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宣
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史
観
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ホ
コ
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一
）

歴
史
で
は
、
説
明
責
任
を
問
わ
れ
る

一
九
八
一
年
夏
、
私
は
、
英
国
留
学
か
ら
の
帰
途
、
ネ
パ
ー
ル
に
立
ち
寄
り
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
越
え
て
流

れ
出
た
と
い
う
曼
陀
羅
（
マ
ン
ダ
ラ
）
の
絵
を
見
物
し
た
。
次
に
エ
ベ
レ
ス
ト
山
を
遥はる
か
遠
く
に
眺なが
め
な
が
ら
南
ヒ
マ
ラ
ヤ
を

超
え
て
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
に
飛
ん
だ
。
ビ
ル
マ
で
は
、
マ
ン
ダ
レ
ー
ま
で
足
を
伸の
ば
し
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ル
マ
戦
線
・

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
跡あと
を
訪
問
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
ビ
ル
マ
戦
線
の
悲ひ
惨さん
さ
は
随
分
書
物
で
読
ん
だ
。
そ
の
上
で
の

訪ほう
問もん
で
あ
っ
た
。

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
と
は
、
西
方
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
「
援えん
蔣しよう
ル
ー
ト
」
を
遮しや
断だん
す
る
た
め
、
日
本
軍
が
イ
ン
ド
の
イ
ン

パ
ー
ル
地
域
に
ま
で
入
ろ
う
と
し
た
決
死
の
作
戦
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
非
常
に
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
無
理
な
作
戦
で
あ

っ
た
。

援
蔣
ル
ー
ト
と
は
、
ビ
ル
マ
山
地
を
通
り
、
中
国
の
南
西
部
た
る
雲うん
南なん
省しよう
に
抜
け
、
四し
川せん
省しよう
へ
と
繫つな
が
る
道
路
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
が
そ
れ
を
使
っ
て
蔣しよう
介かい
石せき
軍ぐん
を
支し
援えん
す
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

空
港
か
ら
す
ぐ
に
市
内
を
見
物
し
、
ホ
テ
ル
に
行
く
頃
に
は
も
う
日
が
暮
れ
か
け
た
が
、
と
も
か
く
タ
ク
シ
ー
を
拾
っ
た
。
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私
に
と
っ
て
、
ど
こ
で
も
外
国
に
入
る
と
き
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
は
、
そ
の
国
や
地
域
に
つ
い
て
の
最
初
の
案
内
の
先

生
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
拙つたない
英
語
と
筆ひつ
談だん
と
を
総
動
員
し
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
聞
き
ま
く
る
。

運
転
手
さ
ん
は
、
片かた
言こと
の
英
語
で
語
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
人
々
は
英
語
を
話
せ
る
者
が
多

い
。私

の
父
と
母
、
兄
弟
は
、
私
の
目
の
前
で
、
日
本
の
兵へい
隊たい
さ
ん
に
銃じゆう
剣けん
で
突
き
殺
さ
れ
た
。」

私
は
、
暗くら
闇やみ
に
紛まぎ
れ
て
途
中
で
ど
こ
か
変
な
所
に
連
れ
て
行
か
れ
、
い
の
ち
で
も
奪うば
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
一いつ
瞬しゆん、

ゾ
ッ
と
し
た
。
戦
争
の
記
憶
と
い
う
も
の
は
、
関
係
者
が
生
き
て
い
る
間
は
、
善
悪
と
も
に
、
消
え
去
る
も
の
で
は
な
い
よ
う

だ
。
し
か
し
、
ビ
ル
マ
の
運
転
手
さ
ん
は
、
と
て
も
親
切
で
、
初
め
て
の
訪
問
地
マ
ン
ダ
レ
ー
で
も
土
地
の
状
況
を
事
細
か
に

案
内
し
て
頂いただい
た
。「
恩おん
讐しゆうの
彼
方
か
な
た

に
」
と
い
う
が
、
人
間
誰
し
も
人
間
性
の
う
ち
に
親
切
さ
を
秘
め
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
。国

家
間
の
戦
争
は
、
ど
の
国
の
角
度
か
ら
観み
る
か
に
よ
っ
て
、
呼
び
名
か
ら
し
て
違
っ
て
く
る
。
日
本
か
ら
い
え
ば
「
大
東

亜
戦
争
」、
ア
メ
リ
カ
か
ら
い
え
ば
「
太
平
洋
戦
争
」、
中
国
（
共
産
党
）
政
府
か
ら
は
「
中
日
（
日
中
）
十
五
年
戦
争
」、
世

界
ま
る
ご
と
で
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
」
と
な
る
。
位
置
付
け
の
仕
方
を
変
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
相すがたが
形
を
変

え
る
し
、
異
な
る
教
訓
を
汲く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
戦
争
責
任
の
問
題
は
、
根
の
深
い
も
の
だ
が
、
背

を
向
け
て
逃
げ
る
の
で
な
く
、
正
面
か
ら
向
き
合
え
ば
、
し
ん
ど
い
け
れ
ど
も
将
来
の
た
め
に
益えき
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



国
家
の
歴
史
は
、
国
内
の
事こと
柄がら
だ
け
で
な
く
、
戦
争
を
含
む
国
際
関
係
と
密みつ
接せつ
に
か
か
わ
る
。
国
際
関
係
と
は
、
国
家
と
い

う
集
団
の
い
の
ち
の
出
合
い
で
あ
り
、
せめ

ぎ
合
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

事
柄
に
よ
っ
て
は
、
歴
史
解
釈
の
対
立
か
ら
戦
争
に
さ
え
突
入
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
個
人
と
個
人
と
の
関
係
に
お
い

て
、
相
手
の
過
去
の
行
為
を
批
判
し
て
仲なか
違たが
い
し
た
り
、
逆
に
褒ほ
め
て
友
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
と
似
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
文
学
に
は
、『
源げん
平ぺい
盛じよう
衰すい
記き
』『
平へい
家け
物もの
語がたり』
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
、
本
格
的
な
悲
劇
文

学
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
は
、
人
間
の
自
由
意
思
で
は
如
何
い
か
ん

と
も
な
し
難がた
い
悲
劇
と
い
う
も
の
に
、
目
を
開
か
せ
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
悲
劇
と
い
う
も
の
は
、
人
類
の
意
思
や
「
は
か
ら
い
」
を
超
越
し
て
、
甘あま
ん
じ
て
受
け
容い
れ
る
外
な
い
の
か
。
い
や

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
同
じ
よ
う
な
悲
劇
を
繰く
り
返
さ
な
い
た
め
に
、
努
力
す
べ
き
事
柄
と
、
努
力
す
る
方
法
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
諦あきらめ
て
は
い
け
な
い
。

世
界
史
の
上
で
は
、
あ
る
国
の
行
為
に
つ
い
て
、
外
国
か
ら
非
難
や
干かん
渉しよう
が
、
特
に
政
治
的
意
図
か
ら
、
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
中ちゆう
韓かん
と
の
間
で
、
日
本
が
そ
の
被
告
の
立
場
に
立
た
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
英
、

独
、
仏
の
間
で
、
こ
と
に
独
（
ド
イ
ツ
）
が
被
告
の
席
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
う
い
う
と
き
、
当
事
者
は
科
学
的
な
証しよう拠こ
に
基もと
づ
い
て
、
謙けん
虚きよ
に
、
反はん
論ろん
や
弁べん
明めい
や
証
明
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
今
日
で
は
「
説
明
責
任
」（a

cco
u
n
ta
b
ility

,

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
説
明
可
能
性
）
と
名
づ
け
る
。
一
般
に

自
己
の
行
動
に
つ
い
て
、
そ
の
「
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
責
任
説
明
は
双
方
の
当
事
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者
に
あ
る
。

ど
の
国
家
国
民
に
も
、
双
方
に
説
明
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。

国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
自
国
が
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
外
国
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
、
特
に
そ
の
時
々
の
政
治
権
力

者
た
ち
に
よ
る
虚きよ
偽ぎ
の
非
難
を
当
方
が
い
つ
ま
で
も
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
相
手
が
不
当
な
意
図
か
ら
す
る
批

難
の
繰
り
返
し
を
黙もく
認にん
す
る
結
果
と
な
る
。「
右
の
頰ほお
を
打
た
れ
た
ら
左
の
頰
も
出
し
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
、
正
し
く
な
い
。

Ａ
国
の
国
民
と
Ｂ
国
の
国
民
と
は
、
双
方
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
用
の
対
立
意
識
を
懐いだ
き
続
け
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら

「
相
手
が
不
当
な
行
為
を
重
ね
る
こ
と
」
を
黙
認
す
る
の
は
、
そ
れ
自
体
、
黙
認
す
る
側
の
一
種
の
罪
と
な
ろ
う
。
各
国
と
も
、

お
互
い
そ
う
い
う
罪
を
作
り
続
け
、
放ほう
任にん
し
続
け
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
陸
続
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
有ゆう
史し
以
来
、
隣
国
と
何
回
と
な
く
戦
争
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
批
難
や
攻
撃

な
ど
は
少
し
も
珍めずらし
い
こ
と
で
は
な
く
、
相
当
に
免めん
疫えき
が
出
来
て
い
る
。
英
独
仏
な
ど
は
ま
こ
と
に
激
し
い
攻こう
防ぼう
の
関
係
に
あ

っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
（
一
七
六
九
〜
一
八
二
一
）
は
英
雄
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
は
そ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
踏ふ

み
に
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
ド
イ
ツ
側
に
シ
ュ
タ
イ
ン＝

ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
（
一
七
五
〇
〜
一
八
二

二
）
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ま
で
小しよう
邦ほう
に
分
か
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
民
族
が
一
つ
の
国
家
へ
と
団
結
す
る
こ
と
を
助

け
た
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



欧
州
各
国
は
第
一
次
、
第
二
次
と
二
度
の
世
界
大
戦
で
戦
い
合
っ
た
。
そ
れ
で
も
ど
う
に
か
仲なか
直なお
り
し
、
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
（
Ｅ
Ｕ
、E

u
ro
p
ea
n
 
U
n
io
n

）
を
結
成
す
る
に
至いた
っ
た
。
激げき
情じようの
流
れ
に
足
を
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
理
性
の
対
話
を
辛しん

抱ぼう
強
く
続
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

共
に
生
き
る
た
め
に
、
ま
さ
に
「
七しち
生しよう
報ほう
国こく
の
精
神
」
を
、
戦
争
で
は
な
く
対
話
に
お
い
て
、
発はつ
揮き
し
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
間
で
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐ぎやく
殺さつ
に
関
し
て
は
、「
人
間
に
対
す
る
責
任
追
及
」

が
、
ま
こ
と
に
し
つ
こ
い
。「
罪つみ
を
憎にく
ん
で
人
を
恨うら
ま
ず
」
ど
こ
ろ
か
、「
人
を
憎
み
続
け
よ
」
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

『
新
約
』
で
は
な
く
、『
旧
約
聖
書
』
の
論
理
か
。

ナ
チ
ス
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
虐ぎやく
殺さつ
に
関かん
与よ
し
た
人
々
は
、
い
つ
ま
で
も
、
地
の
涯はて
ま
で
も
探たん
索さく
さ
れ
て
処しよ
罰ばつ
さ
れ
る
。

ア
イ
ヒ
マ
ン
（K

a
rl A

d
o
lf E

ich
m
a
n
n
,

一
九
〇
六
〜
六
二
）
と
い
う
人
物
は
、
遠
く
南
米
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
エ
ノ

ス
ア
イ
レ
ス
に
逃
れ
て
い
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
秘
密
警
察
の
手
に
よ
っ
て
捜さが
し
出
さ
れ
、
①
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
罪
、
②
人
道

に
対
す
る
罪
、
③
戦
争
犯
罪
、
と
い
う
三
つ
の
罪
に
問
わ
れ
て
、
裁
判
さ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
絞こう
首しゆ
刑けい
に
処しよ
せ
ら
れ
た
。
彼
は
処
刑

の
直
前
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。「
私
は
戦
争
の
掟おきて
と
国こつ
旗き
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」（
朝
日
新
聞
社
『
現
代
人

物
事
典
』
五
ペ
ー
ジ
）

ド
イ
ツ
人
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
で
、
元
国
連
事
務
総
長
で
あ
っ
た
ク
ル
ト
・
ワ
ル
ト
ハ
イ
ム
氏
（
一
九
一
八
〜
）
ま

で
も
、
ナ
チ
ス
へ
の
協
力
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
疑ぎ
惑わく
を
追つい
及きゆうさ
れ
た
。

そ
う
ま
で
し
て
人
を
追
及
し
な
け
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
を
行
う
「
霊
魂
」
そ
の
も
の
が

人
の
心
に
棲す
み
つ
い
て
い
る

No.59,2007モラロジー研究



の
で

解
消
さ
れ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
地
上
か
ら
そ
の
人
を
消
し
去
ら
な
い
と
、
そ
の
人
の
霊

魂
は
無
く
せ
な
い
」
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
死
刑
を
与
え
て
、
こ
の
地
上
か
ら
そ
の
い
の
ち
を
抹まつ
消しよう
す
る

の
で
あ
ろ
う
。

罪
を
憎
ん
で
人
を
憎
ま
ず
」
で
は
な
く
、
罪
を
憎
む
こ
と
が
人
を
憎
む
こ
と
と
同
一
で
あ
り
、
罪
を
消
す
に
は
人
を
消
す

外
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
考
え
で
あ
る
。

一
方
、
東
ア
ジ
ア
で
は
、
日
本
が
絡から
む
紛ふん
争そう
は
日
清
戦
争
以
来
、
せ
い
ぜ
い
一
世
紀
半
の
間
に
満み
た
ぬ
短
期
の
こ
と
で
あ
る

の
に
、
日
本
側
の
経
験
不
足
も
あ
っ
て
、
紛
争
処
理
に
未み
熟じゆく
さ
が
露ろ
呈てい
し
て
き
て
い
る
。（
加
藤
陽
子
『
戦
争
の
日
本
近
現
代

史
』
講
談
社
現
代
新
書
、
は
頭
を
柔
ら
か
く
す
る
の
に
好
適
。）

古
来
、
朝
鮮
半
島
と
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
諸
国
と
の
間
で
、
あ
る
い
は
『
三さん
国ごく
志し
』
に
象しよう
徴ちよう
さ
れ
る
よ
う
に
大
陸
そ
れ
自
身

の
上
で
も
、
有
史
以
来
、
夥
おびただし

い
紛
争
が
あ
っ
た
。

朝
鮮
半
島
の
諸
国
は
中
国
大
陸
の
勢
力
に
何
回
と
な
く
侵しん
略りやく
さ
れ
た
。
な
お
、
今
日
の
中
国
大
陸
は
、
も
と
は
「
支シ
那ナ
」

決
し
て
蔑べつ
称しようで
は
な
い

と
も
呼
ば
れ
、
今
で
も
英
語
で
は
チ
ャ
イ
ナ
（C

h
in
a

）
と
称しようさ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
は
中

央
ア
ジ
ア
、
東
シ
ベ
リ
ア
を
含
め
、
広
く
東
ア
ジ
ア
大
陸
と
い
う
呼こ
称しようを
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
の
諸
国
同
士
で
は
、
歴
史
問
題
で
謝しや
罪ざい
と
い
う
よ
う
な
要
求
を
強
く
持

ち
出
さ
な
い
。
朝
鮮
戦
争
に
関
し
て
も
、
攻
め
込
ま
れ
た
韓
国
側
か
ら
、
攻
め
込
ん
だ
北
朝
鮮
及
び
中
国
側
へ
の
謝
罪
要
求
は

出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



中
央
ア
ジ
ア
の
匈きよう
奴ど
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ウ
イ
グ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
南
西
の
広
西

クワンシー
や
雲ユン
南ナン
地
方
、
ベ
ト
ナ
ム
（
安アン
南ナン
）
に
も
、

漢
民
族
と
の
間
で
は
、
古
来
、
攻
め
た
り
攻
め
ら
れ
た
り
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
懸けん
案あん
で
あ
る
北
方
領
土

問
題
で
は
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
日
本
は
子
供
扱あつかい
さ
れ
て
、
全
く
取
り
合
っ
て
も
ら
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
海
を
隔へだ
て
た
日
本
列
島
と
の
間
で
は
、
大
陸
と
半
島
の
側
の
国
家
か
ら
、
日
本
の
行
動
を
「
植
民
地
支
配
」
や

「
侵
略
戦
争
」
だ
と
し
て
、
繰
り
返
し
謝
罪
要
求
が
出
て
く
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
歴
史
上
、
日
本
と
の
間
で
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
比
較
す
る
と
紛
争
の
回
数
が
少
な
く
、
そ
の
上
、
特
に
日
本
側
が
紛
争
処
理
の
善ぜん
後ご
策さく
に
習しゆう
熟じゆく
し
て
い
な
い
か

ら
で
は
な
い
か
。

例
と
し
て
、
大
東
亜
戦
争
期
の
い
わ
ゆ
る
「
南なん
京きん
虐ぎやく
殺さつ
」
の
数
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
政

府

事
件
発
生
当
時
の
国
家
は
蔣しよう
介かい
石せき
総そう
統とう
率ひき
い
る
中
華
民
国

と
の
間
で
重
々
し
い
懸けん
案あん
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
側
も

中
国
側
も
、
政
治
的
に
利
用
し
な
い
よ
う
に
、
辛しん
抱ぼう
強
く
科
学
的
、
実
証
的
な
研
究
を
通
じ
て
、
対
話
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う

が
、
事
は
そ
う
い
か
な
い
。

歴
史
の
事
件
で
は
、「
誇こ
張ちよう
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
正
し
、
あ
く
ま
で
真
実
と
真
理
を
、
謙けん
虚きよ
な
心
で
尊そん
重ちよう
す
べ
き
で
あ

る
。（『
パ
ル
判
決
書
』
五
六
〇
ペ
ー
ジ
以
下
）

論
争
は
、
お
互
い
、
決
し
て
、
心
実
に
よ
る
政
治
物
語
の
争
い
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る

無
用
な
誘ゆう
惑わく
に
駆か
ら
れ
る
が
、
そ
の
誘
惑
に
屈くつ
し
て
は
な
ら
な
い
。

No.59,2007モラロジー研究



ま
た
各
国
に
は
、
外
国
に
つ
い
て
の
誇こ
張ちようや
宣
伝
を
国
内
に
向
け
て
発
信
し
、
国
民
を
纏まと
め
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
政
府

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
一いつ
貫かん
し
て
国
民
の
善
き
精
神
を
造
る
こ
と
を
先さき
延の
ば
し
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
毎
日
の
生
活
に
お
い
て
、
集
団
心
理
の
罠わな
に
陥おちい
り
、
か
え
っ
て
自
国
内
で
国
民
同
士
が
、「
い
つ
ま
で
も
誇

張
さ
れ
た
恨うら
み
に
囚とら
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。「
テ
ロ
」
に
ま
つ
わ
る
報
復
感
情
の
あ
り
方
が
、

下
手
へ
た

を
す
る
と
自
国
民
の
心
の
内
に
、
憎ぞう
悪お
感
情
を
生
む
の
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
九
・
一
一
後
の
ア
メ
リ
カ
は
そ
の

危
な
い
淵ふち
の
周まわ
り
を
歩
い
て
い
る
。

す
べ
か
ら
く
、
他
国
へ
の
恨うら
み
に
囚とら
わ
れ
た
政
治
神
話
を
創つく
り
、
そ
れ
を
乱らん
用よう
す
る
国
は
、
他
国
へ
の
蔑べつ
視し
の
神
話
を
創つく
る

国
と
同
様
に
、
憎
し
み
や
恨
み
や
反
抗
心
が
自
国
内
に
は
ね
返
り
、
自
ら
の
国
民
の
心
の
内
に
不
幸
の
種たね
を
植
え
付
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
や
が
て
反
政
府
感
情
に
な
っ
て
噴ふん
出しゆつ
し
よ
う
。
そ
う
い
う
政
治
を
行
う
政
治
家
の
晩ばん
節せつ
や
没ぼつ
後ご

の
評
価
は
、
悲
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。
世
界
史
の
こ
の
真
理
に
、
わ
れ
わ
れ
人
類
は
共ともど々も
、
目
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
日
本
も
例
外
で
は
な
い
。

日
米
の
関
係
で
も
、
日
本
が
不
調
に
な
る
と
、
日
本
国
民
は
反はん
米べい
・
嫌けん
米べい
の
感
情
を
強
め
、
評
論
家
な
ど
も
そ
れ
で
ス
ト
レ

ス
を
解
消
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
浅
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
は
、
そ
う
い
う
人
々
に
非
難
を
返
し
て
こ
な

い
の
で
、
人
々
は
一
種
の
甘
え
で
も
っ
て
発
言
し
て
い
る
よ
う
だ
。
中
国
や
韓
国
に
対
し
て
は
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
く
ま

い
。
人
々
は
耳みみ
障ざわ
り
の
い
い
穏おだ
や
か
な
言
い
方
し
か
し
な
い
。
保ほ
身しん
の
心
理
の
せ
い
か
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



ど
こ
の
国
で
も
、
一
国
の
政
治
指
導
者
た
る
も
の
は
、
よ
く
よ
く
心
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て

も
、
日
中
と
日
韓
の
関
係
が
そ
の
好
い
例
で
あ
る
が
、
相
互
の
国
民
大
衆
の
反はん
目もく
は
、
政
治
家
、
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も

含
め
て
、
そ
れ
を
煽あお
り
立
て
る
指
導
者
た
ち
に
、
大
い
に
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
集
団
の
い
の
ち
を
正
し
く
導
く
か
ど

う
か
は
、
先
頭
に
立
つ
各
界
リ
ー
ダ
ー
の
役
目
な
の
で
あ
る
。

特
に
、
自
分
の
政
権
を
維
持
す
る
目
的
か
ら
国
民
を
纏まと
め
る
手
法
と
し
て
外
に
敵
を
作
り
、
歴
史
の
古ふる
傷きず
を
利
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
韓
国
の
大
統
領
は

自
国
の
マ
ス
コ
ミ
を
意
識
し
て
か

時
に
自
分
の
政
権
基き
盤ばん
を
強
め
る
た
め
に
、
就しゆう
任にん
の

度たび
毎ごと
に
、
歴
史
問
題
、
教
科
書
問
題
を
持
ち
出
し
て
お
い
で
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
北
京
政
府
に
も
そ
の
傾
向
が

無
き
に
し
も
非あら
ず
。

す
べ
か
ら
く
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
相
手
に
不
幸
の
種
を
播ま
か
さ
せ
な
い
、
自
分
も
播
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
注
意
深
く
努

力
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
や
子
孫
世
代
が
罪
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
厳げん
に
慎
つつしまね

ば
な
ら
な
い
。

隣
家
同
士
の
間
で
誤
解
と
か
偏へん
見けん
の
気
分
を
持
ち
合
っ
て
い
て
は
、
朝
の
あ
い
さ
つ
一
つ
さ
え
、
快
こころよく

出
来
な
い
し
、
そ
れ

で
は
お
互
い
健
康
に
も
よ
く
な
い
。
国
家
と
て
そ
う
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
対
話
、
こ
と
に
国
際
的
な
対
話
を
実みの
り
多
く
す
る
た
め
に
は
、
次
の
条
件
が
求
め
ら
れ
る
。

イ
）

外
交
で
は
、
対
話
も
巧こう
妙みよう
な
方
法
で
の
国
益
の
取
り
合
い
に
な
る
も
の
だ
が
、
た
と
い
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
話
題

に
な
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
偏かたよっ
た
感
情
を
抑おさ
え
、
事
実
関
係
を
科
学
的
に
、
実
証
的
に
確
認
す
る
と
い
う
作
業
を
大
前
提
と
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す
る
。

そ
の
上
で
、
そ
の
事
柄
に
か
か
わ
る
利り
害がい
や
得とく
失しつ
の
「
価
値
判
断
」
は
、
自
分
の
立
場
で
も
な
く
、
相
手
の
立
場
で
も
な

く
、「
第
三
の
公
平
な
観
察
者
」（th

e im
p
a
rtia

l sp
ecta

to
r

）
の
立
場
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
自○
分○
の○
判
断
を
調
整
し
直

す
よ
う
に
す
る
。

ロ
）

公
平
な
第
三
者
の
立
場
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
判
断
の
「
妥だ
当とう
性せい
」
を
確
保
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。

古
来
、相

手
の
立
場
に
立
っ
て
」

汝なんじの
欲ほつ
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
他た
に
施ほどこす
な
か
れ
」

汝
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
他
に
施
せ
」

と
い
う
ふ
う
に
も
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
十
分
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
自
分
の
立
場
の
み
に
立
つ
の
も
不
十
分
で
あ
る
。

公
平
な
第
三
者
の
立
場
と
は
、
い
わ
ば
神
仏
の
立
場
、
天
の
立
場
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
主
張
も
相
手
の
主

張
も
、
こ
の
基
準
に
照て
ら
し
て
、
妥
当
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
妥
当
と
な
る
よ
う
調
節
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
対
話
手
続
き
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
〜
九
〇
）
と
い
う
英
国
の
道
徳
哲
学
者
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

教
授
）
が
提
案
し
た
「
同どう
感かん
」（sy

m
p
a
th
y

）
と
い
う
原
理
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
べ
き
だ
と
知
る
だ

け
で
も
、
国
際
紛
争
は
大
き
く
減げん
少しようす
る
の
で
あ
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



こ
れ
は
思
想
の
歴
史
に
関
す
る
課
題
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
先
人
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
と

い
う
も
の
を
輸
入
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
ど
ん
な
人
間
観
に
立
つ
も
の
か
を
誤
解
し
た
ま
ま
に
輸
入
し
た
嫌きら
い
が
あ
る
。

あ
る
い
は
、
専
門
家
は
別
と
し
て
、
一
般
人
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
勝
手
に
誤
解
し
て
受
け
取
っ
た
節ふし
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
言
う
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
を
も
大
々
的
に
輸
入
す
べ
き
だ
っ
た
と
お
前
は
い
う
の
か
」
と
叱しか
ら
れ
よ
う
が
、
ポ
イ
ン
ト

は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な
い
。

個
人
主
義
と
結
び
付
い
た
自
由
主
義
に
は
、「
個
人
の
能
力
は
有
限
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
恰あたかも
、

個
人
は
「
完
全
に
物
事
を
と
ら
え
、
完
全
な
判
断
が
で
き
、
完
全
に
行
為
で
き
る
」
か
の
よ
う
に
、
個
人
を
買
い
か
ぶ
っ
た
よ

う
だ
。
自
分
は
そ
う
い
う
個
人
で
あ
る
と
思
っ
た
ら
し
い
。

自
分
は
そ
の
よ
う
な
完
全
な
理
解
と
判
断
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
か
ら
制
約
さ
れ
ず
、
自
由
に
判
断
し
、
行

動
し
て
よ
い
」
と
、
個
人
主
義
と
自
由
主
義
を
こ
の
よ
う
に
誤
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。

自
由
主
義
の
哲
学
者
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
そ
う
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
感
じ
る
と
こ
ろ
、
考
え
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
標
準
を
外はず
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
心
の
中
の
想
像
の

上
で
立
場
の
転てん
換かん
を
行おこな
い
、
公
平
な
第
三
者
の
立
場

自
然
の
法
則
、
一
般
法
則
、
実
は
神
の
立
場

に
立
っ
て
、
自
分

の
判
断
も
他
人
の
判
断
も
測
定
し
て
み
て
、
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
妥
当
な
所
に
ま
で
調
節
し
、
然
る
後
に
感
情
と
思
考
と
行
動

を
実
行
す
る
。
各
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
完
全
な
存
在
と
し
て
自
分
の
意
向
を
貫つらぬ
き
通
す
の
は
、
ど
だ
い
無
理
な
の
で
あ

る
。
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か
く
し
て
、
本
来
、
個
人
・
自
由
主
義
と
は
、
い
う
な
れ
ば
「
人
間
は
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
諦あきらめ
の
主
義
な
の

で
あ
る
。

先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
体
、
本
当
の
隣りん
人じん
愛あい
と
は
、
何
を
、
ど
う
す
る
こ
と
、
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
「
右
の
頰ほお
を

打
た
れ
た
ら
左
の
頰
も
差
し
出
し
な
さ
い
」（
イ
エ
ス
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
悪
人
に
囲かこ
ま
れ
て
逃
げ
出
す

こ
と
も
出
来
な
い
と
き
の
、
止や
む
を
得
ぬ
場
合
で
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

人
間
は
、
恨はん
の
心
を
抑
え
て
寛かん
大だい
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
右
の
頰
を
打
た
れ
た
ら
左
の
頰
も
差
し
出
し
な
さ
い
」
と
は
、

古こ
来らい
の
教
え
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
国
際
問
題
の
場
合
に
は
、
安あん
易い
に
相
手
に
「
反
対
側
の
頰
」
を
差
し
出
す
の

は
、
よ
い
解
決
法
で
は
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
言
葉
の
上
で
の
謝しや
罪ざい
外
交
を
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
す
の
は
、
本
当
の
隣
人
愛

で
は
な
い
。
双
方
の
政
治
家
諸しよ
公こう
よ
、
一
方
は
謝
罪
外
交
を
行
い
、
ま
た
相
手
も
そ
れ
を
利
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
と
願
う
ほ
か
な
い
。

二
）

隣
国
と
、
隣
人
愛
の
精
神
で
粘
り
強
く
対
話
す
る

中
東
で
の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
は
、
世
界
史
に
お
い
て
、
隣
人
愛
の
難むつかし
さ
を
示
す
。
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
発ほつ
端たん
は
、
そ
も
そ

も
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
、
父ふ
祖そ
の
国
を
復
活
し
た
い
と
い
う
「
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
」
の
結
果
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
（
一
九
三

九
〜
四
五
）
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
国
家
を
造
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
が
工こう
作さく
し
た
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
前
を
尋たづ
ね
れ
ば
、
六
一
〇
年
頃
、
預よ
言げん
者しや
ム
ハ
ン
マ
ド
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ム
教
が
始
ま
り
、
そ
の
新しん

興こう
勢
力
が
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
以
後
に
出しゆつ
現げん
し
、
イ
ス
ラ
ム
帝
国
を
建
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
に
イ
ス
ラ
ム
教
を
広

め
、
周
辺
へ
と
急
速
に
版はん
図と
を
拡
げ
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
支
配
し
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
を
溯
さかのぼれ

ば
、
議
論
は
そ
こ
に
ま
で
行
き

着
く
。

し
か
も
、
そ
の
ア
ラ
ブ
の
地
に
、
欧
米
列
強
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
が
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建

設
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
そ
う
だ
が
、
こ
う
い
う
種
類
の
歴
史
を
背せ
負お
っ
た
対
立
と
紛
争
の
し
こ
り
は
、
容
易
に
解と
け
な
い
だ
ろ

う
。
心
を
入
れ
替
え
て
、「
暴
力
に
よ
っ
て
争
い
合
う
こ
と
は
損
な
こ
と
だ
」
と
お
互
い
が
悟さと
る
の
を
待
つ
し
か
あ
る
ま
い
。

問
題
は
、
両
者
が
第
三
者
に
累るい
を
及およ
ぼ
し
て
ま
で
争
う
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
累
が
第
三
者
や
世
界
に
ま
で
及
ぶ
な
ら
ば
、

国
連
の
よ
う
な
第
三
者
が
、
時
に
は
実
力
を
も
っ
て
し
て
で
も
、
紛
争
当
事
者
を
制せい
約やく
す
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
双そう
方ほう
に
対
す

る
武
器
禁きん
輸ゆ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
人じん
道どう
的てき
介かい
入にゆう」
の
問
題
が
浮ふ
上じようす
る
。
こ
れ
は
、
人
道
の
名
の
下
で
の
正
義
に
よ
る
武
力
介
入
で
あ
る
。（
最

上
敏
樹
『
人
道
的
介
入
』
岩
波
新
書
）

イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
、
海
外
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
圧
力
に
押
さ
れ
た
英
米
の
政
府
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル

に
武
器
輸
出
や
援えん
助じよ
を
行
う
。
こ
れ
が
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
。
相
手
の
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
は
、
ア
ラ
ブ
諸
地
域
か
ら
物ぶつ
心しん
で

の
支
援
が
あ
ろ
う
。

No.59,2007モラロジー研究



と
も
か
く
、
他
の
と
こ
ろ
で
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
に
関
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
の
行こう
程てい
で
は
、
原
因
が
結
果
と
な
り
、
結

果
が
原
因
と
な
り
…
…
と
因
果
は
無
限
に
溯
さかのぼる

の
で
、
責
任
論
を
過
去
に
向
か
っ
て
問
い
だ
す
と
き
り
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
人

類
は
、
い
た
ず
ら
に
無
限
に
過
去
に
向
け
て
原
因
を
追
わ
ず
、「
今
後
を
善
く
す
る
」
と
い
う
方
向
へ
と
、
心
を
転
換
す
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
背はい
景けい
に
は
、
か
つ
て
の
英
・
仏
・
米
等
に
よ
る
植
民
地
支
配
が
あ
っ
た
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
つ
い
て
見
る
と
、
植
民
地
支
配
の
事
実
は
、
枚まい
挙きよ
に
遑いとまが
無
い
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る
マ
ラ
ッ
カ
支
配
（
一
五
一
一
）、

ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
ル
ソ
ン
支
配
（
一
五
七
一
）、

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ハ
ワ
イ
支
配
（
一
八
九
八
）、

ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
支
配
（
一
六
〇
〇
頃
ま
で
に
成
功
）、

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
イ
ン
ド
（
一
八
六
二
）、
ビ
ル
マ
（
一
八
八
六
）、
そ
の
他
の
地
域
の
支
配
、

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
イ
ン
ド
シ
ナ
の
支
配
（
一
八
五
七
頃
開
始
）

こ
こ
で
は
、
支
配
し
た
側
へ
の
責
任
の
議
論
が
起
こ
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
は
弱じやく
肉にく
強きよう
食しよくの
時
代
で
あ
っ
て
、

「
支
配
は
後
進
地
域
に
対
す
る
先
進
国
に
よ
る
文
明
化
の
作
用
で
あ
る
」
く
ら
い
に
正
当
視
さ
れ
て
い
た
。

一
九
四
五
年
ま
で
は
、
欧
米
列
強
に
は
「
帝
国
主
義
の
哲
学
」
が
当
り
前
の
よ
う
に
存
在
し
た
。

自
分
た
ち
が
支
配
し

て
や
っ
た
か
ら
こ
そ
、
国
も
何
も
無
か
っ
た
と
こ
ろ
が
国
と
し
て
纏まと
ま
っ
た
し
、
言
葉
で
も
、
教
育
で
も
、
行
政
機
構
で
も
、

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



良
い
遺い
産さん
を
残
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
シ
ナ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
が
そ
う
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
聞
い
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
全
体
を
悪あ
し
ざ
ま
に
言
う
人
は
少
な
い
。
祖
先
か
ら
受
け
継つ
い
だ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

の
寛かん
大だい
な
哲
学
の
せ
い
か
。
は
た
ま
た
、
英
語
と
行
政
機
構
と
文
化
を
遺のこ
し
て
く
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
偉
大
な
る
恩おん
恵けい
の
た
め

か
。か

つ
て
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
を
併へい
合ごう
し
た
（
日
韓
併
合
、
一
九
一
〇
）。
そ
れ
は
、「
当
時
の
国
際
法
」
の
下
で
合
法
的
で
あ

っ
た
か
否
か
。「
日
本
が
併
合
し
な
か
っ
た
ら
ロ
シ
ア
が
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
推
測
も
あ
る
。

愛あいぐん
条
約
（
一
八
五
八
）
に
よ
っ
て
、
ア
ム
ー
ル
河
あ
た
り
の
広
大
な
地
域
を
清
国
か
ら
削けず
り
取
っ
た
ロ
シ
ア
の
帝
国
主
義

的
な
行
動
実じつ
績せき
か
ら
す
る
と
、
や
が
て
ロ
シ
ア
は
も
っ
と
南なん
下か
し
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
の
予
測
が
当
時
の
世
界
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
あ
な
が
ち
空くう
論ろん
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
実
に
き
わ
ど
い
性
質
の
発
言
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
点
を
幾
度
か
ソ
ウ
ル
で
討
論
し
た
が
、
そ
の
経
験
か

ら
す
れ
ば
、
激げき
怒ど
と
批
判
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
居い
直なお
り
強ごう
盗とう
の
論
法
」
で
あ
る
。
仮
説
と
し
て
で
あ

れ
、
と
て
も
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
極
論
だ
、
と
厳きび
し
い
反はん
発ぱつ
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
い
う
推すい
論ろん
は
、
言
い
出
す
こ
と
自
体
が
非
難

の
的まと
と
な
る
。

古
来
、
朝
鮮
民
族
が
住
ん
で
き
た
吉チー
林リン
地
方
（
古
代
の
高
句
麗

コ
ク
リ
ヨ

国
の
一
部
）
が
、
今
な
ぜ
現
代
中
国
の
版
図
に
入
れ
ら
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
近
代
の
東
（
南
）
ア
ジ
ア
情
勢
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
口
か
ら
は
言
い
難にく
い
が
、
以
下
の
よ
う
な

認にん
識しき
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
人
々
と
真
の
平
和
対
話
を
組
み
立
て
て
こ
ら
れ
た
方
々
か
ら

の
情
報
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
、
マ
ニ
ラ
で
開
か
れ
た
ア
セ
ア
ン
諸
国
を
中
心
と
す
る
安
全
保
障
の
国
際
会
議
で
、
ま
ず
韓
国
や
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
代
表
が
立
ち
、
例
に
よ
っ
て
日
本
の
「
侵
略
」
を
厳きび
し
く
批
判
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
一
九
四
五
年
に
独
立
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
共
産
革
命
を
防
ぎ
、
そ
の
後
に
情
報
相
と
し
て
活
躍
し
た
ム

ル
ト
ポ
将
軍
と
い
う
人
物
が
い
て
、
そ
の
批
判
を
受
け
て
立
ち
と
り
、
両
国
代
表
を
た
し
な
め
る
発
言
を
行
っ
た
。

両
国
は
日
本
以
前
に
、
韓
国
は
清
国
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ス
ペ
イ
ン
な
ど
か
ら
、
自
ら
の
独
立
を
勝
ち
取
る
努
力
を
十

分
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
。

そ
の
議
論
の
次
第
が
、
以
下
の
よ
う
に
出
席
者
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ム
ル
ト
ポ
将
軍
の
発
言
の
要よう
旨し
を
ご
紹
介
し
よ
う
。

①
ロ
シ
ア
は
、
一
八
九
九
年
の
義ぎ
和わ
団だん
事
件
以
来
、
満まん
州しゆう
に
大
軍
を
派は
遣けん
し
、
朝
鮮
半
島
を
狙ねら
っ
て
い
た
。
結
局
、
そ
れ

に
対
抗
し
て
日
本
が
戦
っ
た
の
が
、
日
露
戦
争
な
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
政
府
は
裏
で
ロ
シ
ア
と
つ
な
が
っ
て
い
た
か
ら
、
そ

の
ま
ま
行
く
と
半
島
は
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



②
朝
鮮
半
島
だ
け
で
な
く
、
中
国
大
陸
の
北
半
分
は
ロ
シ
ア
が
支
配
し
、
揚よう
子す
江こう
以い
南なん
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
支
配
す

る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
太
平
洋
の
彼
方
か
な
た

の
ア
メ
リ
カ
は
遅
れ
て
東
ア
ジ
ア
の
舞
台
に
登とう
場じよう
し
た
が
、
い

か
に
大
陸
に
食
い
込
む
か
思し
案あん
し
て
い
た
。

③
ア
ジ
ア
混
迷
の
因いん
は
清しん
国こく
に
あ
っ
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
〜
四
二
）
で
不ふ
甲が
斐い
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
屈くつ
し
た
か

ら
、
日
本
が
大
東
亜
戦
争
を
戦
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
が
戦
わ
な
か
っ
た
ら
、
ア
ジ
ア
は
半
永
久
的
に
欧

米
の
植
民
地
勢
力
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。（『
国
民
同
胞
』
誌
、
四
八
四
号
、
七
〜
八
ペ
ー
ジ
）

こ
の
種
の
推すい
論ろん
は
、
歴
史
論
と
し
て
は
「
仮
説
」（if

）

想そう
定てい
上じよう
の
思
考
実
験

で
あ
る
。
真しん
偽ぎ
を
判
定
す
る
に
は
、

当
時
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
ど
う
主
張
し
て
い
た
か
、
ど
う
行
動
し
て
い
た
か
、
に
つ
い

て
の
記
録
の
確
認
を
必
要
と
す
る
。

日
本
と
し
て
は
、
む
ろ
ん
、
こ
う
い
う
議
論
を
決
し
て
自
己
弁
護
の
た
め
我が
田でん
引いん
水すい
式しき
に
勝
手
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い

が
、
歴
史
の
事
実
関
係
だ
け
は
、
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
各
国
の
側
で
の
見
方
や
議
論
も
見
る
べ
き
だ
。
歴

史
の
事
実
の
絡から
み
合
い
を
構
成
す
る
重
要
因いん
子し
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
国
際
紛
争
は
意
識
つ
ま
り
心
実
の
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
決
に
は
、
広
い
立
場
か
ら
、
で
き
る
だ
け
公
平
な

第
三
者
に
よ
る
判
断
を
参
照
し
て
、
当
事
者
の
カ
ッ
カ
と
な
っ
た
激げき
情じようを
冷さ
ま
す
こ
と
が
有ゆう
益えき
で
あ
る
。

一
八
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
四
五
年
以
前
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
分
析
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
今○
日○
の○
関
係
国
か
ら
過
去
に
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つ
い
て
発
せ
ら
れ
る
情
報
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
そ
れ
は
、
言
論
の
自
由
の
程
度
か
ら
い
っ
て
、
多
分
に
現
在
の
国
家
と
現
政

権
に
都
合
の
よ
い
情
報
で
し
か
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

昔
の
当
時
の
清
国
、
中
華
民
国
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
幾いく
つ
も
の
軍ぐん
閥ばつ
、
日
本
、
欧
米
各
国
、
ロ
シ
ア
の
記
録
、
そ
れ
に
朝
鮮

半
島
の
政
府
や
国
民
に
関
す
る
実
際
の
証
拠
を
広
く
正
確
に
調
べ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
そ
の
頃
の
ロ
シ
ア
帝

国
と
そ
の
後
の
ソ
連
の
外
交
政
策
文
書
は
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
調
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

歴
史
は
、
仮
説
の
議
論
を
好
ま
な
い
。
歴
史
は
出
来
る
だ
け
真
実
の
流
れ
に
語
ら
せ
て
い
こ
う
。

恨うら
み
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
大
東
亜
戦

争
で
日
本
に
対
し
て
行
っ
た
、
民
間
人
を
巻
き
込
む
絨じゆう
毯たん
爆
撃
、
広
島
と
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
が
、
と
も
に
国
際
法
違
反
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
も
残
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
、
日
本
が
宣せん
戦せん
布ふ
告こく
な
し
に
真
珠
湾
攻
撃
を
行
っ
た
の
は
国
際
法
か
ら
見
て
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
、
と
こ
う
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
軍
は
、
戦
場
と
な
っ
た
大
陸
各
地
で
夥
おびただし

い
数
の
人
々
を
殺さつ
傷しよう
し
た
。
も
し
も
、
そ
れ
が
日
本
列
島
の

上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
か
に
苦
し
い
被
害
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
反
省
も
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
、
対
米
英
戦
と
対
中
戦
と
は
、
そ
の
性
質
も
正
統
性
も
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
国
際
関
係
に
か
か
わ
る
問
題
は
難
し
い
。
事
実
に
基もと
づ
き
、
謙けん
虚きよ
で
忍にん
耐たい
強づよ
く
対
話
す
る
心
を
欠
い
て
は
な
る
ま

い
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



わ
れ
わ
れ
は
、
過
去
を
安あん
易い
に
水
に
流
し
て
は
い
け
な
い
。
日
本
人
に
は
「
水
に
流
す
」
の
が
好
き
だ
と
い
う
国
民
性
が
あ

る
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
ど
の
国
民
で
も
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
は
忘
れ
た
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

「
三さん
尺じやく
流
れ
れ
ば
水みず
清きよ
し
」
と
い
う
。

し
か
し
、
三
尺
流
れ
て
も
清
く
な
ら
ぬ
泥どろ
の
水
も
、
地
球
上
に
は
多
い
。
水
の
無
い
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

囚とら
わ
れ
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
類
は
、
紛
争
処
理
の
た
め
の
知
恵
と
し
て
、
時じ
効こう
と
い
う
も
の
を
工
夫
し
て
来

た
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
ま
で
も
「
く
よ
く
よ
」
し
、
心
を
過
去
の
事
件
に
縛しば
り
つ
け
て
、
未
来
建
設
の
可
能
性
を
閉と
ざ
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

隣
人
愛
と
は
、
恨
み
つ
ら
み
の
心
に
基
づ
い
て
い
つ
ま
で
も
謝
罪
を
要
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
要
求
に
応こた
え

て
何
度
で
も
謝
罪
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
謝
罪
の
応おう
報ほう
と
連れん
鎖さ
は
、
感
情
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
終
わ
り

が
な
い
。

ま
た
し
か
し
、
少
し
の
反
省
も
心
に
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
必
要
な
対
話
と
反
省
は
、
理
性
の
レ
ベ
ル
に
高

め
ら
れ
た
共
同
の
「
心
実
」
づ
く
り
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
づ
く
り
で
あ
り
た
い
。

三
）

国
際
関
係
の
歴
史
で
は
、
理
念
の
勝
負
と
な
る

と
こ
ろ
で
、
日
本
が
国
際
関
係
を
自
分
の
手
で
造
ろ
う
と
し
た
唯ゆい
一いつ
の
経
験
は
、
大だい
東とう
亜あ
共きよう
栄えい
圏けん
の
運
動
で
あ
っ
た
。
大

東
亜
共
栄
圏
の
構
想
は
、
政
治
的
に
は
西
洋
帝
国
主
義
の
介かい
入にゆう
を
排はい
除じよ
し
、
経
済
的
に
は
ア
ジ
ア
各
地
の
資
源
、
労
働
力
、

No.59,2007モラロジー研究



科
学
技
術
と
経
営
力
、
政
府
の
指
導
を
共
栄
圏
内
で
合
理
的
に
結
び
付
け
、
日﹅
本﹅
が﹅
指﹅
導﹅
的﹅
な﹅
立﹅
場﹅
を﹅
受﹅
け﹅
持﹅
っ﹅
て﹅
ア
ジ
ア
諸

民
族
が
協きよう和わ
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
、
欧
米
で
の
幾いく
つ
か
の
方
式
も
参
照
さ
れ
た
。

し
か
し
、
日
本
が
提てい
唱しよう
し
た
共
栄
圏
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
外
国
モ
デ
ル
に
沿
っ
た
理
解
は
、
日
本
自
身
の
意い
図と
と
ア
ジ

ア
の
文
化
的
現
実
を
無
視
し
、
単
に
経
済
的
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
栄
圏
と
い
う
も
の
が
目
指
し
た
歴
史
的
、
文
化
的

な
意
図
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
独
自
の
共
栄
圏
思
想
は
一
九
四
五
年
ま
で
、
つ
い
に
理
解
さ
れ
ず
じ
ま
い
に
終
わ

っ
た
。

大
東
亜
共
栄
圏
の
考
え
方
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
と
比
較
で
き
よ
う
。

①
経
済
的
に
い
え
ば
、
一
つ
に
は
「
広こう
域いき
経
済
圏
」

生せい
存ぞん
圏けん
（L

eb
en
sra

u
m

）
と
い
う
も
の
の
経
済
的
側
面

と
い

う
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
型
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
圏
を
意
味
す
る
、
と
考
え
る
人
々
も
当
時
の
日
本
に
は
甚はなはだ
多
か
っ
た
。

広
域
経
済
圏
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
か
ら
盛さか
ん
に
唱とな
え
ら
れ
た
も
の
で
、
現
代
の
経
済
統
合

や
共
同
体
論
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
国
民
経
済
だ
け
で
は
、
お
互
い
資
源
、
市
場
、
技
術
、
あ
る
い
は
資
本

が
偏かたよっ
て
不
足
す
る
か
ら
、
幾
つ
か
の
地
域
と
国
民
経
済
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
圏けん
外がい
の
影
響
を
排
除
し
、
よ
り
大
き
な
経
済
圏

を
作
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

②
ま
た
、
日
本
の
共
栄
圏
構
想
に
は
、
当
時
旭あさひ
の
如ごと
き
勢
い
で
成
長
し
つ
つ
あ
る
と

過
大
に
誤
解
さ
れ
た

ソ
連
型

計
画
経
済
の
思
想
と
現
実
を
モ
デ
ル
と
し
て
見
習
う
考
え
の
も
の
も
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
各
地
、
各
国
の
産
業
拠きよ
点てん
を
合
理
的
に

結
合
し
（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
方
式
）、
階
級
対
立
を
抑おさ
え
、
高
度
な
水
準
の
生
産
力
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
派

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



の
提
案
は
、
日
本
で
は
近
衛
こ
の
え

文ふみ
麿まろ
氏
の
下もと
に
集
ま
っ
た
暗
に
社
会
主
義
的
志
向
の
人
々
か
ら
な
る
「
昭
和
研
究
会
」
が
打
ち
出

し
た
新しん
体たい
制せい
論ろん
に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
協きよう
同どう
主しゆ
義ぎ
」
と
呼
ば
れ
た
立
場
で
あ
る
。

③
さ
ら
に
、
太
平
洋
の
向
こ
う
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
「
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
」（
新
た
な
政
策
）

と
い
う
試こころみ
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
入
り
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
初
期

に
は
連れん
邦ぽう
最
高
裁
で
憲
法
違
反
の
判
決
を
受
け
る
な
ど
し
て
も
た
つ
き
な
が
ら
も
、
か
な
り
の
成せい
果か
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
、

軍ぐん
需じゆ
景けい
気き
が
加
わ
っ
て
失
業
を
減
ら
し
、
生
産
を
激
増
さ
せ
て
い
た
。
な
に
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
は
資
源
と
物
資
が
豊ほう
富ふ
で
あ
っ

た
か
ら
、
一
九
四
一
年
に
戦
争
に
突
入
し
て
も
国
民
の
生
活
水
準
は
下
が
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
繁はん
栄えい
を
謳おう
歌か
し
て
い
て
、

「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」
と
い
う
日
本
流
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
無む
用よう
で
あ
っ
た
。

日
本
政
府
も
そ
の
様
子
を
よ
く
研
究
し
て
お
り
、
農
地
改
革
を
行
う
準
備
さ
え
進
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
、
戦
後

に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
の
一
つ
と
し
て
、
農
地
解
放
が
一いつ
挙きよ
に
実
行
で
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

④
そ
う
し
た
中
で
、
日
本
政
府
が
目
指
し
た
共
栄
圏
は
、
国
内
で
は
合
理
的
な
統
制
を
敷し
き
、
戦
争
に
勝
利
す
る
目
的
に
向

け
て
一
切
を
動どう
員いん
す
る
こ
と

国こつ
家か
総そう
動どう
員いん

で
あ
り
、
国
際
的
に
は
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
資
源
と
、
西
洋
資
本
主
義
の
植

民
地
と
な
っ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
資
源
と
を
開
発
し
、
各
国
の
民
族
の
独
立
を
図はか
り
、
且
各
民
族
が
共きよう
存ぞん
共きよう
栄えい
す
る

と
い
う
方
向
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
八はつ
紘こう
一いち
宇う
」
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
古
典
の
思
想
で

あ
っ
て
、「
一
つ
の
家
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
資
源
は
石
油
を
欠か
き
、
日
本
の
戦
争
経
済
の
最
も
弱
い
ア
キ
レ
ス
腱けん
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
は

東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
イ
ン
ド
シ
ナ
に
進
出
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
途
中
に
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
あ
る
た

め
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
進
出
を
徹
底
的
に
妨ぼう
害がい
し
た
。

東
ア
ジ
ア
大
陸
で
は
、
日
本
の
共
栄
圏
構
想
を
蔣しよう
介かい
石せき
は
承しよう
認にん
せ
ず
、
民
族
主
義
に
立
つ
抗
日
戦
争
を
続
け
、
英
米
も
日

本
が
利
権
を
独
占
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
蔣
介
石
軍
を
支
援
し
た
た
め
、
日
本
は
対
英
米
戦
に
力
を
割さ
か
れ
、
共
栄
圏
構
築

ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
。

で
は
、
二
十
世
紀
の
歴
史
に
お
け
る
日
本
国
の
失
敗
と
成
功
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
ぶ
べ
き
か
。
元
来
こ
の
ノ
ー
ト
の

主
題
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
視
野
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
中
心

的
問
題
は
、
外
国
に
対
す
る
と
き
の
、
自
国
の
理
念
と
現
実
行
動
い
か
ん
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
、
人
類
の
世
界
史
も
、
一
国
の
国
史
も
、
動
機
と
目
的
の
み
で
な
く
、
最
後
に
得
る
結
果
（
ア
チ
ー
ヴ
メ
ン

ト
）
で
決けつ
着ちやく
が
つ
く
よ
う
に
思
え
る
。
結
果
と
は
、
自
分
が
掲かか
げ
る
理
想
と
現
実
行
動
と
が
絡から
み
合
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ

る
が
、
特
に
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
自
国
の
理
念
と
行
動
だ
け
で
な
く
、
外
国
の
そ
れ
と
の
間
で
、
優ゆう
劣れつ
比
較
と
競
争
が
加

わ
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
明
治
維
新
以
来
の
外
交
関
係
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
れ
は
欧
米
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
掲
げ
る
理
想
と
そ
の
現
実
行
動
に

対
す
る
、
わ
が
国
の
理
想
及
び
現
実
行
動
と
の
、
優
劣
の
比
較
競
争
の
歴
史
で
あ
り
、
国
際
世
論
を
ど
ち
ら
が
リ
ー
ド
す
る
か

と
い
う
人
気
取
り
競
争
で
あ
っ
て
、
一
九
四
五
年
に
そ
の
第
一
次
の
決
着
が
つ
い
た
と
い
え
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
、
今
「
奢おご
れ
る
者もの
久ひさ
し
か
ら
ず
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
バ
ブ
ル
に
沸わ
い
て
成

功
を
謳おう
歌か
し
た
日
本
は
、
長ちよう期き
不ふ
況きように
苦くる
し
み
、「
失
わ
れ
た
十
年
」
を
過
ぎ
、
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、「
中
国
が
台たい
頭とう

し
日
本
を
追
い
越
す
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
見
方
が
確
か
さ
を
増
し
、
理
念
の
優
劣
比
較
の
新
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
理
念
は
何
と
す
べ
き
か
、
現
実
の
行
動
は
ど
う
組
み
立
て
る
べ
き
か
。

今
の
こ
の
問
題
に
答
え
を
出
す
に
は
、
一
九
四
五
年
以
前
の
当
時
の
相
手
で
あ
る
米
英
の
理
念
及
び
行
動
と
、
わ
が
国
の
そ

れ
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
有
益
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
中
心
点
が
あ
る
。

シ
カ
ゴ
大
学
や
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
国
際
関
係
論
を
教
え
て
き
た
入
江
昭
教
授
は
言
う
、
明
治
以
来
、
一
九
四
五
年
ま
で

の
期
間
を
取
れ
ば
、
欧
米
の
理
念
は
普ふ
遍へん
的てき
で
あ
る
の
に
、
日
本
の
理
念
は
特
殊
的
で
普
遍
性
を
欠
い
た
、
と
。

こ
れ
は
典
型
的
な
「
欧
米
モ
ノ
サ
シ
主
義
」
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
り
、
欧
米
で
行
わ
れ
る
国
際
会
議
等
で
日
本
人
が
そ

の
よ
う
な
発
表
を
す
る
と
歓かん
迎げい
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
類たぐ
い
の

自じ
虐ぎやく
的てき
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
自じ
己こ

卑ひ
下げ
的てき
に
、「
欧
米
普
遍
、
日
本
特
殊
」
と
決
め
つ
け
る

い
つ
も
の
タ
イ
プ
の
論ろん
調ちよう
で
あ
る
。（
入
江
昭
『
新
・
日
本
の
外

交
』
文
春
新
書
）

入
江
説
は
さ
ら
に
続
け
る
。
日
本
の
外
交
理
念
は
、「
米
英
の
外
交
理
念
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
理
想
主
義
と
比
較
す
る
と
、

普
遍
性
に
お
い
て
は
る
か
に
劣おと
っ
て
い
た
」
し
、「
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
は
…
…
東
洋
と
西
洋
と
の
対
立
と
い
う
根
本
命
題
に
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立りつ
脚きやくし
て
お
り
、
い
わ
ば
世
界
を
二
分
化
し
て
見
る
立
場
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。」（
一
八
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
。）

そ
の
点
、
米
国
の
外
交
理
念
に
は
普
遍
性
が
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
説せつ
得とく
力りよく
も
日
本
の
理
念
よ
り
優
れ
て
い
た
、

と
。も

と
も
と
門もん
戸こ
開かい
放ほう
、
民
主
主
義
、
民
族
自じ
決けつ
と
い
っ
た
理
念
を
外
交
政
策
の
基
調
と
し
て
い
た
米
国
で
あ
る
が
、
一
九
四

一
年
一
月
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
年ねん
頭とう
教きよう
書しよ
に
お
い
て
次
の
「
四
つ
の
自
由
」
演
説
を
行
っ
た
。

一
、
言
論
の
自
由

二
、
信
仰
の
自
由

三
、
恐きよう怖ふ
か
ら
の
自
由
（
解
放
）

四
、
欠
乏
か
ら
の
自
由

こ
れ
ら
の
自
由
こ
そ
「
全
人
類
の
追
求
す
べ
き
も
の
」
と
し
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
国
で
あ
る
、
と
力
説

し
た
。
こ
の
時
、
日
本
は
、「
軍
事
的
に
は
ほ
ぼ
対
等
、
あ
る
い
は
優
位
に
す
ら
立
っ
て
い
た
が
、
経
済
的
に
は
劣れつ
勢せい
で
、
理

念
的
に
も
劣
っ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
。（
二
〇
ペ
ー
ジ
）

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
敵
な
が
ら
遖
あつぱれで

あ
っ
た
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
と
し
て
、
そ
ん
な
立
派
な

こ
と
が
言
え
る
資
格
は
な
い
筈はず
で
あ
っ
た
。
開
拓
時
代
か
ら
引
き
続
い
た
北
米
大
陸
上
で
の
原
住
民
征
服
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
強

制
連
行
し
て
来
た
黒
人
子
孫
へ
の
差
別
、
そ
れ
に
領
土
分ぶん
捕ど
り
合
戦
は
、
帝
国
主
義
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
海
を

渡
っ
て
行おこなっ
た
ハ
ワ
イ
の
併へい
合ごう
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
併
合
な
ど
を
見
ら
れ
よ
。
ア
メ
リ
カ
は
、
国
際
連
盟
に
す
ら
加
入
せ
ず
じ
ま

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



い
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
自
ら
の
帝
国
主
義
ぶ
り
と
偽ぎ
善ぜん
・
独どく
善ぜん
主
義
の
行
動
に
は
ま
っ
た
く
頰ほお
被かぶ
り
を
し
て
、
尤もつとも
そ

う
な
「
普
遍
的
理
念
」
な
る
も
の
を
打
ち
上
げ
、
国
際
世
論
を
リ
ー
ド
し
、
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し
た
。
ず
る
さ
に
満
ち
た
ロ

ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
演
説
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
成
功
し
た
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
家
は
、
一
七
七
六
年
の
建
国
以
来
、
自
国
の
国
益
を
貫つらぬく
た
め
に
、
自
己
の
主
張
に
「
普
遍
性
の
衣ころも」

を
着
せ
て
世
界
に
提てい
唱しようす
る
。
普
遍
性
の
理
念
な
る
も
の
を
普
遍
性
の
言
論
を
も
っ
て
世
界
に
宣
言
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
自
国
の
理
念
を
、
世
界
の
カ
ウ
ボ
ー
イ
、
世
界
の
保ほ
安あん
官かん
、
世
界
の
裁
判
官
と
気き
取ど
っ
て
、
世
界
の
人
々
に

納なつ
得とく
さ
せ
実
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
の
理
念
に
よ
っ
て
世
界
を
文
明
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
自
国
の
使
命
で

あ
り
、
国
益
で
あ
る
、
と
自
覚
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
が
神
か
ら
下くだ
さ
れ
た
使
命
だ
と
思
い
込
む
。

反
対
に
日
本
は
、
こ
う
い
う
普
遍
性
主
張
の
芸げい
当とう
が
ま
こ
と
に
下へ
手た
で
あ
っ
た
し
、
今
も
そ
の
下
手
さ
加
減
は
続
い
て
い

る
。
父
・
平
たいらの

清きよ
盛もり
が
諫かん
言げん
す
る
子
・
重しげ
盛もり
の
前
で
、
不ふ
忠ちゆう
の
戦
い
に
出
掛
け
る
た
め
身
に
つ
け
た
鎧よろい
を
、
衣ころも
で
隠かく
そ
う
と
し

て
隠
し
き
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
い
や
、
正
当
な
鎧
は
戦
の
時
代
に
は
欠
か
せ
な
い
が
、
今
日
の
日
本
は
そ
の
必
要
な

鎧
さ
え
十
分
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

多
く
の
日
本
人
の
心
に
は
、「
お
人
よ
し
の
人
間
関
係
論
」
が
顔
を
出
し
て
く
る
。

大
事
な
と
き
に
、
敵
の
人
間
の
心
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ち
ら
が
天
地
神
仏
の
心
に
照
ら
し
て
真ま
心ごころに
さ
え
な
れ
ば
、
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相
手
は
理
解
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
い
つ
も
顔
を
合
わ
せ
て
暮
ら
す
共
同
体
の
中
で

は
あ
る
程
度
通
じ
る
心こころ
遣づかいで
あ
る
し
、
武
士
道
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
共
同
体
の
範
囲
を
越こ
え
る
と
妥だ
当とう
す
る
か
ど
う

か
。日

本
型
の
悟さと
り
で
は
、
良りよう知ち
（
リ
ョ
ウ
チ
、
陽よう
明めい
学がく
）
や
誠
（
マ
コ
ト
、
神しん
道どう
）、
あ
る
い
は
「
心しん
頭とう
滅めつ
却きやく」「
心しん
身じん
脱だつ
落らく
」

（
仏
教
）
と
い
う
よ
う
な
、
専もつぱら
自
己
の
内
面
へ
と
掘
り
下
げ
る
方
式
の
自
覚
が
愛あい
好こう
さ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
他
人
や
他
国
に
通つう
じ
難がた
い
。
外
に
現
れ
た
実
際
の
言
葉
と
行
為
と
結
果
に
よ
っ
て
の
み
、
内
面
の
意

図
は
理
解
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

言
葉
も
心
理
も
文
化
も
違
う
外
国
人
と
の
間
で
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
を
期
待
す
る
の
は
な
か
な
か
無
理
が
あ
ろ
う
。
し
か

も
事
は
、
満まん
州しゆう事じ
変へん
以
来
、
戦
争
に
踏ふ
み
切
り
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
戦いくさ
を
続
け
る
最さい
中ちゆう
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
異
文
化
の
集
団
を
相
手
と
す
る
場
合
に
は
、
余よ
程ほど
、
手
段
を
工
夫
し
、
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
入
江
説
の
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
掲
げ
た
理
念
の
旗
が
、
劣れつ
等とう
で
あ
り
、
正
義
か
ら
離
れ
、
国
際
世
論
を
味
方
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
ら
、「
な
が
び
く
戦
い
」
に
勝
て
る
訳わけ
が
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
、
総そう
力りよく
戦せん
の
時
代
あ
っ

て
、
軍
事
力
を
左
右
す
る
の
が
経
済
力
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
さ
え
劣れつ
勢せい
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
一
九
四
五
年
八
月
、
そ
の
通
り

に
な
っ
た
。

結
局
、
日
本
は
負
け
る
ほ
か
な
い
戦
に
突とつ
進しん
し
た
、
日
本
は
「
自じ
爆ばく
戦
争
」
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
さ
え
存

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



在
す
る
。（
猪
木
正
道
『
軍
国
日
本
の
興
亡
』
中
公
新
書
、
Ⅳ
ペ
ー
ジ
）
な
ん
と
、
こ
の
言
葉
を
記
し
た
の
は
、
生きつ
粋すい
の
自
由

主
義
者
・
河
合
栄
治
郎
先
生
の
門もん
下か
、
か
つ
て
京
都
大
学
の
教
授
か
ら
防
衛
研
究
所
の
ト
ッ
プ
を
歴れき
任にん
さ
れ
た
権けん
威い
あ
る
お
方

な
の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
大
東
亜
戦
争
は
、
自
爆
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
出
口
と
結
果
の
見
え
な
い
戦
い
で
は
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
と
し
て
国
際
法
上
、
そ
も
そ
も
侵
略
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
文
化
論
の
前

に
考
え
て
お
く
べ
き
だ
。
こ
の
点
は
、
厳げん
密みつ
に
行
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
推すい
奨しよう
し
た
い
議
論
は
、
佐
藤

和
男
『
憲
法
九
条
・
侵
略
戦
争
・
東
京
裁
判
』（
改
訂
版
、
原
書
房
）
で
あ
る
。

私
が
、
日
中
戦
争
の
局
面
は
「
侵
略
」
で
あ
り
、
対
米
英
戦
争
の
局
面
で
は
、
侵
略
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た

国
際
法
上
の
議
論
と
見み
据す
え
た
上
で
行
う
主
張
で
あ
る
。
か
つ
て
同
じ
戦
争
が
二
つ
の
反
対
の
性
質
を
併あわ
せ
持も
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
現
代
日
本
の
東
ア
ジ
ア
地
域
で
の
戦
争
責
任
論

靖やす
国くに
問
題
、
を
含
め
て

の
複
雑
さ
の
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

日
本
が
行
っ
た
戦
争
に
「
二
局
面
」
が
併へい
存ぞん
し
た
と
い
う
事
実
を
無む
視し
す
る
議
論
は
生
産
的
で
は
な
い
。

戦
国
時
代
の
よ
う
な
国
内
戦
争
で
は
問
わ
れ
る
必
要
の
な
い
課
題
が
、
国
際
戦
争
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
厳
し
く
問
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
東
亜
戦
争
の
よ
う
に
、
外
国

敵
対
す
る
相
手
国
の
政
府
は
無
理
に
せ
よ
、
相
手
国
の
国
民

を
味み
方かた

に
引
き
込こ
も
う
と
す
る
思
想
戦
で
は
、
自
分
が
掲かか
げ
る
戦
争
の
理
念
が
、
そ
の
相
手
国
の
国
民
の
賛さん
同どう
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、

一
時
武
力
で
屈くつ
服ぷく
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
永
続
的
な
成
功
は
覚おぼ
束つか
な
い
。
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日
本
は
、
理
念
と
し
て
、
日
本
に
し
か
な
い
「
天
皇
」
の
価
値
の
実じつ
践せん

皇こう
道どう
と
呼
ん
だ
も
の

を
世
界
一
の
も
の
、

つ
ま
り
「
万ばん
邦ぽう
無む
比ひ
」
の
理
念
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
外
国
に
対
し
て
も
そ
う
力
説
し
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
日
本
国
内

で
な
ら
よ
い
の
だ
が
、
異
な
る
民
族
的
伝
統
を
超ちよう
越えつ
し
て
外
国
に
も
通
じ
る
、
人
類
社
会
で
最
も
高
い
価
値
理
念
だ
と
自じ
負ふ

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
海
外
に
も
宣
伝
弘こう
布ぶ
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
天
皇
が
自
国
の
も
の
で
な
い
外
国
民
族
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
皇こう
道どう
の
理
念
な
る
も
の
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
。
仮
に
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
に
服ふく
す
る
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
国
民
は
ど
こ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
王おう
室しつ
を
尊そん
敬けい
す
る
で

あ
ろ
う
か
。

他
国
の
価
値
は
、
そ
れ
自
体
い
く
ら
立
派
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
い
き
な
り
外
国
の
人
々
が
学
び
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
容
易
で
な
い
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
戦
後
の
日
本
人
と
は
、
昭
和
天
皇
以
上
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
を
「
神
の
ご
と
く
王
の
ご
と
く
に
敬けい
愛あい
し

た
」
と
い
う
変へん
心しん
と
隋ずい
順じゆん
の
実
績
を
有
す
る
民
族
で
あ
る
。
憲
法
か
ら
何
ま
で
実
に
無
原
則
に
、
み
ん
な
無
抵
抗
に
受
け
入

れ
る
、
と
い
う
柔じゆう
軟なん
性せい
と
潔
いさぎよさ

を
示
し
た
国
民
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
外
国
人
も
そ
れ
が
出
来
る
と
早
合
点
し
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
と
い
う
古
典
に
は
国くに
譲ゆず
り
物
語
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
開
拓
し
た
国
土
と
人
民
を
、

後
か
ら
や
っ
て
来
た

本ほん
家け
筋すじ
と
は
い
え

天てん
孫そん
族ぞく
に
ほ
と
ん
ど
平
和
的
に
譲
っ
て
差
し
上
げ
た
離はな
れ
業わざ
の
物
語
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
性
質
の
「
恭きよう
順じゆん」
と
い
う
寛
大
な
る
行
為
を
、
当
時
、
二
十
世
紀
前
半
の
外
国
の
人
々
に
期
待
し
て
も
、
所しよ

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



詮せん
、
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
頃
の
日
本
周
辺
の
民
族
、
こ
と
に
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
民
族
は
、
自
立
意
識
が
強きよう固こ
で
あ
り
、
し
た
た
か
で
あ
っ

て
、
日
本
の
よ
う
な
柔
軟
性
、
柔じゆう
順じゆん
性せい
、
屈くつ
従じゆう
性せい
は
、
そ
れ
ら
各
国
の
文
化
遺
伝
子
の
中
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
に
は
、
長
い
歴
史
の
戦
乱
の
過
程
で
養
わ
れ
た
面めん
従じゆう
腹ふく
背はい
の
性
質
と
、
ゲ
リ
ラ
戦
の
経
験
も
十
二
分
に
あ
っ
た
。

そ
れ
が
生
き
る
技
術
で
あ
っ
た
。

片
や
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
は
、
敗
戦
の
時
に
示
し
た
「
人
の
よ
さ
」
は
、
世
界
史
の
中
で
の
例
外
的
な

プ
ラ
ス
、

マ
イ
ナ
ス
双そう
方ほう
の

特
質
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
は
、
異
な
る
民
族
と
そ
の
文
化
に
つ
い
て
の
無
理
解
が
日
本
側
に
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
。

わ
れ
わ
れ
日
本
は
、
日
本
の
も
の
が
世
界
最
高
だ
な
ど
と
言
わ
ず
、
万ばん
邦ぽう
無む
比ひ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
た
だ
単
に
「
日
本

に
の
み
あ
っ
て
他
国
に
は
な
い
個
性
的
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
謙けん
虚きよ
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

実
は
、
皇こう
道どう
の
真
精
神
の
本
質
は
、
我が
欲よく
・
自じ
我が
を
克こく
服ふく
す
る
こ
と
で
あ
り
、
正
義
の
実
行
で
あ
り
、
慈じ
悲ひ
の
実
践
で
あ

り
、
愛
の
犠ぎ
牲せい
で
あ
る
、
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
う
い
う
精
神
と
生
き
方
が
、
日
本
に
お
い
て
は
万ばん
世せい
一いつ
系けい
の
天

皇
・
皇
室
を
中
心
と
す
る
伝
統
と
し
て
、
存
続
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
念
を
持
つ
こ
と
が
、
日
本
国
内
で
は
正せい
統とう

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
界
の
中
で
の

海
外
、
外
地
に
於
け
る

皇
道
の
実
践
、
八はつ
紘こう
一いち
宇う
の
実
現
と
は
、「
日
本
の
物
語
」
を
宣せん
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伝でん
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
べ
き
実
践
と
は
、「
自
我
の
殻から
を
一
枚
一
枚
、
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
脱ぬ
ぎ
捨す
て

て
ゆ
く
こ
と
」（
柏
市
市
会
議
員
、
上かみ
橋はし
泉いずみさ
ん
の
言
葉
）
に
外
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
謙
虚
な
心
と
な
り
、
自
己
に
厳
し
く
、
相
手
に
優
し
い

戦
争
行
為
の
な
か
で
さ
え

人
間
的
な
モ
ラ

ル
を
実
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
が
優
越
民
族
だ
と
す
る
意
識
に
基
づ
い
た
「
高
み
か

ら
の
指
導
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
、
決
し
て
あ
る
べ
き
で
な
い
の
で
あ
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
中
は
、
弾
丸
に
よ
っ
て
敵
に
勝
つ
こ
と
に
急
で
あ
っ
て
、
本
来
の
皇
道
精
神
と
実
践
が
深
く
反
省
さ
れ
る
暇いとまも

な
く
、
国
民
精
神
の
統
制
と
勇いさ
ま
し
い
掛
け
声
と
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
無
理
も
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
で
は
、
万ばん
民みん
が
国
家
建
設
に
お
い
て
、
明
治
天
皇
を
中
心
と
し
、
し
か
も
天
皇
に
お
い
て
高
度
の
君くん
徳とく
を
培ばい
養よう
す

る
こ
と
の
必
要
を
考
え
た
。

君
ヲ
堯ぎよう
舜しゆん
ニ
ス
ル
」

堯
舜
は
ま
さ
に
古
代
中
国
の
理
労
の
聖
人

と
い
う
志
を
も
っ
て
誠せい
心しん
誠せい
意い
そ
の
任にん
に
当
た

ろ
う
と
し
た
一
人
が
、
熊
本
出
身
で
明
治
天
皇
の
侍じ
講こう
で
あ
り
、
最
も
親
密
な
関
係
を
も
と
に
明
治
天
皇
に
帝てい
王おう
学がく
の
精せい
髄ずい
を

ご
教
示
申
し
上
げ
た
、
元もと
田だ
永なが
孚ざね
先
生
（
一
八
一
八
〜
九
一
）
で
あ
る
。
元
田
先
生
に
つ
い
て
は
、
卓たく
越えつ
せ
る
倫
理
思
想
家
で

東
大
教
授
の
故
・
古ふる
川かわ
哲てつ
史し
先
生
が
、『
明
治
の
精
神
』（
ぺ
り
か
ん
社
）
の
中
で
簡
潔
に
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
。（
一
〇
八

ペ
ー
ジ
以
下
）

元
田
先
生
の
言
を
参
照
し
よ
う
。
こ
う
い
う
思
想
を
、
大
東
亜
の
建
設
に
当
た
っ
て
、
国
民
は
落
ち
着
い
て
学
ぶ
べ
き
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



聖せい
人じん
が
人
を
察さつ
し
才さい
を
選
ぶ
に
は
公こう
平へい
正せい
大だい
で
あ
っ
て
、
世
の
毀き
誉よ
に
か
か
わ
ら
ず
に
必
ず
中ちゆう
正せい
を
得う
る
。
こ
れ
が

人じん
君くん
の
人
を
察
し
、
才
を
選
ぶ
の
模も
範はん
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
君
の
道
は
賢けん
を
任
用
す
る
こ
と
よ
り
大だい
な
る
は
な

く
、
人じん
君くん
の
徳
は
人
を
知
る
こ
と
よ
り
先せん
な
る
は
な
い
。
も
し
人
君
の
天
下
の
人
を
見
る
こ
と
が
聖
人
の
公こう
冶や
長ちよう・
南なん
容よう

に
お
け
る
が
よ
う
で
あ
る
と
き
は
、
官
に
遺い
才さい
な
く
、
野
に
遺い
賢けん
な
く
、
天
下
悦えつ
服ぷく
し
な
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

（
古
川
、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
、
ル
ビ
追
加
）

元
田
永
孚
先
生
は
、『
論
語
』
を
若
い
明
治
天
皇
に
講
義
し
終
わ
っ
た
後
、
右
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
。
聖
人
の
智ち

と
は
、
儒
教
の
聖
典
た
る
『
論
語
』
に
象しよう
徴ちよう
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
の
『
教きよう
育いく
勅ちよく
語ご
』
は
、
元
田
永
孚
と
井
上
毅こわし
の

合がつ
作さく
で
あ
る
が
、
元
田
の
こ
の
よ
う
な
悲
願
が
そ
の
作
成
を
促
進
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。（
古
川
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）

な
お
、
こ
の
書
に
は
ま
た
、
西さい
郷ごう
隆たか
盛もり
の
「
敬けい
天てん
愛あい
人じん
」
と
い
う
言
葉
の
由ゆ
来らい
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

何
か
が
探たん
求きゆう
さ
れ
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
帰き
せ
ら
れ
る
と
い
う
。（
三
五
ペ
ー
ジ
）「
西
郷
は
明
治
七
年
以
前
に
は
こ
の

語
を
揮き
毫ごう
し
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
中なか
村むら
敬けい
宇う
と
の
出
会
い
か
ら
学
ん
だ
に
違
い
な
い
と
さ
れ
る
。

他
に
も
、「
岩いわ
倉くら
具
視
と
も
み

」「
一いつ
夫ぷ
一いつ
婦ぷ
制せい
」「
武ぶ
士し
廃はい
刀とう
」
な
ど
明
治
指
導
者
た
ち
が
倫
理
道
徳
上
、
何
を
考
え
た
か
を
知
る

に
、
逃のが
せ
な
い
論
点
を
含
む
書
物
で
あ
る
。

書
物
の
形
を
と
っ
た
知
識
の
遺い
産さん
も
ま
た
、
重
要
な
歴
史
の
素そ
実じつ
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
を
学
ぶ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
良りよう
質しつ

の
人
物
論
を
収おさ
め
た
書
物
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
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と
も
か
く
、
海
外
各
地
で
、
現
地
の
人
々
に
接
す
る
政
治
家
や
大
使
や
軍
人
も
、
実
業
家
も
、
真
に
皇こう
道どう
に
お
け
る
慈じ
愛あい
の

心
を
も
つ
人
間
と
な
り
、
政
府
と
軍
隊
の
行
動
が
全
体
と
し
て
思
い
や
り
に
満
ち
て
い
た
な
ら
ば
、
ま
た
日
本
の
内ない
地ち
外がい
地ち
の

一
般
国
民
が
至し
誠せい
に
溢あふ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
事
態
は
異こと
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ

ば
、
真
の
皇
道
の
理
解
と
実
行
が
、
日
本
側
に
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
が
、
国
民
が
、
外
国
に
も
通
じ
る
倫
理
、
道
徳
の
実
行
に
お
い
て
、
も
っ
と
優
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
各
地
の
戦いくさ
で
さ

え
、
各
地
の
占
領
政
策
で
さ
え
、
結
果
が
違
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
…
…
。

た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
は
、
征
服
し
た
日
本
に
「
わ
れ
わ
れ
こ
そ
民
主
主
義
の
教
師
で
あ
る
」
と
高
み
か
ら
の
占
領
政
策
を
強

制
し
た
が
、
そ
れ
も
実
は
日
本
国
民
の
柔じゆう
順じゆん
さ
に
助
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
の
で
あ
る
。
惜お
し
い
か
な
、
こ
れ
は
国
内

で
発はつ
揮き
さ
れ
た
日
本
人
の
特
質
で
あ
っ
た
。
問
題
は
国
外
に
あ
っ
た
。

逆
に
、
ア
メ
リ
カ
の
人
々
と
し
て
は
、
日
本
国
民
の
そ
う
い
う
柔やわ
ら
か
な
国
民
性
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
学

ば
な
け
れ
ば
、
学
ば
ぬ
こ
と
の
結
末
を
引
き
受
け
る
と
き
が
、
繰
り
返
し
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
も
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
の
後
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
国
内
の
テ
ロ
の
よ
う
に
、
跡あと
を
絶た
た
ぬ
銃
犯
罪
の
よ
う
に
。

各
民
族
、
各
国
家
に
は
、
自じ
我が
自じ
尊そん
の
克こく
服ふく
、
正
義
の
標
準
、
慈
悲
と
愛
の
精
神
の
実
行
は
、
言
葉
は
違
っ
て
も
共
通
の
価

値
と
し
て
道
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
の
中
に
存
在
し
働
い
て
き
た
。
各
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
最
高
の
理
念
が
存
在

し
て
き
た
筈はず
で
あ
る
。
な
の
に
、
日
本
に
は
、「
各
国
、
各
文
化
の
最
高
理
念
を
超
え
る
の
が
、
ひ
と
り
日
本
皇
室
の
道
で
あ

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



る
」
と
、
誤
れ
る
唯ゆい
我が
獨どく
尊そん
を
、
一
神
教
の
よ
う
に
主
張
す
る
人
が
あ
っ
た
。

日
本
は
、
そ
う
い
う
自
ら
の
独どく
善ぜん
性せい
、
傲ごう
慢まん
さ
を
こ
そ
、
排はい
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
も
、
そ
う

い
う
独
善
は
プ
ン
プ
ン
臭にお
っ
て
い
た
が
、
他
人
は
他
人
。
低
級
な
道
徳
に
生
き
る
他
の
国
民
の
運
命
は
、
歴
史
の
審しん
判ぱん
に
任
せ

れ
ば
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
は
一ひと
味あじ
違
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
、
四
〇
年
代
に
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
が
掲かか
げ
た
の
は

「
自
由
」
の
理
念
で
あ
っ
た
。
自
由
と
は
「
そ
れ
ぞ
れ
各
自
に
価
値
の
選
択
を
任
せ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
か
ら
、
植
民

地
と
し
て
支
配
さ
れ
て
い
た
原
住
民
も
す
ぐ
に
賛さん
同どう
し
や
す
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
側
は
、
自
分
が
現げん
に
あ
く
ど
い
植
民
地
支
配
を
続
け
な
が
ら
、
情
報
宣
伝
活
動
に
よ
っ

て
、
日
本
の
行
動
地
域

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア

の
住
民
に
対
し
て
、
理
念
（
幻
想
）
を
振ふ
り
撒ま
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。誰

も
自
分
の
信
仰
、
信
念
、
信
条
を
棄す
て
な
く
と
も
よ
い
の
で
す
。」

あ
な
た
が
た
は
、
日
本
で
な
く
わ
れ
わ
れ
が
、
解
放
し
ま
す
。」

支
那
事
変
と
大
東
亜
共
栄
圏
に
お
け
る
日
本
の
価
値
理
念
は
、
そ
う
し
た
「
受
け
入
れ
易やす
さ
の
競
争
」
に
お
い
て
、
ア
メ
リ

カ
の
散さん
布ぷ
し
た
「
自
由
」
理
念
に
負
け
た
の
で
は
な
い
か
。
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ア
メ
リ
カ
の
言
う
「
自
由
」
は
、
そ
れ
自
体
、
何
ら
高
い
価
値
を
孕はら
む
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
に
で
あ
る
。
自
由
と

は
、
堕だ
落らく
す
る
自
由
も
、
利
己
主
義
に
走
る
自
由
も
、
弱
肉
強
食
を
恣
ほしいままに

す
る
自
由
も
、
当
時
の
欧
米
の
よ
う
に
植
民
地
支

配
を
行
な
い
続
け
る
自
由
も
、
み
な
許ゆる
す
も
の
で
あ
る
。

一
見
普
遍
的
な
も
の
と
思
え
る
観
念
で
も
、
内
容
が
空
っ
ぽ
な
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
い
う
「
自
由
」

と
い
う
理
念
は
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
受
け
入
れ
ら
れ
易やす
か
っ
た
。

な
お
、
当
時
も
う
一
つ
の
世
界
的
普
遍
性
を
主
張
し
た
有
力
な
理
念
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
つ
階
級
闘
争
と
社
会
主
義
革

命
の
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
選
手
が
ソ
連
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
普
遍
性
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
た
ち
の
主
義
は
、
す
ぐ
に
馬ば
脚きやくを
露あらわし
た
。

と
も
か
く
、
当
時
の
日
本
が
、
た
と
え
皇こう
道どう
を
掲かか
げ
、
八はつ
紘こう
一いち
宇う
を
謳うた
う
に
し
て
も
、
そ
の
解
説
と
実
行
方
法
に
工
夫
が
足

り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
は
、
八
紘
一
宇
と
い
う
標ひよう語ご
は
、
何
も
、
日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
元
は
古
代
東
ア
ジ

ア
大
陸
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
全
世
界
を
一
つ
の
家
族
の
よ
う
に
平
和
で
仲なか
睦むつ
ま
じ
い
世
界
に
し
よ
う
と
い
う
趣しゆ
旨し
の
標
語

で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
普
遍
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
東
京
裁
判
に
お
い
て
、
弁
護
人
の
努
力
を
通

じ
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、「
八はつ
紘こう
一いち
宇う
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
大
東
亜
共
栄
圏
の
指
導
理
念
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
し
、
連

合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
覚おぼえ
書がき
に
よ
り
、
終
戦
後
直す
ぐ
の
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、
こ
の
語
の
公
文
書
に
お
け
る

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



使
用
が
禁
止
さ
れ
た
。
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
で
は
、
日
本
側
弁
護
人
は
こ
の
語
の
真
意
が
、
特
に
侵
略
的
意
味

を
持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

そ
の
と
き
の
資
料
が
、
横
溝
光
暉
著
『
東
京
裁
判
に
お
け
る
八
紘
一
宇
』（
里
美
日
本
文
化
学
研
究
所
編
集
発
行
、
昭
和
四

十
七
年
）
と
し
て
、
参
照
で
き
る
。「
八
紘
一
宇
」
を
巡めぐ
り
、
裁
判
の
過
程
で
、
元
満
州
国
皇
帝
溥ふ
儀ぎ
は
じ
め
、
ど
の
よ
う
な

人
物
が
ど
の
よ
う
な
証
言
を
行
っ
た
か
が
、
よ
く
分
か
る
記
録
で
あ
る
か
ら
、
ご
参
照
さ
れ
た
い
。（
特
に
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
）

結
局
、
現
在
か
ら
反
省
し
て
み
れ
ば
、「
後あと
知ぢ
恵え
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
の
政
府
や
軍
の
文
書
と
行
動
、
そ
れ
に
一
般

国
民
の
行
動
か
ら
判
断
し
て
、
日
本
（
大
日
本
帝
国
）
が
、
日
本
の
、
大
東
亜
の
、
理
念
を
宣
言
し
宣
伝
す
る
方
法
に
お
い

て
、
い
さ
さ
か
性
急
で
あ
り
拙せつ
劣れつ
で
あ
っ
た
こ
と
は
否いな
め
な
い
。

仮
に
、
優
れ
た
理
念
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
は
戦
争
を
行
い
な
が
ら
理
念
を
確
立
し
、「
そ
の
理
念
を
外
国
の
国
民
が
現

実
に
知
る
」
の
は
戦
闘
の
中
で
の
、
及
び
占
領
中
で
の
、
主
に
軍
隊
の
行
動
を
通
じ
て
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
制
約
が
あ

っ
た
。（
大
杉
一
雄
『
日
中
十
五
年
戦
争
史
』
中
公
新
書
）

四
）

大
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
に
国
際
関
係
の
と
ら
え
方
が
表
出

日
本
は
、
戦
局
が
思
わ
し
く
な
く
な
っ
た
昭
和
十
八
年
十
二
月
、
東
条
英
機
内
閣
の
時
に
、
日
本
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
た
各

国
、
各
地
域
の
独
立
運
動
者
や
、
国
家
の
代
表
者
を
東
京
に
招しよう
聘へい
し
、
大
東
亜
会
議
を
開
い
た
。
参
加
者
は
次
の
通
り
。
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中
国
行
政
院
長
汪
兆
銘

タ
イ
の
首
相
名
代
ワ
ン
ワ
イ
タ
ヤ
コ
ー
ン

満
州
国
国
務
総
理
張
景
恵

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
ラ
ウ
レ
ル

ビ
ル
マ
首
相
バ
モ
ー

自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
チ
ャ
ン
ド
ラ＝

ボ
ー
ス

日
本
の
首
相
東とう
條じよう
英ひで
機き
ほ
か

（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
六
七
〇
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
）

こ
れ
だ
け
の
参
加
者
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
へ
の
信
頼
度
、
期
待
度
が
、
ま
ん
ざ
ら
で
も

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。

会
議
の
目
的
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
を
相
互
に
確
認
し
合
い
、
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
責
任
を
共
栄
圏
内
の
人
々

に
提
示
し
、
か
つ
そ
れ
を
敵
対
し
て
い
た
欧
米
列
強
す
べ
て
に
対
し
て
も
表
明
し
て
、
共
栄
圏
構
想
の
正
当
性
を
主
張
す
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
会
議
が
終
わ
っ
て
発
表
さ
れ
た
声
明
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

資
料

大
東
亞
共
同
宣
言

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



昭
和
一
八
年
一
一
月
六
日
大
東
亞
會
議
事
務
局
發
表

昭
和
一
八
年
十
一
月
五
日
及
六
日
ノ
兩
日
、
東
京
ニ
於
テ
、
大
東
亞
會
議
ヲ
開
催
セ
リ
。
同
會
議
ニ
出
席
ノ
各
國
代
表
者

左
ノ
通
。

日

本

國内
閣
總
理
大
臣

東

條

英

機

閣
下

中
華
民
國

國
民
政
府
行
政
院
院
長

汪

兆

銘

閣
下

タ
イ
」
國内

閣
總
理
大
臣
「
ピ
ー
・
ピ
ブ
ン
・
ソ
ン
ク
ラ
ム
」
元
帥
閣
下
ノ
名
代
ト
シ
テ

ワ
ン
ワ
イ
タ
ヤ
コ
ー
ン
」

殿
下

滿

洲

國國
務
總
理
大
臣

張

景

惠

閣
下

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
共
和
國
大
統
領

ホ
セ
・
ペ
ー
・
ラ
ウ
レ
ル
」

閣
下

「
ビ
ル
マ
」
國
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内
閣
總
理
大
臣

バ
ー
・
モ
ウ
」

閣
下

同
會
議
ニ
於
テ
ハ
、
大
東
亞

完かん
遂すい
ト
大
東
亞
建
設
ノ
方
針
ト
ニ
關かん
シ
、
各
國
代
表
ハ
隔
意
ナ
キ
協
議
ヲ
遂
ケ
タ
ル

處ところ、
全ぜん
會かい
一
致
ヲ
以
テ
左
ノ
共
同
宣
言
ヲ
採さいたく
セ
リ
。

大

東

亞

共

同

宣

言

抑そもそ々も
世
界
各
國
カ
、
各
其
ノ
所ところ
ヲ
得え
、
相あい
倚よ
リ
相あい
扶たす
ケ
テ
萬ばん
邦こく
共きよう
榮えい
ノたのしみヲ
偕とも
ニ
ス
ル
ハ
、
世
界
平
和
確
立
ノ
根
本
要よう

義ぎ
ナ
リ
。

然
ル
ニ
、
米
英
ハ
、
自
國
ノ
繁はん
榮えい
ノ
爲ため
ニ
ハ
他
國
家
他
民
族
ヲ
抑よく
壓あつ
シ
、
特
ニ
大
東
亞
ニ
對たい
シ
テ
ハ
飽あ
ク
ナ
キ
侵
略
搾さく
取しゆ

ヲ
行
ヒ
、
大
東
亞
れい

屬ぞく
化か
ノ
野や
望ぼう
ヲ
逞
たくましウ

シ
、
遂つい
ニ
ハ
大
東
亞
ノ
安
定
ヲ
根こん
柢てい
ヨ
リ
覆
くつがえサ

ン
ト
セ
リ
。
大
東
亞

ノ
原

因
茲ここ
ニ
存そん
ス
。

大
東
亞
各
國
ハ
、
相あい
提てい
携けい
シ
テ
、
大
東
亞

ヲ
完かん
遂すい
シ
、
大
東
亞
ヲ
米
英
ノ
しつこく

ヨ
リ
解
放
シ
テ
、
其
ノ
自じ
存そん
自じ
衞えい
ヲ

全
ウ
シ
、
左さ
ノ
綱こう
領りようニ
基もとづキ
、
大
東
亞
ヲ
建
設
シ
、
以
テ
世
界
平
和
ノ
確
立
ニ
寄き
與よ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期き
ス
。

一
、
大
東
亞
各
國
ハ
、
協きよう
同どう
シ
テ
大
東
亞
ノ
安
定
ヲ
確
保
シ
、
道どう
義ぎ
ニ
基もとづク
共きよう
存ぞん
共きよう
榮えい
ノ
秩ちつ
序じよ
ヲ
建
設
ス
。

一
、
大
東
亞
各
國
ハ
、
相
互
ニ
自じ
主しゆ
獨どく
立りつ
ヲ
尊そん
重ちようシ
、
互ご
助じよ
敦とん
睦ぼく
ノ
實じつ
ヲ
あ

ケ
大
東
亞
ノ
親しん
和わ
ヲ
確
立
ス
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



一
、
大
東
亞
各
國
ハ
、
相
互
ニ
其
ノ
傳でん
統とう
ヲ
尊
重
シ
、
各
民
族
ノ
創
造
性
ヲ
伸しん
暢よう
シ
、
大
東
亞
ノ
文
化
ヲ
昻こう
揚よう
ス
。

一
、
大
東
亞
各
國
ハ
、
互ご
惠けい
ノ
下もと
、
緊きん
密みつ
に
提てい
携けい
シ
、
其
ノ
經けい
濟ざい
發はつ
展てん
ヲ
圖はか
リ
、
大
東
亞
ノ
繁
榮
ヲ
ぞう

進しん
ス
。

一
、
大
東
亞
各
國
ハ
、
萬
邦
ト
ノ
交こう
誼き
ヲ
篤あつ
ウ
シ
、
人
種
的
差
別
ヲ
撤てつ
廢ぱい
シ
、
普あまねク
文
化
ヲ
交
流
シ
、
進
ン
テ
資
源
ヲ
開

放
シ
、
以
テ
世
界
ノ
進しん
運うん
ニ
貢こうけん
ス
。

（
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
文
書
並
主
要
文
書
』
下
、
日
本
國
際
連
合
協
會
、
五
九
三
〜
九
四
ペ
ー
ジ
、
句
読
点
・
ル
ビ

追
加
）

こ
こ
に
は
、「
所
を
得
る
」「
道
義
」「
人
種
的
差
別
の
撤
廃
」「
資
源
の
開
放
」
な
ど
注
目
す
べ
き
点
が
謳うた
わ
れ
て
い
る
。
声

明
の
理
念
は
、
ま
こ
と
に
尤もつと
も
な
内
容
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、「
日
本
が
兄
と
し
て
、
親
と
し
て
、
皆
さ
ん
を
指
導
す
る
」
な

ど
と
い
う
思
い
上
が
っ
た
表
現
は
注
意
深
く
避さ
け
ら
れ
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
声
明
に
は
、
国
際
関
係
の
捉とら
え
方
に
お
い
て
、
根
本
的
な
欠けつ
陥かん
が
存
在
し
た
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
日
本

の
思
想
に
流
れ
る
「
東
西
」
と
い
う
大
ま
か
な
世
界
認
識
の
枠
組
み
が
陰かげ
を
落
と
し
て
い
る
上
に
、
西
洋
の
中
で
も
「
米
英
の

み
を
敵
と
す
る
と
い
う
認
識
」
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
が
、
そ
し
て
共
栄
圏
の
各
地
域
や
国
家
が
、
共
に
敵
対
し
て
い
る
の
は
、
米
英
の
み
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
（
仏ふつ
）、

オ
ラ
ン
ダ
（
蘭らん
）、
そ
れ
に
北
方
の
ソ
連
（
蘇そ
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
に
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
声
明
文
に
は
、

全
く
表
面
に
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ソ
連
と
い
う
こ
の
三
国
を
、
大
東
亜
共
栄
圏
に
関
連
し
て
、
日
本
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、「
触さわ
ら
ぬ
神
に
祟たた
り
な
し
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
っ
と
し
て
お
く
と
い
う
配はい
慮りよ
で
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
戦
線
を
専もつぱ
ら
対
米
英
に
限
定
し
、
特
に
ソ
連
に
は

日
本
と
の
間
で
不ふ
可か
侵しん
条
約
が
あ
る
の
で

共
栄
圏

構
想
で
は
敵
対
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
配
慮
が
そ
れ
で
あ
る
。

国
内
で
社
会
主
義
・
共
産
主
義
を
あ
れ
ほ
ど
厳きび
し
く
弾
圧
し
て
い
た
当
時
の
日
本
な
の
で
あ
る
が
、
ソ
連
に
対
す
る
警
戒
心

は
薄
か
っ
た
よ
う
だ
。
共
栄
圏
の
国
際
関
係
で
は
、
そ
れ
と
こ
れ
と
は
別
だ
、
と
で
も
い
う
の
で
あ
っ
た
の
か
。

共
栄
圏
の
社
会
体
制
の
理
念
は
、
社
会
主
義
・
共
産
主
義
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
う
い
う
思

想
的
な
曖あい
昧まい
さ
が
、
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
理
念
の
曖
昧
さ
が
、
国
際
関
係
の
つ
か
み
方
に
偏
かたよ

り
を
生
む
。

一
九
四
五
年
、
日
本
が
対
米
戦
で
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
く
な
っ
た
と
き
、
何
と
「
ソ
連
に
講
和
の
仲なか
介がい
を
期
待
す

る
」
な
ど
と
い
う
、
外
交
の
致ち
命めい
傷しよう
へ
と
結
び
つ
い
た
。
日
本
は
、
ソ
連
の
領
土
的
野や
心しん
（
帝
国
主
義
）
を
見
抜
け
な
か
っ

た
。
返
っ
て
こ
な
い
北
方
領
土
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
日
本
指
導
者
た
ち
の
欠けつ
陥かん
思
想
の
せ
い
で
あ
る
。

後
知
恵
で
あ
る
が
、
国
家
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
思
想
の
曖
昧
さ
を
放
置
し
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
大
東
亜
政
策
に
お
い
て
「
欧
米
植
民
地
か
ら
の
解
放
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
に
は
掲
げ
た
が
、
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
海
外
の
出
先
に
お
い
て
実
行
が
足
り
な
か
っ
た
。
日
本
の
根
本
価
値
た
る
皇こう
道どう
を
も
っ
と
誠
実
に
実
行
す
れ
ば
、

有
効
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
得え
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
「
幻
想
的
」
な
自
由
の
誘さそ
い
に
対
抗
で
き
た
に
違
い
な
い
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



日
本
の
価
値
理
念
た
る
「
皇
道
」
を
、
も
っ
と
分
か
り
易やす
い
も
の
と
し
て
解
説
し
、
何
よ
り
謙
虚
に
誠
実
に
実
行
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
虚きよ
偽ぎ
の
「
自
由
理
念
」
に
対
抗
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
の
末
期
に
、
言
葉
に
よ
る
皇
道
の
宣せん
伝でん
よ
り
も
、
根
本
的
に
必
要
な
こ
と
は
身
を
も
っ
て
そ
れ
を
実じつ
践せん
す
る
こ

と
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
人
が
い
る
。
当
時
の
言
葉
の
ま
ま
に
掲
げ
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
皇
道
の
宣せん
布ぷ
」
と
い
う
こ
と
を
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
何
か
あ
る
一
つ
の
思
想
体
系
を
理

解
せ
し
め
る
こ
と
」
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。「
し
か
し
、
思
想
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
や
う
な
主しゆ
體たい
の
実
践
を
離
れ

た
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
真
の
理
想
は
、
他
な
ら
ぬ
主
體
の
実
践
そ
の
も
の
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
…
…

わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
行
動
そ
の
も
の
の
な
か
に
い
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
…
…

わ
れ
わ
れ
が
、
何
か
あ
る
思
想
體たい
系けい
を
ト
ラ
ン
ク
に
詰つ
め
て
も
っ
て
行
き
、
こ
れ
を
宣せん
傳でん
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
共
栄
圏
内
の
原（マ
住マ）
民
に
接
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
言
動
の
一
つ
一
つ
に
神
な
が
ら
の
道
を
生
か
す
こ
と
を

意
味
す
る
。」

わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
を
動
か
す
も
の
が
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
感
情
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
」
を
知
っ
て
、「
大おお
御み
心こころの
ま
ゝ
に
生
き
る
言げん
動どう
の
ま
ご
こ
ろ
に
よ
る
」
こ
と
を
通
じ
て
、
共
栄
圏
の
理
解
と
実
行
を
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促そく
進しん
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
難
波
田
春
夫
『
経
済
哲
学
』
朝
倉
書
店
、
二
四
三
〜
四
五
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
）

本
書
は
、
近
衛
文
麿
の
下
に
集
ま
っ
た
当
時
日
本
の
大
半
の
言
論
人
か
ら
な
る
昭
和
研
究
会
の
主
張
を
批
判
的
に
吟ぎん
味み
す

る
。
今
日
か
ら
見
て
当
時
の
一
大
論
争
の
歴
史
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
水
準
に
近
い
精
神
で
行
動
し
た
人
で
あ
れ
ば
、
外
地
で
も
、
日
本
人
と
し
て
、
終
戦
後
に
粗そ
末まつ
に

扱あつかわ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ミ
ク
ロ
の
事
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
実
例
が
あ
る
。
国
境
を
越
え
て
、
神
仏
の

心
に
基
づ
く
人
間
愛
は
通
じ
合
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

戦
争
中
、
従
軍
し
た
か
、
軍
関
係
の
学
校
教
育
を
受
け
た
人
々
の
う
ち
に
、
一
九
四
五
年
の
終
戦
後
、
全
く
反
戦
平
和
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
凝こ
り
固かた
ま
っ
た
人
、
何
で
も
軍
と
国
家
の
悪わる
口ぐち
を
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
罪
が
拭ぬぐ
え
る
と
思
っ
て
い
る
か
の

よ
う
な
御ご
仁じん
が
い
る
。
過
去
四
十
年
間
、
学
生
時
代
以
来
、
大
学
で
も
そ
う
い
う
種
類
の
学
者
に
隨ずい
分ぶん
お
目
に
掛
か
っ
て
き

た
。
そ
れ
も
一
つ
の
生
き
方
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
自
己
の
軍
事
体
験
を
活
用
し
、
生なま
の
資
料
を
集
め
て
歴
史
の
事
実
に
迫せま
り
、
後こう
世せい
へ
の
真ま
面じ
目め
な
遺い
物ぶつ
を
書
い
た
人

も
あ
る
。
今
私
の
手て
元もと
に
、
深
堀
道
義
『
中
国
の
対
日
政
戦
略
』（
原
書
房
、
一
九
九
七
）
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
氏
は
海
軍

兵
学
校
七
五
期
の
人
で
あ
る
。

深
堀
氏
は
、「
日
本
の
反
省
」
と
い
う
章
を
設もう
け
、
次
の
よ
う
に
耳
の
痛
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



第
九
章
）

①
智ち
・
仁じん
・
勇ゆう
の
う
ち
、
仁
が
欠
け
た
こ
と
。

②
過
度
に
中
国
人
を
蔑べつ
視し
し
た
こ
と
。

③
勝
っ
て
驕おご
り
、
負
け
て
卑ひ
屈くつ
と
な
る
こ
と
。

④
敵
を
知
ら
ず
己おのれを
知
ら
ず
、
で
あ
っ
た
こ
と
。

氏
は
、「
し
ん
ど
い
相
手
」
で
あ
る
中
国
に
対
す
る
付
き
合
い
方
と
し
て
、
今
後
日
本
は
、
長
い
目
で
考
え
て
、
屈くつ
辱じよく
的てき
な

謝しや
罪ざい
外
交
を
行
わ
ず
、
国
民
は
毅き
然ぜん
と
し
た
国
防
意
識
を
持
ち
、
威い
嚇かく
に
負
け
な
い
外
交
力
を
行こう
使し
す
る
、
な
ど
を
提
案
し
て

い
る
。（
二
五
二
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。）

悲
し
い
か
な
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
思
想
と
実
践
は
、
う
ま
く
運
ば
な
か
っ
た
。

①
各
国
の
民
族
主
義
へ
の
理
解
が
日
本
側
に
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、

②
神
な
が
ら
の
道
と
言
い
つ
つ
も
日
本
の
理
念
に
身み
勝がつ
手て
さ
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、

③
そ
れ
に
何
よ
り
欧
米
帝
国
主
義
に
対
し
て
、
熱
い
戦
争
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
の
短
期
間
の
挑ちよう
戦せん
で
あ
っ
た
こ
と
、

な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
戦
争
で
な
く
、
売
り
買
い
と
い
う
市
場
的
方
法
を
現
代
な
ら
活
用
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
。

こ
う
し
て
、
大
東
亜
戦
争
は
、
マ
イ
ナ
ス
も
大
き
か
っ
た
が
、
し
か
し
世
界
史
の
前
進
に
と
っ
て
は
、
深
い
意
味
を
見
出
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
歴
史
の
大
事
件
は
、
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
と
い
う
単
純
な
意
味
構
造
の
も
の
で
は
な
い
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の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
は
、
病
気
に
か
か
っ
た
り
、
事
故
に
出
会
っ
た
り
す
る
と
き
、「
一いつ
切さい
に
意
味
が
あ
る
」
と
し
て
納なつ
得とく

す
る
で
は
な
い
か
。
国
家
の
行
動
と
運
命
で
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
わ
が
国
の
提
唱
す
べ
き
理
念
は
、

一
、
各
国
民
に
独
立
を
促
進
し
、

二
、
自
治
を
確
立
し
、

三
、
各
国
の
政
治
体
制
も
各
国
の
自
治
に
任まか
せ
る
、

こ
れ
が
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
れ
を
日
本
が
着
実
に
誠
実
に
実
行
す
れ
ば
、
各
国
人
民
は
歓かん
迎げい

し
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
昔
は
世
界
秩
序
に
関
し
て
、
日
本
側
か
ら
、
各
民
族
に
対
し
て
、「
所ところを
得え
し
め
る
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ

た
も
の
だ
が
、
そ
の
意
味
が
今
一
つ
曖あい
昧まい
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
哲
学
者
ば
り
の
曖
昧
な
表
現
は
不
適
当
で
あ
っ

た
。な

に
よ
り
、「
各
国
の
、
各
民
族
の
、
自
己
文
化
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
く
高
い
価
値
の
理
念
が
存
在
す
る
、
わ
れ
わ

れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
理
念
を
実
現
す
る
」
と
い
う
多
様
性

統
一
の
中
の
多
様
性

の
哲
学
が
欲
し
か
っ
た
。

他
方
、
日
本
は
大
陸
戦
線
で
泥どろ
沼ぬま
に
陥おちい
っ
て
い
た
が
、
近
衛
政
府
も
性
急
に
、「
相
手
に
せ
ず
」
な
ど
と
声
明
し
な
い
で
、

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



大
陸
側
の
複
数
の
相
手
グ
ル
ー
プ
と
、
粘
り
強
く
交
渉
す
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
ま
し
て
国
際
連
盟
か
ら
も
脱
退
す
べ
き
で
は
な

か
っ
た
。

上
海
事
変
の
後
、
ズ
ル
ズ
ル
と
深
み
に
は
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、
既
に
述
べ
た
撤
兵
に
関
す
る
「
廣
池
提
言
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

資
料

「
國
民
政
府
相
手
ニ
セ
ズ
」

政
府
聲
明

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
年
）
一
月
十
六
日

帝てい
國こく
政
府
ハ
南なん
京きん
攻こう
略りやく
後ご
尚な
ホ
支し
那な
國
民
政
府
ノ
反
省
ニ
最
後
ノ
機き
會かい
ヲ
與あた
フ
ル
タ
メ
今
日
ニ
及およ
ヘ
リ
。
然しか
ル
ニ
國
民

政
府
ハ
帝
國
ノ
眞しん
意い
ヲ
解かい
セ
ス
漫みだ
リ
ニ
抗こうせん
ヲ
策さく
シ
、
内
民
人
塗と
炭たん
ノ
苦
ミ
ヲ
察さつ
セ
ス
、
外
東
亞
全
局
ノ
和わ
平へい
ヲ
顧かえりミ
ル

所
ナ
シ
。
仍よつ
テ
帝
國
政
府
ハ
爾じ
後ご
國
民
政
府
ヲ
對あい
手て
ト
セ
ス
、
帝
國
ト
眞しん
ニ
提てい
携けい
ス
ル
ニ
足た
ル
新しん
興こう
支
那
政
權
ノ
成
立
發はつ

展てん
ヲ
期
待
シ
、
是これ
ト
兩りよう
國こく
國こつ
交こう
ヲ
調ちよう
整せい
シ
テ
更こう
生せい
新
支
那
ノ
建
設
ニ
協
力
セ
ン
ト
ス
。
元もと
ヨ
リ
帝
國
カ
支
那
ノ
領りよう
土ど
及
および

主しゆ
權けん
並ならびニ
在ざい
支し
列れつ
國こく
ノ
權けんえき
ヲ
尊そん
重ちようス
ル
ノ
方
針
ニ
ハ
毫わずか
モ
カ
ハ
ル
所
ナ
シ
。
今
ヤ
東
亞
和
平
ニ
對たい
ス
ル
帝
國
ノ
責
任

愈いよい々よ
重おも
シ
。
政
府
ハ
國
民
カ
此
ノ
重
大
ナ
ル
任
務
遂すい
行こう
ノ
タ
メ
一
層
ノ
發はつ
奮ぷん
ヲ
冀き
望ぼう
シ
テ
止や
マ
ス
。

參
考
）
補
足
的
聲
明

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
年
）
一
月
十
八
日

爾じ
後ご
國
民
政
府
ヲ
對あい
手て
ト
セ
ス
ト
云い
フ
ノ
ハ
同
政
府
ノ
否ひ
認にん
ヨ
リ
モ
強
イ
モ
ノ
テ
ア
ル
。
元
來
國
際
法
上
ヨ
リ
云
ヘ
ハ
國

民
政
府
ヲ
否
認
ス
ル
タ
メ
ニ
ハ
新
政
權
ヲ
承
認
ス
レ
ハ
ソ
ノ
目
的
ヲ
達たつ
ス
ル
ノ
テ
ア
ル
カ
、
中ちゆう華か
民みん
國こく
臨りん
時じ
政
府
ハ
未いま
タ
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正
式
承
認
ノ
時
期
ニ
達
シ
テ
ヰ
ナ
イ
カ
ラ
、
今
回
ハ
國
際
法
上
新
例
ヲ
開
イ
テ
國
民
政
府
ヲ
否
認
ス
ル
ト
共
ニ
之
ヲ
抹まつ
殺さつ

セ
ン
ト
ス
ル
ノ
テ
ア
ル
。
又また
宣せん
せん

布ふ
告こく
ト
云
フ
コ
ト
カ
流る
布ふ
サ
レ
テ
ヰ
ル
カ
、
帝
國
ハ
無む
辜こ
ノ
支
那
民みん
衆しゆう
ヲ
敵てき
視し
ス
ル

モ
ノ
テ
ハ
ナ
イ
。
又
國
民
政
府
ヲ
對
手
ト
セ
ヌ
建たて
前まえ
カ
ラ
宣

布
告
モ
ア
リ
得
ヌ
ワ
ケ
テ
ア
ル
。

（
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
、
日
本
國
際
連
合
協
會
、
三
八
六
〜
八
七
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
）

松まつ
岡おか
洋よう
右すけ
外
相
は
、
真
珠
湾
攻
撃
の
直
後
、
日
独
伊
三
国
同
盟
を
結
ぶ
べ
き
で
な
か
っ
た
と
悔く
や
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

（
松
岡
外
相
自
身
の
そ
の
後
の
自
己
反
省
を
参
照
。
な
お
、
三
輪
公
忠
『
松
岡
洋
右
』
中
公
新
書
。
原
田
熊
雄
『
西
園
寺
公
と

政
局
』
第
六
巻
、
一
九
五
〜
二
一
八
ペ
ー
ジ
。
交
渉
継
続
を
唱とな
え
る
陸
軍
参
謀
本
部
の
多
田
駿はやお
次
長
た
ち
と
、
そ
れ
を
あ
し

ら
い
軽けい
視し
し
た
内
閣
及
び
重じゆう
臣しん
方
と
の
間
の
意
見
の
ず
れ
を
見
ら
れ
よ
。
こ
の
間
の
動
き
に
は
、
昭
和
天
皇
の
お
考
え
が
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
が
、
見
え
な
い
。）

時
あ
た
か
も
、
近
衛
こ
の
え

文ふみ
麿まろ
と
い
う
ド
イ
ツ
贔びい
屓き
、
対
ソ
無む
警けい
戒かい
、
そ
し
て
反
英
米

ゆ
え
に
や
や
親
社
会
主
義
的

と

い
う
、
心
理
的
偏へん
向こう
を
秘ひ
め
た
人
物
に
率
い
ら
れ
た
内
閣
を
戴いただく
こ
と
に
な
っ
た
日
本
国
民
は
、
何
と
も
不
幸
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

近
衛
さ
ん
は
、
京
都
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
欧
米
中
心
の
世
界
秩
序
に
反
感
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
、
当
時
、
理
解
で
き
る
感
情
で
は
あ
っ
た
が
…
…
。

か
た
や
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
も
、
日
本
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
筈はず
も
な
い
「
ハ
ル
ノ
ー
ト
」
を
つ
き
つ
け
た

ハ
ル
国
務
長
官
も
、
初
め
か
ら
日
本
嫌ぎら
い
の
一
派
で
あ
っ
た
と
い
う
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



歴
史
と
は
、
日
本
と
い
う
一
国
の
国
民
に
、
二
重
の
悲
劇
を
演
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

＊
今
回
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
学
生
の
古
川
範
和
君
に
協
力
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
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