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歴
史
は
、
い
の
ち
共
同
体
の
た
え
ざ
る
再
構
築
な
り
（
２
）

永

安

幸

正

目

次

（
五
）
歴
史
は
、
ど
ん
な
リ
ー
ダ
ー
を
求
め
る
か

（
六
）
歴
史
論
を
踏
ま
え
て
二
十
一
世
紀
の
日
本
国
家
像
を
描
く

資
料

憲
法
第
九
条
問
題

平
和
の
理
想
と
歴
史
の
現
実
と
の
間
の
橋
渡
し
を

資
料

大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
の
比
較

天
皇
及
び
自
衛
に
つ
い
て
の
国
民
の
権
利
義
務

（
七
）
地
域
共
同
体
造
り
は
可
能
か

民
族
移
動
問
題
は
ど
う
す
る

キ
ー
ワ
ー
ド：

歴
史
、
リ
ー
ダ
ー
、
日
本
国
家
像
、
憲
法
第
九
条
問
題
、
天
皇

五
）
歴
史
は
、
ど
ん
な
リ
ー
ダ
ー
を
求
め
る
か

次
に
、
国
家
の
指
導
者
を
ど
こ
か
ら
供
給
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
が
民
主
主
義
と
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

日
本
の
明
治
維
新
の
例
で
は
、
下
級
武
士
が
、
し
か
も
反
徳
川
的
な
諸しよ
藩はん
の
出
身
で
あ
る
下
級
武
士
が
、
枢すう
要よう
な
地
位
を
占し



め
た
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
徳
川
体
制
に
郷きよう
愁しゆう
を
懐いだ
く
者
で
は
、
そ
の
体
制
を
否
定
す
る
よ
う
な
、
十
分
思

い
切
っ
た
改
革
は
実
行
で
き
な
い
。
徳
川
に
弓ゆみ
引ひ
い
た
藩
の
出
身
人
物
が
、
主
と
し
て
維
新
の
先せん
頭とう
に
立
つ
の
は
、
け
だ
し
当とう

前ぜん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
日
本
の
明
治
維
新
期
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
在
り
方
に
は
、
興
味
深
い
特
色
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
明
治
天
皇
と
い
う
不ふ
世せい
出しゆつ
の
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
と
意
味
で
あ
る
。
明
治
天
皇
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
軽かるが々る
し
く
論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
明
治
天
皇
の
養よう
育いく
・
成
長
の
過
程
を
拝はい
見けん
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
遥はる
か
紀
元
前
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
が
『
理
想
国
』
で
描えが
い
た
「
哲てつ
人じん
」
の
そ
れ
に
も
比ひ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
は
、
礼れい
を
失しつ
す
る
で
あ
ろ

う
か
。

ま
た
、
薩さつ
摩ま
の
大おお
久く
保ぼ
利とし
通みち
、
木き
戸ど
孝たか
允よし
と
な
ら
び
、
維
新
の
三さん
傑けつ
と
謳うた
わ
れ
な
が
ら
、
明
治
維
新
政
府
か
ら
脱
退
し
、
あ

ま
つ
さ
え
弓ゆみ
引び
き
「
西せい
南なん
の
役えき
」（
一
八
七
七
）
を
起
こ
し
て
鹿か
児ご
島しま
の
城しろ
山やま
に
散ち
っ
た
西さい
郷ごう
隆たか
盛もり
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る

か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

西
郷
さ
ん
は
、
お
そ
ら
く
維
新
の
英えい
傑けつ
の
中
で
は

い
ま
な
お

国
民
に
最
も
人
気
が
高
い
と
い
っ
て
過か
言ごん
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
明
治
天
皇
に
殉じゆん死し
し
乃の
木ぎ
神じん
社じや
に
祭まつ
ら
れ
て
い
る
人じん
格かく
高こう
潔けつ
な
乃の
木ぎ
大
将
も
、
国
民
的
人
気
と
い
う
点
で
は
、
大おお
幅はば

に
西
郷
さ
ん
に
先
を
譲ゆず
る
。
西
郷
さ
ん
は
上うえ
野の
の
公
園
に
銅
像
が
立
っ
て
い
て
夥
おびただし

い
数
の
修
学
旅
行
生
が
参さん
観かん
す
る
、
と
い

う
だ
け
に
よ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
、
源
みなもとの

義よし
経つね
が
そ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
も
勝
者
の
英
雄
よ
り
も
、
悲ひ
劇げき
の
英
雄
の
方
に
惹ひ
か
れ
る
傾
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向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

維
新
の
改
革
と
建
設
を
成せい
功こう
裏り
に
遂すい
行こう
さ
せ
た
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
は
、
一
人
だ
け
挙あ
げ
て
終
わ
る
わ
け
に
い
か
な
い
が
、
政せい

官かん
界かい
で
は
薩
摩
の
大
久
保
利
通
、
長ちよう
州しゆう
の
木き
戸ど
孝たか
允よし
、
土と
佐さ
の
板いた
垣がき
退たい
助すけ
、
佐さ
賀が
の
大おお
隈くま
重しげ
信のぶ
な
ど
、
一
群
の
人
物
が
業ぎよう
の

分ぶん
協きよう
よ
ろ
し
く
見み
事ごと
に
力
を
合
わ
せ
た
。
軍
で
も
優
れ
た
人
物
が
出
た
。
ま
た
、
中なか
津つ
の
福ふく
沢ざわ
諭ゆ
吉きち
や
深ふか
谷や
の
澁しぶ
澤さわ
榮えい
一いち
の

よ
う
に
、
在ざい
野や
の
偉い
材ざい
も
働
い
た
。

日
本
の
明
治
維
新
に
、「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
を
見
る
思
い
が
す
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
は
、
国こく
学がく
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
を
踏ふ
ま
え
て
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
国
民
統
合
の
哲
学
」（
国
家

哲
学
）
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
、
藩
に
分
か
れ
て
対
立
す
る
封
建
哲
学

武
士
道

を
体たい
得とく
し
つ
つ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
皇
へ
の
忠ちゆう
誠せい
を
説
く
国
学
の
思
想
は
、
そ
れ
ま
で
の
君くん
主しゆ
ど
ま
り
の
封
建
哲
学
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
国
学
と
い
う

も
の
が
、
国
家
維
新
と
い
う
創そう
業ぎよう
期き
の
哲
学
と
し
て
、
時
代
の
要
求
に
合
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る

郡ぐん
県けん
的てき
な
中
央
集
権
の
哲
学
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
後
、
日
本
の
政
治
が
変へん
質しつ
し
、
一
九
三
〇
年
〜
四
五
年
に
か
け
て
の
軍
部
や

一
部
の
人
々
の
独
走
と
い
う
「
昭
和
国
家
の
悲
劇
」
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
周しゆう知ち
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
下
級
と
は
い
え
、
武
士
出
身
の
者
は
優
れ
た
教きよう
養よう
が
あ
り
、
強きよう
烈れつ
な
人
格
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
所
有
し
、
藩
の

な
か
の
組
織
で
訓
練
し
て
忠
誠
心
豊ゆた
か
で
あ
っ
て
、
武
士
道
に
基
づ
く
宮みや
仕づか
え
の
道
も
よ
く
心こころ得え
て
い
た
。
彼
ら
は
新
た
な
組
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織
造
り
と
そ
の
運
営
に
は
格かつ
好こう
の
人
材
で
あ
っ
た
。

下
級
武
士
は
、
一
方
で
、
武
士
階
級
の
上
層
部
の
性
質
も
体たい
得とく
し
て
お
り
、
そ
れ
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
も
の
の
勘かん

所どころを
知
る
ゆ
え
ん
と
な
っ
た
。
他
方
で
、
農
民
以
下
の
階
層
の
苦
し
い
実
態
を
上
層
武
士
よ
り
は
深
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
、

維
新
後
の
政
治
の
ツ
ボ
を
弁わきま
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
、
革
命
を
成
功
さ
せ
る
リ
ー
ダ
ー
の
出
身
階
層
と
は

「
中ちゆうの
下げ
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
上
、
下
の
両りよう
極きよくで
は
な
い
。

国
家
の
建
設
と
か
改
革
と
い
う
よ
う
な
大
事
業
に
当あた
る
に
は
、「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
政
治
家
」
で
は
困
る
。
親
の
威い
光こう
を
背せ
に
す

る
者
と
か
、
劇げき
場じよう
政
治

恰あたかも
劇
場
で
演
劇
の
よ
う
に
見み
せ
物もの
的てき
に
行
わ
れ
る
人
気
取
り

の
政
治
家
で
は
な
く
、
現
実

主
義
の
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
着ちやく
実じつ
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
、
誠せい
実じつ
な
品ひん
格かく
と
、
不ふ
屈くつ
の
意
志
と
、
組
織
運
営
技
能
を
備
え

る
べ
き
で
あ
る
。

薩さつ
摩ま
藩はん
の
よ
う
に
、
鎖さ
国こく
の
中
で
も
幕
府
に
反
抗
し
た
藩
は
、
幕
府
の
禁きん
令れい
を
破やぶ
っ
て
ひ
そ
か
に
外
国
と
交こう
易えき
を
図はか
り
、
ま

た
欧
米
帝
国
主
義
と
幾
度
か
戦
争
を
し
た
り
し
て
国
際
感
覚
に
も
富
ん
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
維
新
後
の
新
政
府
で
の
文ぶん
明めい
開かい

化か
、
殖しよく
産さん
興こう
業ぎよう、
富ふ
国こく
強きよう
兵へい
と
国
民
教
育
に
応
じ
る
才さい
豊ゆた
か
な
人
物
を
輩はい
出しゆつし
た
。

例
え
ば
、
早
稲
田
大
学
の
創そう
立りつ
者しや
と
も
な
っ
た
人
で
、
佐さ
賀が
、
鍋なべ
島しま
藩はん
の
出
身
で
あ
る
大
隈
重
信
（
一
八
三
八
〜
一
九
二

二
）。
青
年
時
代
に
長
崎
に
留
学
し
、
後
に
外
交
交
渉
で
イ
ギ
リ
ス
の
公
使
パ
ー
ク
ス
と
互ご
角かく
に
渡
り
合
っ
た
人
材
で
あ
っ
た
。

薩さつ
長ちよう土と
肥ひ
は
そ
う
し
た
人
材
に
富
ん
で
い
た
。

日
本
で
は
、
古
来
、
歴
史
を
創
っ
た
人
々
と
し
て
は
、
渡と
来らい
組くみ
（
お
雇やと
い
外
国
人
）
か
、
外
国
留
学
組
が
、
と
も
に
圧
倒
的
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な
働
き
を
演えん
じ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
は
、
リ
ー
ダ
ー
を
生
む
母ぼ
体たい
の
問
題
で
あ
る
が
、
次
に
リ
ー
ダ
ー
の
型
と
質
が
問
わ
れ
る
。
維
新
当
時
の
人
物
世
界
で

は
、
明
治
天
皇
は
別べつ
格かく
と
し
て
、
国
民
の
代
表
と
し
て
は
、
西さい
郷ごう
隆たか
盛もり
（
一
八
二
七
〜
七
七
）
と
大おお
久く
保ぼ
利とし
通みち
（
一
八
三
〇

〜
七
八
）
の
二
人
は
、
好
対
照
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

西
郷
は
海
外
を
見
聞
し
て
い
な
い
が
、
大
久
保
は
外
国
を
回
っ
て
帰
朝
し
た
。
西
郷
は
感
性
と
決けつ
断だん
の
才
、
大
久
保
は
理
性

と
実
行
の
才
に
富
む
。
他
の
条
件
に
し
て
等
し
け
れ
ば
、
こ
の
二
種
類
の
才
能
の
結
び
付
き
が
、
ど
こ
の
国
で
も
改
革
を
成
じよう

就じゆ
さ
せ
る
も
の
の
よ
う
だ
。（
下
程
勇
吉
編
『
日
本
の
近
代
化
と
精
神
的
伝
統
』
廣
池
出
版
）。

も
う
一
人
、
長
州
の
桂かつら小こ
五ご
郎ろう
・
木き
戸ど
孝たか
允よし
（
一
八
三
三
〜
七
七
）
は
ど
う
か
。
彼
も
西
郷
、
大
久
保
の
二
人
と
ほ
ぼ
同
じ

頃
、
明
治
十
年
代
前
期
に
生しよう
涯がい
を
了お
え
る
の
で
あ
る
が
、
木
戸
は
長
期
的
な
物
の
見
通
し
に
卓たく
越えつ
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
人

物
で
あ
っ
た
。
西
郷
は
道
を
開
拓
す
る
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
役
で
あ
り
、
木
戸
は
方
向
を
見
定
め
る
展
望
者
・
指し
令れい
塔とう
で
あ
り
、
大

久
保
は
実
務
処
理
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

東
ア
ジ
ア
大
陸
・
中
国
の
社
会
主
義
革
命
で
は
、
天
に
よ
っ
て
毛もう
沢たく
東とう
（
一
八
九
三
〜
一
九
七
六
）
に
配
さ
れ
た
周しゆう
恩おん
来らい

（
一
八
九
八
〜
一
九
七
六
）
と
い
う
逸いつ
材ざい
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
。
周
恩
来
と
異
な
り
、
毛
沢
東
は
若
い
と
き
に
海
外
を
見
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
鄧トン
小シヤオ
平ピン
（
一
九
〇
四
〜
九
七
）
と
い
う
現
実
主
義
者
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
が
、
追
放
か
ら
蘇
よみがえり

指
導

性
を
発
揮
し
た
。
彼
も
留
学
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
知
っ
て
い
た
。
他
方
、
イ
ン
ド
で
は
、
ネ
ル
ー
と
い
う
超
エ
リ
ー
ト
亡
き
後
、
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ど
う
も
指
導
者
に
、
良
き
材ざい
を
得
て
い
な
い
。

民
主
主
義
と
は
、「
よ
き
リ
ー
ダ
ー
を
選
出
す
る
た
め
の
仕
組
み
」
に
外
な
ら
な
い
（
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
）。
民
主

主
義
は
、
ど
う
い
う
と
き
に
う
ま
く
働
く
の
か
。
こ
れ
は
永えい
遠えん
の
問
い
の
よ
う
だ
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、「
歴
史
の
創
造
」
を
創
造
〔ママ〕

す
る
に
は
、
あ
く
ま
で
自
己
自
身
を
喪うしな
っ
て
は
な
ら
な
い
。
喪うしな
う
と
他
者

に
呑の
み
込
ま
れ
て
自
己
が
滅
ぶ
。

歴
史
は
、
自
己
自
身
を
失
わ
ず
、
異
な
る
も
の
と
交
流
す
る
、
と
い
う
形
で
の
新しん
結けつ
合ごう
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
創
造
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
外
国
排はい
斥せき
の
純じゆん
粋すい
培ばい
養よう
の
文
化
で
は
、
弱
い
者
し
か
育
た
な
い
。
ま
た
、
自
国
の
否
定
と
外
国
へ
の
完かん
璧ぺき
な
服ふく

従じゆうも
ま
た
無
効
で
あ
る
。

自
己
の
歴
史
を
完
全
に
消
し
去
っ
て
舶はく
来らい
物もの
、
例
え
ば
西
洋
的
自
由
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
「
借
り
物
」
だ
け
で
維

新
を
行
う
、
と
い
う
企くわだて
も
無
理
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
多
く
の
植
民
地
独
立
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
民
衆
は
、
こ
の
点
で
知
恵
が
足
り
な
か
っ
た
。
す
ぐ
に
自
由
民
主

主
義
か
、
共
産
主
義
が
実
現
で
き
る
、
と
勇いさ
ん
で
性せい
急きゆう
に
足
を
踏
み
出
し
た
。
そ
し
て
殆
ど
失
敗
し
た
。
も
っ
と
も
、
各
地

は
西
洋
の
植
民
に
よ
り
荒
さ
れ
、
伝
統
す
ら
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
て
い
た
が
。

願ねが
わ
く
ば
、
伝
統
を
生
か
し
つ
つ
外
来
物
を
求
め
た
い
。
そ
う
し
た
異
質
の
物
と
の
新
た
な
結
合
を
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

（
維
新
・
新
結
合
）
と
い
う
。
未
来
へ
の
教
育
の
要よう
諦てい
も
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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世
界
史
的
に
み
る
と
、
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
そ
の
他
の
国
で
も
、
革
命
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
は
粗あら
方かた
こ
の
世
を
去
っ
た
か

ら
、
こ
れ
か
ら
の
二
十
一
世
紀
の
発
展
を
図はか
る
に
は
、
一
層
新
た
な
指
導
者
を
供
給
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
、
ど

ん
な
方
法
を
作
り
出
す
か
が
課
題
で
あ
る
。
企
業
で
も
そ
う
だ
が
、
国
家
は
、
新
た
な
発
展
段
階
毎
に
、
そ
れ
に
相
応
ふ
さ
わ

し
い
人

材
を
養よう
成せい
し
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ど
う
に
か
離り
陸りく
だ
け
は
で
き
た
と
し
て
も
、
成せい
層そう
圏けん
で
の
安
定
飛

行
に
は
移
れ
な
い
。

唐とう
の
時
代
、
先
人
は
、

創そう
業ぎようと
守しゆ
成せい
は
い
ず
れ
が
難かた
き
か
」（『
貞しよう
観がん
政せい
要よう
』）

と
尋たづ
ね
た
。
と
も
に
難
し
い
か
、
創
業
は
易やす
く
守
成
が
難
し
い
か
。
そ
の
逆
か
。
皆
さ
ん
の
お
答
え
は
い
か
に
。

争
い
の
解
決
と
い
う
側
面
で
は
、
近
代
日
本
の
明
治
維
新
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
世
界
の
標
準
を
超
え
て
平
和
的
で
あ
っ
た
。
む

ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
大
砲
の
音
も
せ
ず
火
薬
の
臭においも
漂ただよわ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
完
全
無む
血けつ
の
変
革
で
は

な
か
っ
た
。
前
後
に
幾
度
か
激
し
い
い
ざ
こ
ざ
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
会あい
津づ
の
白びやつ虎こ
隊たい
、
長なが
岡おか
藩はん
の
戦
い
な
ど
、
各
地
に
小こ

競ぜ
り
合
い
が
い
く
つ
か
発
生
し
た
。
歴
史
で
は
、
そ
れ
を
見み
逃のが
し
て
は
な
る
ま
い
。

佐さ
幕ばく
方がた
の
長なが
岡おか
藩はん
、
会あい
津づ
藩はん
な
ど
は
、
朝
廷
側
の
薩さつ
長ちよう
土と
肥ひ
勢
力
を
中
心
と
す
る
官かん
軍ぐん
に
敗
れ
、
後
々
のちのち

、
藩
士
た
ち
は
か

な
り
ひ
ど
い
仕し
打う
ち
を
被こうむっ
た
。
例
え
ば
、
会
津
の
人
々
は
、
青
森
県
の
下しも
北きた
に
追
い
や
ら
れ
た
。
今
そ
こ
に
足
を
運
ぶ
と
、

佐
幕
方
で
あ
っ
た
人
々
の
苦
難
の
跡あと
が
偲しの
ば
れ
る
が
、
彼
等
は
「
会
津
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
、
地ぢ
下げ
の
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
て

い
る
。
斗と
南なみ
藩はん
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
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す
べ
か
ら
く
改
革
と
い
う
も
の
は
、
既き
得とく
利り
益えき
の
廃
止
と
組
み
替
え
で
あ
る
か
ら
、
一いつ
旦たん
は
ど
う
し
て
も
犠
牲
者
、
反
対
者

が
出
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
改
革
の
後
に
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
も
包
み
込
ん
で
、
国
民
全
部
を
よ
り
よ
い
状
態
へ
と

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
い
っ
て
、
建けん
武む
の
新
政
と
比くら
べ
て
、
明
治
維
新
は
概おおむね
成
功
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
敵
や
敗
者
の
魂
たましいま

で
も

悪あく
魔ま
の
そ
れ
と
決
め
つ
け
て
、
い
つ
ま
で
も
放ほう
逐ちく
す
る
と
い
う
よ
う
な
文
化
を
、
わ
れ
わ
れ
の
先
人
た
ち
は
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
文
化
は
低
次
元
の
、
お
ぞ
ま
し
い
文
化
で
は
な
い
か
。

政
府
に
反
抗
し
た
西
郷
さ
ん
も
、
十
二
年
の
後
、
維
新
政
府
に
よ
っ
て
名
誉
回
復
が
行
わ
れ
た
。（
田
中
惣
五
郎
『
西
郷
隆

盛
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
三
年
）

日
本
で
は
、
怨おん
霊りようを
鎮しず
め
る
た
め
に
、
敵
を
許ゆる
し
敵
の
魂
を
神
や
仏
と
し
て
祭さい
祀し
す
る
と
い
う
風ふう
習しゆうが
あ
る
。
菅すが
原わらの
道みち
真ざね

（
八
四
五
〜
九
〇
三
）
が
天てん
神じん
様さま
と
し
て
祀まつ
ら
れ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
型
仏
教
の
精
神
で
は
な
い
か
。
日
本
で
は

そ
れ
が
幸さいわ
い
し
た
。
法ほう
隆りゆう
寺じ
は
怨おん
霊りよう
鎮ちん
魂こん
の
寺じ
院いん
で
あ
る
と
い
う
。
神
道
形
式
で
は
あ
れ
、
靖やす
国くに
神じん
社じや
（
一
八
七
〇
年
建

立
）
も
、
幾
分
そ
う
い
う
意
味
を
担にな
う
と
い
え
る
。

あ
る
人
た
ち
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
は
、「
敵
の
魂
は
永
遠
に
許
さ
な
い
ぞ
」
と
い
う
死
者
文
化
が
存
在
す
る
と
い
う
。

な
ら
ば
、
今
日
の
靖
国
問
題
は
、
文
化
の
違
い
だ
か
ら
、「
永
遠
の
謝
罪
の
繰
り
返
し
」
に
よ
っ
て
も
解
決
で
き
ま
い
。
そ
れ
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で
は
、
到
底
中
国
な
ど
と
の
間
で
東
ア
ジ
ア
の
共
同
体
は
、
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

中
国
と
日
本
の
比
較
で
な
く
、
欧
米
と
日
本
の
比
較
を
試
み
て
も
、
特
に
戦
争
と
人
間
に
つ
い
て
の
、
生
と
死
に
つ
い
て

の
、
捕
虜
や
ゲ
リ
ラ
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
は
大
き
い
。
こ
の
点
は
、
鯖
田
豊
之
『
戦
争
と
人
間
の
風
土
』（
新
潮
社
）

が
有
益
。

さ
て
、
途と
中ちゆうに
こ
う
し
た
反
抗
と
犠
牲
者
を
生
み
出
す
こ
と
を
も
厭いと
わ
ず
、
人
類
が
リ
ー
ダ
ー
を
選えら
び
直
し
つ
つ
、
地
方
の

小
さ
な
い
の
ち
単
位
が
集
ま
っ
て
、
よ
り
大
き
な
単
位
の
国
を
造
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
に
は
、
理
由
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
小
さ
い
人
口
集
団
同
士
の
間
の
境
界
線
を
取
り
払
う
と
、
よ
り
広
い
範
囲
で
、
よ
り
質
の
高
い
種
類
の
、
豊
富
な

生
産
と
交
易
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
国
他た
邦ほう
で
収しゆう
穫かく
さ
れ
る
も
の
を
、
お
互
い
に
交
換
し
合
っ
て
豊
か
な
生
活
を

実
現
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ン
ゴ
の
採と
れ
な
い
南
の
国
の
人
が
、
自
分
た
ち
の
バ
ナ
ナ
と
、
北
の
国
の
リ
ン
ゴ
と
交こう
易えき
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
理
由
で
、
市し
場じようと
い
う
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
発
展
す
る
。
市
場
は
国
家
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
来
た
。
織お
田だ

信のぶ
長なが
の
楽らく
市いち
・
楽らく
座ざ
の
政
策
は
、
市
場
造
り
で
あ
っ
て
、
紛
争
解
決
法
の
基
本
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

温おん
帯たい
に
位
置
す
る
日
本
で
も
、
例
え
ば
花
屋
さ
ん
に
な
ら
ぶ
花
の
種
類
が
格かく
段だん
に
増
え
た
が
、
そ
れ
は
熱
帯
の
花
を
輸
入
す

る
農
産
物
自
由
化
の
お
陰
で
あ
る
。
農
薬
問
題
で
何
か
と
物ぶつ
議ぎ
を
醸かも
す
が
、
外
国
野
菜
や
畜ちく
産さん
物ぶつ
な
ど
の
輸
入
も
、
そ
の
例
で

あ
る
。
石
油
の
出
な
い
日
本
で
こ
ん
な
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
石
油
を
使
え
る
の
も
、
拡
大
し
た
自
由
な
交
易
の
お
陰
で
あ
る
。
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人
類
の
歴
史
は
、
確
か
に
「
い
の
ち
活かつ
性せい
化か
」
の
た
め
の
交
易
自
由
〔
化

〕
の
拡
大
の
歩
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
拡

大
は
国
境
と
い
う
境
界
線
の
緩かん
和わ
で
あ
る
。
願
わ
く
ば
そ
れ
が
戦
争
と
征
服
で
な
い
方
法
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
が
望
ま
し

い
。
た
だ
皮
肉
に
も
、
現
実
に
は
、
歴
史
に
お
け
る
自
由
の
拡
大
は
、
戦
争
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
戦
争
と

は
、
武
力
交
戦
を
通
じ
て
、
一いつ
挙きよ
に
利
害
の
組
み
替か
え
を
行
う
方
法
で
あ
る
。

歴
史
は
、
人
間
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
か
に
思
え
る
性
（
さ
が
）
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
争
い
の
記

録
を
通
じ
て
、
そ
の
性
（
さ
が
）
を
突
き
抜
け
る
道
を
も
、
暗あん
示じ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
道
で
あ
ろ

う
か
。
歴
史
を
学
び
な
が
ら
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
。

こ
れ
か
ら
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
、
そ
れ
に
生
命
科
学
と
、
情
報
革
命
と
い
う
新
た
な
科
学
技
術
が

花
開
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
を
国
力
の
基
礎
と
し
て
、
米
国
と
中
国
と
い
う
二
つ
の

大
国
が
日
本
に
変へん
革かく
を
迫せま
っ
て
き
て
い
る
。
米
語
と
中
国
語
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
国
際
語
に
な
る
だ
ろ
う
。

国
民
を
超
え
る
人
類
と
い
う
大
規
模
な
い
の
ち
集
団
が
、
そ
の
内
部
に
ど
の
よ
う
に
し
て
国
民
集
団
を
つ
く
り
、
共
生
す
れ

ば
よ
い
か
。
こ
の
新
し
い
問
い
に
、
わ
れ
わ
れ
は
直
面
し
て
い
る
。
世
界
人
類
は
、
未
来
に
向
け
て
の
新
し
い
歴
史
物
語
を
書

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
国
民
と
い
う
い
の
ち
集
団
も
、
そ
の
中
に
伍ご
し
て
、
も
う
一
度
、
復ふつ
古こ
と
維い
新しん
の
統
一
的
な
物
語
を

描えが
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
誰
で
も
、
そ
の
作
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
物
語
を
書
く
か
。
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六
）
歴
史
論
を
踏
ま
え
て
二
十
一
世
紀
の
日
本
国
家
像
を
描
く

こ
の
ノ
ー
ト
が
最
初
に
目もく
論ろ
ん
だ
範
囲
を
超
え
る
課
題
だ
が
、
日
本
国
民
と
し
て
は
、
い
よ
い
よ
日
本
の
国
家
改
革
の
考
察

を
避さ
け
て
通
る
わ
け
に
行
か
な
く
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
点
が
浮
か
び
上
が
る
。

第
一
に
、
一
九
四
五
年
の
敗
戦
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
改
革
が
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
宿
題
・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

す
べ
て
が
疑
問
で

あ
る
の
で
は
な
い
が

現
代
日
本
の
病びよう理り
の
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
。

第
二
に
、
少
子
化
・
高
齢
化
す
る
社
会
の
国
家
原
理
・
憲
法
を
確
立
す
る
こ
と
。

第
三
に
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
人
類
世
界
が
求
め
る
新
た
な
要よう
請せい
に
応こた
え
る
世
界
戦
略
を
立
て
る
こ
と
。

日
本
は
こ
の
三
重
に
わ
た
る
国
家
改
革
を
遂すい
行こう
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
日
本
を
い
か
に
設
計
し
建
設
す
る
か
。
こ
の
課
題
に
、
私
も
自
分
自
身
の
知ち
性せい
と
感かん

性せい
と
責
任
に
お
い
て
、
答
え
る
義
務
が
あ
る
と
思
う
に
至いた
っ
た
。

歴
史
の
議
論
と
い
う
も
の
は
、
将
来
に
向
け
て
の
こ
の
課
題
に
対
し
て
、
確かく
た
る
方
向
性
を
指
し
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
国
家
の
危
機
の
時
に
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
は
一
人
一
人
危
機
の
哲
学
者
に
な
る
と
と
も
に
、
さ
ら

に
国
家
改
革
論
者
と
も
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
私
も
、
自
身
の
責
任
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
、
日
本
の
国
家
改
革
の
見
取
り
図
に
つ
い
て
、
原
理
的
、
原
則
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的
な
要
点
を
提
案
し
て
み
た
い
。
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
、
是ぜ
非ひ
と
も
、
寄
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

①
国
家
の
歴
史
的
、
文
化
的
な
個
性
の
保
持

象
徴
天
皇
元
首
制

古
代
の
先
人
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
言こと
祝ほ
ぐ
と
こ
ろ
の
「
建けん
国こく
の
神しん
話わ
」
を
今
日
に
継けい
承しよう
し
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
の
精
神
を
平
和
的
に
解
釈
し
、
独どく
善ぜん
的てき
・
排はい
他た
的てき
な
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
に
つ
な
げ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
祖
国

の
文
化
的
伝
統
を
断だん
絶ぜつ
さ
せ
る
根ね
無な
し
草ぐさ
的てき
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
な
く
、
謙けん
虚きよ
で
自
律
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
作

り
、
そ
れ
に
基
づ
く
国
家
国
民
哲
学
を
堅けん
持じ
す
る
。

国
民
集
団
の
在あ
り
方かた
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
い
歴
史
背
景
を
抜
き
に
し
た
空
中
楼ろう
閣かく
と
し
て
設
計
す
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
あ

る
。改

革
の
精せい
神しん
的てき
中ちゆう
軸じく
は
、
皇
室
に
象しよう
徴ちようさ
れ
る
文
化
的
役
割
を
中
心
と
し
て
、
神
道
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
と
い
う
よ
う

な
も
の
を

そ
の
他
の
世
界
的
レ
ベ
ル
の
良
質
の
信
仰
や
哲
学
も
含
め
て

合がつ
体たい
し
た
伝
統
精
神
を
継けい
承しよう
し
、
明
治
以
後

導
入
し
た
西
洋
文
化
も
合
わ
せ
て
、
普ふ
遍へん
的てき
か
つ
個
性
的
な
文
化
体
系
を
樹じゆ
立りつ
す
る
こ
と
に
あ
る
。

皇
室
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
歴
史
と
文
化
の
枢すう
要よう
な
本
質
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
化
的
政
治
的
な
意
味
で
の
国
家
元げん
首しゆ
は
、
世せ
襲しゆうの
天
皇
と
す
る
。
天
皇
は
、
国
民
の
価
値
統
合
の
象しよう
徴ちよう
的てき
な

体たい
現げん
者しや
と
し
て
、
憲
法
に
規
定
す
る
。
英
国
の
女
王
と
同
様
に
、
女
性
天
皇
も
認
め
る
。

②
国
家
主
権
及
び
国
民
の
権
利
義
務
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政
治
的
・
法
律
的
な
意
味
で
の
国
家
主
権
は
、
国こく
籍せき
を
有
す
る
国
民
の
「
全
体
」
に
淵えん
源げん
す
る
も
の
と
し
、
国
民
全
体
は
そ

の
国
家
主
権
を
国
民
の
代
表
を
通
じ
て
行
使
し
、
国
家
は
立
法
、
行
政
、
司
法
と
い
う
三さん
権けん
分ぶん
担たん

敵
対
的
な
分ぶん
立りつ
で
は
な

い

の
機
関
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

国
民
各
自
は
、
基
本
的
権
利
を
有
し
、
か
つ
そ
れ
と
不
可
分
に
対
応
す
る
基
本
的
義
務
を
有
す
る
。

ま
ず
、
国
民
各かく
自じ
の
基
本
的
権
利
と
い
う
も
の
は
、
天
地
自
然
が
可
能
性
と
し
て
恵
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

自
然
権
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
国
家
生
活
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
他
国
が
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
直
接
保
障

す
る
も
の
で
は
な
い
。

基
本
的
権
利
は
次
の
も
の
か
ら
成
る
。

一
、
地
球
環
境
と
国
家
の
領
域

陸りく
・
海かい
・
空くう

を
利
用
し
、
生
命
・
身
体
・
幸
福
を
追
求
す
る
自
由
か
ら
な
る
自
由

権

二
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
国
民
相
互
に
保ほ
障しようし
合
う
と
い
う
正
義
と
愛
を
実
現
す
る
社
会
権

三
、
国
政
に
参さん
画かく
す
る
参
政
権

次
に
、
国
民
各
自
の
基
本
的
義
務
と
は
、
国
家
と
人
類
社
会
の
公
共
的
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
国
民
各
自
の
義
務
で
あ
っ

て
、
次
の
も
の
か
ら
成
る
。

一
、
安
全
保
障
に
参
画
す
る
義
務

二
、
地
球
環
境
の
保
全
に
努
力
す
る
義
務
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三
、
国
民
の
富
を
増
加
す
る
た
め
の
労
働
の
義
務

四
、
国
家
公
共
財
の
供
給
と
維
持
の
た
め
の
納のう
税ぜい
の
義
務

五
、
各
人
の
人
間
と
し
て
の
進
化
を
目
指
す
学
習
と
教
育
の
義
務

基
本
的
権
利
は
、
こ
の
基
本
義
務
の
遂すい
行こう
を
通
じ
て
実
現
す
る
。
憲
法
で
は
こ
う
い
う
権
利
と
義
務
の
根
本
を
明めい
確かく
に
す

る
。③

自
衛
及
び
人
間
の
安
全
保
障
の
た
め
の
軍
隊
の
保
持

憲
法
第
九
条
の
改
正

国
家
は
自
衛
権
を
有
す
る
。
当
然
、
個○
別○
的○
自
衛
権
の
み
な
ら
ず
集○
団○
的○
自
衛
権
を
も
有
し
、
人
間
の
安
全
保
障
の
た
め
の

軍
隊
を
保
持
す
る
。
軍
隊
は
行
政
府
に
所
属
す
る
国
家
機
関
と
し
、
統とう
帥すい
権けん
の
独
立
と
い
う
よ
う
な
規
定
は
設もう
け
ず
、
軍
の
統

帥
は
行ぎよう
政せい
府ふ
の
長おさ
た
る
首
相
の
権けん
限げん
に
属ぞく
す
る
も
の
と
す
る
。

④
家
・
家
族
共
同
体
の
堅
持

国
民
は
、
裸はだかの
個
人
と
い
う
よ
り
、
祖
先
伝
来
の
生
命
を
受
け
継
ぐ
い
の
ち
の
継けい
承しよう
者しや
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
は

祖
先
、
夫
婦
二
人
、
そ
の
子
、
つ
ま
り
親
と
子
の
共
同
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
留とど
ま
ら
ず
、
い
の
ち
の
継
承
者
の
生
活

共
同
体
で
あ
り
、
国
民
生
活
の
基
礎
単
位

肉
体
的
、
精
神
的
、
そ
し
て
霊れい
的てき
な
共
同
体

で
あ
る
。

結
婚
、
相
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
家
族
の
基
本
精
神
を
踏ふ
ま
え
る
よ
う
に
制
度
を
定
め
る
。
夫ふう
婦ふ
別べつ
姓せい
は
離
婚
増
加
に
つ
な

が
り
、
健けん
全ぜん
な
家
族
の
絆きずなを
危あや
う
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
採
用
し
な
い
。
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家
・
家
族
の
問
題
は
、
し
か
し
、
日
本
の
国
家
社
会
に
お
い
て
は
、
少
子
化
が
進
み
、
そ
う
な
る
と
、「
跡あと
継つ
ぎ
が
居い
な
い
」

と
い
う
家
族
の
割
合
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
養よう
子し
を
も
ら
う
に
し
て
も
、
子
供
・
青
年
が
少
な
い
上
に
、

「
養
子
に
行
く
」
と
い
う
観かん
念ねん
が
嫌きら
わ
れ
る
も
の
と
な
り
、
結
局
、
現
在
の
家
系
の
約
半
数
が
途と
絶だ
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
れ
は
、
有
史
以
来
、
日
本
社
会
の
一いち
大だい
有ゆう
事じ
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
根
本
に
お
い
て
、
生
物
的
な
現
象
で
あ
り
、
制
度
作
り
の
み
で
は
対たい
処しよ
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
総
合

的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
中
国
は
じ
め
そ
の
ほ
か
の
外
国
か
ら
の
移
民
が
急
速
に
日
本
社
会
を
揺ゆ
る
が
す
事
態

と
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
文
化
の
レ
ベ
ル
で
は
、
わ
れ
ら
が
最
大
の
古
典
で
あ
る
記き
紀き
で
さ
え
、
外
国
か
ら
の
渡と
来らい
の
人
々
の
力
な
し
に

は
編へん
纂さん
さ
れ
な
か
っ
た
。
列
島
の
文
化
は
、
そ
も
そ
も
内ない
外がい
混こん
合ごう
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
自じ
覚かく
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
。東

ア
ジ
ア
共
同
体
と
い
っ
て
、「
共
同
体
」
に
弱
く
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
コ
ロ
リ
」
と
参
っ
て
し
ま
う
の
が
日
本
人
。

一
時
に
、
ウ
ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
、
ゾ
ロ
ゾ
ロ
、
他
民
族
が
移
住
し
て
き
た
ら
ど
う
す
る
か
。

⑤
国
民
の
義
務
教
育
と
生
涯
学
習

教
育
基
本
法
の
改
正

国
家
は
、
次
世
代
を
担にな
う
国
民
の
た
め
に
、
義
務
教
育
を
行
う
。
そ
の
方
法
は
公
立
も
し
く
は
私
立
学
校
に
よ
る
。
ま
た
、

国
家
は
、
生
涯
学
習
に
つ
い
て
十
分
な
機
会
を
保
障
す
る
。
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義
務
教
育
の
基
本
指
針
は
、
祖
国
の
歴
史
と
文
化
を
尊そん
重ちよう
し
、
公
共
心
の
涵かん
養よう
を
重
視
し
た
個
人
の
人
格
の
完
成
と
、
そ

の
た
め
の
徳
育
、
知
育
、
体
育
を
調
和
的
に
配はい
置ち
す
る
も
の
と
す
る
。
教
育
基
本
法
は
、
こ
の
よ
う
な
趣しゆ
旨し
を
組
み
込
ん
だ
も

の
へ
と
改
正
す
る
。

人
格
と
は
、
元
々
、
神
仏
の
似に
姿すがたと
し
て
神
仏
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
教
育
で
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込

ま
ず
、「
国
民
と
し
て
の
人
格
」
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。

⑥
国
家
機
関
の
役
割
の
限
定

ス
リ
ム
で
効
率
的
な
国
家
へ

国
家
機
関
の
役
割
の
種
類
と
規き
模ぼ
は
、「
補ほ
完かん
性せい
の
原げん
理り
」
に
基
づ
い
て
可
能
な
限
り
限
定
し
、
国
民
が
自
発
性
を
発はつ
揮き
で

き
る
国
家
と
す
る
。
行
政
機
関
と
し
て
の
中
央
政
府
の
権
限
は
、
可
能
な
限
り
地
方
分
権
と
す
る
。

国
民
は
過か
剰じような
甘
え
の
心
理
を
乗
り
越
え
て
、
自
律
的
精
神
を
強
化
し
、
国
家
を
甘
え
合
い
の
た
め
の
組
織
と
し
な
い
。

補ほ
完かん
性せい
の
原げん
理り
と
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
が
、
繰
り
返
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
原
理
を
指
す
。
ま
ず
、
個
人
は
一
つ
の

人
格
と
し
て
は
独
立
自
由
な
存
在
で
あ
る
が
、
個
人
は
地
域
社
会
、
学
校
や
会
社
な
ど
の
組
織
、
国
家
、
そ
し
て
地
球
全
体
の

人
類
世
界
と
い
う
よ
う
に
、
小
さ
い
規
模
か
ら
最
大
規
模
ま
で
の
共
同
体
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
に
所しよ
属ぞく
す
る
。
し
か
も
、
す
べ

て
の
共
同
体
は
歴
史
的
背
景
を
有
す
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
も
の
歴
史
の
共
同
体
に
住
む
。

個
人
の
人
格
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
家
族
は
個
人
で
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
持
ち
、
地
域
社
会
は
家
族
で
で
き
な

い
こ
と
を
受
け
持
ち
、
学
校
や
会
社
は
家
族
に
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
持
つ
。
国
家
は
、
以
上
の
、
よ
り
小
さ
い
共
同
体
が
で

き
な
い
こ
と
の
み
を
受
け
持
つ
。
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こ
う
し
て
、
よ
り
大
き
い
範
囲
の
共
同
体
は
、
各
々
の
人
格
と
、
よ
り
小
さ
い
共
同
体
を
抑よく
圧あつ
せ
ず
、
そ
の
役
割
を
補ほ
完かん
す

る
こ
と
だ
け
に
専せん
念ねん
す
る
。

結
局
、
す
べ
て
の
共
同
体
は
、
個
人
の
人
格
を
尊そん
重ちよう
す
る
よ
う
に
働
き
、
ま
た
個
人
は
、
他
の
個
人
の
人
格
を
尊
重
し
、

か
つ
自
分
が
所
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
働
き
に
奉ほう
仕し
す
る
。
こ
れ
が
補
完
性
の
原
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
格

を
圧あつ
殺さつ
す
る
こ
と
な
く
活い
か
し
、
地
方
自
治
を
導
き
、
全
体
主
義
に
陥おちいら
な
い
共
同
体
原
理
で
あ
る
。

資
料

憲
法
第
九
条
問
題

平
和
の
理
想
と
歴
史
の
現
実
と
の
間
の
橋
渡
し
を

と
こ
ろ
で
、
内
容
は
日
本
だ
け
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
各
国
に
か
か
わ
る
も
の
だ
が
、
か
つ
て
一
つ
の
興
味
深

い
憲
法
対
談
が
行
わ
れ
、
そ
の
記
録
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
参
照
し
、
ま
た
皆
さ
ん
に
も
ご
紹
介
し
た
い
。

欧
米
の
憲
法
論
に
造ぞう
詣けい
の
深
い
進
歩
的
憲
法
学
者
・
小
林
直
樹
（
当
時
は
東
大
教
授
）
と
、
日
本
国
家
論
に
も
雄ゆう
大だい
な
研
究

視
野
を
提
出
さ
れ
る
破は
格かく
の
哲
学
者
・
上
山
春
平
（
当
時
は
京
大
教
授
）
と
い
う
ご
両
人
の
間
の
対
談
で
あ
る
。（
上
山
春
平

『
対
話
・
日
本
の
国
家
を
考
え
る
』
徳
間
書
店
、
一
九
八
五
年
）

ち
な
み
に
、
こ
の
対
談
は
一
九
六
八
年
に
行
わ
れ
た
。
翌
六
九
年
に
は
、
東
大
の
安やす
田だ
講こう
堂どう
事じ
件けん
が
あ
る
な
ど
、
時
代
は
東

大
紛ふん
争そう
の
さ
な
か
で
あ
り
、
私
も
大
学
院
に
在ざい
籍せき
し
て
い
て
、
そ
の
紛
争
の
渦か
中ちゆうに
あ
っ
て
、
当
時
の
記
憶
は
生
々
なまなま

し
い
。

上
山
、
小
林
の
ご
両りよう
所しよ
は
、
私
よ
り
一
世
代
ほ
ど
上
の
方
で
あ
り
、
私
は
そ
の
主
要
著
作
を
買
い
求
め
て
読
ん
で
来
た
か
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ら
、
私
の
思
想
は
そ
れ
に
多
大
の
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
一
面
、
自
分
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
同
時
代
の
思
考
の
空
気

を
呼
吸
し
て
き
た
の
だ
な
、
と
思
い
起
こ
し
て
感かん
慨がい
深ぶか
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
対
談
は
記き
念ねん
碑ひ
で
あ
り
、
そ
の
後
三
十
年
間
に

及
ぶ
憲
法
論
の
原
理
的
な
論
点
は
こ
こ
に
出で
尽つ
く
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
以
下
に
、
対
談
の
さ
わ
り
の
一
節
を
直
接
引
用
さ
せ
て
頂
こ
う
。

小
林

…
…
第
九
条
の
読
み
な
お
し
を
深
め
て
い
く
な
か
で
、
出
て
く
る
む
ず
か
し
い
問
題
は
、
国
の
自じ
衛えい
権けん
と
そ
の

自
衛
の
た
め
の
手
段
の
放ほう
棄き
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
…
…
大
部
分
の
憲
法
学
者
が
解かい
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
は
自
衛
権
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
軍
備
は
も
た
な
い
、
そ
れ
が
第
九
条
の
軍
備
放ほう

棄き
の
立
場
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
山

…
…
自
衛
権
を
認
め
て
、
自
衛
の
手
段
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

小
林

自
衛
権
は
も
つ
が
そ
の
手
段
は
も
た
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
十
分
成
り
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い

う
見
解
に
は
、
か
り
に
あ
る
種
の
侵しん
略りやく
状じよう
況きよう
が
生
じ
た
と
仮
定
し
た
場
合
で
も
、
国
民
の
自
由
や
生
命
を
守
る
と
い

う
点
で
は
、
軍
隊
に
よ
る
戦せん
闘とう
は
役
に
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
禍か
害がい
の
ほ
う
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
い
う
認
識
が
い
っ
ぽ

う
に
あ
り
、
他
方
で
は
、
抵てい
抗こう
に
も
戦
争
以
外
の
方
式
が
考
え
ら
れ
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
ベ
タ
ー
だ
と
い
う
見
方

も
あ
る
わ
け
で
す
。（
下
略
）

上
山

…
…
問
題
に
な
る
の
は
、
主しゆ
権けん
の
完
全
な
確
立
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
と
現
在
と
の
事
情
の
変
化

で
す
。
さ
き
ほ
ど
小
林
さ
ん
が
ご
指
摘
に
な
っ
た
と
お
り
「
主
権
の
制
限
」
が
事
実
上
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
主

権
の
制
限
を
も
っ
と
も
ラ
ジ
カ
ル
に
規
定
し
た
の
が
日
本
国
憲
法
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
日
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本
国
憲
法
は
「
も
し
国
際
連
合
が
完
全
な
仕
方
で
機
能
す
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
に
立
っ
て
、
国
連
と
い
う
超
国
家

的
な
機
関
に
、
武ぶ
装そう
自じ
衛えい
権けん
と
い
う
国
家
主
権
の
重
要
な
部
分
を
委い
任にん
し
て
し
ま
っ
た
い
わ
ば
「
半
主
権
国
家
」
の
憲
法

だ
と
思
う
の
で
す
。
…
…
委い
任にん
統とう
治ち
地ち
が
統
治
国
に
、
植
民
地
が
宗そう
主しゆ
国こく
に
主
権
を
ゆ
だ
ね
た
よ
う
に
、
第
九
条
は
国
連

に
主
権
を
ゆ
だ
ね
た
半
主
権
国
家
の
規
定
な
の
で
す
。
日
本
国
憲
法
は
そ
う
い
う
か
た
ち
の
憲
法
と
し
か
解
せ
ら
れ
な

い
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
入
れ
物
に
中
味
を
入
れ
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
よ
。
こ

れ
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
破は
格かく
の
憲
法
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
人
類
の
理
念
が
第
九
条
に
は
じ
め
て
実じつ
定てい
法ほう
化か
す
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。（
一
六
〇
〜
一
六
二
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
）

以
上
で
議
論
さ
れ
た
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
人
類
史
に
お
い
て
、
国
家
主
権
の
制
限
が
起
こ
り
始
め
て
い
る
、
と
い
う
前ぜん
提てい
が
存
在
す
る
。

②
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
日
本
が
国
家
と
し
て
自
衛
権
は
有
す
る
が
、
そ
れ
を
行こう
使し
す
る
上
で

は
、
武
力
的
な
手
段
は
持
た
ず
使
う
こ
と
も
な
い
、
と
規き
定てい
す
る
。

③
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
上
で
、
武
力
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
連
に

あ
る
い
は
憲
法
前
文
に
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
、
好こう
意い
的てき
な
諸
外
国
に
信
頼
し
て

紛
争
解
決
の
行
動
を
依い
存ぞん
す
る
こ
と
に
す
る
。

④
非
武
力
的
な
手
段
方
法
に
よ
っ
て
、
自
衛
の
た
め
の
行
動
を
行
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
放ほう
棄き
し
な
い
。

な
お
、
国
家
主
権
の
制
限
と
は
、
当
時
の
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｃ
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
新
た
な
傾
向
で
あ
る
。「
絶

対
譲ゆず
り
え
な
い
不ふ
可か
分ぶん
の
主
権
が
あ
る
と
い
う
近
代
主
権
国
家
の
観
念
は
、
も
は
や
決
定
的
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」（
一
三
二
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ペ
ー
ジ
）
と
い
う
事
態
を
指
す
。
む
ろ
ん
、
こ
う
い
う
主
権
制
限
の
傾
向
を
「
過
大
に
評
価
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

…
…
。

ま
た
、
こ
の
対
談
で
は
、
自
衛
権
と
い
っ
て
も
、
一
国
的
つ
ま
り
個こ
別べつ
的てき
な
自
衛
権
の
み
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ

い
。
集
団
的
な
自
衛
行
動
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
集
団
自
衛
権
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
あ
っ
て
も
行
使
で
き
る
の
か
ど
う
か

は
、
以
上
の
対
談
の
引
用
箇
所
で
は
表おもて向む
き
議
論
さ
れ
て
は
い
な
い
。

さ
ら
に
、
東
西
冷
戦
構
造
が
崩くず
れ
た
今
日
で
は
、
国
連
主
義
と
、
日
米
安
保
条
約
の
よ
う
な
二
国
間
の
、
あ
る
い
は
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
や
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
複
数
国
間
の
安
保
条
約
と
の
、
兼か
ね
合あ
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
新
し
い
意
味
を

帯お
び
て
復
活
し
て
い
る
。
日
本
で
い
え
ば
、
国
連
主
導
か
日
米
同どう
盟めい
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

現
代
、
誰
し
も
人
類
社
会
の
紛
争
を
解
決
す
る
に
、
必
ず
武
力
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
し
か
あ
り
得
な

い
、
と
考
え
る
武
力
愛
好
論
者
は
も
は
や
居い
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
核
兵
器
な
ど
含
め
て
、
損
害
の
大
き
い
武

力
で
な
し
に
、
損
害
の
少
な
い
方
法
に
よ
っ
て
平
和
を
維
持
し
た
い
、
と
考
え
る
筈はず
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
連
機
関
と
か
諸
外
国
に
信
頼
し
、
解
決
策
を
委い
託たく
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
件
、
例
え
ば
テ
ロ
や
拉ら
致ち
な
ど
が

起
こ
る
と
い
う
の
が
、
現
実
の
人
類
世
界
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
国
連
の
行
う
正
当
な
安
全
保
障
行
動

後
の
章
に
述
べ
る
が
、
新
し
い
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
う
国
連
の
考

え
を
含
め
た
も
の

に
必
要
な
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
手
段
方
式
を
も
っ
て
参
画
す
る
こ
と
は
、
国
連
加
盟
国
と
し
て
当
た
り
前
の

義
務
で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
段
の
中
に
正
常
な
武
力
的
手
段
を
含
め
な
け
れ
ば
、
有
効
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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現
代
世
界
で
は
、
戦
闘
行
動
が
行
わ
れ
て
安
全
な
と
こ
ろ
で
な
い
と
き
に
こ
そ
、
日
本
も
平
和
確
立
の
た
め
の
行
動
に
参
画

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
と
も
な
責
任
感
の
あ
る
国
家
・
国
民
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
の

当
然
、
武
力
を
含

め
た

あ
ら
ゆ
る
正
当
な
手
段
を
準
備
し
、
犠
牲
的
行
動
に
も
進
ん
で
献けん
身しん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
の
「
新
た
な
日
本
の
憲
法
」
で
は
、
単
に
自
分
の
国
を
守
る
「
自
衛
」
と
い
う
狭
い
利
己
的
目
的

を
巡
る
議
論
を
超
え
て
、
積
極
的
に
「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
貢こう
献けん
す
る
た
め
に
も
、
第
九
条
の
よ
う
な
「
利
己
的
で
一
国
平

和
主
義
的
な
独ひと
り
よ
が
り
」
の
自じ
縄じよう自じ
縛ばく
は
、
日
本
国
民
と
し
て
、
も
う
い
い
加か
減げん
、
脱だつ
却きやく
す
べ
き
時
代
な
の
で
は
な
い
か
。

日
本
国
憲
法
の
第
九
条
は
、
結
果
的
に
は
、
国
際
紛
争
解
決
に
献
身
す
る
と
い
う
点
で
一
見
理
想
的
に
見
え
て
、
全
く
独
り

よ
が
り
で
、
他
者
依
存
で
、「
火か
中ちゆうの
危あぶ
な
い
栗くり
は
拾ひろ
わ
な
い
」
と
い
う
卑ひ
怯きような
態
度
を
、
日
本
国
民
の
心
の
中
に
醸じよう
成せい
す
る

効
果
の
み
を
生
ん
で
来
て
い
る
。

ま
た
、
少
な
く
と
も
自
衛
と
い
う
狭
い
国
益
の
面
で
さ
え
、
幾
つ
か
の
領
土
問
題

北
方
、
竹
島
、
東
シ
ナ
海
な
ど

を
手
を
拱こまねい
て
放
置
す
る
、
と
い
う
効
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

一いつ
朝ちよう
有ゆう
事じ
の
際
に
、
い
の
ち
を
懸か
け
、
武
器
を
取
り
、
祖
国
防
衛
に
馳は
せ
参さん
じ
る
と
い
う
覚
悟
を
も
っ
た
日
本
人
は
幾
人

あ
る
だ
ろ
う
か
。
か
く
い
う
私
も
戦
後
育
ち
だ
か
ら
、
白
状
す
れ
ば
、「
覚かく
悟ご
は
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
一
端
た
じ
ろ
ぐ
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
は
、
決
し
て
侵
略
主
義
を
宣せん
伝でん
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
危あや
う
い
現
実
の
中
で
ど
う
に
か
理
想
主
義
を
貫
く
た

め
の
道
を
尋たづ
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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人
類
の
理
想
と
、
日
本
を
取
り
巻
く
現
実
と
の
間
の
、
橋はし
渡わた
し
の
た
め
の
工
夫
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
足
り
な
い
の
で
は

な
い
か
。
一
九
四
五
、
六
年
頃
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
案
が
「
一
週
間
と
い
う
ど
さ
く
さ
の
間
」
に
作
文
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、

そ
の
後
の
国
民
へ
の
憲
法
教
育
が
空
想
的
な
理
想
の
面
に
偏へん
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
理
想

論
を
説と
か
れ
る
と
、
ど
う
も
弱
く
て
、
ひ
れ
伏ふ
し
て
し
ま
う
。

日
本
人
は
、
歴
史
上
、
本ほん
物もの
で
な
い
の
に
、
理
想
論
を
現
実
の
中
で
不ふ
断だん
に
吟ぎん
味み
す
る
こ
と
を
せ
ず
、「
不ふ
磨ま
の
大たい
典てん
」
と

し
て
崇あが
め
奉
たてまつる

と
い
う
経
験
に
事こと
欠か
か
な
い
。

資
料

大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
の
比
較

｜
｜
天
皇
及
び
自
衛
に
つ
い
て
の
国
民
の
権
利
義
務
｜
｜
（
※
は
永
安
付
加
、
ル
ビ
追
加
）

大
日
本
帝
国
憲
法

日
本
国
憲
法

第
一
章

天
皇

第
一
章

天
皇

第
一
條

大
日
本
帝
國
ハ
萬
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
（
※
血

統
主
義
で
萬
世
一
系
）

第
一
条
【
天
皇
の
地
位
・
国
民
主
権
】

天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
統
合
の
象
徴
で
あ
つ

て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
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く
。

第
二
條

皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
皇
男
子
孫
之
ヲ

承
ス

第
二
条
【
皇
位
の
継
承
】

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典

範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。

第
三
條

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
※

現

神

あきつみかみ

天
皇
無
答
責
の
原
理
）

第
三
条
【
天
皇
の
国
事
行
為
に
対
す
る
内
閣
の
助
言
と
承
認
】

天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と

承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。

第
四
條

天
皇
ハ
國
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
權
ヲ
總
攬
シ
此
ノ
憲
法

ノ
條
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
（
※
元
首
・
統
治
権
総
覧
・
立
憲
君

主
制
）

第
四
条
【
天
皇
の
権
能
の
限
界
、
天
皇
の
国
事
行
為
の
委
任
】

①
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を

行
ひ
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。

②
天
皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
国
事
に
関

す
る
行
為
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
條

天
皇
ハ
帝
國
議
會
ノ
協
賛
ヲ
以
テ
立
法
權
ヲ
行
フ
（
※

立
法
）

第
五
条
【
摂
政
】

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く
と
き
は
、

摂
政
は
、
天
皇
の
名
で
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。
こ

の
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
條

天
皇
ハ
法
律
ヲ
裁
可
シ
其
ノ
公
布
及
執
行
ヲ
命
ス
（
※

行
政
、
法
治
主
義
）

第
六
条
【
天
皇
の
任
命
権
】

①
天
皇
は
、
国
会
の
指
名
に
基
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
任
命
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す
る
。

②
天
皇
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る

裁
判
官
を
任
命
す
る
。

第
七
條

天
皇
ハ
帝
國
議
會
ヲ
召
集
シ
其
ノ
開
會
閉
會
停
會
及
衆

議
院
ノ
解
散
ヲ
命
ス

第
七
条
【
天
皇
の
国
事
行
為
】

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め
に
、
左

の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

一

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

二

国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

三

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四

国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

五

国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
並

び
に
全
権
委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証
す

る
こ
と
。

六

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
承

認
す
る
こ
と
。

七

栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

八

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証

す
る
こ
と
。

九

外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十

儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

第
八
條

①
天
皇
ハ
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避

第
八
条
【
皇
室
の
財
産
授
受
】
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ク
ル
爲
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
國
議
會
閉
會
ノ
場
合
ニ
於
テ
法

律
ニ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
發
ス
（
※
緊
急
勅
令
）

②
此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
會
期
ニ
於
テ
帝
國
議
會
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
若

議
會
ニ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
將
來
ニ
向
テ
其
ノ
效

力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
ヘ
シ
（
※
勅
令
の
議
会
承
認
）

皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、
又
は
皇
室
が
、
財
産
を
譲
り
受

け
、
若
し
く
は
賜
与
す
る
こ
と
は
、
国
会
の
議
決
に
基
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
條

天
皇
ハ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
爲
ニ
又
ハ
公
共
ノ
安
寧
秩
序

ヲ
保
持
シ
及
臣
民
ノ
幸
福
ヲ

進
ス
ル
爲
ニ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ

發
シ
又
ハ
發
セ
シ
ム
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
變
更
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
（
※
命
令
）

第
十
條

天
皇
ハ
行
政
各
部
ノ
官
制
及
文
武
官
ノ
俸
給
ヲ
定
メ
及

文
武
官
ヲ
任
免
ス
但
シ
此
憲
法
又
ハ
他
ノ
法
律
ニ
特
例
ヲ
掲
ケ

タ
ル
モ
ノ
ハ
各
々
其
ノ
條
項
ニ
依
ル
（
※
文
武
官
）

第
十
一
條

天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
ス
（
※
軍
統
帥
）

※
第
九
条
の
戦
力
放
棄
に
よ
り
、
統
帥
権
の
規
定
は
な
い
。

第
十
二
條

天
皇
ハ
陸
海
軍
ノ
編
制
及
常
備
兵
額
ヲ
定
ム

第
十
三
條

天
皇
ハ

ヲ
宣
シ
和
ヲ
講
シ
及
諸
般
ノ
條
約
ヲ
締
結

ス
（
※
宣
戦
と
講
和
、
条
約
締
結
）

第
十
四
條

①
天
皇
ハ
戒
嚴
ヲ
宣
告
ス

歴史は、いのち共同体のたえざる再構築なり（２）



日
本
国
民
は
、
ど
う
も
自
分
で
自
分
の
国
の
憲
法
を
よ
く
読
ま
な
い
国
民
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
等
学
校
や
大
学
の

入
試
試
験
に
必
要
な
限
り
で
は
、
要よう
点てん
の
リ
ス
ト
位
は
読
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
と
は
憲
法
は
用よう
済ず
み
で
、
六ろつ
法ぽう
全ぜん
書しよ
な

ど
自
分
の
家
の
書しよ
棚だな
に
な
い
か
ら
、
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
の
結
果
、
明
治
時
代
の
憲
法
と
昭
和
憲
法
と
を
、
比
較
す
る
と
い
う
意い
志し
も
な
く
、
や
っ
た
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
次
第

と
な
ろ
う
。
か
く
言
う
私
自
信
も
、
普
段
は
、
憲
法
な
ど
読
ま
な
い
方
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
新
た
に
憲
法
を
読
ん
で
み
た
。
す
る
と
、
明
治
憲
法
は
古ふる
臭くさ
く
て
、
昭
和
憲
法
は
新
し
く
う
ん
と
進
ん
で

い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
無
く
な
っ
た
。
自
分
の
小
学
校
時
代
以
来
作
ら
れ
教
え
ら
れ
た
憲
法
イ
メ
ー
ジ
が
、
不
確
か
な
も

の
と
分
か
っ
た
。
こ
の
ノ
ー
ト
を
書
き
つ
つ
反
省
し
た
。

②
戒
嚴
ノ
要
件
及
效
力
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
（
※
治
安
、

戒
厳
令
）

第
十
五
條

天
皇
ハ
爵
位
勲
章
及
其
ノ
他
ノ
榮
典
ヲ
授
與
ス

第
十
六
條

天
皇
ハ
大
赦
特
赦
減
刑
及
復
權
ヲ
命
ス

第
十
七
條

①
攝
政
ヲ
置
ク
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

②
攝
政
ハ
天
皇
ノ
名
ニ
於
テ
大
權
ヲ
行
フ
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１

天
皇
に
つ
い
て
の
考
え

国
会
で
憲
法
改かい
正せい
論ろん
議ぎ
が
進
ん
で
い
る
が
、
議ぎ
員いん
諸しよ
君くん
は
忙いそがし
い
方
々
ば
か
り
で
、
ど
こ
ま
で
憲
法
を
理
解
し
て
お
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

憲
法
で
最
も
喧やかまし
く
論
じ
ら
れ
、
意
見
が
対
立
す
る
の
は
、
国
防
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
前
に
、
国
民
の
間
で
、

天
皇
に
関
す
る
議
論
が
不ふ
足そく
し
て
い
る
と
、
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。

①
天
皇
と
は
誰
の
こ
と
か
、
い
か
な
る
存
在
か
。

②
明
治
憲
法
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
万
世
一
系
の
天
皇
」
と
は
、
ど
う
い
う
存
在
で
あ
ろ
う
か
。

③
「
統
治
す
る
」「
統
治
権
を
総そう
覧らん
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
天
皇
に
主
権
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
。
総

覧
と
は
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
か
。

④
昭
和
憲
法
に
い
う
「
国
民
主
権
」
と
い
う
も
の
と
、「
天
皇
が
統
治
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る

の
か
。

⑤
そ
も
そ
も
主
権
と
は
何
な
の
か
。

⑥
軍
隊
の
統とう
帥すい
（
権けん
）
と
は
何
か
。

憲
法
に
規き
定てい
す
る
天
皇
と
は
、
こ
の
他
に
も
、「
祭さい
祀し
」
を
行
う
存
在
で
あ
る
。
祭
祀
と
は
、
ど
う
い
う
内
容
の
行
為
で
あ

る
の
か
。
暗あん
黙もく
の
伝でん
統とう
と
し
て
保ほ
持じ
し
、
憲
法
な
ど
に
書
か
な
い
方
が
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。

歴史は、いのち共同体のたえざる再構築なり（２）



天
皇
は
ま
た
、「
国こく
事じ
行こう
為い
」
を
行
う
ご
存
在
で
あ
る
。「
国
事
行
為
」
と
い
う
考
え
の
実
質
は
、
明
治
憲
法
に
も
存
在
し
た

が
、
昭
和
憲
法
で
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
し
な
か
っ
た
か
。
私
に
は
そ
ん
な
に
根
本
的
に
変
化
し
た
と
は
読
め
な
い
。

２

天
皇
及
び
国
民
の
権
利
義
務

天
皇
及
び
国
民
の
「
権
利
・
義
務
」
に
関
す
る
規
定
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
昭
和
憲
法
は
権
利
の
み
を
規
定

し
、
義
務
は
付つ
け
足た
し
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
な
の
か
。

天
皇
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
議
論
は
不

十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
皇
陛
下
は
き
わ
め
て
重
大
な
任
務
を
遂すい
行こう
な
さ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
い
う
人
格
を

お
持
ち
で
あ
り
、
ど
う
い
う
権
利
義
務
を
担にな
わ
れ
る
の
か
、
国
民
は
真しん
剣けん
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

３

国
家
自
衛
の
問
題

明
治
憲
法
で
は
、
国
軍
を
持
つ
大
日
本
帝
国
と
い
う
名
前
の
国
家
と
し
て
、
国
家
は
徴ちよう
兵へい
の
権
利
（
天
皇
が
総
覧
な
さ
る

権
利
の
一
つ
）
を
保
持
し
、
天
皇
は
そ
の
行こう
使し
を
総
覧
な
さ
る
。
国
民
に
は
兵へい
役えき
の
義
務
が
課か
せ
ら
れ
た
。
昭
和
憲
法
で
は
、

兵
役
の
義
務
は
な
く
な
っ
た
の
か
。

昭
和
憲
法
の
下もと
で
も
、
陣じん
営えい
の
左
右
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
と
い
う
「
国
家
は
自
衛
権
を
保
持
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
国

民
の
意
見
は
一いつ
致ち
し
て
来
て
い
る
。

自
衛
権
と
は
、
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
と
そ
の
武
力
行
使
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
不ふ
服ふく
従じゆう
運
動
な
ど
、
非ひ
暴ぼう
力りよく・
非
武
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力
に
よ
る
自
衛
的
交
戦
行
為
も
含
む
総
合
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

自
衛
（
権
）
行
為

誰
が
、
い
か
な
る
種
類
の
行
為
を
行
う
か

①
軍
事
行
動

国
軍
、
傭よう
兵へい
、
国
際
機
関
軍
、
テ
ロ
行
動

②
非
軍
事
的
・
非
暴
力
行
為

⒜
不
服
従
抵
抗
行
動

示じ
威い
行
為
、
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど

⒝
文
化
的
抵
抗
行
為

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
の
抵
抗
行
為

そ
こ
で
、
そ
の
「
自
衛
権
の
発
動
に
伴ともな
う
国
民
の
義
務
」
は
存
在
し
な
い
の
か
。
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ

ば
、
自
衛
権
の
発はつ
動どう
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

ま
さ
か
、
日
本
国
民
で
な
い
者

例
え
ば
、
傭
兵
と
か
国
際
機
関
な
ど

が
日
本
の
国
家
を
自
衛
す
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

自
衛
権
の
発
動
は
、
日
本
の
国
家
に
属ぞく
す
る
「
天
皇
と
日
本
国
民
」
双そう
方ほう
が
自みずから
の
身しん
心しん
を
用もち
い
て
行
う
ほ
か
な
か
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
双
方
が
一
体
と
な
り
、
自
衛
権
の
発
動
に
関
す
る
権
利
義
務
を
有ゆう
す
る
と
い
う
規
定
を
盛も
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
、
こ
の
点
で
日
本
国
憲
法
の
今
の
規
定
も
、
改
正
議
論
の
内
容
も
、
と
も
に
不
完
全
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
の
憲
法
論
は
、
思
わ
ぬ
所
に
検
討
す
べ
き
空
白
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

歴史は、いのち共同体のたえざる再構築なり（２）



七
）
地
域
共
同
体
造
り
は
可
能
か

民
族
移
動
問
題
は
ど
う
す
る

各
国
家
は
、
人
類
社
会
の
基
本
的
共
有
価
値

世
界
公
共
価
値

を
明
ら
か
に
し
、
人
類
世
界
の
一
員
と
し
て
世
界
の

発
展
に
貢こう
献けん
し
、
全
世
界
の
人
道
的
、
平
和
的
な
構
築
に
向
け
て
積
極
的
に
義
務
を
担にな
う
。
そ
の
た
め
、「
人
間
の
た
め
の
集

団
安
全
保
障
」（th

e co
llectiv

e h
u
m
a
n secu

rity o
f th

e w
o
rld

）
の
促そく
進しん
、
経
済
的
格かく
差さ
の
解
消
、
自
由
公
平
な
経
済
取

引
、
人
道
的
な
立
場
か
ら
教
育
と
福
祉
の
支し
援えん
に
努
力
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
重
大
問
題
が
出
現
す
る
。
特
に
共
同
体
造
り
に
伴ともなう
「
人
の
移
動
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ど
う
し

て
も
増
え
て
く
る
国
家
間
で
の
人
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
無む
秩ちつ
序じよ
な
外
国
人
の
受
け
入
れ
は
、
お
互
い
国
家
の
秩
序
を
攪かく
乱らん
す

る
恐おそ
れ
が
あ
る
。

正
常
な
秩ちつ
序じよ
あ
る
移
民
に
は
門もん
戸こ
を
開
く
が
、
国
民
の
平
和
と
安
全
の
た
め
外
国
人
の
不ふ
法ほう
滞たい
在ざい
は
厳げん
禁きん
し
、
難
民
の
受
け

入
れ
も
慎しん
重ちように
行
う
も
の
と
す
る
。
急きゆう
激げき
な
異
文
化
の
共きよう
住じゆう・
混こん
住じゆうに
、
未
だ
人
類
は
よ
く
適てき
応おう
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

難
民
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
国
際
協
力
に
よ

っ
て
、
各
国
の
国
内
安
定
と
発
展
を
促そく
進しん
し
、
ま
た
難
民
を
発
生
さ
せ
る
国
際
紛
争
を
解
消
す
る
た
め
の
努
力
を
払
う
方
が
よ

い
。
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人
類
社
会
は
、
ま
す
ま
す
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
へ
と
進
む
。
こ
の
大たい
勢せい
に
逆
ら
う
こ
と
は
日
本
の
生
存
を
危あや
う
く
す

る
。
日
本
国
民
の
食
糧
供
給
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
孤こ
立りつ
主しゆ
義ぎ
は
祖
国
の
永
続
的
発
展
に
反
す
る
。

し
か
し
、
日
本
は
、
人
類
社
会
と
し
て
の
「
基
本
共
有
価
値
」
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
欧
米
の
個
人
主
義
と
自
由
民
主
主

義
に
安
易
に
乗
る
の
で
も
な
く
、
二
十
世
紀
に
猛もう
威い
を
奮ふる
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
階かい
級きゆう
闘とう
争そう
論ろん
に
立
つ
社
会
主
義
と
階
級
的
、
闘

争
的
人
間
で
も
な
く
、
長
い
歴
史
を
有
す
る
文
化
を
保
持
し
、
独
自
の
個
性
的
な
国
家
哲
学
と
生
存
の
在
り
方
を
探
求
し
た

い
。こ

う
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
地
域
個
性
化
と
を
結
合
す
る
道
を
「
グ
ロ
ー
カ
ル
」（g

lo
ca
l

）
と
称しよう
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
日

本
国
家
の
こ
れ
か
ら
の
道
も
当
然
、
こ
の
共
通
性
と
独
自
性
と
を
統
合
す
る
道
と
な
る
。

今
後
の
人
類
世
界
で
は
、
地
域
統
合
と
い
う
も
の
が
重
要
な
働
き
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は
、

二
〇
〇
四
年
五
月
を
期
し
て
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
ま
で
含
め
た
二
十
七
カ
国
か
ら
な
る
拡
大
欧
州
連
合
が
出
発
し

た
。
数
年
先
ま
で
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
と
い
う
も
っ
と
外
側
の
諸
国
も
加
入
を
希
望
し
て
い
る
。

北
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
カ
ナ
ダ
と
メ
キ
シ
コ
が
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
結けつ
成せい
し
、
お
そ
ら
く
南
ア
メ
リ
カ
ま

で
含
む
経
済
共
同
体
へ
の
構こう
想そう
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
共
同
体
形
成
は
簡
単
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
大
陸

中
国
（
台
湾
を
含
む
）

及
び
日
本

と
朝
鮮
半
島
が
、
経
済
で
み
る
限
り
一
つ
の
共
同
体
を
結
成
す
る
可
能
性
は
小
さ
く
は
な
い
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
型
の
共
同
体
が

で
き
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｅ
Ｕ
型
の
共
同
体
の
条
件
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
そ
の
条
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件
は
決
定
的
な
と
こ
ろ
で
充み
た
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

①
生
活
水
準
・
経
済
力
水
準
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
間
に
あ
ま
り
大
き
な
格かく
差さ
が
存
在
し
な
い
こ
と
。

②
政
府
の
財
政
が
大おお
幅はば
赤
字
で
な
く
ほ
ぼ
均きん
衡こう
し
て
い
る
こ
と
。

③
政
治
的
に
安
定
し
て
い
て
、
テ
ロ
と
か
革
命
騒
動
が
存
在
せ
ず
、
敵
国
同
士
と
い
う
よ
う
な
対
立
意
識
が
無
く
、
領
土
と

安
全
保
障
問
題
で
共
同
歩ほ
調ちようが
取
れ
る
こ
と
。

④
文
化
的
、
宗
教
的
に
、
他
の
加
盟
国
と
相
互
理
解
が
出
来
得
る
範
囲
に
、
多
様
性
の
程
度
が
大
き
す
ぎ
な
い
こ
と
。

⑤
特
定
加
盟
国
か
ら
の
予
想
さ
れ
る
人
口
移
動
が
大
き
す
ぎ
な
い
こ
と
。

こ
の
条
件
を
東
ア
ジ
ア
に
当
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
か
。
ま
ず
、
中
国
と
日
本
、
韓
国
、
北
朝
鮮
と
の
間
に
は
、
特
に
中
国

か
ら
日
本
へ
の
急
激
か
つ
大
量
の
人
口
移
動
が
予
想
さ
れ
、
日
本
の
国
家
社
会
の
治
安
と
文
化
的
な
安
定
性
を
崩ほう
壊かい
さ
せ
て
し

ま
う
危き
惧ぐ
が
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
人
口
の
自
由
な
移
動
を
認
め
る
共
同
体
は
全
く
形
成
で
き
ま
い
。
日
本
と
し
て
可
能
な
道
は
、
人
口
の
自
由

移
動
を
制
限
し
つ
つ
、
生
産
と
販
売
の
自
由
を
認
め
る
市
場
統
合
く
ら
い
が
関せき
の
山やま
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
も
、

東
ア
ジ
ア
で
の
共
同
体
作
り
は
利
益
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

人
類
世
界
の
歴
史
に
は
、
時
折
、
曲ま
が
り
角かど
と
い
う
も
の
が
訪
れ
、
そ
の
向
こ
う
に
平へい
野や
が
開
け
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら

急きゆう
激げき
に
様さま
変が
わ
り
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
従
来
の
共
栄
圏
の
条
件
も
変
わ
る
だ
ろ
う
。
一
口
で
言
え
ば
、
も
う
一
つ
の
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
地
球
上
に
現
れ
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
発
展
す
る
中
国
」

「
肥
大
化
す
る
中
国
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
も

似
た
よ
う
な
段
階
に
進
み
つ
つ
あ
る
。

元
来
、
世
界
の
国
家
は
、
経
済
の
面
か
ら
す
る

と
三
つ
の
異
な
る
種
類
、
つ
ま
り
資
源
地
主
国
家
、

人
口
労
働
国
家
、
資
本
技
術
国
家
と
い
う
三
つ
に

分
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
姿
と
関
係
が
急
激
に

移
り
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
口
と

労
働
の
意
味
が
変
質
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
永
安
幸
正
『
政
治
経
済
学
』
成
文
堂
、
に
こ
の
世

界
の
三
種
類
の
国
家
の
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
ご

参
照
を
。）

三
つ
の
種
類
の
国
家
の
一
つ
目
は
、
資
源
地
主

国
家
で
あ
り
、
広
い
国
土
・
海
域
と
そ
こ
に
お
け

る
豊
か
な
資
源
を
占
め
る
国
家
で
あ
る
。
そ
の
例
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は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
ろ
う
。
中
東
ア
ラ
ブ
地
域
の
イ
ラ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
、
イ
ラ
ク
な
ど
も
資
源
地
主
国
家
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
つ
目
は
、
人
口
労
働
国
家
で
あ
り
、
大
き
な
人
口
・
労
働
か
ら
な
る
国
家
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
中
国
が
そ
の
典
型
的
な

国
家
で
あ
る
。
高
い
技
術
を
持
た
ず
、
専もつぱら
中
級
程
度
の
熟
練
を
持
つ
労
働
人
口
が
大
き
い
と
い
う
国
家
で
あ
り
、
同
時
に
消

費
人
口
が
巨
大
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
生
活
水
準
は
な
か
な
か
高
ま
ら
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
も
中
国
も
同
様
に
人
口
労
働
国
家

で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
資
本
技
術
国
家
で
あ
り
、
そ
の
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
で
あ
っ

て
、
高
度
の
技
術
を
備
え
、
強
大
な
資
金
力
を
蓄たくわえ
て
い
る
国
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
、
こ
の
種
類
分
け
が
根
本
か
ら
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
人
口
労
働
国
家
が
、
最
も
変
化

し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
多
国
籍
企
業
と
情
報
革
命
に
あ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
人
口
と
い
う
も
の
は
、
大
き
い
と
経
済
発
展
に
障
害
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
物
を
消
費
す
る
だ
け
で
あ
る
、

物
を
生
産
し
な
い
、
と
思
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
は
時
代
背はい
景けい
が
あ
っ
て
、
人
口
の
大
部
分
の
教
育
程
度
が
遅
れ
て
い
て
、
農

場
や
工
場
で
の
生
産
性
が
上
が
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
は
そ
う
い
う
事
情
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
人
口
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
消
費
需
要
が
存
在
す
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
世
界
の
過か
剰じような
生
産
能
力
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
活
用
す
る
機
会
な
の
で
あ
る
。
そ
の
生
産
能
力
を
活

用
す
る
に
は
、
巨
大
な
人
口
に
所
得
を
つ
け
て
潜
在
的
な
需
要
を
発
揮
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
外
国
の
企
業
が
優ゆう

秀しゆうな
技
術
を
持
っ
て
中
国
に
入
り
、
安
く
て
勤
勉
な
人
口
を
労
働
力
に
活
用
し
、
出
来
た
も
の
を
先
進
国
に
輸
入
す
る
。
柳
井

正
と
い
う
人
が
始
め
た
ユ
ニ
ク
ロ
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
筋
道
を
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
所
か
ら
少
し
ず
つ
、
労
働
者
の
賃
金
も
上
が
り
、
巨
大
な
人
口
が
強
大
な
貧
困
で
な
く
、
巨
大
な
消
費
需
要
と
な

り
、
物
を
作
れ
ば
売
れ
る
、
と
い
う
ル
ー
ト
が
出
来
上
が
る
。

そ
れ
に
輪
を
か
け
た
の
が
情
報
革
命
で
あ
る
。
昔
は
労
働
す
る
人
が
国
境
を
越
え
て
外
国
へ
と
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
今
は
、
資
本
と
技
術
と
情
報
の
方
が
国
境
を
越
え
て
移
動
す
る
。
日
本
で
設
計
し
、
設
計
図
と
生
産
の
方
法
を

指
令
す
る
情
報
が
、
無
線
で
、
あ
る
い
は
有
線
で
瞬またたく
間
に
外
国
の
工
場
に
到
達
す
る
。
そ
こ
に
勤
勉
な
労
働
者
が
い
く
ら
で

も
待
ち
構
え
て
い
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
労
働
力
の
急
激
な
移
動
と
混
乱
は
回
避
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
「
労
働
者
国
家
は
技
術
が
不
足
し
貧
し
い
」
と
い
う
常
識
が
様さま
変が
わ
り
す
る
。
巨
大
な
労
働
者
人

口
が
、
巨
大
な
技
術
者
人
口
に
な
る
。
中
国
は
、
総
額
で
日
本
を
越
え
る
消
費
需
要
を
持
つ
国
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
弾はず
み
が

つ
く
の
で
あ
る
。
政
治
体
制
が
安
定
す
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
、
も
う
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
が
出
現
す
る
日
は
遠
く
な
い
で
あ
ろ

う
。
ア
ジ
ア
の
共
栄
圏
・
共
同
体
造
り
は
、
大
規
模
な
労
働
の
移
動
は
無
理
で
あ
る
が
、
情
報
と
技
術
の
移
動
は
む
し
ろ
歓かん
迎げい

さ
れ
る
。
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日
本
は
決
し
て
び
く
び
く
す
る
必
要
は
な
い
。
優
れ
た
技
術
、
勤
勉
さ
、
情
報
力
を
持
て
は
、
い
く
ら
で
も
道
は
あ
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
能
力
と
努
力
を
失
え
ば
、
そ
の
国
民
は
没ぼつ
落らく
す
る
で
あ
ろ
う
。
努
力
は
自
己
責
任
の
問
題
で
あ

り
、
結
果
は
自じ
業ごう
自じ
得とく
な
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
中
国
、
韓
国
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
た
え
ず
要
求
し
て
き
た
戦
争
責
任
の
追つい
及きゆう
と
謝しや
罪ざい
に
つ
い
て
、
そ
の
政

治
と
マ
ス
コ
ミ
が
鉾ほこ
を
収おさ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
共
同
体
な
ど
と
い
う
も
の
は
と
う
て
い
構
築
で
き
ま
い
。

こ
れ
は
政
治
文
化
の
問
題
で
あ
る
が
、
最
も
緊きん
急きゆうの
課
題
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
共
同
体
の
建
設
に
必
要
な
条
件
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
懸けん
案あん
の
解
消
の
み
で
は
な
い
。
未
来
に
向
け
て
の
創そう
造ぞう
的てき

献けん
身しん
と
い
う
条
件
が
求
め
ら
れ
る
。
幸
い
日
本
は
国
民
と
し
て
、
経
済
的
な
領
域
で
か
な
り
創
造
的
な
能
力
を
秘ひ
め
て
い
る
。

そ
れ
は
、
有
史
以
来
、
外
来
の
文
物
を
ま
じ
め
に
輸
入
消
化
し
、
世
界
中
の
優
れ
た
物
を
結けつ
合ごう
さ
せ
る
と
い
う
努
力
を
続
け
て

来
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
こ
う
い
う
点
に
、
も
っ
と
も
っ
と
自
信
を
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
神
仏
で
は
な
い
か
ら
「
無む
か
ら
の
創
造
」
は
で
き
な
い
。
歴
史
の
素そ
材ざい

物
質
と
文
化
情
報

と

外
来
の
文
物
を
謙けん
虚きよ
に
学
び
、
統
合
し
て
創
造
を
行
う
の
で
あ
る
。
仕
事
を
、
生
活
を
一
緒
に
し
た
い
、
と
い
う
外
国
が
現
れ

る
よ
う
な
魅み
力りよく
と
力りき
量りよう
の
あ
る
国
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
創
造
性
の
面
で
実
力
を
発はつ
揮き
す
れ
ば
、
謝
罪
問
題
な
ど
は
影

が
薄
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
の
日
本
は
、
日
英
同
盟
か
ら
始
ま
り
、
日
露
戦
争
の
終
わ
り
頃
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
と
も
仲
良
く
し
た
が
、
そ
の
後
日
本
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は
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
仮か
想そう
敵てき
国こく
に
さ
れ
た
。
ひ
弱よわ
な
間
は
可
愛
が
る
が
、
強
く
な
る
と
苛いじ
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結

末
が
大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
日
米
同
盟
を
結
ん
で
、
ア
フ
ガ
ン
や
イ
ラ
ク
戦
争
で
も
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
金きん
魚ぎよ
の
糞ふん
な
み
に
行
動
し
て
い
る

が
、
こ
こ
に
来
て
「
同
盟
関
係
を
緩ゆる
く
し
、
ア
メ
リ
カ
カ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
中
国
カ
ー
ド
を
使
い
分
け
る
べ
し
」
と
い
う
よ

う
な
、
自
立
路
線
を
主
張
す
る
人
々
が
現
れ
て
い
る
。

日
本
に
は
昔
か
ら
、
欧
米
が
好
き
な
く
せ
に
、
中
国
に
尽つ
き
ぬ
魅
力
を
感
じ
る
と
い
う
「
対
中
国
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
が
存

在
す
る
。
儒
教
を
学
ん
で
、
儒
教
の
祖
国
中
国
は
「
聖
人
の
国
」
だ
と
い
う
知
的
風
土
が
江
戸
時
代
に
二
五
〇
年
も
続
い
た
か

ら
、
無
理
も
無
い
。
い
わ
ば
「
中
華
事
実
」
で
あ
る
。
私
に
も
親
中
国
感
情
は
無
い
と
は
言
え
な
い
。
大
い
に
あ
る
。
漢
字
を

使
っ
て
物
を
書
く
と
、
偉
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
錯さつ
覚かく
す
る
く
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
対
中
国
関
係
を
大
事
に
し
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
世
界
に
目
を
開
い
て
、
全
世
界
と
の
間
に

地
球
的
な
共
同
体
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
地
理
的
に
は
目
に
見
え
る
島
国
で
あ
る
が
、
文
化
的
に
は
島
国
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
共
栄
圏
問
題
は
、
結
局
、
人
間
の
問
題
で
も
あ
る
。
物もの
金かね
の
動
き
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
人
の
問

題
は
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
移
民
問
題
と
い
う
面
か
ら
も
十
分
に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
お
隣
の
漢
民

族
、
古
代
ロ
ー
マ
の
帝
国
の
問
題
に
現
れ
て
い
る
知
恵
で
あ
る
。
後
知
恵
で
あ
る
が
、
後
知
恵
こ
そ
が
肝かん
要よう
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
、
わ
れ
わ
れ
は
、
異
な
る
民
続
と
の
豊
か
な
接せつ
触しよくの
歴
史
を
有
す
る
巨
大
民
族
か
ら
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
も
そ
も
、
日
本
列
島
の
社
会
で
は
、
単たん
一いつ
民みん
族ぞく
社
会
で
あ
る
と
い
う
神
話
が
、
あ
る
意
味
で
は
真
実
で
あ
り
、
あ
る
意
味

で
は
反はん
事
実
で
あ
り
、
は
て
は
嘘うそ
で
あ
る
。
地
方
史
の
紹
介
で
見
た
よ
う
に
、
東
北
の
蝦
夷
え
み
し

は
、
異
な
る
民
族
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
大
和
や
ま
と

民
族
が
移
民
し
、
混こん
交こう
し
豊
か
な
文
化
が
育
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
単
一
民
族
神
話
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
本
は
、
何
度
か
波
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
移
民
列
島
で
あ
っ
た
。
古
代
に
お
い
て
は
、
外
国
特
に
朝
鮮
半
島
か
ら
の
大
量
の

移
民
・
渡
来
人
が
列
島
に
移
り
住
ん
だ
。
九
州
や
本
州
の
日
本
海
側
の
各
地
方
は
、
一
々
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
各
地
に

チ
ョ
ソ
ン
の
人
々
が
住
み
着
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

関
東
地
方
の
顕けん
著ちよ
な
実
例
を
挙あ
げ
れ
ば
、
東
京
都
（
武
蔵
む
さ
し

の
国
・
彩さい
の
国
）
か
ら
埼
玉
県
（
武
蔵
の
国
）
を
通
っ
て
群
馬
県

（
上
野
こうづけ

）
に
か
け
て
、
八はち
高こう
線せん

八
王
子
か
ら
高
崎
に
い
た
る
鉄
道

の
沿
線
に
は
、
朝
鮮
半
島
由
来
の
地
名
が
幾
つ
も
あ

り
、〔
渡
来
人
〕
集
団
の
人
々
が
持
ち
込
ん
だ
神
社
が
あ
り
、
今
も
大
事
に
住
民
が
護まも
っ
て
い
る
。
埼
玉
県
の
高
麗
（
こ
ま
）

に
は
高
麗
神
社
が
あ
り
、
群
馬
に
は
多た
瑚ご
碑ひ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
渡
来
人
の
集
団
の
足そく
跡せき
が
伺うかがわ
れ
る
。

ま
た
、
古
代
で
は
な
い
が
、
そ
う
と
う
古
い
歴
史
を
も
ち
、
各
地
に
存
在
し
て
日
本
社
会
の
食
文
化
の
水
準
を
高
め
て
い
る

の
が
中ちゆう
華か
街がい
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
崎
、
神
戸
、
横
浜
が
有
名
で
あ
り
規
模
も
大
き
い
。
中
華
街
に
は
入
り
口
に
「
以
天
下
為

公
」（
天
下
を
以もつ
て
公
と
為な
す
）
と
い
う
看かん
板ばん
が
掲かか
げ
ら
れ
て
い
て
、
中
国
文
化
を
主おも
に
食
の
面
か
ら
豊
か
に
し
て
い
る
。
日

本
の
文
化
と
の
間
に
、
列
島
起
源
の
「
ラ
ー
メ
ン
」
文
化
と
い
う
独
特
の
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ラ
ー
メ
ン
は
中
国
起
源
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で
は
な
い
。

文
化
の
創
造
は
、
異
な
る
系
統
の
文
化
が
出
会
っ
て
新
た
な
結
合
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
。

現
代
に
時
間
の
尺しやく度ど
を
移
す
と
、
現
代
こ
そ
大
規
模
に
移
民
列
島
に
な
っ
て
い
る
の
が
日
本
で
あ
る
。
在
日
韓
国
人
・
朝
鮮

人
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
文
化
摩ま
擦さつ
は
起
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
が
、
数
の
上
で
は
隠いん
然ぜん
た
る
勢
力
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
特
に
、
隣
の
中
国
か
ら
、
不
法
滞
在
型
の
移
住
が
激
増
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
合
法
的
な
、
許
可
を
取
っ
た
滞
在

者
、
移
民
も
数
多
い
。

も
う
一
つ
の
移
民
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
、
か
つ
て
日
本
か
ら
出
掛
け
た
日
本
移
民
の
子
孫
の
逆ぎやく
流りゆう
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
イ
ラ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
身
に
つ
け
た
人
々
が
、
地
方
の
低
賃
金
に
耐た
え
な
が
ら
工
場
労
働
者
と

し
て
働
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
多
数
で
あ
り
日
本
語
の
教
育
も
ま
ま
な
ら
な
い
か
ら
、
日
本
文
化
に
適
合
し
な
い
グ

ル
ー
プ
を
作
り
や
す
い
。

問
題
は
、
摩ま
擦さつ
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
言
葉
と
文
化
の
教
育
、
合
法
的
な
永えい
住じゆう
許
可
な
ど
に
お
い
て
十
分
な
同どう
化か
・
共
きよう

存ぞん
政
策
を
取
ら
な
い
と
、
無
用
な
摩
擦
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
や
Ｅ
Ｕ
の
経
験
を
見
れ
ば
、
安
易
な
移
民
受
け

入
れ
は
好
ま
し
く
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
迎むか
え
て
、
日
本
列
島
の
歴
史
は
、
奈
良
時
代
頃
の
移
民
列
島
を
再
現
す
る
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
。
昔

の
外
国
か
ら
の
移
民
は
、
特
に
二
百
五
十
年
間
に
わ
た
る
江
戸
時
代
の
か
っ
ち
り
し
た
身
分
制
度
と
文
化
シ
ス
テ
ム
を
あ
っ
て
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〔
が
あ
っ
た
時
代
に
は
〕、
同
化
吸
収
が
行
わ
れ
た
。

だ
が
、
今
は
自
由
主
義
だ
か
ら
文
化
の
面
で
の
学
習
は
野の
放ばな
し
で
あ
る
。
犯
罪
と
異
文
化
摩
擦
を
乗
り
越
え
る
戦
略
を
早さつ

急きゆうに
取
ら
な
い
と
、
犯
罪
王
国
、
政
治
混
乱
な
ど
に
よ
り
、
国
民
社
会
は
分ぶん
裂れつ
の
要
素
を
抱かか
え
込こ
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

異
文
化
と
い
う
要
素
は
、
確
か
に
新
結
合
・
創
造
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
活
か
す
に
は
、
移
民
の
数
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
含
め
、
活
か
す
た
め
の
風
土
作
り
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
パ
ン
で
も
ウ
ド
ン
で
も
、
一
種
類
で
な
く
異
な

る
種
類
の
粉
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
が
、
混
ぜ
合
わ
せ
方
に
知
恵
が
要い
る
と
い
う
。

（
編
集
注：

本
稿
は
故
永
安
幸
正
教
授
が
二
〇
〇
五
年
に
ま
と
め
た
、
全
十
二
章
に
お
よ
ぶ
歴
史
論
の
一
部
で
あ
る
。
本
号
掲
載
の
第
十
章

は
、
六
十
五
号
に
掲
載
し
た
分
の
後
半
で
あ
る
。）
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