を
無
視
し
た
主
義
で
あ
る
。

旧
日
本
の
崩
壊
は
「
和
魂
洋
才
」
の
破
綻
か
ら
生
じ
、
そ
し
て
崩
壊
は
双
方
か
ら
起
こ
っ
た
。

第
一
は
「
洋
才
」
は
「
和
魂
」
だ
け
で
は
十
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
人
に
は
創
造
力
が
な
い
と
言
わ
れ
た
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。
欧
米
か
ら
学
問
的
に
封
鎖
さ
れ
る
と
日
本
の
科
学
技
術
の
進
歩
は
止
ま
り
、
科
学
技
術
の
実
力
に
差
が
生
じ
、
そ

れ
が
敗
戦
の
原
因
と
な
っ
た
。
科
学
技
術
の
生
み
の
親
で
あ
る
「
洋
魂
」
を
排
斥
し
、
そ
の
果
実
の
み
を
摂
取
し
よ
う
と
し
て
も
結



窪

局
は
模
倣
の
域
を
脱
せ
ず
、
創
造
的
科
学
技
術
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

第
二
は
も
っ
と
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
古
来
の
犠
牲
奉
公
、
無
私
の
精
神
は
尊
い
も
の
で
あ
る
。
現
代
人
は
そ
れ
を
軽

や

ゆ

蔑
し
、
椰
楡
し
た
が
る
が
、
そ
れ
は
無
知
と
軽
薄
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
犠
牲
奉
公
や
無
私
は
じ
っ
に
立
派
な
精
神
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
か
な
る
美
徳
も
他
の
美
徳
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
く
て
は
破
綻
す
る
。
犠
牲
奉
公
、
無
私
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
美
徳

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
高
度
の
知
性
に
支
え
ら
れ
な
い
と
悪
徳
に
化
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

従
来
日
本
の
犠
牲
奉
公
や
無
私
の
対
象
は
「
親
」
か
「
君
」
か
「
国
」
か
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
と
し
て
も
、

近
代
以
後
の
世
界
に
お
い
て
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
国
家
が
唯
一
最
高
、
絶
対
の
価
値
と
い
う
思
想
、
す
な
わ
ち
国
家
主
権
絶
対

主
義
の
時
代
は
十
九
世
紀
を
も
っ
て
終
り
を
告
げ
、
わ
れ
わ
れ
は
複
数
の
国
家
が
世
界
の
た
め
に
何
ら
か
の
奉
仕
を
な
す
こ
と
を
要

請
さ
れ
て
い
る
時
代
に
入
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
国
家
の
時
代
か
ら
世
界
の
時
代
に
移
行
す
る
過
程
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
移
行
の
過
程
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
国
家
の
時
代
に
い
る
の
で
も
、
世
界
の
時
代
に
現
在
入
っ
た
の
で
も
な
い
。
そ
の
過

渡
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
幾
多
の
問
題
や
思
想
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
そ
の
点
は
後
に
論
ず
る
こ
と
と
し
、

と
に
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
る
に
和
魂
洋
才
の
和
魂
す
な
わ
ち
日
本
精
神
は
、
清
く
尊
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
直
感
的
で
知
性
を
欠
き
、
時
代

が
す
で
に
国
家
至
上
主
義
を
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
幾
多
の
個
人
の
払
っ
た

「
犠
牲
奉
公
」
や
「
無
私
」
は
事
実
国
家
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
た
め
に
費
消
さ
れ
、
世
界
的
に
見
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て

「
和
魂
洋
才
」
は
破
壊
し
、
旧
日
本
は
物
質
面
か
ら
も
精
神
面
か
ら
も
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
構
成
す
る
も
の
は
本
能
直
視
と
合
理
主
義
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
胃
日
脚
己
の
ョ
）
は
日
本
で
は
よ
く

人
道
主
義
国
匡
目
“
日
冨
吋
旨
日
の
目
）
と
混
同
さ
れ
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
慈
善
事
業
を
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
誤
っ

た
使
い
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
直
訳
す
れ
ば
「
人
本
主
義
」
と
か
「
人
間
主
義
」
で
あ
り
、
神
中
心
と
か
、
人
間
を
超
越
す
る
も
の
と
の
関
係
を
否
定
す
る
か
、

ま
た
は
軽
視
す
る
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
等
し
く
人
間
に
内

ゆ
え
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
解
放
運
動
で
あ
る
。
人
間
が
宗
教
・
慣
習
・
社
会
制
度
、
そ
の
他
上
か
ら
の
権
威
に
し
ば
ら
れ

て
自
由
を
失
う
と
人
間
の
精
神
は
萎
縮
し
、
消
極
的
に
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
う
。
も
ち
ろ
ん
信
仰
、
信
念
、
と
く
に
犠
牲
奉
公

と
か
無
私
の
理
念
か
ら
生
ず
る
い
わ
ゆ
る
「
モ
ラ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
モ
ラ
ル
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
過
大
評
価
し
て
は
い
け
な
い
。
｝
」
れ
は
通
常
人
に
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
程
度
し
か
期
待
で
き
ず
、
理
念
に
基
づ
く
モ

ラ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
少
数
、
例
外
的
人
物
で
、
い
わ
ば
「
偉
人
」
級
の
人
で
あ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
モ
ラ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
社
会
全
体
か
ら
自
然
に
湧
出
し
て
来
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
や
は

り
人
間
の
本
能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
人
間
が
解
放
さ
れ
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
お
の
ず
か
ら
湧
出
す
る
。

現
代
日
本
に
お
け
る
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
解
放
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
「
今
ど
き
の
若
い
者
は
…
…
」
と
言
っ
て
現
代
の
教
育
を
受
け
た
者
を
軽
蔑
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

在
す
る
本
能
を
重
視
す
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
利
点

可
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ズ
ム
の
積
極
面
を
全
く
無
視
し
た
偏
見
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
率
直
に
旧
日
本
精
神
の
マ
イ
ナ
ス
面
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
日
本

に
貢
献
し
た
偉
大
な
功
績
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
排
斥
せ
ず
、
そ
の
長
所
を
十
分
に
生
か
す
と
と

も
に
そ
れ
の
欠
陥
を
厳
し
く
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
し
正
し
く
対
処
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

人
間
の
本
能
を
直
視
し
、
そ
れ
を
認
め
る
世
界
観
で
あ
る
。
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
理
念
に
よ
る
も
の
よ
り
は
本
能
に
よ
る
も
の
の

方
が
は
る
か
に
大
で
あ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
真
実
を
直
視
し
、
本
能
の
力
を
利
用
し
て
い
っ
そ
う
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

養
い
、
か
つ
湧
出
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
興
隆
し
、
世
界
に
お
い
て
大
を
な
す
源
泉
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
見
る
と
、
現
在
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
い
っ
そ
う
促
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
死
を
忘
れ
た
世
界
観
で
あ
る
。
「
死
を
忘
れ
た
」
と
い
う
表
現
は
象
徴
的
で
あ
っ
て
、
必

ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
人
間
は
必
ず
死
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
絶
対
確
実
な
事
実
で
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
を
「
忘
れ
る
」
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
忘
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
こ
と
で
気
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
、
死
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
そ
れ

太
平
洋
時
代
を
迎
え
る
に
当
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
教
育
理
念
の
構
想
は
い
か
に
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
三
点

に
し
ぼ
っ
て
構
想
を
立
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(4)ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
限
定
的
受
容

新
し
い
教
育
理
念
の
基
礎
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第
二
に
、
日
本
古
来
の
精
神
は
こ
れ
を
「
保
守
」
「
反
動
」
「
軍
国
主
義
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
葬
り
去
る
こ
と
な
く
、
よ
く

そ
の
本
質
を
理
解
し
、
そ
の
価
値
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
構
造
は
利
己
と
利
他
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
利
他
が
忘
れ
ら
れ
、
利

己
の
み
に
な
る
と
そ
の
社
会
は
崩
壊
す
る
。
欧
米
自
由
主
義
・
民
主
主
義
諸
国
の
衰
え
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は

西
洋
文
明
の
先
端
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
明
ら
か
に
力
を
喪
失
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
何

を
象
徴
的
に
「
忘
れ
る
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
忘
れ
る
」
こ
と
が
心
理
的
に
健
康
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
は
な
は
だ
不
健
康
的
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
「
病
的
」
で
す
ら
あ
る
。
現
代
人
の
生
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
絶
望
観
に
近
い
焦
り
は
、
死
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
か
え

っ
て
無
意
識
の
一
世
界
に
亡
霊
の
ご
と
く
現
れ
て
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
す
リ
ビ
ド
の
仕
業
で
は
な
い
か
。
こ
の
リ
ビ
ド
が
現
代
人
、
と
く

に
自
由
圏
の
人
々
を
悩
ま
し
、
発
狂
・
自
殺
・
殺
人
・
暴
行
等
に
追
い
こ
む
の
で
は
な
い
か
。
ガ
イ
ア
ナ
で
行
な
わ
れ
た
集
団
自
殺

の
ご
と
き
も
、
死
を
「
忘
れ
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
現
代
文
明
に
対
す
る
自
然
な
反
逆
で
あ
る
。

リ
ビ
ド
を
征
服
す
る
た
め
に
は
、
リ
ビ
ド
の
本
体
で
あ
る
死
を
直
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
死
を
直
視
し
、
死
に
対
処
す
る
こ
と
は

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
で
き
な
い
。
高
等
宗
教
は
そ
れ
に
当
っ
て
き
た
が
、
日
本
古
来
の
思
想
す
な
わ
ち
犠
牲
奉
公
、
無
私
の
精
神

は
死
と
の
対
決
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
教
育
理
念
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
は

否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
の
本
質
的
欠
陥
を
認
識
し
、
そ
の
欠
陥
の
部
分
は
明
確
に
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

無
私
の
日
本
精
神
の
知
性
的
復
権



5妬

か
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
社
会
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
（
と
い
う
よ
り
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
が
、
米

合
衆
国
、
す
な
わ
ち
国
家
と
し
て
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
則
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
を
発
展
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
湧
出
さ
せ
た
も
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
を
制
約
し
、
そ
れ
に
方
向
を
与
え
た
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
、
と

く
に
禁
欲
主
義
的
色
彩
の
強
い
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
精
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
精
神
の
起
原
は
全
然
異
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
日
本
古
来
の

無
私
の
精
神
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
は
絶
対
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
精
神
は
排
他
的
で
、
不
寛
容
で
、
宗
教
迫
害
の
原
因
に
な
っ
た
。
誠
に
皮
肉
な
こ
と
に
は

ア
メ
リ
カ
に
宗
教
迫
害
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
は
社
会
は
健
全
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
が
、
宗
教
的
迫
害
が
終
息
し
た
こ
ろ
か

ら
ア
メ
リ
カ
社
会
は
崩
壊
の
色
を
見
せ
は
じ
め
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
日
本
古
来
の
犠
牲
奉
公
、
無
私
の
精
神
は
、
現
在
に
お
い
て
は
「
公
認
」
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
「
公
認
」

さ
れ
て
い
る
思
想
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
日
本
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
傾
向
に
挑
戦

し
、
古
来
の
犠
牲
奉
公
、
無
私
の
崇
高
な
精
神
を
再
認
識
、
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
は
第
二
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
犠
牲
奉
公
や
無
私
の
対
象
の
問
題
で
あ
る
。
何
に
対
し
て
犠
牲
奉
公
す
べ
き
か
、

誰
に
対
し
て
無
私
で
な
く
て
は
い
け
な
い
か
。
親
の
た
め
、
家
の
た
め
、
国
の
た
め
Ｉ
そ
れ
は
す
べ
て
結
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
絶

対
・
最
高
で
あ
っ
て
は
、
家
庭
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
国
家
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
な
り
、
せ
っ
か
く
の
崇
高
な
精
神
が
破
壊
的
作
用
を
な
す
と
い

国
家
至
上
主
義
か
ら
自
由
世
界
主
義
へ
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さ
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
国
家
至
上
主
義
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
へ
Ｉ
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
国
家

を
完
成
さ
れ
た
社
会
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
ま
で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
「
世

界
」
の
時
代
が
来
た
と
考
え
て
い
い
か
。
世
界
は
実
在
す
る
。
科
学
技
術
の
著
し
い
進
歩
の
結
果
、
地
球
は
縮
小
し
、
世
界
に
お
け

る
交
流
が
著
し
く
密
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
上
「
世
界
は
一
つ
」
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
い

さ
さ
か
の
錯
覚
や
幻
影
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
壼
想
や
希
望
的
観
測
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
世
界
は
一
つ
で
は
な
い
し
、
近

く
一
つ
に
な
り
そ
う
で
も
な
い
。
む
し
ろ
分
裂
に
分
裂
を
重
ね
、
絶
望
的
に
混
乱
し
て
い
る
。
世
界
的
戦
争
こ
そ
行
な
わ
れ
て
い
な

い
が
、
常
に
熱
核
戦
争
の
危
険
を
孕
む
対
立
抗
争
は
日
増
し
に
激
化
の
傾
向
に
こ
そ
あ
れ
、
緩
和
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
証

拠
は
一
つ
も
な
い
。
世
界
的
に
見
て
、
今
日
ほ
ど
不
安
で
不
安
定
で
、
危
険
な
時
代
は
歴
史
上
か
っ
て
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
ゆ
え
に
客
観
的
に
見
て
．
っ
の
世
界
」
が
近
い
将
来
に
実
現
す
る
可
能
性
は
皆
無
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
世
界
が
ま
す
ま
す

混
乱
し
、
不
安
、
不
穏
、
不
安
定
な
状
態
が
続
く
と
考
え
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
国
家
至
上
主

義
の
時
代
の
あ
と
に
．
っ
の
世
界
」
の
時
代
が
来
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
率
直
に
世
界

は
混
乱
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

う
悲
劇
が
起
こ
る
。
日
本
人
が
過
去
に
お
い
て
な
し
た
善
意
の
誤
り
は
精
神
自
体
と
い
う
よ
り
は
、
奉
仕
す
る
、
す
な
わ
ち
「
た
め

に
す
る
」
対
象
が
局
限
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
原
因
が
日
本
人
の
心
情
の
悪
さ
で
は
な
く
、
思
想
の
貧
し

さ
、
思
考
力
の
弱
さ
に
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
自
ら
の
心
情
に
お
ぼ
れ
、
そ
れ
を
厳
密
に
批
判
す
る
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
は
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
っ
て
、
す
み
や
か
に
そ
れ
を
認
め
、
す
み
や
か
に
是
正
し
な
く
て
は
民
族
の
運
命
に
か
か
わ
る
重
大
な

こ
と
に
な
る
。

■
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そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
犠
牲
奉
公
や
無
私
の
対
象
と
し
て
の
国
家
の
時
代
の
後
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
「
国

家
主
義
の
後
に
は
一
つ
の
世
界
の
時
代
が
来
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
考
え
方
の
う
ち
に
は

「
春
が
過
ぎ
た
ら
夏
が
来
る
」
と
い
う
天
体
の
運
行
を
予
測
す
る
の
と
共
通
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
く
に
歴
史
的

必
然
論
者
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
と
、
歴
史
を
天
体
の
運
行
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

誤
り
で
あ
る
。
天
体
の
運
行
は
自
然
現
象
で
あ
る
か
ら
自
然
の
法
則
に
従
う
。
歴
史
は
人
間
が
つ
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
人
間
の
意

思
が
強
く
作
用
す
る
。
と
い
う
の
は
歴
史
の
形
成
は
人
間
の
意
思
通
り
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
歴
史
形
成
の
主
体
は
何
で

あ
る
か
。
神
学
的
立
場
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
本
論
に
お
い
て
は
神
学
的
立
場
を
と

ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
歴
史
形
成
の
主
体
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
人
間
の
意
思
が
強
く
作
用
す
る
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
し
て
、
歴
史
に
対
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
決
断
を
述
べ
る
以
外
に
道
は
な
い
。
ゆ
え
に
国
家
至

上
主
義
時
代
の
あ
と
に
何
が
来
る
か
は
自
然
現
象
の
到
来
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
判
断
に
よ
っ
て
決
断
す
る
の

さ
て
、
世
界
混
乱
の
原
因
は
数
々
あ
る
。
そ
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
人
種
問
題
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
南
北
問

題
、
宗
教
問
題
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
重
要
で
、
困
難
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
人
種
問
題
、
資
源
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
南
北
問
題
、
宗
教
問
題
の
危
険
は
今
の
と
こ
ろ
潜
在
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
個
々
の
問
題
の
み
で
は
人
類
の
破

滅
を
来
た
す
と
い
う
ほ
ど
の
危
険
を
伴
っ
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
力
の
対
立
関
係
が
、
現
在
の
段
階
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

み
で
あ
る
。

し
か
し
最
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
は
そ
れ
の
み
で
、
誤
れ
ば
破
滅
的
で
あ
る
し
、
他
の
問
題
と
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
関
係
が
あ
る
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ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
国
家
至
上
主
義
の
あ
と
、
ど
の
よ
う
な
体
制
が
来
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
希

望
や
願
い
で
は
な
く
、
ソ
連
の
世
界
制
覇
に
対
し
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
き
わ
め
て
具
体
的
な
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

提
唱
し
て
い
る
太
平
洋
時
代
と
い
う
の
も
、
具
体
的
に
は
い
か
に
有
効
に
共
産
圏
の
攻
撃
を
防
止
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

う
す
る
と
わ
れ
わ
れ
の
忠
誠
の
対
象
は
国
家
で
は
な
い
が
、
世
界
で
も
な
い
。
す
で
に
多
く
の
欠
陥
を
暴
露
し
、
は
な
は
だ
悲
観
す

べ
き
状
態
に
は
あ
る
が
、
共
産
主
義
勢
力
に
対
抗
す
る
唯
一
の
勢
力
で
あ
る
自
由
主
義
世
界
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
忠
誠
の
対
象
で
あ

番
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
と
他
の
単
数
ま
た
は
複
数
の
問
題
が
結
合
す
る
と
重
大
な
事
態
が
起
こ
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
問
題
は
政
治
的
に
は
米
ソ
の
問
題
で
あ
り
、
米
ソ
の
問
題
は
軍
事
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ソ
連
は
そ
の
強
大
な
軍
事
力
に

物
を
言
わ
せ
、
遠
慮
な
く
そ
の
世
界
政
策
を
敢
行
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
は
受
身
に
立
ち
、
消
極
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
仮
に
勢
い

の
お
も
む
く
ま
ま
に
任
せ
れ
ば
、
ソ
連
の
軍
事
力
に
よ
る
三
つ
の
世
界
」
が
出
現
し
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
現
在
の
段
階
に

お
い
て
、
も
し
．
っ
の
世
界
」
が
出
現
す
る
と
し
た
ら
、
ソ
連
の
支
配
す
る
共
産
主
義
的
．
っ
の
世
界
」
出
現
の
可
能
性
が
一

し
か
し
、
自
由
主
義
世
界
は
組
織
さ
れ
て
い
な
い
。
組
織
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
わ
れ
わ
れ
の
忠
誠
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
・

現
在
す
で
に
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
や
は
り
国
家
で
あ
る
。
ゆ
え
に
具
体
的
に
は
国
家
を
忠
誠
の
対
象
と
す
る
以
外
に
方

法
が
な
い
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
の
忠
誠
の
対
象
と
な
る
国
家
は
国
家
至
上
主
義
時
代
に
お
け
る
国
家
の
よ
う
に
唯
一
・
絶
対
・
最

高
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
上
の
理
念
に
奉
仕
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
理
念
を
自
由
と
規
定
し
て
も
い
い
し
、

反
共
と
規
定
し
て
も
い
い
。

る
◎
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右
に
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
新
し
い
太
平
洋
時
代
に
お
け
る
教
育
理
念
は
、
第
一
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
は
否

定
し
な
い
が
、
そ
の
欠
陥
を
は
っ
き
り
認
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
古
来
の
日
本
精
神
に
お
け
る
犠
牲
奉
公
と
無
私
は
立

派
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
十
分
に
生
か
す
と
と
も
に
、
高
度
の
知
性
に
よ
っ
て
道
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
第
三
に

犠
牲
奉
公
や
忠
誠
の
対
象
を
従
来
の
よ
う
に
絶
対
・
至
上
の
国
家
と
せ
ず
、
共
産
主
義
勢
力
の
世
界
制
覇
の
政
策
に
対
し
て
自
由
を

誇
る
国
家
群
の
一
つ
と
し
て
限
定
さ
れ
た
国
家
と
す
べ
き
で
あ
る
。

論
者
の
う
ち
に
は
「
自
由
」
は
も
う
な
い
し
、
「
反
共
」
は
消
極
的
で
あ
る
か
ら
も
っ
と
積
極
的
な
理
念
を
掲
げ
た
ら
ど
う
か
と

主
張
す
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
こ
の
議
論
に
一
理
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
自
由
主
義
世
界
の
組
織
は
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
に
崇

高
な
理
念
を
掲
げ
る
段
階
に
入
っ
て
い
な
い
。
「
自
由
」
と
い
う
新
鮮
味
は
な
い
が
、
伝
統
的
用
語
「
反
共
」
と
い
う
消
極
的
で
は

あ
る
が
具
体
的
で
、
誤
解
の
お
そ
れ
の
な
い
標
語
、
そ
の
二
つ
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
し
か
道
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の

目
標
を
具
体
的
に
実
行
す
る
責
任
は
依
然
と
し
て
国
家
に
あ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
忠
誠
の
対
象
は
右
の
よ
う
な
意
味
で
限
定
さ

れ
た
国
家
で
あ
る
。

I
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戦
後
の
三
十
四
年
間
を
通
じ
て
、
今
日
ほ
ど
〈
教
育
〉
が
国
民
一
般
の
深
刻
な
関
心
を
集
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

過
去
三
十
年
、
日
本
は
決
し
て
教
育
に
不
熱
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
た
も
の
を
改
め
て
考
え
直

し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
に
疑
惑
と
不
安
と
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

最
大
の
関
心
の
一
つ
は
多
分
〈
人
間
教
育
〉
の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
施
設
も
制
度
も
学
力
も

教
育
理
論
も
、
す
べ
て
無
用
の
長
物
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
入
試
の
制
度
が
大
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
く
人
間
教

育
〉
を
ダ
メ
に
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
深
刻
で
広
範
な
国
民
的
関
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
人
間
教
育
は
、
理
念
に
お
い
て
も
現
場
に
お
い
て
も
混
乱
し

て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
実
情
は
、
占
領
政
策
が
も
た
ら
し
た
彼
ら
の
人
間
形
成
の
基
本
概
念
で
あ
る
自
由
・
平
等
・
平

和
・
民
主
主
義
・
人
権
そ
の
他
が
、
三
十
年
に
お
よ
ぶ
真
剣
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
形
成
ど
こ
ろ
か
、
人
間
腐
敗
堕
落
の

因
と
な
る
と
い
う
現
実
の
予
盾
が
余
り
に
も
多
い
の
を
持
て
あ
ま
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
西
の
異
質
的
人
間
観

(1)
三
、
理
想
的
日
本
人
像
を
求
め
て

西
欧
的
近
代
人
と
日
本
の
風
土

I
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異
質
の
二
つ
の
文
化
が
衝
突
す
る
場
合
、
こ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ン
フ
リ
ク
ト
か
も
し
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
、
環
境
に
相
違
は
あ
っ
て
も
、
日
本
人
は
ほ
ぼ
百
年
前
に
同
様
な
事
態
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
そ
の
経
験

を
ふ
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
が
、
順
当
な
手
順
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

欧
米
文
化
受
容
の
大
先
達
福
沢
諭
吉
は
、
明
治
八
年
に
著
し
た
『
文
明
論
之
概
略
』
の
序
文
に
．
身
に
し
て
二
生
を
経
る
が
如

く
、
一
人
に
し
て
両
身
あ
る
が
ご
と
し
」
と
書
い
た
。
彼
の
目
に
は
、
日
本
と
欧
米
の
文
化
の
二
律
背
反
性
が
は
っ
き
り
と
見
え
て

い
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
文
明
の
元
素
を
異
に
し
、
其
元
素
の
発
育
を
異
に
し
、
其
発
育
の
度
を
異
に
し
…
：
．
」
と
書

き
、
こ
れ
は
火
と
水
と
が
接
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
た
と
え
、
「
人
の
精
神
に
波
欄
を
生
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
内
部
の
底
に
徹
し
て

転
覆
回
旋
の
大
騒
乱
を
起
さ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
は
大
混
乱
は
予
測
す
る
が
決
し
て
悲
観
的
で
は
な
い
、
両
文
明
を
比
較
照
応
し
て
、
確
実
な
、
新
し
い
文
明
の
実
り
を

期
待
で
き
る
「
好
機
会
」
が
今
だ
と
底
抜
け
に
オ
ブ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
諭
吉
の
〈
よ
き
実
り
〉
を
期
待
し
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ほ
ぼ
一
世
代
を
隔
て

て
出
現
し
た
明
治
を
代
表
す
る
巨
大
な
る
頭
脳
夏
目
漱
石
の
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
・
漱
石
の
中
の
〃
日

本
人
〃
と
、
西
欧
的
人
間
完
成
の
典
型
で
あ
る
〃
紳
士
〃
と
は
つ
い
に
和
解
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
倫
敦
に
住
み
暮
ら
し
た
る
二
年
は
尤
も
不
愉
快
の
二
年
な
り
。
ｌ
略
ｌ
謹
ん
で
紳
士
の
模
範
を
以
て
目
せ
ら
る
る
英
国
人

に
告
ぐ
。
余
は
物
数
奇
な
る
酔
興
に
て
倫
敦
ま
で
踏
み
出
し
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
個
人
の
意
志
よ
り
も
大
な
る
意
志
に
支
配
せ
ら

パ

ン

れ
て
、
気
の
毒
な
が
ら
此
歳
月
を
君
等
の
麺
麹
の
恩
沢
に
浴
し
て
累
々
と
送
り
た
る
の
み
。
二
年
の
後
、
期
満
ち
て
去
る
は
、
春

来
っ
て
雁
北
に
帰
る
が
ご
と
し
。
滞
在
の
当
時
君
等
を
手
本
と
し
て
万
事
君
等
の
意
の
如
く
す
る
能
は
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
、
君
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イ
ギ
リ
ス
紳
士
の
〈
何
〉
に
対
し
て
、
漱
石
の
中
の
〈
何
〉
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
１
１
解
答
は
、
晩
年
の
彼
の
座
右
の

銘
が
「
則
天
去
私
」
だ
っ
た
こ
と
が
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
が
イ
ギ
リ
ス
紳
士
に
対
し
て
規
定
し
た
自
己
は
、
「
官
命

な
る
が
故
に
」
「
自
己
の
意
志
を
」
放
棄
す
る
こ
と
を
怪
し
ま
な
い
日
本
（
東
洋
）
の
伝
統
的
人
間
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
対
置
す
る
イ
ギ
リ
ス
紳
士
は
個
人
の
意
志
を
最
大
限
に
重
ん
ず
る
「
個
人
主
義
的
人
間
観
」
の
理
想
像
で
あ
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
と
紳
士
と
を
つ
い
に
和
解
さ
せ
な
か
っ
た
も
の
（
そ
れ
は
福
沢
が
和
解
融
合
に
よ
る
よ
き
実
り
を

期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
）
は
、
漱
石
の
意
識
の
底
を
流
れ
続
け
て
い
た
伝
統
的
な
日
本
（
東
洋
）
的
心
情
、
去
私
・
無
私

へ
の
憧
僚
と
、
イ
ギ
リ
ス
紳
士
が
理
想
と
す
る
〈
個
人
主
義
的
人
間
完
成
〉
と
の
間
の
本
質
的
な
異
質
性
だ
っ
た
、
と
見
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

こ
の
本
質
的
な
人
間
観
の
違
い
は
、
諭
吉
・
漱
石
の
問
題
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
以
来
の
日
本
の
課
題
で
あ
り
、
現
在
ま
で

い
ま
だ
に
解
決
さ
れ
な
い
で
、
文
化
の
相
互
理
解
を
阻
み
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
戦
後
の
戦
争
裁
判
で
、
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
が
、
日
本
人
の
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
酷
烈
な
判
決
を
う
け
、
わ
れ

漱
石
が
『
文
学
論
』
の
序
で
書
い
て
い
る
、
こ
の
激
し
い
感
慨
は
象
徴
的
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
諭
吉
の
期
待
は
惨
め
に
は
ず

れ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
漱
石
は
「
君
等
の
思
う
よ
う
に
は
俺
は
な
れ
な
い
ん
だ
」
と
イ
ギ
リ
ス
紳
士
に
昂
然
と
絶
縁
状
を
叩
き
っ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

等
が
東
京
の
豊
子
に
予
期
し
た
る
程
の
模
範
的
人
物
と
な
る
能
は
ざ
る
を
悲
し
む
。
去
れ
ど
官
命
な
る
が
故
に
行
き
た
る
者
は
、

自
己
の
意
志
を
以
て
行
き
た
る
に
あ
ら
ず
。
自
己
の
意
志
を
以
て
す
れ
ば
、
余
は
生
涯
英
国
の
地
に
一
歩
も
吾
足
を
踏
み
入
る
事

な
か
る
べ
し
．
…
．
．
」

漱
石
が
『
文
学
論
』
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日
本
人
が
受
け
継
い
で
き
た
人
間
形
成
の
伝
統
の
中
で
、
「
己
を
空
し
う
す
る
、
私
心
を
去
る
」
と
い
う
こ
と
は
最
も
高
貴
で
最

も
血
肉
化
さ
れ
た
徳
目
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
々
は
、
理
屈
を
超
え
て
無
私
の
精
神
に
感
動
し
、
私
心
あ
る
を
嫌
悪
、
軽
蔑
す
る
。

そ
れ
は
人
間
評
価
基
準
の
暗
黙
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。

福
沢
諭
吉
が
勝
海
舟
を
論
難
し
て
書
い
た
『
痩
我
慢
の
説
』
は
、
「
主
家
廃
滅
が
た
ま
た
ま
〈
私
の
富
貴
〉
に
つ
な
が
っ
て
、
そ

れ
に
情
然
と
し
て
い
る
」
か
に
見
え
る
勝
の
私
心
を
難
詰
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
の
「
立
国
は
私
な
り
、
公
に
非

ざ
る
な
り
」
に
は
じ
ま
る
数
行
以
下
、
全
篇
に
一
貫
す
る
「
公
・
私
」
の
観
念
の
分
析
は
、
客
観
論
理
の
中
に
見
事
に
日
本
的
心
情

を
投
影
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
が
「
立
国
は
私
な
り
」
と
言
い
放
つ
と
き
、
そ
の
〈
私
〉
は
、
た
と
え
ば
私
利
・
私
欲
・
私
憤
・
私
党
．

わ
れ
は
仰
天
し
た
こ
と
を
想
い
出
し
て
み
る
が
い
い
。
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
己
を
殺
し
て
命
令
に
従
う
と
い
う
、
日
本
で

最
も
普
遍
的
な
モ
ラ
ル
に
従
っ
た
兵
た
ち
の
多
く
が
、
そ
の
故
に
死
刑
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
戦
勝
者
が
個
人
主
義

的
人
間
観
に
立
っ
て
個
の
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う
発
想
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
そ
れ
が
悪
だ
と
思
え
ば

拒
否
す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
日
本
の
モ
ラ
ル
は
「
自
己
の
意
志
を
殺
す
こ
と
、
私
の
主
張
を
し
な
い
こ
と
」
を
よ

り
高
い
美
徳
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
一
般
的
に
、
い
ま
で
も
「
個
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
悪
徳
の
代
名
詞
で
あ
り
、
「
個
人
主
義
者
」
を
人
間
の
理
想
像

と
考
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。

無
私
の
倫
理
Ｉ
日
本
的
人
間
観
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私
心
・
私
怨
：
．
…
と
い
う
ふ
う
に
用
い
ら
れ
る
〈
私
〉
と
同
質
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
倫
理
的
悪
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
い
方
に
し
た
が
え
ば
「
誰
て
是
れ
人
間
の
私
情
に
生
じ
た
る
も
の
に
し
て
天
然
の
公
道
に
非
ざ

る
も
の
」
が
「
私
」
と
い
う
非
道
・
悪
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
天
然
の
公
道
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
「
公
」
は
（
人
間
が
想
定
し
た
）
天
然
自
然
の
道

で
あ
り
、
人
間
の
考
え
得
る
最
高
・
至
善
の
在
り
方
を
意
味
す
る
。
「
在
る
べ
き
姿
」
と
い
っ
て
も
い
い
。

図
式
化
し
て
言
え
ば
〈
私
〉
と
は
悪
で
あ
り
〈
公
〉
と
は
善
で
あ
る
。
両
者
は
対
立
し
〈
私
〉
は
く
公
〉
と
い
う
絶
対
肯
定
概
念

に
よ
っ
て
否
定
さ
る
べ
き
概
念
と
な
る
。

公
を
優
先
し
、
そ
れ
に
対
し
て
私
を
斥
け
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
徳
川
二
百
数
十
年
の
間
に
極
度
に
純
化
さ
れ
た

日
本
的
な
精
神
的
価
値
秩
序
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
人
間
形
成
の
原
理
と
し
て
「
公
・
私
」
の
倫
理
体
系
が
最
も
重
い
も
の
と
な
っ

て
定
着
し
、
と
く
に
〈
私
の
否
定
〉
が
重
要
な
人
間
形
成
の
徳
目
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
〈
私
の
否
定
〉
と

は
く
悪
な
る
私
の
否
定
〉
で
あ
り
、
観
念
上
〈
私
〉
は
〈
悪
そ
の
も
の
〉
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
の
否
定
〉
は
公
と
の
対
比
に
お
い
て
定
着
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
〈
私
〉
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て

〈
公
〉
以
外
に
〈
道
〉
と
い
う
概
念
が
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
道
と
い
う
概
念
は
、
公
と

い
う
概
念
と
同
様
、
支
那
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
倫
理
的
意
味
を
与
え
た
の
も
漢
民
族
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
日
本

ほ
ど
生
活
の
中
で
〈
道
〉
と
い
う
概
念
に
馴
染
み
親
し
み
、
そ
れ
に
規
正
さ
れ
て
い
る
社
会
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
げ

さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
何
で
も
彼
で
も
日
本
人
は
手
当
り
次
第
に
〈
道
〉
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
数
え
て
も
、
武

術
・
武
芸
は
武
道
、
柔
・
剣
術
は
柔
道
・
剣
道
だ
し
、
茶
の
湯
は
茶
道
、
生
け
花
は
華
道
、
習
字
は
書
道
、
衣
裳
の
着
方
は
装
道
で
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え

ん

げ

ん

と

う

あ
る
。
そ
の
他
師
道
、
医
道
、
政
道
、
商
人
道
、
芸
道
、
歌
道
、
文
章
道
、
礼
道
、
そ
し
て
哀
彦
道
は
バ
ク
チ
打
ち
、
任
侠
道
は
侠
客
、

神
農
道
は
テ
キ
ヤ
と
い
う
ふ
う
に
．
：
…
で
あ
る
。
今
に
ゴ
ル
フ
道
、
パ
チ
ン
コ
道
な
ど
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
野
球
道
、
麻

雀
道
な
ど
と
い
う
の
は
も
う
出
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
ら
の
〈
道
〉
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
共
通
の
特
徴
は
、
こ
れ
も
ま
た
〈
私
の
否
定
〉
な
の
で
あ
る
。
人
々
は
〈
道
〉
の
前

で
〈
私
〉
を
去
り
、
お
の
れ
を
空
し
う
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
私
心
が
あ
っ
て
は
、
す
な
わ
ち
我
流
で
は
い
く
ら
励
ん
で
も
、

何
の
道
に
お
い
て
も
、
奥
義
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
公
に
よ
る
私
の
否
定
〉
（
公
生
活
）
と
、
こ
の
〈
道
に
よ
る
私
の
否
定
〉
（
私
生
活
）
と
が
互
い
に
重
な
り
合
い
、
影
響
し
合
っ
て

複
合
的
に
作
用
す
る
中
で
〈
私
心
の
否
定
〉
に
強
い
ド
ラ
イ
ブ
が
か
か
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
独
立
し
た
高
貴
な
善
で
あ
り
、
良
き
人

間
形
成
の
道
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

私
心
の
な
い
こ
と
Ｉ
無
私
が
す
べ
て
を
超
え
る
美
徳
と
な
り
、
す
べ
て
の
免
罪
符
と
も
な
る
よ
う
な
日
本
の
精
神
風
土
が
生
ま
れ

た
理
由
は
こ
｝
」
に
あ
る
。
た
と
え
ば
二
・
二
六
、
五
・
一
五
、
血
盟
団
な
ど
一
連
の
決
起
者
た
ち
、
三
島
由
紀
夫
、
あ
る
い
は
赤
穂

浪
士
、
「
落
日
燃
ゅ
」
の
廣
田
弘
毅
、
「
樅
ノ
木
は
残
っ
た
」
の
原
田
甲
斐
、
明
治
人
の
中
で
は
西
郷
隆
盛
、
乃
木
希
典
た
ち
：
…
．

が
理
屈
な
し
に
庶
民
を
感
動
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
無
私
の
せ
い
だ
と
い
っ
て
も
見
当
違
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

や
が
て
そ
れ
は
、
私
心
の
な
い
と
い
う
消
極
的
な
形
か
ら
、
〈
無
私
の
精
神
〉
と
い
う
積
極
的
で
よ
り
普
遍
的
な
く
思
想
〉
と
な

り
、
日
本
的
人
間
形
成
に
お
け
る
ｌ
Ｉ
も
し
か
す
る
と
最
も
日
本
的
な
１
１
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
ｌ
そ
し
て

そ
の
時
〈
無
私
の
精
神
〉
は
〈
公
〉
や
〈
道
〉
か
ら
離
れ
、
何
か
の
た
め
の
無
私
で
な
く
、
無
私
そ
の
も
の
が
独
立
し
た
自
己
目
的

と
な
る
と
い
う
矛
盾
と
危
険
と
を
内
包
し
つ
つ
純
化
す
る
。
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「
格
に
入
り
、
格
を
出
で
て
、
。
は
じ
め
て
自
在
を
得
く
し
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
芭
蕉
の
俳
論
の
中
の
言
葉
だ
っ
た
。
「
格
に

入
る
」
と
は
、
や
は
り
様
式
や
法
則
や
こ
ま
ご
ま
し
た
き
ま
り
ご
と
を
十
分
身
に
つ
け
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
理
解
し
て
も
よ
か
ろ

う
。
だ
が
、
「
格
を
出
る
」
と
こ
ろ
ま
で
そ
れ
を
消
化
し
血
肉
化
し
て
し
ま
う
の
は
、
さ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
盗

意
的
な
く
私
〉
を
捨
て
て
、
〈
道
〉
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
様
式
や
法
則
な
ど
に
自
己
を
随
順
さ
せ
、
そ
れ
に
な
り
切
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
私
（
我
意
）
の
否
定
Ｉ
無
私
に
徹
し
な
く
て
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
ｌ
そ
し
て

そ
れ
が
完
成
し
た
時
に
、
さ
ら
に
「
格
を
出
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
法
則
や
様
式
や
き

ま
り
ご
と
に
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
な
く
、
自
在
に
思
い
の
ま
ま
に
自
己
を
表
現
す
れ
ば
い
い
。
一
度
押
し
殺
し
て
し
ま
っ
た
我
意
の

あ
と
に
、
真
の
自
己
が
現
れ
て
く
る
の
だ
。
そ
こ
に
自
分
な
り
の
完
成
が
あ
る
は
ず
だ
し
、
そ
れ
が
と
ら
わ
れ
な
い
真
の
自
由
と
い

う
も
の
で
も
あ
る
１
１
と
芭
蕉
は
教
え
た
の
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
技
能
形
成
が
直
ち
に
人
間
形
成
で
も
あ
る
。
ｌ
ｌ
こ
れ
が
、
無
私
に
よ
る
日
本
的
な
人
間
形
成
過
程
の
一
つ
の
典
型

だ
と
考
え
て
も
大
き
な
間
違
い
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
の
風
土
に
、
占
領
政
策
が
強
制
し
た
も
の
（
文
化
）
は
、
自
由
に
し
て
も
平
等
に
し
て
も
、
基
本
的
人
権
も
民

主
主
義
政
治
も
、
当
然
〈
個
人
主
義
〉
的
人
間
観
を
基
調
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
個
人
主
義
的
人
間
観
は
ま
ず
「
個
人
の
肯
定
」
か

ら
出
発
す
る
。
道
徳
の
基
礎
を
個
体
と
し
て
の
個
人
に
求
め
、
国
家
と
か
社
会
に
対
す
る
個
人
の
優
位
を
主
張
す
る
、
人
間
観
・
社

会
観
で
あ
る
。
自
己
を
〈
私
〉
と
考
え
、
〈
無
私
〉
を
美
徳
と
す
る
日
本
の
道
徳
観
と
は
全
く
両
極
に
位
置
す
る
人
間
観
だ
と
い
っ
て

「
個
人
の
肯
定
」
と
「
無
私
」
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と
こ
ろ
が
率
直
に
言
っ
て
、
た
と
え
ば
「
自
由
」
が
、
野
放
し
・
我
侭
勝
手
・
秩
序
へ
の
反
抗
・
衝
動
の
暴
発
・
感
覚
へ
の
惑
溺
・

幼
児
性
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
主
張
な
ど
と
同
義
と
な
り
、
人
間
も
社
会
も
傷
つ
い
て
い
る
日
本
の
現
実
か
ら
眼
を
背
け
て
通
る
わ
け
に
は

行
か
な
い
の
で
あ
る
。
自
由
が
必
ず
し
も
理
性
の
発
育
を
促
す
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
良
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

退
廃
と
デ
カ
ダ
ン
ス
を
も
た
ら
す
。
日
本
に
お
け
る
「
自
由
」
は
必
ず
し
も
美
徳
だ
け
で
な
く
、
悪
徳
で
な
い
こ
と
も
な
い
、
と
い

う
の
が
ご
ま
化
し
の
な
い
現
実
の
姿
で
あ
る
。

明
治
以
来
百
余
年
、
と
く
に
敗
戦
以
降
の
三
十
年
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
い
う
特
定
思
想
空
間
の
中
で
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
生

活
す
る
人
々
の
思
考
や
行
動
の
様
式
を
基
底
か
ら
支
配
し
た
一
群
の
世
界
観
や
人
生
観
の
基
礎
を
な
す
」
（
前
掲
書
）
と
い
わ
れ
る
個

人
主
義
と
の
交
渉
に
お
け
る
悩
み
を
煮
つ
め
て
見
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
現
実
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

日
本
人
は
ど
こ
か
で
自
己
を
〈
私
〉
だ
と
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
己
を
〈
個
人
〉
だ
と
規
定
す
る
。
す
べ
て
の
問
題
は
こ
の
自

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
的
自
然
に
根
ざ
し
、
理
性
に
根
ざ
し
て
い
る
限
り
、
い
か
に
自
由
勝
手
な
振
舞
い
も
、
自
然
の

大
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
は
ず
で
、
社
会
は
全
体
と
し
て
調
和
が
保
た
れ
、
進
歩
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
人
間
形

成
」
ま
た
は
「
教
育
」
に
お
い
て
、
「
理
性
」
に
信
頼
す
る
「
自
由
」
が
強
調
さ
れ
、
最
高
の
評
価
を
う
け
る
こ
と
は
当
然
だ
と
い

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

よ
か
ろ
う
。

え
ら
れ
た
も
の
、

辞
典
』
に
よ
る
）
。

近
代
の
〈
個
人
主
義
〉
に
お
け
る
〈
個
人
〉
と
は
、
自
由
・
平
等
な
自
然
権
と
、
自
然
の
秩
序
を
認
識
す
る
鍵
と
し
て
の
理
性
を
与

ら
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
く
社
会
の
原
子
〉
で
あ
り
、
社
会
は
そ
の
統
合
体
だ
と
想
定
さ
れ
る
（
講
談
社
版
『
現
代
思
想
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「
最
近
の
日
本
人
の
悪
口
を
い
う
つ
も
り
は
決
し
て
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
幕
末
の
時
代
、
個
人
主
義
と
か
言
わ
れ
な
い

あ
の
時
代
の
人
々
の
ほ
う
が
、
判
断
の
独
立
性
と
か
、
い
い
意
味
で
の
個
人
主
義
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
の
は
、
『
坂
本
龍
馬
と
明

己
認
識
の
相
違
の
上
に
生
ま
れ
た
。
観
念
上
〈
私
〉
は
否
定
、
〈
個
人
〉
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

〈
私
〉
は
悪
へ
の
志
向
、
〈
個
人
〉
は
善
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
観
念
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
こ
の
完
全

に
逆
転
し
た
二
様
の
自
己
認
識
Ｉ
基
本
的
人
間
観
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
〈
私
〉
と
く
個
〉
と
を
混
乱
し
た
ま
ま
で
、
日
本
は
、

「
個
の
思
想
」
が
生
ん
だ
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
文
明
文
化
の
果
実
に
接
触
し
、
享
受
し
、
あ
る
い
は
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
歪

み
が
お
こ
ら
な
い
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。

自
由
は
私
心
・
私
利
・
私
欲
の
自
由
と
な
り
放
埒
無
惨
に
通
じ
、
平
等
は
私
利
・
私
欲
を
主
張
す
る
た
め
の
口
実
と
な
り
、
友
愛

は
相
手
へ
の
一
方
的
な
要
求
と
な
る
か
、
目
先
の
利
を
追
う
馴
れ
合
い
と
な
っ
て
し
ま
う
。
民
主
主
義
は
衆
愚
政
治
へ
の
傾
斜
を
深

め
、
基
本
的
人
権
は
、
当
然
そ
れ
と
一
対
の
は
ず
の
基
本
的
人
間
義
務
を
無
視
す
る
と
・
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
〈
教
育
〉

が
方
途
を
見
失
う
の
も
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

二
様
の
基
本
的
人
間
観
（
個
の
体
系
と
私
の
体
系
と
い
っ
て
も
い
い
）
の
確
認
か
ら
は
じ
め
、
新
し
い
視
点
を
し
っ
か
り
と
確
立

し
な
い
限
り
〈
教
育
〉
の
思
想
も
〈
人
間
形
成
〉
の
理
念
も
戸
惑
う
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
無
批
判
に
個
人
主
義
的
人
間
観
に
も
と
づ

く
教
育
理
念
で
人
間
形
成
を
割
り
切
ろ
う
と
す
る
現
状
は
、
す
で
に
民
族
の
血
肉
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
否
定
さ
る
べ
き
私
」
と
い

う
伝
統
的
人
間
観
か
ら
復
讐
を
受
け
つ
つ
あ
り
、
さ
り
と
て
伝
統
的
人
間
観
で
割
り
切
る
た
め
に
は
、
現
実
の
カ
ベ
は
余
り
に
も
厚

、

１

◎

１
Ｖ
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治
維
新
』
を
書
い
た
ア
メ
リ
カ
人
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
氏
だ
っ
た
。

ｌ
ｌ
こ
の
話
は
、
現
代
日
本
の
人
間
形
成
の
問
題
を
二
重
の
意
味
で
象
徴
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

一
つ
は
、
と
も
か
く
正
統
な
個
人
主
義
の
風
土
の
中
で
人
間
形
成
を
果
た
し
て
き
た
ジ
ャ
ン
セ
ン
氏
の
感
覚
か
ら
見
て
、
現
代
の

若
者
た
ち
は
明
ら
か
に
悪
口
を
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
「
個
性
的
」
で
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
個
性
の
確
立
を
願
っ
て
作
ら
れ
た
社
会
環
境

や
教
育
制
度
の
中
で
、
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
だ
、
と
い
う
疑
問
の
形
を
借
り
た
「
最
近
の
日
本
人
」
へ
の
非
難
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
個
人
主
義
な
ど
の
観
念
は
な
く
と
も
、
個
人
主
義
的
完
成
度
の
高
い
維
新
人
に
対
す
る
疑
問
の
か
た
ち
を
借
り
た

嘆
称
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
初
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
個
性
的
人
間
形
成
を
意
図
す
る
と
い
う
社
会
環
境
や
教
育
制
度
の
一
方
的
押
し
つ
け
に
対
し
て
、
日

本
人
の
思
考
に
定
着
し
て
い
る
〈
無
私
は
高
貴
〉
と
す
る
伝
統
的
人
間
観
・
生
活
感
覚
が
、
和
解
し
な
い
だ
け
で
な
く
復
讐
し
て
い

る
の
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
。
幕
末
維
新
の
人
々
が
伝
統
的
な
人
間
形
成
（
教
育
）
の
体
系
の
中

で
自
己
形
成
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
彼
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
い
わ
ゆ
る
「
個
性
的
」
と
か
「
独
立
性
」

と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
逆
説
的
現
象
は
、
「
個
性
」
と
か
「
個
人
主
義
」
と
か
い
う
近
代
主

義
の
観
念
の
も
の
さ
し
を
取
り
払
っ
て
、
最
も
基
本
的
で
普
遍
的
な
「
人
間
形
成
」
と
い
う
次
元
に
視
座
を
置
き
換
え
れ
ば
逆
説
で

も
何
で
も
な
く
な
る
。
日
本
的
伝
統
風
土
に
お
け
る
「
人
間
形
成
」
の
成
功
が
、
「
個
人
主
義
」
の
も
の
さ
し
で
は
か
れ
ば
「
個
性

的
」
で
「
判
断
の
独
立
性
」
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
及
第
点
が
つ
い
た
だ
け
の
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
形
成
」
へ
の
道
と
し
て
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
道
を
目
の
前
に
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
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ろ
う
。

で
は
な
い
か
。
一
つ
は
正
統
な
意
味
で
の
「
個
人
主
義
」
の
道
、
他
の
一
つ
は
伝
統
的
な
「
無
私
」
の
道
で
あ
る
。
Ｉ
Ｉ
こ
の
こ
と

は
人
間
形
成
の
た
め
の
二
つ
の
異
質
な
体
系
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
い
で
に
言
え
ば
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
長
短
は
あ

る
が
、
体
系
そ
の
も
の
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ

の
体
系
に
よ
る
に
し
て
も
、
「
人
間
」
が
よ
り
高
く
形
成
さ
れ
、
よ
り
完
成
度
が
高
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

二
つ
の
人
間
形
成
の
体
系
が
交
錯
す
る
混
迷
の
中
で
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
氏
が
「
悪
く
言
」
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
人
間
の
育
成
が

行
な
わ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

一
つ
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
両
体
系
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
誤
解
や
無
知
を
洗
い
出
し
、
両
者
の
か
か
わ
り
方

を
正
す
こ
と
。
た
と
え
ば
、
〈
倫
理
上
の
観
念
と
し
て
は
「
私
」
と
「
個
人
」
と
は
同
じ
で
な
い
〉
、
〈
個
人
主
義
に
お
け
る
個
人

い

い

と
は
「
理
性
あ
る
も
の
」
の
謂
で
あ
る
〉
、
〈
自
由
と
は
理
性
の
自
由
だ
〉
、
〈
無
私
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
性
質
を
内
包
し
、
対
象
次

第
で
危
険
な
も
の
と
な
る
〉
、
〈
無
私
の
彼
方
に
自
由
が
あ
る
〉
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
の
誤
解
や
無
知
を
洗
い
出
す
こ
ど

第
二
に
、
伝
統
的
な
「
公
・
道
」
に
対
す
る
「
私
」
と
い
う
人
間
形
成
の
体
系
や
「
無
私
の
精
神
」
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
思
い

込
ん
で
い
る
ほ
ど
、
未
来
に
対
し
て
真
に
意
味
も
価
値
も
持
ち
得
な
い
も
の
か
ど
う
か
を
問
い
直
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。

「
個
人
主
義
」
の
時
代
も
す
で
に
行
き
詰
っ
た
、
と
の
瞬
き
が
聞
こ
え
て
く
る
現
代
で
あ
る
。
個
人
主
義
に
疲
れ
た
漱
石
が
最
後

の
安
住
の
場
と
し
て
憧
れ
た
の
が
、
「
即
天
去
私
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
象
徴
的
で
あ
り
暗
示
的
で
は
な
い
か
。

で
あ
る
。

利
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明
治
初
年
以
来
、
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
さ
か
ん
に
移
入
し
よ
う
と
し
て
き
た
〃
西
洋
の
近
代
思
想
″
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
正
確

に
論
究
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
〃
特
殊
な
〃
合
理
主
義
、
あ
る
い
は
個
人
主
義
で

あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実
と
い
え
よ
う
。

客
観
的
に
分
析
的
に
外
界
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
の
合
理
主
義
は
、
自
然
科
学
と
技
術
を
発
展
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
背
後

に
は
、
神
の
栄
光
と
全
能
と
を
白
日
の
も
と
に
あ
ら
わ
に
せ
ん
と
す
る
信
仰
と
、
不
完
全
な
が
ら
も
人
間
に
の
み
与
え
ら
れ
た
神
の

理
性
と
意
志
へ
の
全
面
的
信
頼
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
独
特
の
人
間
観
・
自
然
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
科
学
は
観
察
と
実
験
と
を
武
器
に
、
次
々
と
自
然
を
支
配
し
征
服
し
、
人
間
の
奴
隷
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
さ
ら
に
近

代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
無
用
の
束
縛
を
受
け
、
埋
没
し
て
い
た
〃
個
人
″
を
救
済
し
て
自
由
に
し
、
自
己
の
運
命
を
自
己
自
身
の
判

断
と
決
断
に
よ
っ
て
切
り
開
き
う
る
こ
と
を
人
び
と
に
教
え
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
き
な
魅
力
と
し
て
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
せ

ま
っ
た
し
、
鎖
国
し
太
平
の
世
を
楽
し
ん
で
い
た
日
本
人
に
は
、
時
に
は
恐
怖
を
も
与
え
た
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
余
裕
も
な
い

ま
ま
明
治
以
降
、
日
本
全
体
で
〃
文
明
開
化
″
を
な
し
と
げ
よ
う
と
し
、
〃
欧
米
″
の
移
入
に
や
つ
き
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
他
の

ア
ジ
ア
で
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
短
期
間
の
う
ち
に
立
派
に
〃
文
明
開
化
″
し
、
い
ま
で
は
欧
米
に
追
い
つ
き
、
追
い
こ
し
た
と

さ
え
言
い
う
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
〃
物
質
″
の
世
界
で
あ
り
、
開
化
し
た
〃
文
明
″
は
〃
物
質
文
明
″
の
方
だ
け
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
〃
近
代
化
″
と
い
う
表
現
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
高
層
ビ
ル
の
出
現
で
あ
り
、
自
動
車
や
新
幹
線
、
さ
ら
に
は
家
庭

(2)

精
神
文
化
を
忘
れ
た
近
代
化
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内
の
電
化
製
品
の
出
現
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
視
眼
的
に
効
率
を
の
み
追
い
求
め
、
物
質
的
繁
栄
を
追
い
求
め
た
結
果
、

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
相
当
程
度
〃
近
代
化
″
を
手
中
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

人
間
と
自
然
と
の
静
か
な
調
和
よ
り
も
、
人
間
の
生
活
を
安
楽
に
し
便
利
に
す
る
た
め
に
、
日
々
努
力
す
る
路
線
を
明
治
以
来
、

疑
わ
ず
し
て
つ
き
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
科
学
技
術
は
日
本
の
な
か
に
完
全
に
定
着
し
、
発
展
し
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
欧
米
先
進
国
の
水
準
を
も
大
き
く
引
き
離
し
た
分
野
を
多
数
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
然
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
利
用
す
る
側
の
〃
人
間
″
の
問
題
は
、
か
な
ら
ず
し
も
欧
米
諸
国
と
軌
を
一
に
し
て

発
展
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

精
神
文
化
は
、
物
質
文
化
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
風
土
は
か
な
ら
ず
し
も
個
人
主
義
・
合
理
主
義
を
、
〃
欧
米

式
″
に
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

温
暖
な
自
然
環
境
、
水
清
く
緑
多
い
自
然
、
起
伏
に
豊
ん
だ
大
地
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
よ
り
そ
い
な
が
ら
、
肌
と
肌
を
接
し

合
い
な
が
ら
、
と
も
に
助
け
、
と
も
に
牽
制
し
合
い
な
が
ら
生
活
す
る
日
本
独
自
の
形
態
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

西
欧
の
近
代
思
想
と
し
て
の
精
神
文
明
の
方
も
、
物
質
文
明
同
様
、
明
治
初
年
か
ら
移
入
に
努
め
、
〃
欧
米
並
み
〃
に
な
る
こ
と

を
志
向
し
た
歴
史
を
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
の
百
数
十
年
の
こ
の
努
力
は
、
徒
労
に
終
っ
た
と
評
価
し
て

よ
い
と
思
う
。
欧
米
の
個
人
主
義
・
合
理
主
義
に
は
、
背
後
に
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教

を
素
直
に
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
抽
象
的
に
し
て
観
念
的
な
世
界
で
し
か
、
多
く
の
人
び
と
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
理
解
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
欧
米
の
個
人
主
義
、
広
く
は
人
間
観
も
、
抽
象
的
で
観
念
的
な
現
実
に
は
成
立
し
え

な
い
夢
物
語
と
し
て
し
か
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ご
く
少
数
の
特
殊
な
人
間
、
〃
知
識
人
″
の
み
が
愛
好
す
る
ひ
弱
な
思
想
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欧
米
の
科
学
技
術
に
恐
れ
驚
い
た
明
治
初
年
に
も
、
大
量
の
欧
米
文
化
、
啓
蒙
思
想
が
紹
介
さ
れ
て
移
入
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
明
治
十
年
代
の
混
乱
を
日
本
に
も
た
ら
し
、
暴
動
と
破
壊
が
自
由
民
権
運
動
の
名
の
も
と
に
展
開
し
、
国
家
滅
亡
の
渕
に

日
本
を
追
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
不
平
不
満
は
正
義
の
追
求
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
身
勝
手
な
行
動
も
自

由
の
名
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
を
救
い
自
国
の
存
立
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
た
め
に
〃
和
魂
″
が

確
立
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
は
、
初
体
験
と
し
て
の
〃
敗
北
″
で
終
っ
た
。
多
く
の
日
本
人
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
完
全
に
自
信
を
失
い
混
乱

し
た
。
欧
米
が
、
明
治
期
の
恐
怖
心
よ
り
大
き
く
の
し
か
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
日
本
文
化
や
日
本
人
で
あ
る
こ
と
自
体
に

自
信
を
失
っ
た
人
間
も
多
数
出
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
欧
米
の
思
想
が
い
か
に
優
秀
で
あ
る
か
を
、
日
本
の
知
識

人
た
ち
は
さ
か
ん
に
吹
聴
し
て
回
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
効
果
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
日
本
を
否
定
し
、
〃
欧
米
並
み
〃
の
文
化
を
形

成
す
る
こ
と
が
新
し
い
日
本
を
幸
福
に
す
る
近
道
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

戦
災
を
う
け
て
廃
嘘
と
化
し
た
日
本
全
土
に
、
ア
メ
リ
カ
の
豊
か
な
物
質
文
明
が
流
れ
、
日
本
人
の
虚
無
的
な
心
を
魅
了
し
た
。

欧
米
を
讃
美
し
憧
れ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
・

憲
法
の
制
定
に
続
い
て
、
人
間
形
成
の
指
針
も
民
主
的
に
法
律
に
よ
る
こ
と
と
な
り
『
教
育
基
本
法
』
が
制
定
さ
れ
た
。
絶
対
普

遍
な
る
目
的
を
目
指
し
、
そ
の
実
現
を
は
か
る
の
が
教
育
だ
と
考
え
れ
ば
、
教
育
の
目
的
を
設
定
で
き
る
の
は
不
完
全
な
人
間
で
は

(3)

生
活
実
感
か
ら
遊
離
し
た
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
受
容



5浬5第II部第五章国際化時代における教育と文化

不
可
能
に
な
ろ
う
。
従
来
の
日
本
に
は
〃
神
の
こ
と
ば
〃
『
勅
語
』
が
あ
っ
た
。
「
古
今
二
通
シ
テ
謬
ラ
ス
中
外
二
施
シ
テ
惇
ラ
ス
」
と

明
記
し
た
『
勅
語
』
は
、
た
し
か
に
永
遠
に
し
て
普
遍
的
な
る
概
念
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
内
容
は
今
日
で
も
恐
ら
く
否
定

で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。

教
育
観
を
新
し
い
方
向
に
変
革
す
る
努
力
も
、
『
勅
語
』
の
内
容
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
正
し
く
な
い
の
か
と
い
っ
た
検
討
も
、

十
分
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
戦
後
間
も
な
く
『
勅
語
』
を
「
排
除
」
す
る
決
議
を
国
会
で
な
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
絶
対
普
遍

な
る
価
値
を
目
指
し
て
人
間
を
形
成
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
旧
来
の
教
育
観
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
法
律
」

に
よ
っ
て
教
育
を
律
し
た
方
が
〃
近
代
的
″
な
の
だ
と
い
う
西
欧
思
想
に
安
直
に
移
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『
基
本
法
』
も
『
憲
法
』
同
様
、
日
本
人
に
は
生
活
実
感
を
持
ち
え
な
い
思
想
を
前
提
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
制
定
時
期

の
記
録
を
見
て
も
、
「
民
主
平
和
国
家
」
を
建
設
す
る
た
め
に
は
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
を
新
生
日
本
は
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
、
と
い
う
、
な
ん
と
も
不
十
分
な
論
拠
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
、
具
体
的
な
思
惟
を
超
越
し
た
「
至
上
命
令
」
が
、
大
き

な
前
提
と
し
て
の
し
か
か
り
、
議
論
に
先
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『
人
権
宣
言
』
や
『
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
』
は
一
見
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
思
想
で
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個

人
の
尊
厳
を
う
た
い
、
束
縛
を
否
定
し
て
自
由
を
躯
歌
す
る
考
え
方
は
、
た
し
か
に
誰
も
認
め
ざ
る
を
え
ま
い
。

し
か
し
、
個
人
の
尊
厳
を
絶
対
な
る
も
の
と
し
て
重
ん
じ
た
平
和
主
義
が
、
無
責
任
な
敗
北
主
義
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
が
あ

ろ
う
か
。
人
間
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
重
ん
じ
た
真
理
や
正
義
が
、
身
勝
手
な
庇
理
屈
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
が
あ
る
の
か
。
人

種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分
・
経
済
的
地
位
・
門
地
を
〃
差
別
要
因
″
と
し
て
排
除
す
る
『
基
本
法
』
の
姿
勢
か
ら
、
具
体
的

人
間
を
対
象
と
す
る
教
育
は
成
立
す
る
の
か
。
さ
ら
に
は
、
良
識
あ
る
公
民
と
し
て
は
政
治
的
教
養
が
必
要
だ
と
し
な
が
ら
も
、
特
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定
の
政
党
の
主
義
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
第
八
条
か
ら
、
は
た
し
て
健
全
な
生
き
た
政
治
教
育
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
第
九
条
の
宗
教
教
育
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
宗
教
の
人
間
生
活
に
お
け
る
位
置
と
役
割
は
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

特
定
の
宗
教
団
体
を
支
持
し
た
り
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と
を
多
く
の
学
校
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

抽
象
度
の
高
い
観
念
的
な
概
念
の
羅
列
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
具
体
的
に
思
惟
す
る
知
的
能
力
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
。

政
治
的
主
義
主
張
を
じ
っ
く
り
と
自
分
の
生
活
や
行
動
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
力
も
方
法
も
知
ら
な
い
人
間
、
し
か
も
神
も
仏

も
恐
れ
な
い
人
間
が
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
個
性
」
や
「
個
人
」
の
尊
厳
を
主
張
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
が
今
日
の
日
本
の
教
育
な

「
自
分
の
正
し
い
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
動
し
、
み
だ
り
に
他
人
に
動
か
さ
れ
な
い
」

「
正
を
愛
し
不
正
を
憎
み
、
勇
気
を
も
っ
て
正
し
い
行
動
を
す
る
」

「
正
し
い
目
標
の
実
現
の
た
め
に
は
、
困
難
に
耐
え
最
後
ま
で
や
り
通
す
」

こ
う
い
っ
た
強
烈
な
自
己
主
張
を
肯
定
し
是
認
す
る
内
容
が
、
小
学
校
の
学
習
指
導
要
領
「
道
徳
」
に
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

主
体
性
・
自
主
性
に
富
ん
だ
人
材
が
養
成
さ
れ
、
意
欲
を
も
つ
・
て
自
己
の
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
姿
は
教
育
が
常
に
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
神
風
土
の
違
う
日
本
に
お
い
て
、
か
か
る
か
た
ち
で
自
己
主
張
を
幼
少
時
期
か
ら
許
す
こ
と
が
、

真
に
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
る
道
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
教
育
基
本
法
に
明
記
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
実
体
は
磨
滅

し
て
、
単
な
る
タ
テ
マ
エ
に
堕
し
て
し
ま
い
、
現
実
の
結
果
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
幼
稚
な
ダ
ダ
ッ
子
し
か
育
成
さ
れ
て
い
な
い
の

し
か
い
え
ま
い
。

の
で
は
な
い
か
。

か
か
る
『
基
本
法
』
に
準
拠
し
た
『
学
習
指
導
要
領
』
も
、
大
胆
不
敵
な
人
間
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
の
み
貢
献
し
て
き
た
と
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戦
前
お
よ
び
戦
後
の
教
育
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
今
後
、
八
○
年
代
に
期
待
さ
れ
る
日
本
人
像
と
し
て
、
と
く
に
つ
ぎ
の
点
に

留
意
し
た
人
間
像
を
提
言
し
た
い
・

㈲
日
本
の
伝
統
的
な
精
神
文
化
の
な
か
に
確
固
と
し
た
精
神
的
支
柱
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
。

す
で
に
詳
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
西
洋
文
化
に
あ
る
よ
う
に
、
自
己
を
強
烈
に
肯
定
し
主
張
す
る
途
と
は
ま

っ
た
く
逆
に
、
盗
意
に
流
れ
や
す
い
自
分
を
厳
し
く
見
つ
め
、
そ
れ
に
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
う
ち
か
っ
て
行
く
努
力
訓
練

の
な
か
か
ら
、
真
の
自
己
自
身
に
出
会
い
、
個
性
豊
か
な
人
間
に
成
長
し
て
い
く
と
い
っ
た
途
を
と
っ
た
。
こ
の
日
本
式
「
人
間
尊

重
」
の
道
は
、
決
し
て
狭
い
国
粋
主
義
や
超
国
家
主
義
を
讃
美
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

広
く
世
界
に
貢
献
し
、
信
頼
を
受
け
る
日
本
人
の
育
成
を
可
能
に
す
る
道
と
い
え
よ
う
。

自
分
を
支
え
て
い
る
基
盤
の
貧
弱
な
人
間
は
強
が
り
を
い
っ
て
も
自
信
も
誇
り
も
持
ち
え
な
い
・
気
持
ち
だ
け
が
先
走
っ
て
も
、
そ

れ
を
的
確
に
十
分
表
現
す
る
術
を
知
ら
な
い
人
間
は
焦
り
い
ら
だ
ち
、
つ
い
に
は
自
己
嫌
悪
に
陥
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

戦
後
日
本
の
教
育
は
、
主
体
性
・
自
主
性
を
表
面
に
う
た
い
、
主
張
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
た
め
に
か
え
っ
て
個
性
の
な
い
〃
野
性
″

的
な
人
間
を
大
量
に
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

虚
勢
を
は
っ
た
日
本
人
も
、
自
信
も
誇
り
も
な
い
日
本
人
も
、
世
界
に
貢
献
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
自
分
自
身
を
統
御
し
、
広
く

大
き
く
物
事
を
見
つ
め
る
力
も
術
も
な
い
人
間
も
、
世
界
を
指
導
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
な
か
ろ
う
か
。

(4)

期
待
さ
れ
る
日
本
人
像

■

I
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聖
徳
太
子
は
『
背
私
向
公
』
と
い
う
こ
と
ば
で
こ
れ
を
表
現
し
た
よ
う
に
、
太
古
の
昔
か
ら
日
本
文
化
の
な
か
で
は
「
私
」
を
否

定
し
超
克
し
て
進
む
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
育
て
る
道
を
よ
し
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
克
己
」
「
去
私
」
「
滅
私
」
等
は
、
い

ず
れ
も
自
己
を
統
御
す
る
力
を
も
っ
た
人
間
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
自
身
に
安
直
に
妥
協
し
、
わ
が

ま
ま
に
流
れ
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
は
、
ま
っ
た
く
主
体
性
も
自
主
性
も
な
い
人
間
と
い
う
ほ

か
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
克
己
」
．
「
去
私
」
は
小
な
る
自
己
に
対
立
す
る
絶
対
的
な
る
も
の
に
対
す
る
と
き
の
精
神
態
度
を
指
す
の
で
あ
っ

て
、
現
世
に
お
け
る
権
力
者
な
ど
に
対
す
る
隷
属
的
態
度
を
指
す
も
の
で
は
絶
対
に
な
い
。
漱
石
の
「
則
天
去
私
」
と
か
南
洲
の
「
敬

天
愛
人
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
随
順
す
る
対
象
が
「
天
」
あ
る
い
は
絶
対
的
真
理
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
は
偏
狭
な
国
粋
主
義
と
区
別
す
る
た
め
の
重
要
な
観
点
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

㈲
国
際
的
に
開
か
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
。

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
は
極
東
の
一
島
国
で
あ
っ
て
、
世
界
の
国
際
化
の
潮
流
か
ら
最
も
地
理
的
に
遠
い
と
こ
ろ
に

存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
以
来
、
つ
ね
に
外
国
の
先
進
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
て
き
た
伝
統
を
持
つ
と
は
言
い
な
が
ら
、

世
界
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
国
際
的
視
野
が
狭
小
に
な
り
が
ち
な
傾
向
を
避
け
ら
れ
な
い
国
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
際
的
環
境
は
、
日
本
人
形
成
の
上
の
大
き
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
が
自
ら
の
長
短
を
冷
静
に
認
識
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
異
質
な
文
化
を
持
つ
人
た
ち
と
の
接
触
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
こ
う
し
た
意

味
で
、
と
く
に
今
後
の
日
本
人
は
も
っ
と
も
っ
と
国
際
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
の
日
本
の
国
際
的
地
位
か

ら
見
て
も
強
く
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
、
閉
鎖
的
で
、
国
際
性
が
欠
如
し
て
い
る
日
本
人
は
、
今
後
、
国
際
社
会
に

■
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貢
献
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
国
際
交
流
を
通
じ
て
相
互
理
解
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

今
日
、
教
育
の
国
際
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
教
育
研
究
部
会
は
、
国
際
理
解
教
育
の
推
進

を
重
視
し
、
教
育
内
容
の
刷
新
を
志
向
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
を
表
現
し
外
在
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
力
説
し
、
客
観
的
に
自

分
を
と
ら
え
る
た
め
に
適
し
た
教
育
方
法
を
新
た
に
開
発
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
学
生
の
交
流
、
学
者
の
交
流
を
盛

ん
に
す
る
た
め
に
、
新
し
く
〃
開
か
れ
た
大
学
制
度
″
を
確
立
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
真
に
主
体
的
に
し

て
自
主
的
な
国
際
人
の
養
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
安
直
な
自
己
主
張
を
許
す
こ
と

は
、
惨
め
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
を
世
に
送
り
だ
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

㈲
創
造
的
・
問
題
解
決
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
。

明
治
以
降
、
日
本
の
教
育
は
欧
米
先
進
文
化
に
一
刻
も
早
く
追
い
つ
く
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
じ
っ
く
り
と
物
事

の
本
質
を
考
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
先
進
的
な
知
識
を
模
倣
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
手
っ
取
り
早
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
日
本
人
は
百
年
の
間
に
欧
米
先
進
文
化
に
追
い
つ
き
、
若
干
の
分
野
に
お
い
て
は
追
い
越
す
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
。
し
か
し
、

今
日
の
日
本
の
ど
の
分
野
を
見
て
も
、
原
理
的
に
全
く
日
本
人
の
独
創
に
か
か
る
も
の
だ
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
世
界
の
先
進
国
と
し
て
巨
大
な
科
学
技
術
の
能
力
を
保
持
す
る
日
本
で
は
あ
る
が
、
学
問
的
に
は
な
お
模

倣
の
域
を
脱
し
切
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
後
八
○
年
代
の
日
本
の
前
途
を
考
え
た
場
合
、
創
造
的
な
能
力
を
持
っ
た
高
度
の
労
働
者
を
多
数
保
持
し
て
い
る
と

い
う
マ
ン
パ
ワ
ー
こ
そ
が
日
本
の
切
り
札
で
あ
る
。
こ
の
ハ
イ
タ
レ
ン
ト
・
マ
ン
パ
ワ
ー
以
外
に
日
本
の
未
来
を
開
く
鍵
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
の
学
校
教
育
は
激
化
す
る
入
試
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
創
造
的
能
力
を
育
成
す
る
と
い
う
目
的
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か
ら
は
ほ
ど
遠
い
詰
め
込
み
教
育
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
恐
ら
く
近
い
将
来
、
日
本
人
の
マ
ン
パ
ワ
ー
は
創
造
的
能

力
や
問
題
解
決
能
力
と
い
っ
た
面
で
は
か
な
り
質
的
に
低
下
し
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
提
案
す

る
よ
う
に
、
入
試
準
備
の
教
育
か
ら
子
ど
も
を
解
放
し
て
、
基
本
的
な
事
柄
を
自
主
的
に
じ
っ
く
り
と
考
え
て
問
題
解
決
を
目
指
す

教
育
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
国
際
的
に
活
躍
す
る
人
材
を
育
成
す
る
に
当
っ
て
も
、
創
意
工
夫
を
活
か
し
て
問
題
解
決

を
図
る
よ
う
な
積
極
的
行
動
的
な
資
質
が
強
く
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

b
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父
母
・
兄
妹
・
友
人
．
近
隣
社
会
・
国
家
・
世
界
へ
と
関
心
の
輪
を
拡
げ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
自
己
自
身
を
根
底
に
お
い
て
支
え
、

そ
れ
を
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
深
く
認
識
し
、
同
時
に
、
親
か
ら
先
祖
へ
と
思
い
を
は
せ
、
次
の
世
代
と

の
結
び
つ
き
を
も
体
得
す
る
こ
と
は
、
自
己
自
身
の
現
実
存
在
を
明
確
に
把
握
す
る
道
と
な
ろ
う
。

か
か
る
人
間
一
人
ひ
と
り
の
内
に
必
然
的
に
存
在
し
て
い
る
空
間
的
・
時
間
的
連
続
を
冷
静
に
見
つ
め
、
具
体
的
に
把
握
さ
せ
る

こ
と
は
、
自
然
と
の
結
び
つ
き
を
も
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
教
育
の
最
大
の
任
務
と
い
え
よ
う
。

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
の
目
的
と
し
て
、
主
体
性
豊
か
な
自
主
性
に
富
ん
だ
人
間
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
世
で
も
変
わ
ら
な
い
真
理

で
あ
る
。
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
に
際
し
て
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
拒
否
し
た
り
、
遮
断
す
る
道
を
と
る
こ
と
は
、
狭
く
硬
い
自
己

を
作
り
、
成
長
力
を
失
っ
た
自
己
を
結
果
す
る
ゆ
え
、
そ
れ
は
正
し
い
道
と
は
い
え
な
い
。

真
に
自
己
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
鍛
え
る
た
め
に
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
密
に
し
、
よ
り
多
く
の
他
者
を
吸
収
す
る
道
程
を
た
ど

(1)
四
、
教
育
改
革
へ
の
提
言

教
育
の
指
針
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西
欧
世
界
に
お
け
る
よ
う
に
、
唯
一
絶
対
な
る
創
造
主
と
し
て
の
「
神
」
を
前
提
に
し
た
社
会
で
は
、
個
々
の
人
間
は
、
そ
の
本

性
に
お
い
て
等
し
く
神
的
な
素
因
を
内
在
し
た
平
等
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
く
と
い
う
考
え
方
が
成
立
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
神
を

媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
、
年
齢
や
性
別
、
社
会
的
身
分
、
経
済
的
地
位
、
家
柄
等
を
超
越
し
て
、
等
質
な
存

在
、
神
の
被
造
物
と
し
て
並
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
西
欧
精
神
文
明
の
基
本
概
念
で
あ
る
個
人
の
尊
厳
、
基
本
的
人

権
の
尊
重
等
も
か
か
る
発
想
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
を
語
る
ま
で
も
な

し
か
し
、
創
造
主
を
前
提
と
し
た
発
想
を
弱
め
て
し
ま
っ
て
逆
に
被
造
物
た
る
人
間
が
、
あ
た
か
も
神
に
代
わ
っ
て
万
物
を
支
配

し
統
御
で
き
る
か
の
幻
想
を
与
え
は
じ
め
た
の
が
〃
近
代
″
で
あ
り
、
素
朴
で
安
定
し
た
発
想
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
て
し
ま
っ

た
の
も
、
〃
近
代
″
以
降
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

真
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
発
想
に
な
じ
み
に
く
い
日
本
に
あ
っ
て
は
、
明
治
以
降
、
精
神
的
裏
う
ち
の
な
い
、
あ
る
い
は
意

図
的
に
精
神
的
結
び
つ
き
を
排
除
し
た
と
こ
ろ
の
〃
近
代
″
の
自
然
科
学
お
よ
び
技
術
が
、
他
国
に
は
例
を
見
な
い
速
さ
と
量
に
お

い
て
入
り
こ
み
浸
透
し
成
長
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
〃
近
代
化
″
の
優
等
生
と
し
て
世
界
に

君
臨
し
、
今
日
の
経
済
的
発
展
を
勝
ち
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
心
の
欠
如
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
〃
近

代
″
日
本
は
と
り
こ
み
、
外
界
を
支
配
し
、
征
服
す
る
道
を
ひ
た
す
ら
歩
み
続
け
た
わ
け
で
あ
る
。

自
然
界
か
ら
遊
離
し
、
超
越
し
て
存
在
し
う
る
人
間
に
し
て
は
じ
め
て
自
然
の
支
配
者
に
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
創
造
主
は

い
◎

健
全
な
人
間
観
・
自
然
観
を
育
成
す
る
こ
と
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す
べ
て
の
関
わ
り
合
い
を
拒
否
し
、
遮
断
し
て
も
〃
私
″
は
存
在
し
う
る
と
か
、
世
界
各
国
と
の
親
密
な
関
わ
り
合
い
な
ど
な
く

と
も
日
本
は
存
続
し
う
る
と
考
え
る
人
間
は
、
現
在
の
日
本
に
は
お
る
ま
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
豊
か
な
関
わ
り
合
い
を
形
成
し
、
他

者
と
深
く
共
感
し
う
る
状
態
を
わ
れ
わ
れ
は
望
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
が
国
の
文
化
は
、
古
来
、
こ
の
点
を
さ
か
ん
に
力
説
し

こ
れ
を
世
界
創
造
の
そ
の
時
か
ら
予
定
し
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

キ
リ
ス
ト
教
的
〃
権
威
″
に
反
抗
し
、
そ
の
圧
迫
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
〃
近
代
″
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
だ
と
言
わ
れ
、
キ
リ
ス

ト
教
会
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
、
自
ら
が
な
に
よ
り
も
血
と
肉
と
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
、
そ
れ
に
歓
び
を
見
出
し
つ

つ
生
き
よ
う
と
し
た
〃
近
代
人
〃
が
、
自
然
や
宇
宙
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
動
か
し
う
る
術
を
獲
得
し
て
狂
喜

し
た
姿
は
、
十
六
、
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
お
こ
っ
た
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
伝
説
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
な
し
に
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
近
代
の
自
然
科
学
・
技
術
が
、
こ
こ
ま
で
巨
大
に
膨
張
し
て
し
ま
い
、
神

を
も
恐
れ
ず
、
自
分
の
頭
脳
を
絶
対
視
し
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
自
然
を
説
明
し
つ
く
し
組
み
た
て
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
現
代
、
わ

れ
わ
れ
は
改
め
て
、
健
全
な
人
間
観
・
自
然
観
を
、
教
育
の
な
か
で
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

関
わ
り
合
い
を
排
除
し
、
歴
史
性
や
社
会
性
を
拭
い
去
っ
た
後
に
、
神
が
創
造
し
た
本
来
的
な
人
間
性
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
っ
た
人
間
観
は
、
た
し
か
に
〃
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〃
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
、
か
か
る
「
本
来
的
な
人
間
」
が

す
べ
て
を
知
り
、
す
べ
て
を
支
配
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
が
説
明
し
組
み
た
て
な
お
し
た
も
の
が
「
自
然
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
本
当
に
万
物
の
霊
長
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
．
人
間
は
、
か
の
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
の
野
生
児
等
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
育
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
人
間
に
な
る
こ
と
も

で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
ほ
か
の
動
物
に
も
な
り
き
れ
な
い
生
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
の
動
物
は
、
い
う
な
れ
ば
自
然
の
法
則
と

い
う
一
定
の
枠
の
内
に
あ
る
秩
序
を
生
来
与
え
ら
れ
た
状
態
と
し
て
生
存
し
て
い
る
が
、
人
間
は
、
か
か
る
意
味
の
自
然
法
則
を
相

当
程
度
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
。
俗
に
い
う
と
こ
ろ
の
本
能
や
欲
望
さ
え
、
動
物
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
く
、
多
分
に
文

化
的
・
価
値
的
で
あ
っ
て
、
単
な
る
自
然
の
ま
ま
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
食
欲
も
血
液
の
濃
度
を
回
復
す
る
た
め
に
高
ま
り
、
食
事

を
摂
取
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
性
欲
も
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
な
る
と
、
わ

成
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

自
と
他
、
内
界
と
外
界
と
を
分
離
す
る
道
で
は
な
く
、
峻
別
で
き
な
い
ほ
ど
深
く
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

．
入
神
の
前
に
立
つ
我
」
を
認
識
さ
せ
る
よ
り
も
、
深
く
豊
か
な
関
わ
り
合
い
に
守
ら
れ
、
自
己
存
在
を
証
明
す
る
他
者
を
も
っ

て
い
る
と
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
人
間
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

親
戚
・
縁
者
・
知
人
な
ど
を
排
斥
し
、
一
人
で
も
力
強
く
生
き
て
い
け
る
と
い
う
人
間
を
奨
励
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
べ

て
を
切
り
と
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
残
る
も
の
を
「
自
分
」
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
、
他
者
を
と

り
こ
み
吸
収
し
、
他
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
を
こ
そ
、
真
に
人
間
的
だ
と
言
い
た
い
の
で

あ
る
。
人
間
性
の
尊
重
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
関
わ
り
合
い
を
豊
か
に
し
、
相
手
の
喜
び
が
自
己
の
喜
び
に
な
る
よ
う
な
関
係
を
形

真
の
主
体
性
・
自
主
性
を
極
養
す
る
こ
と
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れ
わ
れ
人
間
は
、
他
の
動
物
と
は
違
っ
た
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
〃
歯
止
め
″
〃
秩
序
″
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
動
物
よ
り
も
怠

惰
で
あ
り
、
凶
暴
に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〃
歯
止
め
〃
を
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
保
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
来
的
に
内
在
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
は
あ
ま
り
に
も
観
念
的
な
論
で
あ
り
危
険
で
す
ら
あ
ろ
う
。
人
間
の
内
面
に
は
あ
る
絶
対
的
な
規
範
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
人

間
は
そ
の
内
な
る
声
に
導
か
れ
て
進
む
の
だ
か
ら
、
外
か
ら
拘
束
さ
れ
た
り
動
か
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
主
体
性
を
欠
如
す
る
こ
と

だ
と
す
る
考
え
方
も
わ
れ
わ
れ
は
と
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
こ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
は
、
主
体
性
へ
い
た
る
も
の
で
は
な
く
傍
若
無

人
で
野
蛮
な
「
野
性
」
に
い
た
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
意
に
流
さ
れ
、
自
分
で
も
統
御
で
き
な
い
貧
弱
な
自
己
を
固
定

す
る
よ
う
な
道
は
、
決
し
て
真
の
意
味
の
主
体
性
・
自
主
性
の
酒
養
に
は
な
ら
ず
、
程
度
の
低
い
人
間
な
ら
ば
誰
で
も
が
と
る
よ
う

な
態
度
を
と
り
、
誰
も
が
い
い
そ
う
な
こ
と
を
言
う
だ
け
に
終
る
の
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
逆
に
「
付
和
雷
同
」
に
走
り
や
す
い
わ
け

で
あ
る
。
い
つ
か
、
ど
こ
か
で
絶
対
確
か
な
基
準
を
保
持
し
え
た
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
停
止
、
停
滞
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
人
間
を
と
ら
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

教
育
に
と
っ
て
、
主
体
性
・
自
主
性
に
富
ん
だ
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
理
想
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
に
し

て
は
じ
め
て
自
由
が
え
ら
れ
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
教
育
以
前
に
、
主
体
性
が
あ
り
自
主
性

が
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
賛
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
は
つ
ら
つ
と
し
、
伸
び
の
び
と
し
た
姿
に
は
共
感
を
覚
え
、
自
由

閼
達
な
子
ど
も
ら
し
さ
を
讃
美
し
た
く
な
る
が
、
か
か
る
次
元
で
主
体
性
・
自
主
性
を
使
う
な
ら
ば
、
結
局
は
「
教
育
し
な
い
こ
と

が
教
育
で
あ
る
」
と
い
っ
た
奇
妙
な
結
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
幼
少
の
無
邪
気
な
態
度
や
発
言
も
、
や
は
り
教
育
の
産
物

で
あ
り
、
過
去
の
蓄
積
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
止
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
な
ら
ば
、
生
命
力
を
失
っ
た
も
の
に
等
し
く
、
少
年
に
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わ
れ
わ
れ
が
教
育
で
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
現
実
に
存
在
し
、
行
動
し
、
発
言
し
て
い
る
自
己
自
身
を
、
日
々
刻
々
、

過
去
を
土
台
に
し
な
が
ら
今
日
を
生
き
て
い
る
自
分
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
し
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
自
己
自
身
を

限
り
な
く
成
長
さ
せ
る
た
め
に
、
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
に
打
ち
克
っ
自
分
に
な
る
努
力
を
な
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

自
由
も
「
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
る
」
と
す
る
の
は
現
実
に
合
わ
な
い
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
自
己
陶
冶
、
自

己
超
克
の
鍜
練
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
自
由
に
な
り
う
る
の
だ
と
こ
そ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

恋
意
の
ま
ま
に
な
り
え
な
い
状
況
に
立
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
自
己
自
身
を
見
つ
め
う
る
の
で
あ
る
し
、
逆
境
に
打
ち
か
っ
て
こ
そ

自
由
を
取
得
で
き
る
こ
と
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

る
。

な
り
青
年
に
な
っ
て
も
、
精
神
面
は
幼
少
児
で
あ
る
と
い
っ
た
奇
妙
な
光
景
を
示
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
肉
体
的
に
は
青
年
で
あ

り
な
が
ら
、
精
神
面
、
す
な
わ
ち
価
値
観
・
人
生
観
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
過
去
の
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
自
分
ら
し
く
な
い
」

態
度
を
と
り
、
こ
と
ば
使
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
完
成
段
階
に
到
達
し
え
た
」
と
か
「
道
を
極
め
え
た
」
と
い
う
こ
と
を
も
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
偉

大
な
る
聖
人
賢
者
と
い
え
ど
も
、
自
己
を
最
高
と
か
絶
対
で
あ
る
と
い
い
放
っ
た
も
の
は
い
な
い
。
『
求
道
者
』
で
あ
る
な
ら
ば
、

あ
る
段
階
以
上
に
は
昇
り
え
な
い
と
は
考
え
ず
、
生
あ
る
限
り
、
過
去
で
し
か
な
い
現
在
を
超
え
て
、
限
り
な
く
成
長
し
よ
う
と
し

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
は
ず
で
あ
る
。

自
己
に
打
ち
克
ち
、
自
己
を
統
御
で
き
る
自
分
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
の
な
か
か
ら
、
次
第
に
自
主
性
・
主
体
性
が
酒
養
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敗
戦
お
よ
び
戦
後
処
理
が
大
き
く
原
因
し
て
か
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
自
ら
の
歴
史
を
軽
視
し
曲
解
し
、
は
て
は
罵
倒
さ
え
し

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
敗
戦
の
責
任
を
日
本
の
過
去
に
な
す
り
つ
け
、
日
本
が
間
違
っ
た
路
線
を
歩
ん
で
き
た
か
ら
戦
争
を
し
で
か

し
敗
戦
へ
と
人
び
と
を
導
い
た
、
過
去
の
日
本
を
す
べ
て
清
算
し
な
い
か
ぎ
り
ま
た
同
じ
過
誤
を
犯
す
。
「
新
日
本
」
は
醜
い
過
去

か
ら
の
離
反
・
否
定
を
経
て
建
設
さ
れ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
敗
戦
を
契
機
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

民
主
的
で
平
和
な
日
本
を
建
設
す
る
た
め
に
は
、
過
去
を
振
り
返
る
必
要
は
な
い
。
希
望
に
満
ち
た
未
来
を
実
現
し
よ
う
。
よ
っ
て

た
か
っ
て
歴
史
の
否
定
、
〃
日
本
″
の
破
壊
が
大
真
面
目
で
語
ら
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
の
が
戦
後
の
三
十
数
年
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
動
き
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
に
、
無
責
任
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
活
躍
が
あ
る
。
日
本
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
左

翼
の
手
先
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
も
あ
っ
た
が
、
旧
秩
序
を
根
底
か
ら
ぶ
ち
こ
わ
し
、
日
本
の
ま
と
ま
り
を
弱
体

に
し
、
混
乱
の
度
を
深
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
と
か
く
抽
象
の
世
界
に
散
策
し
、
観
念
の
世
界
に
逃
げ
こ
み
が
ち
な
知

識
人
は
、
現
実
に
及
ぼ
す
実
害
に
責
任
を
感
ず
る
こ
と
も
な
く
、
「
日
本
は
間
違
っ
て
い
た
」
「
日
本
は
遅
れ
て
い
る
」
「
外
国
は

こ
ん
な
に
素
晴
し
い
」
と
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
放
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
彼
ら
は
、
多
数
の
内
に
埋
没
し
抑
圧
さ
れ
て

い
た
「
個
人
」
を
救
出
し
、
個
々
人
が
自
由
に
発
言
し
行
動
す
る
な
か
か
ら
、
明
る
い
未
来
は
築
か
れ
る
べ
き
だ
と
説
き
、
関
わ
り

合
い
を
拒
否
し
捨
象
し
て
も
、
残
る
個
人
を
こ
そ
最
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
本
体
と
す
る
西
洋
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

幼
少
児
期
こ
そ
、
規
律
の
内
で
生
活
し
、
そ
れ
に
反
抗
し
、
離
脱
し
よ
う
と
す
る
自
己
を
律
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ

ろ
う
。正

し
い
歴
史
観
を
育
て
る
こ
と
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ズ
ム
を
、
一
切
の
条
件
抜
き
で
美
化
し
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
過
去
は
陰
湿
で
「
非
人
間
的
」
で
す
ら
あ
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
ま
す
ま
す
深
め
、
強
め
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
多
く
の
植
民
地
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ

た
国
の
な
か
に
喜
び
も
美
し
さ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
が
、
宗
主
国
・
本
国
の
真
似
を
し
近
づ
い
て
悦
に
入
る
よ
う
に
、

戦
勝
国
を
模
範
と
し
て
学
ぶ
努
力
を
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
「
古
い
」
が
ゆ
え
に
「
悪
」
と
な
り
、
「
日
本
的
」
で
あ
る
も
の
は

「
遅
れ
て
い
る
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
国
の
存
立
と
繁
栄
と
を
小
さ
な
「
個
人
」
で
し
か
な
い
と
こ
ろ
の
「
私
」
の
快
楽
よ
り
も
優
先
し
て
考
え
、
家
の
た
め
、
社

会
の
た
め
、
国
家
の
た
め
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
、
世
界
の
た
め
に
懸
命
に
生
き
よ
う
と
し
た
か
っ
て
の
偉
人
・
勇
者
を
、
軍
国
主
義

の
首
謀
者
だ
と
き
め
つ
け
、
国
を
亡
ぼ
し
た
国
賊
だ
と
し
て
誹
誇
し
た
の
で
あ
る
。
欧
米
列
強
の
な
し
た
ア
ジ
ア
進
出
や
強
引
な
拡

大
政
策
は
不
問
に
付
し
、
そ
れ
に
抵
抗
し
た
日
本
の
歴
史
を
侵
略
と
か
野
望
と
き
め
つ
け
て
裁
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
に
学

ぶ
も
の
は
皆
無
と
思
わ
れ
、
あ
え
て
そ
れ
を
問
題
に
す
る
も
の
は
排
他
的
に
し
て
時
代
遅
れ
な
国
粋
主
義
者
で
あ
る
か
の
印
象
を
日

本
人
自
身
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
考
え
方
や
態
度
は
、
人
間
生
活
の
根
底
を
支
え
形
成
す
る
家
庭
に
及
ば
な
い
は
ず
が
な
か
っ
た
。
「
古
さ
」
を
否
定

す
る
こ
と
は
親
や
先
祖
を
軽
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
安
直
な
個
人
尊
重
主
義
は
、
親
と
子
の
結
び
つ
き
を
浅
薄
な
も
の
に
し
て
い
つ

戦
後
、
「
新
日
本
建
設
」
と
か
「
民
主
主
義
の
形
成
」
と
い
う
美
名
の
も
と
に
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、
縦
の
連
続
を
否

定
し
、
先
祖
の
意
味
や
そ
の
価
値
を
認
め
な
い
現
世
中
心
の
、
狭
く
硬
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
増
殖
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
自
分
の
貧
弱

な
価
値
基
準
を
絶
対
視
し
て
、
狭
い
「
今
」
の
内
に
の
み
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
が
、
こ
の
日
本
に
満
ち
溢
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

た
。
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る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

人
間
に
と
っ
て
、
消
え
去
っ
た
過
去
と
の
「
連
続
」
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
、
抽
象
的
に
語
り
か
け
て
も
無
駄
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
日
本
の
国
は
他
の
い
か
な
る
国
々
よ
り
も
「
連
続
」
を
理
解
さ
せ
や
す
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は

再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
歴
史
は
死
ん
だ
遺
跡
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
の
周
囲
に
生
き
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
過
去
へ
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
も
、
自
分
と
つ
な
が
り
の
な
い
異
国
の
人
間
の
歴
史
に
は
な
ら
な
く
て
、
自
分
の

祖
先
の
息
吹
が
生
き
生
き
と
通
っ
た
歴
史
が
身
近
に
あ
る
の
で
あ
る
。
好
き
嫌
い
は
と
も
か
く
と
し
て
、
た
ど
る
な
ら
ば
神
代
ま
で

た
ど
り
う
る
歴
史
、
脈
々
と
し
て
断
え
る
こ
と
の
な
い
歴
史
が
身
近
に
生
き
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。

現
代
人
が
過
去
に
住
み
、
そ
こ
で
苦
労
し
て
い
る
よ
う
な
歴
史
解
釈
は
避
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
史
実
を
史
実
と
し
て
、
可
能

な
か
ぎ
り
偏
見
と
独
断
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
見
つ
め
る
努
力
を
こ
そ
、
教
育
の
な
か
で
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
解
釈
し
編
集

し
な
お
し
た
、
作
ら
れ
た
歴
史
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
解
釈
抜
き
の
歴
史
を
謙
虚
に
見
つ
め
る
姿
勢
を
培
う
必
要
が
あ

る
◎

以
上
の
ご
と
き
基
本
的
な
姿
勢
に
た
っ
て
み
た
場
合
、
今
日
の
教
育
は
、
必
ず
し
も
健
全
な
姿
を
辿
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

人
間
形
成
の
基
盤
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
家
庭
生
活
を
通
し
て
作
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
夫
と
妻
が
、
真
に
関
わ
り
合
い
を
深

家
庭
教
育

(2)

教
育
改
革
へ
の
具
体
的
提
言

4
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め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
体
と
な
り
、
相
手
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
〃
自
己
自
身
″
で
あ
り
う
る
と
い
う
健
全
な
発
想
を
忘
れ
て
し

ま
い
、
自
己
中
心
的
な
男
と
女
に
な
り
さ
が
っ
た
ま
ま
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
位
置
づ
け
は
、
現
在
、

実
に
不
安
定
な
非
教
育
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

狭
く
硬
い
自
己
で
あ
る
こ
と
を
常
に
戒
め
、
柔
軟
に
他
者
を
受
け
入
れ
、
自
己
存
在
の
証
し
を
他
者
に
求
め
る
よ
う
な
姿
勢
を
、

二
人
の
間
に
お
い
て
と
り
続
け
な
い
限
り
、
単
な
る
行
き
ず
り
の
二
人
が
、
自
己
の
た
め
に
の
み
相
手
を
必
要
と
し
た
り
、
時
に
は

相
手
が
わ
ず
ら
わ
し
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

昨
今
の
家
庭
は
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
り
独
善
的
で
あ
る
男
と
女
が
、
あ
ま
り
深
く
認
識
も
し
な
い
ま
ま
に
形
成
し
た
も
の
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
障
壁
を
乗
り
越
え
る
力
も
知
恵
も
な
い
未
発
達
な
男
と
女
が
、
干
渉
し
合
わ
な
い
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
破
局
を
回

避
し
た
り
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
平
穏
を
維
持
し
て
い
る
の
が
現
実
に
は
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
あ
ま
り
必
要
で
な
い
相
手
、
あ
る
い

は
相
手
に
と
っ
て
あ
ま
り
必
要
で
な
い
自
分
が
、
昨
日
と
同
じ
よ
う
に
今
日
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
破
局
を
招
い
て
決
裂
す

る
の
も
、
逆
に
、
ま
っ
た
く
自
分
を
出
さ
ず
に
打
算
か
ら
相
手
と
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
健
全
な
人
間
関

係
、
人
間
観
を
知
ら
な
い
者
の
過
誤
と
し
か
い
え
な
い
。
自
己
を
絶
対
視
し
、
他
者
を
、
こ
の
自
己
の
基
準
か
ら
の
み
見
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
自
分
に
と
っ
て
あ
ま
り
必
要
で
な
い
相
手
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
に
合
致
し
な
い
が
故
に
、
罵
倒
し
排
除
す
る

相
手
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
良
く
て
無
関
心
、
悪
く
す
れ
ば
敵
悔
心
を
燃
や
し
て
た
た
き
の
め
す
相
手
と
な
る
。
逆
に
相
手
に
絶
対
を

置
く
な
ら
ば
自
己
は
な
く
な
り
、
そ
の
設
定
し
た
絶
対
と
同
一
に
な
る
こ
と
を
の
み
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
設
定

し
た
絶
対
な
る
も
の
に
の
み
逼
進
す
る
の
だ
か
ら
、
前
者
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

家
庭
を
形
成
し
、
創
造
的
な
人
間
関
係
を
求
め
る
道
は
こ
れ
ら
と
は
違
う
。
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自
分
と
〃
違
う
〃
相
手
に
出
会
い
、
そ
れ
か
ら
刺
激
を
う
け
影
響
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
自
分
が
形
成
さ
れ
る
。
以

前
の
自
分
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
成
長
し
た
自
己
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
柔
軟
な
考
え
方
を
男
女
共
に
持
た
な
け
れ
ば
、

家
庭
は
単
な
る
宿
屋
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

か

て

子
ど
も
の
出
現
も
、
夫
婦
と
は
〃
違
う
〃
存
在
の
出
現
で
あ
り
、
自
己
成
長
の
糧
が
新
し
く
出
現
し
た
の
だ
と
し
て
位
置
づ
け
な

け
れ
ば
、
厄
介
者
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
愛
玩
動
物
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
ま
い
・
自
分
と
は
〃
違
う
〃
考
え
や
生
き
方
を
す

る
子
ど
も
を
真
に
自
己
自
身
の
内
に
吸
収
す
る
こ
と
は
、
自
己
成
長
の
糧
、
あ
る
い
は
教
材
と
し
て
認
識
し
た
時
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
柔
軟
な
、
人
〃
間
″
尊
重
の
考
え
方
は
、
時
間
的
に
上
に
伸
ば
す
こ
と
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、
親
や
年
寄
を
、
や
は
り
自
分
と

は
違
う
か
ら
こ
そ
必
要
な
存
在
だ
と
位
置
づ
け
、
違
う
立
場
、
違
う
経
験
の
持
ち
主
な
の
だ
と
し
て
、
自
己
の
内
に
吸
収
し
て
こ
そ
、

円
満
な
人
間
に
も
な
れ
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
い
な
い
夫
婦
が
家
庭
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
よ
う
に
、
親
や
年
寄
を
身
近
に
お

へ

り

丸

野

必

け
な
い
人
間
も
こ
れ
ま
た
偏
頗
で
あ
り
、
教
養
豊
か
な
人
間
に
は
な
れ
な
い
。
同
世
代
だ
け
の
集
団
に
は
成
長
力
が
な
い
。

二
世
代
の
単
純
な
家
庭
を
〃
核
家
族
″
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。
力
は
た
え
ず
一
方
か
ら
一
方
へ
と
お
よ
び
、
当
事
者
以
外
に

は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
凝
集
す
る
関
係
が
存
在
し
な
く
、
核
は
作
り
え
な
い
。
三
世
代
家
庭
を
こ
そ
、
真
実
の
〃
核

家
族
″
と
す
る
風
潮
を
改
め
て
作
り
直
す
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
を
〃
自
分
″
の
愛
玩
動
物
に
し
た
り
慰
め
者
に
す
る
こ
と
が
自
己
中
心
的
で
あ
っ
て
正
し
く
な
い
よ
う
に
、
年
寄
を
厄
介

者
と
考
え
る
の
も
〃
自
分
″
中
心
の
考
え
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
年
寄
を
、
〃
自
分
〃
を
見
つ
め
発
見
す
る
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
、

年
寄
を
通
じ
て
過
去
を
知
り
未
来
を
知
り
う
る
の
だ
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
決
し
て
抽
象
論
で
も
観
念
論
で
も
な
く
、
実
に
理
解
し

や
す
い
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
縦
の
つ
な
が
り
が
な
く
と
も
自
分
は
存
在
し
う
る
と
考
え
る
方
が
わ
か
り
に
く
く
、
年
寄
な
ど
邪
魔

1
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初
等
教
育
段
階
は
、
人
間
に
と
っ
て
一
生
を
き
め
る
大
事
な
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
学
校
の
内
外
で
受
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
は
深
く
大
き
く
、
そ
の
人
の
人
生
を
左
右
す
る
。

戦
後
の
教
育
改
革
は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
か
個
性
の
尊
重
を
も
っ
て
な
さ
れ
、
平
和
主
義
に
徹
し
た
、
民
主
国
家
樹
立
を
目

的
と
す
る
と
う
た
っ
た
。
そ
の
結
果
、
教
師
の
側
に
は
手
か
せ
足
か
せ
を
し
て
、
生
徒
の
方
に
は
わ
が
ま
ま
を
奨
励
し
て
し
ま
っ
た

学
校
教
育
法
第
十
一
条
に
は
「
体
罰
」
の
禁
止
を
規
定
し
、
法
務
省
見
解
な
ど
が
続
い
て
、
完
全
に
教
師
か
ら
〃
矯
正
力
〃
を
奪

い
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
懲
戒
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
と
て
も
厳
し
い
制
限
つ
き
で
あ
り
、
真
剣
に
関
わ
り
あ
う
気
力

を
そ
こ
な
う
方
向
に
の
み
教
師
を
追
い
こ
ん
で
い
る
。
甘
っ
ち
よ
ろ
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
理
想
論
・
観
念
論
の
教
育
観
に
が
ん
じ

が
ら
め
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
代
の
教
師
で
あ
る
。
生
徒
に
迎
合
し
、
や
さ
し
く
親
切
な
先
生
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
し

一
方
、
生
徒
の
方
に
は
、
自
主
性
・
主
体
性
を
過
度
に
要
求
し
、
「
自
分
」
を
中
心
に
判
断
し
行
動
し
て
恥
な
い
姿
を
求
め
て
い

る
。
あ
る
枠
の
内
で
生
活
す
る
こ
と
を
極
度
に
厭
い
、
貧
弱
な
自
己
を
反
省
す
る
こ
と
も
成
長
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
ま

っ
た
く
好
き
勝
手
な
傍
若
無
人
な
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
主
体
性
・
自
主
性
の
酒
養
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り

の
で
あ
る
。

て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
と
い
う
考
え
の
方
が
、
人
間
軽
視
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

親
が
か
か
る
発
想
に
立
ち
も
ど
っ
た
時
に
、
そ
れ
が
作
る
生
活
の
場
は
〃
教
育
的
″
に
な
る
の
で
あ
る
。

初
等
教
育

『

ｒ
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あ

る

。

五第

干

坐午
前

ち
が
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
最
大
の
問
題
が
あ
る
。

自
我
に
目
覚
め
、
自
我
を
主
張
し
た
く
な
る
時
期
で
も
あ
る
し
、
機
械
的
な
記
憶
を
他
の
ど
の
時
期
よ
り
も
好
ん
で
す
る
時
期
な

の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
的
な
知
識
、
と
く
に
語
彙
を
ふ
や
し
、
文
字
を
沢
山
覚
え
、
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
記
憶
す
る
な

ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
｝
」
の
時
期
に
最
も
適
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
教
師
た
ち
は
、
広
い
視
野
か
ら
精
選
に
精
選
を
重
ね
、
こ
れ

だ
け
の
こ
と
は
絶
対
に
記
憶
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
を
体
系
的
に
定
め
、
そ
れ
を
生
徒
に
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
教
師
が
こ
れ
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
不
正
確
に
な
る
し
、
教
師
自
身
苦
痛
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
の
り
こ
え
る
た
め
に
は
、
教
育
器
機
の
導
入
を
さ
か
ん
に
し
、

反
復
練
習
を
可
能
に
す
れ
ば
よ
い
。
妥
協
も
ご
ま
か
し
も
な
い
器
機
を
相
手
に
し
て
は
じ
め
て
、
か
か
る
機
械
的
な
記
憶
は
ま
っ
と
う

で
き
る
か
ら
で
あ
る
・
人
間
で
あ
る
教
師
は
、
む
し
ろ
、
か
か
る
知
識
を
使
っ
て
み
る
こ
と
や
生
活
を
通
し
て
影
響
を
与
え
あ
う
こ
と

に
全
力
を
傾
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
目
ざ
め
は
じ
め
た
生
徒
の
自
我
を
、
単
に
肯
定
し
讃
美
す
る
方
向
へ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
客

観
的
に
見
つ
め
、
克
服
し
て
さ
ら
に
大
き
な
自
己
に
成
長
す
る
よ
う
導
く
の
は
、
人
間
で
あ
る
教
師
に
よ
っ
て
の
み
で
き
る
仕
事
で

あ
る
。
書
物
を
通
し
、
体
験
を
通
し
て
自
分
と
の
戦
い
を
体
験
さ
せ
る
時
間
を
、
小
学
校
の
う
ち
に
持
つ
こ
と
が
将
来
を
開
く
道
で

中
は
も
っ
ぱ
ら
機
械
的
な
記
憶
に
使
い
、
午
後
は
生
活
集
団
を
形
成
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
た
人
間

教
育
、
経
験
学
習
を
や
れ
ば
よ
い
。
従
来
の
論
争
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
か
ら
混
乱
を

招
き
、
弊
害
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
質
主
義
に
立
脚
し
、
こ
れ
だ
け
は
学
習
さ
せ
た
い
と
い
う
基
礎
的
に
し
て
基
本
的
な

文
化
遺
産
を
体
系
だ
て
て
教
育
す
る
こ
と
も
、
逆
に
、
い
わ
ゆ
る
経
験
学
習
、
発
見
学
習
も
、
創
造
性
豊
か
な
人
材
を
作
る
た
め
に

p
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昨
今
の
中
等
教
育
は
、
受
験
勉
強
に
追
い
ま
く
ら
れ
、
主
体
性
を
失
っ
て
い
る
。
高
等
教
育
へ
の
準
備
で
は
な
し
に
入
試
へ
の
準

備
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
最
も
大
き
く
成
長
す
る
こ
の
時
期
に
、
ま
と
ま
っ
た
書
物
を
読
む
こ
と
も

は
無
視
で
き
な
い
理
論
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
が
一
番
正
し
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
帯
を
二
分
し
て
双
方
を
採
用
す
る
道

も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
双
方
と
も
不
十
分
・
不
完
徹
な
ま
ま
に
な
り
、
逆
に
双
方
の
短
所
だ
け
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

低
学
年
の
生
徒
児
童
が
教
育
器
機
と
と
り
く
ん
で
い
る
時
間
に
、
高
学
年
は
小
集
団
学
習
を
し
、
少
人
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

教
科
を
徹
底
す
る
こ
と
も
、
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
可
能
で
あ
る
。
低
学
年
の
教
師
の
手
が
あ
き
、
高
学
年
に
ま
わ
る
わ
け
で
あ
る
。

作
文
指
導
も
読
書
指
導
も
、
あ
る
い
は
理
科
の
実
験
も
可
能
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

教
育
器
機
を
い
か
な
る
も
の
に
す
る
か
も
研
究
を
要
す
る
問
題
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
に
の
せ
る
．
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
あ
く
ま
で
も
文

化
遺
産
の
体
系
的
伝
達
で
あ
り
、
知
識
の
習
得
で
あ
る
か
ら
、
低
次
の
も
の
か
ら
高
次
の
も
の
ま
で
段
階
別
に
し
、
合
・
否
を
問
う

形
式
で
あ
れ
ば
よ
い
・
正
解
を
記
憶
し
て
い
れ
ば
先
に
進
め
、
高
い
段
階
へ
進
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
知
識
の
習
得
は
完
全
に

個
人
差
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
自
学
自
習
に
徹
し
た
方
が
効
果
は
あ
が
る
。

人
間
で
あ
る
教
師
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
ま
で
参
与
す
れ
ば
よ
く
、
あ
と
は
器
械
に
ま
か
せ
て
お
い
て
、
別
の
仕
事

を
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

中
等
教
育

か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
独
特
の
能
力
を
柄
分
利
用
し
た
教
育
が
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
Ｐ
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身
体
を
ク
タ
ク
タ
に
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
灰
色
に
塗
り
た
く
っ
て
い
る
の
が
現
状
と
し
か
い
え
な
い
。

大
学
の
入
試
の
あ
り
方
が
こ
の
時
期
を
蘇
生
さ
せ
も
し
よ
う
し
、
死
ん
だ
ま
ま
に
も
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
大
学
の
選
抜
方
式
は

後
に
検
討
す
る
と
し
て
も
、
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
中
学
三
年
、
高
校
三
年
と
い
う
制
度
を
改
め
て
六
カ
年
の
一

貫
し
た
も
の
と
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
整
理
を
す
る
の
も
現
状
に
は
合
致
し
た
提
言
と
思
う
。
六
カ
年
を
ま
と
ま
り
と
し
て
、
し
か

も
大
幅
な
選
択
制
を
導
入
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ー
ス
を
生
徒
自
身
に
模
索
さ
せ
て
み
る
。
可
能
な
ら
ば
、
通
年
の
単
位
を
少
な
く
し
、

半
年
の
単
位
で
履
修
科
目
を
幅
広
く
用
意
す
る
。
そ
れ
を
あ
る
程
度
の
枠
組
に
ま
と
め
て
、
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
を
決
定
し
て
お

く
。
生
徒
は
与
え
ら
れ
た
枠
の
内
か
ら
自
由
に
選
択
し
て
、
必
要
な
単
位
数
に
ま
と
め
て
申
請
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
に
応

じ
た
卒
業
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
。

基
本
的
に
は
自
分
を
ぶ
つ
け
自
分
を
磨
い
て
み
る
時
間
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
学
受
験
な
ら
受
験
で
よ
い
か
ら
、

そ
れ
に
有
利
だ
と
思
う
単
位
を
一
生
懸
命
に
な
っ
て
か
き
あ
つ
め
れ
ば
よ
く
、
安
直
な
道
が
選
び
た
か
っ
た
ら
選
ん
だ
ら
よ
い
の
で

中
・
高
を
一
本
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
員
数
に
も
ゆ
と
り
が
で
き
、
科
目
数
に
も
ゆ
と
り
が
も
て
る
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
前
期
中
等
教
育
に
あ
っ
て
は
、
外
国
語
等
、
機
械
的
に
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
科
が
入
っ
て
こ
よ
う
。
今
日
で
は

こ
れ
を
画
一
的
な
一
斉
授
業
で
や
る
か
ら
、
進
度
も
鈍
い
し
徹
底
し
た
指
導
が
な
さ
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
教
育
器
機
を
導
入

し
徹
底
し
た
個
人
指
導
、
能
力
別
を
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
単
語
を
た
く
さ
ん
記
憶
さ
せ
る
こ
と
は
人
間
が
介
入
し
な
い
方

が
効
果
的
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
や
修
正
に
は
、
見
識
豊
か
な
教
師
が
あ
た
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
後
に
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
平
行
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
内
容
の
あ
る
文
章
を
ゆ
っ
く
り
読
み
あ
じ
わ
う
こ
と
が
必
要
と
な
る

あ
る
。

■
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う
。
外
国
語
の
習
得
は
、
母
国
語
の
能
力
と
相
関
が
高
い
か
ら
、
文
章
に
接
し
解
読
す
る
量
を
多
く
す
る
こ
と
こ
そ
最
も
求
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
語
の
書
物
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
と
同
時
に
、
日
本
語
の
書
物
を
た
く
さ

ん
読
む
機
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
表
現
し
、
自
分
の
考
え
を
外
在
化
す
る
努
力
を
さ
せ
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
に
接
し
、
そ
れ
を
媒
介
に
自
己
の
考
え
や
も
の
の
見
方
を
拡
大
さ
せ
、
結
果
と
し
て
表
現
し
て

み
る
。
こ
う
い
っ
た
重
要
な
知
的
訓
練
が
現
在
の
学
校
教
育
の
な
か
で
な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
対
策
を
た

て
る
必
要
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
母
国
語
・
外
国
語
を
問
わ
ず
、
国
語
力
を
増
強
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
時
期
の
最
大
の
課
題
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
多
様
な
書
物
の
な
か
に
、
歴
史
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
、
思
想
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
も

こ

ま

の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
細
切
れ
に
し
た
〃
学
問
″
の
業
績
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
機
械
に
ま
か
せ
る
と
い
っ
た
整
理
を
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

教
育
内
容
を
こ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
再
検
討
し
、
学
年
に
応
じ
た
、
あ
る
い
は
能
力
に
応
じ
た
分
類
を
な
し
、
段
階
別
の
．
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
と
同
時
に
方
法
論
も
、
今
日
の
よ
う
な
説
い
て
聞
か
せ
る
だ
け
の
一
斉
教
授
ば
か
り
に
依
存
し
な
い
で
、

知
識
の
伝
達
と
内
容
の
検
討
と
は
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
伝
達
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
は
反
復
練
習
に
よ
り
、
内
容
の

検
討
は
経
験
も
立
場
も
違
う
先
生
や
友
人
と
ぶ
つ
け
あ
っ
て
深
め
、
自
己
の
不
十
分
さ
を
相
互
に
知
り
あ
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
実

効
性
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
化
さ
せ
た
り
文
章
化
さ
せ
て
再
度
検
討
す
る
。
こ
う
い
っ
た
創
造
的
な
教
育
が
、
一
斉
教
授
を

本
体
に
す
る
か
ら
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
、
こ
の
際
深
く
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
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現
在
の
高
等
教
育
は
、
ど
の
段
階
よ
り
も
最
も
重
症
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
の
大
衆
化
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
教
育

内
容
は
、
実
際
生
活
を
指
導
で
き
る
よ
う
な
知
識
・
技
術
の
修
得
の
た
め
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
て
き
た
初
等
・
中
等
教
育
へ
の
提
言
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
育
活
動
は
ま
ず
根
本
に
お
い
て
、
単
に
抽
象
的
に
し

て
観
念
的
な
論
で
終
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
実
践
力
の
な
い
も
の
は
不
要
と
な
る
。
現
在
の
高
等
教
育
へ
の
提
言
は
非
常

に
多
岐
に
わ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
一
、
二
を
検
討
す
る
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
国
際
社
会
に
役
立
つ
人
材
、
外
国
語

教
育
の
抜
本
的
改
革
を
提
言
し
た
い
。

初
等
・
中
等
教
育
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
能
力
差
・
個
人
差
の
大
き
な
こ
の
分
野
は
、
ま
ず
器
械
を
導
入
し
て
、
完
全
な
能
力
別

授
業
に
き
り
か
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
資
格
認
定
試
験
を
頻
繁
に
行
な
い
、
話
し
こ
と
ば
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
内
容
の
濃
い
程
度

の
高
い
話
が
で
き
る
よ
う
に
導
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
は
ず
し
、
外
国
語
セ
ン
タ
ー
を
各
大
学
が
設

置
し
、
話
し
こ
と
ば
の
訓
練
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
内
容
も
な
い
分
量
的
に
も
非
常
に
少
な
い
一
小
冊
子
を
一
年
も
か
け

て
学
習
す
る
よ
う
な
、
お
ざ
な
り
な
外
国
語
教
育
は
一
日
も
早
く
清
算
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
す
る
の
は
、
教
養
と
専
門
と
い
う
考
え
方
の
検
討
で
あ
る
。
と
く
に
大
学
の
大
衆
化
が
進
み
、
特
定
の
人
間
に
の
み

ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
初
等
・
中
等
教
育
と
の
関
連
の
上
で
高
等
教
育
を
考
察
し
な
け
れ
ば
、
空
理
空
論
に
終
る
こ
と
は
従
来
の
例
で
明

高
等
教
育
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用
意
さ
れ
た
教
育
機
関
で
は
な
い
と
し
た
以
上
、
こ
れ
を
旧
来
の
性
格
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
。

〃
専
門
″
と
い
う
死
語
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
は
〃
教
養
〃
と
い
う
軽
薄
な
印
象
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
具
体
的

現
実
的
に
も
の
ご
と
を
見
つ
め
る
努
力
を
、
大
学
人
は
も
っ
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

高
等
教
育
も
、
現
実
社
会
を
直
視
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
、
学
生
一
人
ひ
と
り
に
保
持
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
べ
き
で
あ
る
。
現
実
を

幅
広
く
客
観
的
に
分
析
し
、
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
問
題
を
解
決
し
う
る
実
効
性
の
高
い
仮
説
を
模
索
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
中
心

的
な
課
題
で
あ
り
任
務
で
あ
る
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
人
の
研
究
や
見
解
は
、
現
実
に
直
面
し
て
い
る
課
題
を
解
く
一
つ
の
仮
説
で
し
か
な
く
、
示
唆
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
課
題
に
直
面
し
た
時
に
提
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
あ
る
課
題
が
い
か
な
る
背
景
を
も
っ
て
い
る
か
を

知
る
た
め
に
、
自
然
科
学
・
社
会
科
学
・
人
文
科
学
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
視
点
の
あ
て
か
た
で
あ
っ
て
、
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〃
学
問
″
領
域
だ
と
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
あ
る
課
題

を
自
然
科
学
的
に
見
た
り
、
社
会
科
学
の
視
点
か
ら
見
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
問
な
る
も
の
が
あ
る
と
す

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
学
者
を
養
成
す
る
の
で
は
な
い
と
し
た
場
合
、
過
去
の
業
績
の
解
説
で
は
な
に
も
解
決

し
え
な
い
と
い
っ
た
疑
問
に
ぶ
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
〃
装
飾
品
″
と
し
て
の
教
養
主
義
、
あ
る
い
は
単
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
実
効
性
を
発
揮
し
え
な
い
知
識
な
ど
は
、
こ
の
際
ほ
と
ん
ど
不
要
な
の
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
口
に
す
る
よ
り
も
、
あ
る

い
は
単
な
る
教
養
主
義
を
い
う
よ
り
も
、
こ
の
道
は
苛
酷
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
道
へ
の
軌
道
修
正
が
、
今
日
最
も
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
他
高
等
教
育
へ
の
提
言
と
し
て
は
、
徹
底
し
た
単
位
制
を
敷
き
、
学
年
制
を
越
え
て
、
い
つ
で
も
、
何
年
か
か
っ
て
も
、
求
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め
る
資
格
に
必
要
な
単
位
数
を
集
め
て
申
請
す
れ
ば
資
格
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
制
度
を
確
立
す
べ
き
だ
と
思
う
。
国
立
大
学
な
ら

ど
こ
で
と
っ
た
単
位
で
も
同
等
に
査
定
す
る
、
私
立
大
学
は
相
互
に
提
携
し
あ
っ
て
認
定
し
あ
う
。
こ
う
い
う
や
り
方
も
考
え
ら
れ

よ
う
。
現
行
の
単
位
制
の
主
旨
を
こ
の
際
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

も
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
社
会
は
、
単
に
生
産
場
面
だ
け
で
な
く
て
社
会
生
活
全
般
で
、
多
種
多
様
な
問
題
が
出
て
き
て
、
利
害
が
対
立

し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
錯
綜
し
、
収
拾
の
つ
か
な
い
事
態
が
頻
発
す
る
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
ど
う
調
整
す
る
か
。

調
整
と
い
っ
て
も
単
に
妥
協
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
相
手
の
言
う
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
、
い
か
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
吸
収
し

た
高
次
元
の
発
想
を
展
開
で
き
る
か
、
〃
違
い
〃
を
否
定
し
排
除
す
る
の
で
は
な
し
に
、
〃
違
い
〃
を
成
長
・
発
展
の
糧
に
し
う
る

方
法
を
知
り
実
践
で
き
る
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
測
定
で
き
る
知
識
の
量
で
は
な
く
て
、
一
番
基
本
的
な
の
は
紛
争
状
態
、
葛
藤
状
態
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
越

え
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
、
問
題
を
ど
う
や
っ
て
処
理
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
を
知
り
実
践
で
き
る
人
材
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
〃
課

題
処
理
能
力
〃
を
も
っ
た
人
間
を
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

比
較
的
自
由
奔
放
に
ふ
る
ま
わ
せ
て
い
る
小
学
校
段
階
を
ス
タ
ー
ト
に
中
学
・
高
校
に
な
る
に
従
い
記
憶
中
心
の
画
一
教
育
を
お

教
育
の
問
題
は
、
単
に
生
産
活
動
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
有
効
な
人
間
を
形
成
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
基
準
に
す
る
の
で
は

な
く
て
、
社
会
生
活
全
般
に
つ
い
て
的
確
な
判
断
な
り
情
報
の
収
集
、
決
断
が
で
き
る
人
間
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て

結

華
叩
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こ
な
う
今
日
の
学
校
教
育
は
、
ま
っ
た
く
逆
転
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
小
学
校
段
階
こ
そ
、
も
っ
と
厳
し
い
枠
の
内
で
生
活
さ

せ
、
体
系
立
っ
た
知
識
の
習
得
に
費
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
み
だ
り
に
自
由
だ
の
主
体
性
・
自
主
性
だ
の
を
尊
重
し
な
い
方
が
よ
く
、

思
春
期
を
迎
え
る
に
と
も
な
い
、
内
部
か
ら
つ
き
あ
げ
て
く
る
力
に
対
抗
し
な
が
ら
自
己
自
身
の
内
面
を
見
つ
め
人
間
を
考
え
る
、

ま
さ
に
〃
考
え
る
〃
教
育
に
移
行
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
教
育
が
〃
憶
え
る
″
を
中
心
に
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
正
論
は
、
十
四
、

五
歳
以
降
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
に
は
、
素
直
に
枠
の
内
に
入
る
と
い
う
習
慣
が
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
学
に
い
た
っ
て
は
、
幅
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
柔
軟
な
思
考
を
な
し
う
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
〃
過
去
の
業
績
″
に
の
み

し
が
み
つ
き
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
て
越
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
硬
い
心
の
持
ち
主
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
〃
課
題
処
理
能
力
″
は
望
め

ず
、
課
題
を
無
視
し
た
り
、
〃
違
い
〃
を
罵
倒
し
、
排
斥
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
柔
軟
性
を
失
っ
た
人
間
は
危

険
で
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
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日
本
は
近
代
に
入
る
ま
で
の
千
数
百
年
間
、
一
貫
し
て
東
洋
的
文
化
圏
の
な
か
で
生
き
て
き
た
。
な
か
で
も
中
国
と
朝
鮮
が
最
も

文
化
的
に
深
い
交
渉
を
持
っ
て
き
た
外
国
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
近
代
に
入
る
と
、
日
本
は
近
代
化
の
過
程
の
な
か
で
西
洋
文
化
の

摂
取
に
専
念
し
、
西
欧
先
進
諸
国
に
追
い
つ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
西
欧
化
（
弓
の
切
蔚
目
旨
四
画
○
コ
）
が
近
代
化
言
○
号
目
蔚
画
は
○
己

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
日
本
は
従
来
の
東
洋
的
文
化
圏
か
ら
次
第
に
離
脱
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
も
親
密
な
近
隣
で

あ
っ
た
朝
鮮
や
中
国
の
犠
牲
の
上
に
日
本
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
後
発
国
と
し
て
出
発
し
た
日
本
の
近
代
化
は
富
国
強
兵
に
役
立
つ
西
欧
文
明
の
自
然
科
学
的
成
果
を
摂
取
す
る
こ
と
に

急
で
、
そ
の
根
底
に
あ
る
精
神
文
明
を
十
分
に
岨
噸
し
て
摂
取
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
昭
和
前
期
頃
か
ら
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
台
頭
と
と
も
に
超
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
が
社
会
を
風
廃
し
、
欧
米
の
民
主
主
義
・
自
由
主
義
思
想
は
排
外
思
想
の
槍
玉

に
あ
が
っ
て
逼
息
す
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
そ
の
後
十
年
に
わ
た
る
戦
争
と
戦
後
の
混
乱
の
時
期
は
全
く
鎖
国
同
然
の
状
況
と

な
り
、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
以
外
の
諸
外
国
と
の
交
流
は
極
め
て
ま
れ
で
し
か
な
か
っ
た
。

(1)「
国
際
化
」
へ
の
誤
解

五
、
教
育
と
文
化
の
国
際
化

国
際
的
相
互
理
解
の
欠
如
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サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
以
後
は
、
次
第
に
鎖
国
同
然
で
あ
っ
た
状
況
を
改
善
し
て
、
本
来
の
国
際
間
の
学
術
・
文

化
の
交
流
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
や
歴
史
的
事
情
の
た
め
に
、
日
本
国
民
の
諸
外
国
に
対
す
る
理
解
も
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
、
同
時

に
日
本
に
対
す
る
諸
外
国
の
理
解
も
誤
解
や
偏
見
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
わ
ず
か
に
進
め
ら
れ
た
海
外
と
の
交
流
も
そ
の
多
く
は
二
国
間
の
交
流
が
主
で
あ
っ
て
、
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
な
交
流
の
形

態
を
と
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
前
期
に
は
主
と
し
て
英
、
仏
、
昭
和
前
期
に
は
独
、
伊
、
戦
後
は
ア
メ
リ

カ
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
交
流
す
る
相
手
国
が
変
わ
る
だ
け
で
、
交
流
の
形
態
は
依
然
と
し
て
二
国
間
の
交
流
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
二
国
間
の
交
流
だ
け
を
続
け
て
い
る
と
、
交
流
を
し
て
い
な
い
他
の
諸
外
国
の
事
情
が
判
ら
な
く
な
り
、
そ
こ
か

ら
物
事
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
準
が
不
明
確
に
な
っ
て
来
る
。
国
際
的
な
判
断
の
基
準
が
不
明
確
に
な
っ
て
来
る
と
、
国
際
的
な
常

識
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
お
か
し
い
こ
と
を
気
づ
か
ず
に
、
平
気
で
や
っ
て
の
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

戦
後
に
な
っ
て
も
、
国
際
交
流
は
後
進
的
立
場
に
あ
る
日
本
が
科
学
・
技
術
を
欧
米
先
進
諸
国
か
ら
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
そ
の

必
要
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
相
互
の
学
問
研
究
の
交
流
や
共
同
研
究
の
必
要
な
ど
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
理
解
が
出
来
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
来
る
外
国
人
の
研
究
者
や
学
生
（
留
学
生
）
に
関
す
る
受
入
れ
体
制
が
未
整
備
の
ま
ま
で
推
移
し
て

き
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
も
わ
が
国
の
受
入
れ
体
制
に
は
幾
多
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
く
に
国
際
化
と
い
う
こ
と
自
身
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
徒
ら
に
諸
外
国
の
知
識
や
情
報
を
と
り
入
れ
た
り
、
日
本
に
関

す
る
知
識
や
情
報
を
海
外
諸
国
に
伝
達
す
る
こ
と
を
国
際
化
と
誤
解
し
て
い
る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
化
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
最
も
大
切
な
こ
と
は
日
本
人
が
狭
い
島
国
根
性
的
発
想
か
ら
脱
し
て
、
国
際
的
な
広
い
視
野
か
ら
考
え
る
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こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
現
代
の
日
本
人
の
考
え
方
や
社
会
生
活
を
国
際
的
視
野
か
ら
再
検

討
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
大
学
を
と
り
あ
げ
て
も
、
日
本
の
大
学
で
国
際
的
に
大
学
と
し
て
通
用
す
る
大

学
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
し
、
研
究
者
に
つ
い
て
も
、
国
際
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
も
の
が

全
体
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
か
を
考
え
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
商
社
員
が
海
外
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
海
外
子

女
の
教
育
が
第
一
の
悩
み
の
種
と
な
る
。
外
国
で
育
っ
た
日
本
人
の
子
女
を
国
内
の
学
校
で
円
滑
に
受
入
れ
る
た
め
に
は
、
国
内
の

教
員
や
生
徒
・
児
童
の
態
度
か
ら
国
や
都
道
府
県
の
諸
法
規
に
至
る
ま
で
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
山
積
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
で
海
外
進
出
や
国
際
交
流
の
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
が
国
の
国
際
化
が
な
お
具
体
化

し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
際
的
な
交
流
が
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
た
め
に
、
戦
後
の
日
本
人
の
発
想
の
な
か
に
は
国
際
的
な
視
野
や
そ
の
角

度
か
ら
の
発
想
が
欠
落
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
国
立
大
学
で
は
招
聰
し
た
外
国
人
の
教
授
は
単
な
る
教
師
に
過

ぎ
ず
、
教
授
会
で
大
学
の
研
究
・
教
育
に
つ
い
て
意
見
を
い
う
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
国
立
大
学
の
教
授
は
国
家
公

務
員
で
あ
っ
て
、
外
国
籍
を
持
つ
も
の
は
国
家
公
務
員
に
な
れ
な
い
と
い
う
法
律
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
欧
米
の
大
学

で
は
ご
く
普
通
の
こ
と
が
日
本
の
大
学
で
は
出
来
な
い
一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
努
力
を
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
改
善
の
方
法
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〃
外
国
人
の
教
授
は
教
授
会
に
参
加
出
来
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
〃
と
す
る
国
際
的
常
識
の
欠
如
が
事
態
を

今
日
ま
で
放
置
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
外
国
人
留
学
生
の
宿
舎
を
建
築
し
た
の
は
よ
い
が
、
外
国
人
学
生
の
生
活
習
慣
を
無
視

偏
狭
な
国
際
感
覚
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学
問
や
文
化
は
、
本
来
、
そ
れ
が
国
境
を
越
え
た
普
遍
的
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
の
時
代
で
も
学
問
・
文

化
の
交
流
は
学
問
・
文
化
の
発
展
向
上
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
場
合
は
、

学
問
・
文
化
の
後
発
性
と
地
理
的
に
欧
米
先
進
諸
国
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
戦
前
か
ら
欧
米
先
進
諸
国

に
一
方
的
に
留
学
す
る
と
い
う
一
方
交
通
の
交
流
が
常
態
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
学
術
・
文
化
の
交
流
で
も
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
留

学
す
る
も
の
が
最
も
多
く
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
の
留
学
が
こ
れ
に
つ
い
だ
。
他
方
、
韓
国
、
台
湾
を
は
じ
め
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
は

わ
が
国
に
留
学
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
に
反
し
て
日
本
人
研
究
者
や
学
生
の
留
学
生
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の

国
際
交
流
は
、
欧
米
先
進
諸
国
に
対
し
て
は
一
方
的
な
派
遣
増
と
な
り
、
東
ア
》
ン
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
一
方
的

な
受
入
れ
増
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
崎
型
的
な
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
崎
型
的
な
国
際
交
流
の
あ
り
方
の
問
題
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
欧
米
諸
国
へ
の
留
学
を
実
質
以
上
に
過
大
評
価
し
、
欧
米

し
て
、
シ
ャ
ワ
ー
設
備
を
つ
け
ず
に
共
同
浴
場
で
済
ま
せ
よ
う
と
し
て
、
外
国
人
留
学
生
か
ら
抗
議
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
、
基
本
的
に
は
外
国
人
の
生
活
習
慣
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
語
学
教
育
は
西
欧
文
化
を
読
書
に
よ
っ
て
理
解
さ
せ
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、
読
む
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
て
、
話
す
．
聞
く
は
第
二
義
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
日
本
人
は
、
外
国
の
文
献
は
読
め
る
が
、
外
国

人
と
会
話
を
し
た
り
、
意
見
を
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
自
由
で
あ
っ
た
と
い
う
人
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
が
国
際
化

時
代
に
入
る
以
前
の
語
学
教
育
を
そ
の
ま
ま
国
際
化
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
惰
性
的
に
続
け
て
来
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
今
日
の
語
学
教
育
は
欧
米
文
化
を
書
籍
を
通
じ
て
摂
取
し
よ
う
と
し
た
明
治
以
来
の
発
展
途
上
国
的
発
想
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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文
化
の
模
倣
追
随
の
風
潮
を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
に
対
し

て
蔑
視
す
る
態
度
を
と
り
、
十
分
な
生
活
上
の
便
宜
供
与
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
東
ア
ジ
ア

お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
を
せ
っ
か
く
受
入
れ
な
が
ら
、
帰
国
し
た
後
に
は
彼
ら
を
反
日
家
に
し
て
し
ま
う
失
敗
を
お
か

こ
れ
ら
は
文
部
省
の
対
応
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
民
の
発
展
途
上
国
か
ら
の
留
学
生
に
対
す
る
態
度
に
も

原
因
の
一
端
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
学
術
・
文
化
の
国
際
交
流
と
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
欧
米
諸
国
へ
の
留

学
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
か
ら
研
究
や
学
生
の
留
学
生
を
受
入
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
念
頭
に
な
か
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
の
国
際
交
流
事
業
は
、
受
入
れ
の
面
で
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
最
近
に
至
る
ま
で
、
日
本
で
は
国
際
化
へ
の
認
識
が
乏
し
く
、
そ
の
内
容
も
か
な
り
歪
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
偏
狭
な
国
際
感
覚
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
後
半
に
入
っ
て
、
交
通
・
通
信
の
発
達
、
国
際
政
治
や
国
際
経
済
の
相
互
依
存
性
の
増
大
な
ど
に
よ
っ
て
、
世
界
の
地

理
的
距
離
は
急
速
に
縮
め
ら
れ
て
、
世
界
は
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
情
報
伝
達
の
可
能
な
範

囲
、
あ
る
い
は
共
通
の
需
要
構
造
を
も
つ
経
済
圏
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
今
日
の
先
進
諸
国
間
に
は
ワ
ー
ル
ド
・
コ
ミ

国
際
化
時
代
へ
の
対
応

(2)

教
育
と
文
化
の
国
際
化



死
ユ
ニ
ヶ
轡
評
唖
極
卦
蹄
州
樒
推
副
壼
睦
睦
鋸
睡
蛎
鐸
経
済
成
長
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
国
際
化
が
急
速
に
進
行
し
つ
つ

あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
や
円
高
傾
向
な
ど
は
日
本
の
産
業
・
経
済
が
国
際
的
な
動
向
に
よ
っ
て
直
接
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

国
際
理
解
を
深
め
る
教
育
の
必
要
性
は
戦
後
、
世
界
の
平
和
を
恒
久
的
に
築
こ
う
と
す
る
真
剣
な
努
力
の
な
か
か
ら
叫
ば
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
、
そ
の
意
義
も
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
定
着
し
な
い
の
は
、

ま
ず
国
際
理
解
の
教
育
と
は
何
な
の
か
と
い
う
概
念
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
面
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
具
体
化
す
る
方

法
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

国
際
理
解
を
深
め
る
に
は
、
ま
ず
互
い
に
相
手
を
よ
く
知
り
合
う
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
国
際
理
解
に
必

要
な
知
的
認
識
を
育
て
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
優
れ
た
指
導
者
と
正
確
な
情
報
の
資
料
を
提
供
出
来
る
よ
う
に
な

日
本
が
世
界
の
先
進
国
と
し
て
国
際
政
治
や
国
際
経
済
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
及
ん
で
、
国
連
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
の
国
際
機
構
に
日
本
人
が
参
加
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
各
種
の
国
際
会
議
に
お
い
て
も
有
力
な
国

の
代
表
と
し
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
際
化
の
要
請
を
踏
ま
え
て
、
今
後
、
わ
が
国
の
教
育
・
文
化
は
積
極
的
に
国
際
化
す
る
方
向
で
推
進
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
第
一
歩
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
際
的
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

国
際
理
解
教
育
の
推
進
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っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
知
的
認
識
以
上
に
感
情
的
な
親
近
感
を
育
成
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
感
情
的
に
親
近
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
知
的
に
国
際
理
解
の
必
要
を
認
識
す
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に

大
き
な
努
力
と
時
間
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
あ
る
。
過
去
の
歴
史
に
は
知
的
認
識
に
お
い
て
は
国
際
親
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
広
い

共
通
理
解
が
出
来
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
ん
戦
争
と
な
っ
て
国
家
的
民
族
的
感
情
が
高
揚
す
る
に
つ
れ
て
国
際
親
善
の

考
え
方
は
跡
形
も
な
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
事
例
が
あ
る
。

人
に
よ
っ
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
が
国
際
理
解
を
歪
め
た
り
、
妨
げ
た
り
し
て
い
る
大
き
な
障
害
だ
と
指
摘
し
て
い
る
人
も

い
る
。
た
し
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
は
国
際
理
解
を
推
進
す
る
上
で
の
大
き
な
障
害
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
克
服
不

能
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
深
刻
な
問
題
は
、
人
種
の
問
題
や
、
そ
れ
以
上
に
根
本
的
に
異
な
る
背

景
を
も
つ
文
化
の
間
に
存
在
す
る
相
違
感
・
違
和
感
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
異
な
る
文
化
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
人
間
の
感
情
の
ズ

レ
を
調
整
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
困
難
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
国
際
理
解
の
教
育
を
推
進
す
る
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
初
等
教
育
段
階
で
国
籍
や
人
種
の
違
う
人
々
に
対
す
る
親
し
み
の
態

度
を
育
成
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
人
間
の
感
情
の
形
成
に
は
子
ど
も
を
取
り
巻
く
お

と
な
の
感
情
が
強
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
家
庭
や
社
会
に
お
い
て
国
際
親
善
の
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

ぉ
と
な
の
国
際
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
国
際
理
解
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
知
識
を
提
供
し
、
お
と
な
の
正
し
い
知
的

認
識
を
育
成
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
中
等
教
育
お
よ
び
高
等
教
育
の
段
階
で
異
な
る
文
化
圏

に
生
存
す
る
人
た
ち
の
思
考
・
行
動
・
生
活
の
様
式
に
つ
い
て
も
十
分
な
知
識
と
理
解
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
学

と
な
る
。

割
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校
教
育
を
終
え
た
一
般
の
成
人
に
対
し
て
も
、
国
際
理
解
に
関
す
る
啓
蒙
的
な
活
動
を
絶
え
ず
継
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
国
際
理
解
を
深
め
る
に
は
、
書
物
や
講
演
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
媒
介
物
を
通
し
て
知
識
を
得
る
ほ
か
に
、
直
接
に
国
籍
や
人
種

の
違
う
人
た
ち
と
接
触
し
て
よ
く
知
り
合
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
生
徒
・
学
生
の
時
期
に
国
際
交
流
の
経
験
が

得
ら
れ
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
準
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
う
し
た
国
際
理
解
の
教
育
を
効
果
的
に
推
進
し
て
行
く
た
め
に
は
、
⑪
該
博
な
専
門
的
知
識
と
豊
富
で
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
を
持
つ
人
材
の
養
成
、
②
や
や
低
い
水
準
の
啓
蒙
的
な
知
識
を
広
く
普
及
徹
底
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技

能
を
持
っ
た
人
材
の
養
成
１
１
具
体
的
に
は
学
校
の
教
員
が
こ
れ
に
適
当
し
て
い
る
か
ら
、
学
校
の
教
員
を
対
象
に
し
た
国
際
理
解

の
た
め
の
教
育
に
関
す
る
研
修
の
実
施
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
⑧
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
の
国
民
全
体
に
対
す
る
啓
蒙

的
教
育
活
動
な
ど
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
際
理
解
の
教
育
を
具
体
的
に
実
施
す
る
に
当
っ
て
、
日
本
の
国
民
が
一
足
飛
び
に
世
界
の
国
々
と
の
相
互
理
解
を
深
め
る
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
当
然
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
は
、
日
本
と
密
接
な
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
関

係
を
保
持
し
て
い
る
国
々
と
の
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
か
、
ま
た
は
同
一
の
政
治
・
経
済
・
文
化
圏
に
属
す
る
国

国
と
の
相
互
理
解
を
深
め
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
同
一
の
政
治
・
経
済
・
文
化
圏
に
属
す
る
国
々
と
の
相
互
理
解
を

核
に
し
て
世
界
全
体
の
国
際
的
な
相
互
理
解
を
図
ろ
う
と
す
る
考
え
方
の
な
か
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
三

つ
の
地
域
共
同
体
を
想
定
し
て
い
る
人
も
あ
る
。
ま
た
大
西
洋
共
同
体
と
環
太
平
洋
共
同
体
と
い
う
形
で
地
域
共
同
体
を
考
え
て
い

る
意
見
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
共
同
体
は
、
異
国
家
・
異
人
種
・
異
文
化
間
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
の
相
互
理
解
を

推
進
す
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
と
な
ろ
う
。

■

『
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学
術
・
文
化
は
そ
の
普
遍
的
な
性
格
か
ら
い
っ
て
も
国
際
的
な
相
互
交
流
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
は
そ

の
地
理
的
な
制
約
と
歴
史
的
な
事
情
に
よ
っ
て
、
日
本
が
欧
米
先
進
諸
国
の
学
術
・
文
化
を
摂
取
す
る
た
め
に
欧
米
諸
国
に
留
学
す

る
と
い
う
一
方
的
交
通
の
形
態
が
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
の
経
験
が
少
な

く
、
そ
の
た
め
に
最
近
に
な
っ
て
、
多
く
の
外
国
人
留
学
生
を
受
入
れ
る
に
当
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は

国
際
社
会
で
ご
く
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
る
研
究
者
・
学
生
の
相
互
交
流
が
わ
が
国
で
は
極
め
て
例
外
的
な
こ
と
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
、
講
和
の
発
効
と
と
も
に
学
術
・
文
化
の
交
流
が
再
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
過
去
二
十
年
間
に
国
際
交
流
の
主
要
な
ル
ー
ト
と

な
っ
た
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ル
プ
ラ
イ
ト
制
度
、
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
（
Ｂ
・
Ｃ
）
の
交
流
制
度
、
西

ド
イ
ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
に
よ
る
招
聰
制
度
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
費
奨
学
金
制
度
ブ
ル
シ
ェ
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
た
と
え
ば
、

フ
ル
ブ
ラ
ィ
ト
の
日
米
教
育
交
換
計
画
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
五
二
年
七
月
に
第
一
回
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
留
学
生
交
換
が
開
始
さ
れ

て
よ
り
今
日
ま
で
四
千
三
百
名
の
日
本
人
研
究
者
・
学
生
が
留
学
生
と
し
て
渡
米
し
、
千
六
十
六
名
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
・
学
生

が
来
日
し
た
。
西
ド
イ
ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
が
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
招
聰
し
た
全
世
界
の
研
究
者
の
総
数
は
約
七
千
人
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
日
本
人
研
究
者
は
千
人
に
達
し
て
い
る
と
い
う
。
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
交
流
制
度
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
留

学
し
た
も
の
は
一
九
六
四
年
よ
り
七
六
年
に
至
る
十
三
年
間
に
三
百
四
十
八
人
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
給
費
留
学
生
制
度
（
ブ

ル
シ
三
を
利
用
し
て
日
本
か
ら
渡
仏
し
た
研
究
者
・
学
生
は
一
九
六
八
年
か
ら
七
七
年
の
十
年
間
に
九
百
六
十
一
人
に
達
し
て

学
術
・
文
化
交
流
の
国
際
標
準
化

■Ⅱ



5釦

い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
カ
国
の
交
流
計
画
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
研
究
者
・
学
生
は
大
き
な
恩
恵
を
享
受
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ひ
る

が
え
っ
て
わ
が
国
が
こ
れ
ら
四
カ
国
を
は
じ
め
、
世
界
各
国
の
研
究
者
を
ど
の
程
度
招
聰
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ

の
数
は
極
め
て
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
フ
ン
ポ
ル
ト
財
団
の
招
膳
計
画
と
日
本
の
西
ド
イ
ツ
研
究
者
の
招
聰
計
画
と
を
比
較

す
る
と
、
そ
の
比
率
は
六
対
一
で
あ
っ
て
、
圧
倒
的
に
ド
イ
ツ
側
の
比
重
が
高
い
。

す
で
に
経
済
大
国
と
し
て
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
し
た
わ
が
国
と
し
て
は
、
学
術
・
文
化
交
流
の
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
相
互
交
流

の
形
に
も
っ
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
国
際
的
な
相
互
交
流
の
常
識
は
「
対
等
」
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
わ
が

国
の
地
理
的
な
特
殊
条
件
が
あ
っ
て
、
欧
米
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
の
対
等
の
原
則
を
、
わ
が
国
で
の
相
互
交
流
に
ス
ト
レ
ー
ト
に

適
用
す
る
と
、
実
質
的
に
は
相
互
交
流
が
困
難
に
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
交
流
を
対
等
の
原
則
で
や
る
と
い
う
の

は
、
多
く
は
人
数
・
経
費
な
ど
を
対
等
に
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
多
く
は
往
復
の
旅
費
は
派
遣
国
負
担
、
滞

在
費
は
受
入
れ
国
負
担
と
い
う
形
を
と
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
で
は
、
欧
米
諸
国
の
場
合
と
違
っ
て
、
研
究
者
が
海
外
に
出
掛
け
る

旅
費
を
獲
得
す
る
ル
ー
ト
や
旅
費
の
枠
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
地
理
的
特
殊
性
か
ら
欧
米
諸
国
間
の
交

流
に
比
し
て
は
る
か
に
巨
額
の
経
費
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
欧
米
先
進
国
間
で
行
な
わ
れ
て
い
る
程
度
の
国
際
交
流
を
進

め
て
行
く
た
め
に
は
、
特
別
に
国
家
的
レ
ベ
ル
で
財
政
的
援
助
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

欧
米
先
進
国
と
の
学
術
・
文
化
の
交
流
と
と
も
に
発
展
途
上
国
と
の
学
術
・
文
化
の
交
流
も
、
わ
が
国
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
か

ら
い
っ
て
軽
視
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

発
展
途
上
国
と
の
交
流
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
欧
米
先
進
国
と
の
交
流
に
比
し
て
著
し
く
遅
れ
て
い
る
が
、
人
類
の
知
的
連
帯
や

学
術
研
究
上
の
必
要
、
発
展
途
上
国
と
の
相
互
理
解
な
ど
の
必
要
性
か
ら
考
え
て
も
今
後
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
は
国
際
友
好
と
か
国
際
親
善
と
か
、
多
く
の
国
際
的
標
語
を
概
念
と
し
て
は
一
応
頭
に
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を

心
に
感
じ
、
身
に
つ
け
て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
国
際
理
想
具
現
の
器
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
最
近

の
例
で
は
「
東
南
ア
ジ
ア
で
は
日
本
人
は
現
地
人
と
ミ
ッ
ク
ス
し
な
い
」
と
の
批
判
が
現
地
か
ら
出
て
い
る
。
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア

だ
け
で
な
く
日
本
人
に
対
す
る
世
界
的
通
評
で
あ
る
。

国
際
性
は
国
際
交
流
が
進
め
ば
、
自
然
に
体
得
す
る
も
の
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
俗
に
い
う
〃
国
際
人
〃
が
必
ず
し
も

真
の
国
際
関
係
に
お
い
て
多
大
の
貢
献
を
し
て
い
る
と
言
い
き
れ
な
い
場
合
も
多
々
あ
る
。
真
の
国
際
人
は
外
見
や
語
学
の
問
題
だ

け
で
は
な
い
。
国
際
商
科
大
学
教
授
国
弘
正
雄
氏
は
「
言
葉
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
誤
解
も
見
過
ご
し
難
い
が
、
さ
ら
に
恐
る
べ

し
か
し
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
学
術
・
教
育
の
現
実
は
、
研
究
投
資
の
貧
困
、
研
究
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
弱
体
、
大
学
院
教
育

の
未
完
成
な
ど
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
か
ら
、
先
進
国
と
の
学
術
交
流
の
よ
う
に
対
等
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
か
な
り

困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
か
っ
て
明
治
時
代
に
欧
米
先
進
諸
国
が
わ
が
国
に
示
し
た
研
究
・
教
育
上
の
協
力
・
援
助
と
同
じ
よ
う
に
、

わ
が
国
が
発
展
途
上
国
の
研
究
・
教
育
の
自
立
的
発
展
の
た
め
に
協
力
や
援
助
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
と
な
ろ
う
。

そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
は
、
発
展
途
上
国
の
大
学
と
わ
が
国
の
大
学
と
で
研
究
者
・
学
生
の
相
互
交
流
を
進
め
る
拠
点
校

方
式
が
試
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
近
年
、
わ
が
国
は
発
展
途
上
国
か
ら
多
様
の
外
国
人
留
学
生
を
受
入
れ
て
そ

の
教
育
に
当
っ
て
い
る
が
、
こ
の
外
国
人
留
学
生
数
は
他
の
先
進
諸
国
に
お
け
る
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
な
お
今
後
一
層
増
加
す
る

必
要
が
あ
る
。

国
際
性
豊
か
な
日
本
人
育
成
の
た
め
の
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
構
想
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き
は
言
語
化
さ
れ
な
い
身
ぶ
り
や
し
ぐ
さ
の
次
元
で
の
誤
解
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
違
い
は
な
か
な
か
捕
捉
で
き
な
い
だ
け
に
、

あ
ら
ぬ
誤
解
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
国
際
性
は
知
識
的
な
把
握
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
経

験
し
体
得
す
る
、
す
な
わ
ち
全
人
的
に
訓
練
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ハ
ッ
キ
リ
国
際
間
に
具
現
し
得
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
〃
教
育
″
で
な
く
て
〃
訓
練
″
あ
る
い
は
錬
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
設
立
の
構

想
も
そ
の
基
礎
を
こ
こ
に
置
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
国
際
性
が
異
国
・
異
人
種
間
に
お
い
て
人
間
的
接
触
を
通
し
て
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
体
得
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
常
時
数
十
カ
国
の
異
国
人
が
互
い
に
接
触
し
合
い
、
生
活
を
共
に
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
設
立

の
趣
旨
で
あ
り
、
必
要
性
で
あ
る
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
で
は
、
人
種
・
国
籍
・
宗
教
・
文
化
と
い
う
よ
う
な
異
っ
た
点
を
強
調
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
互
い
に
「
人
間
」

で
あ
る
と
い
う
共
通
点
に
立
っ
て
、
出
会
い
と
接
触
さ
ら
に
は
生
活
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
。
誰
も
日
本
人
だ
と
か
、
ア
メ
リ
カ
人

だ
と
か
自
分
の
希
望
と
意
志
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
者
は
な
い
。
生
命
創
造
の
神
秘
は
個
人
の
意
表
外
の
も
の
で
あ
り
、

人
種
の
ち
が
い
な
ど
は
思
っ
た
ほ
ど
本
質
的
な
も
の
で
な
い
。
お
互
い
「
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
こ
そ
真
に
共
通
な
基
礎
で
あ

る
。
こ
の
基
礎
に
立
っ
て
こ
そ
対
決
８
○
．
津
。
口
３
註
。
己
か
ら
協
力
Ｓ
ｏ
８
の
届
ご
○
己
の
態
勢
が
整
う
。
こ
う
し
た
本
質
的
な

人
間
的
接
触
こ
そ
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
真
理
は
単
に
知
識
と
し
て
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
体
得
し
、
具
現
し
な
け
れ
ば

ほ
ん
と
う
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
故
に
こ
そ
異
人
種
が
一
カ
所
に
集
ま
っ
て
「
人
間
」
と
し
て
接
触
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
。

更
に
こ
の
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
で
は
単
に
訓
練
生
相
互
間
の
接
触
を
は
か
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
経
験
の
豊
か
な
〃
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
」
（
訓
練
補
助
者
）
を
招
聰
し
て
、
三
つ
巴
の
接
触
を
は
か
る
。
訓
練
生
は
目
標
と
し
て
大
学
卒
業
者
で
あ
る
こ
と
を
基
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本
と
す
る
。
こ
れ
は
学
識
と
語
学
の
レ
ベ
ル
を
均
等
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
が
訓
練
を
終
え
た
後
、
世
界
の
各
地
に
お
い
て
実

際
に
活
躍
し
、
体
得
し
た
国
際
性
を
、
与
え
ら
れ
た
ポ
ス
ト
と
地
位
に
お
い
て
具
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
世
界
情
勢

は
か
か
る
被
訓
練
者
の
華
々
し
い
活
動
を
ひ
た
す
ら
待
望
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
、
こ
の
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
で
は
、
訓
練
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
と
し
て
、
出
来
る

だ
け
コ
方
通
行
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
方
式
を
排
し
、
「
対
話
」
を
主
と
す
る
ダ
イ
ャ
ロ
ー
グ
方
式
を
用
い
る
よ
う
に
す
る
。
す
な
わ

ち
講
義
・
講
演
・
説
教
と
い
っ
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
方
式
に
代
わ
り
、
「
対
話
」
「
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
ダ
イ
ャ
ロ
ー
グ
方

式
を
採
り
、
訓
練
生
同
士
お
よ
び
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
」
と
の
間
に
お
い
て
三
つ
巴
の
「
対
話
」
が
可
能
な
よ
う
に
す
る
。

そ
し
て
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
で
は
「
対
話
」
の
基
調
と
し
て
〃
グ
ロ
ー
バ
ル
〃
な
観
点
を
土
台
に
、
現
下
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
再

検
討
し
、
新
た
に
考
察
し
、
対
話
し
論
議
す
る
。
今
日
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
り
、
地
球
が
時
間
と
空
間
に
お
い
て
著
し
く
小

さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
世
界
の
出
来
事
は
も
は
や
「
対
岸
の
火
事
」
と
い
っ
て
傍
観
で
き
る
時
代
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
人
間
の

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
は
科
学
的
・
物
質
的
の
急
速
な
発
達
に
追
従
で
き
ず
、
相
変
わ
ら
ず
小
さ
な
自
己
の
「
エ
ゴ
」
に
と
ら
わ
れ
地
域

的
・
分
派
的
な
問
題
解
決
に
汲
々
と
し
て
い
る
。
故
に
事
態
は
ま
す
ま
す
複
雑
、
混
乱
を
き
た
し
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
こ
の
核
時
代

を
迎
え
た
人
類
は
核
兵
器
に
よ
る
「
人
類
自
殺
」
を
招
来
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
日
々
狭
小
に
な
り
つ
つ
あ
る
地
球
上
に
、
し
か
も
同
時
代
に
運
命
を
分
か
つ
も
の

と
し
て
、
速
か
に
「
人
間
」
同
士
の
話
し
合
い
の
場
を
構
成
し
、
人
類
の
蓄
積
し
た
文
明
・
文
化
の
恩
沢
を
フ
ル
に
活
用
し
て
人
類

最
高
の
繁
栄
と
平
和
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
を
設
立
す
る
た
め
に
は
最
も
適
当
な
立
地
条
件
、
す
な
わ
ち
環
境
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

、



5鍵

国
際
性
に
関
す
る
「
特
訓
」
、
日
本
と
世
界
の
死
活
問
題
に
直
結
す
る
国
際
性
の
体
得
と
い
う
こ
と
と
取
り
組
ん
で
、
そ
の
成
果

を
急
速
に
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
〃
国
際
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
の
構
想
で
あ
る
。

述
べ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
常
時
世
界
数
十
ヵ
国
の
代
表
的
訓
練
生
が
参
加
出
来
る
よ
う
な
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
そ
の
所

在
は
現
今
の
航
空
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
国
際
空
路
の
中
心
で
あ
り
、
設
備
と
安
全
上
優
秀
な
空
港
を
玄
関
と
す
る
地
点
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
環
境
と
し
て
は
人
口
過
密
な
る
島
国
で
あ
っ
た
り
、
大
都
会
に
近
接
し
て
い
て
苛
烈
な
生
存
競
争

の
雰
囲
気
に
包
含
さ
れ
る
と
い
っ
た
個
所
で
は
不
適
当
で
あ
る
。

理
想
的
に
は
一
望
万
里
、
限
り
な
き
地
平
線
と
妨
げ
な
き
見
通
し
を
有
す
る
大
地
に
所
在
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
地
点
に

立
つ
だ
け
で
「
心
の
広
が
り
」
を
感
じ
、
広
漠
た
る
大
地
に
立
っ
て
未
来
を
展
望
し
得
る
よ
う
な
気
持
ち
を
起
こ
す
場
所
が
必
要
で

あ
る
。
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
は
単
に
新
し
い
知
識
と
情
報
を
学
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
知
識
と
情
報
の
入
手
だ
け
な
ら
宇
宙
中
継
な

ど
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
発
達
し
た
今
日
、
必
ず
し
も
特
定
の
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
に
参
集
す
る
必
要
は
な
い
。
今
日
高
度
に
商
業
化

し
、
機
械
化
し
た
教
育
シ
ス
テ
ム
を
離
れ
て
、
じ
っ
く
り
国
際
性
を
身
に
つ
け
る
セ
ン
タ
ー
の
設
立
こ
そ
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
〃
訓
練
セ
ン
タ
ー
〃
に
お
け
る
収
容
人
数
も
百
名
ぐ
ら
い
を
理
想
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
経
営
上
・
経
済
的
考
察

上
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
「
国
際
化
社
会
に
生
き
る
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
国
連
大
学
副
学

長
武
者
小
路
公
秀
氏
は
、
国
際
化
に
つ
い
て
「
知
識
の
問
題
で
な
く
、
仲
間
と
仲
間
外
に
分
け
な
い
で
、
外
の
世
界
の
人
間
と
も
心

が
通
い
合
う
よ
う
な
関
心
の
ワ
ク
を
広
げ
る
と
い
う
、
つ
ま
り
関
心
の
問
題
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
教
え
込
む
こ
と
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
ク
ラ
ブ
活
動
と
か
自
治
会
活
動
、
あ
る
い
は
社
会
生
活
の
中
の
教
育
の
方
が
、
学
校
教
育
よ
り
も
大
事
な
の
か
知
れ
な
い
」
と
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太
平
洋
時
代
の
到
来
を
前
に
し
て
、
環
太
平
洋
文
化
圏
の
協
調
を
主
張
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
は
、
そ
の
環
太
平
洋
文
化
圏
の

か
を
め
い
０
』

要
石
的
存
在
と
し
て
太
平
洋
大
学
の
創
設
を
提
唱
す
る
。

る

つ

ぼ

太
平
洋
大
学
こ
そ
は
環
太
平
洋
諸
国
、
諸
民
族
の
琳
渦
で
あ
り
、
溶
鉱
炉
で
あ
る
。
こ
の
太
平
洋
大
学
の
構
想
に
つ
い
て
は
本
共

同
研
究
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
私
案
が
提
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
試
論
を
掲
げ
て
お
く
。

今
日
、
い
わ
ゆ
る
「
不
確
実
性
の
時
代
」
に
関
し
て
多
く
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
・
こ
の
句
の
権
威
ガ
ル
ブ
レ
ィ
ス
教
授
は
、

こ
う
し
た
表
現
に
関
す
る
定
義
と
狭
義
の
経
済
的
意
味
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
史
を
ど
の
よ
う
に
観
る
か
に
よ
っ
て

そ
の
人
の
解
釈
は
異
な
っ
て
く
る
。

今
日
の
「
不
確
実
性
の
時
代
」
は
、
特
定
の
文
化
・
文
明
と
か
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
攻
撃
さ
れ
ず
に
存
在
を
楽
し
む
状
況
は
も
は

や
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
過
去
に
は
、
世
界
の
も
っ
と
広
範
な
部
分
が
西
洋
文
明
あ
る
い
は
共
産
主
義
者

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
こ
と
ば
で
説
明
で
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
二
つ
の
文
明
が
人
類
の
精
神
を
支
配
で
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の

二
つ
の
文
明
は
、
自
覚
的
に
も
無
自
覚
的
に
も
、
そ
の
行
動
様
式
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
思
考
や
価
値
判
断
の
方
法
を
つ
く
り
あ
げ

た
0

試

論

今
日
、
こ
う
し
た
状
態
は
も
は
や
な
い
。
過
去
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
諸
文
明
（
文
化
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
含
め
て
）
は
、
懐
疑
論

(3)

「
太
平
洋
大
学
」
構
想

(1)
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の
新
し
い
波
涛
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
他
方
も
っ
と
古
い
東
洋
文
明
は
、
か
っ
て
は
西
洋
（
唯
物
論
の
西
洋
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
キ

リ
ス
ト
教
の
西
洋
も
）
の
拡
大
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
再
び
姿
を
現
し
、
世
界
の
諸
文
明
の
あ
い
だ
を
縫
っ
て
新
し
い

場
所
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
不
確
実
性
の
時
代
」
に
寄
与
し
た
東
洋
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
不

確
実
性
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
国
内
社
会
に
お
い
て
も
同
様
に
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ラ
ン
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
最
近
の
発
展
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
現
象
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
現
象
は
、
不
確
実
性
の
時
代
を
、
世
界
は
今
日
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
大
変
化
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、
新
し
い
バ

ラ
ン
ス
と
統
合
を
求
め
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

新
し
い
時
代
は
、
国
際
レ
ベ
ル
で
も
家
庭
レ
ベ
ル
で
も
、
新
し
い
精
神
の
指
導
者
を
求
め
て
い
る
。
太
平
洋
大
学
は
、
こ
う
し
た

新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
準
備
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。

太
平
洋
時
代
の
指
導
者
太
平
洋
時
代
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
・
い
か
な
る
文
化
・

文
明
が
こ
の
時
代
の
人
間
の
思
考
様
式
を
形
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
表
面
で
は
軍
事
領
域
の
緊
張
緩
和
の
存
在
を
評
価
す

る
に
し
て
も
、
人
間
の
精
神
的
闘
い
を
弱
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

生
じ
つ
つ
あ
る
闘
い
を
勝
ち
と
る
こ
と
の
で
き
る
文
明
と
は
、
大
半
の
太
平
洋
諸
国
民
が
、
国
際
レ
ベ
ル
に
も
国
内
レ
ベ
ル
に
も

属
す
る
意
味
を
見
出
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
文
明
は
、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
、
こ
の
地
域
に
広
く
ゆ
き

わ
た
っ
て
い
る
文
明
の
「
総
体
的
な
精
神
」
を
表
現
す
る
も
の
と
な
る
と
き
に
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
太
平
洋
時
代
の
指
導
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
代
表
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
敬
意
を
表

す
る
男
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
そ
の
地
域
の
自
国
以
外
の
文
明
を
も
正
し
く
評
価
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
た
ね
ば
な
ら
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こ
の
こ
と
は
、
い
と
も
簡
単
に
国
際
共
産
主
義
の
影
響
下
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
を
助
長
す
る
教

育
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
太
平
洋
大
学
」
の
役
割
伝
統
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
は
二
つ
の
部
門
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ー
ネ
言
の
。
‐

目
の
）
と
ソ
フ
ィ
ア
（
の
ｏ
昌
曽
）
で
あ
る
。
前
者
は
人
間
に
技
術
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
、
後
者
は
英
智
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
植
え
つ
け
る
。

太
平
洋
大
学
は
、
ソ
フ
ィ
ア
を
広
め
る
役
割
に
限
ら
れ
て
い
る
。

学
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
指
導
者
と
し
て
約
束
さ
れ
、
少
な
く
と
も
大
学
教
育
を
終
了
し
た
青
年
男
女
か
ら
募
集
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
臣
や
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
職
務
で
、
大
学
講
師
や
企
画
の
官
吏
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

太
平
洋
大
学
の
役
割
は
、
「
世
界
造
り
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
国
造
り
」
の
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
・

そ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
南
北
間
の
対
話
と
い
う
文
脈
内
で
、
世
界
の
新
秩
序
に
意
見
の
一
致
を
見
出
す
こ
と
と
同
時
に
、
成
長
の

異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
国
々
に
対
し
て
「
発
展
の
パ
タ
ー
ン
」
や
「
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン
」
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
求
め
て
い
る
。
太

平
洋
大
学
は
、
人
類
の
努
力
や
社
会
発
展
に
関
す
る
あ
る
特
定
の
部
門
の
み
な
ら
ず
、
全
般
に
わ
た
る
発
展
に
お
い
て
も
、
「
戦
略
」

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
に
お
け
る
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
た
め
に
最
高
の
も
の
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
も
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ー
そ
の
理
論
的
基
礎
ｌ
教
育
の
目
的
は
人
間
に
あ
る
。
人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
文
化
（
文
明
）
の
囚
人
で

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
健
全
な
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
は

「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
ば
か
り
で
な
く
「
イ
ン
タ
ー
・
シ
ピ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
出
来
事
に
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
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あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
先
駆
者
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
矛
盾
の
中
心
点
が
あ
る
。
こ
こ
が
「
イ
ン
タ
ー
・
シ

ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
人
間
教
育
の
肝
腎
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
日
ま
で
の
教
育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
そ
の
国
の
伝
統
と
文
化
を
誇
り
に
す
る
よ
う
努
力
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ラ

イ
ド
ゆ
え
に
〈
た
い
て
い
他
国
の
文
化
の
価
値
を
正
し
く
評
価
で
き
な
か
っ
た
。
「
イ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
」
な
関
係
に
つ
い
て

語
る
と
き
で
さ
え
、
た
い
て
い
そ
れ
は
、
他
国
の
文
化
を
犠
牲
に
し
て
み
ず
か
ら
の
文
化
や
思
考
方
法
を
転
換
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
文
化
の
「
相
互
向
上
」
の
考
え
を
促
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
家
と
し
て
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
偉
大
さ
は
、

世
界
史
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
拡
大
で
は
な
く
、
多
数
の
世
界
文
明
の
一
連
の
出
会
い
か
ら
生
じ
た
統
合
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め

「
太
平
洋
大
学
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
編
成
さ
れ
る
に
は
、
こ
う
し
た
心
か
ら
の
相
互
向
上
や
互
恵
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
に
示

す
よ
う
に
、
そ
の
コ
ー
ス
は
一
年
以
内
で
終
了
さ
れ
、
二
な
い
し
三
学
期
に
分
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
最
小
限
の
要
請
か
ら
成
っ
て

た
こ
と
に
あ
る
。

Ａ
太
平
洋
精
神
の
形
成

⑪
仏
教
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
遺
産

こ
う
で
あ
る
。

い

る
。

②
儒
教
の
遺
産

③
神
道
の
遺
産

コ
ー
ス
の
リ
ス
ト
大
学
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
改
良
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
出
発
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
コ
ー
ス
は
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D C

Ｃ

国
造
り
と
世
界
造
り

Ｂ
平
和
と
進
歩
の
思
想

⑤
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト

右
の
基
礎
コ
ー
ス
に
基
づ
い
て
、
学
生
は
次
に
進
む
。

「
太
平
洋
文
化
形
成
」
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
学
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
国
や
地
域
に
関
す
る
研
究
論
文
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い

⑤
経
済
協
力
と
南
北
問
題

「
太
平
洋
文
化
形
成
」

側
「
イ
ン
タ
ー
・
シ
ビ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ナ
ル
」
概
論

⑧
「
国
造
り
」
概
論

②
東
洋
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン

⑪
西
洋
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン

⑩
世
界
文
化
に
お
け
る
平
和
の
思
想

②
世
界
文
化
に
お
け
る
進
歩
の
思
想

⑧
東
洋
と
西
洋
の
出
会
い
の
バ
ラ
ン
ス

㈱
共
産
主
義
の
バ
ラ
ン
ス
．
シ
Ｉ
卜

１仏
イ
ス
ラ
ム
教
の
遺
産

⑤
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産

、
ン
－
卜

~
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各
学
生
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
．
Ｄ
の
終
了
に
ひ
き
続
い
て
、
一
年
以
内
に
学
位
論
文
を
完
成
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
学
位
論

文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
書
い
て
も
よ
い
が
、
太
平
洋
大
学
内
で
書
か
れ
る
の
が
正
当
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
・
学
位
論
文
は
、
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
原
則
に
基
づ
く
一
方
、
他
方
で
は
太
平
洋
の
国
造
り
、
地
域
造
り
、
あ
る
い
は
平
和
造
り
の
部
門
に
お
け
る
国
内
外
の

現
実
問
題
を
論
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
。
望
ま
し
い
論
題
は
、
た
と
え
ば
、
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
発
展
へ
の
〃
触
媒
〃
ま
た
は
〃
妨
げ
〃
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム

教
」
、
あ
る
い
は
日
本
人
学
生
な
ら
ば
、
「
日
本
の
近
代
化
Ｉ
そ
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
Ｉ
」
、
ま
た
、
「
経
済
協
力
ｌ
そ
の

批
判
的
分
析
ｌ
」
等
々
と
い
っ
た
題
の
論
文
も
有
益
で
あ
る
。

位
置
の
選
定
、
教
授
陣
、
学
生
団
大
学
は
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
す
る
の
に
理
想
的
な
場
所
を
求
め
た
い
。
ま
た
新
し
い

§

大
学
は
、
過
去
に
が
っ
し
り
と
し
ば
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
い
っ
そ
う
国
際
志
向
に
な
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
力

期
待
さ
れ
る
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
場
所
は
、
将
来
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
太
平
洋
の
他
の
都
市
に
も
移
動
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

教
授
陣
は
、
イ
ン
タ
ー
・
シ
ビ
ラ
ィ
ゼ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
客
員
教
授
は
、
大
学
を
宣
伝
機
関
の
活
動
場
所

と
な
ら
ぬ
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
の
政
治
的
カ
ラ
ー
か
ら
は
「
独
立
」
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
は
、
こ
の
大
学
で
学
び
か
つ
研
究
す
る
学
生
団
は
、
五
十
人
ま
で
に
制
限
す
る
と
よ
い
。
学
位
論
文
を
書
く
の
は
、
そ

す
ぐ
近
く
の
国
々
を
視
察
す
る
た
め
に
、
日
本
で
は
、
学
生
に
数
多
く
の
旅
行
が
で
き
る
よ
う
特
別
資
金
を
別
に
と
っ
て
お
く
と

よ
い
。

れ
ぞ
れ
の
国
で
な
す
の
が
よ
い
。

Ｅ

学

位

論

文

臼

夕

ｈ

Y

■孝
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結
論
日
本
は
少
な
く
と
も
五
年
間
ぐ
ら
い
、
太
平
洋
大
学
の
た
め
に
主
役
を
演
じ
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
こ
こ
で
学
ぶ
学

生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
国
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
自
国
と
日
本
を
結
ぶ
文
化
の
か
け
橋
と
し
て
奉
仕
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
こ
の
大
学
の
重
要
な
副
産
物
で
も
あ
る
。

太
平
洋
時
代
の
挑
戦
も
っ
と
も
信
頼
出
来
、
か
つ
巨
視
的
な
眺
望
を
持
つ
歴
史
家
や
未
来
学
者
に
よ
る
と
、
人
類
は
か
っ
て
な

い
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
過
去
二
百
年
に
わ
た
っ
て
世
界
を
支
配
し
た
産
業
革
命
は
今
や
地
球
的
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

同
時
に
そ
れ
ら
の
社
会
は
超
高
度
産
業
、
経
済
共
同
体
へ
と
変
貌
し
て
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
も
っ
と
も
重
要

な
問
題
は
、
こ
の
変
化
が
何
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
人
類
に
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
す

か
ど
う
か
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
国
際
経
済
組
織
が
資
源
の
枯
渇
や
人
口
増
加
に
と
も
な
う
環
境
汚
染
の
圧
力
に
ど
う
か
、
社
会
主
義

と
資
本
主
義
は
共
存
で
き
る
か
ど
う
か
ｌ
で
あ
る
。

多
く
の
識
者
は
今
や
世
界
の
関
心
の
中
心
が
大
西
洋
か
ら
太
平
洋
に
移
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
二
、
三
世
代
の
あ
と
に
は
新
し
い

太
平
洋
時
代
の
出
現
を
目
の
あ
た
り
見
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
。
近
代
的
通
信
、
交
通
手
段
や
機
関
の
発
達
と

組
織
化
は
地
球
を
刻
々
と
狭
く
し
て
い
る
と
同
時
に
、
過
去
二
、
三
世
代
の
目
を
見
は
る
よ
う
な
経
済
発
展
は
環
太
平
洋
諸
国
、
日

本
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
西
海
岸
、
メ
キ
シ
コ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
な
ど
で
と
く
に
著
し
く
、
韓
国
や
台
湾
が
無
視
出
来
な
い
経
済
力
を

持
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
地
域
は
ま
た
、
東
西
文
化
の
接
合
地
域
で
も
あ
る
。
環
太
平
洋
地
域
に
は
も
っ
と
も
多
様
な
国
家
群
、
諸
種
の
文
化
、
宗
教

試

筆
面Ⅷ

(2)

奄

夕
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が
存
続
し
て
い
る
。
多
元
的
な
諸
要
素
の
結
合
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
環
太
平
洋
文
化
、
国
家
共
同
社
会
が
生
ま
れ
得
る
可
能
性
を
持

ち
、
す
で
に
そ
の
萠
芽
が
見
え
は
じ
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
人
類
の
未
来
を
託
す
る
新
し
い
可
能
性
を
見
る
こ
と
も
出
来
る
。

太
平
洋
文
化
は
人
類
の
蘇
生
、
国
家
建
設
や
近
代
化
に
お
い
て
均
衡
と
調
和
を
求
め
る
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芽
生

え
つ
つ
あ
る
太
平
洋
文
化
は
平
和
を
も
た
ら
し
め
る
可
能
性
と
い
う
光
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
か
ら
ず
も
勺
画
ｏ
爵
。

と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
認
識
は
環
太
平
洋
共
同
社
会
を
実
現
す
べ
く
行
動
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。

目
的
は
環
太
平
洋
文
化
の
開
発
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
状
態
把
握
の
も
と
に
、
太
平
洋
諸
国
に
現
存
す
る
価
値
体
系
と
諸
文
化

の
差
に
橋
を
か
け
る
た
め
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
最
終
的
に
は
平
和
追
求
を
第
一
義
に
し
た
人
間
育

成
の
手
段
を
探
求
す
る
こ
と
に
置
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

種
々
の
文
化
を
ふ
ま
え
た
、
そ
の
共
同
体
を
実
現
し
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
環
太
平
洋
地
域
の
諸
国
の
協
力
こ
そ
が
望
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
そ
れ
を
助
長
す
る
た
め
教
育
・
文
化
・
産
業
・
経
済
の
各
分
野
に
お
け
る
多
量
の
交
流
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
一
層
重
要
な
こ
と
は
教
育
組
織
の
設
立
で
あ
る
。
そ
の
組
織
の
第
一
の
仕
事
は
環
太
平
洋
文
化
を
広
め
発
展
さ
せ
る
と
同

時
に
、
環
太
平
洋
共
同
社
会
を
促
進
す
る
た
め
の
人
材
の
養
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
太
平
洋
諸
国
が
一
致
し
て
「
太
平
洋
大

学
」
を
設
立
し
、
太
平
洋
的
視
野
と
太
平
洋
文
化
を
促
進
し
、
発
展
さ
せ
、
永
続
さ
せ
る
よ
う
行
動
を
開
始
す
べ
き
必
要
が
あ
る
。

こ
の
太
平
洋
大
学
の
仕
事
は
諸
国
の
伝
統
を
再
生
さ
せ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
文
化
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
・
研
究

対
象
の
中
心
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
異
文
化
間
の
接
点
を
求
め
る
教
育
活
動
と
研
究
、
学
際
的
地
域
研
究
と
教
育
、
太
平
洋

諸
国
の
現
地
調
査
、
伝
達
手
段
と
そ
の
科
学
の
研
究
等
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
・
研
究
活
動
の
統
合
は
大
学
組
織
発
展
史
の
中
で
も
よ
り
進
ん
だ
段
階
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
試

’
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み
は
伝
統
的
人
間
形
成
を
越
え
、
さ
ら
に
近
代
科
学
技
術
の
修
得
を
越
え
、
異
種
文
化
の
多
元
的
価
値
を
統
合
し
た
気
質
、
平
和
を

求
め
る
真
に
国
際
文
化
的
良
心
を
培
う
こ
と
を
志
向
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
学
の
基
本
的
機
構
き
た
る
べ
き
太
平
洋
時
代
に
挑
戦
す
べ
く
、
わ
れ
わ
れ
が
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
「
平

和
を
助
長
す
る
課
程
」
を
手
始
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
具
現
す
る
気
質
を
養
成
し
、
技
術
と
機
器
を
用
意
し
、
そ
の

動
き
を
永
続
さ
せ
る
土
壌
を
と
と
の
え
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
一
定
の
期
間
、
政
情
が
安
定
し
、
新
し
い
社

会
秩
序
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
独
自
の
ゴ
ー
ル
を
標
傍
す
る
「
太
平
洋
大
学
」
は
次
の
事
項
を
提

言
す
る
。

一
、
三
つ
の
学
群

㈹
言
語
教
育
目
標
語
は
環
太
平
洋
諸
国
の
言
語
。
集
中
訓
練
。
十
週
間
を
一
区
切
り
、
二
百
五
十
時
間
、
伝
達
手
段
の
四
機

能
ｌ
聞
く
、
話
す
、
書
く
、
読
む
ｌ
を
受
動
的
で
な
く
、
能
動
的
に
使
え
る
よ
う
に
訓
練
す
る
。
目
標
語
を
母
国
語
と
す
る
ド
リ

ル
・
マ
ス
タ
ー
、
現
地
旅
行
、
現
地
人
と
の
交
流
等
の
活
動
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
習
得
出
来
る
よ
う
発
展

的
か
つ
多
彩
な
活
動
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
れ
る
。

回
基
礎
的
な
学
際
的
各
国
別
ま
た
は
地
域
研
究
こ
れ
は
太
平
洋
文
化
の
創
造
に
関
し
て
具
体
的
な
行
動
指
標
を
持
つ
よ
う
に

㈲
環
太
平
洋
文
化
の
形
成
発
展
。

口
創
造
的
技
能
を
有
し
、
想
像
力
に
富
む
平
和
を
志
向
す
る
「
太
平
洋
人
」
の
新
し
い
世
代
の
教
育
。

倒
人
類
の
平
和
構
築
の
た
め
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
永
続
さ
せ
て
行
く
た
め
の
指
導
者
群
を
教
育
す
る
。

構

成

h
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す
る
た
め
の
準
備
段
階
に
設
置
す
る
。
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
の
諸
分
野
の
学
識
経
験
豊
か
な
教
授
に
よ
る
新
入
生
の
指
導
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
従
来
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
違
う
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る
現
状
と
の
か
か

わ
り
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
基
本
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
・
問
題
点
は
地
域
開
発
等
の
経
済
、
政
治
に
関
わ
る
も
の
に

限
ら
ず
、
人
格
・
思
想
の
領
域
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
広
域
な
太
平
洋
文
化
促
進
に
つ
ら
な
る
も
の
を
含
む
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
原
則
と
し
て
各
国
別
に
立
て
た
方
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
最
終

的
ゴ
ー
ル
は
学
生
が
そ
の
国
の
人
間
像
を
生
き
た
一
人
格
と
し
て
構
成
出
来
る
か
ど
う
か
に
お
か
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

例
地
域
開
発
セ
ン
タ
ー
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
「
太
平
洋
大
学
」
の
中
枢
と
な
る
。
こ
こ
で
最
終
的
に
現
地
に
お
け
る
地
域
研
究

を
行
な
う
。
各
セ
ン
タ
ー
は
協
力
国
の
既
設
の
大
学
に
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
個
々
の
研
究
よ
り
は
む
し
ろ
複

数
の
学
生
と
複
数
の
研
究
指
導
者
三
人
か
ら
七
人
ぐ
ら
い
ま
で
）
を
中
心
と
し
た
研
究
活
動
に
重
点
を
置
く
。
そ
う
す
る
こ
と

の
利
点
は
、
学
生
が
複
数
の
視
点
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
活
動
は
一
応
の
準
備
が
出
来
て
い
る
学
生
、

上
級
な
い
し
大
学
院
レ
ベ
ル
の
人
達
が
自
分
の
目
標
と
す
る
領
域
を
選
択
し
、
そ
の
分
野
で
集
中
訓
練
を
受
け
る
。

注
Ｉ
柔
軟
な
組
織
三
つ
の
学
群
の
制
度
化
を
考
え
る
場
合
、
各
レ
ベ
ル
、
研
究
機
関
の
有
機
的
一
体
化
と
開
放
化
。
所
属
す
る
機
関
が
違
う

と
い
う
だ
け
で
協
力
出
来
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
組
織
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
あ
る
大
学
院
生
の
要
求
に
応
え
て
指
導
教
授
を
中
心

と
し
た
教
授
の
チ
ー
ム
が
編
成
出
来
る
よ
う
な
柔
軟
さ
で
あ
る
。
問
題
解
決
型
の
チ
ー
ム
編
成
な
い
し
は
解
体
が
容
易
に
出
来
る
体
質
が
必
要
で

あ
る
。
対
象
と
す
る
問
題
の
性
質
に
よ
っ
て
人
材
と
金
が
集
中
的
に
投
入
出
来
る
体
制
で
あ
る
。

二
、
付
属
機
関
ｌ
情
報
収
集
お
よ
び
研
究
セ
ン
タ
ｌ

こ
こ
に
あ
げ
る
機
関
は
東
京
本
部
に
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
各
協
力
国
の
各
地
域
開
発
セ
ン
タ
ー
に
付
属
さ
せ
て
も

一

、
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「
太
平
洋
大
学
」
の
効
果
的
作
動
を
う
な
が
す
た
め
、
教
授
陣
の
再
訓
練
機
関
を
作
る
。
こ
こ
で
各
分
野
に
わ
た
っ
て
教
授
者

に
新
し
い
国
際
的
、
問
題
解
決
型
の
思
考
、
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
た
め
の
精
神
的
姿
勢
と
技
術
を
学
ん
で
も
ら
う
。

㈹
教
授
陣
の
再
教
育
に
関
す
る
．
プ
ロ
グ
ラ
ム

▽
こ
こ
で
は
よ
り
速
く
、
正
確
な
翻
訳
の
た
め
の
方
法
、
組
織
を
研
究
す
る
と
同
時
に
実
際
に
翻
訳
活
動
を
行
な
う
人
を
置
く
。

▽
平
和
を
維
持
し
て
行
く
た
め
の
戦
術
研
究
。

▽
各
セ
ン
タ
ー
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
で
上
げ
た
成
果
を
出
版
し
、
普
及
し
て
行
く
仕
事
。
講
演
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
出
版
、

多
国
籍
企
業
へ
の
出
張
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
。
辞
書
の
編
さ
ん
等
。

例
研
究
機
関
こ
れ
は
研
究
が
目
的
の
機
関
で
あ
る
。

▽
建
国
科
学
研
究
Ｉ
新
し
い
太
平
洋
時
代
に
即
し
た
国
家
建
設
に
必
要
な
科
学
に
関
す
る
研
究
。

▽
異
種
文
化
間
の
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
究
。

▽
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
そ
れ
に
関
し
て
の
科
学
的
研
究
。

理（ｲ）
。

(ﾛ） よ
い
◎

三
、
暫
定
的
訓
練
機
関
の
設
立

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
ー
タ
・
セ
ン
タ
ー
地
域
研
究
、
教
育
に
必
要
な
一
切
の
学
術
図
書
、
資
料
、
人
材
に
関
す
る
情
報
の
総
合
的
収
集
と
整

こ
の
セ
ン
タ
ー
が
各
国
で
始
動
す
る
場
合
、
各
デ
ー
タ
・
セ
ン
タ
ー
は
相
互
に
情
報
・
資
料
の
交
換
、
移
送
が
出
来
る
体
制

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー

。



5％

▽
討
論
・
議
論
の
仕
方
に
関
す
る
訓
練
。
学
生
に
問
題
意
識
を
起
こ
さ
せ
る
方
法
に
関
す
る
こ
と
。
学
生
か
ら
気
楽
に
質
問
が
出

せ
る
よ
う
な
学
生
と
の
接
触
の
仕
方
に
関
す
る
こ
と
。

▽
教
授
が
問
題
解
決
型
の
思
考
を
各
分
野
で
定
着
さ
せ
る
よ
う
、
発
想
の
転
換
を
は
か
る
こ
と
。

▽
経
験
の
比
較
的
・
相
対
的
評
価
の
方
法
を
身
に
つ
け
る
。
と
く
に
国
際
的
状
況
で
多
様
な
価
値
が
交
叉
す
る
と
こ
ろ
で
、
常
に

自
己
の
所
属
感
覚
を
失
う
こ
と
な
く
中
立
的
・
相
対
的
に
経
験
の
観
察
・
分
析
・
判
断
・
評
価
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

▽
産
学
共
同
の
体
制
を
作
り
出
す
。
こ
の
新
し
い
大
学
で
教
育
す
る
も
の
は
常
に
学
問
の
あ
り
方
に
関
し
て
見
直
し
が
出
来
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
な
い
し
研
究
機
関
で
培
わ
れ
た
思
考
は
よ
り
有
機
的
に
社
会
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
目
標

①
集
中
的
言
語
訓
練

書
と
思
考
と
討
論
。

▽
各
教
授
が
環
太
平
洋
諸
国
に
関
す
る
学
際
的
訓
練
を
受
け
る
。
専
門
分
野
に
関
連
す
る
専
門
以
外
の
問
題
に
関
す
る
集
中
的
読

▽
ク
ラ
ス
ー
ニ
十
名
ま
で
。
環
太
平
洋
諸
国
で
英
語
が
母
国
語
で
な
い
国
か
ら
、
分
野
の
違
っ
た
人
々
を
集
め
る
。

▽
期
間
’
十
週
間
、
一
週
間
、
二
十
五
時
間
。

▽
ゴ
ー
ル
ー
日
常
的
な
こ
と
か
ら
各
専
門
分
野
の
初
歩
的
な
こ
と
等
に
つ
い
て
分
野
以
外
の
人
も
話
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
。

注
Ｉ
日
本
人
以
外
の
教
授
陣
に
は
、
逆
に
日
本
語
の
集
中
訓
練
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
訓
練
時
間
は
も
っ
と
多
く
必
要
で
あ
る
。

日
本
人
が
英
語
で
他
の
国
の
人
々
と
話
す
場
合
、
相
手
が
日
本
語
を
、
日
本
文
化
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
れ
ば
意
志
疎
通
は
よ
り
容
易
に
な
る
。

▽
目
標
語
Ｉ
英
語
ま
た
は
日
本
語
。

L
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▽
現
地
調
査
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
公
開
討
論
等
の
こ
と
に
つ
い
て
立
案
・
運
営
す
る
訓
練
。

▽
ク
ラ
ス
ｉ
二
十
名
ま
で
。
分
野
の
違
う
人
。

▽
時
間
ｉ
春
・
夏
、
各
二
週
間
、
一
日
五
時
間
、
十
週
二
十
五
時
間
、
三
カ
月
間
の
準
備
期
間
を
置
く
。
す
な
わ
ち
参
加
者
は
各

自
三
カ
月
前
か
ら
、
資
料
を
読
み
、
考
え
、
問
題
点
を
整
理
し
て
お
く
。

▽
ゴ
ー
ル
Ｉ
新
し
い
太
平
洋
文
化
の
創
造
に
加
担
す
る
に
た
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
た
せ
る
。

㈲
広
報
活
動
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
太
平
洋
大
学
」
設
立
に
つ
い
て
一
般
国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
る
た
め
に
、
公
開
討
論

会
・
講
演
・
各
種
団
体
お
よ
び
企
業
へ
出
張
公
演
等
を
立
案
・
実
施
す
る
。



第
六
章
マ
ス
コ
ミ
へ
の
提
言



伽

一
、
「
新
聞
の
自
由
」
の
意
義
と
新
聞
界
の
現
状

一
般
新
聞
ｌ
機
関
紙
で
な
い
新
聞
で
、
商
業
新
聞
と
い
っ
て
よ
い
ｌ
は
、
自
由
な
新
聞
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
、

恐
ら
く
大
多
数
の
読
者
の
願
望
だ
ろ
う
。
で
は
、
自
由
な
新
聞
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
「
新
聞
の
自

由
」
（
・
プ
レ
ス
の
自
由
）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
「
意
見
・
表
現
の
自
由
」
と
「
情
報
の
自
由
」
と
を
合
わ
せ
た
も
の
を
「
新
聞
の
自
由
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
の
「
新
聞
の
自
由
」
は
、
本
来
、
国
民
の
各
個
人
に
属
す
る
自
由
で
あ
っ
て
、
新
聞
企
業
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
い

う
新
聞
企
業
と
は
、
電
波
の
新
聞
な
ど
を
含
め
た
広
義
の
新
聞
、
つ
ま
り
一
般
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
以
下

「
新
聞
の
自
由
」
は
、
各
個
人
が
も
つ
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

「
意
見
・
表
現
の
自
由
」
が
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
明
文
化
し
た
歴
史
的
文
書
は
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
大

革
命
の
時
に
発
せ
ら
れ
た
「
人
権
宣
言
」
（
人
間
と
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
）
で
あ
る
が
、
そ
の
第
十
一
条
に
は
次
の
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。
「
思
想
と
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
、
人
間
の
最
も
貴
重
な
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
す
べ
て
の
市
民
は
自
由
に

「
意
見
の
自
由
」
の
前
提
条
件
「
情
報
の
自
由
」

(1)

個
人
的
権
利
と
し
て
の
「
新
聞
の
自
由
」
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話
し
、
書
き
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
の
自
由
の
乱
用
に
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

イ
ギ
リ
ス
に
は
、
こ
の
種
の
規
定
が
な
い
が
、
そ
れ
は
慣
習
法
に
よ
る
か
ら
で
あ
り
、
慣
習
法
は
個
人
に
対
し
適
用
さ
れ
る
法
律

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
も
ま
た
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
、
個
人
の
自
由
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
自
由
に
は

枠
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
だ
け
は
、
憲
法
第
一
修
正
条
項
で
、
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
そ
の
も
の
を
う
た
い
、
個
人
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い

な
い
。
だ
か
ら
「
プ
レ
ス
の
自
由
」
は
、
こ
の
分
野
で
活
動
し
て
い
る
人
び
と
の
特
権
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
際
、
ア

メ
リ
カ
の
新
聞
企
業
は
欧
州
の
新
聞
人
が
羨
む
ほ
ど
大
き
い
自
由
を
享
受
し
、
「
プ
レ
ス
（
新
聞
）
の
自
由
」
と
「
新
聞
企
業
の
自

由
」
と
が
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
観
が
な
く
は
な
い
。
こ
れ
は
英
仏
と
ア
メ
リ
カ
と
の
歴
史
・
伝
統
の
違
い
の
反
映

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
「
新
聞
の
自
由
」
は
新
聞
企
業
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
一
流
紙
は
、
後
に
説
く
よ
う
に
、
自
己
の
立
場
に
不
利
益
な
意
見
や
情
報
の
提
供
を
も
い
と
わ
な
い
。
こ
れ
は

新
聞
の
社
会
的
責
任
の
自
覚
と
い
う
べ
き
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
が
も
つ
「
新
聞
の
自
由
」
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
一
九
四
八
年
の
国
際
連
合
の
「
世
界
人
権
宣
言
」
（
ご
己
く
の
旬
の
Ｐ
一
口
の
。
｝
胃
胃
ざ
．
ｇ
頭
ロ
ョ
ｐ
ョ
四
ｍ
胃
の
）
か
ら

引
用
し
よ
う
。
そ
の
第
九
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
各
個
人
は
意
見
と
表
現
の
自
由
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
各
人
が
、
そ
の
意
見
の
故
に
不
安
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
権
利
、
国
境
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ど
の
よ
う
な
表
現
手
段
で
あ
れ
、
情
報
と
思
想
を
探
求
し
、
受
け
と
り
、
流
布
す
る
権

い
権
利
、
［

な
・
ら
な
い
」

利
を
含
む
」



”

こ
の
宣
言
も
ま
た
、
意
見
・
表
現
の
自
由
が
各
個
人
に
属
す
る
自
由
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
宣
言

で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
な
ど
に
は
な
い
「
情
報
の
自
由
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
う
た
い
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
現
代
に
お
い
て
は
、
「
意
見
の
自
由
」
は
「
情
報
の
自
由
」
を
も
含
む
と
さ
れ
て
い
る
。
「
意
見
の
自
由
」
を
行
使

す
る
に
は
、
つ
ま
り
各
人
が
自
由
に
自
分
の
意
見
を
形
成
で
き
る
た
め
に
は
、
ま
ず
事
実
や
、
事
情
や
状
況
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
情
報
の
自
由
」
は
、
だ
か
ら
「
意
見
の
自
由
」
の
不
可
分
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
現
に
、
日
本
の
憲
法
に
も
「
意
見
・
表

現
の
自
由
」
は
書
か
れ
て
い
て
も
、
「
情
報
の
自
由
」
は
う
た
わ
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
が
「
情
報
の
自
由
」

を
も
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
連
の
人
権
宣
言
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
情
報
の
自
由
」
を
明
記
し
た
の
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
国
際
連

合
と
訳
さ
れ
て
は
い
る
が
、
Ｕ
Ｎ
本
来
の
意
味
は
連
合
国
で
あ
る
。
国
連
は
戦
勝
の
連
合
国
を
中
心
と
し
た
機
構
と
し
て
生
ま
れ
た
。

そ
し
て
連
合
国
は
、
第
二
次
大
戦
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
民
主
主
義
の
戦
い
と
規
定
し
た
。
戦
勝
し
て
間
も
な
い
連
合
国
機
構

が
採
択
し
た
人
権
宣
言
も
、
以
上
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
国
連
の
最
大
の
目
的
は
、
世
界
平
和
の
維
持
と
助
長
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
諸
国
民
間
の
国
際
的
相
互
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
互
理
解
の
た
め
に
は
、
情
報
の
自
由
な
国
際
的
交
流
が
不

可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
、
国
連
の
原
加
盟
国
の
人
び
と
は
考
え
た
。
つ
ま
り
、
国
境
を
越
え
た
情
報
の
自
由
を
人
権
宣
言
が
明
記
し

た
の
は
、
そ
れ
が
平
和
と
民
主
主
義
の
助
長
に
は
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に
考
え

「
情
報
の
自
由
」
が
、
国
連
の
人
権
宣
言
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
重
要
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

少
し
脱
線
し
た
が
、
要
す
る
に
、
「
意
見
の
自
由
」
も
「
情
報
の
自
由
」
も
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
「
新
聞
の
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自
由
」
も
、
も
と
も
と
各
個
人
に
属
す
る
権
利
で
あ
る
。
「
新
聞
企
業
」
に
属
す
る
権
利
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ゥ
イ
リ
ァ
ム
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ー
ゼ
ル
な
ど
も
こ
の
点
を
強
調
し
た
。

だ
が
、
「
新
聞
の
自
由
」
は
私
た
ち
各
個
人
に
属
す
る
も
の
と
は
い
っ
て
も
、
現
代
の
よ
う
に
複
雑
な
社
会
で
は
、
私
た
ち
は
個

人
で
情
報
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
自
分
の
権
利
を
新
聞
企
業
に
代
行
し
て
も
ら
う
し
か
仕
方
が
な
い
。

「
意
見
の
自
由
」
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
は
「
意
見
の
自
由
」
を
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
自

分
の
意
見
が
相
当
広
く
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
社
会
的
意
味
を
持
た
な
い
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
人
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
達

手
段
を
も
っ
て
い
な
い
。
私
た
ち
は
「
意
見
の
自
由
」
も
ま
た
、
新
聞
に
よ
り
代
行
し
て
も
ら
う
し
か
仕
方
が
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
各
新
聞
に
、
あ
る
い
は
新
聞
界
全
体
と
し
て
多
様
な
意
見
ｌ
少
な
く
と
も
社
会
に
あ
る
、
い
く
つ
か
の
有
力
な
意
見
Ｉ
が
反

映
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
に
な
る
。

何
年
か
前
、
欧
州
で
「
新
聞
の
危
機
」
が
し
き
り
に
叫
ば
れ
た
・
財
政
難
の
た
め
新
聞
が
姿
を
消
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が

個
々
の
新
聞
企
業
の
危
機
で
な
く
て
「
新
聞
の
危
機
」
で
あ
る
の
は
、
新
聞
の
数
が
減
少
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
新
聞
に
出
る
意
見
の

多
様
性
が
失
わ
れ
、
読
者
の
意
見
の
選
択
の
幅
が
狭
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
選
択
の
幅
が
な
く
な
り
、
一
つ
の
意
見
以
外
に
見
当

ら
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
主
義
の
新
聞
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
民
主
主
義
社
会
に
は
意
見
の
多
様
性
が
必
要
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
新
聞
は
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。

望
ま
し
い
新
聞
の
姿
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ま
ず
新
聞
の
情
報
の
機
能
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
新
聞
企
業
は
、
読
者
各
人
が
基
本
的
人
権
と
し
て
も
つ
「
情
報
の
自
由
」
を
代

行
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
「
情
報
の
自
由
」
は
「
意
見
の
自
由
」
の
不
可
分
の
前
提
で
あ
る
か
ら
Ｉ
つ
ま
り
、
読

者
が
自
由
に
自
分
の
意
見
を
形
成
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
、
そ
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
新
聞
の
任
務
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
ｌ

新
聞
は
情
報
や
、
そ
の
提
供
の
仕
方
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
意
見
を
誘
導
し
よ
う
、
あ
る
い
は
操
縦
し
よ
う
と
い
う

よ
う
な
試
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
読
者
が
基
本
的
人
権
と
し
て
も
つ
「
意
見
の
自
由
」
を
侵

犯
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
情
報
の
自
由
」
の
侵
犯
で
も
あ
る
。

新
聞
の
意
見
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
説
明
し
た
。
新
聞
に
は
、
社
会
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
、

民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
く
、
か
つ
必
要
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
「
新
聞
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
」
の
報
告
（
一
九
四
八

年
、
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
）
は
、
自
由
な
新
聞
で
あ
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

新
聞
は
社
会
に
存
在
す
る
諸
グ
ル
ー
プ
の
姿
を
紙
面
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
グ
ル
ー
●
フ
の
意
見
を
交
換
す
る
場
所
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
各
意
見
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
…
・
・
と
。

新
聞
の
姿
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
の
が
最
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
商
業
紙
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
の
傾
向
を
見
せ

る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
や
む
を
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
聞
の
数
は
多
い
方
が
い
い
。
し
か
し
、

新
聞
の
数
が
多
く
て
も
、
そ
れ
ら
の
新
聞
が
画
一
的
な
紙
面
を
作
る
な
ら
、
多
く
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
全
体
主
義
国
で
は
、
複

数
の
新
聞
が
あ
っ
て
も
、
新
聞
自
身
の
意
見
も
、
意
見
に
つ
い
て
の
報
道
も
画
一
的
で
あ
る
。
新
聞
界
全
体
と
し
て
、
そ
の
意
見
は

民
主
主
義
の
社
会
で
は
画
一
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
画
一
的
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
方
が
不
思
議
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
新
聞
の
原
則
、
ま
た
は
あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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こ
こ
で
は
初
め
に
述
べ
た
新
聞
の
原
則
を
物
差
し
に
し
て
、
現
在
の
新
聞
を
測
定
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
「
情
報
の
自
由
」
の
問
題
で
あ
る
。
だ
れ
も
が
多
分
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
典
型
的
な
例
な
の
で
引
用
す
る
。

そ
れ
は
、
七
一
年
の
「
北
京
ミ
ス
テ
リ
ー
」
を
中
心
と
す
る
、
そ
の
前
後
の
中
国
報
道
で
あ
る
。
当
時
、
中
国
報
道
の
偏
向
に
対
し
、

日
本
国
内
に
批
判
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
某
大
新
聞
社
の
社
長
は
、
一
雑
誌
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
の
質
問
に
答
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
こ
れ
か
ら
握
手
し
よ
う
と
す
る
相
手
の
横
シ
面
を
引
っ
ぱ
た
く
よ
う
な
記
事
を
載
せ
ら
れ
る
か
。
し
か
し
、
自
分
の
新
聞
の
記

事
に
は
嘘
は
な
い
。
特
派
員
に
対
し
て
は
、
嘘
を
書
く
な
と
厳
命
し
て
い
る
…
．
：
」

仮
に
、
こ
の
社
長
が
い
っ
た
と
お
り
、
そ
の
新
聞
の
特
派
員
が
北
京
か
ら
送
っ
て
き
た
「
事
実
」
に
嘘
が
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
新
聞
の
報
道
態
度
は
正
し
か
っ
た
か
。
正
し
い
報
道
態
度
と
は
、
読
者
が
基
本
的
人
権
と
し
て
持
つ
「
報
道

の
自
由
」
に
奉
仕
す
る
こ
と
ｌ
ｌ
読
者
が
自
由
に
自
分
の
意
見
を
形
成
で
き
る
よ
う
、
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
ｌ
ｌ
で
あ
る
が
、
そ

の
新
聞
の
報
道
態
度
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
か
。

私
た
ち
が
意
見
を
形
成
す
る
の
に
必
要
な
情
報
は
、
片
々
た
る
事
実
で
は
な
い
。
真
実
で
あ
る
。
真
実
に
迫
る
た
め
の
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
事
実
で
あ
る
。
「
北
京
ミ
ス
テ
リ
ー
」
ｌ
林
彪
事
件
ｌ
の
時
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
通
信
を
先
頭
に
欧
米
の
報
道
機
関
は

「
北
京
」
報
道
の
怪

(2)

読
者
誘
導
型
の
報
道
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し
か
し
、
読
者
に
と
っ
て
必
要
な
事
実
は
、
真
実
に
接
近
す
る
手
が
か
り
と
な
る
事
実
で
あ
る
。
判
断
に
役
立
つ
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
読
者
は
Ａ
Ｆ
Ｐ
な
ど
が
提
供
し
て
く
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
真
実
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
の
特
派
員
が
提
供

し
た
事
実
は
、
読
者
を
真
実
に
近
づ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
真
実
か
ら
遠
ざ
け
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
記
の
大
新

聞
の
社
長
で
も
、
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
新
聞
に
報
道
さ
れ
る
個
々
の
事
実
が
嘘
で
な
い
か
ら
偏
向
は
な
い
、
報
道
姿
勢
に
ま
ち
が
い
は
な
い
、
と
い
う
前

記
社
長
の
主
張
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
誤
っ
た
報
道
態
度
を
と
ら
せ
た
土
台
に
は
、
こ
れ
か
ら
握
手
し
よ
う
と
す

る
ｌ
外
交
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
ｌ
相
手
の
横
シ
面
を
引
っ
ぱ
た
く
よ
う
な
こ
と
は
書
く
べ
き
で
葱
い
~
換
言
す
れ
ば
相
手

国
の
暗
黒
面
を
新
聞
は
読
者
に
伝
え
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
物
を
一
つ
の
角
度
か
ら
だ
け
見
た
の
で
は
そ
の
物
の
真
実
は
わ
か
ら
な
い
。
紙
な
ら
ば
表
裏
二
面
を
、

六
面
体
な
ら
六
面
を
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
社
長
は
一
面
を
の
み
強
調
し
、
他
の
面
を
極
力
覆
い
か
く
す

北
京
に
何
か
重
大
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
を
頻
繁
に
報
道
し
て
き
た
。
た
と

え
ば
、
赤
い
表
紙
の
『
毛
沢
東
語
録
』
が
北
京
の
書
店
か
ら
消
え
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
や
、
国
慶
節
の
山
車
の
材
料
が
道
路
わ
き

に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
等
々
の
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
報
道
機
関
の
特
派
員
は
、
前
記
大
新
聞
の
記
者
を
は
じ
め
、
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
ら
し
い
と
の
観
測
を
否

定
す
る
事
実
だ
け
を
送
っ
て
き
た
。
ど
こ
そ
こ
の
地
方
の
書
店
で
赤
い
本
を
見
た
と
か
、
山
車
を
組
立
て
な
い
の
は
た
だ
祭
典
の

形
式
が
変
わ
る
だ
け
だ
、
と
あ
る
中
国
人
が
語
っ
た
と
か
。
そ
う
い
う
事
実
は
確
か
に
あ
っ
た
、
つ
ま
り
嘘
で
な
か
っ
た
と
し
よ

一

つ
。
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一
九
七
七
年
五
月
、
「
朝
日
新
聞
」
に
ザ
・
タ
ィ
ム
ス
の
六
万
号
記
念
社
説
の
抄
訳
が
掲
載
さ
れ
た
・
そ
の
中
で
ザ
・
タ
イ
ム
ス
は
、

そ
の
光
輝
に
満
ち
た
歴
史
を
通
じ
て
、
二
大
汚
点
を
残
し
た
こ
と
を
反
省
し
た
。
そ
の
一
つ
は
パ
ー
ネ
ル
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
党

首
相
）
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
事
件
に
つ
い
て
の
嘘
報
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
対
す
る
宥
和
政
策
を
と
っ
た
こ
と
で

一
九
三
○
年
代
の
後
半
、
国
際
政
治
の
舞
台
に
は
な
ば
な
し
く
登
場
し
て
き
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
対
す
る
宥
和
政
策
を
支
持
し

た
こ
と
が
、
な
ぜ
新
聞
史
に
残
る
ザ
・
タ
ィ
ム
ス
の
一
大
汚
点
で
あ
る
か
。
ザ
・
タ
イ
ム
ス
が
、
社
説
で
対
独
宥
和
政
策
を
主
張
し

↑
の
づ
ｏ
Ｏ こ

う
い
う
や
り
方
は
、
た
と
え
善
意
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
聞
人
と
し
て
は
、
と
う
て
い
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
社
長
は
日
中
関
係
の
正
常
化
こ
そ
、
日
本
の
た
め
、
日
本
国
民
の
た
め
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め
で
あ
る
と
確
信
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
か
ら
、
↓
」
の
正
し
い
目
的
を
成
功
さ
せ
る
た
め
な
ら
、
情
報
の
操
作
に
よ
っ
て
、
読
者
の
意
見
を
誘

導
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
考
え
た
の
な
ら
、
こ
れ
は
大
変
な
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

替
え
た
も
の
で
あ
る
。

方
針
の
紙
面
を
作
ら
せ
た
。
「
真
実
」
と
の
競
争
で
新
聞
が
敗
れ
る
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
紙
面
を
作
ら
せ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
情

報
の
提
供
の
仕
方
を
加
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
意
見
を
操
縦
し
よ
う
、
誘
導
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
断
定
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
私
た
ち
の
「
意
見
の
自
由
」
を
も
、
ま
た
「
情
報
の
自
由
」
を
も
侵
犯
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
私
た

ち
が
基
本
的
人
権
と
し
て
持
つ
「
新
聞
の
自
由
」
を
躁
鏑
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
新
聞
の
自
由
」
を
「
新
聞
企
業
の
自
由
」
に
す
り

ザ
・
タ
イ
ム
ス
の
反
省

伊

（
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た
だ
け
な
ら
、
ザ
・
タ
ィ
ム
ス
は
そ
れ
を
一
大
汚
点
と
は
考
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
宥
和
政
策
と
は
、
具
体
的
に
は

一
九
三
八
年
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
を
指
す
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
協
定
を
締
結
し
て
帰
国
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
首
相
は
、
凱
旋
将
軍
の
よ

う
に
迎
え
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ダ
ラ
デ
ィ
エ
首
相
も
同
様
だ
っ
た
。
日
本
の
新
聞
が
し
ば
し
ば
説
く
よ
う
に
、
政
治
は
世
論
に
従

う
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
ザ
・
タ
イ
ム
ス
の
主
張
は
、
圧
倒
的
多
数
世
論
を
代
表
し
た
ｌ
あ
る
い
は
先
取
り
し
た
Ｉ
も
の
で
あ
り
、

非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
あ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
主
張
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ｌ
そ
う
い
う
例
は
非
常
に

多
い
’
一
大
汚
点
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

汚
点
と
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ス
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
「
危
険
な
身
分
」
）
、
そ
の
主
張
を
貫
く
た
め
に
、
情
報

を
操
作
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ス
の
残
忍
さ
や
野
心
を
見
抜
い
た
同
紙
の
ベ
ル
リ
ン
特
派
員
ノ
ー
マ
ン
・
エ
バ
ッ
ト

の
通
信
に
筆
を
入
れ
て
骨
抜
き
に
し
た
り
、
没
に
し
た
り
す
る
な
ど
の
や
り
方
で
、
読
者
の
意
見
を
ザ
・
タ
イ
ム
ス
が
欲
す
る
方
向

に
誘
導
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
い
ま
に
残
る
ザ
・
タ
イ
ム
ス
の
一
大
汚
点
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

当
時
の
ザ
・
タ
イ
ム
ス
の
編
集
長
は
、
時
の
社
主
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
卿
以
上
に
権
勢
を
ふ
る
っ
た
ド
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
ド
ー
ソ
ン

は
、
対
独
宥
和
政
策
が
イ
ギ
リ
ス
の
た
め
、
欧
州
平
和
の
た
め
と
、
心
か
ら
信
じ
て
い
た
。
友
人
に
送
っ
た
私
信
で
、
彼
は
ヒ
ト
ラ

ー
を
刺
激
し
な
い
よ
う
な
紙
面
を
作
る
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
腐
心
し
た
か
を
述
べ
て
い
る
。
ド
ー
ソ
ン
の
善
意
を
疑
う
こ
と
は
、
誰
に

も
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
を
操
作
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
情
報
の
自
由
」
を
侵
犯
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
は
新
聞
史
上
で
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
大
新
聞
社
の
社
長
の
場
合
も
、
中
国
の
横
シ
面
を
引
っ
ぱ
た
く
よ
う
な
記
事
を
掲
載
せ
ず
、
中
国
を
称
え
る
記
事
し
か
紙

面
に
扱
わ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
善
意
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ド
ー
ソ
ン
が
批
判
さ
れ
た
と
同
じ
理
由
で
、
新
聞
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一
九
六
四
年
、
膠
承
志
・
高
崎
達
之
助
両
氏
の
間
で
結
ば
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
Ｌ
Ｉ
Ｔ
貿
易
協
定
が
、
六
八
年
、
田
川
、
古
井
両
代

議
士
ら
に
よ
っ
て
覚
書
貿
易
協
定
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
時
、
Ｌ
１
Ｔ
貿
易
の
副
産
物
と
し
て
結
ば
れ
た
日
中
新
聞
記
者
交
換

メ
モ
も
ま
た
改
定
さ
れ
た
。
・
そ
し
て
、
新
し
い
協
定
に
は
中
国
の
政
治
三
原
則
の
尊
重
な
ど
、
政
治
的
条
件
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

が
、
こ
れ
は
一
切
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
新
聞
に
関
心
を
も
つ
人
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
、
繰
り
返
さ
な
い
。
ま
た
、
秘
密
協
定
の
内
容

が
暴
露
さ
れ
、
そ
の
事
実
が
確
認
さ
れ
て
以
後
、
新
聞
の
報
道
が
一
変
し
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
》
」
う
い
う
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
某
新
聞
社
長
の
紙
面
製
作
方
針
は
、
善
意
だ
け
か
ら
出
た
も
の
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
悪
質
な
こ
と

に
は
、
北
京
の
要
求
を
い
れ
た
こ
と
を
、
前
記
の
大
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
諸
新
聞
が
、
全
く
秘
密
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
編

集
権
の
一
部
を
北
京
に
売
り
渡
す
に
等
し
い
行
為
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
読
者
に
対
し
て
か
く
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
読
者
に
か

く
し
て
、
故
意
に
偏
向
情
報
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
る
。

ド
ー
ソ
ン
は
情
報
を
操
作
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
・
編
集
権
を
売
り
渡
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
の
新
聞
は
他
国
に
対
し
て
編
集
権
を
売
り
渡
し
た
。
そ
の
腐
敗
ぶ
り
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
買
収
さ
れ
て
、
事
実
の
報

道
を
怠
っ
た
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
に
似
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
金
こ
そ
受
け
取
ら
な
く
て
も
、
便
宜
を
受
け
る
た
め
に

報
道
を
曲
げ
、
他
国
の
利
益
に
奉
仕
し
た
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

あ
る
。

人
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
紙
面
を
作
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
善
意
か
ら
ば
か

り
と
は
い
い
切
れ
な
い
の
で
な
い
か
と
、
カ
ン
ぐ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
の
日
中
新
聞
記
者
協
定
の
問
題
が
ひ
っ
か
か
る
の
で

■
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こ
の
例
は
、
い
わ
ゆ
る
公
害
事
件
の
報
道
を
は
じ
め
と
し
て
、
軍
事
基
地
、
原
子
力
、
あ
る
い
は
成
田
空
港
事
件
等
々
、
山
ほ
ど

あ
る
（
そ
れ
ら
の
若
干
の
例
に
つ
い
て
は
、
『
新
聞
と
は
何
か
』
（
林
三
郎
著
）
を
参
照
の
こ
と
）
・
し
か
し
、
こ
の
種
の
報
道
が

も
た
ら
す
害
悪
ｌ
読
者
の
判
断
に
お
よ
ぼ
す
悪
影
響
ｌ
は
、
ね
ら
っ
た
目
的
を
秘
め
た
、
故
意
の
情
報
操
作
に
劣
ら
ず
大
き
い

こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
形
を
と
ら
な
く
て
も
、
こ
の
種
の
読
者
誘
導
型
の
報
道
が
、
日
本
の
新
聞
に
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
後
に

述
べ
る
つ
も
り
だ
が
、
韓
国
と
北
朝
鮮
の
報
道
の
大
き
い
態
度
の
相
違
な
ど
も
、
同
じ
意
図
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
、
何
か
の
意
図
を
秘
め
た
意
識
的
な
報
道
の
歪
曲
と
、
そ
れ
に
よ
る
読
者
の
意
見
の
誘
導
の
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
明

確
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
い
そ
う
に
は
思
え
な
い
の
に
、
新
聞
が
情
報
を
操
作
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
大
き
い
理
由
は
、

多
分
、
新
聞
の
商
業
主
義
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

新
聞
が
大
発
行
部
数
を
維
持
す
る
に
は
ｌ
つ
ま
り
大
衆
新
聞
で
あ
る
た
め
に
は
ｌ
お
も
し
ろ
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
平
均

て

い

水
準
的
大
衆
に
と
っ
て
は
、
お
も
し
ろ
い
と
は
、
人
間
が
犬
に
噛
み
つ
く
体
の
珍
し
い
ニ
ュ
ー
ス
、
理
性
よ
り
も
情
感
に
訴
え
る
書

き
方
を
す
る
、
つ
ま
り
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
事
を
作
る
た
め
に
、

新
聞
は
ニ
ュ
ー
ス
に
加
工
す
る
。
脚
色
す
る
。
そ
れ
に
操
ら
れ
て
読
者
は
、
理
性
的
な
判
断
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
。
こ
れ
も
読
者
の

意
見
の
操
縦
法
で
あ
る
。

発
行
部
数
競
争
の
弊

(3)

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
弊
害

I

し
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あ

る

。

場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
原
子
力
船
「
む
つ
」
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
は
、
日
本
の
原
子
力
技
術
を
遅

ら
せ
て
や
ろ
う
と
の
目
的
意
識
を
秘
め
た
も
の
と
は
思
わ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

悪
意
か
ら
で
は
な
く
て
も
、
新
聞
が
、
情
報
の
提
供
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
公
衆
の
判
断
を
狂
わ
せ
る
こ
と
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
考

え
ら
れ
る
。
中
に
は
、
新
聞
の
宿
命
と
さ
え
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
新
聞
の
一
つ
の
使
命
は
速
報
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
新
聞
は
し

ば
し
ば
事
実
を
十
分
に
確
認
せ
ず
ｌ
と
い
う
よ
り
、
そ
の
余
裕
も
な
く
ｌ
報
道
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
ぞ
れ
が
一
度
大

見
出
し
で
報
道
さ
れ
る
と
ｌ
こ
れ
は
新
聞
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
も
あ
る
が
ｌ
あ
と
で
、
新
聞
が
訂
正
し
て
も
、

ま
た
、
政
府
な
ど
の
責
任
者
が
否
定
し
て
も
、
誤
報
の
悪
影
響
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ジ
ュ
ー
ル
・
カ
ン
ポ
ン
（
第
一
次

大
戦
勃
発
時
の
駐
独
フ
ラ
ン
ス
大
使
）
は
、
第
一
次
大
戦
は
虚
報
、
誤
報
の
渦
巻
く
中
で
起
こ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
種
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
際
関
係
に
及
ぼ
す
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
、
故
ポ
ー
ル
・
ア
ン
リ
ー
ス
パ
ー
ク
（
ベ

ル
ギ
ー
の
国
際
的
政
治
家
）
は
、
見
出
し
の
活
字
を
一
セ
ン
チ
以
下
に
制
限
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
聞
に

と
っ
て
は
無
理
な
注
文
で
あ
る
が
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
も
た
ら
す
社
会
的
悪
影
響
を
、
新
聞
は

自
覚
し
戒
心
す
べ
き
だ
、
と
要
望
し
た
い
。

だ
が
、
日
本
の
新
聞
の
現
状
で
は
、
こ
れ
は
無
理
な
注
文
だ
ろ
う
。
世
界
に
比
類
の
な
い
大
発
行
部
数
を
持
っ
た
新
聞
が
、
そ
れ

で
も
あ
き
足
ら
ず
、
激
し
い
発
行
部
数
競
争
を
し
て
い
る
の
が
、
日
本
の
現
状
で
あ
る
。
日
本
で
は
欧
米
と
は
逆
に
、
大
発
行
部
数

の
新
聞
が
「
大
新
聞
」
ｌ
影
響
力
の
強
い
権
威
あ
る
新
聞
ｌ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
発
行
部
数
を
維
持
し

拡
大
す
る
に
は
、
大
衆
新
聞
の
性
格
を
強
め
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
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さ
て
、
読
者
が
自
由
に
自
主
的
に
判
断
し
、
意
見
を
形
成
で
き
る
た
め
に
は
、
個
々
の
新
聞
に
多
様
な
情
報
が
提
供
さ
れ
、
多
様

な
意
見
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
多
数
の
新
聞
が
あ
り
、
同
様
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
最
初

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
欧
米
と
の
比
較
に
お
い
て
、
日
本
の
新
聞
界
の
現
状
を
見
よ
う
。

結
論
か
ら
い
う
な
ら
、
日
本
に
は
個
々
の
新
聞
と
し
て
も
、
新
聞
界
全
体
と
し
て
も
、
著
し
く
多
様
性
が
欠
け
て
い
る
。

ま
ず
、
個
々
の
新
聞
は
、
一
つ
の
方
向
の
意
見
で
全
紙
面
を
統
一
す
る
傾
向
が
目
立
っ
て
強
い
。
そ
れ
は
、
ま
た
し
て
も
挙
げ
る

が
、
日
中
関
係
正
常
化
前
か
ら
の
中
国
に
つ
い
て
の
報
道
や
意
見
を
想
起
す
れ
ば
簡
単
に
わ
か
る
。
あ
る
い
は
西
山
太
吉
記
者
の
外

務
省
機
密
漏
洩
の
時
に
、
関
係
新
聞
が
作
っ
た
紙
面
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
そ
の
時
、
こ
の
新
聞
は
社
外
の
識
者
の
意
見
を
多
数
紹

介
し
た
が
、
い
ず
れ
も
新
聞
社
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
欧
米
の
新
聞
に
比
べ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
例
の
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
暴
露
事
件
の
時
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
は
暴
露

支
持
論
だ
け
で
な
く
、
批
判
意
見
１
１
自
社
の
行
為
に
対
す
る
批
判
意
見
１
１
を
も
堂
々
と
発
表
し
た
。
七
二
年
の
大
統
領
選
挙
で

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
社
説
は
マ
ク
ガ
バ
ン
を
支
持
し
た
が
、
こ
の
社
説
批
判
の
投
書
を
、
賛
成
論
の
投
書
よ
り
も
、
行
数
で

は
四
倍
半
も
優
遇
し
て
扱
っ
た
。
同
紙
の
花
形
記
者
サ
ル
ッ
バ
ー
ガ
ー
は
社
説
と
は
反
対
に
ニ
ク
ソ
ン
支
持
論
を
書
い
た
。
と
い
う

よ
う
に
、
自
分
の
立
場
に
都
合
が
い
い
よ
う
な
意
見
だ
け
し
か
載
せ
た
が
ら
な
い
日
本
の
新
聞
と
異
な
り
、
多
様
な
意
見
を
報
道
す

る
。

(4)フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
モ
ン
ド
は
、
そ
の
「
自
由
論
壇
」
を
、
左
か
ら
右
ま
で
に
、
ま
た
外
国
人
に
も
開
放
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で

意
見
の
多
様
性
に
欠
け
る
紙
面
と
新
聞
界
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つ
ま
り
、
日
本
で
は
新
聞
の
読
者
は
、
意
見
の
選
択
の
幅
を
非
常
に
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
の
新
聞
は
、
自
分
の
意
見

を
支
持
す
る
情
報
し
か
提
供
し
な
い
傾
向
が
強
い
か
ら
、
情
報
の
幅
も
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
の
新
聞
界
が
．
ｌ
ご
く
わ

ず
か
な
例
外
を
除
き
ｌ
ま
る
で
共
謀
し
た
か
の
よ
う
に
、
選
択
の
余
地
の
少
な
い
画
一
的
な
紙
面
を
作
っ
て
い
る
。
選
択
の
幅
が

な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
主
義
社
会
の
新
聞
で
あ
る
。
日
本
は
世
界
で
も
最
も
「
新
聞
の
自
由
」
が
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
国

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
国
で
、
こ
の
よ
う
に
画
一
的
な
、
全
体
主
義
社
会
に
近
い
新
聞
が
作
ら
れ
る
の
は
、
世
界
の
奇
観
で
あ
る
。

読
者
に
と
っ
て
、
社
会
に
と
っ
て
の
大
き
い
不
幸
で
あ
る
。
こ
う
い
う
現
象
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
。
こ
の
現
象
こ
そ
、
研
究
に
値
す

問
題
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
新
聞
に
意
見
の
多
様
性
が
ど
れ
ほ
ど
欠
如
し
て
い
る
か
は
明
瞭
だ
が
、
新
聞
界
全
体
と
し
て
も
、

そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
少
し
極
端
に
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
新
聞
の
数
だ
け
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
新
聞
界
は
、
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
新
聞
が
足
な
み
を
そ
ろ
え
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
例
の
中
国
問
題
は
も
と
よ
り
、
「
む
つ
」
も
「
公
害
」
な
ど
の

は
な
い
。
一
般
記
事
欄
を
も
、
ド
ゴ
ー
ル
派
か
ら
共
産
主
義
者
の
投
稿
に
開
放
し
て
い
る
。
意
見
の
分
か
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

諸
紙
、
諸
週
刊
誌
の
雑
多
な
意
見
を
紹
介
し
て
い
る
。
非
常
な
意
見
の
多
様
性
が
見
ら
れ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
ザ
・
タ
イ
ム
ス
の
投
書

欄
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

る
問
題
で
あ
る
と
信
じ
る
。

選
択
の
余
地
少
な
い
画
一
的
紙
面
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か
っ
て
の
ｌ
た
と
え
ば
一
九
六
八
年
の
日
中
覚
書
貿
易
協
定
締
結
の
時
の
’
よ
う
に
、
中
国
と
一
緒
に
な
っ
て
、
日
本
政
府

を
軍
国
主
義
だ
の
、
米
帝
国
主
義
の
手
先
だ
の
と
悪
罵
し
た
共
同
声
明
に
同
調
し
て
、
そ
の
線
に
沿
う
報
道
姿
勢
を
、
日
本
の
新
聞

は
と
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
は
な
い
。
他
国
の
国
益
を
自
国
の
そ
れ
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
態

度
は
、
売
国
的
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
例
外
的
な
こ
と
を
除
外
す
れ
ば
、
「
国
家
目
標
と
報
道
姿
勢
」
の
問
題
は
、
非
常
に
微
妙
、
か
つ
回
答
が
困

難
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
中
心
は
、
新
聞
は
国
家
に
奉
仕
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
読
者
に
奉
仕
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
以
前
か
ら
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
Ｉ
た
と
え
ば
欧
州
知
的
協
力
会
議
な
ど
で
ｌ
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の

議
論
は
、
た
と
え
ば
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ー
ゼ
ル
著
『
自
由
の
死
』
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
致
し
た
明
確
な

回
答
は
出
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
問
題
は
一
見
簡
単
な
よ
う
で
も
、
新
聞
の
自
由
と
の
関
連
で
考
え
る
と
、
な
か
な
か
ス
ッ
キ
リ
と

は
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

原
則
論
か
ら
い
え
ば
、
「
新
聞
の
自
由
」
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
か
ら
、
「
新
聞
の
自
由
」
を
各
個
人
の
た
め
に
代
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
新
聞
企
業
は
、
ま
ず
読
者
に
対
し
て
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
る
。

(1)
二
、
国
家
目
標
と
報
道
姿
勢

新
聞
は
国
民
に
奉
仕
す
べ
し
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し
か
し
一
方
、
新
聞
は
国
家
の
利
益
・
目
的
に
反
し
、
こ
れ
を
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
報
道
す
べ
き
で
は
な
い
と
、
常
識
論
と
し

て
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
戦
時
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
が
緊
迫
し
て
い
る
時
に
、
情
報
を
握
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
国

の
軍
の
配
備
や
艦
隊
の
動
き
な
ど
を
報
道
す
る
の
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
仮
に
敵
の
部
隊
ま
た
は

ス
パ
イ
が
潜
入
し
た
事
実
を
当
局
よ
り
も
早
く
知
っ
た
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
を
報
道
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
当
局
に
通
知
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
こ
と
に
、
誰
も
異
存
は
あ
る
ま
い
。
あ
る
い
は
外
交
交
渉
に
お
い
て
、
自
国
の
政
府
が
ど
の
程
度
ま
で
譲
歩
す
る
腹
だ
、

な
ど
と
報
道
す
れ
ば
、
交
渉
を
不
利
に
す
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
報
道
す
べ
き
で
な
い
。

だ
が
、
新
聞
は
常
に
国
益
ま
た
は
国
家
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
は
疑
問
が
持
た
れ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
時
代

の
ド
イ
ツ
の
新
聞
は
、
読
者
に
対
し
て
で
な
く
、
国
家
目
的
に
奉
仕
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
と
お
り
に
し
た
。
そ
の
結

果
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
共
産
主
義
国
の
新
聞
は
、
国
家
目
的
達
成
の
た
め
の
道
具
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
国
際
間
の
理

解
を
妨
げ
る
大
き
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
国
民
の
不
幸
を
招
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
新
聞
は
、
ま
ず
国
家
に
奉
仕
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
、
全
面
的
に
受
け
い
れ
る
こ
と
は
反
対
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
に
い
う
「
国
家
」
と
は
、
英
語
の
「
ス
テ
ー
ト
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
「
国
」
を
指
す
の
に

「
カ
ン
ト
リ
ー
」
、
「
ス
テ
ー
ト
」
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
、
三
通
り
の
言
い
方
が
あ
る
が
、
や
ま
と
こ
と
ば
に
は
「
く
に
」
し
か
な
い
。

「
く
に
」
に
は
英
語
の
「
カ
ン
ト
リ
ー
」
と
い
う
意
味
が
強
い
。
「
く
に
」
に
は
「
ス
テ
ー
ト
」
の
意
味
も
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の

「
く
に
」
に
坐

意
味
も
弱
い
。

そ
こ
で
、
「
国
家
」
を
「
ス
テ
ー
ト
」
の
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
ｌ
そ
こ
に
住
む
国

民
を
意
識
し
た
国
ｌ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
先
に
述
べ
た
こ
と
は
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
聞
が
、
国
民
Ｉ
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レ
ス
ト
ン
と
は
違
っ
て
、
筆
者
は
こ
の
ケ
ネ
デ
ィ
氏
の
回
想
に
は
必
ず
し
も
承
服
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
文
で
は

問
題
で
は
な
い
。
ケ
ネ
デ
ィ
氏
自
身
が
、
新
聞
の
「
ス
テ
ー
ト
」
へ
の
奉
仕
は
必
ず
し
も
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
の
奉
仕
で
は
な
い
と

い
う
意
味
の
こ
と
を
告
白
し
た
点
に
の
み
注
意
す
る
。

つ
ま
り
、
「
ス
テ
ー
ト
」
の
目
的
と
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
利
益
が
一
致
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
な
い
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
一

致
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
国
益
の
考
え
方
は
、
人
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
で
も
、
新
聞
は

あ
く
ま
で
「
ス
テ
ー
ト
」
に
奉
仕
す
べ
き
だ
と
は
考
え
な
い
。
日
本
の
「
国
家
」
目
的
に
奉
仕
し
、
戦
争
へ
の
突
進
の
政
策
に
協
力

し
た
新
聞
の
報
道
姿
勢
を
、
是
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
ス
テ
ー
ト
」
の
た
め
か
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
た
め
か
、
と
い
う
問
題
は
、
ま
た
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え

ば
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
時
の
、
在
米
キ
ュ
ー
バ
亡
命
者
軍
に
よ
る
キ
ュ
ー
バ
侵
攻
事
件
の
例
で
も
わ
か
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
た
ち
は
、
キ
ュ
ー
バ
人
亡
命
者
が
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
キ
ュ
ー
バ
侵
攻
の
計
画
が
あ
る
こ
と
を
か
ね
て
知
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
国
家
」
（
ス
テ
ー
ト
）
機
密
で
あ
る
か
ら
、
一
切
報
道
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
に
ケ
ネ

デ
ィ
大
統
領
は
語
っ
て
い
る
。
Ｉ
新
聞
は
キ
ュ
ー
バ
亡
命
者
の
訓
練
や
侵
攻
計
画
を
報
道
し
て
く
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
う
し
た

ら
、
公
衆
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
あ
の
不
幸
な
冒
険
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
。
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
レ
ス
ト
ン
著
『
新
聞
の
砲
列
』

ｌ
政
治
的
共
同
体
を
構
成
し
て
い
る
人
び
と
ｌ
の
不
利
益
・
不
幸
に
な
る
こ
と
を
報
道
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
全
体
主
義
の
新
聞
は
「
ス
テ
ー
ト
」
に
の
み
奉
仕
し
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
に
奉
仕
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
は
、
先
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

よ
り
）



第II部第六章マスコミへの提言鉦7

同
様
な
議
論
は
、
そ
の
後
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ
い
て
の
「
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
」
を
、
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
・
タ
ィ
ム
ス
や
ワ
シ
ン
ト

ン
．
ポ
ス
ト
そ
の
他
が
暴
露
し
た
時
に
、
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
政
府
は
、
こ
の
「
ス
テ
ー
ト
」
の
機
密
の
暴
露
を
阻
止

し
よ
う
と
し
、
法
的
手
段
に
訴
え
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ
い
て
の
真
実
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、
公
衆
の
１

１
国
民
の
ｌ
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
例
に
よ
っ
て
、
「
国
家
」
（
ス
テ
ー
ト
）
の
目
的
に
新
聞
が
奉
仕
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
あ
る
い

は
国
民
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
有
力
な
意
見
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
「
ペ
ン

タ
ゴ
ン
文
書
」
の
新
聞
に
よ
る
暴
露
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
ィ
ム
ス
以
下
の
ア
メ
リ
カ
紙
と
対

タ
ゴ
ン
文
書
」
の
新
聞
岸

立
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。

「
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
」
に
は
外
交
関
係
の
秘
密
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
や
ト
ル
ー
マ
ン
両
大
統
領
の
時
、
ア
メ
リ

カ
の
重
要
な
外
交
交
渉
を
行
な
っ
た
ハ
リ
マ
ン
氏
は
、
秘
密
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
外
交
の
仕
事
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
て
、
新
聞
側

の
肩
報
の
自
自
ｌ
国
民
の
知
る
権
利
Ｉ
に
反
発
し
た
．
こ
の
よ
う
ぼ
見
解
は
ア
メ
リ
カ
国
内
で
他
に
も
あ
っ
た
が
~
ア
メ

リ
カ
の
新
聞
の
野
放
図
と
も
見
え
る
自
由
に
つ
い
て
は
、
西
欧
で
は
か
な
り
批
判
が
強
か
っ
た
。

ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍
の
も
と
で
長
い
間
外
相
を
、
そ
し
て
首
相
を
つ
と
め
た
ク
ー
ブ
・
ド
・
ミ
ュ
ル
ビ
ル
氏
は
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。

Ｉ
Ｉ
ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
と
は
秘
密
会
談
は
で
き
な
い
。
そ
の
会
談
の
内
容
は
、
二
時
間
も
た
て
ば
新
聞
に
も
れ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
秘
密
を
守
る
よ
う
要
求
す
れ
ば
、
「
極
秘
」
の
判
が
押
さ
れ
る
だ
け
で
、
も
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
、

(2)

保
持
さ
れ
る
べ
き
外
交
・
軍
事
機
密
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以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
も
し
外
交
機
密
ま
た
は
軍
事
機
密
が
国
家
目
標
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
「
情
報
の
自
由
」
ｌ

国
民
の
知
る
権
利
」
ｌ
の
名
の
も
と
に
~
新
聞
は
何
を
書
い
て
も
い
い
、
い
や
書
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
聞
の
主
張
を
是

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
の
新
聞
は
、
外
務
省
機
密
漏
洩
の
西
山
太
吉
事
件
の
際
、
盛
ん
に
そ
う
い
う
主
張
を
し
た
が
、
そ

う
い
う
意
見
に
く
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
・

外
交
に
は
ｌ
そ
し
て
防
衛
も
同
様
だ
が
ｌ
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
底
い
も
の
が
必
ず
あ
る
．
秘
密
が
許
さ
れ
葱
け
れ
ば
外

ま
た
当
時
ル
・
フ
ィ
ガ
ロ
紙
に
論
説
を
書
い
て
い
た
有
名
な
レ
ィ
モ
ン
~
ア
ロ
ン
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
．
ｌ
政
府

に
何
を
発
表
さ
せ
る
べ
き
か
、
ま
た
は
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
か
、
と
い
う
「
判
事
」
の
役
割
を
果
た
す
の
は
市
民
だ
、
と
考
え
る
の

は
、
市
民
の
義
務
に
そ
む
く
も
の
と
自
分
は
信
じ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
「
公
衆
の
知
る
権
利
」
の
名
に
お
い

て
、
大
統
領
の
机
に
か
く
し
マ
イ
ク
を
仕
掛
け
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
か
、
と
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
、
パ
リ
に
在
住
す
る
ニ
ュ
‐
ヨ
ー
ク
~
タ
ィ
ム
ス
の
花
形
記
者
サ
ル
ッ
バ
ー
ガ
‐
氏
は
書
い
た
．
ｌ

公
衆
は
国
政
の
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
に
魅
せ
ら
れ
る
人
は
多
か
ろ
う
。
だ
が
、
実

際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ま
じ
め
に
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
人
び
と
は
確
認
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
特
権
を
公
衆
が
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
政
府
を
ば
無
政
府
状
態
に
も
等
し
い
混
乱
に
導
き
、
外
国
の
最
後
の
友
人
ま
で
も
失

わ
せ
る
こ
と
に
な
る
．
…
．
．
と
。
（
林
三
郎
著
『
新
聞
と
は
何
か
』
よ
り
引
用
）

と
◎「

国
民
の
知
る
権
利
」
が
あ
っ
て
も
Ｉ
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交
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
民
主
主
義
と
は
主
権
在
民
だ
か
ら
、
政
治
は
ｌ
し
た
が
っ
て
外
交
も
ｌ
国
民
の
意
思
に
従
っ
て
行

な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
政
府
が
秘
密
の
う
ち
に
国
民
が
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
国
民
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
を
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
プ
ラ
イ
ス
は
「
近
代
の
民
主
主
義
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
国
際
関
係
の
処
理
に
は
、
知
識
や
一
貫
性
や
秘
密
が
必
要
で
あ
る
。
が
、
国
民
大
衆
は
そ
の
よ
う
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
。

だ
が
民
主
主
義
の
政
治
で
は
、
外
交
上
の
問
題
で
も
、
法
律
に
よ
っ
て
国
会
で
討
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
人
が

い
る
。
外
務
省
が
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
は
民
主
的
で
な
い
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。

民
衆
は
、
大
体
が
、
外
国
の
条
件
や
政
策
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
。
民
衆
に
で
き
る
こ
と
は
、
選
挙
を
通
じ
て

ｌ
政
党
や
議
員
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
ｌ
一
般
的
な
原
則
を
表
現
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
外
交
目
的
の
決
定
に
は
、

国
民
の
声
は
権
威
を
も
つ
。
だ
が
、
そ
の
目
的
を
追
求
す
る
手
段
に
は
、
広
い
選
択
の
幅
が
あ
り
、
そ
の
ど
れ
が
最
も
適
当
か
と

い
う
判
断
は
民
衆
に
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
選
択
は
外
交
当
局
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
当
局
が
最
善
と
信
じ
る

方
法
を
公
に
知
ら
せ
る
な
ら
、
国
が
大
変
な
損
失
を
受
け
る
場
合
が
多
い
．
だ
か
ら
、
国
民
に
対
し
て
ｌ
議
会
に
対
し
て
ｌ

政
府
が
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
最
も
民
主
的
な
国
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
」

こ
こ
で
プ
ラ
イ
ス
が
い
う
外
交
目
的
と
は
、
本
項
「
国
家
目
標
と
報
道
姿
勢
」
の
「
国
家
目
標
」
に
当
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
中
国
と
の
関
係
正
常
化
の
た
め
に
は
、
台
湾
の
国
民
政
府
と
断
交
す
べ
き
か
断
交
し
て
ま
で
日
中
関
係
を
正
常
化
す
べ
き
で
な

い
か
。
あ
る
い
は
、
台
湾
を
国
連
か
ら
ｌ
国
際
社
会
か
ら
ｌ
追
放
す
べ
き
か
追
放
す
べ
き
で
な
い
か
。
こ
う
い
う
国
策
の
基
本

に
な
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
民
の
意
思
が
決
定
権
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。



”

例
え
ば
七
一
年
の
国
連
に
お
け
る
中
国
代
表
権
問
題
の
時
、
林
三
郎
氏
は
新
聞
の
論
評
欄
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
私
は
中
国

の
国
連
加
盟
に
は
、
か
ね
て
賛
成
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
を
加
盟
さ
せ
る
た
め
に
、
台
湾
を
国
際
社
会
か
ら
追
放
す
る
と

い
う
な
ら
、
そ
れ
は
重
要
問
題
だ
か
ら
、
重
要
事
項
指
定
方
式
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

こ
の
意
見
は
、
当
時
、
と
る
に
足
り
な
い
少
数
派
の
意
見
で
は
決
し
・
て
な
か
っ
た
。
だ
が
、
氏
が
属
し
て
い
た
新
聞
は
、
新
聞

社
の
意
見
と
違
う
と
い
う
の
で
、
書
直
し
を
要
求
し
た
。
氏
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
そ
の
原
稿
は
、
つ
い
に
日
の
目
を
見
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
紙
面
の
操
作
に
よ
り
ｌ
つ
ま
り
、
一
方
的
な
情
報
や
意
見
し
か
報
道
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
《
新
聞
は
読
者

の
意
見
を
誘
導
し
よ
う
と
試
み
た
。
多
く
の
新
聞
が
同
じ
よ
う
な
紙
面
作
り
を
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
諸
新
聞
は
外
交
目
標
ｌ
国
家
目
標
ｌ
に
つ
い
て
、
必
要
な
情
報
を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
拒
否
し
た
。

そ
の
新
聞
が
、
沖
縄
返
還
と
い
う
国
家
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
交
渉
に
お
け
る
技
術
的
な
問
題
に
関
し
外
交
当
局
が
秘
密
を
保
っ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
国
民
の
知
る
権
利
」
を
押
し
立
て
、
政
府
を
責
め
立
て
た
。
こ
の
二
つ
の
態
度
は
、
プ
ラ
イ
ス
の
説
く

と
こ
ろ
と
全
く
反
対
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
外
交
目
的
に
つ
い
て
こ
そ
新
聞
は
有
力
な
複
数
の
意
見
や
立
場
を
紹
介
し
、
報
道
し
て
、
国
民
の
判
断
の
材
料
を
提

供
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
報
道
機
関
の
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
新
聞
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
こ
と
に
全
国
紙
と
い
わ

れ
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
せ
ず
、
一
方
的
な
情
報
だ
け
で
ｌ
つ
ま
り
情
報
の
操
作
で
Ｉ
読
者
の
意
見
を
誘
導
し

よ
う
と
試
み
た
。
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以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
家
の
利
益
・
目
標
と
、
読
者
（
公
衆
ま
た
は
国
民
）
の
そ
れ
と

が
一
致
す
る
場
合
、
つ
ま
り
両
者
の
間
に
矛
盾
・
対
立
が
な
い
場
合
に
は
、
新
聞
の
報
道
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
問
題
は
起
こ
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
矛
盾
・
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
は
、
新
聞
が
国
家
目
標
に
協
力
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
も
つ
。

新
聞
は
、
む
し
ろ
国
民
に
ｌ
読
者
に
ｌ
奉
仕
す
べ
き
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
国
家
の
利
益
と
国
民
の
利
益
と
が
対
立
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
時
と
し
て
非
常
に
微
妙
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場

今

合
に
は
、
非
常
に
あ
い
ま
い
な
言
い
方
だ
が
、
新
聞
の
良
識
に
待
つ
し
か
仕
方
が
な
い
。
た
だ
し
新
聞
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
国

家
の
利
益
、
国
家
目
的
の
重
点
に
つ
い
て
、
国
民
が
判
断
で
き
る
よ
う
情
報
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
新
聞
の
恋

意
に
よ
る
一
方
的
な
情
報
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
そ
れ
と
外
交
交
渉
上
の
秘
密
な
ど
を
暴
露
す
る
こ
と
と
は
、
異
種
の
問
題
で
あ
る
。
外
交
に
秘
密
が
必
要
な
こ
と
は
、

恐
ら
く
新
聞
関
係
者
も
知
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
秘
密
と
す
べ
き
か
、
ど
の
情

報
は
公
表
さ
れ
る
べ
き
か
の
判
断
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
審
判
者
が
国
民
だ
と
い
う
主
張
が
お
か
し
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

新
聞
が
「
国
民
の
知
る
権
利
」
を
振
り
か
ざ
す
の
は
、
国
民
の
名
に
お
い
て
、
新
聞
が
そ
の
審
判
者
の
立
場
に
立
ち
た
い
か
ら
で
ぁ

系
ご
つ
。

し
か
し
、
新
聞
社
に
審
判
者
の
資
格
が
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
。
新
聞
は
全
く
恐
意
に
情
報
を
操
作
し
、
読
者
を
操
縦

し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
官
僚
は
む
や
み
に
秘
密
を
作
り
た
が
る
習
癖
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
、
は
な

(3)

期
待
さ
れ
る
新
聞
、
役
人
の
良
識
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は
だ
頼
り
な
い
こ
と
を
い
う
が
、
役
人
は
も
っ
と
良
識
を
も
っ
て
秘
密
の
範
囲
を
縮
小
す
る
努
力
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
新

聞
記
者
と
役
人
と
は
、
協
力
し
な
が
ら
対
立
す
る
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
平
凡
な
よ
う
で
も
、
両
者
の
良
識
に
よ
る

し
か
調
整
の
し
ょ
う
が
あ
る
ま
い
。
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最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
連
は
、
世
界
の
平
和
は
諸
国
の
相
互
理
解
か
ら
、
そ
し
て
相
互
理
解
は
情
報
お
よ
び
新
聞
の
自
由
か

ら
、
と
い
う
理
念
に
立
っ
て
、
創
設
早
々
か
ら
こ
の
問
題
に
非
常
な
力
を
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
経
済
社
会
理
事
会
の
も
と
の
「
情

報
お
よ
び
新
聞
の
自
由
に
関
す
る
小
委
員
会
」
の
努
力
は
、
共
産
主
義
国
と
発
展
途
上
国
の
連
合
勢
力
対
西
側
先
進
国
と
の
対
立
か

ら
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
た
。
こ
の
対
立
は
ユ
ネ
ス
コ
に
持
ち
込
ま
れ
、
一
九
七
六
年
の
ナ
イ
ロ
ビ
、
七
八
年
の
パ
リ
総
会
に
お
け

る
マ
ス
コ
ミ
宣
言
草
案
（
「
平
和
お
よ
び
国
際
理
解
の
強
化
な
ら
び
に
戦
争
宣
伝
、
人
種
差
別
お
よ
び
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
と
の
戦
い

に
お
け
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
貢
献
を
律
す
る
基
本
原
則
に
関
す
る
宣
言
案
こ
を
め
ぐ
り
、
国
連
の
場
合
と
同
じ
勢
力
の
激
突
と
な

っ
た
。
一
方
、
や
は
り
西
側
先
進
国
の
報
道
に
不
満
を
も
つ
非
同
盟
国
は
七
五
年
、
非
同
盟
国
通
信
社
プ
ー
ル
を
発
足
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
第
三
世
界
、
非
同
盟
諸
国
は
、
米
英
仏
の
四
大
通
信
社
が
支
配
的
地
位
を
占
め
る
現
在
の
国
際
報
道
シ
ス
テ
ム
に
不
満
で
、

報
道
の
「
非
植
民
化
」
、
「
報
道
の
国
際
新
秩
序
」
樹
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。
四
大
通
信
社
が
問
題
の
中
心
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
日

本
に
は
直
接
的
な
関
係
は
な
い
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
第
三
世
界
の
主
張
に
は
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
の
宣
言
案
の
中
心
問
題
は
、
報
道
機
関
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
責
任
下
に
置
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
わ

れ
わ
れ
は
絶
対
に
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
先
進
国
側
の
発
展
途
上
国
に
つ
い
て
の
報
道
に
は
、
そ
れ
ら
の
国
の
人
び
と
の

(1)
三
、
国
際
報
道
の
公
正
に
つ
い
て

報
道
に
お
け
る
南
北
間
の
相
違
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ニ
ュ
ー
ス
に
は
国
籍
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
記
者
は
ア
メ
リ
カ
を
標
準
に
考
え
、
ア
メ
リ
カ
の
読
者
の
好
み
に
合

う
よ
う
な
事
実
に
目
を
向
け
、
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
事
実
の
客
観
的
な
報
道
と
い
っ
て
も
、
そ
の
客
観

性
に
国
籍
が
現
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
日
本
の
報
道
機
関
は
反
省
す
べ
き
点
が
な
い
か
ど
う
か
。

た
と
え
ば
韓
国
報
道
は
ど
う
か
。
朴
政
権
下
の
韓
国
の
め
ざ
ま
し
い
経
済
成
長
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
本
へ
の
影
響
が
現
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
は
、
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
書
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
も
っ
と
早
く
か
ら
報
道
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
し

か
し
、
日
本
の
新
聞
は
韓
国
の
経
済
成
長
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
、
反
政
府
運
動
だ
け
を
重
視
す
る
報
道
姿
勢
を
と
り
続
け
て
き
た
。

韓
国
は
も
は
や
途
上
国
で
は
な
い
が
、
前
記
の
よ
う
な
途
上
国
の
不
満
と
同
種
の
不
満
を
韓
国
人
も
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

感
情
を
刺
激
す
る
よ
う
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
先
進
国
報
道
機
関
は
興
味
本
位
に
報
道
し
が
ち
で
あ
る
。
途
上
国
は
自
分
ら
の
努
力
の
成
果
で
あ
る
経
済
発
展
こ
そ

報
道
さ
れ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
進
国
の
報
道
機
関
に
と
っ
て
は
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
・

災
害
や
腐
敗
、
部
族
の
抗
争
ま
た
は
反
政
府
運
動
と
い
っ
た
も
の
の
方
が
ニ
ュ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。
若
い
途
上
国
は
、
そ
の
国
内
制

度
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
極
め
て
弱
く
、
国
造
り
ｌ
国
民
的
統
一
を
達
成
し
よ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
国
で
は

た
と
え
事
実
で
あ
れ
、
国
造
り
の
害
に
な
る
よ
う
な
報
道
を
さ
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
事
実
は
事
実
の
ま
ま
報
道
す
る
こ

と
を
建
て
前
と
す
る
西
側
報
道
機
関
は
そ
う
い
う
糾
酌
を
せ
ず
、
無
遠
慮
に
書
き
ま
く
る
。
む
ろ
ん
、
途
上
国
に
対
す
る
文
化
的
偏

見
も
の
ぞ
く
。

(2)

偏
向
し
て
い
る
日
本
の
韓
国
報
道
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嘘
を
書
く
必
要
は
な
い
し
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
分
よ
り
後
進
的
な
国
に
つ
い
て
の
報
道
に
は
、
と
く
に

相
手
の
感
受
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
考
え
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
興
味
本
位
の
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
報
道
姿
勢
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。

韓
国
報
道
と
関
連
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
流
行
の
「
探
査
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
想
起
さ
れ
る
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
に
続
く
Ｃ

Ｉ
Ａ
や
多
国
籍
企
業
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
暴
露
を
、
ア
メ
リ
カ
の
元
上
院
外
交
委
員
長
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
氏
は
「
新
探
査
的
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
」
論
に
お
い
て
手
き
び
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
日
本
の
新
聞
界
に
も
伝
染
し
て
き
た
と
思

う
が
、
こ
こ
で
は
外
国
に
関
す
る
報
道
の
こ
と
だ
け
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
。

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
氏
は
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
が
外
国
で
展
開
し
た
怪
し
げ
な
行
為
や
、
多
国
籍
企
業
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
暴
露
な
ど
は
、
真
実

だ
と
し
て
も
無
用
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
勧
善
懲
悪
の
お
芝
居
を
見
せ
、
読
者
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
「
道
義
的
怒
り
」
を
書
き
た

て
、
新
聞
記
者
は
正
義
の
戦
士
の
名
声
と
成
功
と
を
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
公
衆
に
と
っ
て
ど
う
い
う
利
益
を
も
た
ら
す
の
か
。

暴
露
さ
れ
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
関
係
し
た
外
国
を
傷
つ
け
、
外
交
関
係
に
害
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
意
味
の
あ
る
真

実
も
あ
る
し
、
ま
た
破
壊
す
る
真
実
も
あ
る
。
「
国
民
を
殺
さ
な
い
ま
で
も
、
傷
つ
け
る
に
違
い
な
い
真
実
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

真
実
は
、
現
在
必
要
と
さ
れ
て
い
る
種
類
の
真
実
で
は
な
い
」
と
。

韓
国
報
道
に
つ
い
て
、
こ
の
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
氏
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
議
会
が
金
大
中
氏
村
致
は

Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
仕
業
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
受
け
て
日
本
の
新
聞
が
ま
た
大
々
的
に
書
き
立
て
た
。
問
題
の
重
点
は
、
政
治
解
決
が
是

か
非
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
政
治
解
決
に
反
対
し
、
あ
く
ま
で
金
大
中
氏
の
原
状
回
復
を
要
求
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
伴
う
日
韓
関
係

の
悪
化
や
、
そ
れ
が
及
ぼ
す
韓
国
政
府
へ
の
影
響
を
論
じ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
議
論
に
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
全
く
触
れ
ず
に
、
た

ﾛ
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日
本
の
新
聞
の
国
際
問
題
の
報
道
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
国
際
理
解
を
助
長
す
る
に
は
、
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
報
道
が
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
二
つ
の
物
差
し
を
故
意
に
使
い
分
け
、
意
識
的
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
よ
う
な
報
道
は

決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
新
聞
の
報
道
姿
勢
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
韓
国
で
の
自
由
の
圧
迫
、
人
権
抑
圧
の
問
題
は
、
大
々
的
に
、
し
か
も
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
る
。
だ
が
、

そ
れ
よ
り
遙
か
に
苛
酷
な
北
朝
鮮
、
あ
る
い
は
文
革
当
時
の
中
国
の
人
権
抑
圧
は
全
然
報
道
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
北
朝
鮮
は
平

和
的
で
、
理
想
的
な
国
家
で
あ
る
か
の
よ
う
な
報
道
が
、
い
ま
で
も
あ
と
を
断
た
な
い
。
日
本
の
新
聞
を
信
じ
る
な
ら
、
北
朝
鮮
が

日
本
な
ど
に
対
す
る
負
債
を
払
え
な
く
な
る
ま
で
は
、
経
済
は
全
く
順
調
に
伸
び
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
中
国
で
は
「
四
人
組
」
失

脚
以
後
、
人
民
の
表
情
が
明
る
く
な
っ
た
と
日
本
の
新
聞
は
し
き
り
に
報
じ
た
が
、
す
る
と
、
そ
れ
以
前
は
中
国
民
の
表
情
は
暗
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
報
じ
た
新
聞
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
新
聞
報
道
の
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
す
で
に
多
く
の
人
が
承
知
で
、
改
め
て
こ
こ
に
書
く
必
要
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
。
台
湾
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
大
多
数
の
日
本
紙
か
ら
姿
を
消
し
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
欧
米
の
新
聞
に
頼
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
多
数
の
難
民
を
流
出
さ
せ
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
の
内
情
に
つ
い
て
も
、
欧
米
の
新
聞
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が

多
い
。

だ
金
大
中
事
件
は
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
所
業
だ
と
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
不
正
直
で
あ
る
し
、
両
国
関
係
や
日

本
外
交
の
プ
ラ
ス
に
も
な
ら
な
い
。

(3)

心

夕

／

ノ

ブ
レ
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
よ
る
歪

曲

、
即
肌
恥



４
１

第II部第六章マスコミへの提言館7

以
上
の
よ
う
な
報
道
の
著
し
い
バ
ラ
ン
ス
の
欠
如
、
言
語
道
断
な
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
情
報
に
よ
っ
て
は
、
新
聞
の
読
者

は
国
際
情
勢
の
正
し
い
認
識
に
近
づ
く
手
が
か
り
を
与
え
ら
れ
な
い
。
「
情
報
の
自
由
」
は
、
新
聞
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
。
で

な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
歪
曲
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
国
連
創
設
当
時
の
、
情
報
と
新
聞
の
自
由
を
通
じ
て
の
国
際
理
解
助
長
と

い
う
大
目
的
を
妨
害
す
る
こ
と
に
、
日
本
の
新
聞
は
貢
献
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔

第

Ⅱ

部
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三

は
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三

郎
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東

海
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授
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趣
四
、
新
聞
改
革
へ
の
提
言

新
聞
を
初
め
広
く
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
か
か
え
る
数
々
の
欠
陥
を
、
い
か
に
し
て
改
善
す
る
か
は
重
大
な
課
題
で
あ
る
。

は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
こ
の
悲
竪
香
策
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
自
由
で
独
立
し
た
新
聞
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
機
関
紙
や
、
全
体
主
義
国
の
新
聞
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
国
家
に

お
い
て
は
、
各
政
党
や
各
種
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
を
拡
大
し
た
り
、
そ
の
利
益
を
は
か
る
た
め
に
、
機
関
紙
な
ど
の
出
版

物
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
当
然
の
行
為
で
あ
っ
て
、
非
難
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
種
の
機
関
紙

を
、
こ
こ
で
は
「
自
由
で
独
立
し
た
新
聞
」
の
ワ
ク
の
中
に
は
入
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
体
主
義
国
家
の
新
聞
、
た
と
え
ば
、
ナ

チ
ス
時
代
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
、
ソ
連
の
プ
ラ
ウ
ダ
、
中
国
の
人
民
日
報
な
ど
も
、
政
府
や
党
な
ど
の
宣
伝
機

関
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
考
察
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
い
う
「
自
由
で
独
立
し
た
新
聞
」
と
は
、
新
聞
の
販
売
収
入
と
広
告
収
入
に
よ
っ
て
、
独
立
的
な
経
営
を
行
な
い
、
「
新

聞
の
自
由
」
を
原
則
と
し
て
い
る
も
の
、
要
す
る
に
世
間
的
に
は
「
商
業
新
聞
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
「
商
業
的
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
若
干
の
混
乱
が
あ
る
。
新
聞
の
記
事
内
容
が
、
「
売
ら
ん
か
な
」
主
義
の
結

果
、
過
度
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
走
っ
て
、
社
会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
そ
の
よ
う
な
記
事
は
「
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
」
の

(1)

改
革
の
中
心
命
題
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な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
ま
た
批
判
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
種
の
記
事
の
問
題
と
、
新
聞
が
販
売
、
広

告
収
入
な
ど
の
「
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
、
独
立
的
経
営
を
は
か
る
こ
と
と
は
、
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
聞

が
独
立
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
経
営
上
の
「
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
」
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
も
し
経
営
上
の
「
コ
マ
ー
シ
ャ
リ

ズ
ム
」
が
破
産
す
れ
ば
、
新
聞
は
他
者
か
ら
の
救
援
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
救
援
の
度
合
に
応
じ
て
、
そ
の
「
独
立
性
」
の
維
持
は

困
難
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
新
聞
が
「
独
立
的
」
で
あ
る
た
め
に
は
「
商
業
紙
」
で
あ
る
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。

体
主
義
」
の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
こ
こ
で
新
聞
の
「
欠
陥
」
と
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
を
、
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
近
、
新
聞
に
対
す
る
世

間
の
目
は
鋭
く
な
っ
て
お
り
、
興
味
本
位
の
週
刊
誌
で
す
ら
、
新
聞
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
新
聞
批
判
は
商
売
に
な

る
」
傾
向
が
出
は
じ
め
た
。
新
聞
が
第
四
権
力
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
し
、
権
力
の
乱
用
、

お
ご
り
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
は
、
活
発
な
新
聞
批
判
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
自
身
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、

一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
新
聞
批
判
は
、
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
も
、
批
判
の
角
度
も
種
々
様
々
で
あ
り
、
必
ず
し
も
明
確
に
ポ
イ
ン

ト
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
「
欠
陥
」
と
は
、
日
本
の
新
聞
に
影
響
を
与
え
て
い
る
「
全

元
来
、
こ
の
傾
向
は
日
本
の
場
合
、
歴
史
的
に
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
、
日
本
の
新
聞
は
、
戦
争
の
被
害
者
で
あ

り
、
政
府
・
軍
部
の
統
制
に
よ
っ
て
、
や
む
を
え
ず
新
聞
の
自
由
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
好
む
が
、

し
か
し
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
一
面
的
に
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
ら
進
ん
で
反
自
由
主
義
的
．

「
全
体
主
義
」
の
影
響
か
ら
の
保
護
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現
状
否
定
的
姿
勢
を
あ
お
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
満
州
事
変
が
起
こ
る
と
、
新
聞
は
む
し
ろ
軍
部
と
一
緒
に
な

っ
て
、
事
態
を
憂
慮
す
る
政
府
の
〃
弱
腰
″
を
せ
め
て
い
る
し
、
リ
ッ
ト
ン
報
告
後
、
日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
し
、
孤
立
へ
の
道

を
歩
み
始
め
る
と
、
時
事
新
報
の
批
判
を
別
と
す
れ
ば
、
大
新
聞
は
こ
ぞ
っ
て
松
岡
外
相
の
〃
危
険
な
〃
決
断
を
称
讃
す
る
。
さ
ら

に
三
国
同
盟
の
締
結
に
い
た
る
と
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
う
全
体
主
義
国
家
と
の
提
携
、
「
反
自
由
主
義
」
的
国
際
体
制
の
推
進

を
、
「
歴
史
の
必
然
」
「
世
界
の
大
勢
」
と
チ
ョ
ウ
チ
ン
を
持
っ
て
い
る
。

戦
後
に
な
る
と
、
右
翼
全
体
主
義
に
代
わ
っ
て
、
左
翼
全
体
主
義
が
、
新
聞
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
新
聞
に
は
多
様
な
見
解
が
表
明
さ
れ
る
よ
り
も
、
一
枚
岩
に
な
り
や
す
い
性
質
が
あ
る
こ
と
、
沖
縄
返

還
交
渉
で
は
外
交
機
密
．
に
関
す
る
「
知
る
権
利
」
を
執
勘
に
要
求
し
な
が
ら
も
、
反
面
、
中
国
報
道
に
関
し
て
は
中
国
に
都
合

の
悪
い
事
実
を
意
図
的
に
ふ
せ
た
こ
と
、
韓
国
に
つ
い
て
は
、
金
大
中
事
件
な
ど
の
否
定
面
に
主
な
る
精
力
を
そ
そ
ぎ
な
が
ら
も
、

北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
肯
定
的
紙
面
を
作
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
け
加
え
て
い
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
、

ア
メ
リ
カ
や
旧
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
「
残
虐
行
為
・
弾
圧
・
腐
敗
」
等
に
つ
い
て
は
、
大
変
に
オ
ク
タ
ー
ブ
の
高
い
紙
面
が
作
ら
れ

た
が
、
反
面
、
共
産
側
の
ユ
エ
の
大
虐
殺
や
北
の
南
侵
は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

極
め
て
簡
単
に
い
え
ば
、
共
産
国
の
讃
美
と
、
自
由
主
義
国
な
い
し
非
共
産
国
の
否
定
面
の
強
調
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
新
聞
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
批
判
が
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
し
、
新
聞
に
よ
っ
て
は
、
若
干
の
改
善
の

あ
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
若
干
の
改
善
と
い
う
こ
と
だ
け
で
安
心
で
き
な
い
の
は
、
改
善
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
わ
ば
他
律

的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
現
在
、
一
時
期
ほ
ど
の
中
国
讃
美
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
国
自
身
が
過
去
の
毛
沢
東
時
代
を
〃
否
定
″
し
始
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こ
う
見
る
と
、
日
本
の
新
聞
は
、
戦
中
の
戦
争
讃
美
が
一
転
民
主
主
義
の
説
教
者
と
な
っ
た
前
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
一
種
の

状
況
主
義
的
変
身
を
容
易
に
な
し
う
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
多
少
の
〃
全
体
主
義
離
れ
〃
の
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、

状
況
次
第
で
は
再
び
〃
全
体
主
義
的
″
な
傾
向
を
示
す
危
険
は
存
在
す
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
新
聞
を
「
全
体
主
義
」
の
影
響
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
「
保
護
」
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
今
後
と
も
検
討

し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
恒
常
的
課
題
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
検
討
が
こ
の
論
文
の
課
題
で
あ
る
。

あ
る
。

め
た
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
に
何
の
興
味
も
し
め
さ
な
く
な
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
難
民
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
虐
殺
、
ベ
ト
ナ

ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
戦
争
な
ど
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
共
産
国
家
の
惨
状
が
次
第
に
判
明
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
ア
メ
リ

カ
の
〃
保
守
化
″
も
、
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
の
影
響
を
受
け
や
す
い
日
本
の
新
聞
に
、
な
に
が
し
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
は
ず
で

問
題
の
検
討
に
入
る
前
に
、
新
聞
の
改
善
と
い
う
こ
と
が
、
現
実
に
は
、
い
か
に
難
事
業
で
あ
る
か
、
ま
た
難
事
業
で
あ
る
と
し

て
も
、
な
お
か
つ
努
力
の
対
象
と
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
述
べ
て
み
た
い
。

あ
え
て
難
事
業
と
い
う
の
は
、
新
聞
は
あ
る
社
会
の
中
の
「
知
的
孤
島
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
社
会
の
知
的
風
土
の
反
映
で

も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
自
分
の
経
済
的
利
益
の
み
を
追
求
す
る
国
民
は
、
そ
の
種
の
政
治
家
の
み
を
選
出
す
る
の
と
似
て
、

ゴ
シ
ッ
プ
好
き
の
読
者
は
ゴ
シ
ッ
プ
新
聞
を
栄
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
自
分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
て
、
他
人
の
み
を
な
じ
る
国
民

は
、
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
「
正
義
屋
」
的
新
聞
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
戦
後
日
本
の
新
聞
が
左
翼
全
体
主
義
的
傾
向
を
お
び
る

(2)

改
革
の
困
難
性
と
重
要
性
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し
か
し
、
彼
は
人
民
戦
線
内
部
の
抗
争
、
共
産
党
の
支
配
欲
な
ど
に
絶
望
し
、
命
か
ら
が
ら
人
民
戦
線
を
脱
出
し
、
自
分
の
体
験

を
も
と
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
内
幕
を
暴
露
し
た
文
章
を
書
い
た
。
し
か
し
、
各
出
版
社
は
当
時
の
人
民
戦
線
に
好
意
的
な
イ
ギ
リ
ス
の

知
的
風
潮
に
お
さ
れ
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
こ
の
作
品
を
出
版
す
る
こ
と
を
渋
っ
た
。
彼
は
よ
う
や
く
小
出
版
社
か
ら
出
版
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
が
、
こ
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
す
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
時
代
の
知
的
風
潮
に
逆
ら
え
に

く
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
政
治
と
同
じ
く
新
聞
も
ま
た
「
泥
沼
に
咲
く
ハ
ス
の
花
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
革
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
新
聞
の
影
響
力
の
強
さ
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

の
は
、
日
本
の
知
的
社
会
の
傾
向
の
反
映
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自

由
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
真
実
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
思
想
の
自
由
の
直
接
の
敵
は
、
新
聞
や
映
画
を
牛
耳
っ

て
い
る
者
た
ち
と
官
僚
で
あ
る
。
し
か
し
長
い
目
で
見
れ
ば
、
知
識
人
た
ち
自
身
の
間
に
お
け
る
自
由
へ
の
希
求
の
衰
え
が
最
も
深

刻
な
徴
候
で
あ
る
：
．
…
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
を
し
て
、
こ
の
種
の
言
葉
を
は
か
せ
た
の
は
、
恐
ら
く
彼
自
身
の

経
験
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。
彼
は
一
九
三
六
年
か
ら
の
ス
ペ
イ
ン
内
戦
に
際
し
て
、
人
民
戦
線
側
に
立
っ
て
、
ブ
ラ
ン
コ
と
戦
っ

た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
す
る
と
い
う
輝
か
し
い
大
義
名
分
は
、
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
◎

皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
新
聞
の
め
ざ
す
方
向
よ
り
も
、
「
沈
黙
せ
る
大
衆
」
の
方
が
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
姿
勢
を
保
っ
て
い

「
大
衆
」
も
安
全
弁
で
あ
り
得
ぬ
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る
場
合
が
性
々
に
し
て
あ
る
。
念
の
た
め
に
指
摘
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
「
新
聞
」
よ
り
「
大
衆
」
の
方
が
常
に
正
し
い
と
い
う
原

則
を
機
械
的
に
確
立
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
と
に
外
交
問
題
で
は
、
国
際
問
題
に
関
心
を
も
ち
、
広
く
情
報
を

集
め
、
客
観
的
に
分
析
し
た
上
で
、
一
定
の
結
論
を
出
す
と
い
う
知
的
行
為
を
営
む
に
は
、
「
新
聞
」
の
方
が
「
大
衆
」
よ
り
、
本

来
は
有
利
な
立
場
に
あ
る
は
ず
、
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
大
衆
の
意
見
が
往
々
に
し
て
危
険
な
間
違
い
を
犯
す
と
い
う
こ
と
は
、
Ｗ
・

リ
ッ
プ
マ
ン
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
で
の
英
仏
の
宥
和
政
策
に
対
し
、
両
国
民
が
熱
狂
的
に
歓
迎
し
た
事

実
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
の
事
例
で
い
え
ば
、
「
新
聞
」
よ
り
も
「
大
衆
」
の
方
が
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
て
い
た

よ
う
に
思
え
る
ケ
ー
ス
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
新
聞
」
が
公
害
反
対
と
大
企
業
へ
の
攻
撃
を
展
開
さ
せ
て

い
た
時
に
、
「
大
衆
」
は
公
害
防
止
は
経
済
発
展
と
調
和
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
ロ
ッ
キ
ー
ド
事

件
の
解
明
は
必
要
だ
が
、
汚
職
解
明
の
み
が
「
民
主
主
義
」
で
も
「
政
治
」
で
も
な
い
と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
外
交
問

題
に
つ
い
て
み
て
も
、
田
中
訪
中
前
の
日
本
の
新
聞
は
、
台
湾
な
ど
一
切
眼
中
に
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
熱
に
浮
か
れ
て
い
た
が
、

世
論
調
査
に
よ
る
と
、
台
湾
と
の
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
中
国
と
の
関
係
の
打
開
を
は
か
れ
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
あ
る
い
は

新
聞
は
え
て
し
て
自
衛
隊
や
安
保
条
約
に
否
定
的
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
世
論
は
必
ず
し
も
否
定
的
で
な
か
っ
た
。
こ
の

か

い

叩

新
聞
と
大
衆
の
乖
離
が
現
在
ま
で
の
日
本
の
安
全
弁
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
も
し
新
聞
と
は
異
な
っ
た
意
見
を
も
つ
「
大

衆
」
の
存
在
が
な
く
、
世
論
が
す
べ
て
新
聞
の
指
示
通
り
に
動
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
日
本
に
は
、
と
っ
く
に
左
翼
全
体
主
義
を
指

向
す
る
政
権
が
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
大
衆
」
と
い
う
安
全
弁
も
、
過
大
に
期
待
を
か
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
「
沈
黙
せ
る
大
衆
」
が
一
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切
自
己
表
現
の
場
を
与
え
ら
れ
ず
、
永
遠
に
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
安
全
弁
の
機
能
は
著
し
く
低
下
す
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
戦
時
中
の
清
沢
例
の
『
暗
黒
日
記
』
は
、
軍
部
や
そ
れ
に
つ
な
が
る
勢
力
の
無
知
・
傲
慢
を
、
自
由
主
義
者
の
立
場
か

ら
痛
烈
に
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
恐
ら
く
彼
と
同
じ
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
「
大
衆
」
も
数
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
種
の
意
見
は
公
表
さ
れ
ず
、
公
表
さ
れ
る
も
の
と
い
え
ば
、
新
聞
の
紋
切
型
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
大

衆
」
は
何
の
力
も
な
か
っ
た
。

若
干
ケ
ー
ス
は
異
な
る
が
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
新
聞
お
よ
び
「
沈
黙
せ
る
大
衆
」
の
三
者
関
係
も
、
類
似
的
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
ベ
ト
ナ
ム
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
ま
こ
と
に
妥
当
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
撤
兵
を
求

め
る
世
論
に
応
え
て
、
彼
は
ベ
ト
ナ
ム
化
政
策
を
と
り
、
米
軍
を
段
階
的
に
撤
収
さ
せ
て
行
く
。
し
か
し
撤
兵
イ
コ
ー
ル
南
ベ
ト
ナ

ム
の
崩
壊
と
な
っ
て
は
、
北
の
侵
略
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
の
聖
域
を
た
た
い
て
、
北
の
軍
事

能
力
の
低
下
を
は
か
る
。
そ
の
上
、
中
国
、
ソ
連
と
の
緊
張
緩
和
を
は
か
り
、
交
渉
に
よ
る
解
決
に
向
っ
て
、
中
ソ
が
ハ
ノ
イ
に
圧

力
を
か
け
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ク
ソ
ン
の
政
策
は
、
対
外
的
に
は
一
応
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
も
し
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
同
大
統
領
は
歴
代
大
統
領
中
、
最
も
有
能
な
一
人
と
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ク
ソ

ン
政
策
は
マ
ス
コ
ミ
の
非
難
を
あ
び
た
。
そ
の
場
合
、
同
大
統
領
は
「
大
衆
」
の
支
持
に
安
全
弁
を
求
め
て
、
自
分
の
政
策
を
追
求

し
た
。
『
ニ
ク
ソ
ン
回
顧
録
』
は
、
↑
」
の
こ
と
を
あ
ざ
や
か
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
し
か
し
「
大
衆
」
の
支
持
は
最
後
に
は
「
新

聞
」
の
反
対
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
の
ハ
ノ
イ
の
大
軍
事
攻
勢
に
さ
い
し
て
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
が
、
南
ベ

ト
ナ
ム
放
棄
以
外
に
打
つ
手
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
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こ
の
日
本
の
戦
時
中
の
例
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
の
例
を
み
る
と
、
「
大
衆
」
が
い
か
に
「
新
聞
」
と
は
異
質
の
姿
勢

を
持
っ
て
い
よ
う
と
も
、
「
新
聞
」
の
巨
大
な
情
報
量
、
繰
り
返
さ
れ
る
主
張
の
前
に
心
理
的
に
「
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
」
危
険
は

常
に
存
在
す
る
。
新
聞
の
多
様
性
が
一
時
の
方
便
で
な
く
、
そ
れ
自
身
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
大
衆
」

が
一
つ
の
方
向
に
「
圧
倒
」
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
多
様
な
見
解
の
下
で
、
理
性
的
な
比
較
検
討
の
余
地
を
残
そ
う
と
す
る
配
慮
か

ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
権
力
と
同
様
、
言
論
に
も
「
チ
ェ
ッ
ク
．
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
機
能
を
求
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
、
新
聞
の
改
革
に
つ
い
て
、
多
少
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
が
、
率
直
に
い
っ
て
新
聞
の
改
革

は
大
学
の
改
革
と
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
聞
の
よ
し
悪
し
は
、
新
聞
を
構
成
す
る
人
々
の
素
質
と
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る

し
、
そ
の
素
質
の
改
善
と
い
う
の
は
、
制
度
的
・
技
術
的
改
善
策
で
は
、
決
め
手
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の

新
聞
倫
理
綱
領
を
一
読
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
こ
の
倫
理
綱
領
で
現
代
の
日
本
の
新
聞
の
欠
陥
を
す
べ
て
正
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、

断
言
す
る
自
信
は
な
い
が
、
し
か
し
大
方
の
も
の
は
是
正
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
倫
理
綱
領
は
新
聞
記
者
に
「
自
由
・
責
任
・
公
正
・
気
品
」
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
「
ニ
ュ
ー
ス
の
取
り
扱
い
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
れ
が
何
者
か
の
宣
伝
に
利
用
さ
れ
ぬ
よ
う
厳
に
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
北
朝
鮮

な
ど
、
と
か
く
共
産
国
家
に
関
す
る
報
道
、
論
評
と
な
る
と
、
彼
ら
の
宣
伝
機
関
の
宣
伝
を
ほ
と
ん
ど
お
う
む
返
し
に
打
っ
て
来
た

根
本
は
倫
理
問
題

(3)

職
業
倫
理
の
確
立
と
制
度
改
革
へ
の
提
言

､
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こ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
倫
理
綱
領
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
七
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
「
責
任
」
「
新
聞
の
自

由
」
「
独
立
」
「
誠
意
・
真
実
・
正
確
」
「
公
正
」
「
フ
ェ
ア
・
・
プ
レ
イ
」
「
品
格
」
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
出
の
オ
ー

ゥ
ェ
ル
は
、
彼
自
身
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
係
し
た
人
物
だ
が
、
も
っ
と
率
直
に
、
『
ペ
ン
の
自
己
規
制
』
と
題
し
た
文
章
の
中
で
、

「
言
論
と
報
道
の
自
由
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
根
底
に
お
い
て
嘘
を
つ
く
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
の
論
争
な
の
で
あ
る
」
と
い
い
切
っ

記
事
は
、
こ
の
倫
理
綱
領
の
違
反
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
「
訴
え
ん
と
欲
し
て
も
、
そ
の
手
段
を
も
た
な
い
者
に
代
わ
っ
て
訴
え
る
気
概
を
も
つ
こ
と
」
や
「
お
の
れ
の
主
義
主

張
に
反
す
る
政
策
に
対
し
て
も
、
ひ
と
し
く
紹
介
、
報
道
の
紙
幅
を
さ
く
が
ご
と
き
寛
容
」
を
求
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
要
請
が
満

た
さ
れ
る
な
ら
「
沈
黙
せ
る
大
衆
」
な
ど
は
本
来
存
在
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
倫
理
綱
領
の
第
一
か
ら
第
七
に
わ
た
る
全
項
目
を
紹
介
し
、
そ
れ
と
現
実
の
新
聞
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ

と
が
問
題
で
は
な
い
。
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
七
つ
の
項
目
は
、
「
新
聞
の
自
由
」
「
自
由
の
限
界
」
「
評
論
の
態
度
」

「
公
正
」
「
寛
容
」
「
指
導
・
責
任
・
誇
り
」
「
品
格
」
な
ど
、
い
わ
ば
新
聞
人
の
職
業
的
倫
理
に
か
か
わ
る
も
の
を
強
調
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
新
聞
人
の
職
業
的
倫
理
観
の
問
題
が
、
新
聞
の
改
善
を
考
え
る
上
に
は
、
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
素
通
り

し
て
何
を
論
じ
て
見
て
も
、
砂
上
の
楼
閣
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
編
集
権
の
確
立
を
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
る
。

た
し
か
に
新
聞
が
営
業
上
の
利
害
関
係
を
計
算
や
、
特
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
に
立
つ
社
内
労
組
を
刺
激
し
た
く
な
い
な
ど
の
理
由

か
ら
、
客
観
的
ニ
ュ
ー
ス
、
評
論
よ
り
も
、
意
図
的
な
も
の
の
方
を
重
視
し
た
な
ら
ば
、
「
自
由
な
新
聞
」
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。

て
い
る
。
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そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
編
集
権
の
独
立
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
大
切
で
あ
る
。

し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
問
題
は
解
決
し
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
当
時
、
ロ
ン
ド
ン
・
タ
ィ
ム
ス
の

ド
ー
ソ
ン
編
集
長
が
、
エ
バ
ッ
ト
特
派
員
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る
批
判
的
記
事
に
手
を
加
え
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
日
本
の
新
聞
が
中

国
に
都
合
の
悪
い
記
事
を
自
粛
し
た
の
も
、
い
ず
れ
も
社
の
幹
部
自
身
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
「
編
集
権
の

独
立
」
と
い
う
ワ
ク
の
中
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
編
集
権
が
独
立
し
て
い
て
も
、
新
聞
は
大
き
な
過
ち
を
犯
す
し
、

こ
の
過
ち
を
少
な
く
し
よ
う
と
思
え
ば
、
編
集
責
任
者
な
ど
の
幹
部
を
ふ
く
め
、
新
聞
人
の
職
業
倫
理
が
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
の
点
が
基
本
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
新
聞
の
改
善
に
つ
い
て
三
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は

①
新
聞
の
自
己
改
革
の
方
向
、
②
社
会
的
批
判
の
強
化
、
③
政
府
に
よ
る
規
制
の
是
非
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
①
の
新
聞
の
自
己
改
革
の
方
向
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
新
聞
を
「
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
」
か
ら
「
開
か
れ
た

も
の
一
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
新
聞
社
が
閉
鎖
的
な
一
つ
の
世
界
を
作
る
の
で
は
な
く
、
外
界
と
各
種
の
人
的
交

も
の
」
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一

流
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
各
新
聞
社
間
で
の
人
的
交
流
を
は
か
る
こ
と
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
あ
る
新
聞
社
に
勤
務
し
て
い
て

も
、
そ
の
社
の
編
集
方
針
と
自
分
の
考
え
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
自
分
の
考
え
に
よ
り
近
い
他
の
新
聞
社
へ
移
動
す
る
自
由
な

ど
も
、
も
っ
と
新
聞
界
全
体
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
個
人
救
済
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
で
な

新
聞
の
自
己
改
革
策

、
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第
二
に
は
社
会
的
批
判
の
強
化
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
新
聞
批
判
と
い
う
の
は
各
種
各
様
で
あ
っ
て
、
極
端
に
い
え
ば
犯
罪
者
で
す

ら
、
新
聞
の
不
当
を
な
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
課
題
は
「
全
体
主
義
」
か
ら
「
自

由
な
新
聞
」
を
救
出
す
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
以
上
、
社
会
的
批
判
の
強
化
も
、
そ
の
基
本
線
に
そ
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
再
び
「
自
由
な
新
聞
」
と
は
何
か
と
、
そ
の
定
義
を
く
り
か
え
す
必
要
は
な
い
が
、
論
を
進
め
る
た
め
に
、
ま
ず
一
つ
の

く
、
各
新
聞
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
も
つ
と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
新
聞
界
以
外
か
ら
、
新
し
い
人

材
を
導
入
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
文
明
・
文
化
の
発
展
と
複
雑
化
に
よ
っ
て
、
新
聞
記
者
と
し
て
の

職
業
訓
練
だ
け
で
は
カ
バ
ー
し
切
れ
な
い
分
野
も
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
。
学
界
か
ら
積
極
的
に
人
材
を
導
入
す
る
こ
と
な
ど
も
、

今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
試
み
ら
れ
て
よ
い
こ
と
は
、
外
国
人
を
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
経
済
界
・
学
界
な
ど
で
は
、
有
能
な

外
人
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
新
聞
界
は
最
も
後
進
的
な
分
野
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
外
人
な
ら
ば
誰
で

も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
自
由
な
新
聞
」
の
理
念
に
合
致
す
る
外
人
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
「
日
本
語
」
と
い
う
特
殊
性

に
甘
え
、
日
本
人
同
士
で
し
か
理
解
し
え
な
い
発
想
に
埋
没
し
が
ち
な
日
本
の
新
聞
を
、
視
界
を
広
く
し
、
さ
ら
に
国
際
場
裡
で
の

比
較
検
討
に
た
え
ら
れ
る
内
容
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
若
干
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で

シ
ャ
ル
フ
ォ
ン
ト
軍
縮
相
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
閣
僚
に
〃
外
人
″
を
採
用
す
る
よ
う
提
唱
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
み

な
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
も
新
聞
の
「
島
国
性
」
は
破
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

社
会
的
批
判
の
強
化
策
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と
こ
ろ
で
問
題
は
、
こ
の
仮
説
が
充
足
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
①
真
理
（
新
聞
の
場
合
は

真
実
を
求
め
る
ニ
ュ
ー
ス
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
）
を
求
め
る
ど
こ
ろ
か
、
き
わ
も
の
的
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
、
あ
る
秘

め
ら
れ
た
意
図
を
も
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
を
操
作
し
て
い
る
場
合
、
②
思
想
の
自
由
市
場
で
自
由
競
争
を
行
な
う
よ
り
も
、
各
社
が
一

斉
に
「
右
へ
な
ら
え
」
式
の
一
枚
岩
的
現
象
を
呈
し
、
い
わ
ば
あ
る
思
想
が
市
場
を
独
占
し
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
、
③
相
互
寛
容

下
で
、
冷
静
な
比
較
検
討
の
余
地
を
与
え
、
そ
の
中
か
ら
「
よ
り
正
し
い
も
の
」
に
至
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
独
善
的
・
感
情
的
な

「
大
声
」
で
、
読
者
を
圧
倒
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

理
想
論
と
し
て
は
思
想
の
市
場
の
自
動
調
整
作
用
が
回
復
す
る
こ
と
に
期
待
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
新

聞
の
歴
史
を
考
え
る
と
、
こ
の
新
聞
界
の
自
動
調
整
作
用
に
あ
ま
り
大
き
な
期
待
を
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
上
、
新
聞
は
、
大
き
な
社
会
的
責
任
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
側
か
ら
、
新
聞
の
「
偏
向
」
に
対
す
る
批
判
が

活
発
化
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
民
主
主
義
社
会
の
復
元
力
の
一
表
現
と
し
て
、
積
極
的
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
シ
ー
バ
ー
ト
が
あ
げ
た
三
条
件
が
充
足
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
ミ
ニ
・
コ
ミ
な
ど
の
新
聞
批
判
は
積
極
的
に
展
開

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
自
由
委
員
会
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
新
聞
委
員
会
な
ど
の
よ
う
に
、
現
代

定
義
を
借
用
し
た
い
。
フ
レ
ッ
ド
．
Ｓ
・
シ
ー
バ
ー
ト
は
『
プ
レ
ス
に
関
す
る
自
由
主
義
理
論
』
の
論
文
の
中
で
、
「
自
由
な
新
聞
」

と
は
、
以
下
の
三
つ
の
仮
説
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
仮
説
と
は
①
人
間
は
真
理
を
知
り
た
い
し
、
真
理
に
は
従
う
も
の

で
あ
る
こ
と
、
②
真
理
に
到
達
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
公
開
市
場
に
お
け
る
意
見
の
自
由
な
競
争
に
よ
る
以
外
に
な
い
こ
と
、
③
相

互
寛
容
お
よ
び
違
っ
た
諸
意
見
の
比
較
検
討
か
ら
、
も
っ
と
も
合
理
的
だ
と
思
わ
れ
る
意
見
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
一
般
に
承
認
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
、
の
三
点
で
あ
る
。

、

、
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の
新
聞
の
か
か
え
る
諸
問
題
を
徹
底
的
に
研
究
す
る
機
関
を
設
置
し
、
そ
の
研
究
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
新
聞
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
も
、
検
討
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
前
記
王
立
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
、
「
新
聞
に
お

け
る
公
共
的
責
任
観
念
や
公
共
的
奉
仕
の
観
念
の
助
長
の
た
め
に
」
新
聞
総
評
議
会
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
仕
事
は
「
新
聞
側
の

い
か
が
わ
し
い
行
動
を
判
定
し
か
つ
公
表
す
る
こ
と
、
苦
情
を
調
査
す
る
こ
と
、
そ
の
苦
情
が
正
当
で
あ
る
場
合
に
は
救
済
手
段
を

考
え
る
こ
と
、
正
当
で
な
い
ば
あ
い
に
は
申
入
れ
者
に
回
答
を
だ
す
こ
と
」
な
ど
で
あ
っ
た
（
セ
オ
ド
ァ
．
Ａ
・
ピ
ー
タ
ス
ン
『
プ
レ
ス

に
関
す
る
社
会
的
責
任
理
論
二
。

い
わ
ば
、
新
聞
総
評
議
会
は
新
聞
公
害
に
対
す
る
社
会
的
救
済
機
関
と
で
も
い
っ
て
よ
い
が
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
種
の
機
関

の
設
置
は
研
究
に
値
し
よ
う
。
た
だ
、
日
本
の
場
合
、
新
聞
批
判
の
ミ
ニ
・
コ
ミ
、
新
聞
調
査
機
関
、
救
済
機
関
は
、
基
本
的
に

は
民
間
機
関
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
、
「
公
的
機
関
」
に
し
た
場
合
、
と
か
く
政
治
的
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
よ
う
と
し
て

「
広
く
人
材
を
集
め
る
」
と
い
う
名
目
の
下
に
、
各
界
・
各
傾
向
の
人
々
の
寄
せ
集
め
に
な
り
、
相
互
に
中
和
し
合
っ
て
無
性
格
、

無
方
向
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
③
の
問
題
と
も
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。

③
政
府
に
よ
る
規
制
の
是
非
に
つ
い
て
。
こ
の
問
題
は
、
「
自
由
の
背
理
」
の
問
題
と
深
く
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
自
由
が
生
き

の
び
る
た
め
に
、
自
由
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
や
む
を
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
の
か
、
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル

共
和
国
の
政
府
が
強
力
で
、
ナ
チ
ス
の
自
由
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
第
二
次
大
戦
の
悲
惨
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
仮
説
は
、
依
然
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
も
、
戦
争
と
い
う
国
家
の
生
存
に
か
か
わ
る

政
府
に
よ
る
規
制
の
是
非
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事
件
に
直
面
し
た
さ
い
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
民
主
国
家
に
お
い
て
さ
え
、
「
表
現
の
自
由
」
の
圧
縮
が
試
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば

第
一
次
大
戦
中
、
「
米
政
府
は
、
国
の
内
外
に
送
受
信
さ
れ
る
国
際
通
信
を
検
閲
す
る
制
度
を
設
け
」
、
第
二
次
大
戦
の
折
に
も
「
手

続
の
改
良
さ
れ
た
そ
れ
と
同
じ
制
度
が
と
ら
れ
、
こ
の
時
に
は
ラ
ジ
オ
も
含
ま
れ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
（
シ
ー
バ
ー
ト
、
前
掲
論
文
）

い
い
か
え
れ
ば
「
自
由
な
政
府
」
は
自
国
の
「
自
由
」
を
守
る
こ
と
を
、
最
高
の
任
務
と
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
「
自
由
」
を

守
る
た
め
に
は
、
時
と
し
て
「
自
由
」
を
制
限
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
。
事
実
「
国
家
機
密
」
の
保
護
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
擁
謹
な
ど
は
、
い
か
に
「
自
由
な
新
聞
」
と
い
え
ど
も
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
論
上
は
以
ｋ
の
よ
う
で
あ
り
え
て
も
、
現
実
に
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
、
政
府
が
「
自
由
を
守
る
」
と

い
う
大
義
名
分
を
乱
用
し
て
、
結
果
的
に
「
自
由
」
を
封
殺
す
る
こ
と
も
あ
る
。
元
来
が
行
政
、
立
法
、
司
法
の
三
権
分
立
の
制
度

自
身
、
権
力
の
乱
用
を
防
止
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
自
由
委
員
会
は
、
新
聞
に
対
す
る
政
府
の
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

現
代
社
会
の
複
雑
性
や
権
力
の
集
中
か
ら
生
じ
て
い
る
す
べ
て
の
諸
問
題
を
解
決
で
き
る
の
は
政
府
で
あ
る
と
い
う
一
見
も
っ
と
も

な
説
の
な
か
に
は
、
。
プ
レ
ス
の
自
由
に
た
い
す
る
重
大
な
潜
在
的
危
険
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
も
し
●
プ
レ
ス
に
内
在
す
る
諸
条
件
を

矯
正
す
る
こ
と
を
政
府
に
ま
か
せ
れ
ば
、
一
国
家
は
無
意
識
の
う
ち
に
全
体
主
義
へ
向
か
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
「
も
し
も
現
代

社
会
が
大
規
模
な
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
関
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
こ
う
し
た
集
中
が
、
非
常
に
強
大
な
た
め
に
、
民

主
主
義
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
集
中
を
単
に
破
壊
す
る
だ
け
で
は
、
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
機
関
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
達
で
統
制
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
政
府
に
よ
っ
て

統
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
ら
の
機
関
が
政
府
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
全
体
主
義
に
た
い
す
る

、
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こ
の
文
章
に
は
若
干
留
保
す
べ
き
点
が
あ
る
。
政
府
に
よ
る
マ
ス
コ
ミ
の
統
制
は
、
「
全
体
主
義
」
へ
の
第
一
歩
と
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
よ
り
正
確
に
は
、
「
全
体
主
義
な
い
し
は
権
威
主
義
」
へ
の
第
一
歩
と
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
同
じ
く
新
聞
を
統
制
す

る
と
し
て
も
、
自
ら
を
「
真
理
」
の
体
現
者
と
見
な
し
、
積
極
的
に
「
…
す
べ
し
」
と
命
ず
る
政
権
と
、
安
全
保
障
・
経
済
発
展
・

治
安
維
持
な
ど
「
便
宜
」
的
理
由
か
ら
、
否
定
的
に
「
．
：
す
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
の
と
で
は
、
統
制
の
内
容
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

後
者
の
方
が
ま
だ
し
も
「
自
由
」
の
余
地
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
少
の
不
備
の
点
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
。
プ
レ
ス

自
由
委
員
会
の
考
え
方
は
、
依
然
重
要
で
あ
る
。
こ
と
に
極
限
状
態
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
由
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
可

能
性
と
し
て
い
え
ば
、
選
挙
に
よ
っ
て
全
体
主
義
勢
力
が
、
政
権
の
座
に
つ
き
う
る
。
ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
や
、
チ
リ
の
ア
ジ
ェ
ン

デ
は
、
い
ず
れ
も
〃
合
法
的
に
〃
政
権
の
座
に
つ
き
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
全
体
主
義
勢
力
は
、
自
己
の
政
策
と
大

衆
運
動
と
を
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
さ
せ
て
、
自
由
主
義
勢
力
な
ど
の
障
害
物
を
粉
砕
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
時
、
真
に
抵
抗
力
を
示
し
う
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
政
府
の
統
制
下
に
あ
っ
た
新
聞
で
は
な
く
、
独
立

し
た
自
由
な
新
聞
で
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
か
っ
て
政
府
権
力
の
手
に
よ
っ
て
し
か
左
翼
全
体
主
義
の
影
響
力
を
排
除
し
え
な
か

っ
た
よ
う
な
弱
い
新
聞
が
、
左
翼
政
権
出
現
と
と
も
に
、
一
転
強
い
抵
抗
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
自
由
な
新
聞
」
へ
の
道
は
、
新
聞
社
側
の
自
己
改
革
の
努
力
と
、
社
会
的
批
判
の
間
の
「
よ
き
循
環
作
用
」
に

よ
っ
て
、
開
拓
し
て
行
く
以
外
に
あ
る
ま
い
。
そ
れ
が
民
主
主
義
国
に
ふ
さ
わ
し
い
道
で
あ
ろ
う
。

主
要
な
安
全
弁
を
失
い
、
同
時
に
全
体
主
義
へ
向
っ
て
大
き
く
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
ピ
ー
タ
ス
ン
、
前
掲
論

文
－

0
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印
刷
術
が
発
明
さ
れ
て
か
ら
四
百
五
十
年
、
実
際
に
大
量
伝
達
に
な
っ
た
の
は
義
務
教
育
普
及
以
降
で
あ
る
の
で
百
年
も
経
っ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
テ
レ
ビ
は
、
戦
後
わ
ず
か
二
十
年
足
ら
ず
し
て
ま
た
た
く
間
に
全
国
を
席
巻
し
た
。
世
界
の
中
で
日
本
ほ
ど
テ

レ
ビ
に
な
じ
ん
で
い
る
民
族
は
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
テ
レ
ビ
が
、
論
理
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
新
聞
に
対
し
て
情
緒
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
体
全
体
で
表
情
を
伝
え
る
ト
ー
タ

ル
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
特
徴
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
論
理
で
説
得
す
る
西
洋
と
異
な
り
、
日
本
人
は
元
来
、
情

緒
的
体
質
を
も
ち
、
体
全
体
の
雰
囲
気
で
意
志
を
伝
達
す
る
と
い
っ
た
伝
統
を
持
つ
民
族
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
国
民
生
活
調
査
二
九
七
五
年
十
月
）
に
よ
れ
ば
、
主
婦
層
が
平
日
に
テ
レ
ビ
を
見
る
平
均
時
間
は
四
時
間
五
千
七
分
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
読
書
時
間
は
新
聞
二
十
分
、
雑
誌
七
分
で
あ
る
と
い
う
。
各
界
の
一
線
で
働
く
男
性
た
ち
は
、
主
婦
層
と
は
逆

に
新
聞
や
雑
誌
に
費
や
す
時
間
が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
テ
レ
ビ
を
見
な
い
人
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
方
々
の
妻
子
は
圧
倒
的
に
テ
レ
ビ

の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
選
挙
の
と
き
投
票
す
る
の
は
過
半
数
は
婦
人
層
で
あ
る
。

そ
の
婦
人
層
の
心
は
ど
こ
で
動
か
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
テ
レ
ビ
で
あ
る
。
本
来
女
性
は
情
緒
的
・
感
覚
的
で
あ
る
の
で
情
緒
的

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
テ
レ
ビ
に
は
一
層
適
合
し
易
い
。

若
者
や
主
婦
に
多
大
の
影
響
力

五
、
テ
レ
ビ
時
代
へ
の
対
応

ノ

|I
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相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

考
慮
す
べ
き
第
一
点
は
世
論
形
成
に
対
す
る
テ
レ
ビ
の
影
響
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
原
子
力
発
電
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
い
く
ら

政
府
と
業
界
が
一
致
し
て
推
進
し
よ
う
と
し
て
も
、
住
民
の
反
対
に
あ
え
ば
政
策
実
現
は
渋
滞
す
る
。
原
子
力
発
電
所
の
必
要
性
や

安
全
性
を
訴
え
る
紙
面
の
論
理
よ
り
も
、
一
つ
の
反
対
派
の
映
像
に
は
か
な
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
で
さ
え
情
緒
的
で
一
つ
の

方
向
に
暴
走
し
が
ち
な
日
本
人
で
あ
る
た
め
、
権
力
が
テ
レ
ビ
媒
体
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
大
変
な
危
険
を
伴
う
、
と
い
っ
た

逆
の
面
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
危
険
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
テ
レ
ビ
時
代
へ
の
対
応
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
未
来
の
創
造
に
関
し
て
で
あ
る
。
日
本
の
明
治
以
来
の
「
先
進
国
模
倣
時
代
」
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
に

テ
レ
ビ
の
な
い
時
代
に
育
っ
た
人
々
は
知
識
の
量
は
少
な
い
が
、
そ
れ
は
き
ち
ん
と
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
頭
の
中
に
入
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
テ
レ
ビ
世
代
の
人
々
は
「
頭
の
回
転
が
早
い
」
と
か
、
「
既
成
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
斬
新
な
発
想
が
で
き

る
」
と
か
の
長
所
を
持
つ
反
面
、
「
雑
多
な
知
識
は
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
知
識
相
互
間
に
何
の
連
絡
性
が
な
い
」
、
「
論
理

的
構
成
力
が
な
い
」
、
「
何
の
理
由
も
な
く
、
突
然
殴
打
す
る
と
い
う
衝
動
的
若
者
像
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス

面
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
若
者
や
主
婦
に
多
大
の
影
響
力
を
も
つ
テ
レ
ビ
を
無
視
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
新
し
い
方
向
を
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

ま
た
テ
レ
ビ
の
影
響
を
最
大
限
に
受
け
て
育
っ
た
戦
後
の
世
代
と
そ
れ
以
前
の
世
代
と
の
間
に
は
、
思
考
の
上
で
非
常
に
大
き
な

二
十
一
世
紀
を
創
造
す
る
た
め
に
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考
え
て
い
な
か
っ
た
。

お
い
て
は
「
現
在
」
で
あ
る
。
か
っ
て
は
、
未
来
の
日
本
は
「
こ
れ
で
あ
ろ
う
」
と
、
ア
メ
リ
カ
に
行
け
ば
少
し
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
を
日
本
の
未
来
と
規
定
し
て
そ
の
通
り
実
行
に
移
し
て
来
た
し
、
な
す
意
志
さ
え
あ
れ
ば
簡
単
に
で
き
た
。
し
か
し
こ
れ

は
未
来
の
設
定
と
い
う
よ
り
も
空
間
の
移
動
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
か
ら
先
の
未
来
を
ど
う
規
定
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
日
本
の
誰
も

と
こ
ろ
が
今
や
先
進
国
模
倣
時
代
は
終
わ
り
、
日
本
は
独
自
の
未
来
を
創
造
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

「
未
来
」
は
言
葉
で
し
か
規
定
で
き
な
い
「
論
理
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
見
る
」
と
い
う
「
現
在
」
し
か
構
成
で
き
な
い
テ

レ
ビ
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
不
得
手
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
し
、
二
十
一
世
紀
を
創
造
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ト
ー
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
威
力
を

も
つ
テ
レ
ビ
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
テ
レ
ビ
時
代
が
生
ん
だ
「
既
成
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
斬
新
な
発
想
が

で
き
る
」
と
い
う
長
所
を
生
か
し
つ
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
を
総
合
化
し
体
系
化
す
る
「
論
理
」
的
頭
脳
を
育
成
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
も
未
来
を
椛
成
で
き
る
「
新
し
い
エ
リ
ー
ト
」
の
育
成
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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成
田
空
港
反
対
闘
争
や
原
子
力
発
電
所
建
設
反
対
闘
争
な
ど
の
住
民
闘
争
は
、
〃
反
国
際
化
闘
争
″
と
も
称
す
べ
き
明
ら
か
な
歴

史
へ
の
逆
流
現
象
で
あ
り
、
幕
末
期
の
擬
夷
運
動
を
妨
佛
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
・
戦
後
三
十
数
年
、
「
国
家
の
た
め
に
」
と
か
「
国
に
忠
」

と
い
う
民
族
倫
理
・
国
家
倫
理
を
口
に
出
す
こ
と
は
心
理
的
抵
抗
を
お
ぼ
え
、
暗
黙
の
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
共
同
体
を
維

本
論
に
お
い
て
、
歴
史
は
太
平
洋
時
代
の
到
来
を
迎
え
、
わ
れ
わ
れ
は
国
際
化
の
真
た
だ
中
に
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
こ
の

国
際
化
の
波
に
政
治
と
行
政
が
適
応
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
日
本
の
直
面
す
る
危
機
を
国
民
に
正
し
く
知
ら
せ
る
べ
き
マ
ス

コ
ミ
が
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
も
述
べ
て
き
た
。

こ
う
い
う
時
に
は
、
国
民
一
人
一
人
が
世
界
と
日
本
の
将
来
を
考
え
て
、
迂
遠
な
道
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
形
成
へ
向
け
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
地
道
な
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
結

局
政
治
を
良
く
す
る
に
は
、
国
民
自
身
の
意
識
が
高
ま
る
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
情
報
化
社
会
と
い
わ
れ
る
今
日
、
国
民
一
人

一
人
が
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
「
無
防
備
中
立
」
で
は
な
く
、
判
断
力
・
批
判
力
の
培
養
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国

民
の
一
人
一
人
が
し
っ
か
り
と
国
際
社
会
の
中
に
お
け
る
日
本
の
位
置
と
、
明
日
の
日
本
の
運
命
を
考
え
て
生
き
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
◎

(1)
一
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
達
成
の
要
請

国
民
へ
の
要
請
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持
・
相
続
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
お
の
ず
と
そ
の
共
同
体
を
統
合
す
る
倫
理
が
要
請
さ
れ
る
。
〃
国
際
社
会
に
開
か
れ
た
民
族
倫
理
″

を
再
建
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
「
教
育
勅
語
」
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
世
界
的
レ
ベ

ル
に
ま
で
昇
華
す
る
必
要
性
を
意
味
す
る
。

夢
と
希
望
を
失
っ
た
青
年
に
世
界
進
出
の
ロ
マ
ン
を
与
え
、
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
わ
が
家
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
家
庭
教
育

の
場
か
ら
創
り
出
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
、
日
本
生
き
残
り
の
確
か
な
安
全
保
障
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

政
界
と
は
政
治
家
の
社
会
の
こ
と
で
あ
り
、
政
治
家
と
は
、
現
在
の
場
合
に
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
当
選
し
た
公
職
者
の
こ
と
で
あ

る
。
故
に
選
挙
で
落
選
し
、
議
席
を
失
え
ば
直
ち
に
政
治
家
で
な
く
な
る
。
人
生
そ
の
も
の
が
厳
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
政
治
家
は
そ
の
厳
し
さ
が
最
も
は
な
は
だ
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
政
治
家
に
対
し
コ
身
の
名
誉
や

地
位
を
顧
み
ず
、
世
界
や
国
家
の
た
め
に
全
力
を
つ
く
せ
」
な
ど
と
説
教
し
て
も
な
に
も
な
ら
な
い
。
地
位
を
失
っ
た
ら
政
治
家
で

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
政
治
家
が
選
挙
中
心
に
物
を
考
え
、
選
挙
中
心
に
行
動
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
国
民
は

民
主
主
義
を
捨
て
、
独
裁
政
治
を
望
む
と
い
う
の
な
ら
別
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
の
存
続
を
望
む
限
り
政
治
家
に
対
し
抽
象
的
理
想

論
を
要
求
す
る
こ
と
は
や
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。

問
題
は
選
挙
に
勝
つ
と
い
う
こ
と
と
、
国
家
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
の
実
現
に
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
矛
盾
す
る
か
ど
う
か
で

(2)政

界

へ
各
界
へ
の
要
請
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日
本
の
官
僚
は
そ
の
質
に
お
い
て
も
、
権
威
に
お
い
て
も
世
界
無
比
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
明
治
以
来
の
い
い
伝
統
の
致
す
と
こ

ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
起
原
は
も
っ
と
古
い
の
で
は
な
い
か
。
徳
川
三
百
年
の
日
本
統
治
は
厳
重
な
階
級
制
度
を
前
提
と
し
た
も

の
と
は
い
え
、
世
界
史
の
観
点
か
ら
見
て
模
範
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
史
家
の
見
解
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
根
幹

は
や
は
り
官
僚
組
織
で
あ
っ
た
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
世
間
の
俗
論
に
従
っ
て
官
僚
の
非
難
攻
撃
を
喜
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
反
対
に
日
本
の
官
僚
制
度
が
極
め
て
恵
ま
れ
た
伝
統
の
下
に
健
在
す
る
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
最
近
、
日
本
官
界
に
憂
う
べ
き
傾
向
の
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
決

あ
る
。
常
に
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
調
和
し
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
必
ず
矛
盾
す
る
と
断
定
す
る
の
は
独
断
で
あ
り
、

早
計
で
あ
る
。
政
治
家
は
自
問
自
答
す
べ
き
で
あ
る
。
「
日
本
国
民
は
す
べ
て
馬
鹿
で
あ
る
か
」
と
。
「
日
本
国
民
が
全
部
、
常
に

賢
明
で
あ
る
」
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
現
実
の
社
会
を
直
視
す
る
に
、
日
本
国
民
は
、
長
い
目
で
見
、
全
体
と
し
て
眺
め
れ
ば
、

そ
し
て
無
言
の
言
葉
を
理
解
す
れ
ば
、
案
外
賢
明
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
の
求
め
て
い
る
の
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。

世
論
に
お
も
ね
ら
ず
勇
気
を
も
っ
て
発
言
す
る
人
を
国
民
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
論
に
迎
合
し
な
く
て
は
当
選
で
き
な
い
と

い
う
の
は
、
自
ら
勇
気
や
能
力
の
欠
如
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
人
は
政
界
か
ら
退
い
て
ほ
し
い
。
日
本
国
民
は

適
当
な
言
葉
と
時
間
を
与
え
れ
ば
必
ず
正
論
に
耳
を
傾
け
る
だ
け
の
本
来
の
英
智
を
持
っ
て
い
る
。
政
治
家
は
ま
ず
自
ら
の
力
に
自

信
を
持
ち
、
日
本
国
民
の
英
智
を
信
頼
し
、
国
民
に
真
実
を
語
り
、
国
民
に
苦
言
を
呈
し
、
世
論
に
追
従
す
る
の
で
は
な
く
、
進
ん

で
世
論
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
。

官

界
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日
本
は
今
や
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
経
済
大
国
で
あ
る
。
敗
戦
直
後
の
荒
廃
し
た
亡
国
に
近
い
日
本
を
経
済
大
国
に
ま
で
発
展
さ
せ
た

功
績
の
大
部
分
は
日
本
の
経
済
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
認
め
る

歴
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
実
を
率
直
に
認
め
、
日
本
経
済
人
に
対
し
改
め
て
敬
意
と
感
謝
を
表
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
今
や
古
い
時
代
を
送
り
、
新
し
い
文
明
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
果
た
し
て
日
本
経

済
人
が
、
き
た
り
つ
つ
あ
る
新
し
い
文
明
の
性
格
を
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
多
少
の
輝
か
し
い
例
外
は
あ
る
が
、
経
済

界
の
大
勢
は
依
然
と
し
て
旧
思
想
を
固
守
し
、
旧
思
想
の
も
と
に
発
想
し
行
動
し
て
い
る
。
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
経
済
の
原
則
が

独
り
歩
き
す
る
時
代
は
終
了
し
た
。
経
済
の
原
則
が
無
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
等
の
指
摘
し
た
経
済
の
諸
原
則

は
今
日
で
も
な
お
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
作
用
し
て
い
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
が
常
に
、
用
心
深
く
断
わ
っ
た
「
他
の
条
件
が
等
し
け

れ
ば
。
ｇ
国
警
言
鴨
房
冒
、
①
呂
巴
」
の
他
の
条
件
が
著
し
く
変
化
し
、
経
済
の
原
則
が
単
独
で
作
用
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く

し
て
官
僚
の
「
横
暴
」
と
か
「
癒
着
」
と
か
で
は
な
く
、
公
務
員
の
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
原
因

は
官
僚
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
家
の
側
に
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
政
治
家
は
「
民
主
主
義
」
と
か
「
国
政
調
査

権
」
と
か
の
理
由
の
も
と
に
勝
手
に
公
務
員
を
呼
び
つ
け
、
無
理
な
圧
力
を
か
け
る
結
果
、
公
務
員
は
自
尊
心
を
失
い
、
政
治
家
に

追
従
す
る
悪
習
慣
が
出
来
た
こ
と
が
公
務
員
の
能
率
低
下
の
最
大
の
原
因
と
思
わ
れ
る
。
故
に
国
民
は
政
治
家
に
対
し
厳
し
く
反
省

を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
官
僚
自
体
も
っ
と
自
信
を
持
ち
、
政
治
家
に
よ
る
不
当
な
干
渉
を
は
ね
つ
け
る
決
意
が
必
要
で
あ

る
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
官
僚
が
そ
の
恵
ま
れ
た
伝
統
の
下
に
、
強
い
責
任
感
と
自
信
を
も
っ
て
事
に
処
す
る
こ
と
を
望
む
。

経
済
界
へ
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な
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
政
治
・
社
会
は
も
と
よ
り
文
化
・
宗
教
な
ど
一
見
経
済
と
は
無
関
係
に
思
え
る
も
の
す
ら
経
済
に
介

入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
で
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
」
の
目
的
す
ら
達
せ
ら
れ

な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
経
済
人
は
そ
の
点
に
お
い
て
認
識
を
欠
い
て
い
る
。

幸
い
に
し
て
日
本
経
済
の
実
力
、
経
済
人
の
能
力
、
過
去
の
慣
性
等
に
よ
り
、
今
の
と
こ
ろ
日
本
経
済
が
急
激
に
破
綻
す
る
と
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
時
代
の
変
化
の
テ
ン
ポ
は
極
め
て
急
速
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
経
済
人
に
対
し
新
文
明
の

本
質
を
よ
く
理
解
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
作
業
し
た
「
今
後
十
年
に
お
け
る
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
」
は

必
ず
し
も
経
済
人
を
目
標
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
現
在
日
本
が
持
つ
唯
一
の
「
国
力
」
が
経
済
で
あ
る
と
い
う

実
情
に
鑑
み
、
わ
れ
わ
れ
は
と
く
に
経
済
人
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
へ
の
関
心
を
要
望
す
る
。

終
戦
後
日
本
労
働
界
の
主
要
な
動
き
は
賃
騰
と
時
短
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
労
働
組
合
が
安
保
反
対
と
か
原
爆
反
対
と
か
い
う
政

治
問
題
に
つ
い
て
デ
モ
を
行
な
っ
た
り
、
ス
ト
を
決
行
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
例
外
的
で
あ
っ
て
、
主
た
る
動
き
は
賃
金
、
労

働
時
間
、
そ
の
他
労
働
条
件
の
改
善
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本

の
労
働
条
件
が
ほ
ぼ
西
欧
先
進
国
の
水
準
に
達
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
賃
騰
、
時
短
を
目
標
と
す
る
労
働
運
動
の
時

代
は
す
で
に
過
ぎ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
労
働
運
動
そ
の
も
の
の
行
き
づ
ま
り
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
労
働
運
動
は
、
労
働
を
含
む
一
切
の
人
間
行
為
を
い
か
に
充
実
し
、
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
か
に
あ
る
。
従
来
の
労

働
運
動
は
対
立
的
・
闘
争
的
世
界
観
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
労
働
運
動
は
労
働
者
の
人
間
的
向
上
、
と
く

労
働
界
へ
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に
そ
の
内
面
生
活
の
充
実
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
労
働
者
は
国
家
目
標
に
協
力
し
、
国
家
目

標
の
達
成
を
生
き
が
い
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
本
論
に
お
い
て
太
平
洋
時
代
の
到
来
を
予
測
し
、
太
平
洋
時
代
は
世
界
高
等
宗
教
の
総
合
に
よ
る
新
し
い
文
明
形
成

の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
。
日
本
労
働
界
は
わ
れ
わ
れ
の
意
図
を
よ
く
理
解
し
、
協
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
要
望
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
本
論
に
お
い
て
、
終
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
教
育
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
た
の
で
は
な
い

こ
と
、
否
む
し
ろ
日
本
国
民
の
か
く
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
開
発
さ
せ
た
点
に
お
い
て
大
き
な
貢
献
の
あ
っ
た
こ
と
を
力
説
し
た
。

し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
よ
う
や
く
顕
著
に
な
り
、
そ
れ
が
日
本
社
会
に
は
な
は
だ
憂
う
べ
き
現
象
と
し
て
生
起

し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
戦
前
の
教
育
は
古
来
の
い
わ
ゆ
る
日
本
精
神
に
依
存
し
過
ぎ
、
ピ
ュ
ー
マ
一
・
一
ズ
ム
を
無
視
し
た
結

果
、
個
性
の
抑
圧
、
人
格
の
歪
曲
化
の
弊
害
を
も
た
ら
し
た
。
戦
後
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
教
育
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
強

調
し
過
ぎ
た
結
果
、
人
間
に
内
在
す
る
「
た
め
に
生
き
る
喜
び
」
を
弾
圧
し
、
エ
ゴ
一
点
張
り
の
人
間
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

エ
ゴ
と
「
た
め
に
生
き
る
」
は
調
和
さ
る
べ
き
で
あ
る
・
そ
の
意
味
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
文
章
化
し
た
「
教

育
基
本
法
」
を
再
検
討
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
理
念
を
構
成
す
る
こ
と
を
広
く
教
育
界
に
要
望
す
る
。

宗
教
界
へ

教
育
界
へ

日
本
の
宗
教
界
に
は
多
少
の
組
織
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
界
を
実
質
的
に
代
表
す
る
と
か
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代
弁
す
る
と
か
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
日
本
の
宗
教
界
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
た
だ
に
仏
教
、
神
道
、
キ
リ
ス
ト

教
等
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
宗
教
も
各
種
の
教
派
も
し
く
は
教
団
に
分
か
れ
、
一
つ
の
宗
教
が
一
つ

の
宗
教
界
を
形
成
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
宗
教
界
に
お
い
て
、
組
織
の
名
に
値
す
る
組
織
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

個
々
の
教
派
も
し
く
は
教
団
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
見
れ
ば
、
教
団
内
に
激
烈
な
内
紛
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
す
で
に

相
当
高
度
の
組
織
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
組
織
の
な
い
と
こ
ろ
に
紛
争
の
起
こ
る
可
能
性
は
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
「
宗
教
界
」
に
要
望
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
実
在
す
る
か
否
か
す
ら

疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
確
実
に
存
在
し
て
い
る
の
は
個
々
の
教
団
で
あ
る
。
故
に
そ
の
個
々
の
教
団
の
総
和
を
、
未
組
織
、
バ
ラ
バ

ラ
の
ま
ま
「
宗
教
界
」
と
呼
称
す
る
以
外
に
日
本
「
宗
教
界
」
の
概
念
規
定
は
出
来
な
い
と
思
う
。
日
本
の
「
宗
教
界
」
に
は
何
か

特
徴
が
あ
る
か
。
著
し
い
特
徴
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
一
方
、
伝
統
に
甘
え
、
既
得
権
の
上
に
安
住
し
、
社
会
の
進
展
な
ど
に
は
全

然
無
関
心
で
、
ひ
た
す
ら
先
祖
以
来
の
宗
教
的
慣
習
を
守
り
続
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
と
、
宗
教
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
政
治
結
社
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
世
俗
的
な
グ
ル
ー
プ
と
の
対
照
が
は
な
は
だ
顕
著
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
宗
教
界
に
と
っ
て

は
な
は
だ
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
第
一
の
グ
ル
ー
。
フ
に
対
し
て
は
、
宗
教
家
と
し
て
の
良
心
を
取
り
戻
す
こ
と
を
要
請

し
、
第
二
の
グ
ル
ー
。
フ
に
対
し
て
は
、
宗
教
を
世
俗
に
従
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
信
ず
る
宗
教
の
本
質
を
再
検
討
し
、
そ
の
立

場
か
ら
世
界
に
対
す
る
宗
教
の
責
任
を
再
確
認
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
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日
本
が
八
○
年
代
に
お
い
て
展
開
す
る
平
和
の
戦
略
は
、
基
本
的
に
は
日
本
が
先
進
諸
国
間
の
激
烈
な
生
存
競
争
に
対
抗
し
得
る

る

ろ

だ
け
の
強
力
な
パ
ワ
ー
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
必
要
な
時
間
を
稼
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
總
々
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
日
本
は
憲
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
防
上
の
軍
事
的
能
力
の
増
強
に
は
一
定
の
制
約
が
存
在
し
て
お
り
、
加

え
て
現
在
の
米
ソ
二
軍
事
大
国
の
卓
越
し
た
軍
事
力
を
考
え
る
と
、
た
と
え
日
本
が
今
後
、
自
衛
の
た
め
の
軍
事
力
増
強
に
精
力
的

に
努
力
し
た
と
し
て
も
、
米
ソ
超
軍
事
大
国
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
軍
事
力
を
保
有
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
日

本
と
し
て
は
軍
事
力
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
力
や
科
学
技
術
力
な
ど
を
も
含
め
た
総
合
的
な
国
力
の
パ
ワ
ー
・
ア
ッ
プ
を
図
り
、
そ
れ

を
も
っ
て
日
本
の
対
外
戦
略
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ン
チ
と
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
が
自
己
の
安
全
保
障

を
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
諸
国
集
団
安
全
保
障
に
依
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
集
団
内
に
お
け
る
経
済
力
や
科
学
技
術
力
な

ど
の
面
に
お
い
て
そ
の
集
団
に
貢
献
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
総
合
的
な
国
力
の
増
強
と
い
っ
て
も
、
す
ぐ
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
必
要
で
あ
る

し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
ま
ず
、
日
本
の
安
全
保
障
の
基
本
戦
略
に
関
す
る
国
民
的
合
意
の
形
成
が
必
要
で
あ
る
。
戦
後
三
十
年
間

は
こ
の
必
要
が
再
三
論
議
さ
れ
な
が
ら
、
い
つ
も
野
党
や
マ
ス
コ
ミ
の
観
念
的
な
非
武
装
中
立
論
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
て
き
た
。
し
か

(1)
二
、
平
和
の
戦
略
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
使
命

八
○
年
代
に
お
け
る
平
和
の
戦
略

、
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わ
れ
わ
れ
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
が
今
回
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
設
定
の
た
め
の
学
際
的
研
究
に
着
手
し
た
の
も
、
国
家
Ｑ

基
本
的
方
向
と
安
全
に
関
す
る
国
民
的
合
意
の
形
成
の
必
要
を
痛
感
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
力
は
極

＆

ざ

も

〆

曹

句

め
て
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
て
、
天
下
の
世
論
を
測
導
す
る
が
如
き
強
力
な
も
の
で
は
な
い
が
、
心
あ
る
具
眼
の
士
に
訴
え
て
国
民
的

合
意
形
成
へ
の
具
体
的
行
動
を
起
こ
す
一
石
を
投
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
日
本
を
め
ぐ
る
客
観
情
勢
は
極
め
て
深
刻
で
あ
り
、

日
本
国
民
の
安
保
痴
呆
症
を
放
置
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
。
心
あ
る
国
民
の
多
く
は
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
基
本
戦

略
の
確
立
を
強
く
要
望
し
て
お
り
、
国
民
的
合
意
形
成
に
向
け
て
の
具
体
的
行
動
の
呼
び
か
け
を
鶴
首
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

う
し
た
国
民
の
声
に
応
え
て
研
究
・
教
育
、
さ
ら
に
は
世
論
形
成
の
側
面
か
ら
、
八
○
年
代
に
お
け
る
わ
が
国
の
総
合
的
国
力
の
増

も
、
現
在
、
客
観
的
に
見
て
、
日
本
の
安
全
が
累
卵
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
安
全

保
障
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
風
潮
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
こ

の
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
社
会
的
風
潮
を
一
変
さ
せ
、
日
本
の
安
全
保
障
の
危
機
に
対
し
て
、
い
か
な
る
現
実
的
対
応
を
す
べ
き
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、
自
由
・
活
発
な
国
民
的
論
議
が
ま
き
起
こ
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
。

安
全
保
障
に
関
す
る
国
民
的
合
意
の
形
成
に
は
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
占
め
る
役
割
が
極
め
て
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
国
民
的
合
意
の
形
成
は
、
政
府
が
強
制
的
に
つ
く
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
の
理
解
と
自
覚
に
根
ざ
し
た
自
発
的
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
片
の
政
令
や
国
会
内
の
論
議
で
け
り
の
つ
く
問
題
で
は
な
く
、
根
気
よ
く

時
間
を
か
け
て
国
民
の
理
解
を
深
め
、
そ
こ
か
ら
国
民
の
自
覚
を
促
す
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

(2)

ア
カ
デ
ミ
ー
の
使
命
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強
を
目
標
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
設
定
に
関
し
て
努
力
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
ず
、
国
の
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
国
民
的
合
意
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
つ
ぎ
の
課
題
は
、
そ
の
実
質

と
な
る
総
合
的
な
国
力
を
増
強
す
る
具
体
的
方
途
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
八
○
年
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

ー
ル
の
具
体
的
内
容
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
基
本
戦
略
を
、
日
本
が
保
有
す
る
経
済
、
科
学
技
術
、
人
材
開
発
の
諸
面
に
お
け
る
優
位
を
八
○
年
代
も
引
き

続
き
保
持
出
来
る
よ
う
万
端
の
諸
施
策
を
誰
ず
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
そ
の
基
礎
と
な
る
研
究
・
調
査
、
人

材
育
成
の
面
で
具
体
的
な
提
言
を
し
て
行
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
七
○
年
初
頭
に
か
け
て
の
日
本
の
大

学
の
混
乱
は
基
礎
研
究
の
恐
る
べ
き
停
滞
と
人
材
育
成
の
空
白
を
生
じ
、
こ
れ
が
大
学
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
失
う
原
因
と
な
っ

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
進
月
歩
の
科
学
技
術
文
明
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
高
い
知
性
が
時
代
を
リ
ー
ド
し
て
行
く
責
任
が
一
層

重
大
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
日
本
の
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
大
き
な
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
も
、
こ

の
知
性
の
退
廃
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
大
学
紛
争
以
来
の
学
問
的
停
滞
や
大
学
の
荒
廃
こ
そ
、
日
本
の
将
来
を
危
く
す
る
憂
慮
す
べ
き

事
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
大
学
が
再
び
活
力
を
取
り
戻
し
て
学
問
研
究
や
人
材
育
成
の
実
を
挙
げ
、
時
代

の
指
南
車
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
今
後
も
継
続
し
て
大
学
改
革
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
行
き
た
い

と
思
う
。

、
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
学
際
的
研
究
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
政
治
・
経
済
・
社
会
・
自
然
科

学
・
技
術
・
心
理
・
宗
教
・
哲
学
・
歴
史
・
教
育
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
専
門
分
野
の
卓
越
し
た
知
識
と
知
恵
を
系
統
的
に
ま
と
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
崇
高
な
一
つ
の
目
的
に
向
っ
て
整
然
と
創
造
的
に
統
合
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
は
適
切
な
方
法
論
と
し
て
の
総
合
科
学
的
な
考
え
方
と
手
法
で
あ
る
。

方
法
論
と
は
、
も
と
も
と
自
然
科
学
を
含
め
た
も
ろ
も
ろ
の
科
学
の
分
野
で
対
象
と
す
る
真
理
を
把
握
す
る
た
め
に
試
み
ら
れ
る

方
法
を
、
そ
れ
だ
け
と
り
出
し
て
論
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
元
来
個
々
の
科
学
は
そ
れ
な
り
の
規
定
さ
れ
た
方
法
を
も
つ
が
、
そ
の

有
効
性
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
は
優
れ
た
総
合
科
学
的
な
方
法
論
が
も
っ
と
も
っ
と
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
必
然
的
に
人
間
思
考
の
一
般
原
則
に
関
す
る
も
の
以
外
に
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
認
識
と
密
接
な
関
係
に
立
つ
も
の
で

あ
る
。学

際
研
究
の
方
法
論
と
し
て
、
い
つ
も
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
物
理
を
基
礎
と
し
た
シ
ス
テ
ム
エ
学
で
あ
る
。
近
年
こ
の
分
野
で
の

(1) 一
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
方
法
論

総
合
の
た
め
の
方
法
論 ｌ

ポ
リ
シ
ー

デ
ザ
イ
ン
法
Ｉ
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政
策
決
定
は
問
題
解
決
の
過
程
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ど
う
し
て
も
目
的
志
向
的
な
ア
。
ブ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
部
分
最
適
化
の

分
析
的
方
法
で
は
抜
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
総
論
と
各
論
の
整
合
で
あ
り
「
ど
う
し
て
や
る
か
」
よ
り
も
「
な

ぜ
、
な
に
を
や
る
か
」
で
あ
る
。
手
を
下
す
前
に
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
、
し
っ
か
り
把
握
し
て
か
か
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
三
軸
思
考
的
に
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。
三
軸
は
そ
れ
ぞ
れ
価
値
軸
と
空
間
軸
と
時
間
軸
を
示
す
。
価
値

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
遂
行
に
当
り
こ
の
こ
と
が
深
く
考
慮
さ
れ
、
わ
が
国
で
開
発
さ
れ
た
ポ
リ
シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
（
Ｐ

Ｄ
）
法
を
用
い
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
以
下
そ
の
方
法
の
概
要
と
実
践
の
経
過
に
つ
い
て
紙
数
の
許
さ
れ
る
範
囲
で
述
べ
る
。

成
果
は
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
の
作
業
で
Ｍ
Ｉ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
の
行
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
で
あ
る
。
学
際
研
究
と
は
各
専
門
分

野
間
の
境
界
領
域
の
研
究
と
誤
解
さ
れ
易
い
が
、
実
際
は
互
い
の
専
門
分
野
が
重
な
り
合
い
、
時
に
は
ぶ
つ
か
り
合
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
ド
ロ
ド
ロ
し
た
人
間
の
情
念
と
か
欲
望
が
重
な
っ
て
く
る
。
多
く
の
学
際
研
究
の
対
象
と
す
る
マ
ン
・
マ
シ
ン
・
シ
ス
テ
ム

と
は
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
の
最
も
優
れ
た
能
力
で
あ
る
直
観
が
最
大
限
に
生
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

あ
い
ま
い
さ
の
位
置
づ
け
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
科
学
技
術
的
手
法
の
限
界
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
方
法
論
は
、
人
間
の
行
動
科
学
的
な
要
素
を
考
慮
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
総
合
科
学
的
な
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

問
題
解
決
の
三
軸
思
考

(2)

ポ
リ
シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
法
の
基
本
思
想
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図1 問題解決の三軸思考
Why

世
の
中
に
あ
る
多
く
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
そ
の
他
の
政
策
立
案
機
関
の
や
り
方
は
、
例
外
な
く
対
象
と
す
る
問
題
の
詳
細
な
分
析
調
査

か
ら
の
実
証
的
ァ
。
ブ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
初
め
か
ら
そ
れ
に
首
を
突
込
ん
で
し
ま
う
と
、
も
の
ご
と
の
で
き
な
い
理
由
を
懸
命
に
探
し

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
解
決
策
は
で
き
て
も
、
す
で
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
現
実
に
拘
泥
し
た
不
満
足
な
も
の
に
終
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
こ
に
実
証
的
研
究
の
限
界
が
あ
る
。
「
固
有
の
立
場
」
を
明
ら
か
に
し
た
ら
、
ま
ず
理
想
的
な
目
的
・
目
標
を
立
て
る
。
こ

れ
を
理
想
像
の
ハ
ィ
ァ
ラ
キ
ー
で
示
す
と
図
２
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
三
角
形
の
底
辺
は
現
状
に
相
当
す
る
。
そ
の
長
さ
は
あ
る
政
策

理
想
像
の
追
求

HowW恥t

、_ノア
方法設定

軸
は
価
値
判
断
を
行
な
う
も
の
で
、
空
間
軸
は
空
間
的
に
一
つ
の
対
象
を
設
定
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
間
軸
は
時
系
列
的
な
実
施
過
程
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
な
ぜ
、
何
を
、
ど
う
し
て
、
と
時
計
の
回
転
と
反
対
方
向
の
プ
ロ
セ
ス
が
必
要

は
な
い
。
何
ご
と
に
つ
け
物
事
を
創
造
的
に
解
決
す
る
方
法
に
は
そ
の
基
盤
と
し
て

の
哲
学
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
念
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
理
念
を
踏
ま
え
た

上
で
の
論
理
と
そ
れ
に
続
く
手
法
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
そ
の
場
限
り
の
ご
都
合
主
義
に
堕
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
．
Ｄ
法
の
理
念
は
三
つ
あ
る
。
理
想
像
の
追
求
と
人
間
尊
重
、
そ
れ
に
社
会
的

連
帯
の
責
任
で
あ
る
。

で
あ
る
。
Ｐ
．
Ｄ
法
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
や
り
方
で
あ
る
が
、
手
段
だ
け
で
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こ

一

つ

こ
れ
は
安
易
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
原
罪
と
業
を
踏
ま
え
た
上
で
理
想
と
し
て
の
「
真
・
善
・

美
」
を
追
求
し
、
ど
う
し
た
ら
生
き
甲
斐
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
視
点
を
置
い
て
い
る
。
Ｐ
・
Ｄ
法
で
は
由
ら
し
む
く
し
、

知
ら
し
む
く
か
ら
ず
式
の
や
り
方
は
と
ら
な
い
。
グ
ル
ー
．
フ
に
参
画
（
参
加
で
な
い
）
し
て
も
ら
い
、
一
緒
に
な
っ
て
考
え
、
悩
み
、

行
動
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
創
造
は
個
人
の
資
質
に
依
存
す
る
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
制
約
か
ら
日

頃
そ
の
一
部
し
か
能
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
現
実
に
目
を
向
け
る
。
そ
の
た
め
個
人
の
や
る
気
と
創
意
を
か
き
立
て
る
方
法
を
用

図2理想像のハイアラキー
人
間
尊
重
の
視
点 /¥露塗、/”

演押的

＃I的‘猷向的
アプローチ 3帷の理想像

f#納的

処妊的ｱプローチ

’

を
実
行
す
る
の
に
要
す
る
費
用
と
考
え
て
も
よ
い
。
三
角
形
の
頂
点
は
第
一
種
の
理

想
像
と
い
う
、
前
述
の
政
策
を
ノ
ー
コ
ス
ト
・
ノ
ー
タ
イ
ム
で
行
な
え
る
理
論
的
な

理
想
像
で
あ
る
。
そ
の
下
に
第
二
種
の
理
想
像
が
あ
る
。
こ
れ
は
技
術
的
に
は
可
能

で
あ
る
。
限
ら
れ
た
資
源
（
人
・
物
・
金
・
時
）
の
制
約
条
件
内
に
あ
れ
ば
こ
れ
を

ｋ

●

●

●

●

●

●

ザ

１
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る
。
で
き
な
け
れ
ば
抵
抗
し
な
が
ら
一
歩
下
っ
た
と
こ
ろ
に
第

現
三
種
の
理
想
像
を
設
定
す
る
。
こ
れ
は
棒
高
飛
び
の
選
手
が
自
己
の
最
高
記
録
よ
り

数
セ
ン
チ
、
ポ
ー
ル
を
上
げ
て
そ
れ
に
挑
戦
す
る
目
標
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
・
Ｐ
．

Ｄ
法
で
は
で
き
る
限
り
高
い
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
に
目
的
・
目
標
を
設
定
す
る
こ
と

に
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
ワ
ー
ク
・
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
と
類
似
し
て
い
る
が
、

こ
の
あ
と
の
展
開
は
全
く
異
る
。
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も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

科
学
・
技
術
と
い
う
も
の
に
原
罪
は
な
い
。
そ
れ
は
本
来
わ
れ
わ
れ
人
類
の
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
を
高
め
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
裏
目
に
出
て
罪
悪
視
さ
れ
る
の
は
、
理
想
で
あ
る
「
真
・
善
・
美
」
か
ら
真
を
善
と
美
か
ら
切
り
離
し
た
結
果

で
あ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
問
題
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
も
、
こ
の
分
離
か
ら
派
生
し
た
問
題
で
あ
る
。
せ
ん
じ

つ
め
れ
ば
倫
理
の
欠
如
に
起
因
す
る
。
個
人
の
問
題
で
も
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
国
家
、
人
類
の
問
題
に
帰
一
す
る
。
Ｐ
．
Ｄ
法
は
常

に
高
位
レ
ベ
ル
の
シ
ス
テ
ム
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
考
え
て
、
政
策
の
設
計
を
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。

さ
て
、
Ｐ
．
Ｄ
法
が
志
向
し
て
い
る
創
造
的
政
策
立
案
の
手
順
の
基
本
と
な
る
思
考
法
は
、
機
能
追
求
の
論
理
と
統
一
理
論
に
よ

り
改
正
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
論
理
で
あ
る
。
後
者
に
は
東
洋
の
仏
教
思
想
の
中
に
あ
る
論
理
と
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る

こ
れ
は
、
も
の
ご
と
を
す
べ
て
機
能
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
〃
も
の
〃
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
原
点
で
あ
り
積
極
面
で

あ
る
働
き
を
表
わ
す
〃
機
能
″
を
問
題
に
す
る
。
こ
れ
は
物
質
的
な
形
に
と
ら
わ
れ
ず
、
対
象
と
す
る
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
本
質

に
遡
っ
て
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
組
織
を
問
題
の
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
の
組
織
の
名
称
に
は
と
ら
わ
れ
ず
、
そ

の
組
織
の
基
本
機
能
は
何
で
あ
る
か
を
ま
ず
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
機
能
用
語
で
対
象
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
策
の

い
な
が
ら
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
の
相
乗
効
果
を
狙
う
の
で
あ
る
。

社
会
的
連
帯
の
増
進

機
能
追
求
の
論
理
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わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
す
べ
て
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
用
語
も
含
め
て
。
し
か
し
彼
の
思
想
の
中
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
解
決
に
当
っ
て
非
常
に
役
立
つ
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
基
本
と
な
る
法
則
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
哲
学
は
カ
ン
ト
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
経
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
。
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
ら
に
よ

っ
て
歪
曲
さ
れ
、
今
日
社
会
的
な
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
と
称
す
る
も
の
は
、
「
矛
盾
は
絶
対

的
な
対
立
」
と
み
な
し
、
力
に
よ
る
闘
争
に
よ
っ
て
の
み
し
か
解
決
さ
れ
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
１
反
ｌ
合
の
基
本

思
想
を
階
級
論
的
に
巧
み
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
統
一
理
論
の
立
場
に
立
つ
と
、
そ
れ
は
神
、
大
宇
宙
に
原
点
を
お
く

創
造
的
統
一
へ
の
過
程
で
あ
る
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
統
一
そ
の
も
の
の
姿
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
１
分
Ｉ
合
と
し
て
こ
そ

正
し
い
の
で
あ
る
。
夫
婦
を
対
立
物
と
見
な
す
か
、
形
か
ら
離
れ
て
統
一
と
見
な
す
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
に
似
て

い

る
。

選
択
肢
は
拡
大
さ
れ
る
。
機
能
用
語
は
名
詞
プ
ラ
ス
動
詞
で
表
わ
す
。

②
量
か
ら
質
へ
、
ま
た
そ
の
逆
の
転
化
の
法
則

⑧
対
立
物
の
相
互
浸
透
の
法
則

否
定
の
否
定
の
法
則
は
Ｐ
．
Ｄ
法
の
「
目
的
展
開
」
と
い
う
基
本
機
能
設
定
の
時
に
も
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
な
ぜ
か
と
い

う
否
定
（
創
造
的
な
質
問
）
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
的
な
機
能
（
目
的
）
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
量
・
質
の
転
化
の
法
則

⑪
否
定
の
否
定
の
法
則

弁
証
法
の
論
理



謡
た
と
え
ば
「
般
若
心
経
」
の
中
に
あ
る
「
色
即
是
空
・
空
即
是
色
」
の
教
義
で
あ
る
。
自
己
を
い
っ
た
ん
否
定
し
、
そ
れ
を
ま
た

７
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
と
か
固
定
観
念
か
ら
離
れ
た
新
し
い
自
己
に
立
ち
還
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
仏
教
に
は
「
守
・
破
・

節
離
」
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
こ
れ
は
他
由
自
在
の
思
想
で
あ
る
。
自
由
自
在
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
仙
人
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は
、
あ
ら
ゆ
る
政
策
の
設
計
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
考
え
て
も
判
る
よ
う
に
、
あ
る
解
決
策
を
考
え
る
場
合
、
思
い
つ
き

の
少
数
の
案
に
固
執
し
て
決
定
す
る
よ
り
も
、
な
る
べ
く
多
く
の
代
替
案
の
中
か
ら
最
適
な
も
の
を
選
ぶ
方
が
良
い
に
決
ま
っ
て
い

る
。
政
治
は
創
造
で
あ
る
。
創
造
の
た
め
に
は
安
易
に
染
っ
て
い
る
平
衡
を
意
識
的
に
破
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ｐ
．
Ｄ
法
で
は
ブ
レ

ー
ン
・
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
法
を
随
所
で
活
用
す
る
。
こ
れ
は
習
慣
に
染
ま
っ
た
思
考
法
に
一
時
的
な
動
揺
、
混
乱
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
。
個
人
の
場
合
で
も
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
場
合
で
も
こ
れ
は
必
要
で
あ
る
・
も
の
ご
と
を
多
角
的
に
眺
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
よ
う
な
学
際
的
研
究
に
は
思
考
法
や
専
門
領
域
の
異
な
っ
た
人
々
に
よ
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

齢
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
創
造
は
個
人
の
資
質
と
そ
の
直
観
に
依
存
す
る
。
そ
の
直
観
を
最
大
限
に
生
か
し
た
Ｐ
．
Ｄ
法
で
の
チ
ー

妬
ム
ワ
ー
ク
で
は
異
花
受
精
の
相
互
作
用
が
あ
る
。
こ
れ
を
シ
ナ
ー
ジ
ー
効
果
と
い
う
。
そ
こ
に
は
対
立
（
分
化
）
し
た
も
の
の
相
互

究研
浸
透
（
統
二
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
モ
ー
メ
ン
ト
が
働
く
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

Ｊ手
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
は
大
き
な
思
考
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
弁
証
法
に
限
っ
た
こ
と
で
は

ル
な
い
。
あ
の
釈
迦
が
二
千
五
百
年
も
前
に
説
い
た
仏
教
の
教
典
の
中
に
も
弁
証
法
に
劣
ら
な
い
創
造
的
問
題
解
決
の
原
則
が
含
ま
れ

て
い
る
。

他
由
自
在
の
思
想
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⑪
テ
ー
マ
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
、
③
理
想
的
な
目
的
・
目
標
を
設
定
す
る
、
⑧
目
的
・
目
標
達
成
の
た
め
の
代
替
案

を
自
由
、
大
胆
に
発
想
す
る
、
側
代
替
案
を
基
準
に
よ
り
ふ
る
い
分
け
、
整
理
し
て
ま
と
め
る
、
⑤
解
決
策
を
つ
く
り
、
そ
の
中

か
ら
な
る
べ
く
理
想
に
近
く
実
現
可
能
な
具
体
策
を
選
ぶ
、
⑥
実
行
し
、
管
理
し
て
目
的
・
目
標
を
達
成
す
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
作
業
に
は
、
さ
ら
に
十
一
の
手
順
、
手
法
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
各
ス
テ
ッ
プ
に
対
応
し
て
イ
ン
プ
ッ

ト
と
し
て
投
入
さ
れ
、
望
ま
し
い
ア
ゥ
ト
プ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
開
発
社
発
行
の
『
こ
う
す
れ
ば

問
題
は
解
決
で
き
る
』
（
中
村
信
夫
著
）
を
参
照
願
い
た
い
。

で
も
な
い
限
り
わ
れ
わ
れ
は
社
会
と
か
環
境
か
ら
孤
立
し
て
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
由
っ
て
自
ら
が
在
る
の
で
あ
る
。
他
に

由
る
と
い
う
の
が
「
守
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
が
「
破
」
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
自
在
と
な
っ
て
、
す
べ
て
を
超
え

た
独
創
に
到
達
す
る
の
が
「
雛
」
で
あ
る
。
大
き
な
否
定
は
大
き
な
肯
定
に
つ
な
が
る
。
否
定
の
洗
礼
を
受
け
な
い
肯
定
は
浅
薄
な

肯
定
に
過
ぎ
な
い
。
学
際
研
究
の
方
法
論
に
は
こ
の
論
理
が
必
要
で
あ
る
。

っ
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
理
念
と
論
理
を
基
と
し
た
Ｐ
．
Ｄ
法
の
手
順
を
ま
と
め
る
と
図
３
の
通
り
で
あ
る
。
ス
テ
ッ
プ
は
次
の
六
つ
か
ら
成

Ｐ
．
Ｄ
法
を
用
い
た
実
践
活
動
の
中
心
は
「
総
合
研
究
部
会
」
で
あ
っ
た
。
と
く
に
そ
の
「
企
画
会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
が
主
で
あ

(4) (3)

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
で
の
実
践
経
過

ポ
リ
シ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
法
の
手
順

ノ
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図3 P･D法のステップ

<アウトプット＞〈インプット＞

蛎諜鑿:有鯛吟
TFPチーム編成と

そのコンピーテンス

<ステップ＞

(1)テーマとその背景を明
かにする

背景、志向方向のシナリオ今

4

’
1

1
｜
｜

’

理想システム設

計の原則

(2)理想的な目的・目標を設
定する

制約条件(目標表）設計思想

4

(3)目的・目標達成のための

代替案を自由、大胆に発

想する

創造的発

想の原則

TFPチームの

ｼﾅｰｼｰ効果

4

||餅，~'' ’
各種マトリック

ス評価

第一次ファンクンョン･ダイヤグラム

(FD) 一一一一一
(4)代替案を避準により節い

分け、整理する
今評価基準 吟

4

今

坤

露

圃一
ｌ

雑

のム一

回

チ

ジ

Ｐ

一

Ｆ

ナ

Ｔ

シ

閏

ｌ國 評価

基準

市
１
、
ン

(5)解決策をつくり､その中か

らなるべく理想に近く実

現可能な具体策をえらぶ

4

|

(6)実行し、管理して目的・
目標を達成する

寺

(注)OTFP:TaskForceProject

○コンピーテンス：一種の総合した実力

○シナージー効果：相乗効果のこと

○ファンクション・ダイヤグラム(FD) :機能系統図

○ネットワーク:PERT(ProgramEvaluationandReviewTechnique)

GERT(GraphicalEvaluationandReviewTechni"le)

○5W1H:Why,What,Who,When,Where,How



勿
ゞ
〃
、
・
弓
、
・
心
，
恥
釧
ｆ
立
個
ノ

６

た

す

と

こ

ろ

で

あ

る

。

る
こ
の
種
の
学
際
研
究
は
、
放
置
し
て
流
れ
に
ま
か
せ
て
置
く
と
、
悪
く
す
れ
ば
、
各
専
門
分
野
の
人
々
の
言
い
っ
ぱ
な
し
、
、
書
き

っ
ぱ
な
し
に
終
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
適
当
に
ま
と
め
て
報
告
書
に
し
て
も
価
値
の
極
め
て
低
い
、
説
得
力
の
な
い
も
の
に
終

る
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
初
め
に
設
定
さ
れ
た
基
本
的
な
目
的
・
目
標
に
向
っ
て
、
各
意
見
が
系
統
的
に
総
合
化
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
行
動
が
誘
発
さ
れ
る
よ
う
な
報
告
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
家
争
鳴
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。

そ
こ
で
、
企
画
会
議
で
は
ま
ず
Ｐ
．
Ｄ
法
の
研
究
を
行
な
っ
た
。
そ
の
あ
と
作
業
と
し
て
は
Ｐ
．
Ｄ
法
の
第
一
ス
テ
ッ
プ
か
ら
第

四
ス
テ
ッ
プ
ま
で
を
用
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
概
念
構
成
の
作
業
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
概
念
構
成

と
は
理
想
的
で
か
つ
達
成
可
能
な
共
通
の
目
的
・
目
標
の
設
定
と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
上
位
機
能
群
の
選
定
と
シ
ス
テ
ム
化
で

あ
る
。
こ
の
作
業
は
当
然
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
開
始
の
当
初
に
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
る
種
の
制
約

が
あ
っ
て
研
究
の
中
途
か
ら
の
作
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
走
り
出
し
て
い
る
研
究
の
現
実
に
あ
る
程
度
の
考
慮
を
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
企
画
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
白
紙
に
還
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
概
念
構
成
を
行
な
う
こ
と
を
一
応
申
し

合
せ
て
作
業
に
入
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
紙
数
の
関
係
で
こ
こ
に
紹
介
で
き
な
い
が
、
概
要
を
報
告
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
作
業
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
「
固
有
の
立
場
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
本
研
究
の
初
め
に
当
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
後
の
過
程
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
き
た
も
の

。
そ
こ
は
、
各
部
会
の
責
任
者
が
参
画
し
て
討
論
す
る
場
で
あ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
「
か
な
め
」
の
役
割
を
果

テ
ー
マ
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
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①
現
代
文
明
の
危
機
人
間
中
心
、
物
質
至
上
主
義
の
現
代
文
明
は
今
日
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
、

価
値
観
の
混
迷
に
加
え
、
科
学
技
術
の
無
分
別
な
導
入
に
よ
る
弊
害
な
ど
恐
る
べ
き
結
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
下
で
人
々
は
新
し
い
生
き
方
、
全
人
類
共
存
共
栄
の
新
文
明
を
待
望
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
未
だ
そ
の
ビ
ジ

ョ
ン
が
明
示
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

②
国
際
性
の
欠
如
日
本
は
国
際
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
の
自
覚
と
、
国
際
社
会
へ
の
責
任
感
に
乏
し
い
。
そ
の
結
果
、
環
太
平

洋
圏
の
諸
問
題
の
解
決
、
自
由
主
義
国
家
間
の
協
調
な
ど
に
つ
い
て
も
十
分
な
方
策
を
も
た
ず
、
危
機
に
対
す
る
対
応
策
は
そ
の
場

限
り
で
国
際
社
会
に
生
き
る
主
体
性
が
極
め
て
欠
如
し
て
い
る
。
ま
た
個
別
の
外
交
関
係
に
つ
い
て
も
政
策
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
日
・
韓
・
台
三
国
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
今
日
再
検
討
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
際
問
題
は
人
種
問
題
や
テ
ロ
対
策
な
ど
大
変
な
課
題
を
抱
え
、
国
際
機
関
の
役
割
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
時
期
に
至
っ
て

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
背
景
に
つ
い
て
Ｋ
Ｊ
法
に
よ
る
ブ
レ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
約
百
八
十
に
の

ぼ
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
Ｋ
Ｊ
法
Ａ
型
図
解
（
後
掲
）
で
ま
と
め
た
。
そ
れ
を
文
章
化
す
る
と
次
の
通
り
と
な
る
。

め
て
い
る
。

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ー
マ
の
背
景
は
す
で
に
明
ら
か
で
な
い
か
と
い
わ
れ
て
も
、
何
か
も
や
も
や
し
た
同
床
異
夢
的
な
も
の

が
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
前
述
の
白
紙
に
還
る
意
味
か
ら
思
い
き
っ
て
原
点
に
戻
る
決
意
を
し
た
。

一
般
に
現
象
が
混
沌
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
あ
る
種
の
秩
序
を
求
め
る
に
は
Ｋ
Ｊ
法
で
ま
と
め
る
こ
と
を
Ｐ
．
Ｄ
法
で
は
す
す

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
背
景

■
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③
戦
後
政
治
の
問
題
点
日
本
人
は
憲
法
と
民
主
主
義
を
至
高
の
も
の
と
考
え
、
平
和
と
繁
栄
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
る
と
信
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
政
治
制
度
や
司
法
制
度
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
生
じ
た
。
ま
た
共
産
主
義
の
脅
威
を
安

易
に
み
て
国
の
独
立
と
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
真
剣
な
努
力
を
怠
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
官
・
学
の
癒
着
、
大
企
業
と
政
府
の
癒
着

な
ど
多
く
の
問
題
を
生
ず
る
に
至
っ
て
い
る
・
こ
れ
ら
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
く
む
勇
気
と
信
念
を
も
っ
た
政
治
家
が
少
な
い
。

④
経
済
の
混
迷
日
本
経
済
は
戦
後
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
は
驚
異
的
発
展
を
遂
げ
た
が
今
日
一
頓
挫
の

状
況
で
、
こ
れ
か
ら
の
経
済
の
あ
り
方
に
つ
い
て
混
迷
の
域
を
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
産
業
構
造
も
再
検
討
の
必
要
が
あ
る

一
方
、
科
学
技
術
の
革
新
は
鈍
化
し
て
い
る
。
資
源
入
手
に
つ
い
て
の
確
乎
た
る
見
通
し
が
た
た
ず
、
そ
れ
に
関
連
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
、
食
樋
問
題
に
つ
い
て
の
対
応
策
が
不
完
全
で
あ
る
。
国
際
経
済
に
お
い
て
は
、
新
し
い
秩
序
の
形
成
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
、

南
北
格
差
の
是
正
や
技
術
協
力
の
あ
り
方
、
多
国
籍
企
業
の
あ
り
方
な
ど
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
。

⑤
国
土
開
発
の
総
合
施
策
の
不
徹
底
国
民
の
生
活
環
境
の
整
備
は
住
宅
、
交
通
、
都
市
問
題
な
ど
多
く
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

国
民
は
秩
序
あ
る
新
し
い
美
的
社
会
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

⑥
日
本
社
会
の
混
乱
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
社
会
は
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
家
庭
を
重
視
し
な
い
女
性
が
出
現
し
、

子
供
へ
の
し
つ
け
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。
学
校
教
育
に
し
て
も
一
貫
し
た
理
念
の
な
い
文
部
行
政
、
あ
い
ま
い
な
教
育
目

標
、
詰
込
み
教
育
で
知
識
偏
重
の
弊
害
が
大
き
い
。
創
造
性
の
開
発
、
体
育
、
徳
育
へ
の
配
慮
に
乏
し
く
、
そ
れ
に
対
す
る
教
員
の

資
質
に
も
問
題
が
あ
る
。
語
学
教
育
は
実
社
会
で
は
役
に
立
た
な
い
。
大
学
は
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
乏
し
く
、
エ
リ
ー
ト
教
育
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に
天
下
の
遊
民
の
集
合
所
に
な
り
下
っ
て
い
る
。
国
立
大
学
の
反
体
制
偏
向
に
大
学
も
国
も
指
導
で
き
ず
、

い

る
。
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こ
の
作
業
で
は
ま
ず
目
的
展
開
に
よ
っ
て
目
的
の
ハ
ィ
ア
ラ
キ
ー
を
つ
く
っ
た
。
図
４
に
そ
れ
を
示
す
。
そ
し
て
基
本
目
的
を
「
国

際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
明
確
に
し
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
」
と
設
定
し
た
。
そ
の
上
位
目
的
は
図
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
目

私
立
大
学
は
経
営
優
先
で
理
念
に
乏
し
い
。
マ
ス
コ
ミ
は
偏
向
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
論
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
企
業
も
社
会
も
エ

ゴ
イ
ズ
ム
む
き
出
し
の
対
決
姿
勢
に
あ
り
、
調
和
が
必
要
で
あ
る
。

⑦
日
本
の
長
所
と
そ
の
使
命
日
本
を
含
め
た
世
界
が
次
の
世
紀
に
も
生
き
の
び
る
た
め
に
は
、
日
本
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
。
日
本
人
は
確
か
に
欠
点
の
多
い
国
民
で
あ
る
。
情
緒
的
で
二
者
択
一
的
思
考
で
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
弱
い
。
ま
た
遵
法
感
覚

に
欠
け
甘
え
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
が
国
は
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
独
特
の
文
化
・
文
明
を
も
っ
て
い
る
し
、
外

国
文
明
の
消
化
と
そ
の
創
造
的
発
展
に
は
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
人
の
自
信
を
と
り
戻
し
て
こ
れ
を
伸
ば
す

必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
東
西
文
明
を
止
揚
し
た
新
文
明
を
創
造
し
、
全
人
類
の
共
存
共
栄
に
貢
献
す
る
と
共
に
、
内
に
あ
っ
て
は

日
本
的
民
主
主
義
社
会
を
建
設
す
る
使
命
が
あ
る
。

③
ア
カ
デ
ミ
ー
の
役
割
以
上
述
べ
て
き
た
混
迷
と
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
に
も
、
幾
つ
か
の
研
究
や
報
告
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
科
学
偏
重
の
嫌
い
が
あ
り
、
総
論
と
各
論
の
整
合
性
が
十
分
で
な
い
。
安
全
保
障
な
ど
は
む
し
ろ
タ
ブ
ー
視

さ
れ
、
避
け
て
通
っ
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
は
こ
れ
ら
の
点
を
克
服
し
、
新
し
い
文
明
理
念
の
確
立
を
目
標
に
、
国
際
的
視
野
と
展

望
を
も
っ
た
ビ
》
ン
ヨ
ン
を
打
ち
立
て
、
望
ま
し
く
か
つ
実
現
可
能
な
国
家
目
標
を
示
す
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
研

究
活
動
を
通
じ
て
学
界
に
創
造
的
息
吹
き
を
送
り
こ
む
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

理
想
的
な
目
的
・
目
標
を
設
定
す
る

戸
Ｉ
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標
と
は
「
付
帯
条
件
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
①
十
年
後
を
志
向
、
②
イ
ン
プ
ッ
ト
は
学
識
経
験
者
の
知
識
と
知
恵
（
情
念
に
も
と
づ
く

直
感
）
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
提
言
、
③
完
成
期
限
は
一
九
七
九
年
二
月
、
と
し
た
。

目
的
・
目
標
達
成
の
た
め
の
代
替
案
を
自
由
・
大
胆
に
発
想
す
る

Ｄ

か

ス

》

代
替
案
を
基
準
に
よ
り
箭
い
分
け
整
理
す
る

こ
の
作
業
は
ブ
レ
ー
ン
・
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
行
な
い
、
各
作
業
部
会
の
主
テ
ー
マ
と
の
合
理
的
な
整
合
を
計
っ
た
。

こ
の
作
業
に
よ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
第
一
次
の
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
（
Ｆ
・
Ｄ
）
で
あ
る
・
こ
れ
を
図
５
に
示
す
。

図4 目的展開図

新しい文明社会を創造する

、緬繊か，
文明的混迷の中にある人類社会に

方向性を与える

、緬徽か，
日本が世界平和のリーダーシップ

n""
をとる

◎国際社会における日本の役割を明

確にし、その責任を果たす

n""か，
日本の自由と秩序を維持する

、阿繊か，
日本の自由主義体制を維持する

n"か’
日本の自由主義体制を改善する

■

r



6庵第III部 1 ナショナル・ゴール研究の方法論

図5ナショナル･ゴール設定のファンクション･ダイヤグラム
（1978.4.15総会提出案）

慨;竺二
| ･;撫榊細妓械を…ｲｽﾑを蒐III"5●宗教教育・道徳敬育を

期待される日本人

を育成する
●敬育の国際化をはかる みなおす

●創造性ある日本人を青●家庭の機能を強化する

成する ●従来の家庭牧育・学校

牧育・社会敬育を再検

討する

●大学の国際的協力体制

の確立

●教員の資質の向上をは

かる

●エリート教育の制度を

確立する

●科学技術教育を改善す

る

(收育研究部会）

(付帯条件）

①10年後を志『,l

②デザインの範朋
i)インプ，卜；

学識維驍肴の

知識と知忠

ii)アウトブ.ゾト：

提言

③完成期限：
1979.2.1

’

●外交のあり方を検討し

外交政策を確立する

●民主主雅政論のあり方

を検討し、 日本剛民主

主穫と日本刑福祉を剛

立する

●同士開発を再検討する

国際社会におけ

る日本の役削を

明確にし、その

責f服を果たす

文明的i兇迷の

中にある人顛

社会に方ﾘﾘ性

を与える

倒際性のある政論

体制を硴立する
~

I|{"柵究澗桧’
(堆本目的）

(総合班）
(上位目的）
(文明と宗敬
研究部会） ’

●国家総合安全保障政煎

を確立する

●自由圏が協力する

●自衛隊の組織と制度を

再検討する

●国民に岡を守る気概を

与える

●耶蛎~外交・資i脇エ

ネルギー・食機などの

総合戦略を確立する

●共産主雅諸岡の動向を

分析する

●日米安保条約を見直す

●憲法を見直す

刷家の安全を保障

する
~

(安全保障研究部会）

●援助の哲学を確立する

●総済安全保障と国際分

業のあり方を検討する

●企業・社会・技術の発

展と整合をはかる

●多国籍企業のあり方を

検討する

●地域との協力体制を再

検討する

●食臘・資源・エネルギ

ーに対する総合戦略を

確立する

共存共栄の経済体

制を確立する

(経済研究部会）

憐’嫌芳）
●地域に適合した技術を ●海洋技術を開発する

開発する

●科学技術を振興する

世界に貢献する自

主技術を開発する

(創造科学研究部会）

日本のナショナ

ル~ゴールを般

定する

有効なナショナ

ル・ゴールを設

定する

ナショナル・ゴ

ール研究の新し

い方法論を確立

する



汚
図
に
お
い
て
基
本
目
的
よ
り
右
の
機
能
は
達
成
手
段
を
示
し
て
い
る
。
四
角
で
囲
っ
て
い
る
も
の
が
一
次
機
能
（
目
的
）
で
あ
る
。

６
そ
の
あ
と
に
右
に
記
入
し
て
い
る
も
の
は
二
次
お
よ
び
三
次
の
機
能
で
あ
る
。
企
画
会
議
で
は
各
部
会
に
対
応
す
る
一
次
機
能
に
視

点
を
置
き
、
そ
れ
以
下
の
手
段
は
参
考
程
度
に
と
ど
め
た
。
そ
れ
は
各
部
会
独
自
の
展
開
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
も
の
と
判
断
し
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
第
一
次
Ｆ
・
Ｄ
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
理
想
シ
ス
テ
ム
の
ス
ケ
ル
ト
ン
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
統
一
、

総
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｐ
．
Ｄ
法
は
演
鐸
的
、
目
的
志
向
的
な
方
法
で
あ
る
。
分
析
的
・
実
証
的
な
帰
納
法
と
は
異
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
設
計
思
想
す
な

わ
ち
構
想
を
重
視
す
る
。
し
か
も
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
人
間
の
直
観
に
終
始
依
存
す
る
。
直
観
は
そ
の
人
の
経
験
、
知
識
と
く
に
歴
史

的
脈
絡
に
お
け
る
洞
察
、
ひ
ら
め
き
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
の
先
見
力
も
含
め
た
コ
ン
ピ
ー
テ
ン
ス
で
あ
る
。

し
か
し
一
個
人
で
壮
大
な
学
際
的
研
究
は
今
日
不
可
能
で
あ
る
。
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
複
数
の
個
人
に
よ

る
シ
ナ
ー
ジ
ー
効
果
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
参
画
し
て
い
る
個
人
た
ち
の
能
力
が
不
足
す
る
と
チ
ー
ム
の
コ
ン
ピ
ー
テ
ン
ス

は
劣
り
、
必
然
的
に
結
論
も
劣
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
方
法
論
の
罪
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ベ
ス
ト
の
個

人
達
を
参
画
し
て
も
ら
う
方
法
も
含
め
た
も
の
に
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
は
こ
れ
で
最
後
の
も

の
で
は
な
い
。
限
り
な
い
理
想
の
追
求
が
わ
れ
わ
れ
の
使
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
よ
り
良
い
方
法
論
へ
発
展

さ
せ
、
理
想
追
求
の
手
段
と
し
て
役
立
た
せ
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

(5)

結

言
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こ
の
報
告
は
、
一
九
七
四
年
九
月
末
「
日
本
の
危
機
と
新
し
い
希
望
」
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
の
第
一
線
の
学
界
人
七
百
名
に
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
な
お
回
収
は
九
十
二
通
で
あ
っ
た
。

Ａ
日
本
の
当
面
す
る
危
機
の
実
態
に
つ
い
て
危
機
度
の
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
順
に
お
書
き
下
さ
い
。
（
カ
ッ
コ
内
の
数
字

一

、

教

育

（

六

四

三

）

二

、

マ

ス

コ

ミ

（

四

八

九

）

三

、

イ

ン

フ

レ

（

四

六

七

）

四

、

民

主

主

義

政

治

（

四

四

二

五

、

食

職

、

資

源

三

四

八

）

六

、

外

交

（

二

二

九

）

七

、

人

口

二

三

六

）

八

、

防

衛

二

二

○

）

九
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
二
○
九
）
一
○
、
司
法
（
八
）
二
、
科
学
技
術
（
七
）

日
本
の
危
機
は
精
神
的
危
機
、
魂
の
荒
廃
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
「
危
機
は
精
神
上
と
物
質
上
と
か
ら
見
ら

れ
る
が
、
と
く
に
日
本
に
つ
い
て
は
精
神
上
か
ら
の
も
の
が
マ
ス
コ
ミ
、
教
育
上
か
ら
惹
起
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
マ
ス

コ
ミ
、
教
育
は
、
相
互
に
メ
デ
ィ
ア
の
上
か
ら
も
関
連
が
深
い
」
「
鬼
に
金
棒
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
日
本
は
い
ち
早
く
欧
米
か
ら

は
ウ
エ
ー
ト
付
け
し
た
点
数
の
合
計
）

(1)
二
、
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果

一
九
七
四
年
九
月
実
施
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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上
記
Ｂ
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
で
、
直
接
間
接
に
占
領
政
策
と
関
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
外
形
的
に
立
ち
直
っ
た
か
に
見
え
て

も
、
敗
戦
の
後
遺
症
は
い
ま
だ
に
そ
の
影
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
人
間
形
成
の
場
の
喪
失
、
家
庭
に
お
け
る
膜
も
、
初
等
・
中
等
に
お
け
る
公
共
心
の
教
育
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
も

の
は
、
出
世
主
義
的
受
験
教
育
と
他
人
を
押
し
の
け
る
実
力
養
成
だ
け
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
無
茶
苦
茶
な
経
済
成
長
の

姿
勢
と
一
体
を
な
し
て
い
る
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
反
応
の
一
般
化
、
怠
惰
な
大
衆
と
そ
れ
に
迎
合
す

得
た
金
棒
で
も
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
弱
小
国
家
を
躁
蛎
し
た
。
そ
の
勢
い
を
か
っ
て
、
本
家
の
鬼
に
ま
で
立
ち
向
か
っ
て
敗
れ
た
の
で
、

金
棒
の
み
な
ら
ず
鬼
の
魂
ま
で
見
失
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
虚
脱
状
態
が
起
こ
る
か
と
い
え
ば
、
自
ら
創
造
し
た
も
の

で
は
な
く
て
、
借
り
物
（
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
」

Ｂ
日
本
の
危
機
の
根
本
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。

一
、
民
主
主
義
の
は
き
違
い
（
八
九
）
二
、
共
産
主
義
（
七
三
）

三

、

現

行

憲

法

（

六

四

）

四

、

戦

後

の

偏

向

教

育

（

五

三

）

五
、
人
間
形
成
の
場
の
喪
失
（
五
二
六
、
政
治
家
の
大
衆
迎
合
（
五
○
）

七

、

思

考

力

の

不

足

（

四

二

八

、

エ

ゴ

イ

ズ

ム

の

増

大

（

三

九

）

九

、

創

造

性

の

欠

如

（

三

三

）

一

○

、

戦

前

派

の

虚

脱

・

無

発

言

三

五

）

一
一
、
マ
ス
コ
ミ
二
八
）

上
記
Ａ
と
比
べ
て
総
合
点
数
が
低
い
の
は
、
根
本
原
因
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
数
が
、
二
、
三
点
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
Ｃ
に
っ

い
て
も
同
じ
。
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一
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
世
論
形
成
二
二
五
）
二
、
公
正
な
る
社
会
団
体
、
国
民
運
動
の
形
成
（
八
九
）

三

、

憲

法

改

正

（

三

八

）

四

、

現

行

憲

法

の

厳

正

な

る

履

行

（

二

七

）

五
、
上
記
の
目
標
達
成
の
た
め
の
漸
進
的
解
決
（
二
二

長
期
的
に
は
教
育
、
短
期
的
に
は
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
新
し
い
国
民
世
論
の
形
成
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
解
答
が
一
番
多
く
、
こ
れ

以
外
の
意
見
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ぬ
く
ら
い
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
た
解
答
で
あ
っ
た
。

「
長
期
的
に
は
教
育
制
度
の
根
本
的
改
善
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
短
期
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
で
個
々
の
解
決
を
し
て
ゆ
く

以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
人
口
、
食
糧
事
情
の
改
善
、
イ
ン
フ
レ
の
抑
制
策
、
政
治
家
が
姿
勢
を
正
す
こ
と
、
等
々
で
す
。
し
か
し
、

真
の
解
決
は
長
期
に
わ
た
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
の
神
仏
あ
る
教
育
の
実
施
で
し
ょ
う
」
「
簡
単
に
解
決
が
出
来
る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
経
済
的
、
資
源
的
に
、
ま
た
は
食
糧
問
題
で
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
に
達
し
て
、
既
成
の
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
た
と

こ
ろ
か
ら
新
し
い
健
全
な
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
少
し
で
も
人
為

る
マ
ス
コ
ミ
な
ら
び
に
定
見
の
な
い
政
治
家
た
ち
」

Ｃ

長

期

・

短

期

の

解

決

策

に

つ

い

て

。

▽
長
期

一
、
教

三
、
国

五
、
良

▽
短
期 教

育
二
七
九
）

国
民
運
動
（
三
九
）

良
識
あ
る
人
々
の
積
極
的
発
言
（
二
八
）

二
、
国
民
の
総
結
集
と
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
世
論
形
成
（
八
○
）

四
、
憲
法
改
正
（
三
六
）



卸

こ
の
報
告
は
一
九
七
五
年
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
十
九
日
ま
で
の
五
十
日
間
に
わ
た
る
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
、
国
内
六
六
○
、

韓
国
四
○
○
、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
三
○
○
、
ア
メ
リ
カ
四
○
、
計
一
、
四
○
○
人
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
で
送
付
し
た
。
日
本

お
よ
び
韓
国
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
、
お
よ
び
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
さ
れ
る
方
々
を
対
象
と
し
、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
ぎ
ぎ
】
の

ぎ
９
日
ｇ
の
言
日
匡
一
九
七
四
～
七
五
年
版
よ
り
抽
出
し
た
。
ア
メ
リ
カ
四
○
人
は
い
ず
れ
も
州
立
大
学
総
長
で
あ
る
。
対
象
が

国
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
便
宜
上
の
た
め
で
あ
り
、
国
際
会
議
の
準
備
に
当
っ
て
、
日
本
お
よ
び
世
界
の
良
識
あ
る
知
識
人
の
、
平

和
に
対
す
る
一
般
的
意
識
を
調
査
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
通
常
の
ア
ン
ケ
ー
ト
手
法
に
沿
う
も
の
で
な
い
こ
と

を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

的
に
よ
り
よ
い
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
界
に
お
け
る
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
想
定
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
わ
れ
わ
れ
も
努

め
る
と
同
時
に
、
教
育
体
制
の
中
に
こ
れ
を
生
か
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
今
日
の
危
機
克
服
の
根
本
的
カ
ギ
は
新
し
い
思

想
を
創
造
し
得
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
人
類
は
今
、
思
想
確
立
の
基
礎
条
件
と
し
て
の
存
在
観
の
根
本
的
転
換
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
①
発
想
の
転
換
（
グ
ロ
ー
バ
ル
な
発
想
）
②
価
値
観
の
転
換
、
③
人
間
か
ら
神
へ
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
克
服
）

④
歴
史
観
の
確
立
（
階
級
闘
争
史
観
の
克
服
）
の
四
つ
に
要
約
し
得
る
」

回
答
者
数
は
、
日
本
五
八
、
韓
国
五
一
、
イ
ン
ド
一
二
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
四
、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
七
カ
国
二
、
ア
メ
リ
カ
七
、
合

調
査
の
概
要

(2)

一
九
七
五
年
十
月
実
施
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
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計
一
四
三
で
あ
っ
た
。

一
、
満
足
し
て
い
る
二
一
・
八
％
）

一
と
答
え
た
七
名
の
回
答
者
は
「
絶
対
的
な
平
和
は
あ
り
得
な
い
。
現
在
は
一
応
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
た
政
治
的
均
衡
が

保
た
れ
て
い
る
。
日
本
は
三
十
年
間
平
和
の
時
代
に
生
き
、
さ
し
迫
っ
て
戦
争
の
起
こ
る
危
険
性
が
な
い
の
で
、
こ
れ
位
の
相
対
的

平
和
で
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
要
約
さ
れ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
二
名
の
回
答
は
「
大
き
い
戦
争
が
な
い
と
い
う
意
味
で
満
足
」

二
、
満
足
し
て
い
な
い
（
八
六
・
八
％
）

二
と
答
え
た
日
本
の
四
六
名
の
回
答
の
要
旨
。

ａ
本
質
的
に
不
安
定
で
平
和
の
基
盤
が
確
立
し
て
い
な
い
。
国
連
で
は
平
和
が
忘
れ
ら
れ
、
国
際
間
の
問
題
解
決
の
ル
ー
ル
が

確
立
し
て
い
な
い
た
め
満
足
な
対
話
が
で
き
な
い
。

ｂ
力
の
バ
ラ
ン
ス
、
平
和
共
存
に
よ
る
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。
米
ソ
の
デ
タ
ン
ト
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
域
紛
争
は

ｃ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
世
界
観
・
思
想
・
文
化
）
の
違
い
で
対
立
す
る
限
り
、
平
和
は
期
待
で
き
な
い
。

ｄ
軍
拡
が
続
き
、
利
害
と
権
力
の
衝
突
、
場
合
に
よ
っ
て
は
武
力
に
よ
り
国
境
を
変
更
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
国
が
あ
る
。
そ

の
た
め
世
界
各
地
で
は
未
だ
に
紛
争
や
テ
ロ
活
動
が
絶
え
な
い
。

二
と
答
え
た
ア
メ
リ
カ
の
七
名
の
回
答
の
要
旨
。

Ｉ
世
界
の
現
状
の
「
平
和
」
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。

増
大
し
て
い
る
。
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ｂ
大
国
の
力
の
構
造
が
不
均
衡
か
つ
不
安
定
で
あ
り
、
世
界
秩
序
へ
の
同
意
が
欠
如
し
て
い
る
。
国
連
の
失
敗
。
〃
平
和
″
と

い
う
こ
と
自
体
あ
て
に
な
ら
な
い
。

ｃ
わ
が
国
（
ア
メ
リ
カ
）
は
浅
は
か
に
も
〃
デ
タ
ン
ト
〃
に
力
を
注
い
で
い
る
。
共
産
主
義
者
が
「
解
放
戦
争
」
「
革
命
的
戦
争
」

を
遂
行
す
る
背
景
に
あ
る
不
安
定
な
「
恐
怖
の
均
衡
」
。

ｄ

と

く

に

中

東

情

勢

の

不

安

定

。

二
と
答
え
た
イ
ン
ド
一
○
名
の
回
答
要
旨
。

ａ
世
界
戦
争
は
な
い
が
局
地
戦
争
が
あ
る
。

ｂ
最
も
平
和
を
望
み
、
必
要
な
発
展
途
上
国
が
戦
争
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
軍
事
費
が
開
発
を
遅
ら
せ
る
主
因
と
な
っ
て
い
る
。

ｃ
物
理
的
・
精
神
的
・
霊
的
力
の
相
互
間
に
全
人
間
的
な
調
和
が
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
紛
争
の
調
停
者
と
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
の
中
東
で
の
働
き
」
「
紛
争
の
調
停
者
バ
チ
カ
ン
市
国
」
「
国

際
司
法
裁
判
所
（
オ
ラ
ン
ダ
）
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
平
和
共
存
の
新
し
い
可
能
性
」
「
日
韓
の
一
致
し
た
努
力
」
「
日

本
は
供
給
を
目
的
に
国
際
関
係
に
依
存
す
る
典
型
的
な
工
業
国
で
あ
る
」
と
日
本
の
平
和
へ
の
寄
与
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
、

反
面
、
「
わ
が
国
（
ア
メ
リ
カ
）
は
経
済
援
助
し
て
い
る
が
政
治
的
意
図
に
お
い
て
不
純
」
と
自
信
喪
失
の
意
見
も
み
ら
れ
た
。

ａ
国
際
関
係
に
お
い
て
暴
力
が
未
だ
に
支
配
的
で
あ
り
、
破
壊
兵
器
の
強
大
化
に
よ
っ
て
そ
れ
が
人
間
の
管
理
能
力
を
上
ま
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
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第
一
位
ア
メ
リ
カ
（
二
四
・
四
％
）
、
第
二
位
ス
イ
ス
二
三
・
二
％
）
、
第
三
位
日
本
二
二
・
○
％
）
、
第
四
位
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
（
九
・
五
％
）
、
第
五
位
西
ド
イ
ツ
（
六
・
二
％
）
、
第
六
位
イ
ギ
リ
ス
（
五
・
二
％
）
、
第
七
位
デ
ン
マ
ー
ク
（
五
・
○
％
）

第
八
位
フ
ラ
ン
ス
（
三
・
五
％
）
、
第
九
位
イ
ン
ド
（
三
・
二
％
）

こ
の
統
計
に
お
い
て
日
韓
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
圧
倒
的
で
あ
る
た
め
、
日
本
が
世
界
平
和
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
パ
ー
セ
ン
テ
ー

ジ
は
高
い
。
た
だ
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
回
答
で
は
第
一
位
が
日
本
で
、
第
二
位
が
ア
メ
リ
カ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

韓
国
で
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
上
位
に
挙
げ
て
い
る
。
イ
ン
ド
か
ら
の
回
答
で
、
自
国
が
一
番
世
界
平
和

に
貢
献
し
て
い
る
と
の
自
負
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
を
列
挙
す
る
と
、

ａ
軍
事
力
に
よ
っ
て
貢
献
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
）

ｂ
デ
タ
ン
ト
を
作
り
出
し
て
い
る
、
戦
略
交
渉
（
ア
メ
リ
カ
）

ｃ
経
済
的
健
全
性
（
ア
メ
リ
カ
、
西
ド
イ
ツ
、
日
本
）

．
中
立
政
策
国
（
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

ｅ
文
化
的
貢
献
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
等
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

ｆ
共
産
主
義
と
一
線
を
画
し
て
い
る
（
韓
国
）

こ
の
他
日
本
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
「
平
和
憲
法
の
定
着
化
」
「
日
本
は
情
操
豊
か
な
国
で
中
立
の
国
ゆ
え
戦
火
を
好
ま
ぬ
。
世
界

を
見
、
私
の
貧
し
い
外
国
生
活
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
日
本
ほ
ど
今
世
界
平
和
を
呼
び
か
け
ら
れ
る
国
は
な
．
い
と
し
み
じ

Ⅱ
ど
こ
の
国
が
最
も
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
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み
思
っ
た
」
等
、
平
和
国
家
日
本
の
自
信
に
満
ち
た
回
答
の
反
面
、
「
国
連
中
心
の
ご
都
合
主
義
で
他
の
国
か
ら
信
用
さ
れ
て
い
な

い
」
「
中
共
と
も
手
を
つ
な
ぎ
、
む
し
ろ
革
命
を
世
界
に
呼
び
か
け
、
世
界
を
戦
火
に
巻
き
込
む
危
険
を
作
っ
て
い
る
」
「
も
と
も

と
好
戦
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
在
の
無
防
備
が
却
っ
て
戦
争
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
」
「
日
本
は
現
在
を
生
き
る
の
に
精
一
杯
で
世

界
的
視
野
に
欠
け
、
経
済
外
交
、
軍
事
面
で
も
消
極
的
で
あ
る
か
ら
」
等
、
自
国
に
対
す
る
消
極
的
評
価
も
み
ら
れ
た
。

次
に
イ
ン
ド
か
ら
は
「
Ｍ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
教
示
に
基
づ
く
世
界
問
題
に
対
す
る
哲
学
的
取
り
組
み
、
民
主
主
義
・
社
会
主
義
・
安

全
主
義
に
よ
っ
て
い
る
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
を
し
な
い
、
侵
略
的
姿
勢
を
示
さ
な
い
」
「
力
の
傘
に
入
ら
ず
、
軍
事
費
に
多

額
の
金
を
使
わ
な
い
」
「
発
展
途
上
国
と
の
協
調
を
考
え
て
い
る
」
等
の
自
国
の
平
和
へ
の
寄
与
が
語
ら
れ
、
「
ア
メ
リ
カ
は
国
際

的
に
英
語
を
ひ
ろ
め
、
後
進
国
に
経
済
援
助
を
続
け
て
い
る
」
と
ア
メ
リ
カ
の
世
界
平
和
に
対
す
る
寄
与
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
は
、
健
全
な
社
会
体
制
と
国
際
関
係
に
お
け
る
穏
健
な
態
度
で
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
評
価
が
み
ら
れ
る
。

第
一
位
ソ
連
（
三
三
・
○
％
）
、
第
二
位
中
国
（
二
四
・
一
％
）
、
第
三
位
北
朝
鮮
二
八
・
九
％
）
、
第
四
位
ア
メ
リ
カ
（
九
・

○
％
）
、
第
五
位
ア
ラ
ブ
（
三
・
六
％
）
、
第
六
位
イ
ス
ラ
エ
ル
（
二
・
五
％
）

「
全
世
界
赤
化
政
策
、
侵
略
主
義
を
捨
て
て
い
な
い
」
「
神
無
き
唯
物
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
戦
略
戦
術
」
「
独
裁
制
」
等

に
対
す
る
脅
威
感
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
第
一
位
か
ら
三
位
ま
で
が
共
産
国
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

ソ
連
に
対
し
て
は
、
「
世
界
に
お
け
る
核
保
有
国
の
最
た
る
も
の
、
強
剛
な
る
戦
略
的
大
国
で
あ
り
、
領
土
欲
が
強
烈
」
（
日
本

111

ど
こ
の
国
が
最
も
世
界
の
平
和
へ
の
脅
威
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
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よ
り
）
、
「
自
由
世
界
内
で
共
産
主
義
の
浸
透
を
バ
ッ
ク
に
力
を
誇
示
し
、
時
が
熟
せ
ば
政
府
を
打
倒
す
る
傾
向
が
あ
る
」
「
食
糧

供
給
力
の
不
足
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）

中
国
に
対
し
て
は
、
「
既
存
利
権
に
お
い
て
不
満
足
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
信
奉
」
「
盲
目
的
愛
国
心
」
（
ィ

ま
ず
ａ
の
世
界
戦
争
の
場
合
か
ら
述
べ
る
と
、
大
半
が
「
世
界
的
規
模
の
戦
争
は
あ
り
得
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
地
域
戦
争
か
ら

世
界
戦
争
へ
の
発
展
の
危
険
性
、
中
ソ
、
米
ソ
の
対
立
を
挙
げ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
次
に
世
界
戦
争
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら

％
ー

ｂ
地
域
戦
争
の
場
合

第
一
位
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
（
二
八
・
三
％
）
、
第
二
位
政
治
的
要
因
（
二
○
・
二
％
）
、
第
三
位
民
族
的
対
立
二
九
・
四

％
ー

ン
ド
よ
り
）

ａ
世
界
戦
争
の
場
合

第
一
位
経
済
的
要
因
（
三
四
・
○
％
）
、
第
二
位
政
治
的
要
因
（
二
六
・
五
％
）
、
第
三
位
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
二
七
・
三

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
不
信
感
が
イ
ン
ド
以
西
の
ア
ジ
ア
に
広
く
み
ら
れ
る
。
「
誤
っ
た
指
導
性
」
「
武
器
を
他
国
に
供
与
」

「
兵
器
生
産
」
等
の
批
判
が
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
ア
ラ
ブ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
は
、
「
民
族
感
情
」
が
主
な
脅
威
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

Ⅳ
今
後
の
戦
争
の
主
要
な
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
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第
一
位
軍
事
力
の
バ
ラ
ン
ス
三
九
・
一
％
）
、
第
二
位
平
和
教
育
二
七
・
五
％
）
、
第
三
位
経
済
・
技
術
的
協
力
二
七
・

五
％
）
、
第
四
位
軍
縮
二
三
・
五
％
）
、
第
五
位
国
連
（
九
・
一
％
）
、
第
六
位
宗
教
、
道
徳
の
復
興
（
八
・
九
％
）
、
第
七
位
国

連
に
か
わ
る
国
際
機
櫛
（
四
・
四
％
）

「
当
面
は
軍
事
力
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
人
間
性
の
啓
発
、
新
し
い
平
和
哲
学
の
考
察
、
教
育
に
よ
り
人
間
性
を
高

め
、
国
境
・
人
種
・
宗
派
を
越
え
た
相
互
理
解
と
尊
重
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
和
が
達
成
さ
れ
よ
う
」
と
い
う
の
が
、
コ
メ

め
、
国
境
・
人
種
・
｛

ン
卜
の
大
意
で
あ
る
。

れ
た
も
の
は
、
「
戦
争
は
天
災
地
変
と
異
な
っ
て
人
間
が
起
こ
さ
な
い
限
り
起
こ
ら
な
い
・
人
間
の
気
持
ち
の
う
ち
、
権
力
欲
、
名
誉
欲
、

支
配
欲
が
戦
争
の
主
原
因
で
あ
る
」
「
経
済
の
み
に
走
る
人
間
性
の
欠
陥
、
人
心
の
不
安
、
道
徳
低
下
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
混
乱
」
「
外

国
の
民
族
の
生
活
に
対
す
る
無
知
」
等
、
人
間
的
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
戦
争
の
要
因
は
複
雑
だ
が
政
治
的
要
因
が
常
に
大
き
い
」
「
政
治
的
要
因
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
は
一
体
不
離
で
あ
る
」

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
、
経
済
的
要
因
、
宗
教
的
対
立
の
三
項
は
と
く
に
強
く
相
互
作
用
す
る
」
「
す
べ
て
の
要
因
が
複
雑
に
か
ら

ん
で
い
る
の
が
現
代
的
で
あ
る
」
等
あ
ら
ゆ
る
要
因
の
相
互
関
連
性
の
指
摘
が
目
立
っ
た
。

次
に
ｂ
の
地
域
戦
争
の
場
合
は
、
戦
争
の
原
因
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
ａ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
ａ
と
比
較
し
て
、
地
域
紛
争
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
宗
教
的
・
民
族
的
対
立
が
大
き
な
要
因
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

日
本
よ
り
「
日
本
が
筋
の
通
っ
た
立
派
な
国
と
な
っ
て
自
己
を
省
み
な
い
程
の
献
身
的
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
り
」
、
ま
た
ア
メ

Ｖ
世
界
の
平
和
は
何
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
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リ
カ
よ
り
「
相
互
軍
縮
の
必
要
性
」
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

第
Ⅱ
の
設
問
と
大
半
が
重
複
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
世
界
平
和
へ
の
貢
献
度
の
絶
対
的
自
信
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
世
界
平
和
へ

の
貢
献
度
の
自
己
評
価
を
比
較
し
て
み
る
と
興
味
深
い
・

日
本
で
は
「
日
本
国
憲
法
第
九
条
で
曲
が
り
な
り
に
も
日
本
は
平
和
で
あ
る
。
世
界
も
こ
れ
を
見
習
っ
て
い
る
と
思
う
」
「
平
和

ム
ー
ド
を
国
連
、
国
会
、
マ
ス
コ
ミ
に
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
手
放
し
の
平
和
国
家
日
本
の
讃
美
か
ら
、
「
無
害
国
」
「
紛
争
の

タ
ネ
を
生
ん
だ
り
、
そ
れ
を
か
き
立
て
た
り
し
な
い
か
ら
」
「
自
衛
隊
の
存
在
は
あ
る
に
し
て
も
反
面
、
経
済
・
学
術
・
文
化
の
発

達
に
よ
っ
て
貢
献
し
て
い
る
」
等
の
軍
事
的
脅
威
が
な
い
、
と
い
う
消
極
讃
美
論
ま
で
あ
る
が
、
反
面
、
「
国
力
が
弱
い
の
で
影
響

力
・
指
導
性
が
な
い
」
等
、
設
問
Ⅱ
と
同
様
、
自
己
批
判
の
声
も
多
い
。

ａ

ま

ず

、

日

本

か

ら

述

べ

よ

う

。

「
今
、
す
ぐ
に
核
兵
器
を
も
つ
」
こ
と
に
対
し
て
は
０
で
あ
る
。
「
い
つ
で
も
核
を
も
て
る
準
備
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意

見
が
第
一
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
永
久
に
も
つ
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
意
見
と
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

「
い
つ
で
も
核
を
も
て
る
準
備
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
と
し
て
「
独
立
国
は
自
国
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
南

ア
ジ
ア
を
旅
し
て
思
う
こ
と
は
軍
事
力
の
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
日
本
は
三
日
で
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
わ
さ
れ
た
」

Ⅵ
自
国
は
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。

Ⅶ
自
国
は
将
来
、
核
兵
器
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
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「
空
手
や
剣
道
、
拳
法
を
体
得
す
る
の
は
自
己
防
衛
が
本
義
、
抑
止
力
に
な
る
」

次
に
「
永
久
に
も
つ
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
と
し
て
、
「
戦
争
の
た
め
の
核
は
持
つ
べ
き
で
は
な
い
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

等
、
平
和
利
用
の
た
め
の
技
術
研
究
は
必
要
」
「
も
つ
べ
き
で
は
な
い
が
自
国
防
衛
を
準
備
す
べ
き
」
「
も
た
な
い
方
が
安
全
、
ど

の
国
も
恐
ら
く
永
久
に
使
わ
な
い
と
思
う
」
等
が
挙
げ
ら
れ
、
コ
メ
ン
ト
が
多
い
の
が
特
徴
。

ｂ
次
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
「
永
久
に
も
つ
べ
き
で
は
な
い
」
は
皆
無
で
あ
り
、
「
す
ぐ
に
核
武
装
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
設
問
は
ア
メ
リ
カ
の
場
合
愚
問
で
あ
っ
た
。

「
力
の
均
衡
維
持
の
た
め
必
要
」
「
過
剰
な
人
殺
し
は
過
剰
な
防
衛
で
あ
る
。
相
互
の
軍
縮
を
予
見
に
基
づ
く
安
全
性
に
よ
っ
て

進
め
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

ｃ
韓
国
に
お
い
て
は
、
「
い
つ
で
も
核
を
も
て
る
準
備
を
す
べ
き
で
あ
る
」
（
四
五
・
一
％
）
、
「
す
ぐ
に
核
武
装
す
べ
き
で
あ

る
」
（
三
五
・
三
％
）
と
核
武
装
支
持
が
目
立
っ
た
。
｝
」
れ
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
が
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。

第
一
位
「
い
か
に
平
和
の
た
め
で
も
自
ら
の
国
家
が
共
産
主
義
化
す
る
の
は
い
や
だ
」
（
六
四
・
一
％
）
、
第
二
位
「
い
か
に
平

和
の
た
め
で
も
生
活
水
準
の
向
上
を
犠
牲
に
し
た
く
な
い
」
二
三
・
○
％
）
、
第
三
位
「
戦
争
さ
え
避
け
ら
れ
る
な
ら
何
を
犠
牲

に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
（
三
・
八
％
）

設
問
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
た
め
か
、
そ
の
他
の
項
目
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ａ

日

本

よ

り

Ⅷ
自
国
に
と
っ
て
ど
ん
な
平
和
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
か
。

r

L
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「
真
の
自
由
、
個
人
の
自
覚
に
立
っ
た
平
和
。
自
由
を
守
る
た
め
な
ら
戦
争
も
や
む
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
」
「
心
の
自
由
な
交

流
の
で
き
る
社
会
の
維
持
が
出
来
れ
ば
、
た
と
え
対
立
が
あ
っ
て
も
そ
の
社
会
は
平
和
な
社
会
と
い
っ
て
よ
い
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
緊
張
ふ
く
み
の
平
和
が
相
対
的
に
最
も
望
ま
し
い
」
「
人
類
の
一
員
と
し
て
文
化
的
・
住
居
的
・
生
活
的
に
向
上
を
目
指
し
、

世
界
の
人
達
に
寄
与
で
き
る
体
制
が
望
ま
し
い
」
「
世
界
連
邦
の
建
設
」
「
四
海
同
胞
化
」

「
自
国
を
共
産
化
し
な
い
一
」
と
が
基
本
的
条
件
で
あ
り
、
宗
教
的
で
あ
り
、
文
化
的
生
活
水
準
が
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
た
宇
宙

大
家
族
的
な
平
和
が
望
ま
し
い
」
「
世
界
国
家
的
平
和
を
願
う
」
「
民
主
主
義
パ
タ
ー
ン
の
上
に
た
っ
た
福
祉
国
家
を
通
し
て
の

平
和
」
「
平
和
的
で
民
主
的
な
選
択
を
前
提
と
し
、
平
和
共
存
を
希
望
す
る
」
「
真
実
の
平
和
の
た
め
で
あ
る
な
ら
、
ど
ん
な
犠

牲
を
も
い
と
わ
な
い
」
「
人
間
の
知
識
的
次
元
や
国
際
政
治
的
次
元
に
お
い
て
の
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。
原
理
（
天
道
）

に
立
脚
し
た
平
和
が
真
の
平
和
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
天
」
の
御
旨
に
あ
っ
た
平
和
を
う
ち
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

．
イ
ン
ド
よ
り
「
戦
争
を
抑
止
す
る
国
内
的
チ
ェ
ッ
ク
と
利
己
的
利
用
を
不
可
能
に
し
た
平
和
」
「
貧
困
の
追
放
、
内

ｂ

ア

メ

リ

カ

よ

り

第
一
位

外
の
発
展
を
伴
っ
た
平
和
」
「
犠
牲
を
伴
っ
た
平
和
」

ｃ

韓

国

よ

り

Ⅸ
非
共
産
ア
ジ
ア
は
ど
こ
へ
行
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

「
自
己
防
衛
の
原
則
に
立
脚
し
た
平
和
」
「
相
互
尊
重
・
自
由
・
尊
厳
を
も
と
に
し
た
民
主
主
義
、
自
由
世
界
で
の
平
和
」

「
非
共
産
ア
ジ
ア
諸
国
の
連
帯
を
強
化
し
、
独
自
の
路
線
を
開
発
す
る
」
（
五
○
・
○
％
）
、
第
二
位
「
欧
米
と
の
関
係

』

凸
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を
緊
密
に
す
る
」
（
二
九
・
一
％
）
、
第
三
位
「
共
産
主
義
諸
国
と
の
接
近
」
（
八
・
七
％
）

非
共
産
ア
ジ
ア
に
対
す
る
未
来
の
方
向
性
と
し
て
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
共
産
圏
と
の
接
近
、
欧
米
と
の
協
力

体
制
の
強
調
、
ア
ジ
ア
全
般
に
独
自
路
線
の
開
発
が
強
調
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
で
は
欧
米
と
の
緊
密
な
る
関
係
、
非
共
産
ア
ジ
ア
の
団

結
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
ア
ジ
ア
で
は
欧
米
を
頼
ら
ず
、
独
自
路
線
の
開
発
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

第
一
位
の
「
非
共
産
諸
国
の
連
帯
を
強
化
し
、
独
自
の
路
線
を
開
発
す
る
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
。

「
自
国
が
フ
ラ
フ
ラ
し
て
お
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
ダ
メ
」
「
自
国
の
経
済
発
展
を
は
か
る
」
「
各
国
は
内
政
の
質
的
向
上
に
努
め
る
」

「
日
本
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
う
中
国
に
深
入
り
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
。
日
本
が
手
本
を
示
し
た
の
で
ア
ジ
ア
の
小
国
は
み
な
中

国
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
何
と
か
生
き
の
び
よ
う
と
し
て
い
る
」
（
以
上
、
日
本
よ
り
）

韓
国
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
ま
ず
西
側
諸
国
や
非
共
産
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
連
帯
を
強
化
し
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
共
産
主
義
国

へ
の
接
近
を
は
か
る
こ
と
、
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
目
立
っ
た
。

第
二
位
「
欧
米
と
の
関
係
を
も
っ
と
緊
密
に
す
る
」
は
、
「
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
相
互
の
利
益
を
も
た
ら
す
尊
き
隣
国
で

第
三
位
「
共
産
主
義
諸
国
と
の
接
近
」
は
、
「
両
主
義
の
生
活
上
の
効
果
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
接
近
す
べ
き
で
あ
る
」

「
他
国
の
政
体
に
は
干
渉
せ
ず
、
共
産
主
義
諸
国
と
も
対
立
せ
ず
接
近
し
て
仲
よ
く
や
る
の
が
よ
い
」
「
共
産
主
義
と
か
資
本
主
義

と
か
言
っ
て
も
人
類
が
よ
り
よ
く
生
き
た
い
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
」
「
む
し
ろ
、
彼
ら
を
変
な
と
こ
ろ
に
追
い
こ
ま

な
い
よ
う
努
力
す
べ
き
で
し
ょ
う
」
「
ア
ジ
ア
は
共
産
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
行
く
べ
き
で
は
な
い
が
、
仕
方
の
な
い
現
実
で
あ
る
か

あ
る
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）

ら
」
（
以
上
、
日
本
よ
り
）
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「
そ
の
他
」
と
し
て
、
「
宗
教
、
倫
理
を
パ
タ
ー
ン
と
し
天
道
を
全
世
界
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
」
「
資
本
主
義
の
長
点
と
共
産

主
義
の
長
点
だ
け
を
採
択
す
る
新
し
い
第
三
主
義
が
発
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、
両
陣
営
の
極
対
立
を
解
消
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」

第
一
位
経
済
技
術
的
貢
献
（
四
五
・
八
％
）
、
第
二
位
文
化
的
貢
献
三
八
・
一
％
）
、
第
三
位
外
交
的
貢
献
二
六
・
○
％
）
、

第
四
位
そ
の
他
（
六
・
七
％
）
、
第
五
位
軍
事
的
貢
献
（
三
・
四
％
）

わ
が
国
の
教
授
達
の
意
識
と
海
外
の
人
々
の
期
待
と
は
大
体
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
多
少
の
違
い
が

見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
第
一
位
の
経
済
技
術
的
貢
献
は
国
内
で
は
四
五
・
一
％
で
あ
る
に
対
し
て
、
海
外
で
は
五
六
・
○
％
・
第
二
位
の
文
化

的
貢
献
は
国
内
で
三
三
・
八
％
、
海
外
で
は
一
六
・
四
％
・
第
三
位
の
外
交
的
貢
献
は
国
内
で
一
六
・
九
％
、
海
外
で
は
一
二
・
一
％
。

第
五
位
の
軍
事
的
貢
献
は
国
内
三
・
五
％
、
海
外
二
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
の
日
本
の
技
術
的
貢
献
に
対
す
る
期
待

が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
対
す
る
外
交
、
軍
事
的
期
待
が
め
だ
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を

も
う
少
し
詳
し
く
調
べ
て
み
よ
う
。

日
本
は
「
経
済
的
、
技
術
的
に
指
導
国
と
な
る
べ
き
だ
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）
、
「
政
治
、
経
済
、
技
術
面
に
て
、
平
和
政
策
の
た
め

の
協
力
支
援
が
必
要
だ
」
（
韓
国
よ
り
）
、
「
地
域
的
平
和
維
持
の
た
め
の
軍
事
力
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）
、
「
西
洋
と
東
洋
の
か
け
橋
と

し
て
の
文
化
的
貢
献
」
（
ア
メ
リ
カ
よ
り
）

（
以
上
、
韓
国
よ
り
）

Ｘ
日
本
は
世
界
平
和
の
た
め
に
い
か
な
る
貢
献
を
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
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た
だ
し
、
韓
国
よ
り
「
他
の
国
を
再
び
侵
略
し
な
い
と
い
う
国
民
的
決
意
」
「
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
罪
過
を
心
か
ら
悔
い
、

社
会
建
設
に
真
実
に
奉
仕
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
族
に
対
す
る
罪
過
を
憂
え
る
態
度
が
あ
っ
て
こ
そ
、
ア
ジ
ア
的
独
自
路
線
の
成
立
が

望
め
る
」
「
友
好
を
一
層
促
進
さ
せ
、
二
重
的
態
度
を
捨
て
る
べ
き
」
と
の
鋭
い
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
か
ら
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

「
日
本
は
世
界
平
和
の
た
め
に
経
済
、
技
術
的
貢
献
も
す
る
し
、
文
化
的
貢
献
も
す
る
」
「
学
者
（
た
だ
し
、
文
化
人
と
名
の
つ

く
偽
善
者
は
不
可
）
学
生
の
国
際
交
流
を
図
る
」
「
世
界
の
文
化
を
高
め
る
よ
う
努
力
し
、
尊
敬
さ
れ
る
国
家
に
な
る
こ
と
」
「
強

国
に
対
し
て
の
み
ペ
コ
ペ
コ
せ
ず
、
自
国
の
誇
り
を
も
ち
、
国
際
外
交
を
円
滑
に
す
る
」
「
狭
い
島
国
で
資
源
も
な
い
、
人
口
密
度

の
高
い
中
で
の
生
活
の
仕
方
と
い
う
も
の
に
理
解
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
「
国
民
生
活
の
苦
し
い
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
援
助

を
一
度
う
ち
切
り
、
不
景
気
の
経
済
の
た
て
直
し
を
世
界
に
先
が
け
て
や
る
こ
と
」
「
日
本
人
の
教
育
を
反
省
す
る
こ
と
か
ら
出
発

せ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
」

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
会
員
の
総
意
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
報
告
書
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に

よ
る
と
、
日
本
が
直
面
す
る
諸
問
題
の
中
で
最
も
危
機
度
の
高
い
も
の
は
、
教
育
、
防
衛
、
マ
ス
コ
ミ
問
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い

る
◎

(3)

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
報
告
書
作
成
に
あ
た
っ
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

〔
一
九
七
八
年
九
月
実
施
〕
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本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
ま
ず
①
世
界
の
将
来
、
②
日
本
の
将
来
、
③
今
日
の
日
本
が
当
面
す
る
問
題
の
中
で
危
機
度
の
高
い
も

の
１
１
を
問
い
、
さ
ら
に
個
別
の
問
題
（
④
国
際
関
係
、
外
交
、
⑤
安
全
保
障
、
⑥
国
内
政
治
、
⑦
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
科
学
技

術
、
③
経
済
、
な
ど
）
に
つ
い
て
意
見
と
提
言
を
求
め
て
い
る
。

ま
ず
、
世
界
の
将
来
を
ど
の
よ
う
に
予
想
し
て
い
る
か
を
見
る
と
、
「
や
や
楽
観
的
」
三
六
・
一
％
）
が
「
や
や
悲
観
的
」
（
三

一
・
四
％
）
を
お
さ
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
き
わ
め
て
悲
観
的
」
な
見
方
も
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
日
本
の

将
来
」
と
な
る
と
楽
観
と
悲
観
が
逆
転
す
る
。
「
や
や
悲
観
的
」
（
三
二
・
五
％
）
「
き
わ
め
て
悲
観
的
」
二
三
・
○
％
）
を
合

わ
せ
る
と
四
五
・
五
％
と
約
半
数
が
悲
観
視
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
「
政
治
の
貧
困
」
す
な
わ
ち
「
真
に
国
家
・
社
会
の

こ
と
を
考
え
る
政
治
家
、
政
党
の
不
在
」
二
○
人
）
に
あ
る
。
ま
た
、
「
日
本
に
は
政
治
・
経
済
・
外
交
・
軍
事
・
教
育
を
貫
く

国
家
原
理
が
な
い
た
め
、
一
九
八
○
年
代
の
日
本
を
と
り
ま
く
国
際
情
勢
と
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
対
応
か
ら
み
て
悲
観
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
」
と
の
声
も
強
い
。

次
に
、
日
本
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
中
で
、
何
を
最
も
危
機
視
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
危
機
度
の
最
も
高
い
も
の
を
一

五
点
、
以
下
一
四
点
、
一
三
点
．
．
…
・
一
点
と
ウ
エ
ー
ト
づ
け
し
て
得
点
を
総
計
し
た
結
果
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

①

教

育

（

二

、

一

四

九

点

）

②

防

衛

二

、

七

九

八

点

）

③

マ

ス

コ

ミ

二

、

五

七

九

点

）

④

外

交

二

、

一

八

九

点

）

⑤

住

民

エ

ゴ

ー

、

一

三

三

点

）

⑥

エ

ネ

ル

ギ

ー

政

策

二

、

一

○

八

点

）

⑦

政

治

シ

ス

テ

ム

二

、

○

九

七

点

）

③

憲

法

（

九

九

六

点

）

⑨

行

政

シ

ス

テ

ム

（

八

五

九

点

）

糧

（

七

八

三

点

）

⑩

食
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⑪

司

法

（

六

三

四

点

）

⑫

人

口

（

六

二

三

点

）

⑬

経

済

政

策

（

六

一

五

点

）

⑭

科

学

技

術

政

策

（

五

七

六

点

）

⑮

社

会

福

祉

（

三

八

三

点

）

⑯

そ

の

他

（

過

激

派

対

策

、

水

資

源

対

策

な

ど

）

危
機
度
の
高
い
一
位
か
ら
三
位
ま
で
の
得
点
小
計
を
み
れ
ば
、
教
育
、
防
衛
、
マ
ス
コ
ミ
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
十
年

後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
も
こ
う
し
た
問
題
を
中
心
に
す
え
て
提
言
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
会
員
の
総
意
を
こ
の
集
計

結
果
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
会
で
は
す
で
に
七
四
年
九
月
「
日
本
が
当
面
す
る
危
機
の
実
態
は
何
か
？
」
と
い
う
設
問
で
、
日
本
の
第
一
線
の
学
界
人
を
対

象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
集
計
で
は
危
機
度
の
高
い
順
に
①
教
育
、
②
マ
ス
コ
ミ
、
③
イ
ン
フ
レ
、
④

民
主
主
義
政
治
、
⑤
食
樋
・
資
源
、
⑥
外
交
、
⑦
人
口
、
③
国
防
、
⑨
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
⑩
司
法
、
⑪
科
学
技
術
、
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
比
較
し
て
み
る
と
、
大
き
な
変
化
と
し
て
次
の
三
つ
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
一

は
、
国
内
外
の
安
全
保
障
環
境
が
一
九
八
○
年
代
に
向
か
っ
て
地
す
べ
り
的
に
変
化
し
て
き
て
い
る
た
め
、
防
衛
問
題
が
八
位
か
ら

二
位
に
急
上
昇
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
日
本
が
当
面
す
る
危
機
の
背
景
に
は
教
育
問
題
が
絡
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

か
な
り
自
覚
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
機
の
最
た
る
も
の
を
教
育
で
あ
る
と
答
え
た
も
の
が
四
五
％
も
い
る
こ

と
、
な
ら
び
に
各
個
別
の
提
言
に
お
い
て
「
そ
の
根
本
的
解
決
は
教
育
の
力
に
ま
た
ざ
る
を
え
な
い
」
と
の
意
見
が
み
ら
れ
る
こ
と
等

に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
は
、
イ
ン
フ
レ
等
の
経
済
問
題
が
後
退
し
、
か
わ
っ
て
国
際
化
時
代
を
迎
え
て
「
日
本
は
い
か
な
る
国
際
的
責
任
を
果
た
す

べ
き
か
」
と
い
う
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
防
衛
・
外
交
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
ゃ
、
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次
に
、
国
内
政
治
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
憲
法
改
正
」
（
三
五
人
）
な
ら
び
に
そ
の
「
改
正
論
議
を
盛
上
げ
る
べ
き
」

と
の
意
見
が
三
九
人
と
多
い
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
わ
け
は
、
「
第
九
条
の
改
正
」
（
九
人
）
、
「
時
代
に
合
わ
な
い
箇
所
の
改
正
」

（
八
人
）
、
「
日
本
の
伝
統
に
そ
っ
た
憲
法
の
制
定
」
〈
六
人
）
等
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
官
僚
政
治
、
官
僚
制
度
の
変
革
」

二
五
人
）
や
「
政
党
、
選
挙
制
度
の
改
革
」
（
九
人
）
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
の
ま
ま
で
は
国
際
的
責
任
を
果
た
し
え
な
い
日
本
の
政
治
・
行
政
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
問
題
意
識
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
度
の
高
い
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
と
会
員
の
教
授
・
文
化
人
は
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
を
以
下
、
解
答
の
多
か
っ
た
も
の
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
。

ま
ず
、
国
際
関
係
・
外
交
問
題
で
は
、
「
全
方
位
等
距
離
外
交
は
非
現
実
的
」
二
七
人
）
で
あ
り
、
「
日
本
は
自
主
平
和
外
交

を
確
立
す
べ
き
だ
」
（
七
人
）
と
の
見
方
が
、
「
全
方
位
外
交
は
日
本
外
交
の
本
道
で
あ
る
」
（
二
人
）
と
の
見
方
を
圧
倒
し
て
い

る
。
「
国
際
協
調
と
い
っ
て
も
、
自
由
主
義
諸
国
と
の
交
流
を
共
産
主
義
諸
国
以
上
に
重
視
す
る
の
は
当
然
」
（
八
人
）
で
、
日
米

関
係
を
基
軸
に
し
て
、
韓
国
、
中
華
民
国
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
関
係
緊
密
化
を
図
る
べ
き
と
の
意
見
が
三
○
人
と
多
い
。

近
年
と
み
に
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
安
全
保
障
問
題
で
は
、
日
本
は
「
総
合
安
全
保
障
を
確
立
す
る
」
と
同
時
に
、
「
国

際
的
に
み
て
日
本
の
実
力
に
ふ
さ
わ
し
い
防
衛
能
力
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」
二
二
人
）
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
国
民
の
防
衛
意
識

の
形
成
」
二
二
人
）
、
「
自
衛
隊
の
拡
充
」
（
八
人
）
、
な
ら
び
に
「
憲
法
改
正
」
（
九
人
）
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
日
本

の
防
衛
努
力
は
「
ア
ジ
ア
各
国
へ
の
脅
威
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
（
二
人
）
、
そ
こ
で
日
本
は
、
「
日
米
安
保
条
約
を
基
本
と
し

て
多
国
間
の
（
集
団
）
安
全
保
障
関
係
を
形
成
し
て
い
く
途
を
さ
ぐ
る
の
が
望
ま
し
い
」
（
四
○
人
）
と
い
う
の
が
多
く
の
会
員
の

見
方
で
あ
る
。



鉦

れ
ぞ
れ
賛
意
が
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
日
本
の
安
全
保
障
上
重
要
な
要
素
で
あ
る
た
め
、
「
国
際
協
力
体
制
を
と
る
必
要
が
あ
り
、

供
給
国
な
ら
び
に
協
力
国
と
の
間
で
共
存
共
栄
の
実
が
あ
が
る
政
策
を
と
る
べ
き
」
と
の
提
言
が
一
七
人
。
国
内
的
に
は
、
「
多
角

的
な
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
く
」
そ
の
中
で
も
「
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
」
に
か
け
る
期
待
は
大

き
い
（
三
九
人
）
。
ま
た
「
日
米
間
の
科
学
技
術
協
力
は
大
い
に
進
め
る
」
二
一
人
）
と
同
時
に
、
「
日
本
の
経
済
的
余
力
を
新

し
い
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
技
術
の
開
発
・
研
究
に
投
資
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
い
う
（
七
人
）
・

一
方
、
経
済
問
題
で
は
「
経
済
理
念
の
転
換
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
二
一
人
）
・
そ
し
て
、
国
際
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た

め
に
は
、
「
国
際
分
業
の
シ
ス
テ
ム
化
」
（
九
人
）
や
根
本
的
な
「
円
高
対
策
が
必
要
」
（
四
人
）
で
あ
り
、
国
内
的
に
は
「
長
期

的
に
産
業
構
造
を
改
革
し
て
い
く
」
と
の
意
見
が
強
い
（
二
人
）
・

さ
ら
に
教
育
問
題
で
は
、
「
戦
後
偏
っ
た
教
育
を
行
な
っ
て
き
た
日
教
組
か
ら
国
民
の
手
に
教
育
を
取
り
戻
す
」
二
○
人
）
な

ど
「
日
教
組
対
策
が
必
要
」
（
二
五
人
）
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
「
教
育
基
本
法
の
改
正
な
ら
び
に
新
教
育
基
本
法
の
制
定
」
二

七
人
）
や
「
教
員
の
再
教
育
、
質
的
向
上
」
二
○
人
）
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
改
革
を
通
し
て
、
「
人
間
教
育
の
充
実
」
を

行
な
い
、
「
創
造
性
を
育
み
、
利
他
心
と
愛
国
心
を
漉
養
し
、
さ
ら
に
国
際
性
あ
る
人
材
を
育
成
す
る
教
育
を
実
現
し
て
い
く
べ
き

最
後
に
、
七
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
開
か
れ
た
「
第
八
回
世
界
平
和
に
関
す
る
国
際
会
議
」
に
お
い
て
提
言
さ
れ
た
諸
構

想
に
つ
い
て
は
、
「
太
平
洋
大
学
構
想
を
推
進
す
る
」
二
三
人
）
、
「
太
平
洋
条
約
機
構
（
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
創
設
」
（
八
人
）
さ
ら

に
「
太
平
洋
貿
易
援
助
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｐ
Ｔ
Ａ
Ｄ
）
」
（
六
人
）
と
「
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｄ
）
」
（
六
人
）
に
そ

だ
」
と
の
意
見
が
強
い
。



“

第
三
段
階
二
九
七
八
年
四
月
～
七
九
年
三
月
）

今
ま
で
研
究
し
て
き
た
個
別
の
成
果
を
Ｐ
．
Ｄ
法
で
収
赦
さ
せ
、
国
家
総
合
戦
略
と
し
て
体
系
的
に
ま
と
め
た
。
研
究
の
遅
れ
て

い
る
部
会
は
重
点
的
に
補
充
し
た
。

一
九
七
八
年
七
月
に
は
、
「
太
平
洋
の
時
代
’
一
九
八
○
年
代
お
よ
び
そ
の
後
の
課
題
」
を
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
、
環
太
平
洋
諸

国
十
二
ヵ
国
か
ら
五
十
九
人
の
学
者
・
研
究
者
を
招
待
し
、
国
際
会
議
（
第
八
回
世
界
平
和
に
関
す
る
国
際
会
壷
を
開
催
し
た
。
こ
の

こ
の
間
一
九
七
七
年
十
月
に
は
「
国
家
の
安
全
と
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
中
間
報

告
会
を
開
催
し
、
全
国
の
会
員
に
よ
る
合
同
研
究
を
行
な
っ
た
。

教

育

研

究

部

会

創
造
科
学
研
究
部
会

安
全
保
障
研
究
部
会

経

済

研

究

部

会

政

治

研

究

部

会

文
明
と
宗
教
研
究
部
会

総

合

研

究

部

会

（
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
）

総 部

△
ロ

今
ヱ

班 名

個
別
戦
略
の
研
究

上
位
目
的
の
設
定

方
法
論
の
確
立

整
合
性
確
保
の
作
業

基
本
目
的
の
設
定

各
部
会
の
相
互
調
整

役

〃 〃 〃 〃

割

研

究

テ

ー

マ

今
後
十
年
間
の
日
本
の
生
き
残
り
戦
略

国
内
海
外
の
類
似
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー

方
法
論
の
確
立
、
フ
レ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
の
確
立

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
の
背
景

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
設
定

国
際
化
時
代
に
適
応
す
る
政
治
と
外
交

日
本
の
総
合
安
全
保
障
政
策

共
存
の
た
め
の
経
済
政
策

世
界
平
和
の
た
め
科
学
技
術
開
発

国
際
化
時
代
に
お
け
る
教
育
と
文
化



3研究組織と研究の経緯697 第III部

第

一

段

階

一

九

七

六

年

一

式
に
発
足
す
る
。

ま
ず
、
国
内
海
外
の
類
似
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
わ
れ
わ
れ
の
視
点
お
よ
び
研
究
の
方
法
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
二
十
一
世
紀
に

む
け
て
日
本
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
諸
問
題
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
む
べ
き
主
要
な
問
題
を
明
確
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
総
合
企
画
を
練
り
な
が
ら
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
体
制
を
整
え
た
。

第
二
段
階
二
九
七
七
年
四
月
～
七
八
年
三
月
）

第
一
段
階
で
確
立
さ
れ
た
基
本
方
針
に
沿
っ
て
、
主
要
問
題
を
個
別
の
研
究
部
会
で
深
く
掘
り
下
げ
た
。
そ
の
た
め
、
各
研
究
部

会
を
本
格
的
に
発
足
さ
せ
た
。
ま
た
、
各
部
会
の
進
行
状
況
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
中
で
把
握
し
、
相
互
調
整
を
行
な
う
た
め
総

合
班
を
設
置
し
た
。

部
会
名
と
そ
の
研
究
テ
ー
マ
お
よ
び
役
割
を
次
表
に
示
す
。

三
、
研
究
組
織
と
研
究
の
経
緯

二
九
七
六
年
三
月
～
七
七
年
三
月
）

月
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
が
提
案
さ
れ
、
三
カ
月
間
の
検
討
の
後
、
三
年
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
正



699第1Ⅱ部3研究組織と研究の経緯

祁
・
１
派
に
胴
ナ
シ

1月発案
検肘 ~~

柘

・

１

布

・

３

研
究
の
経
緯
と
組
織
一
覧

準
備

ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル

研

究

委

員

会

祁
⑨
３

陵l内外のナショ
ナル~ゴール研
究を捌任

研価
究
部
会仙花

・
８

人
口
．
食
椴
、

資
源
研
究
部
会

第

１

段

階

調

査

・

探

索

６
．
０

７

１

研政
究論
部間
会題

~~

６

２

万

・

４

７

１

〃

11月アメリカ東海岸
の研究所を訪問

国
際
梢
勢

研
究
部
会

万
・
１
万
．
６

冊環
究
部
会境 万

・
４

万
・
４

4月八研究部会の発
足

安
全
保
障

研
究
部
会

研縄
究
部
会滴

政

論

研
究
部
会

教

行

研
究
部
会

ワ
ー
キ
ン
ク

グ
ル
ー
プ

創
造
科
学

研
究
部
会

文
明
と
瀧
敬

研
究
部
会

Ｎ
Ｇ
研
究

総

合

班
本
格
的
な
研
究
（
中
央
と
地
方
）

~~ ~

第

２

段

階

....-型-..-、
10月中間報告会「国

家の安全と教育」

11月アメリカ西海岸
の研究所を訪問

0

9 中IⅢ報告会による合I可研究
B

L‘.‘ . ｡．一一． －－－－4－一一一一．．､一一一.‐一一一一一一一一一一‘ －－－－一一一 ．

↓
F･･.. .｡.‘----..-.．‘.．ごV－‘-‘.--1.'.....､－．－－－－．． ．－‘-‘-..‘ ．､-,....-.'．、タ ､P ,' 、P ，'

句 祀
・
４

ポリシー・デザイン法による研究の収敏
一■■－－－－－－■■■■一一■■ 1■■－■■■■ Ⅱ■■■■D■■B－－－－－－－，■■

工
r一一一一一‐一一－一－一一‐一一.＝ーー一一・‐‐一一一,■b一

国際会議による腿l際的調幣

r一一一一一一一－一一－一一‐－－~ー一－－－－－－．回一一一

国際会議による倒際的

5月 シンポジウム
（山形）

7月 ヨーロ,ゾバ訪問

7月岡際会縦「太平
洋の時代」

9月執湛

研
究
の
収
敏
一
執
筆
・
調
整
一
印
刷

'二
．ロー＝』

1
L－－－－－－一一一・一‘－－－－口．－－1＝一一一一一一一一一・一－－．－．

1

第

３

段

階

~~~~~

調轆
黙修

一

■
■！

測
・
３6月洲肱

、



”

会
議
に
お
い
て
、
太
平
洋
時
代
の
可
能
性
を
文
化
・
教
育
、
政
治
・
軍
事
、
経
済
・
技
術
の
各
分
野
か
ら
討
議
し
、
そ
の
成
果
を
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
に
接
合
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
「
十
年
後
の
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
」
を
発
表
し
、

運
び
と
な
っ
た
。

海
外
か
ら
の
批
判
を
仰
い
だ
。

九
月
か
ら
最
終
執
筆
に
入
り
、
幾
度
か
の
調
整
作
業
を
行
な
い
、
監
修
を
経
て
、
一
九
七
九
年
六
月
、
単
行
本
と
し
て
出
版
す
る

／



7りZ 主な執筆者・執筆協力者

第
１
部

第

一

章

防

衛

大

学

校

教

授

第
Ⅱ
部

第

一

章

外

交

評

論

家

第
二
章

第
三
章

筑
波
大
学
学
長

外

交

評

論

家

亜
細
亜
大
学
教
授

軍

繋

評

論

家

東
京
政
策
研
究
所
所
長

元
立
教
大
学
総
長

評

論

家

主
な
執
筆
者
・
執
筆
協
力
者

福

田

信

之

那

須

聖

倉

前

盛

通

松

金

久

和

ガ
レ
ッ
ト
・
ス
カ
レ
ラ

今

村

山松那

須

聖

下

正

本

七 和

平寿 男

第
二
章

評

論

家

京
都
産
業
大
学
教
授

軍

事

評

論

家

日
本
郷
友
連
盟
会
長

軍

事

評

論

家

神
戸
市
外
国
語
大
学
教
授

第
三
章

名
古
屋
市
立
大
学
教
授

名
古
屋
大
学
教
授

都

立

大

学

教

授

京
都
大
学
名
誉
教
授

政
治
評
論
家

外
交
評
論
家

青
山
学
院
大
学
助
教
授

元
内
閣
法
制
局
長
官

林寺曽今笠関杉村漆原本安城柴

谷野井
修弘 久

原野田上山田岡平島田
成統正英一哲国 、

三士明夫明夫次薫美吉武二弘裕

、



"

第
六
章

東

海

大

学

教

授

第
五
章

学
習
院
女
子
短
期
大
学
教
授

評

諭

家

筑
波
大
学
客
員
教
授

国
際
教
育
協
会
理
事
長

京
都
産
業
大
学
助
教
授

第
四
章

未
来
工
学
研
究
所
特
別
研
究
室
長

評

論

家

東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授

一
橋
大
学
教
授

関
西
大
学
教
授

京
都
産
業
大
学
教
授

日
本
大
学
教
授

国
立
台
湾
大
学
教
授

関
東
学
院
大
学
教
授

金
城
学
院
院
長

久

保

田

信

之

原

田

統

吉

ア
リ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ

高

原

義

男

吉

田

和

生

渡山黄加丹有小矢林 古松

辺崎 藤羽田島島
宜 金義春 鈎

親仁茂喜喜稔清次

田討
三

昭

郎 作好

第
Ⅲ
部シ

ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
所
長

第
七
章

元
立
教
大
学
総
長

京
都
産
業
大
学
教
授

中 松

下

正

寿

漆

村 山

僧 成

美夫

／



m3 研究会でのレポーター一覧

梶小小 岡

本

幸

伊

藤

皓

文

井

上

越

夫

今

井

久

夫

今

道

友

信

入

江

隆

則

入

江

通

雅

江

口

雄

次

郎

安

芸

皎

一

足

立

純

夫

ア
リ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ

飯

坂

良

明

石

沢

芳

次

郎

~

村野
祖

沢

善

瀬

智 研
究
会
で
の
レ
ポ
ー
タ
ー
一
覧

（
刷
普
は
一
九
七
六
年
三
月
～
一
九
七
九
年
六
月
当
時
。
五
十
群
順
）

昇教雄治 司

（
関
東
学
院
大
学
教
授
）

（
防
術
大
学
校
講
師
）

（
筑
波
大
学
客
員
教
授
）

（
学
習
院
大
学
教
授
）

（
防
術
大
学
校
教
授
）

（
国
際
基
督
敬
大
学
教
授
）

（
防
衛
研
修
所
教
官
）

（
電
機
通
信
大
学
識
師
）

（
行
政
問
題
研
究
所
専
務
理
事
）

（
東
京
大
学
教
授
）

（
明
猯
大
学
助
教
授
）

（
京
都
産
業
大
学
教
授
）

（
野
村
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
）

（
大
阪
府
立
大
学
助
教
授
）

（
大
東
文
化
大
学
講
師
）

（
元
国
学
院
大
学
教
授
）

（
亜
細
亜
大
学
教
授
）

■

加

瀬

英

明

金

岡

秀

友

金

山

政

英

紙

谷

貢

喜

多

川

忠

一

栗

原

圭

介

小

玉

陽

一

小

林

規

威

坂

本

正

弘

佐

藤

和

男

佐

藤

慎

一

郎

柴

田

貫

鈴

木

肇

鈴

木

博

雄

鈴

木

暗

五

郎

関

野

英

夫

千

賀

鉄

也

（
外
交
評
論
家
）

（
東
洋
大
学
教
授
）

（
国
際
関
係
共
同
研
究
所
所
長
）

（
農
業
総
合
研
究
所
海
外
部
長
）

（
群
馬
大
学
教
授
）

（
大
東
文
化
大
学
教
授
）

（
シ
ス
テ
ム
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
研
究
所
所
長
）

（
慶
応
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授
）

（
総
合
研
究
開
発
機
櫛
研
究
企
画
部
長
）

（
青
山
学
院
大
学
教
授
）

（
中
国
問
題
研
究
家
）

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

（
サ
ン
ケ
イ
新
聞
論
説
委
員
）

（
筑
波
大
学
教
授
）

（
元
航
空
総
隊
司
令
官
）

（
軍
事
評
論
家
）

（
経
団
連
常
務
理
事
）

､

二三一

1

、



"4

曽

野

明

武

井

満

男

竹

内

一

郎

竹

下

寿

英

田
中
美
知
太
郎

Ｄ
・
ラ
ー
ナ
ー

筒

井

稔

鶴

田

亀

良

手

烏

佑

郎

中

川

八

洋

中

村

信

夫

中

山

茂

那

須

聖

西

谷

啓

治

Ｐ
・
ネ
メ
シ
ェ
ギ

橋

本

久

義

原

田

統

吉

平

田

高

士

弘

津

恭

輔

福

島

恒

春

福

田

信

之

古

川

氏

幸

（
外
交
評
論
家
）

（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
理
事
）

（
東
京
銀
行
参
与
、
上
智
大
学
講
師
）

（
政
策
科
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

（
Ｍ
Ｉ
Ｔ
教
授
）

（
テ
キ
サ
ス
Ａ
＆
Ｍ
大
学
教
授
）

（
内
閣
事
務
官
）

（
東
京
キ
リ
ス
ト
聖
啓
塾
塾
長
）

（
科
学
技
術
庁
国
際
課
課
長
補
佐
）

（
シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
所
長
）

（
東
京
大
学
講
師
）

（
外
交
評
論
家
）

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

（
上
智
大
学
教
授
）

（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
推
進
本
部
課
長
袖
佐
）

（

評

論

家

）

（
花
剛
大
学
教
授
）

（
総
合
研
究
所
研
究
員
）

（
元
全
日
本
中
学
校
長
会
会
長
）

（
筑
波
大
学
副
学
長
）

（
金
城
学
院
大
学
教
授
）

古

川

哲

史

堀

江

正

夫

前

田

寿

夫

増

田

米

二

松

井

好

松

下

正

寿

水

野

弘

元

水

野

治

太

郎

村

上

薫

Ｍ

・

カ

プ

ラ

ン

持

田

恵

三

森

隆

夫

森

英

夫

夜

久

正

雄

山

本

七

平

湯

浅

泰

雄

結

城

陸

郎

渡

部

昇

一

渡

辺

茂

（
亜
細
亜
大
学
教
授
）

（
参
議
院
議
員
）

（
防
衛
研
修
所
所
員
）

（
情
報
社
会
研
究
所
所
長
）

（
未
来
工
学
研
究
所
特
別
研
究
室
長
）

（
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長
）

（
駒
沢
大
学
剛
学
艮
）

（
麗
沢
大
学
教
授
）

（
砿
噸
評
論
家
）

（
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
）

（
農
業
総
合
研
究
所
）

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
）

（
三
菱
電
機
株
式
会
社
技
師
本
部
副
部
長
）

（
亜
細
覗
大
学
教
授
）

（
山
本
書
店
店
主
）

（
大
阪
大
学
敬
授
）

（
皇
学
館
大
学
教
授
）

（
上
柳
大
学
敬
授
）

（
専
修
大
学
教
授
）

〃



きあと力妬

本
研
究
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
学
際
的
研
究
機
関
で
あ
る
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
（
Ｐ
Ｗ
Ｐ
Ａ
）
の
会
員
を
ベ
ー
ス
に
各
界
の
リ

ー
ダ
ー
、
海
外
の
学
者
、
研
究
者
の
協
力
を
得
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
結
成
さ
れ
た
Ｐ
Ｗ
Ｐ
Ａ
は
初
年
度
に
「
日
本
の
危
機
の
分
析
と
解
決
策
」
を
探
究
し
、
「
ア
ジ
ア
の
危
機
と
新
し
い

希
望
」
と
題
し
た
国
際
会
議
を
開
催
し
て
多
角
的
な
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
。
翌
年
は
「
平
和
の
理
念
の
探
究
と
対
応
策
」
を
探
究

し
、
「
平
和
の
戦
略
」
と
題
し
た
国
際
会
議
を
開
催
し
て
激
動
す
る
国
際
社
会
の
中
で
の
〃
平
和
へ
の
道
″
を
模
索
し
た
。
一
九

七
六
年
、
わ
れ
わ
れ
は
視
点
を
未
来
に
移
し
て
「
十
年
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
」
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
も
う
と
い

う
提
案
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
何
分
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
た
め
、
二
、
三
カ
月
の
調
整
期
間
を
お
い
て
会
員
の
意
見

を
聞
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
間
、
役
員
か
ら
も
会
員
か
ら
も
、
こ
の
研
究
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
の
強
い
支
持
を
得
た
の
で
、

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
研
究
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
当
初
の
予
想
よ
り
も
比
較
的
効
率
的
に
す

す
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
二
十
一
世
紀
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
進
行
さ
せ
て
い
た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
の

研
究
企
画
部
長
（
当
時
）
、
坂
本
正
弘
氏
よ
り
有
益
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
ほ
か
、
政
策
科
学
研
究
所
、
野
村
総
合
研
究
所
、
社
会

工
学
研
究
所
お
よ
び
三
菱
総
合
研
究
所
な
ど
日
本
の
各
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
こ
と
に
も
よ
る
。
ま
た
研
究
の
方
法

三
年
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
一
応
終
了
す
る
に
当
た
り
、
一
言
申
し
添
え
た
い
。

あ

と

が

き

、
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論
の
確
立
に
つ
い
て
は
Ｔ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
増
田
米
二
氏
、
シ
ス
テ
ム
・
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
小
玉
陽
一
氏
、
Ｋ
Ｊ
法
に
つ
い
て
山
浦
晴
男

氏
、
組
織
工
学
研
究
所
の
角
田
豊
氏
、
さ
ら
に
Ｇ
・
ス
ヵ
レ
ラ
氏
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

終
局
的
に
採
用
し
た
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ポ
リ
、
ン
ｌ
・
デ
ザ
イ
ン
（
Ｐ
．
Ｄ
）
法
は
、
テ
ク
ノ
ベ
ン
チ
ャ
ー
常
務
取
締
役
中

村
信
夫
氏
が
本
研
究
●
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
開
発
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
。

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
年
度
で
あ
る
一
九
七
六
年
は
研
究
の
た
め
の
国
内
外
の
情
報
収
集
、
調
査
を
主
と
し
、
年
末
に
は
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
哲
学
的
考
察
」
（
一
九
七
六
年
十
二
月
十
八
旦
を
行
な
っ
た
。
第
二
年
度
、
一
九
七
七

年
四
月
に
は
総
合
班
と
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
。
フ
が
設
置
さ
れ
、
各
研
究
部
会
に
分
か
れ
て
本
格
的
研
究
が
行
な
わ
れ
た
。
同
年
十

月
に
「
国
家
の
安
全
と
教
育
」
に
話
題
を
絞
っ
て
中
間
報
告
会
が
行
な
わ
れ
、
多
大
な
成
果
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
年
度
一
九
七
八
年
は
Ｐ
．
Ｄ
法
に
よ
り
研
究
の
体
系
を
整
理
し
、
ま
と
め
の
段
階
に
入
っ
た
。
同
年
七
月
に
開
催
し
た
国
際

会
議
に
お
い
て
は
海
外
の
学
者
、
研
究
者
の
意
見
を
聞
い
て
国
際
的
調
整
を
行
な
っ
た
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
「
太
平
洋

時
代
の
到
来
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
、
太
平
洋
時
代
へ
向
け
て
の
未
来
構
想
が
次
々
と

生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
形
で
本
書
に
も
り
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
国
際
会
議
に
お
い

て
、
日
本
の
防
衛
力
強
化
に
対
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
な
ど
は
予
想
外
に
神
経
質
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
世
界
、
と
く
に
ア
ジ

ア
の
一
員
と
し
て
、
日
本
が
国
際
的
視
点
を
持
つ
こ
と
の
必
要
を
肌
で
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。

日
本
の
社
会
科
学
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
調
査
レ
ポ
ー
ト
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
諸
現
象
の
研
究
と
分
析
は
日
本
の

学
界
で
は
非
常
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
学
問
の
社
会
性
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
の
調
和
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課

題
で
あ
る
。

〃
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本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
応
終
了
し
た
と
い
っ
て
も
、
毎
年
見
直
し
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
方
法
論
の
開
発
や
研
究

面
で
の
国
際
協
力
の
充
実
が
な
お
一
層
望
ま
れ
る
。

ｍ
吟
４
－
凸
が
虻
〃

、

世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
事
務
局
長

尾

脇

準

一

郎

L
L
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わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
し
く
、
現
実
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
（
国
家
目
標
）
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、

会
員
を
総
動
員
し
、
三
ヵ
年
の
歳
月
を
か
け
て
研
究
を
進
め
、
そ
れ
を
完
成
し
て
『
国
際
化
時
代
と
日
本
』
と
い
う
名
称
で
出
版
し

た
。
当
時
を
顧
み
る
と
い
さ
さ
か
な
感
慨
無
き
を
え
な
い
。

わ
れ
わ
れ
「
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
」
は
二
千
人
の
学
者
か
ら
榊
成
さ
れ
て
い
る
至
っ
て
健
全
な
研
究
団
体
な
の
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
が
「
進
歩
的
」
で
な
い
理
由
に
よ
り
極
々
い
わ
れ
な
き
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
敢
え
て
そ

れ
に
応
戦
し
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
正
し
い
評
価
は
わ
れ
わ
れ
の
学
問
的
評
価
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
、

一
心
不
乱
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
し
た
。
か
く
し
て
『
国
際
化
時
代
と
日
本
』
は
出
版
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
直
ち
に
売
り
切
れ
た
の
で
、
再
版
、
三
版
と
版
を
重
ね
、
昭
和
五
十
五
年
に
は
改
訂
版
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
り
、
韓

国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
、
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
再
訂
版
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
で
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
が
激
動
す
る
に
つ
れ
、

わ
れ
わ
れ
の
研
究
態
度
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
激
動
す
る
世
界
の
動
き
に
対
し
わ
が
国
の

防
衛
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
絶
え
ざ
る
注
意
を
払
い
、
研
究
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
教
育
の
問
題
に
つ
き
重

大
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
教
育
と
は
未
来
の
国
民
の
精
神
鱗
造
の
基
礎
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
日
教
組
を
中
心
と
す

再
訂
版
あ
と
が
き

〃



勿
そ
こ
で
直
ち
に
問
題
に
な
る
の
は
科
学
の
統
一
で
あ
り
、
科
学
と
宗
教
の
調
整
で
あ
る
。
文
明
が
進
歩
す
れ
ば
そ
れ
で
万
事
が

９
請
さ
れ
て
い
る
。

再訂版あとがき

世
界
は
分
裂
し
て
い
る
が
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
し
て
い
る
世
界
を
ど
う
し
て
統
一
す
る
か
。
国
家
目
標
の
研
究
を
い
ち
お
う

完
成
し
た
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
お
の
ず
か
ら
こ
の
問
題
に
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ゴ

ー
ル
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ゴ
ー
ル
の
研
究
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ゴ
ー
ル
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
「
地

球
的
目
的
」
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
強
い
て
訳
せ
ば
「
世
界
的
目
的
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
十
分
に
意
を

つ
く
し
て
い
な
い
か
ら
英
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
に
し
た
。

わ
れ
わ
れ
が
「
世
界
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
「
国
家
」
の
よ
う
に
国
民
か
ら
成
立
す
る
地
域
社
会
を
超
越
し
た
人
類
全
体
の
社

会
を
意
味
す
る
。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
と
同
じ
く
人
類
全
体
の
社
会
で
は
あ
る
が
、
人
類
の
住
む
地
球
の
運
命
に
も
関
心
を

持
つ
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
従
来
文
明
の
進
歩
は
無
条
件
で
礼
讃
さ
れ
て
き
た
。
進
歩
そ
の
も
の
が
善
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
前

提
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
文
明
の
産
物
で
あ
る
核
兵
器
の
出
現
以
来
文
明
の
消
極
面
が
露
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
核
兵
器
の
使
用
に
よ
り
文
明
そ
の
も
の
が
、
否
、
文
明
を
創
造
す
る
人
類
そ
の
も
の
が
滅
亡
し
な
い
か
と
い
う
恐
怖

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
文
明
の
進
歩
に
し
た
が
い
地
球
が
汚
染
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
ま
た
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
換
言
す

れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
従
来
無
条
件
に
文
明
の
進
歩
を
礼
讃
し
、
そ
れ
に
協
力
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
は
重
大
な
修
正
を
要

体
的
戦
略
の
設
定
を
計
っ
て
い
る
。

る
反
日
本
的
勢
力
は
各
方
面
に
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
、
し
だ
い
に
国
民
の
精
神
構
造
を
歪
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本

国
民
と
し
て
こ
れ
を
黙
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
て
対
策
の
研
究
を
進
め
、
具
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解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
文
明
の
目
的
が
、
人
生
の
意
義
が
、
更
に
一
歩
進
ん
で
神
の
創
造
目
的
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ

ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
全
然
そ
れ
に
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
問
題
に
答
え
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
任
務
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
こ

れ
か
ら
の
研
究
目
的
、
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ゴ
ー
ル
は
こ
の
人
類
最
大
の
問
題
に
挑
戦
す
る
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
五
十
八
年
十
月

松

下

正

寿

』
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１

１

１ ３

４

３

３11

12

13

12

13

14

35

36

37

38

39

13

15

４

５

１

１６

７

１

１ 40

15

41

42

43

18

６

６

７

８

９

９

１

１

１

１

１

１

19

20

21

22

23

44

45
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52社会資本整備水準の国際比較･･37

53 国民所得に対する租税負担率

政府負担の割合．．…~……~…33

主な国の高等教育進学率．．…･…34

主要各国の教授数と在籍学生数

及び教授1人あたりの学籠数34

主要国における外国人学生数…35

在日外国人留学生の・

地域別実繍･…． ．…･ ~ ~…･……･･35

国民所得行政費に占める教育

財政支出の割合の国際比較“･36

46

47 及び社会保障負担率・

人口1,000人あたりの

公務員数~……~ ．－－…

犯罪認知件数、犯罪率、

検挙率の国際比較…・

離婚率･……･ ~ ~ ．．…

日本の高齢化の進展…・

各国の将来人口…~ ~…~

38

54

3848

49 55

39

39

40

41

６

７

８

５

５

５

50

51 教師に対する暴力事料 36
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”9 統計資料

1 世界の宗教人口構成

(彫）

その他の

信 徒

雑
徒

総 数

（1000人）

“
徒

ユダヤ

教徒

ヒンズ

ー教徒

華

年

キリス

ト教徒

イスラ

ム教徒
不祥国

37．5

(神道徒）
2．3

2.355.700 11．0 3.8 18．4 0.1 21．9ア ジ ア

55．7a）

（神通徒） ．…｡．■G①e●■も●ウ

46，6

儲教17.0天道教3.8その他10.9

道教23.1天主教3.5その他0．4

88．8 ･･･．．． 1．2

0．2 、 ．…． 0．2

． ．… 82.7 1 2.8c)

･…－－0．2－＝

0.1 . . .. . [ 0.0b)

…… 10.7 1 0.1b) ．.…．
早与◆●｡■ ．．．．．． 1．7b) 0．7

8．9 6，8 4．2

２

３

４

２

５

本
国
国
ル
ン
ド
ィ
コ
ン
ン
ァ

43．7 ５

９

７

３

５

６

６

７

８

２

４

Ｏ

Ｚ

３

２

ｕ

２

０

ｕ

ｕ

３

４

２

９

80

80

74

61

76

71

70

65

61

70

70

2000395

30,497

8，660

2‘176

33,662

547,950b)

34,397b)

31．391b）

93,721b】

36,684b）

10，319

日

偉

中華民

イスラエ

イ ラ

イ ン

タ

ト ル

パキスタ

フィ リピ
マレーシ

40．4

69．3

7.9

99.1

11．2

3．9

992

88．1

4．3

50．0

0.7

95‘3
争■●｡◆■

0．4

0.1

25.7

新26,9

旧37.2

正1．2

32.81.9北アメ リ カ 353．560

119,333b)

18.238
48－225

１

』

ｊ

６

２

２

カ

ダ

コ

３

６

３

ｌ

Ｌ

Ｑ

７

句

６

●
■
字

句

〆

】

中

ご

Ｏ

Ｌ

２

４

１

■
■
今

３

１

０

91.9

97.0

98.0

ア メ リ

カ ナ

メ キシ

57

61

70

0．1

新4．8
旧640

31．2南アメ リ カ 230.139

0.2 ２
０

０

１

０

８
■
幸

２

０

0.0 10．5０

０

７

７

8.885
93.135b】

0.0 87．1

98．2

チ リ

ブ ラ ジル7】

新15.6

旧24.7

正6－8

51．80.0738．746 1.1ヨーロッ ﾉf

イ ギ リ ス8】

ｫ ﾗ ﾝダ2》

ス イ ス2）

西 ド ィ シ2）
ユーゴスラビア21

1,425b)

11.462

60270b)

60.651
16.927b）

98．0

81．5

97．4

94．7

74．5

１

０

０

０

３

６

６

７

７

５

３

１

９

３

ａ

Ｌ

３

２

１

１

0.1

0.3

0.1

0.0

0．1

0．4

1．4

0．0

0．3
や ■ や■■■

12．3

32.4131.7 0．0 0．1 35．9423.655ア ブ リ カ

6,3b) 93,7d)

57.8 3.8

60.9 1．2

36,654b)

8,048b)
21．402bl

0.0

38.3b1
35.4b)

プ

リ

ニ

フ

ジ

ア

エ
ケ
南

１９

ト

ア

カ

６

２

０

７

６

７ 2.00．6

新59.8

旧20.2

正1．7

18、322．157オセアニア

8．7 11.8オーストラリア10j
ニュージーランド10）

13,548b)
2．863b）

0.478.5

76~5

0.3 ２

３
，
■

０

９

６

１

７

７

1）「仏教徒」と「その他の侭徒」のうちの神道徒が亜複して計上されているので総数は総人口より多い。2）
常住人口。3）定石した人口のみ。4）カシミール．ジャムを含む。5）カシミール．ジャム．ジュナガード‘
マナバダール．ギルギット及びパルチスタンを除く。外国人を除く。6) 14歳以上。兵役中の駆人を除《・ア
ラスカ及びハワイを除く。 7）未朋地のインディアンを除く。8）北アイルランドのみ。 9）北欧地方のアフ
リカ人を除く。10）在外軍人を除く。

a)うち神道徒3904万人。b)不詳を含む。c) うちシーク教徒1037.9万人。d)遊牧民を除く。
資料） UN「人口統計年鑑1956, 63,64,71.73年」
出所） 「国際統計要覧」 1982,鯨国は大韓民国海外広報館「今日の韓国」（1981年版）より作成
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2 日本は世界をどうみているか

複数回答(影）

最も関心のある地域

回答者数

ア ジ ア

北アメ リ カ

中 近 東

ソ連･東ヨーロッパ注）

西ヨーロッパ

中 南 米

ァ ブ リ 力

大 洋 州

わからない

昭和57年6月調査 昭和56年5月網査

2.375人

玉癖才露雰ヨ32％

－－_鴬'40％

r ” 、 鍵麹22%

ー15％

■■■■■13%

蕊認5％

謹溺5％

■4％

蕊醗溌騒爵'21影

2.310人

蟹騨蕊唖影

WI32%

識零 ~ ､ 124%

舞鶴20影

圃■■■■13％

蕊露溺7％

蕊麹5影

醒■5％

，戦321粥

計（複数回答） 162％ 157影

注）昭和56年5月調査では「東ヨーロッパ（ソ連を含む)」となっていた

資料）総理府出所）外務省傭報文化局「世界の動き1982｣ (NQ393世界の動き社

各国に対する親近感

O形釦 40 60 釦 100

親しくすべき国

仙
影 米国

| ” “ ｜珂議胸28 44米国

1

1

~730 ~

ゞ
‐
概
か
。
』

一

わ

ｊ

Ｌ
－

Ｂ

Ｆ

ｂ

■

■

■

・

８

■

Ｕ

■

０

０

Ｆ

△

Ｐ

■

９

”

■

ず

■

■

■

●

■

ｐ

Ｊ

Ｇ

■

■

弘

■

■

・

Ｉ燕
鐸

蕊

、

■

■

■

●

■

。

●

段

口

玲

Ｚ

Ｌ

㎡

凸

離

鯰

叩

騨

撫

鵡

錘

畷

騨

ないにいえ

らない

一言

'371~ ~ｿ通

&

ごジミ全
１

１

１

１

０

戸

‐

‐

20 ~

中国 函緯園 31
』 1

の国
1 1、
i !

II

I I

.一一－－〆
＄ 0
9

10

咽中国 21 51

い

わ

か

ら

な

い

な

｝

細

親
し
み
を
感
じ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

親
し
み
を
感
じ
な
い

し
親

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
‐

親

し

み

を

感

じ

る

る
じ感

．

を

みし
親

親

し

み

を

感

じ

る

‐

0
I

53年￥
8月8

弱
。
５

記
。
５

師
。
６

銘
●
６

資料） 1983年9月総理府発表
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747 統計資料

3 日本国民の価値観(2000年に向けて）

1）重要となる社会理念

粥2回
得点

第1回
得点

項 第1回調査得点描成比 第2回調査得点柵成比目

（27.6)｜

」(14.7）

一一1(13.2）

蔵．
(6.6）

鶚{）
社会連帯や社会的合意

社会秩序や社会道徳

個人や企業の
社会的責任や公共性

所得や富の分配の公平

個人の自助努力

社会参加や社会的主張

個人の意見や思想の自由

権利の平等

社会の改革や革新

職業の選択や移動の自由

教育の機会均等

そ の 他

332

177

159

147

96

101

79

29

33

27

r8

3

291

224

207

182

167

148

102

60

58

40

31

25

』(13.5）

職シ
6）

）

100%1201合 計 1535 100%

2）耐要となる生きがい

第1回
得点

第2回
得点

第2回調査得点構成比項 目 第1回調査得点概成比

(20.3)|

（19.5)｜

（'8.0)｜

戯'~”
7.9）

8）

（29.4)｜
｜(21.6）

詞…
8）

）

能力や教養の向上

自分の趣味

家庭生活や家族

地域社会への貢献

社会奉仕や献身

職業や仕事上のこと

高い収入を得ること

社会的成功

社会改革や社会革新

そ の 他

362

266

203

137

121

59

33

21

28

0

310

297

275

180

160

120

88

46

40

10 (0.0)

合 計 100% 12301526 100％
~

注）得点は第1順位=3点，第2順位=2点，第3順位=1点として計算している

回答者数：257人, 206人 ( ) :%

備考）調査方法デルファイ法

調査期間①第1回調査昭和56年7月24日～8月5日

②第2回調査昭和56年9月10日～21日

調査対象者大学，シンクタンク，民間企業，中央官庁，地方庁，消費者

団体，公社関係，評論家等各界の約500名

出所）経済企画庁「20年後の国民生活の予測調査」(2000年の日本シリーズ9)
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7型6

4 日本人の意識調杳
(彫）

≧璋冨
■ ○

C

上 中の上i 中 i中の下 下 不明

1977 1 8 ; 60 1 23 5 4

1982 0．7 7.2 ； 54．8 ： 27．0 6.9 3.5
５
０
■

９
■
日

資料）総理府調べ

5 国力の国際比較（1978年）

国 名

係 数
国力指数

(C+E+M) 国力量略

）

意思
(W)

戦略と意思
(S+W)

ソ 連

アメ リ カ

ブラ ジル

西ド イ シ

日 本

オーストラリア

中 国

フ ラ ンス

イギリ ス

カ ナ タﾞ

インドネシア

台 湾

韓 国

エジブ 卜

南アフリカ

ベ ト ナム

サウジアラビァ

イスラェル

スペィ ン

イ ン ド

２

４

８

７

７

３

９

２

８

７

１

９

３

８

６

９

０

３

９

１

８

３

９

７

７

７

３

８

６

８

６

２

３

３

３

３

３

２

３

７

３

４

１

注）国力量=(C+E+M)×(S+W)

Cは，人口・領土からなる国の基本要紫
Eは，経済力

Mは”軍事力

出所) RayS.Cline「世界の陣事力」「経済力」比較』1981年

7



745 統計寅料

6世界のGNPに占める各地域のGNPの割合

[1960年〕 東

カナダ

(2.6）

ダＪ
今６

ｊ

イ
ギ
Ⅲ
ソ
ス
“

西
ド
イ
ツ
“

く

フ

ラ

ン

ス

“

（1.3）

ソ連

(15.0）

ア

中国
(4.7）

アジ
東南

アメリカ

（33.4）

莞(0.8）

|南極
（2.5）

一その他
ヨーロツノ｡f

（8.6）

I

’

6）アフリカ

-I(2.2)

〔1980 年〕
会
主
義
圏

ア
ジ
ア
社

ｊ

西
ド
イ
ツ
町

く

イ
ギ
リ
ス
鋤
一

ｊ

フ
ラ
ン
ス
卸

１

束
欧
社
会
主
義
圏

一

ビ劃ソ連
(13.0)

（

アメリカ

（22.4）

』両Uそ
ヨーロツノ守

（11.7）

(4.5）

中国

(4.6）

|"|(Lo)
|篝F秀元TI
I哩園ﾛ■■■■■■

中南》

ア
ジ
ア

東
南

その他(4.6）
」アジア

ア

(0.9)

)属
アフリカ

1(3.0)
O)

(1.3

(2.2）
(1.3）

ア会
(2000年〕

（ アメリカ

（19.6）

’ |('~”
土
‐
コ

メ
シ

そ
の
他

ブラジル

（3.4）
ブラジル

（3.4）

(2.6）

出所）経済企画庁「国際化，高齢化，成熟化に備えて」(2000年の日本シリーズl)
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7 各国の国民総生産と1人あたり国民所得

（国民総生産100億ドル以上の国）

換 算 率

(1米ドルあたり各国通貨）

国民総生産

総額(億ドル）

1人あたり

国民所得（ドル）
年次

ア メ リ カ

日 本
西 ド イ ツ

フ ラ ン ス

イ ギ リ ス

イ タ リ ア

カ ﾅ ダ

ブラ ジル

スペ イ ン

メ キ シ コ

イ ン ド

オーストラリア

オ ラ ン ダ

スウェーデン

ス イ ス

ベルギ一

南ア共和国1）
アルゼンチン

オースト リア

韓 国
卜 ル コ

ノルウェ一

フィンランド
ロム

湾ロ

フ イ リ ピン

タ イ

コロンピア

パキスタン

エジブ ト

マレーシア

ニュージーランド

イスラエル

チ リ

ペ ノレ

アイルランド

シ リ ア

シンガポール

ェクアドル

１

０

１

０

１

０

１

０

１

９

１

卵
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
鯛
〃
〃
卵
〃
〃
〃
〃
〃
肥
兜
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
鯛
卵
〃
〃
兜
肥
”
犯
〃
〃
〃
〃

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

1．000ドル

220.54円

2．2600ドイツマルク

5．4346フラン

0.4931ポンド

1,136.8リラ

1.1989ｶﾅﾀﾞﾄﾙ

93．13クルゼイロ

71．70ペセタ

24515ペソ

7．863ルピー

0.8701ドル

2.4952ギルダー

5．0634クローナ

19642フラン

37．131 フラン

0．8703ランド

1,837.2ペソ

15.927シリング

681．03ウォン

111．22リラ

5.7395クローネ

4．3153マルッカ

37.84新台湾元＊
7．8997ペソ

21．820パーツ

47.280ペソ

9．900ルピー

1．4286ポンド

2.3041リンギ

1．0274ドル

11．431シェケル

37．246ペソ

422．85ソル

0．6185ポンド

3．9250ポンド

2．1127ドル

25．00スクレ

29,377

11，509

6，867

5，6942）
5，0232）
3,481

2，764

2,730

2,125

1，810

1，599

1,582

1,400

1，108

990

967

775

664

655

634

591

554

481

450

387

360

332

305

284

236

230

207

198

197

162

1622）

125

123

11，347

8，378

9，764

9，362

7，904

5，459

10，119

2，134

5，156

2465

226

9，926

8,820

11,800

13,755

9，928

2，465

7，691

1．355

1,239

11,533

8，690

2，320

703

690

1，115

342

6，874

1．616

1，026

4，281

甲●●■■●

1，061

１

１

３

３

⑪

IMF, "InternationalFinancialStatistics"(1982年12月号）および国連統計月報(1983
年1月号）などによる。日本は経済企画庁調べ（会計年度)。換算率は各年平均レート（ただ
し＊印は年末レート）。 1人あたり国民派号は市場価格表示。
1）ナミビアを含む。2）国内総生産。3) 1980年。4) 1979年。
出所） 『日本国勢図会」（1983銅坂）国勢社
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743 統計資料

8 わが国の一般会計当初予算主要経費別構成比
㈲
〃

地方財政費 社会保障費
〆.~ー

ず勇
少

戸琴雲雲=舅<:二>＜_〆‐
ﾝごプ 公共事業

〆 、～～／〆 、 15．2／

一一一一一一一一一－一一一

０

８

６

４

２

０

８

６

４

２

２

１

１

１

１

１

=ﾐﾐﾐﾃｰ~ '---号＞=二二一一…...…
13.2

..－－‘･---.....--__蕊二.､-..--‐文教
〆

／

~~~ー－~～／､

ー＝ー■｡－■‐ー~~~

9.6

、、、‐～~、 防衛

、

三雲ﾝ＝三
５

８
台
■

５

３一

一

一

一

》

Ｐ

一

一

勺

一
一

一

へ

糧

一

一

食

一

一

琶
碧

へ

一

国債費

1.8
〆

／食糧管理量

昭30 35 40 45 50 55 58

注）昭和58年度は概算盗料） 「日本国勢図会』(1983年版）より作成

9 1983年度一般会計歳出概算 （単位:億円）
増加率額 彫地加率 項 目額 形項 目

社会保障関係費

嶬蕊
文教及び科学振興費

国 債 費

恩給関係費

地方財政関係費

防衛関係費

公共事業関係費

r治山治ｵ詞麺霊

０

１

１

０

０

９

１

８

５

０

４

■
■
●
●
甲
●
■
●
■
巳
●

０

０

０

０

７

２

６

７

２

０

１

△

△

△

道路整備事業費

住宅対策費

下水道環境衛生
等施設整備費

、計(その他とも）

経済協力磯

中小企業対策費

エネルギー対策費

食糧管理蜜

その他の事項経費

予 備 賢

18，933

7，696

9，882

66，554

5．043

2，425

5，977

9，134

43，957

3,500

503,796

3．8

1．5

2.0

13．2

1．0

0．5

1．2

1．8F

8．7

0．7

100－0

2．4

3．8

10．6

18．1

9．6

16．3

3.8

15.2

5．5

2．4

3．8

10．6

18．1

9．6

16．3

3.8

15.2

5．5

８

５

２

６

９

６

１

４

５

口
●
⑧
ゆ
●
●
①
●
◆

３

１

３

０

０

４

０

０

６

１

２

△

△

△

巴

１

１

100858

19,184

53,379

91,398

48,186

81,925

18,901

76,729

27,542

計1）合2．2 1 0．011.0741 2.2

1983年度は政府案噺間発表)。 1） 1983年度概算には， 1981年度補てん戻し（同年度の歳入
欠陥調整分）約2兆2,525億円を含む。△はマイナス。
出所） 『日本国勢図会」（1983年版）国勢社

10



7型2

10 国債依存度

日本 34．735.0
32.9 32.6

30.2
30.0

一

-26.5噸算）27．5
．．25．8

12.9=Z

云菰9
■●●●●､､●BG

－11．2

型一・‘

－アメリカ

25.0

20.0

15．0

10．0

幻

影

５

1977年 ’78

資料）大蔵省調べ

'79 '80 '81 '82 '83

11 総選挙における各党議席と得票率の推移

同数 選挙執行日 自民 社会 公明 共産 民社 新自ク 社民連 諸派 無所属

ｊ

７

８

８

Ｚ

２

５
く

166

(32●9）

1

（ 2．6）

l

(0.7）

12

(60）
28 1958． 5．22

296

(57．5）

145

(27．5）

3

（ 2●9）

17

(8.7）

1

(0．3）

5

(28）
29 60.11.20

283

(54．6）
ｊ

４

０

Ｍ
９２く

5

（4－0）

23

〔Z3）

O

(0．1）
７

２

７

ｌ
４ｌ

30 6all､21

277

(48．8）

140

(27．8）

25

（5．3）

5

（4．7）

30

(7.4）

0

(0．2）

9

(5.5）
31 67． 1．29

288

(47．6）

90

(21．4）
７

７

９

４

Ｑ
１く ｊ

４

８

１

６
く

31

(7.7）

O

(0.1）
ｊ

６
３

１

５
く

32 69412．27

271

(46．8）
ｊ

８

９

ｑ
Ⅱ
△
ぜ
９
８
丑

１

２
く ｊ

９

４

２

８
く

38

(10.4）
ｊ

９

９

ｌ

６
ｌ

2

(0．2）

14

(5.0）
33 72．12．10

249

(41．8）
ｊ

３

７

２

Ｑ

１
２く

ｊ

５

９

５

０
１ｔ

17

(10．4）

29

(6．3）
ｊ

７

２

１

４
く

0

(0.1）
ｊ

ｌ

７

２

５
く

34 76．12． 5

ｊ

８

６

４

４

２

４
く

107

（19．7）
ｊ

７

８

５

９
く ｊ

９

４

３

Ｑ
１く ｊ

５

８

３

６
く ｊ

２

７●

０くｊ

４

０ａ

３く

0

(0．1）
ｊ

９

９

１

４
く

35 79．10． 7

286

(47．9）
ｊ

７
３

ｍ
９１く

29

（ 9．8）
ｊ

３

６

３

６
く

ｊ

４

０

３

９
く ７

２

０

１

３
く ｊ

３

７Ｑ

０く

0

(0．2）
ｊ

７

４。

３く
36 806．22

注） 上段が当選蟻席‘下段が得梨率。党派別離席数は開票終了時。従って自民には無所属当選
者で過加公鯉したもの‘あるいは当選後入党したものは含まれていない。35回総選挙の無所
偶19のうち保守系14j睦推鯏2 ,公明推煎1 ，中道四党統一候補2．

出所）和111教焚『80年代一政治の鏡み方」
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”Z 統計資料

12米ソ戦略核戦力の推移

1,618

/-／
劃

1．500

1，398

1,398
ソ連ICBM

1.300

米国ICBM1,054
1,052

989
1,054

1,000

夕

／
〃

土
一

854 ノ
／、

一

／

″

一

・一

ノ

ー

ノ

・

一

一

グ

ー

／

／

／

）

一

、

今

ロ

６

－

０

、

〃

／

，

ノ

ー

帥

能

一

弱

、

ノ

ー

ｆ

２

米国S
ｰ一一一一ー一一ーー ー

－－－

520ー一一

500 ~

張

ノ
ノ

ノ

Ｊ

ｊ

ｊ

ｌ

ｊ

ノ 、 ｜
I

、迷習国戦
発
射
基
数
（
機
数
）

略爆撃機

～‐ー

338
316~

望『●一一
痂
一
~
柳
一
伽

-饗妙鶚|‐ 150ーー一■■b－－－－－一一一一一一1■

1962 1965 1970 1975

注）資料は， 「ミリタリー・バランス」（1982～83）等による

出所）防衛庁「防衛白書」（昭和58年版）

1980 1982(年）
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剛0

13各国の国防支出

実質国防支出総額(百万ドル） 国内総生産に占める割合(形）

1979 1980 1981 1979 1980 1981

アメ リ カ

ソ 連

中 国

西 ド イ ツ

フ ラ ンス

サウジアラピア

イギリ ス

日 本
イ タ リ ア

オラ ンダ

東ド イ ツ

カ ナ ダ

イ ラ ン

イ ン ド

ベルギ－

スペイ ン

中 国

オーストラリア

卜 ル コ

北 朝 鮮

122，279 126，865

115,200*116,900*

44,400* 42,700*

24,777 25,081

22,667 23,160

15，587＊ 18，474＊
19，121 20，649

9，337 9，276

7，784 8，145

5,037 4,902

3,718* 4,030*

4,119 4,150

5,080* 4,040*

3,690 3,988*

3，631 3，701

3，417 3，576＊
3,300 3,477

3，100 3，245

3,701 3,842

2，915 3，128

134,390

118，800＊
37,200*

25,509

23，633

22，458＊

19,901

9，461

8，184

4，931

4，369＊

4，227

＊

＊

＊

＊

２

１

０

３

０

５

７

９

４

４

２

８

函

８

３

７

４

７

３

酌

■
や
Ｇ
台
。
■
●
○
臼
争
●
◆
■
◆
甲
ゆ
●
号
●
●

５

９

６

３

４

６

４

０

２

３

４

１

唖

２

３

１

５

２

４

函

１

ゆ

ゆ

5．6
●●■p●･

5．3＊

3．3

4．1

＊

〃

８

“

４

４

２

ｍ

０

９

５

４

酌

８

曲

“

３

坤

叩

北

８

か

●
Ｂ
Ｇ
■
●
●
●
◆
■
Ｇ
●
■
、
●
■
●
の
甲
●
■

５

”

４

３

４

“

５

０

２

３

．

１

“

恥

３

恥

”

酌

４

酌

●

◆

●

●

●

◆

●

■

●

●

■■の申●

5.1

0.9

2.4

3.3

4.4＊

1.8

Ｕ
■
．

・

３

鮎

０

８

３

》

■
■
白
自
◆
の
■
●

配

亜

３

酌

６

２

４

ｍ

貯
色

●

■

3，991＊
3,690

3，682＊
3,519

3,508

3,442

3,424

ストックホルム国際平和研究所編『世界の軍事力'82-83』叺住忠男監訳，時事通
信社）による。実質国坊支出総額は1979年基準。＊推定。
出所） 『日本国勢図会』（1983年版）国勢社

14 日本の防衛関係費の使途別内訳の推移
（単位：％）

~

胸
“
妃
鯛
帥
矼
砲
鉛
型
弱
齢
訂
記

(年

1.9

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

2.0

1.8

1.8

1.5

1.4

1.3

灘
軸
繊
棚

蕊蕊撚議
i47.7
…

46.61

44．5
や。申つ巴争■

出所）防衛庁「防衛白書」（昭和58年版）
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乃9 統計資料

15 わが国周辺におけるソ連艦艇・

軍用機の行動概要
ｐ
弓
寸
寧
ノ
↓
缶

軍蔚機軍蔚機

④日本海南下 230回④日本海南下 230回

⑧対馬海峡通過 6回

。沖繩東方沖等 4回

。太平洋南下 22回

⑤東京憩行等 1 I回

⑤道東沖等 12回

（年間285回）

⑧対馬海峡通過 6回

。沖繩東方沖等 4回

。太平洋南下 22回

⑤東京憩行等 11回

⑤道東沖等 12回

（年間285回）

、

ｒ

■

■

■

人 0
。

鋒誌げ‐
｡

●

訂’

，

夕

艦艇

⑦対馬通峡

⑦津軽通峡

⑥宗谷通峡

隻
襲
婆

５

０

０

６

６

３
２

１

､脚 年間455隻）

注）災数及び回数は過去5年間の平均値を示す

出所）防衛庁「防衛白書」（昭和58年版）
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16 わが国の備蓄量

とうもろこし

こうりやん2）
石油1） 大麦2）米 大豆小麦

66,158gFKI
(12,509千KI)

伽蓄量 90万トン 90万トン 8万トン 59万トン 16万トン

46年のような

不作（作況指

数93)が， 1．2

年間続いても

対応できる園

2.5カ月分 食品用大豆

のほぼ1．2

ヵ月分

配合飼料原料の

ほぼ1ヵ月分

121日

(219日）期間

1）製品・半製品含む。（ ）は，備蓄量のうち国家備蓄。

2）飼料用穀物

資料）資源エネルギー庁及び農林水産省（1983年5月末調べ）

知

17 日本の主要鉱物輸入量及び主要輸入相手国

項目 輸入相手国上位3カ国（1978年）
輸入総簸
（1978年）

『

上位3ヶ園鰯1位(粥） 卵2位(鰯） 第3位(形）
のシェア(粥）

鉄鉱石

鯛 鉱

鉛 鉱

亜鉛鉱

ボーキサイト

ニッケル鉱

マンガン

コバルト

ク ロ ム

石 綿

燐鉱石

リチウム

モリプデン

レア・アース

タンタル

チ タ ン

タングステン

パナジゥム

ジルコニウム

115(百万t）

282(万t）

222(千t）

937(千t）

474(万t）

300(万t）

245(万t）

1.351（t）

670(千t）

235(千t）

260(万t）

2.102（t）

16,645（t）

3,288（t）

128（t）

399(千t）

2,264（t）

2.656（t）

90(千t）

ブ ラ ジ ル

フ イ リ ピン

オーストラリア

ペ ル

インドネシア

ィンドネシア

イ ン ド

ベ ル ギ －

フ イ リ ピン

Ifi アブ リ カ

モ ﾛ ッ ｺ

ソ 速

力 ナ ダ

イ ン ド

オーストラリア

オーストラリア

カ ナ ダ

西 ド イ ツ

仲i アう り 力

オーストラリア

力 ナ ダ

カ ナ ダ

カ ナ ダ

オーストラリア

ニューカレドニア

南アブ リ カ

ザ イ ー ル

南アブ リ カ

カ ナ ダ

ァ メ リ カ

ァ メ リ カ

ァ メ リ カ

ァ メ リ カ

マレーシア

マレーシア

弾 国

南アブ リ カ

オーストラリア

６

０

９

９

８

２

９

２

２

７

７

２

２

６

０

１

０

０

３

４

３

６

３

６

５

２

５

５

４

５

８

５

４

６

４

４

９

９

８

９

２

１

１

７

０

２

１

４

０

７

８

３

６

８

８

６

７

１

２

１

３

２

２

２

２

１

３

２

１

３

．

２

３

２

１

イ ン ド

パプアニューギニァ

ペ ル

オーストラリア

マレーシァ

フ イ リ ピン

オーストラリア

ア メ リ カ

イ ン ド

ソ 連

ヨ ル ダ ン

西 ド イ ツ

チ リ

ブ ラ ン ス

プ ラ ジ ル

イ ン ド

ペ ル

ア メ リ カ

マレーシア

２

３

１

４

９

１

８

０

１

８

８

１

９

２

３

１

３

３

０

１

１

１

２

２

１

１

１

１

２

１

76

71

92

94

98

100

68

83

74

89

85

100

99

81

99

90

71

99

100

注）輸入量は通関ベース。マンガン磁石及び二酸化マンガン)， コバルト“金）， リチウム

（炭酸リチウム，水酸化リチウム），レア・アース（酸化物,粗製塩化物)，バナジウム伍
酸化バナジウム）以外は鉱石ベース。

出典） 日本貿易月表'78-12

出所） 『鉱物資源戦争』学陽書房（1982年）
P
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汚7 統計資料

18主要資源の対外依存度の国際比較(1980年）
（影）

日 本 アメリカ 西ドイツ イギリス フランス

20.62）

△9．62）

42.32）

5．82）

28．3

37．4

48．6

54．5

100．0

65．1

90．2

2．22）

26．4

△302.3

△78.7

△59．7

△133．4

85.31）

､81.81）

99.81）

90.71)

98．7

96．0

83．9

68，5

98.4

100.0

100.0

68.3

100.0

100.0

95.8

100.0

90．5

57.72）

△8．72）

95.82）

65.82）

96．3

99．8

90．6

70．2

100．0

100．0

100．0

22.52）

91．1

100．0

100.0

76．7

△5．9

9．32）

1．62）

18.92）

19.52）

90.3

100.0

99．3

97．6

69.7

100.0

100.0

75.32）

42.7

100.0

100.0

100.0

12．1

81.72）

57.02）

99.02】

68.82）

47．6

99．9

86．4

88．8

100．0

△214.8

100.0

14.22）

68．8

100.0

98．4

△40．4

△90．2

エネルギー

石 炭

石 油

天然ガス

鉄鉱石

銅

鉛

亜 鉛

す ず

アルミニウム

ニッケル

木 材

羊 毛

綿 花
大 豆

とうもろこし

小 麦

F

。

通商産業省「通商白書」（1982年版）による。(輸入量一輸出量）÷（国内生産
量十輸入量一輸出趾）×100により算出。ただし，銅，鉛，亜鉛，すず，アルミ

ニウム，ニッケルは（ 1－（国内鉱石生産中の金属純分量÷地金消費量｝×100
により算出。エネルギーは，商業エネルギー（石炭，コークス，石油,天然ガス，
水力および原子力による遮力）を石油に換算して算出。 1) 1980年度｡2)1979
年。△は輸出を表わす。出所） 『日本国勢図会』（1983年版）国勢社

19各国の食用農産物の自給率（1978年）
（％） 。

日 本 イギリス 西ドイツアメリカ イタリアフランス

穀 物

食用穀物
うち小麦

粗粒穀物

い も 類

豆 類

野菜類
果実類

肉 類

卵 類

牛乳・乳製品

４

８

６

２

５

９

７

８

０

７

９

３

６

９

９

７

８

９

８

162

218

214

152

110

142

99

95

97

102

93

77

74

76

79

96

81

79

23

71

100

83

90

106

105

81

88

17

33

41

86

77

106

170

197

203

152

104

69

93

72

92

97

110

73

89

85

58

96

99

118

119

76

95

74

OECD,G0FoodOonsumptionStatisticsl964-78"による。ただし日本は農林

水産省「食料需給表」による。食用穀物は米・小麦．ライ麦，粗粒穀物は大麦
（日本はハダカ麦を含む）・エンパク・雑殻の合計。豆類は大豆を除くが， 日本
は大豆を含む。いも類にはばれいしょでん粉を含む。肉類は鯨肉を含まず。牛乳

・乳製品は生乳換算量であり，パターを含みスキムミルクを除く。
出所） 「日本国勢図会」（1983年版）国勢社

16
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20 日本の主要農水産物の自給率

単位：％

1960年度 1976年度 1977年度 1978年度 1979年度 1980年度

応－↓迎
i_ ""/* | |~1<l'1－ ”.／系 ’

107

103

114

107
米

100

110

100-100

98

93

可

琶

菜野８

９

９

８

98 9797 切

開
90 閉

』
蛇

86

､、、
、
、

85 別
87

8179
実

一

瞬
一
両

83
80

77一一ーー－－

78ff~T~ー ｰ一一一一

76

70

食種総合自給率（肉類、乳製品、鶏卵、水産物を含む）

63

60

50

40
39

32
飼料 ’30

30

28K、 I l l －T5~、§ﾔｰﾔ28

砂噛一牛百一一T24
20

18ヤーミユーU一T19 1 －4－15

R ’一↑ず慰麦'1， 両10 小麦

~9 6｣一T回大豆
4 4

4

3nT －可r15 面

注）海藻・魚（くじらは含まない）

資料）農林水産省「農業白書」

局
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21 DAC諸国の経済協力の推移

(10億ドル）

90
88.0
~

80 ~

75.4~ 75．4

，その他

ミアメリカ
蕊蕊西ドイツ

日本

70.6
－

70

60

50

46.6
一

40．4
40

~

~

経済協力総額

’
30 28.0

24.6

20 ~

5
1Q

U

3

9
10卜

2

0 1 11 1
7673 74 75 77 78 79 80 81(年）

資料)OECD-DevelopmentCooperation

出所）通産省「通商白書」（昭和58年版）

-DAC(!開発援助委員会）

経済協力開発機構(OECDJの下部機関。前身は. DAG(開発援助グループ)。

80年末現在のメンバーは，米・英・仏・西独・伊・加・日等17カ国とEC委員会である。

目的は，発展途上国に対する加盟国の経済技術援助を調整し促進することによって，西

側援助の共同態勢を固めることである。

出所） 『現代用語の基礎知識』（1983年版）自由国民社

ご
●
受

18
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22 技術協力のDAC主要国比較(1981年）

隊員の派遣

生の受入

78

,030

力

究

β

叩

隠溺技術協力合計

338．

アメリカ

13,498953.0

叩878
36,234

イ

織り:“70.4

一

オランダ

型:"，I321．3

1

戸

~
I

(百万ドル)1,000 500 0 5,000 10,000 15,000人

資料)OECD-DevelopmentCooperation

出所）那産省「通商白書」（昭和58年版）

23主要債務国の状況（1981年）
(単位：億ドル）

銀行債務 銀行債務 銀行債務

北アフリカ・中東

アルジェリア

イスラエル

卜 ル コ

エジブ ト

モロ ツ ．

東南アジア

韓 国

フィ リピン

ラテン・アメリカ

メ キシコ

プラ ジル

ベネズエラ

アルゼンチン

チ リ

コロンピア

エクアドル

ペ ノレ －

(219）72

66

(102) 51

（67）44

インドネシア

台 湾

タ イ

マレーシア

そ の 他

ユーゴスラビア

南アフ リ カ

ナイジェリア

象牙海岸

(810)569

(870)527

(355)262

(373)248

(182)105

(105）54

45

44

84

60

42

(190)44

(100）37 107

(350)199

(180)102

(100) 60

(70) 32

注） （ ）内は1982年，全債務，某米銀調べ。

出所) EuromonW, 1982月8月。
出所） 日本国際問題研究所「国際問題」（1982年12月号）

19



沼3 統計資料

24 わが国の国際交流の推移

「GNP」
（ ）の中は1980年の1974年に対する伸び率

104.8(33.3)

｢物」
~

80.9(4.4)

｢資本」

1.5）

1.「物」は輸出入額の合計, 「資本｣は直
接投賓と証券投資の合計， 「情報」は対

外国telex通信量，「人」は旅行収支の

出入額の合計。

2.アメリカ，西ドイツ， フランス， イギ

リスの平均＝100としている。

ecommunicationStatistics．

資料) IMF : IFS '"､＝’~つ △､ﾊ'ーゞ
ITU: YearBookofOonmpnCarrierT℃lecomImmicationStatis

IMF : BalanceofPaymentsStatisticsYearbook.

OECDEBalanceofPaymentsDivision.

出所）科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）

25 わが国の人的交流（日本の出入国状況）

詞ﾄｰｰ出国… （"0非 へ国外国人一

陰織菱繍荊為繍薑悪",~･~メ認
． ‐ アメリカ

， 堂, :(49.3.)；
↓､殆令r p

~~~~~~~~~~~~~鍵溌誇鎚誇稚｝

アジア

(47.6）

アジ禿

(27.3)：
アメリカ

､(28．2）~

〔56

年
幻

1970

(1383千
革

ヨーロッパJ－
（19.0）

、 、
、
、 、
、

、､、 〔27．9

、

の他

4.4）
、
、

F 1
~~

蕊
夕 年

･〃-、J

拶翼纈

溌

上~
灘

年
幻

1981

(5559千
(51．5） (3.6）

)4(10．2） 8.8）（3.3

備考）備考） 1． 「その他jはアフリカ，オセアニア等である

2． （ ）内は各年の出国，入国者各々に対する各地域の百分率である

3． 〔 〕内は各年の出国，入国者の百分率である

資料）法務省「出入国管理統計年報」

出所）外務省「わが外交の近況」（昭和57年版）

■
ｰ
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26 日本人海外旅行者の旅行先
(単位：人）

55年 56年 57年

旅行先
対前年
比(影）

対前年
比(％）

対前年
比(影）

人数 人数 人数

韓 国

･今 湾口

香 港

フィ リピン

マ カ ォ

シンガポール

タ イ

マレーシァ

米 国

うちハワイ

うちグァム

カ ナ ダ

フ ラ ンス

イ タ リ ァ

西ドイ シ

英 国

ス イ ス

スペイ ン

468,415

654,413

465,987

262,785

201,608

298,593

225,433

113,486

1,125,000

568,190

221,910

162,253

443,000

228,229

289,189

185,300

216,197

88,035

２

４

３

４

９

４

３

１

３

８

６

２

５

８

６

４

４

４

７

９

９

０

８

１

１

１

０

９

１

０

０

８

９

８

９

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

506,819

592,682

501,766

193,146

172,383

364,213

214,628

129,586

1,165,000

690,400

255,130

146,661

445,000

108

91

108

73

86

122

95

114

104

(注3）

115

90

100

517,253

575,686

508,344

159,718

168,955

389,072

225,557

130,604

1,230,000

718,000

264,440

139,447

102

97

101

83

98

107

105

101

106

104

104

95

327,124

200,300

226,869

86，731

113

108

105

99

244,449

80，225

108

92

注1）

注2）

3）

出所）

各国資料に基づき，運輸省で作成したものである。

イタリア，西ドイツ， スイスは宿泊施設到着数である。

推計方法の変更により対前年比は不詳である。

総理府「観光白書」（昭和57年版）
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27世界の輸出貿易に占める主要国の割合
６

４

２

０

８

６

４

１

１

１

１

アメリカ

両ドイツ
ー

L/~~~~----ヘーー

ニーー一一一
、

イタリア ソ連 カナダ
２

彫

０

1960 65 70 75 81
出所) r日本国勢図会」(1983年版）国勢社

28各国1人あたり貿易額と貿易依存度(1981年）

1人あたり貿易額（ドル） 貿易依存度(％）

8,000 4,000 0 4,000 8,000 50 0 50

5,4441"ZZZ"′のZイ

4,824M"〃‘"

3,441””"

2,876…

2,855”

1,862〃
1.840"

1.465”

1,315匹

1,292厘
996Z

5492

認
2

弧， ， ，

〃ﾌ”

函､ゞ

ベ

オ

ス

カ

西

フ

ィ

オ

イ

日

ア

韓

ソ

ィ

血

Ｉ
司
叩
ｗ
ｎ
Ｕ

Ｗ

“

“

や

４

４

一

九

“

今

１

■

上

（

×

）

６

壹

謙

，
Ｉ

、一‐
！
‐
‐
~
師

０

肩f罰レギーIﾗ5.~1'勿"Za

ランダ【48.7"

エーデン25.2”

ナ ダ25.4”

ドイツ25.6〃

ランス 17.6匹
ギリス 20.4Z

ストラリア 13.5区

ダ リア216”

本 13.3Z
メ リカ 8.1豚’

148.7ZZ

25.2”

25.4”

25.6〃

17.6匹
20.4Z

13.5区

216”

13.3厘
8.12

ノ

g"l

ウ ■25.6

臣24.5

園23.8

ﾖ18.0
"20.3

316.3

唖26.0
12.5

9.5

1
1 函訓32.9ノ

ー

6．3

5．2

5.7

9･qjW
ン

出 人

国連統計月報およびIMF"International Financial Statistic3(1983年1月号）により編
者算出。貿易依存度は国内総生産に対する輸出入額の割合。

ソ連の貿易依存度は1980年で，国民総生産に対する比率。ベルギーはルクセンベルグを含む。
出所） 『日本国勢図会」（1983年版）国勢社
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29我が国の主要貿易相手先（1981年）
（単位：百万ドル）

貿易（1981年） 輸 出(FOB価格） 輸 入(CIF価格）

輸出人
額

椛成比
（％）

構成比
（％）

国名 国名 輸出額 国名 輸入額

米 国
(E C

サウディ・
アラビア

インドネシ
ア

オーストラ
リア

中 国

アラブ首長
国連邦

韓 国

西 独

恰 湾）

力ナダ

63,906
27.446） 謄 胃

西 独

サウディ・
アラビア

蝉 国

(台 湾）

鱈 港）

中 国

英 国

オーストラ

リア

シンガポー
ノレ

インドネシ
ア

カナダ

ソ 連

イ ラ ク

ダ イ

南アフリカ

フランス

パナマ

ナイジェリ
ア

フィリピン

柵：綴) ］
5，968 3．9 2

5,876 3．9
3

5秘658 3．7

5，405 3．6 4

5，311 3．5 5
5,095 3,4

6

4，789 3．2
7

4，779 3．1 8

4，468 2．9 9

10

4，123 2．7 ，，

3，399 2．2 12

3，259 2．1 13

3,026 2．0 14

2，251 1．5 15

2,222 1．5 16

2，222 1．5 17
2，210 1~5

18

2，159 1．4 19

1，928 1．3 20

米 国
(E C

サウディ・
アラビア

インドネシ
ア

アラブ首長
国連邦

オーストラ
リア

中 国

力ナダ

クウェイト

韓 国

(ブルネイ）

英 国

(台 湾）

西 独

オーマン

カタル

ソ 連

シンガポー
ノレ

イ ラ ン

フィリピン

南アフリカ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ｍ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

皿

ｕ

妃

蝿

皿

鴫

妬

Ⅳ

焔

廻

釦

6.0）

27,359

17,428

12,198

10,387

10,330

9，047

8，397

7，927

7，863

21,4831 15.2

8.8361 6.2

1，9441 1．4

資料） 大蔵省通関統計

出所）外務省「わが外交の近況」（昭和57年版）
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30主要国の日本からの輸入比率と

日本への輸出比率（1979年）
(％）

輸出輸入輸出輸入

南アフリカ共和国

ア メ リ カ

チ リ

イ ン ド

キ 1 － バ

メ キ シ コ

ブ ラ ジ ル

ソ 速

力 ナ ダ

13.2

12.9

7．8

7．4

7．2

6．6

6．0

4．6

3．5

13.2

12.9

7．8

7．4

7．2

6．6

6．0

4．6

3．5

10.5

9.9

12.0

9．9

2．4

3．3

5．8

0．0

6．3

韓 国

タ イ（'78）

インドネシア

フ イ リ ピン

イ フ ク

アラブ首長国連邦

シンガポール

オーストラリア

サウジアラビア

22.3

20.3

46.1

26.4

0.1

25.1

9.6

28.2

20．2

32．7

31．0

29．3

22．8

20.9

18．3

17．0

15．7

15．6

注）額の順位ではなく， 日本からの輸入比率順位である。

資料） 「国連貿易統計年鑑」（1981年版）より作成。

31 各国の産業別就業人口割合（15歳以上）
(％）

実数
(千人）

公務・
サービス

運輸・
通信業

臘林
水産業

計商業建設業鉱業 製造業

日 本(1982） 9．7 0．2 24.5

アメリカ(1980) 3.5 1.0 22.7

イギリス(1979） 2．7 1．4 29．3

西ドイツ(1980) 5.9 1.3 34.9

フランス(1980） 8，8 0．7 25.7

イタリア(1980）－14．2－－－26.7

パキスタン(1981） 54．8 0．2 13．6

緯 国(1980） 34．0 0．9 21~7
ブラジル(1976） 36．2←一一16．5－－→

ｵ瀞ﾄﾗ(1979） “ ］4 222

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

56,380

103,867

24，711

26,095

21，190

20,571

23,949

13,705

39，718

6,041

22.6

311

28.6

23.6

25.7

21.3

10.0

10.9

27.4

26．0

８

５

７

７

２

６

４

８

９

８

■
■
●
●
■
■
■
■
■
◆

６

６

７

６

７

６

５

４

３

７

26.6

28.6

23.5

20.1

23,2

21．2

11．8

21．6

9．3

28．3

26.6

28.6

23.5

20.1

23,2

21．2

11．8

21．6

9．3

28．3

9．6

6．6

6．8

7．5

8.7

10.0

42

6．1

6．7

7．7

ILO(国際労働機関）労働統計年鑑(1981年）による。日本は総理府統計局「労働力調盃」に
よる。運輸・通信業には電気・ガス・水道業を含むが，ブラジルの電気・ガス・水道業は鉱業お
よび製造業に含み，オーストラリアは製造業に含む。公務・サービスには分類不能などを含む。
軍隊は除いた。

出所） 『日本国勢図会』（1983年版）国勢社
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32 輸出入比率にみる国際分業関係の変化
、
０
ノ
ハ
Ｕ

形
０

く
１

~

①化学製品

アジアNICS

匿号
③衣類50

日本
アメリカ
a 二一鋒_全--？

0

｡-′~ に西ドイツ
･、←=-へq

へ
西

･馴及二三室
△50 アジアNICS‐

アジアNICS

Q I R
△100 （
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別ｊ
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１
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、

、
、

、

b
0

五

､､､Iﾒﾘｶ
b

アメリカ

x二戸室△50 アNICS＝
~

,日本
Ⅱ ロ 』

腿加工機械アジアNICS

△100 』 ロ ロ

（
年
平
均
）

66 69 7275 7857 60 63 66 69 72 75 78
1 1 リ リ 1 1 リ リ 1 1 1 1 1
68 71卿77 8059 62 65 68 71 74 77 80

7857
1 1
8059

帥
～
配

開
～
髄

5760
1 1
5962

鯛
～
筋

砲
～
湖

師
～
胡

鉛
～
価

浦
～
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０
彫
０
く
１

･一・一・-･一・一や-前．
>t－－－蛤---紙

q
、、

道
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､禮ドイツ ー

差圭弩＆
’

0
ヂL

ｌ
Ｓ
ｌ

Ｃ

。
『

●

Ｉ

仏

』

Ｎ

Ｃ

ア

ー

ジ

．

漸

澄

も ー、

、

、 クヂa，
ひ－0” ､

℃
アメリカ

アメリカ

↑
⑦ﾃﾚﾋ~ ﾗｼｵ,音群機器 ｜③自動車

△50

△100
（
年
平
均
）

泊

～

釦

だ

～

”

釘
～
調

帥
～
舵

齢
～
鮪

髄
～
閉

的
～
打

泥
～
刺

布
～
力

7857
1 1
帥59

釦
～
醜

３

５

６
～
６

髄
～
錦

胡
～
刑

翅
～
刺

備考） 1.国際連合「YearbookofFbreignTradeStatistics」により作成
2.輸出入比率＝(輸出一輸入）ノ （輸出十輸入） ×100,輸出入はドルベース
3.アジアNICSは香港，韓国，シンガポールの合計

出所）経済企画庁「経済白書」（昭和57年版）
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33 主要な貿易摩擦
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輸
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規
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（
対
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53．1

↓ （延艮）
53．12
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３
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）
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Ｉ
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ｌ
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ｌ
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）
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邪
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出
規
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愉
）
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注） （輪）は，輸出入取引法による

出所）「通商白瞥」「経済白書」｢THEDATAFILE1983｣(PHP研究所）より作成
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34過去に日米間で摩擦が問題となった

商品の市場動向
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‐
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帥
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（右目擬）
0
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レュー日本の輸出伸び率（右目盛)ー

7071 7273747576777879(年) 70 71 72 7374 7576 7778 79808182(年）

備考） 1繊維は，人造繊維”綿，毛の合計とする

2.繊維の国内生産量＝国内見掛消饗十輸出一輸入とした

資料）米ITC資料，米商務省「US.General lmports｣,通関統計，米AISI

資料，米商務省資料，電子工業年鑑，日本自動車工業会「主要国自動車統計」

出所）通産省「通商白書」（昭和58年版）
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”5 統計寅料

35経済成長率（実質GNP成長率）
(影）

米 加 英 西独 仏 伊 EC日 OECD

1969～1975平均
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1980

1981
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5．4

4．8
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３

０
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①
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①
岳
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２

４

３

１

２

△

△

3．2

5．3

3．6

1．8

△1.0

４

３

１

２

８

●
Ｑ
ｂ
Ｃ
■

５

５

５

４

３

4.3

5.5

3.4

0.0

3.0

4.1

4.9

3.3

1.2

0拳5

３

９

６

０

０

●
①
●
Ｄ
Ｃ

３

５

２

４

０

3．3

4．7

3．0

1~1

△0.8

3．4

5．1

3．9

△0.8

0．8

資料）各国統計,OECD"ECONOMICOUTLOOK30''

出所）外務省「わが外交の近況」“和57年版）

36消費者物価上昇率
(彫）

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

日 本

米 国

力ナダ
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西 独
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8.0
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9.4
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9．6
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3．8

7．7

9.0

8．3

2．7

9.1
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7．3
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3.6
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6．1
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16.5
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12.5

13.4

5.9

13.1

18.7

11.5

10.6

資料) OECD$lECONOMICOUTLOOK30'', "MAINECONOMIC

INDICATORS”

出所）外務省「わが外交の近況」（昭和57年版)，経済広報センター@4Japanl983''

37主要国失業動向

～垂 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983．6
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(2.0）
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(7.0）
86

(8.1）
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(5.7）
103

(4.5）
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(4.8）

155

(7.2）
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(2.2）

605

(6.0）

91

(8.4）
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(7.5）
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(5.4）
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(3.8）
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(6.1）
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(7.7）
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145

(6.5）
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(10.5)
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（5.5）
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（6.9）
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（8.4）
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（2.4）
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（9.5）

ｊ

ｊ

８

７

０

５

婚
２
通
９

〃

８

、

９

〃

ｆ

瓜

１

日 本

米 国

力ナダ

英 国

西 独

フランス

イタリア

E C

316

(12.3）
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（6.9）
201

（8.9）

305

(11~8）
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（8.1）
191

（8.4）

1,092
（9.6）

1，161
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注）上段，失業者数（万人)。下段，失業率（％)。

出所） タ幟省「わが外交の近況」（昭和57年版)，経済広報センター"nhpanl983'
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38 原油価格の推移(アラビアン。ライト）

(ドル/B) 線イ
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-78-IL－－－79~L一一一80~L－－－81ヨー82~L83-(年）

備考）スポット価格は81年9月まで月半ば時点の価格。以降，週平均価格。

資料) International CrudeOil andProductPrices,プラッツ・オイルグラム, PIW

出所）通産省「通商白書」（昭和58年版）

39 主要先進国のエネルギー消費構造（1981年）
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日本 アメリカ 西ドイツ フランス

術考） （ ）内の数字は日本を1としたときの各国のドルベースGNP
のエネルギー消費量である

資料)BP統計, OECD-MainEconomiclndicators

出所）通産省「通商白書」（昭和58年版）

イギリス

(GDP) 1単位当たり
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723 統計炎料．

40世界の原子力発電設備の運転・建設状況
２
十
十
割

発注済・計画中運転中 建設中 合 計

設備容量 設備容量 設備容最 設備容量基 基 基 基
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４

I
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１

４

６
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１

２

１
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４

１

２
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1,051.1 15

合 計 16,592.74 266 23,5148 243 18．656.2 183 58.763.74 692

注1）

2）

出所）

日本原子力産業会議資料（1981年12月31日現在）

正味砥気出力3万kw以上の発電所を対象とする。

科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）
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41 日本の半導体素子の生産推移
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I#函〃ﾘｸⅧ33鬮3,452億円
も酒〃iW36 1#|3{470億円
嗣鵬〃I 4， 卿2,764億円
li剛#M 43 1"|4,542億円
§熱幽〃駒柵 “ 鯛4,766億円
懸垂樅#〃 53 1灘'5,326億円
鬮垂〃萌刎 60 鴬蕊6,368億円
鯉〃洲 “ 隠鰯
↑整流素子トランジスタ 集積回路 その他

33

36

43

"J

31
ノノ

43
〃'

28
ノノ

44 10

53 10
J"

16
ノノ

60

66 10 8,640億円

ダイオード

資料） 「電子工業年鑑」電波新聞社

出所）科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）

42 1C(集積回路）貿易の推移(億円）

2,000 －

に 輸出

■

｜

｜
ｰ

l
l

F
l
トー
l

l

F
L
l
I

［
I

l
F

に
｜

ﾄｰ≦

~

1，500

1,000

5()0

0L

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55(年）

「半導体産業の日米国際比較」機械振興協会経済研究所

科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）

45

資料）

出所）

釦



72Z 統計資料

43 科学技術の総合力を示す各種指標

数字は各指標の5カ国合計を100とした時の各国の指数を表わす

製造業の （米 国）
総付加価値額 技術集約製品の

（日 本）

製造業の 技術集約製品の
総付加価値額 輸出額

（西ドイツ）

製造業の 技術集約製品の
総付加価値額 輸出額

特

特
対
登

研究者数研究費

（フランス）

製造業の 技術集約製品の

研究者数研究費

（イギリス）

製造業の 技術集約製品の

術

易額
術

易額

額

術
出 額

術
出

研究者数研究費 研究者数研究費

注） 1..．…･部: 1960年代後半，－部: 1970年代後半
2.米国及びフランスの研究費及び研究者数は人文・社会科学を含む

資料)OECD(経済協力開発機構)｢International Statistical Year｣,
特許庁「特許庁年報｣，国際連合「貿易統計年鑑」等より科学技術庁計画局で作成

資料）経済企画庁「活力ある産業社会の形成」（2000年の日本シリーズ4）

。

錫

ロ
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44主要国における研究費の対GNP比率推移
一

一

』

』

一

一

一

一

』

｝

一

一

一

』

■

一

Ｊ

７

６

５

４

３

２

１

０

９

８

７

６

５
Ｆ

夕

％

２

２

２

２

２

２

２

２

Ｌ

Ｌ

１

１

１

く

I H I

’69 ’70 ’72 ’74 ’76 ’78 ’80

資料）科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）より作成

45 研究費における政府負担の割合

（

i三三基*
35－

~、ノー皇-----、日本
30

25 25.8

定ー ！ ！ F 1 I D I F 1

'65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82

注）英の'75, ,78はOECD統叶値,'78は人文・社会・自然分野の合計
資料）科学技術庁「科学技術白書」（昭和57年版）より作成
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刀9 統計査料

46主な国の高等教育進学率

進学率1)(形） 高等教育機関進学者数2》(人）

計 男 女 女男

1970

1975

1981

24.0

38.4

37．4

30．0

44．1

41．6

17.8

32.4

33.0

298,650

356,516

341.879

169,495

251,647

259.274

日 本

５

２

７

６

５

５

Ｑ

４

４

５

５

４

－

1970

1975

1981

50．6

46．3

46．3
～51．4

42．3

44．2

44．6

～50．0

796,325

918,000

892,000~
999,000

983，794

992,000

957,000~
1.061.000

アメリカ

1.970

1975

1977

18.7

20.3

22.1

21．6

23．5

25．3

15.6

17.0

18.9

72,407

83,643

94.292

50,920

58,304

67,582

イギリス

1971

1975

1980

21．3

24．1

26．4

23.3

27.8

31.5

19．5

20．6

21．5

82,474

88,782

93,678

94,292

115,707

131.803

フランス

1971

1975

19793）

12.6

19.8

19．4

15．3

23．2

21．5

9.8

16.1

17.2

63,500

102,100

107．700

39,000

67,500

81,400

西ドイツ

文部省「文部統計要覧」（1982年版）による。アメリカ合衆国の1981年の数値は推

計値。 1）進学率は各国の高等教育槻関第1学年への進学者数の該当年齢人口に対す

る比率。 2）第1学年進学者数。3） 1966/67年度に学年度始期の4月から8月への

切りかえが行われたため， 13年たった1979年の進学者数は78年にくらべかなり減少

している（78年一男120,800人，女96,300人)・

出所） 「日本国勢図会』（1983年版）国勢社

47主要各国の教授数と在籍学生数

及び教授1人あたりの学生数

教授1人あたり
学 生 数

教授数 在籍学生数

●

＆アメ リ カ（'79）

ソ 連（’75）

日 本（'79）
西ドイツ（'79）
ブラジル（'78）
ポーランド（'79）

アルゼンチン（'79）

力 ナ ダ（'79）
インドネシア（'76）

イタ リア（'79）

822,000

317．152

213,000

156，883

104，231

55，941

44,402

52，756

46，668
43．220

11,569,899

4,853,958

2,422,915

1．151，978

1,225,557

609，997

498,928

852，911

296，326

1,097,954

14.07

15.30

11.38

7．34

11．75

10．90

11．24

16．17

6．35

25．40
〃

注） ここでいう学生とは，ユネスコの定める第三段階（短大・大学・大学院，

およびそれと同格の研究所）の学生のこと。

出所） 「ユネスコ文化統計年鑑」（1982）より作成
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刀8

48主要国における外国人学生数

全高等教育学生数
に対する比率(形）在籍外国人学生数

（単位；人）国 名

1970 1975 1977 1979 1979

アメ リ カ

フ ラ ンス

カ ﾅ ダ

イギリ ス

西 ド イ シ

ソ 連

イ タ リ ァ

日 本

オースト リア

ス イ ス

144,708

34，500

22，263

24,606

27，769

27，918

14，357

4，447

8，573

9，469

179,350

93，750

22,700

49,032

53，560

43，287

18，921

5，541

10,320

10,113

235,544

104,317

26，400

58，563

54，061

55，237

27，136

5，695

10,461

12．464

286，340

112，042

32，148

56，774

57，421

〈78)62,942

24，050

5，914

11，848

13，618

2．5

10．6

3．8

7．1

5．0

（75)1~3

2．0

0．2

9．3

16．7

注） ここにおける外国人学生とは，ユネスコの定める第三段階（短大・大学・大学院およ

びそれに同格の研究所）の学生のこと。

資料） 「ユネスコ文化統計年鑑」（1982）より作成

49在日外国人留学生の地域別実績(昭和57年5月1日現在）

国費(形）

１

１

オ
セ
ア
屋
岬
嘔

中1

曙

近東週

5.1

更憾

フ、

5.2

鯛
剛
０

欧州
10－0

総数
1,777名

アジア

62．6

中南米
10．7
同米
0．7

資料）文部省留学生課調べ 注）短大・大学・大学院対象

資料）外務省「わが外交の近況」より作成
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刀7 統計資*:’

50 国民所得、行政費に占める教育財政支出の

割合の国際比較

行政費に占める割合
5 10 15

国民所得に占める割合
10 5 %O 20O形

》

師

砧

．

１

１

－

４

面

日

日

Ｈ

ｇ

■

可

剥

剰

１

Ｊ

６

８

－
㎡

『

~
~

全
ｖ

か

①

．

一

元

“

《

》
‐
、
１
坪
１
１
皿
１
１
１

－

冨

画

霧
調

弄

離

萢

為
日本

アメリカ

イギリス

フランス

西ドイツ

ソ連

文部省「文部統計要覧」（1982年版）による。国・地方の教育財政支出の合計。日本， イギリ

スは1980年度。アメリカ，フランス， ソ連は1979年度。西ドイツは1978年度。フランスは

教育省．大学省所管の国の支出のみで，物件費などに関する地方支出，大学省以外の各省庁所

管の高等教育費を含まず。

資料） 『日本国勢図会』（1983年版）国勢社

51 教師に対する暴力事件
単位＝件、人

暴力事件数

捕導人員

高校

４

８

９

１’

８
？

１

３

／

“1，612
ー

1．600800
772

中学

』』』

1,200600

394〃盤"& 800400

105
405

232

191ョ22~ 21 400200
330

”
一
露l124 738211 人件

55 56 57昭52年 53 54

注）補導人員は，中・高生の合計

資料）警察庁「警察白書」（昭和57年版）
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52社会資本整備水準の国際比較

（ ）内は年度

整側指標 ’部門 アメリカ イギリス イタリア 西ドイツ 日 本フランス

道路舗 装 率3)(彫） （75）
48

自動車1台あたりの （75）
舗装道路1)(m) 20.7

，爾遮道鶴建長,'(km)"'
住宅2）持 ち 家率(影） （79）

65．4

－戸あたり平均室数（80）
6．6

，室あたり人員数（75）
0．9

水道31普 及 率（70）
97.5

ワシントン

鶏, '人あたりの面硫(m2) (76)
45．7

医綴馴人農10万襟たり数(人) (7%$
人口10万人あたり （77）

病 床 数(床） 630

電話3）普及率(個数/100人) (8')
83．7

注）下記資料より作成

1）国際道路連盟の資料

2） 「国連統計年鑑」腱設統計要覧」「'78住宅統計調査」

3） 「日本国勢図会」

4）建設省資料
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715 統計資料

53 国民所得に対する租税負担率

及び社会保障負担率(1980年）
彩

妬 酉鰹駕廻ゞ 44．5

41．1

31~7 32．1

30
28.0

26.5 P

23.7

20 1
19 6

15

10 6 9.99.7

34.3 37.71 M51.01I N51.811 158.6 641

0

日 本 アメリカ イギリス 西ドイツ

注）に~内の数字は，租税負担率と社会保障負担率の合計

出所）大蔵省，経済広報センター"Japan l983"

フランス スウェーデン

54人口1,000人あたりの公務員数（1982年）
（単位；人）

日 本 イギリス 西ドイツアメリカ フランス

国家公務員等

地方公務員

26.8

47.6

84.9

26.2＊

17.6

27.2

21.1

56.4

51.2

52.9

計 74.444.8 77.5 104.1 111． 1

「中央政府の
国防関係」を除く

42.3 94.2 102.764.1 63.6

1）

2）

3）

資料）

＊は， ’79年

中央政府公務員には，郵政等政府企業関係者を含む

中央政府の国防関係は，文官．自衛官等である

行政管理庁調べ
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刀4

55犯罪認知件数，犯罪率，

検挙率の国際比較（昭和55年）

イギリス

ｲﾝｸﾗﾝﾄ
及びウェールズ

日 本 アメリカ 西ドイツ フランス

認知件数(件）

犯罪率

検挙率(形）

1,684

1~4

97．2

23,044

10．2

72．3

1,303

2．6

88．1

2,733

4．4

95．6

2，253

4．2

79．4

殺 人

認知件数

犯罪率

検挙率

2,610

2．2

89.0

82，088

36．4

48．8

4，588

9．3

87．0

6,904

11．2

72．3

1,886

3．5

76．6

強 姦

認知件数

犯罪率

検挙率

2,208

1．9

75．5

548,809

243.5

23．8

24，193

39．3

53．0

15,006

30．5

28．8

35,245

65．8

26．4

強 盗

認知件数

犯罪率

検挙率

1,165,609

995.8

55．0

11,986,501

5，319．1

15．5

2,437,824

3,960.0

28．9

2,047,301

41157．4

35．4

1,576,840

2,942.5

17．4

窃 盗

認知件数

犯罪率

検挙率

290,683

248.3

65．6

3，759，193

1,668.2

142

622.647

1,264.4

31．2

1,273,507

2,068.7

18．2

274,363

512．0

16．3

うち

侵入盗

注） 1 各国犯罪統計書による。

2侵入盗の数字のうち，西ドイツは，「加重窃盗」の数字である。

出所）警察庁「警察白書」（昭和57年版）

56離婚率（1980年）

日 本 アメリカ イギリスフランス イタリア スウェーデン

1．56＊1．22 5．19 3．01 0．21 2．41

注） 1 ＊は， 1979年。

2 カトリック教徒は，離婚が許されないため，実際に離婚していても統計には表れ
ない。

資料）国連人口統計年鑑より作成
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刀3 統計安料

57 日本の高齢化の進展

老年人口係数(65歳以上人口の比率)とピラミッドの推移

％

幻

加

聰

肥

Ⅳ

茄

巧

皿

昭

哩

ｎ

ｍ

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０

く ）

》

。

一

18．8】

18．10

６

－

』

』

一

一

二

』

一

一

｛

』

一

一

一

二

69
77．9】

4．7575

1975
1 1 0 1 0 ， ！ I1 0 1 0

1870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020203020402050(年）

資料）人口問題研究会「日本の将来推計人口」より作成
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58各国の将来人口

人口推叶（千人） 2000年の年齢柵成（鰯） 人口墹加率（形）
国

1980 1990 2000 0～14(歳） 15～64 65～ 1980～1990 1990～2000

世 界 4．415．013 5.275.745 6．199．361 31．6 62．0 6.4 1．95 1．75

先 進 国

開発途上国

２

１

７

４

６

３

０

４

３

８

Ｊ

２

１

３

２

２

８

６

８

８
０
凸

５

９

０

６

２

０

Ｌ

４

1.272.316

4.927,45

５

２
~
~

１

４

２

３

３

２
。
■

５

１

６

６

１

６
。
■

３

４

１ ７

９

６

３

０

２

0．55

211

2557．851 3.077.447 3.611.943ア ジ ア 2．03 1．74

日 本

イスラエル

イ ラ ン

イ ン F

仲 国

北 帆 鮮

サウジアラビア

巾 国

フィ リピン

ベ ト ナム

４

０

２

５

９

４

７

８

６

９

６

５

８

３

７

１

６

４

９

９

３

９

０

１

９

９

３

８

９

２

■
９
日
も
り
、
■
■
ｂ
凸

６

３

８

４

７

７

８

６

０

２

１

３

９

３

１

５

５

５

１

６

９

122770

4.845

51．050

861．8“

“､662

22,549

11,458

1.076.373

67.094

65．564

128．901

5.625

650420

1.037.205

50.790

27，371

15．565

1．189．572

83.434

79．355

19．3

28●0

39.3

34．4

26.9

32.9

44.1

24.6

35.5

35．9

７

０

７

９

２

５

８

３

０

８

■
Ｆ
ｐ
Ｇ
◆
■
■
●
■
■

６

４

７

１

７

２

２

８

１

９

６

６

５

６

６

６

５

６

６

５

14．0

8．0

3．0

3．7

5，9

4．5

3．0

7．2

3．5

4．3

５

７

１

２

６

９

９

５

６

４

５

２

４

４

７

５

６

２

１

５

■
■
●
■
。
早
■
■
●
上

０

２

３

２

１

２

３

１

３

２

0.50
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注） 1978年末の推計人口をもとに国際連合が行った中位の推計値である。

資料) UN「国別人口予測1950-2000年」

出所） 「国際統計要覧'82」
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