
研
究
ノ
ー
ト

歴
史
は
、
国
家
間
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
か永

安

幸

正

目

次

（
五
）
物
の
見
方
の
枠
組
み
を
転
回
す
る

補
論

日
本
は
外
交
手
法
の
革
新
を

（
六
）
報
恩
と
贖
罪
の
実
行
と
は

（
七
）
反
搾
取
と
正
義
の
交
渉
を
行
う

資
料

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
の
基
本
見
解
（
日
本
政
府
）

（
八
）
各
国
は
謙
虚
な
自
律
史
観
を
確
立
す
べ
し

（
九
）
歴
史
観
の
ホ
コ
リ
を
払
う

キ
ー
ワ
ー
ド：

対
話
、
説
明
責
任
、
理
念
、
大
東
亜
共
同
宣
言
、
贖
罪
、
歴
史
観
の
ホ
コ
リ



（
五
）
物
の
見
方
の
枠
組
み
を
転
回
す
る

こ
こ
で
、
日
本
が
国
際
情
勢
の
認
識
に
お
い
て
落
し
穴
に
は
ま
っ
た
と
い
う
事
実
の
一いつ
端たん
を
示
し
て
お
こ
う
。

大
正
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
、
外
交
と
戦
争
に
お
い
て
「
物
の
見
方
が
い
か
に
大
切
か
」
を
学
ぶ
上
で
、
数
多

く
の
教きよう
訓くん
を
含ふく
ん
で
い
る
。
こ
の
時
ほ
ど
、
の
る
か
反そ
る
か
の
き
わ
ど
い
決
断
を
迫せま
ら
れ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
長

い
歴
史
に
お
い
て
、
他
に
は
あ
る
ま
い
。
十
三
世
紀
の
蒙もう
古こ
襲しゆう
来らい
は
じ
め
、
明
治
維
新
の
と
き
も
外
国
か
ら
の
攻
勢
と
策さく
動どう

は
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
正
と
昭
和
の
時
期
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
日
本
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
見み
損そん
じ
を
犯おか
し
た
の
だ
と
、
私
は
思
う
。
そ
れ
は
ど
ん
な
見
損
じ

で
あ
っ
た
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
位
置
付
け
で
あ
る
。

当
時
、
陸
軍
の
広
報
を
扱
う
陸
軍
省
新
聞
班
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
有
名
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
が
幾
つ
も
出
て
い
る
が
、
そ

の
一
つ
に
、
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の
経
済
力
の
台たい
頭とう
と
、
そ
れ
に
対
す
る
列れつ
国こく
の
反はん
感かん
と
を
引
き
比
べ

て
見
事
に
分ぶん
析せき
し
た
報
告
書
が
あ
る
。
題
し
て
『
躍
進
日
本
と
列
強
の
重
壓
』（
昭
和
九
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
代
か
ら
見

て
も
、
な
か
な
か
優すぐ
れ
た
内
容
の
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
を
読
め
ば
、
時
は
世
界
大だい
恐きよう
慌こう
期き
で
も
あ
り
、
貿
易
な
ど
日
本
の
経
済
的
進
出
が
、
い
か
に
欧
米
植
民
地
帝
国
に
脅
きよう

威い
と
な
っ
て
い
た
か
が
、
デ
ー
タ
と
、
海
外
の
政
治
家
の
発
言
、
新
聞
の
報
道
な
ど
か
ら
、
明めい
瞭りよう
に
つ
か
め
、
現
代
で
も
有

益
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
国
民
も
こ
れ
を
直じか
に
読
む
と
よ
い
。
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冷
静
に
読
ん
で
い
け
ば
、
こ
の
中
に
、「
フ
ラ
ン
ス
の
独
特
の
位
置
と
役
割
」
が
、
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

当
時
の
日
本
の
外
交
・
軍
事
戦
略
の
基
本
枠
組
み
は
、
舞
台
は
東
ア
ジ
ア
大
陸
と
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
、
そ
こ
で
二
つ
の
勢
力

に
対
処
す
る
こ
と
に
そ
の
狙ねら
い
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
北
方
の
ソ
連
、
今
一
つ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
南
と
東
か
ら
日
本
と
利
害

を
争
っ
て
い
た
欧
米
。

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
欧
米
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
利
害
が
す
ぐ
さ
ま
共
通
す
る
英○
米○
と
、
利
害
が
英
米
と
一

致
せ
ず
に
張
り
合
っ
て
い
た
フ○
ラ○
ン○
ス○
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
欧
米
と
い
っ
て
味み
噌そ
も
糞くそ
も
一いつ
緒しよ
く
た
に
す
る
傾
向

が
あ
る
。
こ
の
明
治
以
来
の
悪
し
き
心
情
が
、
昭
和
期
に
災わざわい
し
た
と
い
え
ま
い
か
。

そ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
日
本
の
台
頭
に
も
あ
ま
り
警けい
戒かい
感かん
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
日
本
の
行
動
に
理
解
を
示
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
陸
軍
に
よ
る
世
界
に
つ
い
て
の
現
状
分
析
は
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
国
益
・
外
交
と
フ

ラ
ン
ス
の
国
益
・
外
交
と
の
間
の
不
一
致
を
、
え
ぐ
り
出
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
点
を
新
聞
班
の
人
々
が
ど
こ
ま
で
し
っ

か
り
意
識
し
て
書
い
て
い
た
か
、
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
…
…
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
石
油
そ
の
他
の
資
源
欲
し
さ
に
、
い
き
な
り
南なん
方ぽう

東
南
ア
ジ
ア

に
進
出
す
る
。
し
か
も
、
な

ん
と
仏ふつ
印いん
と
呼
ば
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
、
つ
ま
り
今
の
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
か
ら
占
領

を
始
め
る
。
日
本
を
理
解
す
る
可
能
性
の
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
地
域
を
、
ま
ず
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
英
米
と
同
調

す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
火
を
見
る
よ
り
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

お
ま
け
に
、
日
本
の
松
岡
外
相
は
、
思し
慮りよ
ま
こ
と
に
浅
く
、
歴
史
上
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
最
も
憎にく
き
宿しゆく
敵てき
で
あ
る
ド
イ
ツ

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



と

イ
タ
リ
ア
を
加
え
て

三さん
国ごく
同どう
盟めい
を
結
ん
で
帰
っ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
日
本
理
解
を
帳ちよう消け
し
に
し
て
、
英
米
連

合
国
側
に
つ
い
た
。

近
代
の
世
界
史
は
、
文
明
論
的
に
い
っ
て
、
英
米
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
、
両
方
の
陣じん
営えい
が
対
立
軸
と
な
り
な
が
ら
動
い
て
行
く

加
え
て
、
ロ
シ
ア
は
ド
イ
ツ
と
対
立
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
調
し
や
す
い
。
故ゆえ
に
日
本
は
、
英
米
と
、
フ
ラ
ン
ス
と

を
、
決
し
て
同
時
に
敵
に
回
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
鉄
則
を
日
本
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
日
本
は
英
米
仏
と
い
う
相
手
側
の
、
後
の
連
合
国
側
の
、
利
害
を
一
致
さ
せ
る
愚ぐ
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
連
合

国
を
作
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
も
し
、
陸
海
軍
が
イ
ン
ド
シ
ナ
を
攻
撃
せ
ず
、
マ
レ
ー
（
英
領
）
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
蘭

領
）
の
み
に
進
出
し
て
い
れ
ば
、
事
態
は
変
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
は
、「
西
洋
と
東
洋
と
い
う
二
分
法
」
で
世
界
を
色
分
け
し
、
西
欧
の
内
部
の
差
異
に
目
を
覆おお
う
も
の
で
あ
り
、
明
治

以
来
の
日
本
人
を
虜とりこに
し
て
き
た
底
の
浅
い
世
界
認
識
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
陸
軍
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
、
図はか
ら
ず
も
後こう
世せい
の
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
い
る
教
訓
が
あ
る
。「
か
つ
て
の
ド
イ

ツ
の
轍てつ
を
踏ふ
む
な
」
と
い
う
警けい
告こく
が
そ
れ
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
第
一
次
大
戦
を
引
き
起
こ
し
て
大
敗
し
、
国
民
は
塗と
炭たん
の
苦
し
み
を
嘗な
め
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
出
現
の
理
由
の
一いつ
半ぱん
は

そ
れ
に
あ
る
わ
け
だ
が
、「
陸
軍
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
は
ド
イ
ツ
失
敗
の
理
由
を
列れつ
挙きよ
し
、
当
時
の
日
本
が
ド
イ
ツ
と
同
じ
事
態
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に
突
入
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
分
析
し
、
そ
れ
を
避
け
る
べ
し
、
と
警
告
し
て
い
た
。
な
ん
と
、
陸
軍
が
、
で
あ
る
。
題だい
し
て

「
独どく
国こく
失
敗
の
原
因
」（
八
九
〜
九
二
ペ
ー
ジ
）。

原
文
は
漢
字
が
多
く
て
難
し
い
か
ら
、
現
代
文
に
し
て
要
約
し
紹
介
し
よ
う
。
以
下
の
如
し
。

一
、
ド
イ
ツ
は
、
世
界
を
納なつ
得とく
さ
せ
る
に
足た
る
正
義
に
基もと
づ
い
た
国こく
是ぜ
を
有
し
な
か
っ
た
。

二
、
ド
イ
ツ
は
、
強
国
に
取
り
囲
ま
れ
、
経
済
戦
を
有ゆう
利り
に
運はこ
ぶ
た
め
の
地
理
的
条
件
を
欠か
い
た
。

三
、
国
防
的
に
も
、
四し
周しゆうに
強
国
を
配はい
し
、
不ふ
利り
で
あ
っ
た
。

四
、
外
交
戦
略
を
誤
り
、
孤
立
に
陥おちいっ
た
。

五
、
宣
伝
戦
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

六
、
自
己
の
実
力
を
過
信
し
た
。

七
、
一
般
の
情
勢
判
断
、
英
米
の
参さん
戦せん
を
予
想
し
な
か
っ
た
。

八
、
無
制
限
の
潜
水
艦
戦
を
始
め
る
な
ど
、
作
戦
を
誤
っ
た
。

九
、
戦
争
前
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
不ふ
仲なか
を
利
用
す
る
政
策
を
欠
い
た
。

十
、
国
内
に
反
国
家
勢
力
を
抱かか
え
、
国
民
の
統
一
が
乱
れ
て
い
た
。

こ
の
分
析
の
す
ぐ
後
、
一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
、
日
本
は
、
第
一
次
大
戦
前
の
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
「
わ
だ
ち
」
を
、
忠
実

に
な
ぞ
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
完
敗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
何
た
る
こ
と
か
。

後
の
世
代
の
者
と
し
て
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
何
の
た
め
の
研
究
で
あ
り
分
析
で
あ
っ
た
の
か
、
と
惜お
し
ま
ざ
る
を
得
な

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



い
。
歴
史
か
ら
教
訓
を
学
ば
（
べ
）
な
く
な
れ
ば
、
国
で
あ
れ
、
会
社
で
あ
れ
、
家
で
あ
れ
、
個
人
で
あ
れ
、
待
ち
受
け
て
い

る
命
運
は
云い
う
も
更さら
な
り
…
…
。

欧
米
中
心
の
世
界
秩
序
を
ア
ジ
ア
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
方
法
に
、
日
本
は
今
一
つ
細さい
心しん
の
注
意
が
足
り
な
か
っ
た
。

こ
の
点
で
、
世
論
形
成
に
重
要
な
役
割
を
負
う
日
本
の
思
想
家
、
文
化
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
責
任
も
大
き
い
。
彼
ら

が
、
も
っ
と
世
界
史
に
目
を
開
き
、
世
界
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
っ
た
。
日
本
の
世
論
は
、
情
報
の
偏かたより
の
ま
ま
、
海
外
飛
躍
を

妄もう
想そう
し
熱ねつ
狂きようし
て
い
た
。
そ
の
世
論
を
沈ちん
静せい
さ
せ
、
朝ちよう野や
の
自
信
過
剰
、
独どく
善ぜん
主
義
を
回かい
避ひ
で
き
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

省かえりみ
る
に
、
共
栄
圏
と
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
異
な
る
民
族
、
異
な
る
文
化
が
共
存
す
る
に
は
、
三
つ
の
条
件
が
必
要
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、

①
共
通
文
明
を
広
め
る
こ
と
（
共
通
性
）。

②
共
通
の
法
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
（
共
通
性
）。

③
異
な
る
文
化
価
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
（
個
性
と
多
様
性
）。

第
一
に
、
共
通
文
明
と
は
、
主
に
科
学
技
術
を
そ
の
基
礎
と
し
た
物
質
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
熱
帯
か
温
帯
か
、
乾
燥
地
帯

か
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
か
、
と
い
う
異
な
る
風
土
毎
に
、
姿すがた
形かたち
は
異
な
る
が
、
原
理
は
ど
こ
に
も
当
て
は
ま
る
共
通
普
遍
の
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
地
球
上
、
各
国
の
資
源
賦ふ
存ぞん
は
不
平
等
で
あ
る
か
ら
、
各
国
は
公
平
な
法
体
系
を
構
築
し
、
そ
れ
を
基
に
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し
て
自
由
公
正
な
交
易
を
促
進
し
、
有う
無む
相あい
通つう
じ
る
よ
う
に
す
る
。

第
三
に
、
各
国
、
各
民
族
は
従
来
か
ら
存
在
す
る
異
な
っ
た
宗
教
や
信
条
を
認
め
合
う
の
で
あ
る
。

こ
の
三
重
の
原
理
は
、
こ
れ
か
ら
二
十
一
世
紀
の
日
本
が
世
界
に
伍ご
し
て
行
く
と
き
に
も
、
有
効
な
指
針
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。右

は
、
実
は
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
な
ど
が
構
築
し
よ
う
と
し
た
世
界
国
家
、
ロ
ー
マ
帝
国
の

構
成
原
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
曲
が
り
な
り
に
も
高
度
の
科
学
技
術
を
背
景
と
し
、
万
国
に
通
じ
る
法
体
系
を

も
ち
、
多
神
教
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
点
は
、
の
ち
に
ロ
ー
マ
で
一
神
教
の
キ
リ
ス
ト
教
が
国こつ

教きようと
さ
れ
、
多
神
教
の
伝
統
は
廃すた
る
が
、
と
も
か
く
帝
国
全
体
の
共
通
普
遍
性
と
、
各
地
、
各
人
の
特
殊
個
性
と
の
、
絶ぜつ
妙
みよう

な
結
合
が
あ
っ
た
。

日
本
が
こ
の
よ
う
な
「
誰
に
も
受
け
い
れ
や
す
い
構
成
原
理
」
に
気
づ
き
、
謙けん
虚きよ
に
、
正
義
と
愛
と
か
ら
な
る
精
神
の
実
践

に
邁まい
進しん
し
て
い
た
な
ら
ば
、
と
惜お
し
み
て
も
余
り
あ
る
。

古
代
ロ
ー
マ
に
始
ま
っ
た
万ばん
国こく
法ほう
の
発
想
が
、
満
州
国
か
ら
大
東
亜
共
栄
圏
に
か
け
て
の
日
本
の
構
想
に
は
、
不
可
欠
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

満
州
建
国
時
の
皇
帝
溥ふ
儀ぎ
の
実
際
の
言げん
行こう
か
ら
推お
し
測はか
る
と
、
満
州
国
で
は
日
本
が
国くに
造づく
り
の
方
式
を
一
方
的
に
強
制
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
、
皇
帝
溥
儀
の
意い
志し
が
貫つらぬい
て
い
た

東
京
裁
判
で
は
彼
は
ソ
連
側
証
人
と
な
り
、
本
心
を
証
言
し
な

か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



ま
た
、
満
州
国
の
「
五ご
族ぞく
協きよう
和わ
」
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
、
人
材
を
育
て
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
の
が
「
満まん
州しゆう
建けん
国こく
大だい

学がく
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
念
に
つ
い
て
、
誠せい
心しん
誠せい
意い
、
実
際
に
学
生
に
講
義
し
た
貴
重
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
副
総
長
・

作さく
田た
壮しよう
一いち
博
士
口
述
、
山
田
昌
治
編
『
分
か
れ
身
の
構
築
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
新
編
版
「
終
身
道
徳
」
の
講
義
録
、
平
成

二
年
、
朋
星
印
刷
、
大
分
市
田
室
町
三
｜
三
六
、
電
話
〇
九
七
五
｜
四
五
｜
五
四
八
九
）

満
州
の
建
国
大
学
は
、
厳きび
し
い
包ほう
囲い
網もう
の
中
に
お
い
て
日
本
主
導
で
行
わ
れ
た
試
み
で
は
あ
る
が
、
多
民
族
か
ら
な
る
国
際

的
な
学
び
舎や
の
建
設
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
と
記
録
は
、
温おん
故こ
知ち
新しん
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
外
に
も
、「
合がつ
作さく
社しや
」

造
り
な
ど
、
開かい
拓たく
団だん
の
記
録
も
あ
る
。

こ
れ
は
中
国
共
産
党
に
受
け
継
が
れ
た
と
も
い
う
。

一
九
四
五
年
八
月
に
日
本
が
戦
争
に
敗
れ
て
か
ら
は
、
日
本
の
行
っ
た
こ
と
は
悉
ことごとく

失
敗
で
あ
り
百
パ
ー
セ
ン
ト
「
悪
い
こ

と
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
で
消
し
去
っ
た
り
封ふう
印いん
し
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
歴
史
の
抹まつ
殺さつ
で
あ
り
、
歴

史
か
ら
学
ば
な
い
態
度
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
日
本
の
言
動
も
外
国
の
言
動
も
、「
当
時
の
現げん
物ぶつ
そ
の
も
の
」
を
実
際
に
読
み
、

調
査
し
、
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

過
去
の
歴
史
に
目
を
閉
じ
る
も
の
は
、
将
来
の
歴
史
に
お
い
て
、
後こう
悔かい
に
涙なみだす
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

結
局
、
人
類
の
歴
史
を
長
い
目
で
見
れ
ば
、
失
敗
は
成
功
の
本
で
あ
る
。
逆
に
、
成
功
は
失
敗
の
本
に
も
な
る
。
禍か
福ふく
あ
ざ

な
え
る
縄なわ
の
ご
と
し
。
歴
史
の
因いん
果が
律りつ
は
、
そ
う
し
た
失
敗
と
犠
牲
を
無
に
し
な
か
っ
た
。
あ
の
戦
争
の
結
果
、
さ
し
も
の
非ひ
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道どう
な
欧
米
植
民
地
も
消しよう
滅めつ
に
向
か
い
、
日
本
も
元
の
四
つ
の
小
島
に
戻
り
、
新
た
な
歴
史
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
れ

わ
れ
は
、
少
し
も
自じ
虐ぎやくに
陥
る
必
要
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
悟さと
っ
た
。
日
本
の
国
内
理
念
に
は
日
本
の
個
性
を
確
保
し
つ
つ
、
し
か
し
、
国
際
関
係
の
理
念
は
他
の
国
民
に

も
通
じ
る
分
か
り
や
す
い
共
通
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

二
十
世
紀
の
一
大
事
件
で
あ
る
戦
争
か
ら
の
こ
の
教
訓
は
、
今
後
の
人
類
の
将
来
に
、
東
ア
ジ
ア
地
域
、
東
南
ア
ジ
ア
、
日

本
の
将
来
に
、
と
も
に
有
益
で
あ
る
だ
ろ
う
、
否
、
積
極
的
に
有
益
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

補
論

日
本
は
外
交
手
法
の
革
新
を

世
に
、「
敵
を
知
り
、
己
を
知
り
、（
変
に
応
ず
れ
ば
）、
百
戦
こ
れ
危
う
か
ら
ず
」
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
。
孫
子
の
兵
法
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
か
ら
近
年
出
版
の
『
孫
子
兵
法

孫
濱
兵
法
』（S

u
n Z

i:
T
h
e A

rt o
f W

a
r,
S
u
n B

in
:
T
h
e A

rt o
f W

a
r,
1996,

2n
d
 
ed
.

中
国
国
際
図
書
出
版
公
司
）
は
版
を
重
ね
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
故
ニ
曰
ク
、
彼
ヲ
知
リ
、
己
ヲ
知
ル
者
ハ
、
百

戦
殆
フ
カ
ラ
ズ
」（
第
三
部
付
録
、
十
四
ペ
ー
ジ
）
と
出
て
い
る
。
日
本
の
武
士
道
と
同
様
、『
孫
子
』
で
も
、
会
社
の
経
営
に

参
考
に
な
る
と
い
う
評
価
は
昔
か
ら
存
在
す
る
。
最
近
は
、
中
国
の
経
済
発
展
に
つ
れ
て
、
そ
の
価
値
が
称
賛
さ
れ
て
い
る

が
、
は
た
し
て
国
家
の
戦
略
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
文
句
だ
け
で
あ
る
と
、
中
身
は
全
く
無
内
容
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
呪
文
を
い
く
ら
繰
り
返
し
唱
え
て
も
、
ス
ポ
ー

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



ツ
の
国
際
試
合
に
勝
て
る
も
の
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
競
争
に
勝
利
す
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
し
て
、
外
交
や
戦

争
に
勝
て
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。

日
本
の
外
交
戦
略
論
に
は
、
一
貫
し
て
、
ど
こ
か
欠
陥
が
あ
る
と
思
え
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
兵
法
の
捉
え
方
に
も
現
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
個
の
発
想
」
で
あ
り
、
一
騎
打
ち
の
考
え
方
で
は
な
い
か
。

ⅰ
）
一
騎
打
ち
の
戦
法
を
超
え
る
べ
し

松
尾
芭
蕉
に
、
二
句
あ
る
。

「
ふ
る
い
け
や

か
わ
ず
と
び
こ
む

み
ず
の
お
と
」

「
し
づ
け
さ
や

い
わ
に
し
み
い
る

せ
み
の
こ
え
」

さ
て
、
飛
び
込
む
蛙
は
、
何
匹
で
あ
っ
た
の
か
。
岩
に
染
み
入
る
蝉
の
声
は
、
一
匹
の
声
で
あ
っ
た
の
か
。

日
本
人
に
感
想
を
聞
く
と
、「
ひ
と
つ
、
一
匹
、
一
羽
」
と
い
う
返
答
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

二
昔
前
、
俳
句
を
英
語
で
外
国
に
紹
介
す
る
専
門
家
に
尋
ね
る
と
、
そ
う
お
答
え
に
な
ら
れ
た
。

日
本
人
は
、
個
が
確
立
せ
ず
、
集
団
主
義
（g

ro
u
p
ism

）
の
国
民
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
に
、
案
外
一
人
が
お
好
き
、
孤
独

が
お
好
き
な
民
族
で
あ
る
よ
う
だ
。
個
の
不
確
立
と
孤
独
好
き
と
は
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。『
五
輪
書
』
を
著
し
た
あ
の
剣

豪
・
宮
本
武
蔵
（
一
五
八
四
頃

〜
一
六
四
五
）
は
、
自
分
の
道
を
「
独
行
道
」
と
も
名
づ
け
た
。
北
太
平
洋
で
は
船
団
を
組
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ま
な
い
で
操
業
し
、
魚
を
獲
る
「
独
行
船
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
漁
船
も
活
躍
す
る
。

日
本
で
は
、
そ
こ
か
ら
、
人
と
人
と
の
関
係
で
も
「
一
対
一
」
に
設
定
し
が
ち
で
は
な
い
か
。
ゆ
え
に
戦
い
も
「
一
騎
打
ち

の
論
理
」
に
は
ま
る
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

馬
に
乗
っ
て
海
に
乗
り
入
れ
、
沖
に
待
つ
味
方
の
船
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
年
若
い
平
敦
盛
（
一
一
六
九
〜
八
四
）
を
呼
び

止
め
た
源
氏
方
の
武
将
・
熊
谷
次
郎
直
實
（
一
一
四
一
〜
一
二
〇
八
）
は
、
浜
に
返
し
て
き
た
敦
盛
と
一
騎
打
ち
を
行
い
、
首

を
撥
ね
た
。
そ
れ
を
一
生
悔
い
て
出
家
し
、
敦
盛
の
菩
薩
を
弔
っ
た
と
い
う
。
典
型
的
な
一
騎
打
ち
の
美
談
で
は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
の
武
士
道
は
カ
ウ
ボ
ー
イ
の
精
神
で
あ
る
。
西
部
劇
に
出
て
く
る
カ
ウ
ボ
ー
イ
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、
ガ
ン
マ
ン
と

し
て
の
一
騎
打
ち
の
美
学
が
な
く
は
な
い
。
が
、
国
際
外
交
や
戦
争
は
大
部
分
、
一
対
一
の
関
係
で
は
な
い
し
、
一
対
一
に
し

て
は
な
ら
な
い
。

な
の
に
、
日
本
に
は
、「
集
団
安
全
保
障
は
不
可
」
と
い
う
頑
迷
固
陋
の
思
想
が
あ
る
。

英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
、
瞬
く
間
に
武
力
に
訴
え
て
解
決
し
た
「
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
」（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
沖
）
は
、

戦
闘
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
一
騎
打
ち
で
あ
っ
た
が
、
世
界
に
向
け
て
イ
ギ
リ
ス
の
正
当
性
を
素
早
く
宣
伝
し
、
理
解
者
を
得

た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
侵
略
と
い
う
ふ
う
に
は
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。
外
交
に
は
宣
伝
工
作
も
不
可
欠
で
あ
る
。

日
本
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
う
い
う
事
を
せ
ず
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
紛
争
が
長
引
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
竹
島
問
題
の
姿
が
そ
れ
で

は
な
い
か
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



日
本
で
は
、
日
本
と
中
国
、
日
本
と
韓
国
と
い
う
よ
う
に
、
一
対
一
の
関
係
を
前
提
に
す
る
。
東
ア
ジ
ア
大
陸
で
北
朝
鮮
の

核
問
題
を
協
議
す
る
六
カ
国
協
議
の
場
で
は
、
一
対
一
の
関
係
で
は
な
い
の
に
、
そ
こ
に
日
本
は
「
拉
致
問
題
と
い
う
日
本
と

北
朝
鮮
と
の
間
の
一
対
一
の
関
係
で
の
問
題
」
を
持
ち
出
す
。
こ
れ
は
奥
歯
に
物
の
挟
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
初
め
か
ら
成

功
し
な
い
、
場
違
い
の
問
題
設
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

せ
め
て
、
人
権
問
題
と
テ
ロ
問
題
と
い
う
こ
と
を
共
通
の
課
題
と
す
る
舞
台
設
定
な
ら
、
結
果
も
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

が
、
人
権
を
主
題
と
す
る
と
き
に
は
、
中
国
は
自
分
の
国
の
人
権
問
題
が
つ
つ
か
れ
る
の
で
、
参
加
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
日
本
は
、
一
対
一
と
な
ら
な
い
関
係
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

孫
子
の
兵
法
で
は
、
一
対
一
の
一
騎
打
ち
の
場
合
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
「
三
角
の
戦
略
関
係
」
を
作
る
こ
と
が

戦
略
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
来
の
敵
に
対
し
、「
敵
の
敵
」
を
作
っ
て
そ
れ
を
味
方
と
し
、
そ
の
味
方
に
「
敵

を
牽
制
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。

中
華
民
国
の
弱
体
な
国
民
党
政
権
を
率
い
る
蔣
介
石
（
一
八
八
七
〜
一
九
七
五
）
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
、
抗
日
の
た
め
に

英
米
の
支
援
を
引
き
入
れ
、
そ
れ
を
日
本
と
の
戦
争
に
利
用
し
た
。
日
本
と
い
う
主
敵
に
、
英
米
を
引
き
入
れ
、
日
本
に
対
す

る
新
た
な
敵
を
作
り
日
本
を
牽
制
さ
せ
た
。
英
米
は
か
つ
て
、
日
露
戦
争
で
日
本
に
味
方
し
、
日
本
を
支
援
し
た
国
な
の
に
、

で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
そ
の
頃
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
中
国
共
産
党
。
甚
だ
弱
体
で
あ
っ
た
が
、
毛
沢
東
（
一
八
九
三
〜
一
九
七
六
）
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は
、
一
方
で
国
内
の
主
た
る
敵
（
主
要
矛
盾
の
関
係
）
で
あ
る
国
民
党
と
の
間
に
、
一
旦
は
国
共
合
作
（
国
民
党
と
共
産
党
と

の
協
力
体
制
）
を
構
築
し
て
、
日
本
を
共
通
の
敵
と
し
、
民
衆
を
統
一
し
て
決
起
さ
せ
た
。
見
事
な
兵
法
で
は
な
い
か
。

そ
の
前
に
、
清
国
を
倒
し
た
の
は
孫
文
（
一
八
六
六
〜
一
九
二
五
）
だ
が
、
そ
の
後
を
襲
っ
た
袁
世
凱
（
一
八
五
九
〜
一
九

一
六
）
に
は
、
な
か
な
か
の
戦
略
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
は
、「
対
支
二
十
一
箇
条
」（
一
九
一
五
）
を
要
求
し

た
が
、
袁
世
凱
は
そ
れ
を
内
々
受
け
入
れ
、
引
き
換
え
に
多
額
の
援
助
を
日
本
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
暴

露
し
て
抗
日
運
動
に
利
用
し
、
日
本
側
が
全
く
し
て
や
ら
れ
た
、
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
深
堀
道
義

『
中
国
の
対
日
政
戦
略
』
原
書
房
、
五
四
〜
五
八
ペ
ー
ジ
）。
再
度
研
究
し
て
み
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
蔣
介
石
は
、
日
本
と
い
う
敵
に
対
し
て
戦
う
の
に
「
英
米
を
引
き
込
ん
で
国
民
党
へ
の
支
援
」
を
取
り
付
け
、
日
本

が
太
平
洋
戦
争
で
英
米
に
敗
れ
た
か
ら

東
ア
ジ
ア
で
は
日
本
は
泥
沼
に
は
ま
っ
た
が
、
敗
れ
て
は
い
な
か
っ
た

大
陸

で
は
共
産
党
が
「
蔣
介
石
と
い
う
間
接
の
ル
ー
ト
」
で
英
米
戦
力
を
利
用
し
、
日
本
と
戦
う
結
果
と
な
っ
た
。
後
年
、
毛
沢
東

は
、
日
本
が
大
陸
で
戦
争
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
共
産
党
が
政
権
を
握
る
上
で
役
立
っ
た
と
、
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
そ

う
だ
。

日
本
は
、
直
接
に
は
英
米
に
負
け
た
の
で
あ
っ
て
、
国
民
党
や
共
産
党
に
負
け
た
の
で
は
な
い
。
共
産
党
は
日
本
軍
か
ら
は

逃
げ
回
っ
て
ば
か
り
い
た
と
い
う
。
敵
に
背
を
見
せ
た
。
否
、
一
目
散
に
逃
げ
回
っ
て
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。
逃
げ
る
が
勝
ち

で
あ
っ
た
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



毛
沢
東
の
戦
略
は
「
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
」
と
い
う
戦
法
の
見
事
な
応
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
共
産
党
は
、
こ
の
複
雑

な
戦
略
関
係
を
、
し
ぶ
と
く
運
び
、
勝
利
を
収
め
た
（
毛
沢
東
『
矛
盾
論
』『
実
践
論
』『
持
久
戦
論
』
な
ど
に
基
本
思
考
が
見

ら
れ
る
）。
今
の
中
国
共
産
党
と
北
京
政
府
に
も
、
粗
野
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
戦
略
思
考
が
見
え
隠
れ
す
る
。

日
本
で
は
、「
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
」
と
い
う
と
、

①
武
力
を
使
わ
な
い
。

②
知
恵
を
使
う
。

③
平
和
的
方
法
を
用
い
る
。

な
ど
と
い
う
意
味
だ
け
に
受
け
取
り
や
す
い
。
敵
の
敵
を
作
る
、
そ
し
て
戦
い
を
さ
せ
る
、
と
い
う
考
え
に
至
ら
な
い
。

こ
れ
は
平
和
主
義
を
好
む
日
本
人
気
質
に
合
う
。
古
来
の
教
え
が
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」（
聖
徳
太
子
）
で
あ
る
か
ら

か
。日

本
人
は
、
面
と
向
か
っ
て
激
論
し
た
く
な
い
、
笑
顔
で
別
れ
た
い
、
今
を
穏
便
に
、
と
い
う
道
を
取
る
の
で
あ
る
。
問
題

は
残
り
続
け
る
が
、
そ
れ
は
目
下
棚
上
げ
に
す
る
。
将
来
の
子
孫
世
代
が
解
決
す
る
だ
ろ
う
、
と
。

敵
の
敵
を
作
る
、
つ
ま
り
集
団
安
保
を
構
築
す
る
方
が
、
そ
れ
を
せ
ず
に
や
が
て
血
み
ど
ろ
の
一
騎
打
ち
に
は
ま
る
よ
り
、

よ
っ
ぽ
ど
平
和
的
で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
日
本
は
、
戦
う
と
な
る
と
ど
う
も
一
騎
打
ち
型
の
武
士
道
精
神
で
行
く
か
ら
、
助
太
刀
を
嫌
う
。
ゆ
え
に
、「
味
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方
作
り
戦
略
」
が
ま
こ
と
に
下
手
で
あ
る
。
肝
心
の
戦
略
は
、「
敵
の
敵
」
つ
ま
り
「
味
方
」
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
敵
を
一

纏
ま
り
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
一
直
線
に
相
手
と
す
る
の
は
、
単
純
戦
略
で
あ
り
、
下
等
な
戦
略
で
あ
ろ
う
。

か
の
日
独
伊
三
国
同
盟
（
一
九
三
七
・
十
一
）
は
、
敵
の
敵
を
作
ら
ず
、
か
え
っ
て
連
合
国
側
を
、
最
後
は
ソ
連
ま
で
纏
め

て
連
合
さ
せ
、
一
塊
と
さ
せ
団
結
さ
せ
た
。
日
本
は
、
一
九
三
〇
年
代
、
利
害
の
読
み
を
間
違
っ
た
の
で
、
間
違
っ
た
敵
味
方

関
係
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

戦
略
に
は
、
敵
を
利
害
関
係
で
分
裂
さ
せ
る
な
ど
し
て
、「
敵
の
敵
」
つ
ま
り
「
味
方
」
を
作
り
、
そ
の
味
方
に
初
め
の
敵

を
押
さ
え
さ
せ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
側
面
を
無
視
す
る
と
、
お
め
で
た
い
兵
法
に
な
ろ
う
。
特
に
国
際
戦
略
で
は
そ

う
な
る
危
険
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
の
緊
密
な
同
盟
関
係
に
あ
り
、
味
方
で
あ
る

と
日
本
人
の
多
数
は
思
い
込
ん
で
い
る

よ
う
だ

が
、
親
心
か
ら
か
、
日
本
の
安
全
保
障
理
事
国
入
り
に
賛
成
し
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
頭
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
は
中
国
と
争
い
を
さ
せ
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
漁
夫
の
利
を

得
る
道
で
あ
ろ
う
。

ⅱ
）
日
本
は
、
贖○
罪
を
行
う
が
、
安
易
な
謝○
罪
は
繰
り
返
さ
な
い

日
本
は
、
総
理
大
臣
が
し
ば
し
ば
「
謝
罪
外
交
」
を
行
う
国
で
あ
る
。
し
か
も
同
じ
事
柄
、
つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
の
時

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



代
の
行
為
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
謝
罪
し
続
け
る
国
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
繰
り
返
し
謝
罪
外
交
を
行
う
国
は
、
世
界
中
に
、
世
界
史
に
、
見
当
た
ら
な
い
。
謝
罪
外
交
は
早
く
卒
業
す
べ
き

戦
略
で
は
な
い
か
。

靖
国
問
題
で
も
、
仮
に
Ａ
級
戦
犯
が
分
祀
さ
れ
る
と
、
次
は
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
問
題
が
穿
り
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
歴
史
上
、

「
ほ
と
ん
ど
の
日
本
軍
人
は
善
良
で
あ
り
、
一
握
り
の
指
導
者
の
み
が
悪
者
で
あ
っ
た
、
そ
の
指
導
者
が
Ａ
級
戦
犯
で
あ
る
」

と
い
う
終
わ
り
方
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
魂
抜
け
の
日
本
人
に
と
っ
て
お
め
で
た
い
。
し
か
し
、
問
題
は
先
に
残
さ
れ
、
燻
り
続

け
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
分
祀
」
は
ほ
と
ん
ど
抜
け
て
薄
く
な
っ
た
国
民
共
通
の
魂
を
、
さ
ら
に
分
裂
さ
せ
る
作
用
を
す
る
。

「
靖
国
で
会
お
う
」
と
約
束
し
期
待
し
て
散
華
し
た
兵
士
の
魂
が
、
国
民
大
衆
の
国
民
霊
の
空
間
か
ら
、
分
祭
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
靖
国
空
間
は
、
魂
の
観
点
か
ら
す
る
と
、もぬけの
殻
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
な
ん
と
、「
日
本
人
の
責
任
逃
れ
の
気
分
を
、
そ
う
と
感
じ
さ
せ
な
い
巧
み
な
論
理
」
な
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
だ
け
が
悪
く
、
ほ
と
ん
ど
の
ド
イ
ツ
人
は
悪
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
責
任
逃
れ
の

理
論
と
同
一
で
は
な
い
か
。
当
時
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
四
年
あ
た
り
ま
で
、
実
際
、
大
多
数
の
ド
イ
ツ
人
は
、
ヒ
ト
ラ

ー
率
い
る
「
ナ
チ
ス
」（
国
民
社
会
主
義
党
）
に
、
挙こぞ
っ
て
賛
成
し
て
い
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
の
責
任
意
識
は
身

勝
手
な
の
で
あ
る
。
そ
の
く
せ
、
日
本
に
説
教
し
て
く
る
。「
わ
れ
わ
れ
と
同
様
に
し
て
は
い
か
が
」
と
。
そ
の
論
法
の
尻
馬

に
乗
る
日
本
の
評
論
家
も
多
い
。
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日
本
人
も
、
当
時
は
、
政
権
と
軍
部
に
、
満
腔
の
支
持
を
表
し
て
い
た
。
新
聞
の
勇
ま
し
い
記
事
を
取
り
出
し
て
み
た
い
も

の
。い

わ
ゆ
る
「
靖
国
問
題
」
は
、
Ａ
級
戦
犯
の
分
祀
ど
ま
り
で
事
が
清
算
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
を
真
剣
に
考

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
は
、「
明
治
以
来
の
日
本
国
民
」
の
魂
、「
国
民
共
同
霊
」
に
、
深
い
切
り
込
み

傷
（
医
学
用
語
で
侵
襲
）
を
加
え
る
問
題
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
衝
撃
は
測
り
知
れ
な
い
。

幸
い
に
も
、
隣
国
か
ら
繰
り
返
さ
れ
る
ご
批
判
は
、
日
本
人
の
浅
い
思
考
、
水
に
流
す
精
神
に
、「
反
省
吟
味
せ
よ
」
と
、

衝
撃
を
突
き
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
国
民
教
育
の
上
で
、
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
隣
国
に
感
謝
し
た
い
。

ⅲ
）
贖
罪
と
慈
悲
の
行
動
を
適
切
に
行
う

日
本
に
は
、
昔
か
ら
、「
托
鉢
お
坊
さ
ん
」
の
行
為
を
美
談
と
す
る
道
徳
意
識
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
義
の
「
父
無
し
子
」

を
産
ん
で
困
っ
て
い
る
娘
さ
ん
が
「
こ
の
お
坊
さ
ん
が
こ
の
子
の
父
で
す
」
と
嘘
を
つ
い
て
、
そ
の
子
を
不
当
に
押
し
付
け
ら

れ
て
も
、
甘
ん
じ
て
抱
き
と
め
連
れ
て
帰
っ
て
育
て
る
お
坊
さ
ん
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
二
重
三
重
の
深
い
意
味
が
あ
ろ
う
。
運
命
の
自
覚
と
、
隣
人
愛
と
の
意
味
で
あ
る
。

だ
が
、
戦
争
責
任
を
伴
う
国
際
関
係
で
は
、
こ
の
「
赤
子
預
か
り
物
語
」
を
、
表
面
的
に
理
解
し
て
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る

と
、
よ
い
結
果
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。

文
化
が
異
な
り
、
相
手
に
つ
け
入
れ
さ
せ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
相
手
に
つ
け
入
れ
さ
せ
ず
、「
娘
さ
ん
、
本
当
の
父
は

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



ど
な
た
で
す
か
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
心
を
入
れ
替
え
て
、
大
事
な
赤
ん
坊
を
自
分
で
育
て
な
さ
い
ね
」
と
改
心
さ
せ
る
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
今
一
歩
踏
み
込
ん
で
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

不
言
実
行
、
善
意
は
通
じ
る
、
と
い
う
甘
い
期
待
は
、
方
法
と
し
て
捨
て
て
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
首
相
（
小
泉
純
一
郎
）
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
二
十
二
日
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
行
わ
れ
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
会
議
で
、
な
ん
と
大
東
亜
戦
争
に
直
接
関
係
の
な
い
ア
フ
リ
カ
諸
国
ま
で
も
出
席
す
る
会
議
で
、
ア
ジ
ア
で
の
日
本
の
戦

争
行
為
に
つ
き
、「
村
山
談
話
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
謝
罪
し
た
の
で
あ
る
。
場
所
と
相
手
を
弁
え
な
い
こ
と
、
兵
法
に
違

反
す
る
こ
と
、
甚
だ
し
い
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
皆
さ
ん
が
首
相
で
あ
れ
ば
、
ど
う
考
え
行
動
さ
れ
ま
す
か
。

イ
）
戦
争
行
為
に
入
っ
た
日
本
の
理
由
に
つ
い
て
正
確
に
説
明
す
る

こ
れ
は
、
説
明
の
仕
方
に
工
夫
が
要
る
。
日
本
が
、
戦
争
の
突
入
の
理
由
か
ら
し
て
「
正
し
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
一
切
言
わ
な
い
し
、「
間
違
っ
た
」
と
も
言
わ
な
い
。
そ
の
最
終
判
断
は
、
世
界
中
の
国
に
任
せ
る
べ
し
。

た
だ
し
、
偏
っ
た
「
日
本
唯
一
悪
者
論
」
に
な
ら
な
い
よ
う
、
世
界
の
誰
も
が
理
解
で
き
る
よ
う
、
当
時
（
一
九
二
〇
〜
四

〇
年
代
）
の
世
界
に
つ
い
て
、
静
か
に
、
科
学
的
研
究
に
基
づ
く
客
観
情
報
を
示
す
。
淡
々
と
、
科
学
的
な
情
報
を
流
す
。
今

更
、「
日
本
は
悪
く
な
か
っ
た
」
な
ど
と
言
わ
な
い
。
言
い
張
れ
ば
言
い
張
る
程
、
中
国
や
韓
国
、
オ
ラ
ン
ダ
（
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
植
民
地
支
配
者
で
日
本
に
追
い
出
さ
れ
た
人
々
）
な
ど
で
、
感
情
的
な
反
発
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
過
去
に
蓋
を
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
問
題
は
学
問
的
な
場
で
国
際
語
・
英
語
で
論
争
し
、
世
界
中
の
人
々
が

交
流
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
あ
た
り
で
発
表
し
続
け
る
。
日
本
政
府
も
日
本
国
民
も
、
こ
の
よ
う
な
「
誠
意
あ
る
し
ぶ
と
い
努

力
」
を
続
け
な
い
。
水
に
流
す
性
質
を
持
つ
。
そ
れ
で
は
説
明
責
任
を
果
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

日
本
は
『
フ
ォ
ー
リ
ン
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』
の
よ
う
な
総
合
英
文
雑
誌
を
発
行
し
、
世
界
の
識
者
に
投
稿
し
て
も
ら
い
、
世
界

に
流
す
べ
し
。
資
金
は
間
接
的
に
政
府
が
出
す
。

ロ
）
日
本
だ
け
が
謝
る
の
で
な
い
よ
う
に
す
る

過
去
四
百
年
の
世
界
史
を
振
り
返
り
、
先
進
国
が
植
民
地
支
配
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
負
の
効
果
と
正
の
効
果
と
を
吟
味

し
、
今
後
の
世
界
史
の
価
値
基
準
を
作
る
と
い
う
議
論
を
提
起
す
る
。
こ
れ
は
日
本
の
歴
史
学
界
の
諸
先
生
の
義
務
で
は
な
い

か
。先

進
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
な
ど
西
洋
の
植
民
地
帝
国
だ
け
で
な
い

こ
と
を
知
ら
し
め
る
。

東
ア
ジ
ア
で
は
、
清
国
に
つ
い
て
も
そ
の
行
為
を
吟
味
す
る
。
皇
帝
・
支
配
層
は
満
州
族
出
身
だ
が
、
国
民
は
そ
の
後
漢
民

族
が
大
多
数
で
周
辺
民
族
を
支
配
し
た
。
共
産
党
政
権
の
現
代
中
国
も
そ
の
後
を
受
け
て
周
辺
に
帝
国
主
義
的
支
配
を
続
け
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
チ
ベ
ッ
ト
、
内
モ
ン
ゴ
ル
、
ウ
ル
ム
チ
、
南
西
の
少
数
民
族
地
帯
な
ど
。

日
本
だ
け
が
悪
者
で
は
な
い
こ
と
を
、
暗
に
知
ら
し
め
る
。
直
接
弁
解
は
し
な
い
。
責
任
の
な
す
り
つ
け
合
い
に
な
り
、
日

本
は
ど
う
し
て
も
口
下
手
で
あ
る
し
、
少
数
派
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



と
は
い
え
、
論
争
の
解
決
に
は
、
少
な
く
と
も
「
こ
れ
か
ら
千
年
か
か
る
」
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
覚
悟
す
べ
し
。

ハ
）
大
東
亜
戦
争
中
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
点
を
提
起
す
る

①
英
米
は
、
中
国
の
「
国
民
党
政
権
」
の
支
援
と
い
う
形
で
、
早
く
か
ら
日
本
へ
の
敵
対
行
動
を
取
っ
た
こ
と
。

②
欧
米
は
日
本
を
取
り
巻
い
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
ラ
イ
ン
と
い
う
新
し
い
帝
国
主
義
行
動
を
と
り
、
日
本
を
締
め
上
げ
る
行
動
を
取

っ
た
こ
と
。

③
東
ア
ジ
ア
大
陸
、
東
南
ア
ジ
ア
で
の
日
本
の
行
動
に
は
、
謝
る
べ
き
加
害
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

こ
の
ノ
ー
ト
で
何
回
も
指
摘
し
た
通
り
、
そ
れ
を
隠
す
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
隠
す
と
世
界
主
義
に
反
す
る
と
思
わ
れ

る
。

④
ロ
シ
ア
・
ソ
連
も
、
清
・
中
華
民
国
も
中
共
も
、
周
辺
か
ら
領
土
を
奪
い
帝
国
主
義
の
行
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
）
日
本
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
悪
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
論
法
を
取
ら
な
い

そ
れ
よ
り
も
、
二
十
一
世
紀
の
今
後
に
向
け
て
の
世
界
人
類
が
求
め
る
べ
き
「
共
通
理
念
」
を
探
求
す
る
。
日
本
だ
け
が
、

繰
り
返
し
て
謝
罪
文
書
を
読
ん
で
も
、
二
十
一
世
紀
の
今
後
の
世
界
世
論
作
り
に
は
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
五
年
の
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
会
議
は
、
そ
う
す
る
最
も
よ
い
機
会
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
よ
う
に
活
用
し
な
か
っ
た
の
は
誠
に
残
念
で
あ
っ
た
。

日
本
国
民
も
、
慌
て
ず
、
孫
子
の
兵
法
は
、
広
い
視
野
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
交
戦
略
で
は
、
一
騎
打
ち
の
考
え
方

は
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
し
。
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ホ
）
歴
史
教
科
書
編
纂
の
指
針

歴
史
教
科
書
の
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
全
体
の
場
で
共
同
議
論
さ
れ
る
所
へ
と
移
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
と
韓
国
の
間
の

共
同
討
議
を
示
す
分
厚
い
報
告
書
を
取
り
寄
せ
た
。
関
係
国
と
、
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
、
同
じ
意
見
に
な
ら
な
く
と
も
よ

い
。
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
、
見
解
が
異
な
っ
て
も
よ
い
。
歴
史
は
丸
ご
と
科
学
な
の
で
は
な
い
。
科
学
の
と
こ
ろ
も
あ
る

が
、
そ
う
で
な
い
物
語
の
部
分
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

豊
臣
秀
吉
が
推
進
し
た
「
朝
鮮
征
伐
」
は
、
日
本
か
ら
見
る
と
優
れ
た
陶
工
た
ち
が
来
て
、
日
本
の
陶
磁
器
産
業
を
飛
躍
的

に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
と
ん
で
も
な
い
「
侵
略
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。ま

た
、
こ
う
い
う
問
題
も
あ
る
。
各
地
に
根
づ
い
た
陶
工
た
ち
の
子
孫
は
、
今
更
半
島
に
帰
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
と

き
、「
償
い
」
と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

学
校
教
育
の
た
め
の
教
科
書
問
題
で
は
、
次
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

①
現
行
の
日
本
・
近
隣
国
の
教
科
書
の
問
題
点
は
修
正
す
る
。
特
に
、
日
本
が
悪
く
な
か
っ
た
こ
と
を
悪
か
っ
た
よ
う
に
事

実
誤
認
す
る
と
こ
ろ
を
正
す
。「
悪
い
こ
と
を
全
く
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
強
弁
は
行
わ
な
い
。

②
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
誇
り
と
し
保
存
し
教
え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
て
記
述
し
、
子
供
た
ち
に
教
え
る
。
民
族

の
歴
史
の
事
実
と
誇
り
と
を
教
え
な
い
国
民
は
、
心
の
内
部
か
ら
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。

③
二
十
一
世
紀
の
「
人
類
の
理
想
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
新
た
に
提
言
し
、
こ
れ
に
繫
が
る
も
の
の
見
方
を
記
述
に
加
え
る
。
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④
国
内
で
の
自
国
な
り
の
誇
る
べ
き
伝
統
と
理
想
は
各
国
毎
に
異
な
っ
て
よ
い
。
日
本
の
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
記
述
す
る
。

た
だ
し
、
自
国
の
理
想
が
、
人
類
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
と
矛
盾
せ
ず
、
一
貫
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
自
国
の
理
念
の
作
り

方
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
日
本
の
特
性
を
述
べ
る
こ
と
は
何
ら
差
し
支
え
な
い
。

誇
り
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
が
世
界
で
一
番
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
「
優
劣

比
較
思
考
」
は
、
幼
稚
な
段
階
の
思
想
で
あ
る
か
ら
、
卒
業
す
る
。
す
べ
て
の
領
域
で
、
わ
れ
こ
そ
は
世
界
一
、
日
本
が
世
界

一
、
と
い
う
自
慢
は
崩
れ
る
。
世
界
中
、「
皆
が
世
界
一
」
な
の
だ
、
と
は
い
え
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
独
善
史
観
と
な
る
。

六
）
報
恩
と
贖
罪
の
実
行
と
は

こ
こ
で
、
愛
の
実
行
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
「
回かい
天てん
」
の
思
考
を
ご
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
相
当
思
い

切
っ
た
考
え
方
の
転
換
で
あ
り
、
普
通
わ
れ
わ
れ
の
自じ
尊そん
と
利
己
心
に
凝こ
り
固
ま
っ
た
頭
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
提
案
で
あ

り
、
と
ん
で
も
な
く
危
険
な
よ
う
に
思
え
る
が
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
回
天
の
思
考
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
動

こ
そ
が
、
偉
大
な
効
果
を
発はつ
揮き
す
る
の
で
は
な
い
か
。

東
洋
に
「
報ほう
徳とく
」

徳とく
に
報むく
い
る

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
日
本
が
降こう
伏ふく
し
た
と
き
、
大
陸
で
の
戦
争
相
手
国
の
指
導

者
で
あ
っ
た
中ちゆう
華か
民みん
国こく
の
蔣しよう
介かい
石せき
総そう
統とう
は
、
日
本
に
対
し
て
相
当
程
度
、
報
徳
の
行
動
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
軍
人

と
居きよ
留りゆう
民みん
を
、
無む
償しようで
、
日
本
内ない
地ち
に
送そう
還かん
す
る
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
潔
いさぎよい

好
意
に
満
ち
た
行
動
は
、
も
は
や
「
知
る
人
ぞ
知
る
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
い
つ
ま
で
も
語かた
り
継つ
が
れ
る
べ
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き
美び
談だん
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
冷
水
を
浴
び
せ
る
批
評
も
あ
る
。
蔣しよう
氏
は
日
本
軍
の
武
器
を
手
に
入
れ
た
か
っ

た
の
で
あ
る
、
と
。
ど
の
よ
う
な
批
評
を
す
る
か
は
、
批
評
す
る
人
の
人
格
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

蔣
介
石
総
統
の
行
為
は
、
満
州
に
お
け
る
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
「
日
ソ
不
可
侵
条
約
」
の
一
方
的
で
不
当
な
条
約
破は

棄き
と
、
ソ
連
軍
に
よ
る
殺さつ
戮りく
、
暴ぼう
行こう
、
略りやく
奪だつ
、
そ
れ
に
シ
ベ
リ
ア
抑よく
留りゆう、
北
方
領
土
略りやく
取しゆ
と
い
う
蛮ばん
行こう
と
比
べ
れ
ば
、
雲うん
泥でい

の
差
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
若
く
し
て
、
大
東
亜
戦
争
中
の
思
想
的
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
職
追
放
に
も
か
か
っ
た
あ
る
一
人

の
碩せき
学がく
は
、
晩
年
、
往おう
時じ
を
偲しの
び
、
次
の
よ
う
に
述じゆつ
懐かい
し
た
。

日
本
は
第
二
次
大
戦
中
、
い
や
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
中
国
を
戦
場
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
天
文
学
的
数
字
」
に
な

る
ほ
ど
の
物
質
的
、
精
神
的
被
害
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
総そう
統とう
蔣しよう
介かい
石せき
は
、
こ
の
損
害
に
対
す
る
賠ばい
償しよう
を
放ほう

棄き
し
て
、
日
本
に
対
し
「
怨うら
み
に
報むく
い
る
に
徳
を
も
っ
て
す
る
」
と
い
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
私
は
五ご
体たい
為ため

に
震ふる
う
、
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
感
動
を
覚
え
た
。
こ
れ
こ
そ
東
洋
精
神
の
神しん
髄ずい
で
は
な
い
か
。

こ
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
偉えら
い
人
た
ち
は
、
南
へ
行
っ
て
は
あ
や
ま
り
、
北
へ
行
っ
て
は
お
詫わ
び
を
し
、
そ
の
都つ
度ど
、
巨きよ

額がく
の
賠
償
を
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
、
賠
償
の
場
合
は
、
払はら
っ
て
し
ま
え
ば
貸か
し
借か
り
な
し
で
、
後
は
全
く
の
対
等
で

あ
る
。
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だ
が
、
恩おん
義ぎ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
終しゆう
生せい
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
そ
の
受

け
た
恩
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
れ
だ
け
返
せ
ば
済
む
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
気
持
ち
の
続
く
限
り
報ほう

恩おん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
幸
い
に
し
て
、
日
本
経
済
は
高
度
に
発
達
し
て
い
る
。
…
…

日
本
の
国
内
で
は
、
企
業
は
ゼ
ロ
成
長
に
と
ど
め
、
拡
大
再
生
産
を
し
た
い
の
な
ら
、
そ
の
分
中
国
に
も
っ
て
行
き
、

そ
の
地
で
拡
大
再
生
産
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
二
十
年
、
三
十
年
後
に
は
、
そ
れ
を
日
本
の
企
業
で
は
な

く
、
中
国
の
企
業
と
し
て
差
し
上
げ
て
来
る
。
そ
う
し
て
二
、
三
十
年
た
っ
た
ら
、
さ
ら
に
次
の
産
業
に
つ
い
て
同
じ
こ

と
を
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
で
あ
る
。

（
難
波
田
春
夫
『
近
代
の
超ちよう
克こく
』
行
人
社
、
二
三
三
〜
三
四
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
）

こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
経
済
の
バ
ブ
ル
が
破は
裂れつ
し
た
こ
ろ
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
に
、
経けい
済ざい
倫りん
理り
に
つ
い
て
の
あ
る
国
際

会
議
で
発
表
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
、
同
様
の
考
え
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
隣
人
愛

と
は
、
ど
の
よ
う
な
心
で
も
っ
て
、
実
際
に
何
を
す
る
こ
と
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

な
お
、
蔣
介
石
氏
の
言
っ
た
「
老
子
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
孔
子
と
の
対
比
を
第
十
一
章
で
説
明
し
て
お
い
た
の
で
、
参

照
し
て
ほ
し
い
。

む
ろ
ん
、
中
国
側
（
中ちゆう華か
民みん
国こく
及
び
中ちゆう華か
人じん
民みん
共きよう和わ
国こく
）
は
、
日
本
に

膨ぼう
大だい
な
金
額
に
の
ぼ
る
筈はず
の

賠ばい
償しよう
を
要
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求
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
そ
れ
で
は
済
ま
ぬ
と
い
う
の
で
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
な
ど
を
通
じ
て
、
こ
の
方
向
で
少
し
は
報
恩

に
尽じん
力りよく
し
て
き
た
。
し
か
し
、
物
事
を
行
う
と
き
に
は
、
そ
の
形
以
前
に
、
精
神
原
理
が
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た

道
は
、
次
の
通
り
。

①
国
民
が
単
に
税
金
の
支
出
を
も
っ
て
、
援えん
助じよ
と
い
う
形
で
、
政
府
任
せ
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
済
む
も
の
で
は
な
い
。

②
い
つ
ま
で
も
意い
地じ
を
張は
り
合
い
、
日
本
は
い
じ
け
た
謝
罪
を
繰
り
返
し
、
ま
た
相
手
に
は
謝
罪
要
求
を
繰
り
返
さ
せ
て
、

お
互
い
嫌いや
な
気
分
を
燻くすぶら
せ
る
、
と
い
う
道
で
も
な
い
。

③
国
民
こ
ぞ
っ
て
報
恩
の
精
神
と
な
り
、
企
業
の
活
動
を
通
じ
て
双
方
が
利
益
を
上
げ
な
が
ら
、
徐
々
に
企
業
を
譲ゆず
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
二
宮
尊
徳
が
実
行
し
た
道
、
す
な
わ
ち
報
徳
の
道
で
あ
り
、
相そう
利り
共きよう
生せい
を
基
に
し
た
実じつ
質しつ
の
あ
る
道
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

実
は
、
こ
う
し
た
難
波
田
提
案
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、
中
国
経
済
は
急
激
に
、
あ
た
か
も
世
界
市
場
の
ブ
ラ

ッ
ク
ホ
ー
ル
で
あ
る
か
の
如
く
に
、
世
界
中
か
ら
技
術
と
資
本
を
呼
び
込
み
、
そ
れ
を
中
国
自
身
の
安
価
で
優
秀
な
労
働
力
と

結
び
付
け
、「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
の
地
位
を
築きず
き
あ
げ
つ
つ
あ
る
。
日
本
の
企
業
も
こ
の
流
れ
の
外そと
に
立
つ
も
の
で
な
く
、

中
国
へ
中
国
へ
と
、
草くさ
木き
が
靡なび
く
よ
う
に
、
東
シ
ナ
海
を
渡
っ
て
い
る
。
技
術
も
資
本
も
ノ
ウ
ハ
ウ
も
、
一いつ
気き
に
中
国
に
吸
い

寄
せ
ら
れ
、
巨
大
な
利
益
が
中
国
に
献けん
上じようさ
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
さ
に
、
難
波
田
教
授
が
一
昔
前
に
見
通
し
た
よ
う
に
、
形
は
変
る
け
れ
ど
も
、
事
実
と
し
て
、
中
国
に
な
び
く
風ふう
が
強
ま

り
つ
つ
あ
る
。
問
題
は
、
企
業
も
国
民
も
、
そ
の
精
神
が
報
恩

闇
雲
の
謝
罪
で
は
な
い

と
い
う
も
の
に
高
ま
っ
て
い

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
単
に
儲もう
け
る
先
が
あ
る
か
ら
出
て
行
く
と
い
う
の
で
な
く
、
報
恩
の
精
神
で
行
動
し
た
い
も
の
で
あ
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る
。恐

ら
く
、
こ
う
し
た
報
恩
の
行
為
は
、
メ
ン
ツ
を
重
ん
じ
る
日
本
側
の
旧ふる
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
大
変
な
利り
敵てき

行
為
と
映うつ
る
で
あ
ろ
う
。
曰いわ
く
、

①
そ
ん
な
こ
と
を
中
国
に
し
て
や
れ
ば
、
時
の
中
国
政
府
は
ま
す
ま
す
増ぞう
長ちようし
て
、
日
本
に
反
日
圧
力
を
か
け
る
た
め
に
、

謝
罪
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
要
求
し
続
け
る
だ
ろ
う
。

②
北
京
政
府
は
、
靖やす
国くに
問
題
の
よ
う
に
「
脅おど
し
」
と
い
う
手
を
使
っ
て
、
日
本
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
続
け
よ
う
と
す
る
だ
ろ

う
。③

大
陸
で
の
日
本
軍
に
よ
る
戦
争
被
害
に
つ
い
て
も
、
実
態
を
超
え
る
偽にせ
の
数
字
を
で
っ
ち
あ
げ
て
自
国
民
に
宣
伝
し
、
自

国
民
に
反
日
教
育
を
仕し
込こ
み
、
日
本
憎にく
し
の
感
情
を
強
化
し
続
け
る
だ
ろ
う
。

④
中
国
経
済
の
発
展
を
援
助
す
れ
ば
、
中
国
が
強
大
な
軍
事
大
国
と
な
る
の
を
促そく
進しん
す
る
だ
け
だ
。
そ
の
暁
あかつきに

、
日
本
は
、

核
大
国
中
国
の
言
い
な
り
に
な
る
ほ
か
な
く
な
る
。
一
体
、
日
本
は
中
国
に
従じゆう
属ぞく
せ
よ
、
と
で
も
い
う
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
平
和
と
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
危き
惧ぐ
は
、
尤もつとも
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

可
能
性
は
な
く
な
り
は
す
ま
い
。
や
が
て
中
国
が
軍
事
大
国
と
な
り
、
経
済
力
に
物
を
言
わ
せ
て
、
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、

帝てい
王おう
の
如
く
横おう
暴ぼう
に
振ふる
舞ま
う
恐
れ
が
無
い
と
は
い
え
ま
い
。
そ
れ
は
他
国
に
と
っ
て
非
常
に
困
る
こ
と
で
あ
る
。
大
陸
の
人
々

は
、
巨
大
な
版はん
図と
を
占
め
る
に
到
っ
た
漢
民
族
の
文
化
遺
伝
子
を
、
今
も
十
二
分
に
受
け
継
い
で
い
る
筈
。

巨
大
と
な
っ
た
民
族
は
、
周
辺
を
侵
略
す
る
遺
伝
子
を
保
持
し
て
い
る
も
の
だ
。
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し
か
し
、
武ぶ
に
よ
っ
て
興おこ
る
者
は
、
必
ず
武
に
よ
っ
て
亡ほろ
ぶ
。
こ
の
警
告
を
遺のこ
し
た
の
も
中
国
の
先せん
人じん
で
あ
る
。
だ
か
ら
一

方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
冷
静
な
科
学
的
対
話
を
、
粘ねば
り
強
く
積
み
重
ね
る
の
で
あ
る
。
経
済
の
面
で
支
援
や
報
徳
を
行
う
だ
け

で
あ
る
な
ら
ば
、
隣
人
愛
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
あ
く
ま
で
堂
々
と
、
相
手
の
精
神
の
向
上
の
た
め
の
対
話
を
行

な
う
の
で
あ
る
。

恨うら
み
と
謝
罪
と
を
乗
り
越
え
る
こ
と
な
し
に
、
東
洋
近きん
隣りん
の
平
和
は
あ
り
得
ず
、
日
本
の
安
心
も
保
障
さ
れ
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
、
起き
死し
回かい
生せい
の
献けん
身しん
を
、
粘
り
強
く
実
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
真
に
誠まことの
心
と
な
れ
ば
、
隣
人
愛
へ
の
道
は
見
え
て
来
る

に
違
い
な
い
。

報ほう
恩おん
と
い
う
も
の
は
、
何
も
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
よ
う
な
形
で
の
い
わ
ゆ
る
「
無む
償しよう」
の
援
助
に
よ
る
必
要
は
な
い
。
無
償
援
助
で
な

け
れ
ば
報
恩
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
中
国
脅きよう
威い
論ろん
の
人
々
が
心
配
す
る
の
は
、
日
本
か
ら
の
多

額
の
無
償
援
助
が
中
国
側
の
軍
事
力
増
大
に
手
を
貸か
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
が
、
発
展
し
た
中
国
へ
の
、
無
制
約

の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
に
す
る
、
あ
る
い
は
減
額
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
事
実
上
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
見
え
る
売
り
買
い
と
い
う
取
引
方
式
で
も
、
歴
史
の
時

間
を
重
ね
れ
ば
、
そ
の
方
式
に
よ
っ
て
十
二
分
に
報
恩
が
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

物
造
り
と
い
う
行
為
、
及
び
そ
の
製
品
の
売
り
買
い
と
い
う
行
為
を
じ
っ
く
り
考
え
て
み
ら
れ
た
い
。

日
本
の
政
府
援
助
で
な
く
、
民
間
の
営
利
会
社
が
、
金
を
儲もう
け
る
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
取
引
と
し
て
、
資
本
と
技
術
と
を
中
国
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側
に
提
供
し
、
中
国
側
の
安
い
労
働
力
を
利
用
し
て
物
造
り
を
行
い
、
そ
の
製
品
を
日
本
に
輸
入
し
て
利
益
を
上
げ
る
と
し
よ

う
。
最
近
、
中
国
で
中
国
市
場
向
け
に
生
産
す
る
方
式
が
増
加
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
計
算
に
入
れ
て
よ
い
。

そ
の
際
に
、
高
度
な
機
械
技
術
を
中
国
の
労
働
者
諸
君
が
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
労
働
者
の
教
育
を
行
い
、

技
術
の
移い
転てん
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
。
中
国
の
人
々
の
学
習
能
力
と
意
欲
は
と
て
も
高
い
。
相
手
側
に
技

術
を
学
ぶ
意
欲
が
あ
る
限
り
、
技
術
移
転
は
実
に
速すみ
や
か
に
行
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
報
恩
の
秘
密
が
あ
る
の
で
あ
る
。

賃
金
の
支
払
い
で
も
、
製
品
の
売
り
買
い
で
も
、
そ
こ
だ
け
見
る
と
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
損
得
行
為
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で

は
、
行
為
は
報
恩
と
い
う
よ
う
な
意
味
は
な
く
と
も
、
物
事
は
順
調
に
進
ん
で
行
く
は
ず
で
あ
り
、
現
に
急
速
に
拡
大
し
て
い

る
。だ

が
、
技
術
の
教
育
と
取
得
は
、
価
値
の
生
産
能
力
を
無
償
で
、
中
国
側
に
移
転
・
援
助
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
売
り
買
い
と
い
う
損
得
づ
く
の
経
済
行
為
が
、
報
恩
と
い
う
道
徳
行
為
に
な
り
得
る
秘
密
が
あ
る
。
こ
の
物
造

り
の
場
合
に
は
、
売
り
買
い
の
行
為
の
中
に
、
無
償
で
の
技
術
援
助
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

昔
、
唯ゆい
物ぶつ
史し
観かん
の
提
案
者
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
が
新
た
に
生
産
す
る
価
値

剰じよう
余よ
価
値

を
資
本
家
が

搾さく
取しゆ
す
る
と
こ
ろ
に
、
し
か
も
合
法
的
に
、
フ
ェ
ア
に
、
搾
取
す
る
と
こ
ろ
に
、
資
本
主
義
の
内
部
矛む
盾じゆんが
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
の
逆
に
、
現
代
で
は
合
法
的
な
生
産
と
売
り
買
い
の
中
に
、
価
値
の
生
産
能
力
（
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
無
償
の
移
転
が

行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
企
業
が
毎
日
支
払
う
賃
金
は
、
毎
日
の
中
国
労
働
力
へ
の
、
仕
事
能
力
へ
の
支
払
い
で
あ
る
が
、
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そ
の
と
き
に
習しゆう
得とく
し
た
技
術
は
、
今
日
の
賃
金
・
仕
事
能
力
へ
の
支
払
い
以
外
の
無
償
の
贈
与
部
分
な
の
で
あ
る
。

七
）
反
搾
取
と
正
義
の
交
渉
を
行
う

外
国
の
企
業
を
導
入
し
、
あ
る
い
は
政
府
が
外
国
人
技
術
者
を
雇やと
い
入
れ
て
、
国
民
が
技
術
の
学
習
を
行
え
ば
、
国
家
国
民

の
経
済
は
発
展
す
る
。
な
ぜ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
各
国
の
経
済
を
発
展
さ
せ
る
の
か
を
問
え
ば
、
こ
こ
に
そ
の
理
由
が
あ
る
と

い
え
る
。
日
本
で
も
、
明
治
維
新
後
に
は
、
そ
し
て
、
大
東
亜
戦
争
の
終
結
以
後
に
は
、
外
国
か
ら
の
技
術
を
、
相
当
多
く
無○

償○
で
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
外
国
に
は
、
そ
れ
だ
け
恩
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
技
術
贈ぞう
与よ
の
関
係
を
続
け
れ
ば
、
や
が
て
中
国
側
は
技
術
を
学
ん
で
、
経
済
力
と
人
間
力
を
つ
け
る
。
そ
の
分
だ

け
、
日
本
側
は
「
会
社
を
中
国
側
に
移
転
す
る
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
技
術
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
人
間

関
係
能
力
も
、
物
造
り
の
能
力
も
、
会
社
の
経
営
能
力
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
大
東
亜
戦
争
後
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
多
大
の
技
術
贈
与
を
受
け
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
報
恩
を
相
当
程
度
果
た
し

た
と
い
え
る
。

特
に
、
ト
ヨ
タ
方
式
と
か
、
環
境
対
策
と
か
、
安
全
な
製
品
作
り
と
か
に
お
い
て
、
自
動
車
産
業
の
ア
メ
リ
カ
移
転
に
よ

り
、
恩おん
返がえ
し
を
行
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
対
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
日
本
の
進
出
・
報
恩

な
か
り
せ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
経
済
は
未
だ
か
な
り
低てい
迷めい
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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難
波
田
博
士
の
提
案
は
、
お
人
よ
し
の
、
無
償
で
の
、
会
社
寄
贈
の
提
案
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
価
値
の
移
転
と
教
育
と
学

習
と
い
う
経
済
の
真しん
実じつ
を
見
越
し
て
の
提
案
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
技
術
移
転
の
行
為
を
、
ど
ん
な
精
神
で
行
う
か
で
あ
る
。
欲
得
づ
く
の
精
神
で
あ
れ
ば
、

相
手
側
は
コ
ピ
ー
製
品
を
ど
ん
ど
ん
作
る
こ
と
に
道
を
見
出
す
。
今
の
中
国
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
特とつ
許きよ
権けん
を
き

ち
ん
と
衛まも
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
は
フ
ェ
ア
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ェ
ア
な
損
得
計
算
の
行
為
の
中
に
、
右
に
見

る
よ
う
な
無
償
の
贈
与
と
し
て
、
価
値
生
産
力
の
移
転
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
報
恩
の
精
神
で
行
う
の
で
あ
る
。

報
恩
と
は
、
何
も
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
続
け
る
こ
と
と
か
、
会
社
の
所
有
権
を
相
手
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
。
通

常
の
取
引
を
行
い
な
が
ら
、
徐じよじ々よ
に
報
恩
が
で
き
る
。
問
題
は
精
神
に
在あ
る
の
で
あ
る
。

売
り
買
い
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
経
済
と
い
う
行
為
は
、
精
神
次
第
で
、
報
恩
に
も
な
れ
ば
、
搾さく
取しゆ
に
も
な
る
と
い
う
両りよう義ぎ
性せい
を
帯お

び
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
、
何
時
の
頃
か
ら
か
傲ごう
慢まん
と
な
り
、
大
陸
の
歴
史
か
ら
の
歴
史
上
の
恩おん
恵けい
と
い
う
も
の
を
忘
れ
た
。
漢
字
の
恩
、

儒
学
な
ど
学
問
の
恩
、
鑑がん
真じん
和お
尚しような
ど
が
施ほどこし
て
く
れ
た
宗
教
の
恩
な
ど
を
忘
れ
た
。
現
代
中
国
の
発
展
は
、
も
う
一
つ
の
ア

メ
リ
カ
が
近
く
の
大
陸
に
出
現
す
る
こ
と
に
等
し
い
が
、
そ
ん
な
忘ぼう
却きやく
の
心
で
は
、
そ
の
時
代
を
見
通
し
て
、
新
た
な
共
栄

圏
を
作
る
展
望
を
持
て
な
い
だ
ろ
う
。
共
同
体
づ
く
り
へ
の
こ
の
問
い
は
、
困
難
で
は
あ
ろ
う
が
、
捨
て
去
っ
て
は
な
る
ま

い
。
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ま
た
、
も
う
一
つ
の
隠かく
さ
れ
た
発
想
の
盲もう
点てん
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
知
ら
ぬ
間
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
は
競
争
で
あ
る
、
国

家
と
国
家
と
の
関
係
も
い
つ
も
競
争
で
あ
り
そ
の
極
限
は
戦
争
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
に
嵌はま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
競
争
は
、
戦
争
は
、
悪
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
善
で
あ
り
理
想
で
あ
る
と
い
う
物
の
考
え
方
に
嵌

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

日
本
と
中
国
と
の
関
係
も
、
い
つ
も
競
争
で
あ
り
戦
争
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
、
わ
れ
わ
れ
は
嵌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。反

対
に
、
平
和
が
理
想
だ
と
し
て
も
、
戦
争
は
い
け
な
い
か
ら
武
力
の
準
備
は
い
け
な
い
、
一
切
武
力
は
不
要
、
と
い
う
平

和
主
義
に
嵌はま
る
の
も
、
逆
の
盲もう
点てん
で
あ
ろ
う
。

先
の
章
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
見
方
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
人
間
関
係
に
は
四
つ
の
型
が
あ
る
。
相そう
利り
共きよう
生せい
、
片へん
利り
共きよう
生せい
、
寄き

生せい
、
そ
し
て
捕ほ
食しよくで
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
は
同
時
に
絡から
み
合
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
、「
ビ
ジ
ネ
ス
は
競
争
で
あ
る
」、「
贖しよく
罪ざい
と
か
恩
返
し
な
ど
は
そ
こ
に
入
り
込
む
𨻶すき
は
な
い
」、
と
思
い
込
む
な
ら

ば
、
そ
れ
は
深
い
盲
点
に
嵌
っ
た
心
理
で
は
な
い
か
。
欲
得
づ
く
の
売
り
買
い
に
も
、
い
つ
も
贖
罪
と
か
報
恩
の
可
能
性
が
潜

在
的
に
含
ま
れ
、
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
と
、
贖
罪
報
恩
の
た
め
に
中
国
の
人
々
と
取
引
を
行
う
と
い

う
真
実
が
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
な
る
。

実
は
、
損
得
づ
く
、
欲
得
づ
く
の
売
り
買
い
に
も
、
常
に
潜
在
的
に
、
報
恩
の
行
為
、
無
償
の
贈
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
わ
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れ
わ
れ
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
て
行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
真
実
は

よ
り
良
く
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
売
り
買
い
に
つ
い
て
の
常
識
的
な
反
感
は
、
こ
の
点
を
見
逃
す
の
で
は
な
い

か
。先

の
難
波
田
提
案
は
、
一
見
、
奇き
想そう
天てん
外がい
に
聞
こ
え
る
け
れ
ど
も
、
意
外
に
事
物
の
実
相
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

一
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
報
恩
の
観
念
を
持
つ
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
も
中
国
に
対
し
て
の
み
で
な
い
こ

と
は
、
以
上
の
点
か
ら
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
仁
や
隣
人
愛
の
土
台
に
は
、
正
義
の
基
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
恩
の
基
礎
に
も
正
義
を
欠
い
て
は
な
ら

ぬ
。
最
近
重
要
な
問
題
が
中
国
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
中
国
に
よ
る
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
の
強
きよう

行こう
で
あ
る
。

以
前
か
ら
、
中
国
は
日
本
に
断ことわり
な
し
に
海
底
地
下
資
源
調
査
を
進
め
、
つ
い
に
二
〇
〇
四
年
に
入
っ
て
採さい
掘くつ
設せつ
備び
を
建
設

し
、
試し
掘くつ
を
始
め
る
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
日
本
の
国
家
主
権
に
か
か
わ
る
重
大
問
題
で
あ
る
。
こ
の
認
識
を
持

つ
こ
と
と
、
日
中
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
行
為
に
つ
い
て
、
贖
罪
報
恩
の
観
念
を
抱
く
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
事
柄
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
新
し
い
正
義
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
資
源
問
題
に
対
し
て
は
、
国
際
法
に
則のつとり
毅き
然ぜん
と
し
た
措そ
置ち
を
取
る
べ
き

で
あ
る
。
あ
れ
と
こ
れ
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
政
府
は
、
こ
う
い
う
中
国
の
動
き
に
対
し
て
、
何
ら
有
効
な
対
応
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
。
い
つ
も
の
軟なん
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弱じやく
外
交
、
腰こし
砕くだ
け
外
交
、
泥どろ
縄なわ
外
交
を
と
っ
て
い
る
。
共
産
党
が
数
十
年
も
支
配
す
る
中
国
に
対
し
、
内
閣
が
長
く
て
三
年

く
ら
い
し
か
も
た
な
い
日
本
で
は
、
国
益
を
貫かん
徹てつ
す
る
筋
の
通
っ
た
外
交
は
全
く
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
日
本
が
船
舶
を
当とう
該がい
海
域
に
派は
遣けん
し
、
対
抗
的
に
設
備
建
設
を
行
な
う
と
し
て
、
仮
に
中
国
側
が
実
力
行
使
を
仕

掛
け
て
来
た
と
き
、
日
本
は
誤
っ
た
理
想
主
義
の
憲
法
第
九
条
に
よ
り
、
手
足
を
縛しば
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ス
ゴ
ス
ゴ
と
逃
げ
帰

る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

外
交
と
い
う
も
の
に
は
、
か
た
や
誠せい
心しん
誠せい
意い
と
と
も
に
、
同
時
に
正
義
に
基
づ
く
実
力
の
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
相
手
が
中
国
に
限
ら
ず
、
対
露
で
も
同
様
。

念
の
た
め
、
外
務
省
の
見
解
を
掲かか
げ
て
お
く
。

資
料

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
の
基
本
見
解
（
日
本
政
府
）

尖せん
閣かく
諸しよ
島とう
は
、
一
八
八
五
年
以
降
政
府
が
沖
縄
県
当
局
を
通つう
ず
る
等
の
方
法
に
よ
り
再さい
三さん
に
わ
た
り
現
地
調
査
を
行
な

い
、
単
に
こ
れ
が
無
人
島
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
清
国
の
支
配
が
及
ん
で
い
る
痕こん
跡せき
が
な
い
こ
と
を
慎
重
確
認
の
上
、
一

八
九
五
年
一
月
十
四
日
に
現
地
に
標ひよう
杭くい
を
建
設
す
る
旨むね
の
閣かく
議ぎ
決
定
を
行
な
っ
て
正
式
に
わ
が
国
の
領
土
に
編へん
入にゆう
す
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

同
諸
島
は
爾じ
来らい
歴
史
的
に
一
貫
し
て
わ
が
国
の
領
土
た
る
南
西
諸
島
の
一
部
を
構
成
し
て
お
り
、
一
八
九
五
年
五
月
発

効
の
下
関
条
約
第
二
条
に
基
づ
き
わ
が
国
が
清
国
よ
り
割かつ
譲じようを
受
け
た
台
湾
及
び
彭ほう
湖こ
諸しよ
島とう
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



従
っ
て
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
お
い
て
も
、
尖
閣
諸
島
は
、
同
条
約
第
二
条
に
基
づ
き
わ
が
国
が
放ほう
棄き

し
た
領
土
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
ず
、
第
三
条
に
基
づ
き
南
西
諸
島
の
一
部
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
施し
政せい
下か
に
置
か

れ
、
一
九
七
一
年
六
月
十
七
日
署しよ
名めい
の
琉りゆう
球きゆう
諸
島
及
び
大だい
東とう
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協

定
（
沖
縄
返
還
協
定
）
に
よ
り
わ
が
国
に
施し
政せい
権けん
が
返へん
還かん
さ
れ
た
地
域
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
以
上
の
事
実
は
、
わ

が
国
の
領
土
と
し
て
の
尖
閣
諸
島
の
地
位
を
何
よ
り
も
明めい
瞭りように
示
す
も
の
で
す
。

な
お
、
中
国
が
尖
閣
諸
島
を
台
湾
の
一
部
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
三
条

に
基
づ
き
米
国
の
施
政
下
に
置
か
れ
た
地
域
に
同
諸
島
が
含
ま
れ
て
い
る
事
実
に
対
し
従
来
何
等
異い
議ぎ
を
唱とな
え
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
場
合
も
台
湾
当
局
の
場
合
も
一
九
七
〇
年
後
半
東
シ
ナ
海
大たい
陸りく

棚だな
の
石
油
開
発
の
動
き
が
表
面
化
す
る
に
及
び
は
じ
め
て
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
問
題
と
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
従じゆう
来らい
中
華
人
民
共
和
国
政
府
及
び
台
湾
当
局
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
、
地
理
的
な
い
し
地
質
的
根
拠
等
と
し
て

挙あ
げ
て
い
る
諸
点
は
い
ず
れ
も
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
中
国
の
領
有
権
の
主
張
を
裏
付
け
る
に
足
る
国
際
法
上
有
効
な
論ろん
拠きよ

と
は
い
え
ま
せ
ん
。

（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
六
月
三
十
日
、
ル
ビ
追
加
、h

ttp
: //w

w
w
.m
o
fa
.g
o
.jp
/m
o
fa
j /a
rea

/

sen
k
a
k
u
/in
d
ex
.h
tm
l

）

人
間
集
団
の
い
の
ち
が
健すこ
や
か
に
生
き
て
行
く
に
は
、
幾
つ
か
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
は
、
集
団
内
部
で
の
平
和
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
内
の
平
和
で
あ
り
、
治
安
で
あ
る
。
日
本
の
戦
国
時
代
の
よ
う
に
、
𨻶すき

あ
ら
ば
他
人
の
領
分
を
侵おか
そ
う
と
す
る
者
が
跡あと
を
絶た
た
な
い
時
に
は
、
人
は
お
ち
お
ち
枕まくらを
高
く
し
て
寝
て
お
ら
れ
な
い
。
気
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を
許
す
と
寝ね
首くび
を
掻か
か
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。

第
二
は
、
外
の
集
団
と
の
平
和
で
あ
る
。
つ
ま
り
外
国

の
人
々

と
の
平
和
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
際
関
係
で
あ
る

が
、
国
際
関
係
は
未
だ
戦
国
時
代
と
左さ
程ほど
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
相
手
を
疑うたがい
過す
ぎ
て
も
な
ら
ぬ
が
、
か
と

い
っ
て
信
用
し
過
ぎ
る
の
も
危
な
い
。

こ
う
い
う
と
き
に
は
、
ま
ず
正
義
を
基
準
と
し
て
行
動
す
る
ほ
か
な
い
。「
信しん
な
く
ん
ば
立
た
ず
」
で
あ
る
が
、
甘
い
見み
通とお

し
の
下
で
の
信
用
や
愛
情
で
は
、
自
分
の
い
の
ち
を
保
存
す
る
こ
と
さ
え
、
不
可
能
な
場
合
が
多
い
。

正
義
の
ル
ー
ル
を
踏ふ
ま
え
て
、
順じゆん
守しゆ
す
べ
き
理
想
と
は
何
か
。
そ
の
上
に
愛
と
か
慈
悲
と
い
う
行
動
原
理
を
重かさ
ね
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
他
に
求
め
る
よ
り
自
分
か
ら
進
ん
で
実
行
す
る
。
国
益
の
ぶ
つ
か
る
外
交
で
は
、
こ
う
い
う
重じゆう
奏そう

的てき
な
精
神
で
ず
ぶ
と
く
対
話
す
る
こ
と
で
あ
る
。

穏おん
便びん
に
何
で
も
事
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
と
遠えん
慮りよ
し
て
手て
遅おく
れ
外
交
に
陥おちいる
の
は
、
日
本
の
常つね
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
え

っ
て
問
題
の
範
囲
を
拡
大
し
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
竹
島
問
題
、
北
方
領
土
問
題
は
そ
の

痛つう
恨こん
の
事
例
で
あ
る
し
、
今
ま
た
東
シ
ナ
海
で
の
資
源
問
題
が
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

腰こし
抜ぬ
け
外
交
は
、
隣
国
と
恒
久
の
平
和
を
積
み
上
げ
る
道
に
障
害
と
な
る
だ
ろ
う
。
東
洋
平
和
の
構
築
に
は
、
大
東
亜
戦
争

ま
で
の
日
本
の
ま
ず
い
外
交
の
轍てつ
を
繰
り
返
し
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
、
ま
ず
正
義
の
基
準
を
明
確
に
適
用
す
る
と
い
う
態
度
が
求
め
ら
れ
る
。
愛
は
そ
の
上
で
意
味
を
発
揮
す
る
態

度
で
あ
る
。

現
代
の
国
際
関
係
で
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
原
則
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
点
、
歴
史
上
、
ど
う
も
日
本
人
は
、
悲
し

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
隣
人
と
の
付
き
合
い
方
が
下
手
で
あ
り
、
今
一
段
と
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
と
中
国
は
、
そ
の
訓
練
を
重
ね
る
上
で
、
日
本
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
相
手
で
あ
り
、
ま
た
と
な
い
好こう
敵てき
手しゆ
な
の
で

は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
は
歴
史
は
短
く
理
念
で
押
し
通
す
こ
と
に
、
中
国
は
歴
史
が
古
く
て
実
利
で
稼かせ
ぐ
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
ちよう

の
あ
る
国
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
性
質
の
大
国
を
相
手
に
、
理
念
と
実
利
と
の
双
方
を
巡めぐ
る
訓
練
が
、
今
わ
れ
わ
れ
日

本
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
こ
う
し
た
一いつ
国こく
平
和
主
義
の
愚
に
も
つ
か
な
い
無む
防ぼう
備び
性せい
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
贖
罪
報
恩

は
正
義
と
実
力
を
排はい
除じよ
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
念
の
た
め
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。
読
者
の
皆
さ
ん
は
い
か

が
お
考
え
で
す
か
。
ま
た
、
中
国
の
政
府
も
、
こ
う
し
た
点
を
よ
く
よ
く
考こう
慮りよ
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
再
度
、
東
ア
ジ

ア
に
熱
い
戦
争
が
起
き
な
い
よ
う
に
と
願
う
。

中
国
脅きよう
威い
論ろん
は
、
日
本
の
劣れつ
等とう
感かん
の
裏うら
返がえ
し
の
表
現
で
も
あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
悪
い
傾
向
な
の
で
あ
る
が
、
相
手
と

自
分
と
の
間
に
一
対
一
に
限
定
さ
れ
た
関
係
を
設
定
し
、
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
相
手
が
強
く
な
る
と
そ
れ
だ
け
自
分
が
弱
く
な
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る
と
い
う
風
に
考
え
て
、
無む
闇やみ
に
恐
れ
る
。
日
本
の
か
つ
て
日
中
戦
争
の
頃
の
大
陸
戦
略
に
も
、
こ
の
よ
う
な
心
理
が
働
い
た

の
で
は
な
い
か
。
同
じ
く
対
ロ
シ
ア
・
ソ
連
の
脅
威
、
対
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
で
も
…
…
。

た
し
か
に
、
中
国
の
巨
大
化
は
、
も
ち
ろ
ん
世
界
的
に
石
油
資
源
の
奪うば
い
合
い
と
な
る
よ
う
な
局
面
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。

尖せん
閣かく
諸
島
な
ど
台
湾
に
近
い
海
域
で
領
土
紛
争
も
起
き
る
だ
ろ
う
し
、
現
に
起
き
て
い
る
。

し
か
し
、
中
国
の
発
展
は
、
中
国
自
体
が
数
多
く
の
国
々
と
抜ぬ
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
中
国
と

し
て
は
、
自
国
の
利
益
追
求
の
み
に
有
利
な
基
準
で
も
っ
て
、
永
続
的
に
勝
手
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
で

も
あ
る
。

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
物
語
の
よ
う
に
、
日
本
に
永
続
的
な
脅
威
と
な
る
よ
う
な
中
国
像
を
描
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
脅
え
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
の
人
々
も
そ
れ
ほ
ど
近きん
視し
眼がん
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
方
こ

そ
、
近
視
眼
的
に
物
事
を
考
え
て
、
感
情
的
に
萎い
縮しゆくし
た
り
、
逆
に
突
進
し
た
り
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
回
天
の
思
想
の
例
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
廣
池
氏
の
提
言

大
陸
か
ら
の
撤
兵

を

参
照
さ
れ
た
い
。

八
）
各
国
は
謙
虚
な
自
律
史
観
を
確
立
す
べ
し

国
際
関
係
で
は
、
い
わ
ゆ
る
足
を
踏ふ
ま
れ
た
側
と
踏
ん
だ
側
の
間
の
痛
み
へ
の
理
解
の
溝みぞ
は
、
容
易
に
越
え
ら
れ
な
い
。
ま

ず
、
相
手
の
足
を
踏
ん
だ
側
は
、
事
実
な
ら
ば
、
正
確
に
踏
ん
だ
こ
と
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
踏
ま
れ

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



た
側
は
、
あ
る
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
い
い
加
減
「
許ゆる
す
」
と
い
う
寛かん
大だい
な
心
が
欲
し
い
。

相
手
を
い
つ
ま
で
も
許
さ
な
い
と
い
う
「
し
つ
こ
い
心
」
は
、
か
え
っ
て
そ
の
心
を
持
つ
側
自
身
に
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
も

た
ら
す
。
外
国
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
し
つ
こ
い
恨うら
み
の
心
は
、
そ
の
国
民
自
身
の
心
の
素そ
地じ
と
も
な
っ
て
、
国
内
の
自
分
の

身
の
周
り
の
人
に
も
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
妻
も
敵
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
持
つ
国
さ
え
あ
る
。
心
は
、
あ
れ
と
こ
れ
と

を
区
別
で
き
な
い
。
レ
ン
コ
ン
の
根
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

敵
を
許
し
、
敵
を
愛
し
な
さ
い
、

実
は
、
敵
は
ど
こ
に
も
い
な
い
、

地
上
の
一
切
と
、
和わ
解かい
し
な
さ
い
、

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
国
際
関
係
で
は
そ
う
い
う
コ
モ
ン
セ
ン
ス
な
ど
で
き
っ
こ
な
い
、「
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
無
法
」
が
通
用
す
る
か
ら

だ
、
と
い
う
立
場
も
あ
ろ
う
。

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
無
法
」
が
通
用
す
る
と
い
う
の
は
、
猛もう
獣じゆうの
住
む
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
は
、
理
性
の
法
と
い
っ
た
も
の
は

存
在
せ
ず
、
力
の
強
い
も
の
が
勝
つ
と
い
う
弱じやく
肉にく
強きよう
食しよくの
法
が
支
配
す
る
、
と
の
意
味
で
あ
る
。

生
態
系
で
は
、
い
の
ち
の
相
互
作
用
に
お
い
て
、
相
手
を
捕と
っ
て
食
う
と
い
う
捕ほ
食しよくの
関
係
が
働
く
。
無
法
と
は
、
そ
れ
が

前
面
に
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

モラロジー研究 No.60,2007



た
し
か
に
、
人
類
と
い
う
動
物
に
も
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
動
物
た
ち
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
無
情
さ
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
ビ

ル
マ
、
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
植
民
地
に
す
る
と
き
、
王
様
を
ど
こ
か
に
連れん
行こう
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ハ
ワ
イ
の

王
朝
を
滅ほろ
ぼ
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
人
々
は
、
イ
ン
カ
帝
国
な
ど
を
片かた
っ
端ぱし
か
ら
踏
み
に
じ
っ
た
。
し
か
し
、
欧
米
ば
か
り
も
批

判
で
き
ぬ
。
明
治
の
日
本
も
、
大タイ
院イン
君クン
一
派
と
謀はか
り
、
李り
王おう
家け
の
高こう
宗そう
の

妃
ミ
ン
ビ

王おう
妃ひ
（
一
八
五
一
〜
九
五
）
を
「
暗
殺
」
す
る

な
ど
の
非ひ
道どう
を
行
っ
た
。

大
陸
で
は
、
漢
民
族
あ
る
い
は
異
民
族
の
国
家
が
周
辺
を
侵おか
し
、
清しん
朝ちよう
は
内
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
民
族
を
支
配
し
た
。

国
民
党
政
府
の
蔣
介
石
氏
は
、
北ほく
伐ばつ
と
称しようし
て
地
方
政
権
を
力
づ
く
で
抑
え
よ
う
と
し
た
。
毛もう
沢たく
東とう
政
権
は
、
そ
の
チ
ベ
ッ
ト

を
「
解
放
」
と
称しよう
し
て
支
配
し
た
。
帝
国
主
義
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
。
力
の
強
い
者
が
勝
つ
。
ル
ー
ル
は
力ちから
比くら
べ
の

み
、
強
い
も
の
が
勝
ち
、
勝
っ
た
者
が
正
義
な
り
。

地
上
の
真
の
法
と
は
、
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
腕
づ
く
で
強
い
も
の
が
勝
ち
残
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
い
の
ち
の
エ

コ
シ
ス
テ
ム
に
は
、
力ちから
任まか
せ
で
永
続
す
る
絶
対
的
な
優
越
者
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
真
理
を
歴
史
を
顧かえり
み
て

自
ら
に
悟さと
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

百ひやく
獣じゆうの
王
ラ
イ
オ
ン
と
て
、
い
つ
ま
で
も
絶
対
的
な
強
さ
を
誇ほこ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
弱
小
動
物
を
食
い
尽
く
す
と
、
か

え
っ
て
自
分
が
食
糧
不
足
に
陥おちいり
、
餓が
死し
し
て
、
速すみやか
に
大
地
の
土
と
化
す
ほ
か
な
い
。
大
地
は
す
べ
て
を
受
け
い
れ
る
。
あ

ら
ゆ
る
い
の
ち
は
、
土
に
還かえ
る
ほ
か
な
い
定さだ
め
に
あ
る
。
横おう
暴ぼう
な
る
国
家
の
運
命
ま
た
然しか
り
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



い
ず
こ
の
国
に
お
い
て
も
、
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
史
観
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
自
尊
史
観
、
自
虐
史

観
、
自
律
史
観
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

①
自
尊
史
観

こ
れ
は
、
自
国
の
歴
史
を
世
界
中
で
唯ゆい
一いつ
最
高
の
も
の
と
見
な
す
史
観
で
あ
り
、
傲ごう
慢まん
意
識
に
立
っ
た
歴
史
観
で
あ
っ
て
、

既
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
見
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
で
な
い
者
に
対
し
て
、「
バ
ル
バ
ロ
イ
」（
野や
蛮ばん
人じん
）

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

近
代
で
は
、
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
は
、
進
ん
だ
西
洋
、
遅
れ
た
東
洋
と
い
う
意
識
を
も
っ

て
、
世
界
史
の
発
展
段
階
を
整
理
し
た
。
ア
ジ
ア
に
は
帝てい
王おう
と
い
う
た
だ
一
人
の
者
の
自
由
し
か
存
在
せ
ず
、
他
の
人
間
は
こ

の
唯
一
の
自
由
人
た
る
王
へ
の
隷れい
従じゆう
者しや
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
自
由
を
知
っ
て
い

る
、
と
。

白
色
人
種
が
自
分
た
ち
以
外
は
人
類
と
認
め
な
か
っ
た
白
人
優ゆう
越えつ
史
観
も
、
こ
の
自
尊
史
観
の
例
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
な
ど

欧
米
や
豪ごう
州しゆう
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）

白はく
豪ごう
主
義

に
強
か
っ
た
。

日
本
で
も
、
か
つ
て
一
時
期
「
万ばん
邦ぼう
無む
比ひ
」
と
自
惚
う
ぬ
ぼ

れ
る
人
々
が
多
か
っ
た
。
日
本
人
は
ペ
リ
ー
率ひき
い
る
黒
船
に
驚
い
て
眠

り
か
ら
覚
め
、
日
清
戦
争
に
勝
っ
て
少
し
自
信
を
つ
け
、
さ
ら
に
日
露
戦
争
に
勝
ち
、「
白
人
に
勝
っ
た
」
と
有う
頂ちよう
天てん
に
舞
い

上
が
り
、
大
喜
び
し
、
大
自
信
を
つ
け
た
。
そ
の
辺あた
り
か
ら
、
自
信
も
過
剰
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
人
類
世
界
の
現
実
で
は
、「
万ばん
邦ぼう
無む
比ひ
」
で
は
な
く
、「
万ばん
邦ぼう
有ゆう
比ひ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
日
本
だ
け
が
飛
び
抜
け
て
優ゆう
秀しゆうな
の
だ
」
と
言
わ
ね
ば
、
生
き
が
い
が
見
出
せ
ず
、
誇
り
が
持
て
な
い
、
と
思
う
の
は
未
だ

悟
り
が
浅
い
証しよう拠こ
で
あ
ろ
う
。

否いな
、
悟
り
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
劣れつ
等とう
感かん
で
あ
り
、
昏こん
迷めい
で
あ
り
、
迷めい
妄もう
で
あ
り
、
虚きよ
妄もう
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
劣
等
感

（
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
大
陸
の
古
代
に
お
け
る
古
典
に
も
、
そ
う
し
た
自
尊
史
観
は
色いろ
濃こ
く
認
め
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
夷い
狄てき

と
は
、
東
方
の
外
国
人
た
る
夷
と
、
北
方
の
外
国
人
た
る
狄
と
い
う
意
味
で
あ
り
、『
魏ぎ
史し
』
の
中
の
倭わ
人じん
伝でん
は
、
そ
の
東とう
夷い

伝でん

東
方
の
劣れつ
等とう
人ひと
た
ち
の
記
録

に
属
す
る
。
西せい
戎じゆう
や
南なん
蛮ばん
と
い
う
言
葉
も
見
え
る
。
日
本
も
南なん
蛮ばん
と
い
う
用
語
を

輸
入
し
て
使
っ
た
。

こ
れ
は
、
自
分
た
ち
を
文
化
の
進
ん
だ
「
中ちゆう
華か
」
と
し
、
他
を
野
蛮
人
と
蔑さげす
む
歴
史
観
の
表
現
で
あ
る
。
大
国
と
か
大
民

族
と
は
、
ど
う
も
そ
う
い
う
哲
学
を
持
つ
も
の
ら
し
い
。
持
つ
か
ら
こ
そ
大
国
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
大
国

に
な
っ
た
か
ら
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
大
和
や
ま
と

朝ちよう
廷てい
に
よ
っ
て
編あ
ま
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
も
、
人
間
差
別
の
思
想
が

し
ば
し
ば
顔
を
出
し
て
い
る
。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
古
代
人
が
『
風
土
記
』
な
ど
に
記しる
し
て
い
る
エ
ゾ
、
エ
ミ
シ
、
ク
マ

ソ
、
ツ
チ
グ
モ
、
サ
エ
キ
な
ど
の
呼
び
方
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
他
民
族
の
こ
と
だ
け
を
指し
弾だん
で
き
ま
い
。

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



②
自
虐
史
観

こ
れ
は
逆
に
、
自
国
の
歴
史
は
罪
に
汚よご
れ
た
暗
黒
の
歴
史
だ
、
と
自
ら
卑ひ
下げ
す
る
史
観
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
な
敗
戦
国
に

多
く
、
持
た
ざ
る
国
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
し
て
来
た
国
、
侵
略
ば
か
り
し
て
来
た
国
、
謝
罪
し
な
い
国
…
…
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
れ
が
国
民
の
心
に
巣す
食く
い
、
国
民
の
能
力
を
殺そ
ぐ
作さ
用よう
を
す
る
。

（
一いち
概がい
に
自
虐
史
観
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
次
に
紹
介
す
る
「
自
由
主
義
史
観
」
を
批
判
し
、
専もつぱら
近
代
史
の
「
負
の
側
面
」

に
焦しよう
点てん
を
当
て
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
原
彰
ほ
か
『
近
現
代
史
の
真
実
は
何
か
』
旭
書
店
。
ま
た
、
松
島
榮
一
・
城

丸
章
夫
編
『「
自
由
主
義
史
観
」
の
病
理
』
大
月
書
店
。）

実
は
、
い
わ
ゆ
る
左さ
翼よく
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
一
部
の
保
守
派
に
も
、
日
本
に
関
す
る
自
虐
史
観
は
潜ひそ
ん
で
い
る
。
欧
米

モ
ノ
サ
シ
主
義
の
保
守
派
、
背
景
に
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
欧
米
流
自
由
主
義
の
思
想
し
か
有
し
な
い
人
々
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
イ
ン
テ
リ
に
多
く
、「
わ
れ
わ
れ
だ
け
は
、
そ
う
い
う
汚
れ
た
者
た
ち
と
は
別
人
種
だ
」
と
い
う
自
意
識
を
も
っ
て
、

対
岸
か
ら
の
、
あ
る
い
は
「
高
み
の
見
物
」
と
し
て
の
、
批
評
に
現
れ
る
。

し
ば
し
ば
文
化
人
た
ち
が
、「
日
本
の
常
識
は
世
界
の
非
常
識
」
と
、
日
本
を
十じつ
把ぱ
一ひと
絡から
げ
に
決
め
つ
け
る
の
も
、
こ
れ
ま

た
自
虐
的
な
文
化
論
で
は
な
い
か
。

日
本
の
常
識
（
コ
モ
ン
セ
ン
ス
）
の
中ちゆう
軸じく
は
、
皇
室
を
中
心
と
し
て
連れん
綿めん
と
続
い
て
形
成
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
高
度

な
文
化
価
値
の
中ちゆう
軸じく
と
、
全
国
各
地
の
伝
統
的
風
土
に
根ね
ざ
す
郷きよう
土ど
文
化
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ま
さ
か
そ
れ
が
世
界
に

通
用
し
な
い
非
常
識
な
文
化
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。「
特
殊
」
と
い
う
意
味
の
非
常
識
的
な
部
分
は
、
す
べ
て
各
国
に
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必
ず
存
在
し
て
い
る
。
日
本
だ
け
で
は
な
い
。

歴
史
論
で
は
、
国
民
大
衆
は
い
の
ち
の
伝
統
を
息いき
長なが
く
見
守
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
評
論
家
流
の
猫
の
目
の
よ
う
に
コ
ロ
コ
ロ

変
わ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
幻げん
惑わく
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

③
自
律
史
観

こ
の
史
観
は
、
自じ
虐ぎやくと
自じ
尊そん
の
い
ず
れ
に
も
与くみ
せ
ず
、
事
実
に
基
づ
い
た
謙けん
虚きよ
な
誇
り
と
、
同
時
に
た
え
ざ
る
自
己
反
省
の

要
素
を
含
ん
だ
歴
史
観
で
あ
る
。
国
際
関
係
で
は
、
相
互○
尊
敬○
つ
ま
り
互ご
敬けい
互ご
譲じようの
精
神
で
も
っ
て
、
他
国
の
歴
史
観
も
尊
重

す
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
で
い
う
相そう
利り
共
生
や
片へん
利り
共
生
の
立
場
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
地
球
社
会
の
正
当
な
一
員
と
し
て
の
各
国
家
の
歴
史
観
は
、
唯ゆい
一いつ
、
こ
れ
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

古
典
に
お
い
て
、
外
国
人
や
宗
教
の
異
な
る
人
々
を
、
異い
邦ほう
人じん
と
か
夷い
狄てき
と
呼
ん
で
一いつ
括かつ
し
、
区
別
と
い
う
よ
り
差
別
す
る

伝
統
を
持
っ
た
文
化
は
、
す
べ
か
ら
く
大
反
省
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
実
は
こ
う
い
う
伝
統
か
ら
ま
っ
た
く
無む
縁えん
な
文
化
は
、

地
球
上
に
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
化
は
原げん
罪ざい
を
負
っ
て
い
る
の
だ
。

あ
ま
り
に
も
度
の
過
ぎ
た
自
国
自
慢
は
、
自
分
の
心
の
中
に
虚きよ
偽ぎ
の
自
信
を
培ばい
養よう
し
、
物
事
に
対
す
る
慎しん
重ちよう
な
反
省
と
吟ぎん

味み
の
心
を
失
わ
せ
、「
俺おれ
た
ち
に
は
何
も
欠
点
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
傲ごう
慢まん
心しん
を
募つの
ら
せ
、
や
が
て
他
国
民
を
蔑べつ
視し
し
、
国
際

社
会
で
嫌
わ
れ
、
大
き
な
失
敗
を
重
ね
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

し
か
し
ま
た
、
自
国
に
誇
り
を
持
た
ず
、
自
己
の
長
所
を
発
見
で
き
な
け
れ
ば
、
大
き
い
度
量
を
も
っ
て
他
国
に
利
益
（
り

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



や
く
）
を
頒わか
ち
与
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
軽けい
蔑べつ
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
自
己
の
失
敗
や
思し
慮りよ
不
足
を
全
然
反
省
し
な
い
者
は
、
個

人
も
、
民
族
も
、
国
民
も
、
国
家
も
、
と
も
に
自
分
か
ら
滅ほろ
び
の
道
を
歩
む
。
そ
の
例
、
歴
史
に
枚
挙
に
遑いとまな
し
。

い
の
ち
は
、
遺
伝
子
に
よ
っ
て
先
天
的
に
設せつ
計けい
図ず
が
決
ま
っ
て
い
る
が
、
い
の
ち
の
生
存
と
発
展
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
後

天
的
な
「
学
習
」
と
環
境
適
応
に
よ
っ
て
左さ
右ゆう
さ
れ
る
。
絶た
え
ず
学
ば
な
い
者
は
発
展
し
な
い
。
生
存
さ
え
覚おぼ
束つか
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
謙けん
尊そん
而じ
光こう

謙ケン
ハ
尊タウトク
而シコウシ
テ
光ヒカ
ル

を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
歩
み
た
い
。

九
）
歴
史
観
の
ホ
コ
リ
を
払
う

歴
史
に
は
、
ホ
コ
リ
が
付
き
物
で
あ
る
。
個
人
は
家
系
を
誇ほこ
り
、
民
族
は
起
源
神
話
を
誇
り
、
国
家
は
建
国
神
話
を
誇
る
。

だ
か
ら
誇ほこ
り
は
、
人
間
を
堕だ
落らく
さ
せ
る
「
ホ
コ
リ
」（
埃ほこり）
と
隣とな
り
合
わ
せ
な
の
で
は
な
い
か
。
注
意
を
怠おこた
る
と
、
そ
れ
が
す

ぐ
に
頭
を
擡もた
げ
る
。

仏
教
で
は
「
本ほん
願がん
ぼ
こ
り
」
と
い
う
も
の
を
戒いまし
め
て
き
た
。
歴
史
（
観
）
に
は
、
本
願
ぼ
こ
り
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い

か
。善ぜん

人にん
は
救
わ
れ
る
。
い
わ
ん
や
悪あく
人にん
を
や
」

わ
が
民
族
は
、
こ
ん
な
に
も
優ゆう
秀しゆうな
の
だ
」

だ
か
ら
、
道みち
に
外
れ
る
こ
と
は
何
一
つ
行
っ
て
い
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
思
い
込
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
親しん
鸞らん
の
「
悪あく
人にん
正しよう
機き
説せつ
」
の
間
違
っ
た
解かい
釈しやく
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
、
ど
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ん
な
時
に
、
誇ほこ
り
が
埃ほこりに
変へん
身しん
す
る
の
か
。

ア
メ
リ
カ
は
神
の
国
で
あ
る
。
神
の
心
を
実
現
す
る
こ
と
が
国こく
是ぜ
で
あ
り
、
国
の
方
針
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
独

立
宣
言
」
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
日
本
も
神
仏
の
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
仏
の
心
に
従
お
う
と
努
め
る

従
い
切
っ
て
い
る
と
自
慢
し
て
は
な

ら
ぬ
が

随
神

かんながら
の
国
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
イ
ス
ラ
エ
ル
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ア
ラ
ブ
各
国
も
み
な
、
神
の

国
で
あ
る
。
世
界
中
の
国
は
、
悉
ことごとく

神
の
国
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
善
く
す
る
か
悪
く
す
る
か
は
、
国
民
の
道
徳
心
次
第

で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
こ
で
「
わ
が
国
、
わ
れ
わ
れ
だ○
け○
が
、
唯
一
正せい
統とう
の
存
在
で
あ
る
」
と
惚うぬぼれ
る
と
、
誇ほこりが
埃ほこりに
転てん
化か
す
る
わ
け

で
あ
ろ
う
。
埃
と
は
、
心
が
曇くも
っ
て
、
物
事
の
実じつ
相そう
が
観み
え
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
を
釈しや
迦か
は
無む
明みようと
名
づ
け
ら
れ

た
。こ

れ
か
ら
の
地
球
は
、
埃
を
払
い
、
暗あん
か
ら
明みようを
目
指
す
人
々
の
住
む
べ
き
地
球
な
の
で
あ
る
。

こ
の
埃
こ
そ
、
人
類
世
界
が
今
尚
、
戦
争
と
い
う
悲ひ
惨さん
な
行
為
を
生
み
出
し
続
け
る
原
因
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
個

人
の
心
理
に
お
い
て
は
、「
埃
を
取
り
去
り
ま
し
ょ
う
」、「
そ
う
あ
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
し
、
少
し
は
実

行
で
き
る
の
だ
が
、
い
ざ
集
団
と
な
れ
ば
、
ど
う
に
も
そ
れ
が
難むつかし
い
よ
う
で
あ
る
。
集
団
心
理
の
御
し
難
き
。

心
理
学
者
の
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
一
）
が
い
う
「
集
合
無
意
識
」（co

llectiv
e u

n
co
n
scio

u
sn
ess

）

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



に
は
、
そ
う
し
た
埃
が
沈ちん
殿でん
し
、「
複
雑
な
塊
かたまり」（

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
へ
と
増ぞう
長ちよう
し
、
事
あ
る
ご
と
に
頭
を
擡もた
げ
て
く
る
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
埃
が
共きよう
同どう
幻げん
想そう
な
の
で
は
な
い
か
。

誇
り
は
埃
に
転
化
し
や
す
い
。
桑くわ
原ばら
々
々
。

日
本
民
族
の
固こ
有ゆう
信
仰
で
あ
る
神しん
道とう
は
、
随
神
の
道

神
の
心
に
沿そ
う
生
き
方

を
教
え
、
純
真
な
神
の
心
を
学
び
、

「
清せい
明めい
心しん
」（
き
よ
き
、
あ
か
き
、
こ
こ
ろ
）
と
い
う
聖せい
な
る
心
を
力りき
説せつ
す
る
。
埃
無
き
心
で
あ
る
。
そ
う
い
う
神
道
が
、
仏
教

と
儒
教

道
教
も

を
受じゆ
容よう
し
習しゆう
合ごう
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
民
族
の
心
の
良
質
部
分
を
作
っ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
に
お
け
る
そ
う
し
た
聖
な
る
も
の
の
正
し
い
役
割
に
思
い
を
致いた
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
、
ア
メ
リ
カ
を
襲おそ
っ
た
同
時
多
発
テ
ロ
に
際
し
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
一
度
、
図はか
ら
ず
も
、

「
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
言
葉
」
を
口
に
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
抗
す
る
「
十じゆう字じ
軍ぐん
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

そ
の
発
言
は
す
ぐ
に
撤てつ
回かい
さ
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
自
分
た
ち
の
集
合
無
意
識
の
内
に
、
い
つ

も
昔
の
十
字
軍
の
記
憶
を
秘ひ
め
て
お
り
、
そ
れ
が
「
口
を
つ
い
て
出
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
」
と
言
う
言
葉
も
持
ち
出
さ
れ
、
二
十
世
紀
の
悪あく
夢む
を
想そう
起き
さ
せ
た
。
同
様

の
集
合
無
意
識
の
な
せ
る
業わざ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
昔
の
「
ジ
ャ
ッ
プ
」（
Ｊ
Ａ
Ｐ
）
と
い
う
言
葉
も
、
今
な
お
時とき
折おり
、
甦
よみがえる

。

わ
れ
わ
れ
日
本
の
先
人
世
代
も
、
特
に
昭
和
時
代
、
大
東
亜
戦
争
中
、「
鬼き
畜ちく
米べい
英えい
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱とな
え
て
敵てき
愾がい
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心しん
を
煽あお
り
、
一
心
に
団
結
し
て
戦
っ
た
。
た
だ
、
日
本
で
は
鬼
畜
米
英
と
い
う
言
葉
は
、
も
は
や
死し
語ご
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
ジ
ャ
ッ
プ
」
は
死
ん
で
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
を
国
連
総
会
で
繰
り
返
し
使
う
ア
ジ
ア

の
小
国
が
あ
っ
た
が
、
使
っ
て
よ
い
言
葉
と
そ
う
で
な
い
言
葉
の
区
別
が
分
か
る
よ
う
に
、
外
交
官
と
し
て
の
儀
礼
の
学
習
を

心
掛
け
、
英
語
の
習しゆう
熟じゆく度ど
を
高
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

日
本
人
に
は
、
ロ
シ
ア
人
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
太
平
洋
に
向
け
て
「
南なん
下か
」
を
狙ねら
い
、
領
土
拡
張
欲
が
強
く
、
油
断
な
ら

ぬ
民
族
だ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
シ
ベ
リ
ア
抑よく
留りゆうの
非ひ
道どう
や
、
北ほつ
方ぽう
領りよう
土ど
の
返へん
還かん
交こう
渉しよう
で
の
「
ず
る
さ
」
は
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
正
し
さ
を
証
明
し
て
余
り
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
他
人
ば
か
り
責せ
め
ら
れ
ぬ
。
日
本
人
の
多
く
が
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
や
朝
鮮
半
島
の
人
々
に
対
し
て
は
、
尊
敬
と
共

に
、
蔑べつ
視し
、
警
戒
感
を
ダ
ブ
ら
せ
て
見
る
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
も
、
自
分
の
集
合
無
意
識
の
土ど
蔵ぞう
に
し
ま
っ
て
あ
る
言
葉
を
、
取
り
出
し
て
き
て
「
日ひ
干ぼ
し
」
し
、
衣
替

え
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
日
本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
史
（
一
八
八
七
〜
一
九
四
八
）
が
揶や
揄ゆ

し
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
コ
ロ
リ
病
」
と
い
う
病びよう
原げん
菌きん
を
持
っ
た
国
民
で
あ
る

義よし
経つね
の
八はつ
艘そう
飛と
び
よ
ろ
し
く

一
方

の
極きよく
端たん
か
ら
他
方
の
極
端
へ
と
跳
び
移
る
の
で
あ
る
。
い
と
も
簡
単
に
物
事
を
水
に
流
す
性
質
を
備そな
え
て
い
て
、
行
動
の
原

則
を
簡
単
に
変
更
す
る
、
と
映
る
ら
し
い
。（
名
著
『
菊
と
刀
』
を
参
照
）

日
本
人
は
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
を
鬼おに
か
畜ちく
生しようの
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
に
、
一
九
四
五
年
、
大
東
亜
戦
争
が
終
わ
る
と
、

歴史は、国家間の相互理解を促進するか



「
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
さ
ん
（
ヤ
ン
キ
ー
）
大だい
歓かん
迎げい
」
と
変
心
し
た
。

私
も
子
供
心
に
そ
の
種しゆ
の
空
気
を
吸す
っ
て
育
っ
た
。
大
歓
迎
は
筆
者
（
一
九
四
一
年
生
ま
れ
）
の
世
代
の
特
性
で
あ
っ
た
。

私
は
、
ジ
ー
プ
、
ハ
ー
レ
ー
の
カ
ッ
コ
良
さ
と
共
に
、
ヤ
ン
キ
ー
の
兵
隊
さ
ん
か
ら
貰もら
っ
た
キ
ャ
ラ
メ
ル
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、

カ
ン
ヅ
メ
の
味
を
今
で
も
思
い
出
す
。

歴
史
の
空
気
は
、
大
人
よ
り
も
、
子
供
の
心
を
最
も
深
く
強
く
捉とら
え
、
そ
し
て
三
、
四
十
年
後
に
も
そ
の
効
果
が
ジ
ワ
リ
と

効き
い
て
く
る
。

歴
史
の
学
習
や
教
育
で
も
、
国
際
論
争
が
起
き
る
が
、
取
り
組
み
方
を
進
歩
さ
せ
た
い
も
の
だ
。
何
を
、
ど
の
よ
う
に
教
え

る
か
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
主しゆ
権けん
の
範
囲
の
事
項
で
あ
り
、
各
国
間
で
簡
単
に
意
見
が
一
致
す
る
な
ど
期
待
で
き
な
い
だ
ろ

う
。し

か
し
、
お
互
い
の
国
民
が
、
関
係
国
の
歴
史
教
科
書
を
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
仕
組
み
を
作
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
相
互
理
解
の
た
め
に
、
何
よ
り
も
欠
か
せ
な
い
の
は
情
報
交
流
で
あ
る
。
人
は
、
知
ら
な
い
も
の
に
は
不
安
と
不ふ
審しん
の

心
を
抱いだ
く
。
お
互
い
相
手
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
ま
に
非
難
を
投
げ
合
っ
て
い
て
も
、
問
題
は
解
決
し
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
各
国
の
歴
史
教
科
書
を
相
互
に
翻ほん
訳やく
し
て
提てい
供きよう
し
合
い
、
一
般
国
民
が
自
分
の
目
で
読
め
る
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
を
行
な
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。
政
府
間
の
組
織
と
い
う
と
政
治
が
絡から
む
の
で
、

純じゆん
粋すい
に
民
間
の
も
の
が
よ
い
。
そ
れ
さ
え
も
認
め
な
い
よ
う
な
政
治
体
制
で
は
困こま
る
が
…
…
。
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私
は
、
各
国
の
歴
史
教
科
書
を
外
国
に
出
か
け
る
度たび
に
集
め
て
読
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
教
科
書
に
は
、

日
本
兵
の
蛮ばん
行こう
ぶ
り
が
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
割さ
い
て
記
述
し
て
あ
る
。
華か
僑きようへ
の
弾だん
圧あつ
が
激
し
か
っ
た
か
ら
、
反
日
意
識
は

今
も
強
い
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
各
地
は
、
中
国
大
陸
か
ら
進
出
し
流
出
し
て
行
っ
た
中
国
人
が
占せん
拠きよ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
て
、
反
日
感
情
が
時
に
燃も
え
上
が
る
。

も
っ
と
も
、
周
辺
国
の
教
科
書
が
日
本
を
ど
う
描
い
て
い
る
か
を
強
く
気
に
す
る
の
は
日
本
の
側
で
あ
り
、
次
に
日
本
の
教

科
書
の
記
述
に
神
経
を
尖とが
ら
せ
る
の
は
、
中
国
と
韓
国
が
筆ひつ
頭とう
で
あ
る
。（
別
枝
篤
彦
『
世
界
の
教
科
書
は
日
本
を
ど
う
教
え

て
い
る
か
』
朝
日
文
庫
、
勝
岡
寛
次
『
韓
国
・
中
国
「
歴
史
教
科
書
」
を
徹
底
批
判
す
る
』
小
学
館
文
庫
、
な
ど
。）

こ
の
よ
う
な
手
に
入
り
や
す
い
出
版
が
各
国
で
多
く
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

国
と
国
と
の
国
際
関
係
は
、
身
近
な
人
間
関
係
と
似に
て
い
る
。
こ
ち
ら
が
心
の
中
で
相
手
を
嫌きら
っ
て
憎にく
い
と
思
え
ば
、
そ
の

心
が
相
手
に
も
反はん
射しや
し
て
、
相
手
も
こ
ち
ら
を
嫌
い
憎
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
心
の
遠えん
隔かく
作
用
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
来
訪
こ
の

方
、
過
去
一
五
〇
年
足
ら
ず
の
内
に
、
日
米
の
間
で
も
そ
う
い
う
不
正
常
な
関
係
が
発
生
し
た
。

む
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
は
じ
め
陸○
上○
の
帝
国
主
義
を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
当
初
、
僅わず
か
十
三
の
州
か
ら
出
発
し

て
テ
キ
サ
ス
や
西
部
を
併
合
し
、
次
に
太
平
洋
に
出
て
ハ
ワ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
グ
ァ
ム
な
ど
を
占
め
た
。

さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
大
陸
を
望
み
、
門もん
戸こ
開
放
と
い
っ
て
日
本
に
開かい
国こく
と
譲じよう歩ほ
を
迫せま
り
、
日
本
人
を
「
ジ
ャ
ッ
プ
」
と
か
「
黄

色
い
出
っ
歯
の
サ
ル
」
な
ど
と
呼
ん
で
蔑べつ
視し
し
、
と
う
と
う
日
本
と
衝しよう
突とつ
す
る
事じ
態たい
と
な
っ
た
。
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そ
の
頃
、
日
本
も
大
陸
に
向
か
っ
て
い
て
、
利り
権けん
を
手
放
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
か
ら
、
鬼
畜
米
英
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

も
っ
て
ア
メ
リ
カ
を
敵
と
位
置
づ
け
た
。
両
国
関
係
に
は
、
は
じ
め
か
ら
心
の
中
の
ボ
タ
ン
に
掛か
け
違ちが
い
が
あ
っ
た
。

現
代
の
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
文
明
が
好
き
だ
と
い
う
若
者
が
圧
倒
的
な
比
率
を
占
め
る
が
、
同
時
に
、
年ねん
配ぱい
の
者
の
心
の

中
に
は
、
何
か
と
い
う
と
反はん
米べい
感
情
が
頭
を
擡もた
げ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
煙けむりを
吸す
っ
た
世
代
に
こ
の
感
が
強
い
よ
う
だ
。

近
年
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
占
領
政
策
に
対
し
て
、
割
り
引
い
た
評
価
を
行
う
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
反
米
感
情
の
噴ふん

出しゆつの
新
し
い
姿
の
一
つ
で
は
な
い
か
。

西
の
方
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
、
同
じ
南なん
蛮ばん
と
い
っ
て
も
、
ス
ペ
イ
ン
は
別
と
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
間
に

は
長
い
友
好
関
係
が
あ
る
。
日
本
人
に
は
古
代
か
ら
海
の
幸さち
と
い
う
も
の
へ
の
信
仰
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
は
る
か
海
を

越
え
て
「
舶はく
来らい
の
幸さち
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
感
情
が
あ
る
。
鉄
砲
や
「
ジ
ャ
ガ
タ
ラ
い
も
」（
ジ
ャ
ガ
イ
モ
）、
カ
ボ

チ
ャ
、
ト
マ
ト
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
等
々
や
、
医
学
を
伝
え
て
く
れ
た
国
だ
と
い
う
の
で
、
敵てき
愾がい
心しん
よ
り
も
、
好こう
奇き
心しん
と
友ゆう
好こう
感かん

情じようを
懐いだ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

相
手
に
好
意
を
持
て
ば
、
相
手
も
好
意
で
応こた
え
る
。
嫌
い
と
思
え
ば
相
手
も
反
感
で
応
え
る
。
日ひ
頃ごろ
か
ら
政
府
に
よ
る
外
交

と
と
も
に
、
多
く
の
国
民
の
平へい
常じよう
心しん
で
の
民
間
交
流
が
有
効
な
の
で
あ
る
。

心
理
学
者
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
誰
で
も
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
塊
かたまりを

も
っ
て
い
る
、
と
教
え
る
。
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
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に
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
は
劣れつ
等とう
感かん
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
感
情
の
複
合
の
こ
と
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の

集
団
に
は
、「
常
に
心
の
倉
庫
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
無む
明みよう
と
い
う
も
の
を
蓄たくわ
え
込
む
」
と
い
う
性
質
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
こ
と

を
反
省
さ
せ
る
の
も
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
学
習
す
る
こ
と
の
効
用
で
は
な
い
か
。

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、
心
の
中
に
埃ほこりが
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
払
っ
て
、
真
の
本ほん
願がん
を
自
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

歴
史
の
事
実
と
い
う
も
の
は
、
や
が
て
お
の
ず
か
ら
自
己
の
正しよう
体たい
を
露あらわ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
時
、
政
治
的
に
、
ど
の

よ
う
に
偽いつわり
の
物
語
を
作
文
し
よ
う
と
も
、
正
体
は
暴あば
か
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
体
に
は
素
実
と
真
実
と
心
実
と
い

う
三さん
実じつ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
心
実
に
埃
を
帯
び
た
虚きよ
偽ぎ
の
歴
史
論
は
、
や
が
て
化ば
け
の
皮
を
剥は
が
さ
れ
る
。

中
国
の
古
典
に
、「
天てん
網もう
恢かいか々い
粗そ
に
し
て
漏も
ら
さ
ず
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
歴
史
編へん
纂さん
の
場
合
で
も
的まと
外はず
れ
で
は
な
い
よ
う

だ
。
そ
の
意
味
で
、
科
学
が
歴
史
の
最
も
確
実
な
方
法
と
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
い
て
は
、
な
に
よ
り
ま
ず
科
学

性
と
実じつ
証しよう
性せい
を
軽けい
視し
し
て
は
な
る
ま
い
。

歴
史
は
、
物もの
言い
わ
ぬ
出
来
事
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
記
録
の
世
界
で
あ
り
、
広
大
な
心
実
の
世
界
で
も
あ
る
。
人
間
の

願
い
や
自
慢
な
ど
の
「
幻げん
想そう
」、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」、
あ
る
い
は
「
誇
り
」
と
か
「
自
尊
心
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
投
げ
入

れ
、
あ
る
い
は
投とう
射しや
す
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
歴
史
の
物
語
に
お
い
て
は
、
編
集
し
物
語
る
当とう
の
人
物
の
人
格
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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歴
史
観
は
、
こ
う
し
た
心
実
に
か
か
わ
る
が
、
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
自じ
尊そん
傲ごう
慢まん
で
世
に
憚はばかる
歴
史
観
も
、
過
剰
な

自じ
己こ
卑ひ
下げ
の
態
度
に
引
き
こ
も
る
自
虐
史
観
も
、
ど
ち
ら
も
集
団
の
い
の
ち
を
伸
ば
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

謙けん
遜そん
と
正
義
と
愛
の
精
神
に
立
っ
た
自
律
史
観
に
よ
る
者
こ
そ
が
、
ひ
と
り
歴
史
の
流
れ
を
生
き
抜
く
人
物
で
あ
ろ
う
。

自
律
史
観
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
の
い
の
ち
を
自じ
衛えい
す
る
た
め
の
、
国
防
上
、
正
当
な
自
衛
権
を
放ほう
棄き
す
る
よ
う

な
お
め
で
た
い
こ
と
は
認
め
な
い
。
天
地
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
分
の
い
の
ち
は
自
分
で
大
事
に
衛まも
る
義
務
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
身
を
殺
し
て
仁じん
を
な
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
集
団
の
中
の
個
人
に
は
あ
り
得
る
が
、
国
民
と
い
う
集
団
全
体
に

は
妥だ
当とう
し
な
い
。
集
団
全
体
は
身
を
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
国
民
集
団
は

謙
虚
に

生
き
延
び
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
集

団
の
中
の
メ
ン
バ
ー
が
身
を
殺
し
て
仁
を
な
す
の
は
、
集
団
を
生
か
す
た
め
な
の
で
あ
る
。

自
律
史
観
で
は
、
そ
の
上
で
、
集
団
の
い
の
ち
と
力
を
、
み
だ
り
に
他
を
破
壊
す
る
こ
と
に
使
わ
な
い
。
相
利
共
生
か
片
利

共
生
の
た
め
だ
け
に
使
う
。
寄
生
は
行
わ
な
い
し
、
捕
食
も
避
け
る
。
善
き
も
の
を
自
分
に
受
け
取
る
た
め
に
努
力
す
る
か
、

他
に
与
え
る
た
め
に
努
力
す
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
他
に
与
え
る
と
自
分
が
貧
弱
に
な
り
幸
福
で
な
く
な
る
と
、
心
配
す
る
必

要
は
な
い
。
歴
史
は
こ
の
真
理
を
教
え
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
地
球
と
い
う
生
態
系
が
根
本
の
公こう
共きよう
財ざい
で
あ
る
。
何
よ
り
生
態
系
自
体
を
維い
持じ
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
枠わく
の
う
ち
で
し
か
、
何
人
も
、
い
か
な
る
集
団
も
、
自
己
を
主
張
で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な
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い
。
こ
の
基
準
に
沿
う
者
が
永
遠
の
い
の
ち
を
得え
る
。「
柔にゆう
和わ
な
る
者
が
地
を
継
ぐ
」
と
教
え
ら
れ
る
が
、
柔
和
な
る
者
と

は
、
こ
う
い
う
基
準
に
従
う
者
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
究きゆう
極きよくの
国
益
と
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
争
い
や
競
争
を
含
み
な
が
ら
も
、
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
知
恵
を
、
歴
史
の
形
成
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。＊

著
者
永
安
幸
正
教
授
は
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
九
月
三
日
、
六
十
六
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
本
論
考
は
先
生
の
ご
遺
作
と
な
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
し
ん
で
、
御
冥
福
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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