
研
究
ノ
ー
ト

歴
史
は
、
民
族
の
魂
が
創
造
す
る

永

安

幸

正

目

次

（
一
）
歴
史
か
ら
人
類
共
生
の
道
を
学
ぶ

（
二
）
無
知
に
因
る
「
欧
米
モ
ノ
サ
シ
」
史
観
を
修
正
す
る

（
三
）
帝
国
主
義
を
い
か
に
乗
り

え
る
か

（
四
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
へ
の
被
害
者
意
識
か
ら
脱
け
出
る

資
料

神
道
指
令
（
抜
粋
）

（
五
）
過
去
に
心
を
奪
わ
れ
ず
、
未
来
へ
の
建
設
に
取
り
組
む

（
六
）
明
治
維
新
の
意
義

真
の
魂
を
結
集
し
て
歴
史
を
創
造

資
料

教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語

資
料

軍
人
ニ
賜
ハ
リ
タ
ル
勅
諭
（
要
点
の
み
）

（
七
）
歴
史
の
創
造
に
は
未
知
領
域
へ
の
決
断
が
求
め
ら
れ
る

資
料

日
米
戦
争
に
お
け
る
宣
戦
の
詔
書

資
料

大
東
亜
（
日
米
）
戦
争
に
お
け
る
終

の
詔
書

資
料

昭
和
天
皇
と
マ
元
帥
会
見
記
録
（
要
旨
）



キ
ー
ワ
ー
ド：

歴
史
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
、
明
治
維
新
、
人
類
の
共
生

（
一
）
歴
史
か
ら
人
類
共
生
の
道
を
学
ぶ

船
旅
を
す
る
と
、
嵐あらし
に
も
出
合
う
し
、
日
和
ひ
よ
り

に
も
出
合
う
。
船ふな
酔よ
い
に
も
苦
し
む
。
し
ば
し
ば
集
団
が
共きよう
同どう
幻げん
想そう
と
い
う

船
酔
い
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。
人
類
の
心
は
、
空
想
と
か
創そう
作さく
を
容い
れ
る
可
能
性
を
秘ひ
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
の
船

酔
い
に
な
る
と
、
頭
の
中
の
羅ら
針しん
盤ばん
が
狂くる
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
に
、
国
際
論
争
と
い
う
も
の
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
船
と
船
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
り
、
し
か
も
船
酔
い
し

た
者
同
士
の
口こう
論ろん
の
よ
う
に
、
ロ
レ
ツ
が
回
ら
な
く
な
る
。
特
に
国
家
の
歴
史
、
民
族
の
歴
史
と
い
う
領
域
に
は
、
教
育
が
か

か
わ
っ
て
く
る
が
、
ど
ん
な
歴
史
を
子
供
に
教
育
す
る
か
と
も
関
連
し
て
、
国
際
的
な
論
争
の
種
に
も
な
る
。
日につ
韓かん
、
日につ
中
ちゆう

の
歴
史
・
教
育
論
争
が
そ
の
良
い
例
で
あ
り
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
、
日
露
間
に
も
、
論
争
が
あ
る
。

う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
は
、
中
国
で
発
展
す
る
巨
大
市
場
へ
と
進
出
し
た
い
。
だ
か
ら
、
日
本
が
中

国
と
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
日
本
資
本
の
進
出
に
少
々
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
密ひそ
か
に
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
評
論
さ
え
あ
る
。

欧
米
に
と
っ
て
は
、
東
ア
ジ
ア
の
主しゆ
役やく
は
、
日
本
か
ら
中
国
に
交こう
替たい
し
て
も
か
ま
わ
な
い
し
、
や
が
て
巨
大
人
口
を
有ゆう
す
る

中
国
が
日
本
を
追
い
抜
く
に
違
い
な
い
。
国
際
社
会
に
は
、
こ
う
い
う
先さき
走ばし
っ
た
説
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
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逃
し
て
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
ベ
ン
ツ
な
ど
欧
州
車
は
日
本
車
よ
り
も
早
く
か
ら
、
大
量
に
中
国
市
場
に
進
出
し
て
い

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
市
場
争
い

売
り
買
い
競
争

の
時
代
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

か
つ
て
、
一
九
四
一
〜
四
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
米
戦
争
の
真
の
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
の
門もん
戸こ
開かい
放ほう
政
策
（o

p
en

 
d
o
o
r p

o
licy

）
を

米
国
か
ら
言
わ
せ
れ
ば

日
本
が
邪じや
魔ま
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
日
本
だ
け
が
悪
者
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
双
方
は
、
自
国
利
益
を
貫つらぬ
く
立
場
か
ら
、
衝しよう
突とつ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の

日
米
間
の
争
い
の
被
害
者
・
死
傷
者
は
、
戦
場
と
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
大
陸

そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア

の
住じゆう
人にん
で
あ
っ
た
。

大
き
な
潮ちよう
流りゆう
と
し
て
眺なが
め
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
二
十
一
世
紀
に
は
、
ア
メ
リ
カ
及
び
Ｅ
Ｕ
の
ア
ジ
ア
進
出
と
い
う
大たい
志し

（
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
）
と
、
中
国
が
日
本
を
超
え
て
ア
ジ
ア
の
盟めい
主しゆ
に
な
り
た
い
と
い
う
大
志
と
が
、
出
合
っ
て
手
を
結
ぶ
の
で

は
な
い
か
。

日
本
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
は
、
一
九
四
〇
年
代
初
め
数
年
だ
け
の
期
間
に
、
し
か
も
戦
争
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、
急
い

で
築きず
こ
う
と
し
た
構
想
で
あ
っ
た
が
、
二
十
一
世
紀
、
今
度
は
主
役
を
入
れ
替か
え
、
中
国
を
中
心
と
し
た
も
の
と
し
て
、
再
び

歴
史
に
登とう
場じよう
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
名
も
「
大だい
中ちゆう
華か
共きよう
栄えい
圏けん
」
あ
る
い
は
「
大
東
亜
共
同
体
」
と
し
て
。（
台たい
頭とう
し
つ

つ
あ
る
中
国
に
つ
い
て
は
、
大
前
研
一
『
チ
ャ
イ
ナ
・
イ
ン
パ
ク
ト
』
講
談
社
、
参
照
。
こ
れ
は
、
中
国
と
ひ
と
口
に
い
う

が
、
東
北
（
旧
満
州
）、
北
京
、
天てん
津しん
、
上
海
、
広
州
、
そ
の
他
内
陸
各
地
を
八
つ
の
地
域
く
ら
い
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

経
済
圏けん
で
あ
り
、
日
本
は
そ
の
各おのお々の
と
付つ
き
合あ
う
べ
し
、
と
助
言
す
る
。）

歴史は、民族の魂が創造する



東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ラ
ブ
や
イ
ン
ド
を
含
む
西
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
も
風ふう
雲うん
急きゆう
で
あ
る
。
イ
ン
ド
亜あ
大たい
陸りく
に
お

い
て
、
軋あつ
轢れき
が
続
く
。
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
は
極
め
て
根
の
深
い
対
立
と
批ひ
難なん
の
ぶ
つ
け
合
い
の
最さい
中ちゆう
に
あ
る
。
イ
ン
ド

と
ス
リ
ラ
ン
カ
の
間
の
海
峡
も
波
高
し
。
人
々
は
あ
る
意
味
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
関
係
に
も
等
し
い
程
度
に
対
立

し
合
っ
て
い
る
。

イ
ン
ド
亜
大
陸
一
帯
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
下
流
域
で
あ
る
東
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
を
含
め
、
西
の
イ
ン
ダ
ス
河
流
域
ま
で
、

古
来
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
と
呼
ば
れ
、
あ
る
時
期
か
ら
ム
ガ
ー
ル
帝
国
と
い
う
穏おん
健けん
な
イ
ス
ラ
ム
教
の
王
（
一
六
〇
五
年
に
没
し

た
ア
ク
バ
ル
王
）
が
大
半
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
こ
へ
、
日
本
で
い
う
と
、
江
戸
幕
府
の
始
ま
り
の
頃
で
あ
っ
た
が
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
通
じ
て
、
大
英
帝
国
に
よ
る
植
しよく

民みん
地ち
統とう
治ち
が
進
む
。
一
八
四
五
〜
四
九
年
の
シ
ク
戦
争
を
も
っ
て
イ
ン
ド
全
体
の
征せい
服ふく
が
完
了
し
、
一
八
七
七
年
英
国
王
を
戴
いただ

く
イ
ン
ド
帝
国
が
成
立
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
欧
米
の
帝
国
支
配
は
十
分
長
い
時
間
を
掛
け
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
イ
ン
ド
地
域
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
長
い
支
配
の
後のち
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
四
七
年
に
独
立
を
果
た
す
。
だ
が
、
独

立
に
当
た
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
現
パ
キ
ス
タ
ン
地
域
と
現
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
地
域
が
一
緒
に
パ
キ
ス
タ
ン
と
し
て
イ
ン

ド
か
ら
分
離
し
た
。

結
果
、
今
日
の
よ
う
な
イ
ン
ド
連れん
邦ぽう
と
パ
キ
ス
タ
ン
国
と
な
り
、
そ
の
後
一
九
七
一
年
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
東
部
か
ら
バ
ン
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グ
ラ
デ
シ
ュ
が
分
離
独
立
し
た
。
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
分
離
を
、「
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
」（P

a
rtitio

n

）
と
無む
念ねん
の
感

情
を
も
っ
て
呼
ぶ
人
た
ち
が
、
こ
の
地
域
に
は
い
る
。

非
暴
力
主
義
者
マ
ハ
ト
ー
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
（
一
八
六
九
〜
一
九
四
八
）
は
、
イ
ン
ド
独
立
の
父
と
し
て
崇すう
拝はい
さ
れ
る
。
当

時
こ
の
分
離
に
は
反
対
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
一
九
四
八
年
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
原
理
主
義
者
の
青
年
が
放
っ
た
凶きよう
弾だん
に
倒たお
れ
た
。
や

は
り
信
仰
の
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
が
一
つ
の
国
家
と
し
て
纏まと
ま
っ
て
行
く
こ
と
を
不

可
能
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ン
ド
は
人じん
口こう
規き
模ぼ
か
ら
す
れ
ば
、
大
多
数
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
イ
ン
ド
内
部
に
は
現
在
な
お
、
世

界
最
大
数
の
イ
ス
ラ
ム
信
徒
が
住
み
、
ア
ラ
ブ
を
抜
い
て
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
人
口
の
国
で
あ
る

な
お
、
タ
ー
バ
ン
と

い
え
ば
イ
ン
ド
の
風ふう
俗ぞく
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
あ
れ
は
グ
ル
・
ナ
ー
ナ
ク
（
一
四
六
九
〜
一
五
三
八
）
が
創そう
始し
し

た
シ
ク
教
の
人
々
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

し
か
も
、
イ
ン
ド
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
に
長
い
間
、
北
方
の
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
地
域
の
帰き
属ぞく
問
題
を
抱かか
え
る
。
イ
ン
ド
に

は
大
小
の
テ
ロ
が
絶た
え
ず
、
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
外
国
か
ら
の
投
資
も
中
国
ほ
ど
に
は
増
え
な
い
。

両
国
が
、
ま
た
両
国
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
イ
ス
ラ
ム
の
信
徒
が
、
ど
う
か
仲
良
く
す
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。
さ
も
な
く
ば
、
南

ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
は
、「
貧
困
と
苦
し
み
の
大
地
」
た
る
こ
と
に
別
れ
を
告
げ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
西
方
に
行
く
と
、
中
東
に
お
け
る
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
と
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
と
の
争
い
が
、
お
そ
ら
く
こ

歴史は、民族の魂が創造する



の
先
ず
っ
と
続
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
真しん
因いん
は
主
に
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
間
の
、
宗
教
と
い
う
形
を

と
っ
た
集
団
意
識
が
引
き
起
こ
す
三み
つ
巴どもえ
の
憎ぞう
悪お
に
あ
る
。
中
東
と
南
ア
ジ
ア
は
、
宗
教
が
絡から
ん
だ
「
難
問
の
大
地
」
で
あ

る
。歴

史
論
を
起
こ
す
と
き
の
課
題
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
国○
家○
と
い
う
人
間
集
団
の
間
の
争
い
を
い
か
に
回
避
す
る
か
、
い
か

に
乗
り
越
え
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

争
い
に
は
、
し
ば
し
ば
心
実
と
し
て
の
共きよう
同どう
幻げん
想そう
と
な
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
纏まと
わ
り
つ
い
て
く
る
だ
け
に
、
し
か
も

宗
教
同
士
の
争
い
と
も
重
な
っ
て
、
根
深
く
、
解
決
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
解
決
へ
の
努
力

を
決
し
て
諦あきらめ
て
は
い
け
な
い
。

国
家
と
い
う
人
間
の
団
体
は
、
一
つ
の
宿
命
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
昔
か
ら
隣
となり

の
地
に
住
ん
で
き
て
い
る
人
を
取
り
替
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
自
分
も
住
ん
で
い
る
場
所
を
今
の
所
か
ら
他た
所しよ
へ
と
引
っ

越
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

だ
か
ら
、
隣となり
同どう
士し
、
ど
う
に
か
折お
り
合
い
を
つ
け
る
よ
う
に
、
自
分
の
心
を
変
え
、
付
き
合
い
方
を
改
善
す
る
外
は
な
い
。

他
人
（
の
考
え
）
を
変
え
る
た
め
の
最
良
の
方
法
は
、
ま
ず
自
分
（
の
考
え
）
を
変
え
る
こ
と
に
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
隣りん

人じん
（
敵
で
は
な
い
）
を
知
る
。
己おのれ
を
知
る
。
変
を
知
る
。
そ
し
て
己
を
修
め
己
を
変
え
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
道
は
な
い
ら
し

い
。
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歴
史
を
学
べ
ば
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
、
し
ば
し
ば
他
人
の
領りよう
分ぶん
を
犯おか
す
も
の
だ
、
と
い
う
事
実
が

そ
れ
で
あ
る
。
人
間
の
性
質
に
は
、
善ぜん
性せい
ば
か
り
が
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
一
体
、
人
間
の
本
性
は

性せい
善ぜん
か
、
性せい
悪あく
か
、
ど
ち
ら
な
の
か
。

①
『
聖
書
』
は
、
人
間
の
原げん
罪ざい
を
説と
く

性せい
悪あく
説せつ
か
。

②
『
コ
ー
ラ
ン
』
は
、
人
間
の
性
質
は
脆ぜい
弱じやくな
も
の
と
教
え
る

性せい
弱じやく
説せつ
か
。

③
『
論ろん
語ご
』
は
、「
性せい
相あい
近ちか
く
習なら
い
相あい
遠とお
し
」
と
言
う

中ちゆう
庸よう
説せつ
か
。

④
釈しや
迦か
は
、
人
間
の
心
の
無む
明みようを
説
く

無む
記き
説せつ
と
い
う
べ
き
か
。

大だい
乗じよう
仏ぶつ
教きようの
古
典
『
法ほ
華け
経きよう』
は
、

仏ぶつ
種しゆ
縁えん
に
よ
り
て
起
こ
る
。
ゆ
え
に
一いち
乗じようを
説
く
」

と
い
う
。
人
間
皆
、
相
互
依
存
し
合
っ
て
い
る
。
一
つ
船
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
、
お
互
い
の
人
格
の
向
上
は
、
運
命
共
同
体

と
し
て
共
同
歩
調
を
と
り
、
助
け
合
い
に
よ
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
る
と
多
少
な
り
と
も
、
希
望
が
湧わ
く
。

そ
の
と
き
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、「
空
想
」
の
う
ち
に
で
は
な
く
「
現
実
」
の
中
に
生
き

る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
互
い
己
を
変
え
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
他
人
に
不
正
や
侵
略
を
さ
せ
ぬ
よ
う
に
す

る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
自
分
の
内
面
の
心
の
持
ち
方
の
み
で
な
く
、
ま
ず
自
分
が
無
防
備
で
あ
る
こ
と
を
止や
め
て
、
し
っ
か
り

歴史は、民族の魂が創造する



と
正
当
防
衛
の
準
備
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」

敵
を
愛
し
な
さ
い
」

と
言
い
つ
つ
、

人
を
見
た
ら
泥どろ
棒ぼう
と
思
え
」

と
い
う
こ
と
す
ら
堂どうど々う
と
著
書
に
書
く
高
名
な
作
家
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
世
界
各
地
を
旅
し
た
経
験
か
ら
し
て
、
私
も
、
こ
れ

は
納なつ
得とく
が
い
く
気
配
り
だ
と
思
う
。「
相
手
憎にく
し
」
で
そ
う
す
る
の
で
は
な
い
。
相
手
に
泥
棒
を
さ
せ
な
い
、
罪
を
犯
さ
せ
な

い
、
と
い
う
「
愛
の
心
」
か
ら
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
衛
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

他
国
の
良りよう
心しん
や
信しん
義ぎ
を
過○
信○
し
て
は
な
ら
ぬ
。
祖
国
を
守
る
こ
と
も
で
き
な
い
不ぶ
用よう
心じん
の
ま
ま
で
は
、
公
平
な
対
話
な
ど

で
き
な
い
。
脅おびやか
さ
れ
た
り
、
戦
争
を
し
て
征
服
さ
れ
る
よ
う
な
弱
さ
で
は
、
対
等
な
対
話
に
は
な
ら
な
い
。

無
防
備
な
人
が
、
己おのれを
守
る
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
。
ま
ず
、
家
に
し
っ
か
り
と
鍵かぎ
を
か
け
て
、
泥
棒
に
罪
を

重かさ
ね
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
自
衛
が
隣
人
愛
の
発はつ
露ろ
の
第
一
歩
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
危
険
な
夜よ
道みち
は
歩
か
な
い
こ
と
だ
。
ひ
っ

た
く
り
の
多
い
国
で
は
、
自
分
の
持
ち
物
に
用
心
せ
よ
。
そ
れ
は
、
自
己
義
務
で
あ
る
。

自
分
の
身
は
自
分
で
衛まも
る
こ
と
が
、
愛
の
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
歴
史
は
物
語
っ
て
い
る
。
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友
の
た
め
に
己
の
い
の
ち
を
捧ささ
げ
る
の
が
真
の
友
で
あ
る
」

と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
が
ム
ダ
な
死
に
方
で
い
の
ち
を
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
し
、
他
に
奪うば
わ
せ
て
も
な
ら
ぬ
。
普

段
、
自
分
の
い
の
ち
を
守
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
ざ
と
い
う
と
き
友
に
捧ささ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
自
己
責
任
で
あ

り
、
自
己
義
務
で
は
な
い
か
。

自
分
が
生
き
て
い
て
、
力
を
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
、
他
人
な
ど
助
け
ら
れ
ぬ
。
銀
行
で
も
、「
自
己
資
本
力
」
の
足
ら
な

い
も
の
は
、
他
の
企
業
を
支し
援えん
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。

歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
見
る
と
、
家
庭
で
も
、
世
の
中
で
も
、
自
分
で
は
な
く
、
相
手
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
、

な
か
な
か
う
ま
く
行
か
な
い
。
自
分
が
変
わ
れ
ば
う
ま
く
行
く
。
う
ま
く
行
っ
て
い
る
家
族
は
「
悪
人
」
同
士
の
家
族
な
の
だ

と
も
い
う
。
つ
ま
り
、「
自
分
が
悪
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
自
己
反
省
と
譲ゆず
り
合
え
る
心
を
持
っ
た
人
々
の
集
ま
り
だ
と
い

う
。隣

人
に
対
し
て
も
、
相
手
を
変
え
よ
う
と
す
る
よ
り
、
自
分
の
心
を
変
え
て

相あい
性しよう
の
幅はば
を
広
げ
て

付
き
合
う
よ
う

に
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
う
ま
く
行
く
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
「
ア
ホ
ウ
」
道
徳
で
は
な
い
。
自
分
を
変
え
る
こ
と
の
根
本
は
、
人ひと
助だす
け
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
ま
ず
自
分
の
「
い
の
ち
の
力
」
と
自
衛
力
を
強
め
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
無
防
備
、
無
原
則
の

立
場
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

歴史は、民族の魂が創造する



明
治
の
先せん
達だつ
は
、
国
家
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
十じゆう二に
分ぶん
に
わ
き
ま
え
て
い
た
。

彼かれ
を
知
り
、
己おのれを
知
り
、
変へん
に
応
じ
れ
ば
、
百ひやく
戦せん
こ
れ
お
の
ず
か
ら
危あや
う
か
ら
ず
」（
孫そん
子し
）

東
洋
の
道
徳
、
西
洋
の
芸
術
」（
佐さ
久く
間ま
象しよう
山ざん
、
芸
術
と
は
技
術
の
こ
と
）

と
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
西
洋
列れつ
強きよう
の
科
学
技
術
を
、
次つ
い
で
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
人
間
の
た
め
の
道
徳
・
思
想
・
宗
教
を
急

い
で
研
究
し
習
得
し
た
。

た
だ
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
つ
ま
り
自
由
主
義
・
個
人
主
義
・
民
主
主
義
は

用
心
深
く

導
入
し
た
も
の
の
、
キ
リ

ス
ト
教
に
つ
い
て
は
「
大
砲
と
聖
書
」、
つ
ま
り
聖
書
は
心
の
攻
略
の
武
器
に
使
い
、
大
砲
は
国
土
を
侵
略
す
る
手
段
と
し
た

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
警けい
戒かい
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
注
意
深
く
警
戒
し
て
、
積
極
的
に
輸
入
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
明
治
人
た
ち
は
、『
バ
イ
ブ
ル
』
と
「
十
字
架
」
の
後
に
大
砲
が
続
い
て
い
る
、
と
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
西
洋
の
芸
術
つ
ま
り
技
術
は
大
い
に
学
ん
で
輸
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
作
り
変
え
よ
う
と
し
た
。
元
来
、
日

本
は
「
カ
ラ
ク
リ
」（
細さい
工く
、
工こう
作さく
）
が
好
き
な
民
族
で
あ
る
。
和わ
魂こん
洋よう
才さい
の
戦せん
略りやくが
取
ら
れ
た
。
向
か
う
べ
き
目
的
は
富ふ
国こく

強きよう
兵へい
で
あ
り
、
か
つ
殖しよく
産さん
興こう
業ぎようで
あ
っ
た
。
当
時
の
現
実
か
ら
し
て
、
そ
れ
以
外
に
道
は
な
か
っ
た
。
明
治
の
指
導
者
は
十

二
分
に
賢かしこか
っ
た
。

貧ひん
国こく
弱じやく
兵へい
は
、
論ろん
外がい
で
あ
る
。

富ふ
国こく
弱
兵
な
ら
、
負
け
て
植
民
地
に
さ
れ
る
。
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貧
国
強きよう
兵へい
は
、
あ
り
得
な
い
。

富
国
強
兵
が
、
こ
れ
唯ゆい
一いつ
の
道
な
り
。

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
〜
四
二
）、
ひ
ん
ぴ
ん
と
𨻶すき
を
窺うかが
う
ロ
シ
ア
の
北
方
進
出
、
ペ
リ
ー
の
黒くろ
船ふね
の

来らい
航こう
（
一
八
五
三
）
を
伝
え
知
っ
て
、
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、
幕
末
・
明
治
の
先せん
人じん
た
ち
は
戦せんせ々ん
兢きようき々ようで
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
必
死
で
国
防
戦
略
を
立
て
た
。
い
か
に
す
れ
ば
、
欧
米
の
帝
国
主
義
に
侵
略
さ
れ
な
い
で
済
む
か
、
と
。

だ
か
ら
、
青
年
兵ひよう
法ほう
家か
、
吉よし
田だ
松しよう
陰いん
寅とら
次じ
郎ろう
を
動
か
し
た
の
は
、
主
に
国
防
（
海かい
防ぼう
）
の
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。

日
本
民
族
の
好
む
共
同
幻
想
の
一
つ
に
、
一いつ
国こく
安あん
眠みん
主しゆ
義ぎ
と
か
一
国
平
和
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
安
眠
を
貪むさぼる
国
は
滅
ぶ
。
国
内
を
統
一
し
、
強
化
し
、
国
防
に
備
え
て
こ
そ
、
独
立
を
保たも
つ
こ

と
が
出
来
る
。
昔
、
お
隣となりの
清しん
国こく
が
大
英
帝
国
に
踏ふ
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
眺なが
め
て
、
明
治
維
新
前
後
の
日
本
人
は
そ
う
判

断
し
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
教きよう
訓くん
で
あ
り
、
正
し
い
読
み
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
反
対
に
、「
武ぶ
の
共きよう
同どう
幻げん
想そう
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

武ぶ
を
軽かろ
ん
ず
る
者
は
武
に
滅ほろ
ぶ
」

武
に
興おこ
る
者
は
武
に
滅
ぶ
」

と
い
う
歴
史
の
両
面
の
教きよう
訓くん
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

歴史は、民族の魂が創造する



た
だ
し
、
一
国
安
眠
主
義
は
、
何
も
武ぶ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
経
済
で
も
、
政
治
で
も
、
文
化
で
も
、
科
学
技
術
で
も
、

哲
学
や
思
想
で
も
、
同
様
で
あ
る
。
一
国
主
義
に
こ
だ
わ
っ
て
み
て
も
、
他
国
と
の
交こう
流りゆう
な
し
に
は
国
民
と
い
う
い
の
ち
集

団
は
生せい
存ぞん
で
き
ぬ
。
過か
度ど
の
「
小しよう
国こく
寡か
民みん
」
主
義
や
一いつ
国こく
自じ
給きゆうの
共
同
幻
想
に
囚とら
わ
れ
、
し
か
る
べ
き
努
力
を
怠おこたる
な
ら
ば
、

国
民
は
衰すい
微び
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
日
本
は
、
そ
し
て
各
国
も
同
様
で
あ
る
が
、
一
国
自じ
給きゆう
主
義
（
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
）
で
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
大だい
潮ちよう
流りゆうに
船ふな
出で
し
棹さお
さ
す
ほ
か
な
い
。
鎖さ
国こく
主
義
で
は
高
い
生
活
水
準
を
楽
し
む
大
人
口
を
養やしな
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
列
島
と
い
う
国
土
の
上
で
は
、
食
糧
自
給
の
可
能
な
人
口
は
、
現
在
の
科
学
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
多
く

見
積
も
っ
て
も
四
千
万
人
ど
ま
り
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
人
口
は
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
少
な
か
っ
た
。

自
己
は
、
他た
己こ
在あ
る
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
在
る
。
い
の
ち
は
つ
な
が
り
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
、
問
題
は

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
か
か
わ
り
方
で
あ
る
。

先
に
も
触ふ
れ
た
よ
う
に
、
明
治
維
新
後
の
日
本
は
「
東
洋
の
道
徳
、
西
洋
の
芸
（
技
）
術
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
歩
ん
だ
。

道
徳
と
は
宗
教
、
思
想
、
倫
理
道
徳
の
全
体
で
あ
り
、
芸
術
と
は
美
術
で
は
な
く
、
今
日
の
科
学
技
術
の
全
体
で
あ
る
。
ま

ず
、
組
み
合
わ
せ
は
次
の
よ
う
に
四
つ
あ
っ
た
。
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①
東
洋
の
道
徳
、
東
洋
の
技
術

清
国
と
朝
鮮
が
留
ま
っ
た
道

②
東
洋
の
道
徳
、
西
洋
の
技
術

日
本
が
と
っ
た
選
択
、
つ
ま
り
富
国
強
兵

③
西
洋
の
道
徳
、
東
洋
の
技
術

東
ア
ジ
ア
の
国
と
し
て
は
不
可
能

④
西
洋
の
道
徳
、
西
洋
の
技
術

大
英
帝
国
や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
道

も
ち
ろ
ん
日
本
は
、
王おう
政せい
復ふつ
古こ
と
い
う
方
式
で
、
②
の
道
を
選
択
し
た
。

天
皇
・
皇
室
を
権けん
威い
と
価
値
の
中
心
と
し
、
神しん
道とう
を
主しゆ
柱ちゆうと
し
、
そ
の
上
に
従
来
か
ら
の
儒じゆ
教きよう
（
人
間
関
係
）
お
よ
び
仏

教
（
生
死
観
）
を
も
っ
て
国
民
道
徳
を
組
み
立
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
警
戒
し
敬けい
遠えん
し
た

イ
ス
ラ
ム
教
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な

か
っ
た

が
、
西
洋
か
ら
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
か
な
り
の
程
度
導
入
し
た
。

こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
幸
運
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
現
在
か
ら
未
来
に
か
け
て
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
済
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
後
に
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
後
の
大
東
亜
戦
争
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、「
敵
を
知
り
己
を
知
る
」「
西
洋
の
芸
術
（
技
術
）
を
知
る
」
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
敵
に
は
己
を
知
ら
せ
な
い
、
不ふ
用よう
意い
に
知
ら
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、「
百ひやく
戦せん
、

危あや
う
し
」
と
な
る
。

日
露
戦
争
で
の
日
本
海
海
戦
が
実じつ
証しようし
た
通
り
、
日
本
海
軍
は
優ゆう
秀しゆう
で
あ
っ
た
。
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
支
援
も
加
わ

っ
て
、
日
本
は
勝
利
し
た
。

歴史は、民族の魂が創造する



し
か
し
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
大
東
亜
戦
争
で
は
、
特
に
海かい
戦せん
で
は
、
相あい
次つ
ぎ
惨ざん
敗ぱい
を
喫きつ
し
た
。
レ
ー
ダ
ー

を
軽けい
視し
し
、
日
本
海
軍
は
ト
ン
・
ツ
ー
電でん
信しん
と
望ぼう
遠えん
鏡きよう
だ
け
と
い
う
「
時じ
代だい
並なみ
」
の
通
信
技
術
に
留とど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
は
進
化
の
精
神
を
欠
く
思
想
の
欠けつ
陥かん
で
あ
っ
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
と
っ
て
、
努ゆめゆ々め
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ

教
訓
で
あ
ろ
う
。

日
本
は
、
敵
ア
メ
リ
カ
に
は
早
く
己
を
知
ら
れ
、
敵
を
知
る
こ
と
は
遅おそ
き
に
失
し
た
。

孫そん
子し
の
兵ひよう
法ほう
」
を
は
じ
め
、
軍ぐん
学がく
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
未
発
達
な
時
代
の
軍
学
な
る
も
の
は
、

抽
象
的
な
文
章
表
現
を
読
む
と
、
知ち
恵え
満まん
載さい
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
用もち
い
方
に
よ
れ
ば
無む
用よう
の
長ちよう
物ぶつ
、
危
険
な
遺い
物ぶつ
に
さ
え

な
る
の
で
は
な
い
か
。
リ
ス
ク
の
捉とら
え
方
に
短たん
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

心こころ意い
気き
は
壮そう
大だい
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
壮
大
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
採
用
す
る
思
想
・
戦
略
・
技
術
が
そ
れ
に
見み
合あ
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
す
れ
ば
、
か
く
な
る
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
大
和
や
ま
と

魂
だましい」

と
い
う
松
陰
先
生
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。
個
人
責
任
の
範はん
囲い
で
の
人
生
な
ら
こ
れ
で
よ
い
け
れ
ど
も
、
国
民
全
体
と
い
う
集

団
で
は
、
無む
暴ぼう
に
、
こ
の
心こころ意い
気き
に
よ
っ
て
行
動
し
、
失
敗
し
て
は
な
ら
ぬ
。「
知
り
な
が
ら
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
で
は
危あぶ

な
い
。
犠ぎ
牲せい
に
な
る
国
民
が
可
哀
想

か
わ
い
そ
う

で
は
な
い
か
。

一いつ
将しよう
巧こう
な
っ
て
万ばん
骨こつ
枯かれ
る
」
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と
い
う
事
態
は
、
将しようと
兵へい
と
人
間
と
し
て
一いつ
体たい
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ど
う
し
て
も
避さ
け
た
い
。
枯か
れ
る
万ばん
骨こつ
、
哀あわ
れ
。

（
二
）
無
知
に
因
る
「
欧
米
モ
ノ
サ
シ
」
史
観
を
修
正
す
る

松
陰
先
生
と
い
え
ど
も
、
時
代
の
子
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
い
わ
ば
未み
完かん
成せい
交こう
響きよう
曲きよく
で
あ
っ
た
。
時
代
の
制せい
約やく
を
免まねか
れ
な

い
人じん
物ぶつ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
。
ど
う
い
う
点
で
か
。

松
陰
先
生
は
、
欧
米
の
帝
国
主
義
諸
国
が
ア
ジ
ア
の
地
域
を
植
民
地
に
し
て
行
く
時
代
に
、
日
本
を
い
か
に
し
て
守
る
か
と

い
う
時
代
の
課
題
、
す
な
わ
ち
「
時じ
務む
」
と
い
う
も
の
を
強きよう
烈れつ
に
意
識
し
て
学
問
し
、
ま
た
行
動
さ
れ
た
。

だ
か
ら
、
迫せま
り
く
る
敵
を
意
識
し
て
、
野や
蛮ばん
な
欧
米

夷い
、
紅こう
毛もう
人じん
と
い
わ
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン

ダ
、
南なん
蛮ばん
と
い
わ
れ
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

を
排はい
撃げき
す
る
と
い
う
意
味
の
「
攘じよう夷い
」
の
方
針
を
強
く
打
ち
出
し

た
の
で
あ
っ
た
。「
攘
夷
」
と
は
、
植
民
地
化
の
拒きよ
絶ぜつ
で
あ
り
、
こ
れ
は
十
九
世
紀
前
半
の
あ
の
時
代
と
し
て
は
当
然
の
結
論

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
明
治
維
新
の
前
後
の
国
論
に
つ
い
て
は
、
中
で
も
攘じよう夷い
の
論
を
ど
う
見
る
か
が
肝かん
腎じん
で
あ
る
。
先
人
の
研
究
書
を

紹
介
し
よ
う
（
難
波
田
春
夫
『
國
家
と
經
濟
』
昭
和
十
六
年
・
一
九
四
一
年
、
第
四
巻
、
八
一
〜
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
）。

ま
ず
、
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
、
西さい
郷ごう
隆たか
盛もり
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
引
か
れ
る
。
西
郷
曰いわ
く
、

歴史は、民族の魂が創造する
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ア
リ
ヤ
手
段
と
云
ふ
モ
ン
ヂ
ヤ
。
尊ソン
王ノウ
攘ジヨウ
夷イ
と
云イ
ふ
の
は
ネ
、
唯タダ
幕
府
を
仆タオ
す
口コウ
實ジツ
よ
、
攘
夷
々
々
と
云
ふ
て
、
他

の
者
を
鼓コ
舞ブ
す
る
斗
リ
ヂ
ヤ
（
薩
摩
藩
士
・
有
馬
藤
太
へ
の
、
西
郷
か
ら
の
答
え
、
ル
ビ
、
句
読
点
追
加
）。

こ
れ
は
、
攘
夷
論
が
維
新
の
初
め
か
ら
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
根こん
拠きよ
と
し
て
、
持
ち
出
さ
れ
る
言
葉
だ
っ
た
と
い
う

が
、
し
か
し
、
西
郷
の
言
う
の
は
正
し
い
か
、「
攘
夷
が
初
め
か
ら
単
な
る
手
段
に
さ
れ
て
い
た
の
か
」、
疑
問
で
あ
る
、
と
難

波
田
先
生
は
述
べ
て
い
る
。

攘
夷
論
を
巡
っ
て
は
、
馬ば
関かん
が
砲
撃
さ
れ
て
長ちよう
州しゆう
が
大
失
敗
し
、
攘
夷
の
不
可
能
な
る
事
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
事

実
が
あ
っ
た
。
人
々
は
、
手
段
で
な
い
感
情
的
な
攘
夷
論
か
ら
、
冷
静
で
一
時
的
な
手
段
と
し
て
の
攘
夷
論
へ
と
、
方
針
を
転

換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
開
国
を
通
じ
て
の
国
防
と
い
う
路
線
の
採
用
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
大おお
隈くま
重しげ
信のぶ
の
言
が
引
か
れ
る
。
大
隈
は
、
こ
の
間かん
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
、
巧たく
み
に
説
明
し
て
い
る
。

鎖
國
ハ
絶
對
ニ
出
來
ナ
イ
、
攘
夷
ナ
ド
ハ
行
ハ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ナ
イ
ト
云
フ
事
ガ
薩サツ
摩マ
ニ
モ
長チヨウ
州シユウニ
モ
分
ツ
テ
居ヲ
ル
、

殊コト
ニ
外
國
ノ
事
情
モ
段
々
了リヨウ
解カイ
サ
レ
テ
來
ル
ト
、
開
國
ハ
止ヤ
ム
ヲ
得
ヌ
、
勢イキホ
ヒ
幕
府
ヲ
苦クルシ
ム
ル
爲
メ
ニ
ハ
難
題
ヲ
以
テ

カ
カ
ル
ヨ
リ
仕
方
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
ノ
デ
、
無
理
ナ
仕
方
ヲ
ヤ
ツ
タ
モ
ノ
デ
…
…

攘
夷
ノ
不
可
能
ナ
ル
コ
ト
ハ
如イ
何カ
ナ
ル
ラン

暴ボウ
人ジン
デ
モ
ヨ
ク
分
ル
、
出
來
ナ
イ
相
談
デ
ア
ル
カ
ラ
先マ
ヅ
外
國
ノ
長チヨウヲ
取
ル

迄マデ
忍シノ
ン
デ
和ワ
ス
ル
、
サ
ウ
シ
テ
國コク
力リヨクヲ
充ジユウ
實ジツ
サ
セ
テ
其
上
デ
外
國
ヲ
膺ヨウ
懲チヤウシ
ヤ
ウ
…
…
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實ジツ
ノ
ト
コ
ロ
盲
目
的
ノ
排
外
思
想
ガ
強
イ
力チカラヲ
有ユウ
シ
テ
居ヲ
ル
カ
ラ
、
之
ヲ
緩カン
和ワ
ス
ル
爲
メ
ニ
其
口コウ
實ジツ
ト
シ
テ
、
先マ
ヅ
和

シ
テ
置
イ
テ
、
國
力
ヲ
充
實
サ
セ
テ
カ
ラ
攘
夷
ヲ
ヤ
ル
、（
下
略
）

明
治
十
年
に
西せい
南なん
の
役えき
で
西
郷
が
敗
れ
た
。
そ
の
僅わず
か
二
年
後
に
大おお
久く
保ぼ
利とし
通みち
が
同
郷
の
薩
摩
人
の
手
で
暗
殺
さ
れ
た
。
大

久
保
は
誕
生
間
も
な
い
乳ち
飲の
み
子ご
で
あ
っ
た
明
治
政
府
の
微び
妙みような
舵かじ
取と
り
を
見み
事ごと
に
果
た
し
た
。
大
久
保
は
、
激げき
昻こう
す
る
征せい
韓かん

論ろん
を
抑おさ
え
、
冷
静
に
国
家
戦
略
を
立
て
た
人
物
だ
が
、「
征
韓
論
に
関
す
る
意
見
書
」（
明
治
六
年
）
を
も
っ
て
、
以
下
の
よ
う

に
当
時
の
征
韓
実
行
に
反
対
し
た
。

日
本
は
、
維
新
後
日
浅
く
、
政
府
の
基
礎
は
定さだ
ま
っ
て
い
な
い
の
に
、
朝
鮮
の
役えき
を
お
こ
す
な
ど
は
、
国
内
の
騒そう
乱らん
を
招まね
き

か
ね
な
い
。

政
府
の
財
政
は
赤
字
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
費
用
の
う
ち
外
国
か
ら
の
借
り
入
れ
に
よ
っ
て
賄まかなう
始し
末まつ
だ
か
ら
、
莫ばく
大だい
な
費

用
を
伴ともなう
外がい
征せい
な
ど
は
不ふ
可か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
急
ぎ
輸
出
産
業
を
興おこ
し
て
外
貨
を
稼かせ
ぎ
、
英
露
を
始
め
外
国
か
ら
の
借
り

入
れ
を
返
済
し
て
、
外
国
か
ら
の
日
本
に
対
す
る
信
用
を
確
保
す
べ
し
。

外
国
と
し
て
は
、
露
（
ロ
シ
ア
）
と
英
国
が
強
力
で
あ
り
、
ま
ず
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
国
力
を
蓄たくわえ
る
事
が
先
決
で
あ
る
。

「
早
く
国
内
の
産
業
を
興
し
輸
出
を
増
加
し
富
強
の
道
」
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
今
は
征せい
伐ばつ
韓かん
の
兵
を
お
こ
す
こ
と
は
で
き

な
い
（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
『
大
久
保
利
通
文
書
』、
第
五
巻
、
五
三
ペ
ー
ジ
以
下
。
難
波
田
春
夫
『
國
家
と
經
濟
』
第
四
巻
、

八
二
ペ
ー
ジ
）。
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維
新
政
府
に
と
っ
て
は
国
防
が
最
大
必ひつ
須す
の
切せつ
迫ぱく
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
武
器
を
生
産
す
る
た
め
の
近
代
産
業
を
構
築
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
西
洋
か
ら
貿
易
に
よ
り
必
要
物
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
外
貨
を
稼かせ
ぐ
輸
出
産
業
を

強
化
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
富ふ
国こく
強きよう
兵へい
と
殖しよく
産さん
興こう
業ぎようと
は
ど
ち
ら
も
後あと
回まわ
し
に
で
き
な
い
車
の
両りよう
輪りん
で
あ
っ
た
。

大
久
保
な
く
し
て
、
も
し
も
西
郷
隆
盛
や
板いた
垣がき
退たい
助すけ
ば
り
の
感
情
的
で
、
血けつ
気き
盛さか
ん
な
征
韓
論
が
政
府
内
で
支
配
し
て
い
た

な
ら
ば
、
日
本
は
「
累るい
卵らん
の
危あや
う
き
」
に
等
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
、
対
外
政
策
に
お
い
て
、
決
し
て
背せ
伸の
び
を
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
に
は
、
カ
メ
や
カ
タ
ツ
ム
リ
の
自じ
重ちようも
必
要
な
時
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
大
久
保
利
通
も
、
征
韓
す
る
こ
と
自
体
が
善
い
こ
と
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
書
で
は
何
も
語
ら
な
い
。
今

は
自
分
た
ち
日
本
の
国
家
が
脆ぜい
弱じやく
で
あ
る
か
ら
外
国
へ
兵
を
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
で
な
い
、
自
分
た
ち
日
本

が
危
な
く
な
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。

ど
う
も
、
大
久
保
は
朝
鮮
を
征せい
伐ばつ
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
道
義
的
に
悪
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
国
力
が
つ

い
た
後
の
将
来
も
行
わ
な
い
方
が
よ
い
、
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
日
本
が
「
西
洋
資
本
主
義
各
国
と
同
列
に
帝

国
主
義
を
実
行
す
る
か
ど
う
か
」
の
善
悪
を
問
う
、
と
い
う
問
題
意
識
は
見
当
た
ら
な
い
。
当
時
は
そ
う
い
う
問
い
を
発
す
る

こ
と
自
体
、
政
府
指
導
者
の
意
識
の
外
に
あ
っ
た
ろ
う
。

今
、
東
ア
ジ
ア
で
は
、
国
際
関
係
の
構こう
図ず
は
当
時
か
ら
あ
ま
り
変
化
し
て
は
い
な
い
。
日
本
に
対
し
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
朝

鮮
と
い
う
三
国
と
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
、
西
欧
と
い
う
諸
関
係
を
い
か
に
構
築
す
る
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

歴史は、民族の魂が創造する



こ
れ
を
考
え
る
と
き
、
明
治
国
家
の
建
設
に
お
い
て
重じゆう
責せき
を
担にな
っ
て
い
た
人
々
の
思
い
は
率
直
で
よ
く
分
か
る
。
国
防
と

海
外
交
易
の
バ
ラ
ン
ス
と
が
、
今
日
で
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
重
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
新
生
日
本
国
家
の
死し

活かつ
的てき
生せい
命めい
線せん
で
あ
っ
た
。
大
幅
な
国
際
収
支
の
黒
字
を
溜た
め
込
ん
だ
現
代
日
本
か
ら
す
れ
ば
、
遠
い
国
の
事
で
あ
る

と
は

い
え
、
潜
在
的
な
飢き
餓が
の
可
能
性
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
戦
争
で
石
油
が
止
ま
っ
た
ら
息いき
の
根ね
が
断た
た
れ
る
。
油○
断
大
敵
。

だ
か
ら
、
安
全
保
障
問
題
は
、
今
も
、
こ
れ
か
ら
も
、
重
要
さ
は
減
少
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
認
識
は
、
軍
国
主
義
の
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
平
和
主
義
の
も
の
で
あ
る
。
食
う
こ
と
と
、
身
を
守
る
こ
と
と
は
、
未み
来らい
永えい
劫ごう
に
無
く
な
ら
な
い
宿しゆく
命めい

な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
で
あ
る
。
維
新
当
時
の
攘
夷
論
に
疑
問
を
呈てい
す
る
人
も
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
う
方
々
は
、
松
陰
先
生
の
思
想
は
、
対
外
侵
略
へ
の
危
険
な
性
質
を
秘
め
て
い
た
、
と
批
判
な
さ
る
。
日
本
は
「
神

国
」
で
あ
る
と
い
う
神
国
日
本
絶
対
主
義
と
帝
国
主
義
的
傾
向
と
が
結
び
つ
い
て
、
後
に
八はつ
紘こう
一いち
宇う
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
思
想

を
持
つ
に
到
っ
た
の
だ
と
批
判
さ
れ
る
。

松
陰
先
生
は
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
と
南
方
へ
の
進
出
論
を
狂きよう
的てき
に
主
張
し
た
、
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
松
陰
先
生

の
論
に
つ
い
て
は
、
下
程
勇
吉
『
吉
田
松
陰
の
人
間
学
的
研
究
』（
廣
池
学
園
出
版
部
）「
万
国
そう

撫ぶ
論
」、
三
三
四
ペ
ー
ジ
以

下
の
批
判
を
参
照
。

実
は
、
こ
こ
に
は
、
私
も
含
め
た
大
東
亜
戦
争
に
負
け
た
「
敗
戦
世
代
」
の
抱かか
え
る
心しん
的てき
外がい
傷しょう
後ご
症しよう
候こう
群ぐん
の
存
在
を
感
じ

モラロジー研究 No.63,2009



る
。
こ
の
種
の
批
判
に
は
、
注
意
す
べ
き
錯さく
誤ご
が
隠かく
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
一
国
平
和
主
義
と
い

う
絶
対
の
理
想
論
に
立
っ
て
、
歴
史
の
「
後
か
ら
」、
こ
の
よ
う
に
文もん
句く
を
つ
け
る
の
は
た
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
。人

は
「
時
代
の
流
れ
」
と
い
う
大たい
勢せい
の
中
に
生
き
る
者
で
あ
り
、
大
勢
に
逆さか
ら
う
者
は
滅ほろ
ぶ
。

も
し
も
、
日
本
が
無
防
備
平
和
論
に
浸ひた
っ
て
軟なん
弱じやく
と
な
り
、
ロ
シ
ア
艦かん
隊たい
に
負
け
て
い
た
な
ら
ば
、
賠ばい
償しよう
と
し
て
東
北
や

北
海
道
く
ら
い
は
む
し
り
取
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
他
の
欧
米
列
強
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
侵
略
に
狙ねら
い
を
つ
け
て
着ちやくち々やくと

行
動
し
て
い
た
の
が
、
当
時
の
ロ
シ
ア
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
七
、
八
世
紀
よ
り
こ
の
方かた
、
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
獲かく
得とく
し
た

広
大
な
領
土
を
最もつとも
失
っ
て
い
な
い
の
は
ロ
シ
ア
国
家
な
の
で
あ
る
。

何
し
ろ
、
ウ
ラ
ル
山
脈
以い
西せい
に
住
ん
で
い
た
ロ
シ
ア
人
が
、
西
は
バ
ル
ト
海
か
ら
、
東
は
ベ
ー
リ
ン
グ
海
ま
で
の
広
大
な
シ

ベ
リ
ア
を
全
部
領りよう
有ゆう
し
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
地
球
社
会
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
。

シ
ベ
リ
ア
に
は
、
強
大
な
帝
国
主
義
の
侵
略
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
一
七
〇
七
年
、
ロ
シ
ア
は
カ
ム
チ
ャ
ッ

カ
を
占
領
し
て
い
る
。

今
で
も
ロ
シ
ア
人
の
国
家
は
、
日
本
の
北
方
領
土
の
よ
う
に
、
不
法
に
占
領
し
た
他
国
の
小
さ
な
島
で
さ
え
、
な
ん
だ
か
ん

だ
と
い
っ
て
、
返
そ
う
と
も
し
な
い
で
は
な
い
か
。
世
の
歴
史
学
者
の
一
部
の
人
々
が
、
こ
う
い
う
他
国
の
圧
倒
的
な
侵
略
の

事
実
を
無
視
し
て
、
明
治
以
後
の
日
本
の
動
き
だ
け
を
「
軍
国
主
義
」「
侵
略
主
義
」
だ
と
決
め
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
世
界
史

歴史は、民族の魂が創造する



の
進しん
運うん
に
対
す
る
無む
知ち
で
あ
り
偏へん
見けん
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

十
五
、
六
世
紀
以
来
の
北
米
や
南
米
大
陸
に
お
い
て
、
最
近
で
は
オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
い
て
、
土ど
着ちやく
原げん
住じゆう
民みん
に
対
し
て
、
欧

州
白
人
の
行
っ
た
侵
略
に
つ
い
て
反
省
が
起
こ
っ
て
い
る
。

吉
田
松
陰
先
生
の
こ
と
に
戻
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
下
の
当
時
、
欧
米
帝
国
主
義
の
嵐あらしの
中
で
、
海
外
を
見
た
こ
と
も
な
い

一
人
の
軍ぐん
学がく
研
究
者
が
吉
田
青
年
な
の
で
あ
っ
た
。
帝
国
主
義
を
行
っ
て
い
た
欧
米
と
い
う
夷い
狄てき

野や
蛮ばん
人じん

を
撃う
ち
払はら

い
、「
聖せい
人じん
の
理
想
に
基
づ
く
統
治
を
広
げ
る
」
と
い
う
、
意
図
は
純じゆん
粋すい
だ
が
幾いく
分ぶん
幼よう
稚ち
な
も
の
だ
っ
た
。
ペ
リ
ー
の
船
に
乗

せ
て
も
ら
い
、
海
を
越
え
て
海
外
を
見
た
い
、
と
い
う
志
こころざし

（
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
）
を
、
彼
は
抱いだ
い
た
の
だ
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
中
国
の
古
典
し
か
学
ん
で
い
な
か
っ
た
吉
田
青
年
は
、
当
然
古
代
中
国
の
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
考
え
も
学
ん
で

い
て
、
他
意
な
く
そ
う
い
う
言
葉
を
用もち
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
批
判
し
て
も
無
理
と
い
う
も
の
。

そ
も
そ
も
、
八
紘
と
い
い
一
宇
と
い
う
の
も
、
ど
ん
な
意
味
内
容
を
込
め
る
も
の
か
。
い
ろ
い
ろ
な
立
場
は
あ
る
が
、
こ
れ

は
古
代
中
国
大
陸
（
東
ア
ジ
ア
大
陸
）
の
先
人
の
使
っ
た
言
葉
で
あ
り
、「
広
い
範
囲
の
人
々
が
一
つ
の
空
の
下
に
平
和
裡り
に

ま
と
ま
っ
て
暮
ら
す
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
反
省
点
が
あ
る
。「
海
を
渡
る
」「
海
外
か
ら
く
る
」
と
い
う
行
動
は

侵
略
と
し
て
す
ぐ
に
批
判
さ
れ
る
が
、「
陸
続
き
」
で
の
進
出
行
動
は
侵
略
と
し
て
批
判
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ
。

歴
史
上
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
歴
代
皇
帝
た
ち
が
他
国
に
攻せ
め
入
る
と
い
う
行
動
は
、『
三さん
国ごく
志し
』
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
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「
中ちゆう
原げん
鹿しか
を
追
う
」
な
ど
と
い
っ
て
引ひ
っ
切
り
な
し
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
、
誰だれ
も
そ
れ
を
侵
略
行
動
と
は
見
て

い
な
い
よ
う
だ
。
が
、
そ
れ
は
お
か
し
い
。
そ
う
し
た
点
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
帝
国
主
義
」
の
見
方
の
変へん
更こう
を
求
め

る
の
で
あ
る
。

吉
田
青
年
が
懸けん
命めい
に
学
ん
だ
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
大
陸
の
古
典
文
書
に
は
、
た
し
か
に
古
代
以
来
の
武
力
に
よ
る
領
土
の
拡

張
と
し
て
の
帝
国
主
義
の
記
録
が
満まん
載さい
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
高
名
な
諸しよ
葛かつ
孔こう
明めい
（
一
八
一
〜
二
三
四
）
で
さ
え
、
魏ぎ
呉ご
蜀しよくの
三み

つ
巴どもえの
中
で
、
蜀しよくの
国
の
帝
国
主
義
行
動
の
た
め
に
、
懸
命
に
知
恵
を
し
ぼ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
一
人
の
優
秀

な
る
軍ぐん
師し
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

帝
国
主
義
と
い
う
の
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
「
資
本
主
義
の
最
高
か
つ
最
後
の
段
階
」
と
述
べ
た
よ
う
な
種
類
の
近
代
資
本
主
義

と
併
行
す
る
「
帝
国
主
義
」
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
か
ら
、
大
国
を
築
い
た
民
族
に
は
つ
き
も
の
の
行
動
な
の
で

あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
も
、「
神
に
認
め
ら
れ
る
」
と
自
分
た
ち
が
考
え
る
限
り
、「
自
由
」
の
旗
を
振
り
か
ざ
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆く

使し
し
て
、「
自
ら
の
建
国
の
理
想
」
を
全
世
界
に
広
げ
る
こ
と
を
国こく
是ぜ
と
す
る
。
そ
れ
も
一
つ
の
「
帝
国
国
家
」
の
作さ
法ほう
な
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
が
「
理
念
の
帝
国
」
だ
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
欧
米
列
強
の
当
時
の
思
想
を
調
べ
て
、
彼
ら
が
ど
う
い
う
意
図
で
外
地
に
進
出
し
て
い
た
か
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
近
代
日
本
の
行
動
も
そ
の
世
界
史
の
大
勢
の
中
に
位
置
づ
け
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

歴史は、民族の魂が創造する
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欧
米
だ
け
が
「
民
衆
の
力
に
よ
る
下
か
ら
の
自
然
発
生
的
で
理
想
的
な
近
代
化
」
を
成
し
遂と
げ
、
他
の
国
、
特
に
ア
ジ
ア
辺へん

境きようの
日
本
の
近
代
化
な
ど
は
歪ゆが
ん
だ
近
代
化
で
あ
っ
て
、
上
か
ら
強きよう
権けん
的てき
に
行
わ
れ
た
近
代
化
で
あ
っ
た
か
ら
よ
く
な
い
、

な
ど
と
い
う
事
実
に
反
す
る
平
和
ぼ
け
的
な
歴
史
論
は
、
現
場
を
知
ら
な
い
書しよ
斎さい
学
者
の
説
で
あ
り
、
も
は
や
通
用
す
ま
い
。

そ
も
そ
も
比
較
の
方
法
論
が
誤
り
だ
。

欧
米
で
も
、
そ
の
よ
う
な
下
か
ら
の
平
和
的
な
近
代
化
な
ど
全
然
、
事
実
で
は
な
か
っ
た
。

欧
米
列
強
は
、
同
時
進
行
的
に
植
民
地
を
作
り
な
が
ら
、
国
内
の
経
済
発
展
、
つ
ま
り
資
本
主
義
形
成
を
行
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
を
ま
さ
に
レ
ー
ニ
ン
が
『
帝
国
主
義
論
』（
一
九
一
六
）
の
中
で
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
世
界
史

の
「
事
実
を
見
よ
」
と
言
い
た
い
。
歴
史
の
学
習
は
何
よ
り
事
実
を
見
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
想
論
も
思
想
の

一
つ
で
あ
り
、
思
想
も
事
実
の
一
つ
、
心しん
実じつ
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
心
の
事
実
と
し
て
の
心
実
で
あ
り
、
素そ
実じつ
で
も
真しん

実じつ
で
も
な
い
。
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
私
は
、
こ
う
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
で
も
、
旧きゆう
来らい
の
愚おろ
か
な
帝
国
主
義
を
繰く
り
返
せ
、
と

言
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
武
力
に
よ
り
領
土
を
拡
張
せ
よ
、
な
ど
と
言
う
の
で
は
毛もう
頭とう
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
平
和
的
な
方

法
で
地
球
上
の
恵
み
を
活
用
す
る
道
を
、
各
国
と
も
皆
で
考こう
案あん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
か
く
、
松
陰
先
生
は
、
作
曲
家
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
流
に
い
う
と
、
未
完
成
交
響
曲
で
あ
っ
た
の
だ
。

歴史は、民族の魂が創造する



い
く
ら
天
才
と
は
い
え
、
三
十
歳
弱じやく
で
人
生
を
終
わ
っ
た
の
で
、
も
し
七
十
、
八
十
歳
ま
で
ご
存ぞん
命めい
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

と
惜お
し
ま
れ
る
。

幕
府
の
刑けい
吏り
に
よ
っ
て
、
明めい
治じ
維い
新しん
の
明
け
る
数
年
前
に
、
小こ
塚づか
原つぱら
に
て
首
を
刎は
ね
ら
れ
る
と
い
う
非
運
に
出
会
っ
た
。

そ
の
お
陰
で
、
時
代
が
攘
夷
か
ら
開
国
に
向
か
う
と
い
う
大だい
回かい
天てん
の
様さま
を
、
松
陰
先
生
は
ご
自
分
の
肉にく
眼がん
で
見み
届とど
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
ま
で
の
攘
夷
思
想
を
捨
て
る
こ
と
を
書
き
遺
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
悲
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
人
は
少
し
で
も
長
命
で
あ
り
た
い
。

君くん
子し
豹ひよう
変へん
す
」
と
い
う
。
も
し
も
、
松
陰
先
生
が
維
新
を
超
え
て
生
き
永なが
ら
え
て
お
ら
れ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
い
ち
早

く
攘
夷
論
か
ら
開
国
論
へ
と
、
移
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
推すい
察さつ
さ
れ
る
。
君
子
は
、
時
代
遅
れ
の
自
説
に
固こ
執しつ
せ
ず
、
た
え

ず
、
時
の
流
れ
の
中
に
真
理
を
現うつ
し
て
い
く
。

自
然
科
学
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
の
学
問
や
思
想
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
天
才
で
も
、
い
や
天

才
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
は
強
く
時
代
の
子
な
の
で
あ
る
。

天
才
は
、
時
代
の
最
高
最
深
の
問
題
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
で
は
時
代
に
制せい
約やく
さ
れ
る
。
自
然
科
学
で
も
、

幾
分
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
。
空
中
か
ら
チ
ッ
ソ
（
Ｎ
）
を
取
り
出
し
て
肥
料
を
つ
く
る
方
法
を
開
発
し
た
の
は
、
資
源
の
制

約
と
い
う
時
代
状
況
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
科
学
（
化
学
）
の
成
果
だ
っ
た
。

人
類
の
国
家
社
会
は
時
と
と
も
に
動
い
て
行
く
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
人
の
解
答
は
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
制
約
を
帯お
び
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る
こ
と
に
な
る
。
時
代
の
制
約
を
帯
び
な
が
ら
も
、
そ
の
中
に
永
遠
の
真
理
に
つ
な
が
る
一ひと
筋すじ
の
道
を
貫かん
徹てつ
す
る
な
ら
ば
、
個

人
も
歴
史
に
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
人
物
が
「
千せん
載ざい
青せい
史し
に
名な
を
遺のこ
す
」
の
で
あ
る
。

（
三
）
帝
国
主
義
を
い
か
に
乗
り

え
る
か

ど
う
も
、
日
本
の
歴
史
認
識
に
と
っ
て
は
、
二
十
一
世
紀
の
頭あたま
に
立
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
、
世
界
史
の
地
平
か
ら
、
侵

略
・
拡
張
の
理
解
の
仕
方
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
海
の
中
に
浮
か
ぶ
島しま
国ぐに
根こん
性じよう
的てき
な
見

方
を
こ

え
て
、
地
球
全
体
を
見
渡
す
も
の
へ
と
弘ひろ
げ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
通つう
念ねん
を
改
め
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欧
米
先
進
国
に
は
帝
国
主
義
な
し
の
理
想
的
、
平
和

的
な
資
本
主
義
の
発
達
が
あ
り
、
後
発
国
、
日
本
資
本
主
義
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
通
念
で
あ
る
。
こ
の
自じ

虐
ぎやく

的てき
で
、
世
界
史
の
事
実
に
反
す
る
誤
っ
た
思
い
込
み
を
捨
て
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

私
自
身
、
一
九
六
〇
年
か
ら
の
学
生
時
代
に
は
、
欧
米
の
資
本
主
義
の
発
展
は
自し
然ぜん
で
あ
り
、
自じ
生せい
的てき
で
あ
り
、
平
和
的
で

あ
り
、
理
想
的
で
あ
る
が
、
他
方
「
日
本
の
資
本
主
義
の
発
達
は
歪ゆが
ん
で
い
た
」、
国
家
権
力
が
富ふ
国こく
強きよう
兵へい
の
た
め
に
上
か
ら

強
制
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
趣しゆ
旨し
の
資
本
主
義
発
達
論
、
西
洋
経
済
史
論
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
。

そ
う
い
う
も
の
し
か
大
学
の
講
義
で
学
ば
な
か
っ
た
世
代
の
一
人
で
あ
る
。
幼よう
稚ち
な
頭
で
あ
っ
た
か
ら
、
現
実
も
そ
の
通
り

だ
っ
た
と
思
い
込
ん
で
来
た
。
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こ
の
分
野
で
戦
後
日
本
の
世
論
を
リ
ー
ド
し
て
来
た
思
想
、
そ
の
最さい
高こう
峰ほう
た
る
も
の
は
東
大
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
東
大
の
大おお

塚つか
久ひさ
雄お
教
授
の
西
洋
経
済
史
論
は
、
当
時
と
し
て
は
、
そ
の
種
の
優
れ
た
学
説
の
筆ひつ
頭とう
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
は
現
実
で
は
な
く
、
理り
念ねん
型けい

現
実
の
も
の
で
な
く
理
論
上
の
構
築
物

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
やゝ

も

す
る
と
、
こ
の
理
念
型
を
理
想
型

最
も
望のぞ
ま
し
い
善ぜん
な
る
も
の

と
す
る
か
ら
、
現
実
と
置
き
換か
え
、
現
実
だ
と
思
い

込
ま
せ
る
。
こ
れ
が
、
優すぐ
れ
た
心
理
的
効
果
を
、
若
い
学
徒
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

発
展
の
理
想
的
標
準
は
、
す
べ
か
ら
く
欧
米
近
代
な
る
も
の
に
、
し
か
し
そ
の
「
非
現
実
」
に
、
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

（『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
岩
波
書
店
）。
こ
れ
を
私
は
、
欧
米
モ
ノ
サ
シ
主
義
と
名
付
け
た
い
。

そ
の
威い
力りよく
は
、
同
じ
く
東
大
に
お
け
る
丸まる
山やま
眞まさ
男お
教
授
の
「
日
本
政
治
思
想
史
」
の
政
治
学
の
放はな
つ
威い
力りよく
と
同
様
で
あ
っ

た
。
丸
山
先
生
の
『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
新
書
）
は
、
こ
の
点
、
手て
頃ごろ
で
必ひつ
見けん
の
書
で
あ
る
。
今
で
も
、
大
学
に
は
、
そ
う

い
う
歴
史
論
を
保ほ
持じ
す
る
人
々
が
沢たく
山さん
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

荒
々
し
い
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
、
帝
国
主
義
と
植
民
地
支
配
を
先
に
行
っ
た
張ちよう
本ほん
人にん
は
欧
米
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
先
に
予
告
し
た
よ
う
に
、
世
界
史
を
理
解
す
る
と
き
の
、
逃のが
せ
な
い
重
要
な
注
意
条
項
が
あ
る
こ
と
を
申
し
あ

げ
た
い
。
そ
れ
は
、「
帝
国
主
義
」
と
い
う
も
の
を
、
地
理
的
に
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
理
解
し
て
お
か
な
い
と
、
特
に
十
九
、
二
十
世
紀
の
日
本
の
対
外
行
動
だ
け
に
対
し
、
無
理
な
批
判

を
加
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
以
下
の
点
に
関
す
る
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
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①
陸
続
き
の
大
陸
に
お
け
る
帝
国
主
義
を
見み
逃のが
さ
な
い

世
界
史
上
、
大
国
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
異
な
る
民
族
を
征せい
服ふく
し
統とう
合ごう
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
々
的

に
侵
略
と
帝
国
主
義
を
行
っ
た
成せい
果か
で
あ
る
。

一
、
隣
の
東
ア
ジ
ア
大
陸
上
の
帝
国

歴
代
の
帝てい
王おう
た
ち
に
よ
る
領
土
支
配
（
秦しん
、
漢かん
、
隋ずい
、
唐とう
、
宋そう
、
元げん
、
明みん
、
清しん
な

ど
）。

二
、
ロ
シ
ア
帝
国
・
ソ
連
帝
国

近
世
で
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配
と
シ
ベ
リ
ア
征
服
と
ア
ジ
ア
大
陸
周

辺
へ
の
侵
略
。

三
、
イ
ス
ラ
ム
帝
国

イ
ン
ド
亜
大
陸
上
や
ア
ラ
ブ
・
地
中
海
地
域
で
興こう
亡ぼう
し
た
。

四
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

小
さ
な
十
三
州
か
ら
出
発
し
、
開
拓
と
称しようし
て
西
部
へ
と
領
土
を
拡
張
し
た
（
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ

ン
、
ハ
ワ
イ
や
グ
ア
ム
ま
で
取
り
込
ん
だ
）。

こ
れ
ら
は
悉
ことごとく

、
陸
続
き
の
舞
台
上
で
の
一
大
侵
略
行
為
で
あ
り
、
す
べ
て
正しよう
真しん
正しよう
銘めい
の
帝
国
主
義
な
の
で
あ
る
。

古
く
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
カ
エ
サ
ル
（
前
一
〇
二
〜
前
四
四
）『
ガ
リ
ア
戦せん
記き
』（
岩
波
文
庫
版
あ
り
）
を
読
め
ば
よ
い
。
こ

れ
は
、
ト
ッ
プ
の
カ
エ
サ
ル
将
軍
自
身
に
よ
る
微び
細さい
に
わ
た
る
戦
記
で
あ
る
が
、「
陸
続
き
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
上
に
お
け

る
領
土
拡
張
の
記
録
で
あ
り
、
古
代
帝
国
主
義
の
記
録
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
国
の
正
史
『
日
本
書
紀
』
の
記
録
も
、
決
し
て
平
和
極
ま
り
な
い
大
和
国
家
の
成
立
と
い
っ
た
も
の
で
は
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な
く
、
一
面
で
大
和
政
権
に
よ
る
出
雲
、
九
州
、
東
北
へ
の
領
土
拡
張
の
記
録
な
の
で
あ
る
。

神
武
天
皇
の
東とう
征せい
も
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
尊みことの
活かつ
躍やく
も
、
猫
の
額ひたいの
よ
う
な
小
さ
い
土
地
な
が
ら
、
や
は
り
こ
の
日
本
列
島

上
に
お
け
る
帝
国
主
義
的
な
支
配
拡
張
の
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
坂さかの
上うえの
田た
村むら
麻ま
呂ろ
（
七
五
八
〜
八
一
一
）
は
、
さ
し
ず
め

大
和
朝
廷
国
家
の
カ
エ
サ
ル
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

陸
奥
の
蝦
夷
え
み
し

に
つ
い
て
は
、
北きた
上かみ
川がわ
流りゆう
域いき
の
一
大
平
野
を
根こん
拠きよ
と
し
胆い
沢さわ
を
中
心
に
強
大
な
軍
事
力
を
誇ほこ
っ
た
大
墓
公

（
オ
オ
モ
ノ
キ
ミ
）、
阿

流
為
（
ア
テ
ル
イ
）
が
い
て
、
延えん
暦りやく
二
十
（
八
〇
一
）
年
、
坂さかの
上うえの田た
村むら
麻ま
呂ろ
に
よ
り
や
っ
と
の
こ

と
征せい
討とう
さ
れ
た
（『
水
沢
市
史
』
第
一
巻
、
七
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
九
州
か
ら
近きん
畿き
に
至
る
地
域
の
歴
史
は
、
古
す

ぎ
て
記
録
が
少
な
く
、
国
家
統
合
・
国
造
り
の
筋すじ
道みち
を
知
る
に
は
、
東
北
の
古
代
史
が
好こう
適てき
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
東
北
の
各
地
方
史
に
お
け
る
古
代
史
の
記
述
で
は
、
残
念
な
こ
と
に
考
古
学
上
の
発
掘
資
料
と
情
報
が
「
神
の
手
」

を
も
っ
た
Ｆ
氏
に
よ
り
汚お
染せん
さ
れ
偽ぎ
造ぞう
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
今
後
大
幅
な
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
考
古
学
が
扱
え
る

情
報
は
限
ら
れ
て
い
て
、
文ぶん
献けん
と
伝でん
承しようの
情
報

そ
れ
と
て
も
政
治
的
文
化
的
に
歪ゆが
め
ら
れ
た
心
実
の
作
用
を
う
け
る

が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
考
古
学
発
掘
の
情
報
の
汚
染
は
、
早さつ
急きゆうに
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

東
北
の
蝦
夷
の
場
合
の
み
で
な
く
、
近
畿
地
方
以い
西せい
の
古
代
史
で
も
、「
神
の
手
」
は
介かい
入にゆう
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
政
治

的
・
文
化
的
な
「
大
和
を
高
く
、
辺へん
境きよう
を
低
く
見み
做な
す
」
態
度
、
あ
る
い
は
学
問
上
の
偏へん
見けん
に
染
ま
っ
た
も
の
は
あ
り
得
る

か
ら
、
絶
え
ざ
る
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
素そ
実じつ
の
扱あつかい
に
は
、
細さい
心しん
の
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。

モラロジー研究 No.63,2009



民
族
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
は
面
白
い
偏
見
が
潜ひそ
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
中
で
陸
続
き
の
舞
台
で
は
、
他
民

族
の
住
む
と
こ
ろ
ま
で
領
土
を
拡
張
し
た
国
家
や
そ
の
支
配
的
民
族
の
行
為
が
、
帝
国
主
義
支
配
、
植
民
地
支
配
だ
と
思
わ
れ

な
い
傾
向
が
あ
る
。

だ
が
、
実じつ
質しつ
は
他
民
族
へ
の
支
配
で
あ
り
、
帝
国
主
義
行
動
な
の
で
あ
る
。
近
代
、
現
代
で
も
、
旧
ソ
連
や
中
国
な
ど
、
そ

う
い
う
行
為
を
続
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
国
家
が
存
在
し
て
い
る
が
、
概がい
し
て
植
民
地
支
配
で
あ
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
な
い
ま

ま
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
人
類
の
移
住
行
動
は
す
べ
か
ら
く
帝
国
主
義
侵
略
と
い
う
側
面
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
人

類
の
「
い
の
ち
」
の
動
き
方
の
一
面
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
植
民
地
拡
張
で
あ
り
帝
国
主
義
行
動
で
あ
る
と
容
易
に
分
か
り
、
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
ス
ペ

イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
ア
ラ
ブ
、
中

南
米
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
各
地
で
の
海
外
植
民
地
の
支
配
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
る
ハ
ワ
イ
、
ア
ッ
ツ
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
グ
ア
ム
な
ど
太
平
洋
上
の
島とう
嶼しよ
地
域
の
征
服
、
そ
れ
に
欧

米
列
強
に
遅
れ
た
が
日
本
に
よ
る
台
湾
、
朝
鮮
半
島
支
配
な
ど
も
あ
る
。

そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
け
る
、
清
朝
・
中
華
民
国
・
共
産
中
国
の
、
周
辺
民
族
へ
の
侵
略
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
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②
帝
国
主
義
を
越
え
る
平
和
な
道
は
何
か

帝
国
主
義
と
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
結
局
武
力
を
用
い
て
の
土
地
と
そ
の
富
の
支
配
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
土
地
の
資

源
と
実
り
を
獲
得
し
、
そ
こ
に
住
む
他
民
族
を
搾さく
取しゆ
す
る
こ
と
に
あ
る

他
面
、
文
明
や
文
化
の
移い
植しよく
も
行
い
、「
文
明
化

作
用
」
な
ど
と
称しようす
る
。
そ
れ
は
、
地
球
上
の
資
源
と
実
り
を
武
力
と
戦
争
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
方
法
で
あ
る
。「
資
本
主

義
の
最
高
段
階
の
行
動
」
と
し
て
の
み
、
帝
国
主
義
を
規き
定てい
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
や
り
方
は
、
世
界
史
の
全
体
を
理
解
す
る
も
の

で
は
な
い
。

こ
れ
か
ら
は
、
帝
国
主
義
で
な
く
、
武
力
に
よ
ら
な
い
交こう
易えき
通つう
商しよう
つ
ま
り
市
場
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
自
分
が
持
た
な
い

も
の
を
手
に
入
れ
、
自
分
が
造
っ
た
も
の
を
販
売
し
て
、
お
互
い
に
満
足
し
な
が
ら
豊
か
に
な
ろ
う
と
い
う
方
法
が
望
ま
し

い
。
こ
れ
を
広
い
意
味
で
の
互ご
恵けい
制せい
（recip

ro
city

）
と
い
い
、
相そう
利り
共きよう
生せい
の
方
法
で
あ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
市
場
経
済

の
ル
ー
ル
が
普ふ
及きゆうす
る
が
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

今
後
、
人
類
が
手
に
入
れ
た
い
物
は
変
化
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
手
に
入
れ
る
方
法
も
変
化
す
る
。
大
地
か
ら
の
恵
み
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
情
報
と
い
う
も
の
が
資
源
と
な
る
。
情
報
と
は
、
他よ
所そ
や
他
人
に
な
い
「
差さ
異い
」
を
帯お
び
た
知
識
と
か
知
恵

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
情
報
を
通
じ
合
う
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
こ
れ
ま
で
の
武
力
や
戦
争
に
代
わ
っ
て
働
く
。

さ
ら
に
情
報
を
生
み
出
す
人
も
、
資
源
と
な
る
。
ま
さ
し
く
中
国
が
そ
れ
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
人
口
が
大
資
源
と
な

る
。
昔
は
大
人
口
は
消
費
ば
か
り
す
る
も
の
で
、
発
展
の
足
を
引
っ
張
る
と
思
わ
れ
た
が
、
今
は
資
源
と
な
っ
た
。
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技
術
も
、
人
も
、
簡
単
に
移
動
す
る
。
人
と
は
情
報
で
あ
る
。
そ
し
て
、
情
報
の
容い
れ
物
が
頭ず
脳のう
で
あ
る
。
一
切
は
頭
脳
の

産
物
な
り
（
養
老
孟
司
『
唯
脳
論
』
青
土
社
、
参
照
）。

頭
脳
が
、
情
報
化
時
代
の
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。
頭
脳
が
動
け
ば
、
人
が
移
動
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。「
頭
脳
労
働
を

す
る
人
」
の
移
動
が
、
機
械
や
製
造
工
場
の
移
動
と
同
じ
に
な
る
。

さ
ら
に
、
頭
脳
や
人
が
、
移
動
す
る
よ
り
、
情
報
自
体
が
電
磁
気
に
乗
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
を
移
動
す
る
。

こ
れ
か
ら
の
人
類
の
世
界
シ
ス
テ
ム
作
り
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
土
地
と
そ
こ
に
住
む
人
を
支
配
す
る
帝
国
主
義
と
い

っ
た
野や
蛮ばん
な
方
法
を
乗の
り
こ

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
い
帝
国
主
義
の
思
想
も
、
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
や
や
も
す
れ
ば
、
領
土
争
い
と
い
う
古
い
帝
国
主
義
に
代かわ
っ
て
、
情
報
の
帝
国
主
義
が
発
展
す
る
か
も
知
れ
な

い
。

武
器
は
特
許
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、
そ
し
て
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
、
舞
台
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
。

わ
れ
わ
れ
は
、
情
報
に
よ
っ
て
他
人
を
陥
おとしいれ

る
行
動
を
排
除
し
な
が
ら
、
平
和
的
で
建
設
的
な
方
法
と
し
て
、
市
場
シ
ス
テ

ム
を
改
善
し
活
用
し
て
行
き
た
い
も
の
だ
。

（
四
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
へ
の
被
害
者
意
識
か
ら
脱
け
出
る

さ
て
、
現
代
、
九
・
一
一
テ
ロ
以
来
、
日
本
を
含
め
て
世
界
中
に
、
正
義
は
わ
れ
に
あ
り
、
相
手
に
は
身
に
も
心
に
も
悪あく
魔ま

が
住
む
ぞ
、
と
い
う
黒こく
白びやく
歴
史
論
が
再
び
勢
い
を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
は
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
誰
が
シ
ロ
か
、

ク
ロ
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
点
、
東
西
冷
戦
時
代
に
は
、
誰
が
味
方
で
誰
が
敵
か
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス

歴史は、民族の魂が創造する



主
義
・
社
会
主
義
・
共
産
主
義
か
、
そ
れ
に
反
対
す
る
陣
営
か
、
と
。

今
は
そ
の
関
係
が
崩くず
れ
て
、
新
た
な
敵てき
捜さが
し
・
悪あく
魔ま
捜さが
し
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
、

自
分
が
苦
し
む
の
は
、
昔
、
誰
々
が
あ
の
と
き
、
自
分
に
対
し
て
あ
あ
し
た
か
ら
だ
」

と
い
っ
て
、
自
分
の
苦
し
み
の
原
因
や
犯
人
を
、
自
分
の
中
に
で
は
な
く
、
他
者
の
中
に
求
め
る
。
特
に
、
過
去
の
歴
史
の
中

の
他
者
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
現
在
に
生
き
る
そ
の
子し
孫そん
に
謝しや
罪ざい
を
要
求
し
続
け
る
こ
と
も
あ
る
。

日
本
で
は
、
ど
う
し
て
も
心
が
過
去
に
向
か
う
。
特
に
最
近
は
、
復ふつ
古こ
論ろん
と
反はん
米べい
意
識
と
が
再
び
台
頭
し
て
い
る
よ
う
だ
。

か
つ
て
の
占
領
政
策
と
そ
れ
を
進
め
た
連
合
国
の
中
心
た
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
、
特
に
連
合
国
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（
一
八
八
〇
〜
一
九
六
四
）
へ
の
、
反
感
の
混
ざ
っ
た
「
ぼ
や
き
」
が
聞
か
れ
る
。

悪わる
者もの
・
悪あく
魔ま
捜さが
し
が
、
占
領
政
策
に
目
を
つ
け
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
統とう
治ち
下か
で
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
批
判
を
行
っ
て
い
た
勇
気
あ
る
少
数
の
人
々
は
別
で
あ
る
が
、
左
派
だ
け
で
は
な
く
か
え
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
賛さん
美び
し
て

い
た
筈はず
の
保
守
派
に
も
、
反
米
感
は
多
い
。

自
分
た
ち
日
本
人
は
、
強
圧
的
な
占
領
の
下
で
、
有う
無む
を
言
わ
せ
ず
骨ほね
抜ぬ
き
に
さ
れ
、
心
も
弱じやく
体たい
化か
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
、

現
代
の
日
本
民
族
の
苦く
境きようと
心
の
迷
い
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
起き
因いん
す
る
、
と
。

日
本
自
身
の
中
に
は
悪
は
な
い
。
外
か
ら
来
た
、
と
。

こ
の
傾
向
は
、
甘
え
の
反
米
感
情
と
く
っ
つ
い
た
被
害
者
意
識
（
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
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政
府
や
韓
国
政
府
な
ら
、
文
句
を
言
え
ば
、
い
ち
い
ち
反
論
さ
れ
る
の
で
用
心
す
べ
き
だ

入
国
ビ
ザ
に
も
障さわ
る

が
、

ア
メ
リ
カ
は
放
任
し
て
取
り
合
わ
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
解
消
法
と
し
て
、
ぼ
や
き
を
向
け
や
す
い
。

今
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
右
も
左
も
、
ア
メ
リ
カ
に
向
か
っ
て
、「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
対
日
占
領

政
策
は
日
本
へ
の
加か
害がい
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
占
領
政
策
が
も
た
ら
し
た
日
本
側
へ
の
害がい
毒どく
を
言
い
立
て
、
占

領
政
策
を
告こく
発はつ
し
て
い
る
。
日
本
人
に
は
悪
い
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
こ
そ
が
、
日
本
人
の
心
を
攪かく
乱らん

し
弱
体
化
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

自
己
の
被
害
者
意
識
と
相
手
非ひ
難なん
。
自
己
無む
責せき
、
他
者
有ゆう
責せき
。

こ
の
種
の
形
で
の
占
領
政
策
責
任
論
は
、
一
つ
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
必
ず
し
も
同
じ
一
人
の
人
が
、
日
本
は
悪
く
な

か
っ
た
と
い
う
自
己
弁べん
護ご
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
悪
か
っ
た
と
い
う
占
領
批
判
を
セ
ッ
ト
に
し
て
主
張
を
す
る
の
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
人
々
は
一
つ
の
楕だ
円えん
の
二
つ
の
中
心
の
よ
う
に
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
図
で
い
う
と
同

じ
座ざ
標ひよう
軸じく
上じよう
Ⅲ
及
び
Ⅳ
の
象しよう
限げん
に
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
態
度
は
、「
ね
じ
れ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
心しん
情じよう
を
ど
の
よ
う
に

解
き
ほ
ぐ
し
、
整せい
頓とん
す
れ
ば
よ
い
か
。

批
判
の
対
象
に
さ
れ
る
の
は
、「
す
べ
て
の
占
領
政
策
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
そ
う
で
も
な
か
ろ
う
。
良
か
っ
た
と
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
。
不ふ
在ざい
・
寄き
生せい
地じ
主ぬし
を
な
く
し
自じ
作さく
農のう
を
創そう
設せつ
し
た
農のう
地ち
改かい
革かく
や
、
財ざい
閥ばつ
解かい
体たい
、
労
働
組
合
政
策
な
ど
は
告こく

歴史は、民族の魂が創造する
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発はつ
さ
れ
な
い
。
批
判
点
と
し
て
は
、
特
に
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
提てい
起き
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

①
天
皇
制
お
よ
び
「
国
体
」
観
念
の
破
壊

ア
メ
リ
カ
は
、
天
皇
を
象しよう
徴ちようと
し
て
残
す
に
は
残
し
た
が
、
元げん
首しゆ
か
つ
主しゆ
権けん
者しや

と
い
っ
て
も
統とう
治ち
権けん
の
総そう
覧らん
者しや

と

し
て
の
地
位
を
奪うば
い
、
国
家
体
制
を
揺ゆ
る
が
せ
、
主しゆ
権けん
在ざい
民みん
の
国
家
に
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
、
連れん
綿めん
と
し
て
続
い
て
き
た
日
本
民
族
の
「
国こく
体たい
」（
国
柄
）

國こく
體たい

の
歴
史
を
中ちゆう
断だん
さ
せ
、
天
皇
・
皇
室

を
中
心
と
し
て
纏まと
ま
っ
て
き
た
国
民
精
神
を
分
裂
さ
せ
、
弱
体
化
さ
せ
る
意
図
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
は
、
憲
法
を
一
週
間
か
そ
こ
ら
の
短
時
日
に
急
い
で
作
文
し
押
し
付
け
た
。
そ
れ
は
、
占
領
は
相
手

国
の
体
制
を
変
更
し
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
国
際
法
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
占
領
で
は
、
ド
イ
ツ
人
自
ら
が
憲

法
を
改
定
し
た
と
い
う
の
に
で
あ
る
。

こ
の
点
と
、
根
の
と
こ
ろ
で
か
か
わ
る
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元げん
帥すい
の
試こころ
み
の
う
ち
、
最
も
重
大
な
意
味
を
有
す
る
の
は
、

「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」
の
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
レ
イ
・
ア
ー
ム
編
『
天
皇
が
バ
イ
ブ
ル
を
読
ん
だ
日
』（
講

談
社
）
第
一
章
を
参
照
す
る
と
よ
い
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
日
本
側
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
重
要
人
物
た
ち
は
、
日
本
人
に
「
宗
教
的
回かい
心しん
」
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ

の
線
に
沿
っ
て
、
日
本
側
の
幾
人
か
の
著
名
な
指
導
者
た
ち
｜
｜
殆ほとんど
が
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
動
い
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
化
は
、
お
隣
の
「
韓
国
」
で
は
美み
事ごと
に
成
功
し
つ
つ
あ
る
。

日
本
の
戦
後
改
革
に
は
、
マ
ル
ク
ス
派
と
キ
リ
ス
ト
派
と
い
う
二
大
流
派
が
大
き
く
肩かた
入い
れ
し
た
の
で
あ
る
。

歴史は、民族の魂が創造する



②
個
人
主
義
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
の
弊
害

日
本
で
は
、
植
え
つ
け
ら
れ
た
個
人
主
義
は
、
他
人
へ
の
迷
惑
を
何
と
も
思
わ
な
い
自じ
分ぶん
勝かつ
手て
流りゆうの
利
己
主
義
（
ミ
ー
イ
ズ

ム
）
へ
と
変
質
し
た
。
自
由
主
義
は
、
何
を
や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
自
分
勝
手
流
の
自
由
主
義
と
な
っ
た
。
民
主
主
義
は
、
自

分
た
ち
の
言
い
た
い
こ
と
だ
け
を
言
い
張
る
自
分
勝
手
流
の
口
先
ゴ
ネ
得どく
主
義
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、

み
ん
な
の
た
め
に
行
動
す
る
」

国
家
の
た
め
に
行
動
す
る
」

自
分
の
国
は
自
分
で
守
る
」

と
い
う
よ
う
な
「
公
共
心
」
が
、
日
本
国
民
の
心
か
ら
無
く
な
っ
た
。
日
本
の
昔
か
ら
の
公
共
心
は
崩くず
れ
去
っ
た
。
公
共
心

は
、
村むら
の
共
同
体
と
、
街まち
の
共
同
体
と
、
天
皇
へ
の
忠ちゆう
誠せい
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
村
が
崩
れ
、
街
は

他よ
所そ
者もの
の
寄よ
り
集
ま
り
へ
と
変
り
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
天
皇
の
地
位
が
変
化
し
た
の
で
、
公
共
心
の
土
台
が
す
べ
て
失
わ
れ

た
。③

国
家
意
識
の
薄
れ

さ
ら
に
、
国
家
意
識
ま
で
も
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
占
領
政
策
に
よ
る
神しん
道とう
指し
令れい
は
、「
神
道
は
天
皇
イ
コ
ー
ル
神
（
ゴ
ッ

ド
）
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
ま
っ
た
く
偏へん
向こう
し
た
解かい
釈しやく
に
立
ち
、
国
民
か
ら
「
天
皇
・
皇
室
中
心
の
民
族
精
神
」
を
抜
き
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去
る
効
果
を
生
ん
だ
。

い
わ
ゆ
る
「
神
道
指
令
」
は
、
政
治
・
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
を
貫かん
徹てつ
す
る
と
い
う
趣しゆ
旨し
だ
け
に
止とど
ま
ら
な
い
。
占
領
当
局

は
、
日
本
人
は
「
日
本
の
天
皇
は
神
の
直ちよつ
系けい
の
子
孫
で
あ
り
、
現あら
人ひと
神がみ
で
あ
る
と
の
観
念
を
受
け
継
ぐ
存
在
で
あ
る
」
と
い

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
て
い
る
、
と
の
理
解
に
立
っ
て
そ
れ
を
否
定
す
る
「
天
皇
の
人
間
宣
言
」
を
出
さ
せ
た
。
こ
れ
に

は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
関かん
与よ
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
事
情
を
よ
く
ご
存
じ
の
方
か
ら
お
聞
き
し
た
。
そ
の
原
文
の
核
心
を
掲かか
げ

よ
う
。

読
者
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
、
ど
う
か
お
試
し
あ
れ
。

資
料

神
道
指
令
（
抜
粋
）

「
軍
国
主
義
的
」
乃
至
な
い
し

過
激
ナ
ル
国
家
主
義
的
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
ナ
ル
語
ハ
、
日
本
ノ
支
配
ヲ
以
下
ニ
掲かか
グ
ル
理
由
ノ
モ

ト
ニ
他
国
民
乃
至
民
族
ニ
及
ボ
サ
ン
ト
ス
ル
日
本
ノ
使
命
ヲ
擁よう
護ご
シ
、
或あるいハ
正
当
化
ス
ル
教
ヘ
、
信
仰
理
論
ヲ
包ほう
含がん
ス
ル
モ

ノ
デ
ア
ル

（
一
）
日
本
ノ
天
皇
ハ
ソ
ノ
家
系
、
血
統
或
ハ
特
殊
ナ
ル
起
源
ノ
故
ニ
他
国
ノ
元
首
ニ
優まさ
ル
ト
ス
ル
主
義

（
二
）
日
本
ノ
国
民
ハ
ソ
ノ
家
系
、
血
統
或
ハ
特
殊
ナ
ル
起
源
ノ
故
ニ
他
国
民
ニ
優
ル
ト
ス
ル
主
義

（
三
）
日
本
ノ
諸
島
ハ
神
ニ
起
源
ヲ
発
ス
ル
ガ
故
ニ
或
ハ
特
殊
ナ
ル
起
源
ヲ
有
ス
ル
ガ
故
ニ
他
国
ニ
優
ル
ト
ス
ル
主
義

（
四
）
ソ
ノ
他
日
本
国
民
ヲ
欺あざむキ
侵
略
戦
争
ヲ
乗
出
サ
シ
メ
或
ハ
他
国
民
（
ト
）
ノ
論
争
ノ
解
決
ノ
手
段
ト
シ
テ
武
力
ノ
行

使
ヲ
謳おう
歌か
セ
シ
メ
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ル
ガ
如
キ
主
義

歴史は、民族の魂が創造する



（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』
弘
文
堂
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
、
句
読
点
、
ル
ビ
追
加
）

い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
は
、
字
数
か
ら
い
え
ば
、
大
半
は
政
治
と
宗
教
を
分
離
せ
よ
と
い
う
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
分
離
の
内
容
は
世
界
標
準
か
ら
す
る
と
異
常
に
厳げん
格かく
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
指
令
を
側
面
か
ら
推
進
し
た

起
草
も
し
た

日
本
側
の
「
良
識
的
な
」
人
々
の
中
心
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ

っ
た
と
聞
く
。「
ど
さ
く
さ
に
紛まぎ
れ
て
」
と
は
私
は
思
わ
な
い
。

だ
が
、
歴
史
の
変
革
に
お
い
て
は
、
一
群
の
人
々
が
陰かげ
な
が
ら
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
、
と
い
う
事
実
の
例れい
証しよう
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
大
衆
が
政
治
を
決
め
て
行
く
と
い
う
べ
き
民
主
主
義
と
、
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
結
果
、
古
典
に
語
ら
れ
た
よ
う
な
国
家
・
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
保
ち
つ
つ
、「
神
の
前
で
神
聖
な
心
と
な
っ
て
、
国

事
に
参
加
し
、
人
生
を
歩
む
」
と
い
う
態
度
が
地ち
を
払はら
っ
た
。
私し
事じ
に
し
か
関
心
が
な
い
よ
う
な
個
人
主
義
に
訴
え
る
新
興
宗

教
も
繁はん
盛じようし
て
き
た
。

国
民
の
精
神
か
ら
は
「
み
ん
な
日
本
人
な
の
だ
」
と
い
う
国
民
・
国
家
意
識
が
な
く
な
り
、
孤
立
し
分
裂
し
合
う
私
的
精
神

だ
け
と
な
っ
た
。

日
本
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
首
相
が
「
天
皇
中
心
の
神
の
国
」
な
ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
マ
ス
コ
ミ
が
総そう
攻こう
撃げき
す

る
と
い
う
よ
う
な
ア
レ
ル
ギ
ー
国
家
に
な
り
果
て
た
。
自
分
の
言
葉
で
き
ち
ん
と
説
明
を
し
返
す
こ
と
の
で
き
ぬ
理
論
欠けつ
如じよ
、

モラロジー研究 No.63,2009



言
語
欠
如
の
首
相
も
情
け
な
い
首
相
だ
が
…
…
。

神
の
国
は
、
な
に
も
日
本
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
（
大
英
帝
国
）
も
、
ア
メ
リ
カ
も
、
ま
さ
に

神
の
国
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
天
の
国
、
仏
の
国
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
国
家
か
ら
は
神
聖
さ
が
失
わ
れ
た
。
若
者
が
結
婚
式
を
挙あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
殆ほとんど
が
模も
擬ぎ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
と
い
う

よ
う
に
、
結
婚
式
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
化
し
た
。
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
つ
い
ぞ
全
人
口
の
一
％
を
超
え
た
こ
と
が
な
か
っ

た
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
次
世
代
に
は
急
増
す
る
の
で
は
な
い
か
。

ゆ
え
に
、
正
確
に
は
、
国
家
か
ら
は

日
本
で
は

「
伝
統
的
な
神
聖
さ
」
が
失
わ
れ
る
、
と
い
う
べ
き
か
。

④
家
の
観
念
の
解
消
と
制
度
の
改
革

民
法
改
正
に
よ
り
、
過
去
に
向
か
っ
て
祖そ
先せん
を
辿たど
り
子
孫
を
続
け
る
家か
系けい
の
意
識
が
全
く
薄
く
な
り
、
祖
先
を
崇すう
拝はい
す
る
心

も
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
分
は
代
々
続
く
家

祖
霊
の
共
同
体

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
い
う
家
共
同
体
の

意
識
が
な
く
な
り
、
家
族
に
心
の
団だん
結けつ
が
な
く
な
り
、
家
族
で
な
く
「
個こ
族ぞく
」
と
い
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

家
は
、
帰
宅
し
て
も
バ
ラ
バ
ラ
に
生
活
を
す
る
だ
け
の
「
ホ
テ
ル
」
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
の
お
か
げ

で
、「
個
食
」
が
で
き
る
。

も
は
や
日
本
社
会
と
は
、
今
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
思
う
者
同
士
が
出
会
う
場
所
に
す
ぎ
な

い
。
国
民
の
大
半
が
住
む
都
市
が
そ
う
な
っ
た
。
そ
う
い
う
都
会
人
を
送
り
出
し
た
田
舎
い
な
か

は
過か
疎そ
で
人
が
居
な
く
な
っ
た
。
日
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本
の
若
者
は
、
仏
教
も
、
儒
教
も
、
神
道
も
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
し
読
ま
な
い
。
郷きよう土ど
（
ふ
る
さ
と
）
は
消
え
去
る
寸
前
。

元
来
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
い
う
「
家
な
き
人
」
の
観
念
で
国
が
で
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
国
家
と
国こつ
旗き
・
国こつ
歌か

へ
の
忠
誠
の
教
育
が
、
そ
の
欠
点
を
補おぎない
、
キ
リ
ス
ト
教
が
魂
たましいの

不
安
を
補
っ
て
き
た
。
思
い
の
ほ
か
に
家
系
意
識
も
強
い
。

⑤
結
婚
と
相
続
と
子
孫
繁
栄
の
危
機

民
法
改
正
に
よ
り
、
結
婚
は
カ
ッ
プ
ル
二
人
だ
け
で
決
め
れ
ば
よ
く
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
家
」
を
続
け
る
と
か
、
親
祖

先
の
霊
を
受
け
継つ
い
で
子
孫
に
伝
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
タ
テ
の
時じ
系けい
列れつ
、
歴
史
系
列
の
家

共
同
体
は
、
ヨ
コ
に
一
代
毎ごと
に
、
ズ
タ
ズ
タ
に
輪わ
切ぎ
り
に
さ
れ
た
。

御ご
先せん
祖ぞ
様さま
に
申もう
し
訳わけ
な
い
」「
御
祖
先
様
が
見
守
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
」
な
ど
と
い
う
考
え
が
、
家
庭
教
育
か
ら
消
え
去
っ

た
。そ

れ
に
輪
を
か
け
た
の
が
相
続
制
度
と
相
続
税
制
の
改
革
で
あ
る
。

老ろう
親しん
を
看み
る
者
（
長ちよう
子し
と
そ
の
家
族
）
が
主
な
財
産
を
相
続
す
る
と
い
う
意
識
が
な
く
な
り
、
年とし
老お
い
た
親
は
子
供
た
ち

の
間
を
渡
り
歩
く
。
子
は
あ
っ
て
も
親
を
扶
養
せ
ず
、
親
は
老
人
ホ
ー
ム
に

自
ら
進
ん
で

入
る
こ
と
に
な
り
、
老
人

自
身
も
子
供
た
ち
と
の
同どう
居きよ
を
好
ま
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

お
ま
け
に
、
個
人
主
義
の
も
う
一
つ
の
効
果
と
し
て
、
い
の
ち
が
連れん
綿めん
と
し
て
続
く
子
孫
繁
栄
と
い
う
観
念
が
な
く
な
り
、

子
供
は
若
い
親
の
「
オ
モ
チ
ャ
」
と
化
し
、
子
供
の
数
も
極きよく
端たん
に
減げん
少しようし
た
。
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そ
の
方
が
地
球
環
境
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
口
が
爆
発
し
な
く
な
る
か
ら
だ
。
日
本
は
こ
の
面
で
地
球
社

会
の
最
先
進
国
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
。
イ
ン
ド
で
も
、
親
が
大
学
卒
に
な
る
と
、
子
供
の
数
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
二
、
三
人
に

減
っ
て
き
て
い
る
。

家
共
同
体
と
い
う
意
識
の
崩ほう
壊かい
は
、
日
本
と
い
う
国
家
の
意
識
と
、
そ
う
い
う
家
が
集
ま
っ
て
い
た
郷きよう土ど
（
ふ
る
さ
と
）
意

識
を
無
く
す
。
い
ず
れ
盆ぼん
と
正しよう
月がつ
の
帰き
省せい
ラ
ッ
シ
ュ
は
激げき
減げん
す
る
の
で
は
な
い
か
。
帰
る
家
が
田
舎
い
な
か

に
無
く
な
る
の
だ
か
ら
。

連れん
綿めん
と
続
く
家
を
連れん
想そう
す
る
と
き
の
モ
デ
ル
は
「
万ばん
世せい
一いつ
系けい
の
皇こう
室しつ
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
日
本
人
の
国
家
意
識

家
族
国
家
論

の
土
台
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
の
教
育
も
哲
学
も
敗やぶ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
モ
デ
ル
は
、
に
こ
や
か
で

仲なか
睦むつ
ま
じ
い
皇
室
家
族
で
あ
る
が
、
連
綿
と
栄さか
え
る
皇
室
家か
系けい
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
ノ
ー
ト
で
繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
と
工
業
化
・
都
市
化
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
家
・
郷
土
・

国
家
論
を
突つ
き
崩くず
し
、
新
論
を
求
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
皆
さ
ん
は
い
か
が
お
感
じ
で
す
か
。

⑥
国
民
同
胞
意
識
の
解
体

ア
メ
リ
カ
の
後
を
追
う
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
化
に
よ
っ
て
、
会
社
（
経
営
者
・
株
主
）
主
義
と
脱
国
家
意
識
が
は
び
こ
る
。

会
社
は
、
儲
か
り
さ
え
す
れ
ば
ど
こ
の
国
に
で
も
出
掛
け
、
国
家
の
同どう
僚りよう
国
民
の
失
業
な
ど
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」

資
本
は
国
境
を
超
え
る
」

と
い
う
百
五
十
年
前
の
マ
ル
ク
ス
の
予よ
言げん
は
的てき
中ちゆう
し
つ
つ
あ
る
。
実
は
、
そ
の
会
社
で
さ
え
、
一
生
か
け
て
働
く
と
こ
ろ
で

な
く
な
り
、
い
つ
解かい
雇こ
さ
れ
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
な
っ
た
。
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国
民
は
お
互
い
同どう
胞ほう
で
あ
る
」
と
い
う
共
同
体
精
神
が
薄うす
く
な
っ
た
。
世
界
中
の
人
々
が
、
ア
メ
リ
カ
が
輸
出
す
る
資
本

主
義
の
精
神
と
仕し
組く
み
に
染そ
ま
る
。
日
本
の
企
業
家
た
ち
も
、
ア
リ
の
よ
う
に
そ
れ
に
群むら
が
る
。
ど
こ
の
国
で
も
必
ず
そ
う
な

る
。
資
本
主
義
と
市
場
主
義
は
圧
倒
的
だ
。

折おり
し
も
、
日
本
の
隣
に
は
国
家
意
識
の
強きよう
烈れつ
な
中
国
が
台たい
頭とう
し
つ
つ
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
い
の
ち
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
中

で
、
中
国
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
他
国
の
会
社
を
獲と
っ
て
食
う
捕ほ
食しよく
者しや
に
な
る
の
か
、
他
と
と
も
に
栄
え
る
共きよう
生せい

者しや
に
な
る
の
か
。「
漢
民
族
」
な
る
も
の
が
周
辺
民
族
を
支
配
し
て
き
た
二
千
年
の
歴
史
を
、
わ
れ
わ
れ
は
無
視
で
き
な
い
。

（
五
）
過
去
に
心
を
奪
わ
れ
ず
、
未
来
へ
の
建
設
に
取
り
組
む

こ
の
よ
う
な
占
領
政
策
批
判
と
絡から
み
合
っ
た
日
本
社
会
の
現
状
描びよう
写しや
は
、
一
部
の
表
面
の
描
写
と
し
て
な
ら
ば
、
な
る
ほ

ど
当
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
を
捜さが
す
と
き
、
そ
れ
を
占
領
政
策
だ
け
の
せ
い
に
す
る
の
は
、
芸げい
が
な
い
し
、
正
確

で
は
な
い
。

五
十
年
前
、
一
九
四
五
〜
五
〇
年
頃
の
、
占
領
政
策
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
頃
か
ら
発
展
し
た
資
本
主
義
・
産
業
化
・

市
場
経
済
の
徹てつ
底てい
し
た
作
用
が
、
右
の
よ
う
な
日
本
社
会
の
変へん
容よう
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
財ざい
界かい
を
始
め
、

日
本
人
自
身
が
必
要
な
も
の
と
し
て
希き
求きゆうし
て
き
た
道
で
は
な
い
か
。
家
庭
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
長
距
離
通つう
勤きん
や
転
勤
、
深
夜

勤
務
を
推お
し
進
め
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
会
社
と
国
民
自
身
で
あ
っ
た
。

モラロジー研究 No.63,2009



な
る
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
政
策
は
、
竹
に
木
を
接つ
ぐ
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
、
強
制
的
で
あ
り
、
圧
倒
的
で
あ
り
、

人
為
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
一
体
、
日
本
の
伝でん
統とう
社
会
と
伝
統
文
化
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
ん
な
に
「
す
ぐ
壊こわ
さ
れ
る
ほ
ど
脆ぜい
弱
じやく

な
も
の
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

よ
く
考
え
る
と
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
む
し
ろ
「
変
わ
り
身
の
良
さ
と
速
さ
」
も
ま
た
日
本
人
の
伝
来
の
性
格

な
の
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
身しん
上じような
の
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
病びよう理り
的てき
な
問
題
が
出
て
い
る
の
な
ら
、
占
領
者
の
政
策
に
不
平
を
言
う
よ
り
、
そ
ん
な

暇ひま
が
あ
る
な
ら
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
頭
を
使
い
、
前
向
き
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

占
領
政
策
が
、
悪
か
っ
た
、
悪
か
っ
た
」

と
後
向
き
に
不
平
を
繰
り
返
す
ま
ま
で
は
、
一
歩
も
前
に
進
ま
ず
、
無
用
な
反
米
感
情
を
煽あお
り
立
て
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
は
、
そ
ん
な
に
悪あく
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
か
。
私
は
そ
う
は
見
な
い
。
占
領
政
策
は
、
い
う
な
れ
ば
恩おん

寵ちよう
的てき
試し
練れん
で
あ
っ
た
。

昭
和
天
皇
も
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
お
願
い
さ
れ
た
よ
う
に
、
食
う
に
困
っ
た
日
本
国
民
に
、
進しん
駐ちゆう
軍ぐん
は
手
を
差
し
の
べ
て
く

れ
た
の
で
は
な
い
の
か
（
菊
地
久
『
天
皇
陛
下
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
』
山
手
書
房
）。
昭
和
天
皇
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
第
一
回

会
見
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
末
尾
に
引
用
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
あ
た
り
の
時
代
ま
で
は
、
日
本
の
保
守
派
の
中
で

も
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
は
プ
ラ
ス
の
評
価
が
多
か
っ
た
。
今
は
し
か
し
、
逆
転
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
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