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世
界
民
の
愉
悦
と
悲
哀

京
大
講
師

恒
藤
恭

一

私
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
同
時
に
『
日
本
國
民
』
と
さ
れ
た
。

生
ま
れ
落
ち
た
刹
那
に
、
私
自
身
の
意
識
の
裡
に
意
志
の
は
た
ら
き
と
名
状
し

得
る
や
う
な
も
の
が
微
塵
も
無
か
つ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
疑
ひ
を
容
れ
な
い
事
實

だ
。
だ
か
ら
、
私
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
同
時
に
日
本
國
民
と
な
つ
た
と
言
は
な
い

で
、
日
本
國
民
と
さ
れ
た
と
言
ひ
度
い
の
だ
。

私
の
母
と
て
も
別
に
私
を
日
本
國
民
に
す
る
目
的
で
私
を
生
ん
で
呉
れ
た
の
で

な
い
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
れ
で
は
、
一
體
私
は
何
者
に
よ
つ
て
日
本
國
民
と
さ
れ

た
の
だ
ら
う
？
斯
う
云
ふ
子
供
じ
み
た
疑
問
に
向
っ
て
解
答
を
あ
た
へ
て
呉
れ
る

お
せ
つ
か
い
な
人
間
が
あ
る
。
そ
の
名
を
法
律
學
者
と
謂
ふ
。
～

『
汝
は
日
本

帝
國
の
法
律
に
よ
つ
て
日
本
國
民
と
さ
れ
た
の
だ
』
と
。
彼
れ
、
法
律
學
者
は
雑

作
も
な
く
答
へ
る
で
あ
ら
う
。

孰
れ
に
せ
よ
、
私
が
日
本
國
民
と
い
ふ
名
義
を
有
つ
に
至
つ
た
の
は
、
私
の
自

由
な
意
志
に
基
く
の
で
は
な
く
て
、
私
に
と
つ
て
は
單
な
る
偶
然
の
事
實
に
因
る

の
で
あ
る
。
何
故
と
云
ふ
に
、
私
の
意
志
の
欲
求
し
た
結
果
と
し
て
發
生
し
た
と

こ
ろ
の
事
實
だ
け
が
、『
私
に
と
つ
て
の
必
然
』
の
心
證
に
參
か
り
得
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
他
の
一
切
の
事
實
は
お
し
な
べ
て
偶
然
性
の
塵
溜
の
中
に
掃
き
捨
て

ら
れ
て
し
ま
ふ
外
は
な
い
。
そ
の
點
か
ら
考
へ
る
と
、
私
が
日
本
國
民
と
さ
れ
た

と
い
ふ
こ
と
は
、
私
の
生
ま
れ
た
日
に
偶
々
つ
め
た
い
小
雨
が
降
つ
て
ゐ
た
と
云

ふ
や
う
な
こ
と
と
同
様
に
、
私
に
と
つ
て
は
何
等
の
必
然
性
を
も
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
社
會
契
約
説
に
共
鳴
を
感
じ
て
ゐ
る
國
家
哲
學
者
が
斯
様
な
私
の
言

を
聞
い
た
な
ら
ば
、『
汝
は
現
在
日
本
國
民
の
一
人
た
る
こ
と
を
自
覺
し
て
ゐ
る

で
は
な
い
か
、
そ
の
自
覺
が
嘗
つ
て
汝
の
意
識
の
う
ち
に
現
れ
た
と
き
以
來
、
汝

が
日
本
國
民
た
る
こ
と
は
、
汝
の
論
理
か
ら
考
へ
て
も
、
最
早
汝
に
と
つ
て
單
な

る
偶
然
の
事
實
で
は
な
く
て
、
否
定
す
可
か
ら
ざ
る
必
然
の
事
實
と
な
つ
た
の

だ
』
と
私
を
詰
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
對
し
て
私
は
敢
て
異
議
を
申
し
立
て
よ
う

と
も
思
は
な
い
が
、
そ
れ
か
と
云
つ
て
、
私
が
生
ま
れ
落
ち
る
と
共
に
日
本
國
民

と
さ
れ
た
の
は
、
私
に
と
つ
て
は
全
く
偶
然
の
事
實
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
私
の
主

張
を
撤
囘
す
る
必
要
が
あ
ら
う
と
は
毛
頭
考
へ
な
い
。
私
が
遮
二
無
二
日
本
國
民

と
さ
れ
て
後
、
日
本
國
民
た
る
自
己
を
承
認
す
る
に
至
つ
た
ま
で
に
は
、
時
間
の

上
に
於
い
て
著
し
い
間
隔
が
介
在
し
て
ゐ
る
。
此
の
時
間
の
距
た
り
を
、
國
家
哲

學
者
は
單
な
る
時
間
の
経
過
量
と
し
て
論
理
的
に
無
視
さ
る
べ
き
も
の
と
看
做
す

か
も
知
れ
な
い
が
、
現
實
の
人
間
と
し
て
の
私
に
と
つ
て
は
、
此
の
時
間
の
距
た

り
に
は
、
忘
れ
る
こ
と
の
能
き
な
い
貴
重
な
意
味
が
結
び
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。

寧
ろ
私
の
論
理
に
お
い
て
は
、
此
の
時
間
の
距
り
こ
そ
は
、
幾
多
の
結
論
を
生
み

出
す
可
き
力
を
具
へ
た
儼
然
た
る
前
提
な
の
だ
。『
全
體
の
自
己
を
國
家
に
向
つ

て
捧
げ
よ
、
全
き
自
由
は
其
處
か
ら
生
ま
れ
る
』
と
教
へ
る
社
會
契
約
論
の
論
理

と
、『
自
己
の
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
、
國
家
の
た
め
に
譲
渡
す
る
こ
と
も

敢
て
辭
す
る
所
で
な
い
。
だ
が
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
る
自
己
の
本
質
的
部
分
は
、

自
己
自
ら
の
た
め
に
、
世
界
民
た
る
自
己
の
た
め
に
、
完
全
に
留
保
し
て
置
か
ね

ば
な
ら
ぬ
』
と
主
張
す
る
私
の
論
理
と
の
逕
庭
は
、
畢
竟
右
の
時
間
の
距
た
り
を

非
論
理
的
な
與
件
と
し
て
簡
單
に
無
視
し
て
し
ま
ふ
態
度
と
、
そ
れ
を
飽
く
ま
で

も
論
理
の
過
程
に
お
い
て
固
執
し
て
己
ま
な
い
態
度
と
の
相
違
に
歸
す
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
兎
に
角
私
を
日
本
國
民
と
し
た
も
の
は
、
私
の
意
志
以
外
の
或
る
も

の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
確
實
だ
。
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此
の
或
る
も
の
は
、
法
律
學
者
の
見
解
に
從
へ
ば
、
日
本
帝
國
の
法
律
で
あ
る
。

～

と
こ
ろ
が
、
如
何
な
る
法
律
學
者
に
訊
ね
て
見
て
も
、
人
が
生
ま
れ
落
ち
る

瞬
間
に
彼
れ
を
『
世
界
民
』
と
す
る
法
律
が
有
る
と
は
答
へ
な
い
。
事
実
私
は
日

本
國
民
と
し
て
の
い
ろ
い
ろ
の
義
務
の
履
行
を
數
へ
切
れ
な
い
ほ
ど
屢
々
請
求
さ

れ
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
世
界
民
と
し
て
の
義
務
の
履
行
を
強
要
さ
れ
た
覺
え

は
唯
の
一
度
も
な
い
。
だ
か
ら
、
私
を
世
界
民
に
し
た
法
律
は
何
處
に
も
無
い
と

斷
言
し
て
も
差
支
へ
な
い
だ
ら
う
。
そ
れ
だ
の
に
、
私
は
世
界
民
と
爲
つ
て
ゐ
る

～
少
く
と
も
自
分
で
は
さ
う
思
つ
て
居
る
。
そ
し
て
世
界
民
と
し
て
の
愉
悦
も
經

驗
す
れ
ば
、
世
界
民
と
し
て
の
悲
哀
も
経
験
す
る
。
し
て
見
る
と
、
私
が
世
界
民

で
あ
る
こ
と
は
、
私
に
と
つ
て
は
何
等
の
偶
然
の
事
實
に
も
基
く
も
の
で
は
な
く
、

最
初
か
ら
必
然
な
事
實
に
基
く
も
の
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
と
言
ふ
と
、

私
に
斯
う
云
う
名
義
を
さ
づ
け
る
力
の
あ
る
も
の
は
、
法
律
の
外
に
は
私
自
身
の

意
志
が
あ
る
ば
か
り
だ
か
ら
。
そ
し
て
私
自
身
の
意
志
は
、
私
に
と
つ
て
の
一
切

の
必
然
性
の
源
泉
な
の
だ
か
ら
。
勿
論
、
生
を
此
の
世
界
に
享
け
た
こ
と
は
、
私

に
と
つ
て
偶
然
性
の
至
大
な
事
實
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

私
が
世
界
民
と
な
つ
た
こ
と
は
、
私
に
と
つ
て
必
然
過
ぎ
る
ほ
ど
必
然
な
事
實
で

あ
る
と
私
は
斷
定
す
る
。
そ
れ
は
矛
盾
だ
と
冷
笑
す
る
人
が
あ
る
な
ら
、
私
は
そ

の
評
言
を
無
條
件
に
甘
受
す
る
で
あ
ら
う
。
斯
か
る
體
驗
を
し
も
矛
盾
と
し
て
排

し
去
る
な
ら
ば
、
私
の
生
き
て
ゐ
る
事
實
を
意
味
づ
け
る
唯
一
の
索
縁
は
、
永
久

に
喪
は
れ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
か
ら
。

そ
こ
で
私
は
獨
り
さ
け
ぶ
。
私
に
と
つ
て
の
必
然
は
、
私
の
意
志
に
と
つ
て
の

眞
實
の
自
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
民
と
し
て
の
私
は
、
自
由
民
と
し
て
の
私
だ
、

そ
し
て
私
は
自
由
が
好
き
だ
、
誰
れ
が
何
と
言
つ
て
も
好
き
だ
。

世
界
民
と
し
て
の
私
の
愉
悦
は
、
斯
う
し
て
私
が
世
界
民
と
な
つ
た
瞬
間
か
ら

約
束
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
だ
。

二

世
界
民
は
ユ
ト
ピ
ア
の
民
で
は
な
い
。

ユ
ト
ピ
ア
に
は
時
間
は
有
る
が
歴
史
は
な
い
。
そ
こ
で
は
初
め
が
終
り
で
あ
り
、

終
り
が
初
め
で
あ
つ
て
、
初
め
と
終
り
と
の
中
間
は
な
い
。
然
る
に
世
界
民
の
生

き
て
ゐ
る
世
界
は
、
歴
史
の
世
界
だ
。
此
處
で
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
が
、
變
化
で
あ

り
、
發
展
で
あ
つ
て
、
一
度
び
失
は
れ
た
瞬
間
は
永
久
に
囘
り
來
る
機
會
を
有
つ

て
ゐ
な
い
。
だ
か
ら
世
界
民
は
、
此
の
今
の
瞬
間
を
何
時
で
も
問
題
と
し
て
居
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

ユ
ト
ピ
ア
で
は
一
切
の
現
實
が
そ
の
儘
理
想
で
あ
り
、
一
切
の
理
想
が
直
ち
に

現
實
で
あ
る
。
充
さ
れ
な
い
願
ひ
も
な
け
れ
ば
、
酬
い
ら
れ
な
い
愛
も
な
い
。
そ

れ
だ
か
ら
ユ
ト
ピ
ア
の
民
は
悦
樂
は
知
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
悲
痛
は
知
ら
な
い
。

恐
ら
く
彼
れ
ら
は
さ
う
し
た
悦
樂
に
退
屈
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
け
れ
ど
、

彼
れ
ら
に
と
つ
て
は
ど
ん
な
退
屈
さ
も
決
し
く
不
平
の
種
に
は
な
ら
ぬ
ら
し
い
。

そ
れ
と
は
違
つ
て
世
界
民
の
感
情
は
つ
ね
に
搖
い
て
ゐ
る
。
彼
れ
ら
は
何
よ
り
も

與
へ
ら
れ
た
現
實
に
執
着
を
有
つ
て
ゐ
る
。
現
實
を
い
と
ほ
し
む
心
が
深
い
だ
け

に
、
現
實
を
よ
り
良
く
し
た
い
と
云
ふ
希
望
が
、
彼
れ
ら
の
胸
に
一
杯
に
あ
ふ
れ

て
ゐ
る
。
そ
こ
で
現
實
の
か
げ
に
僅
か
で
も
理
想
が
姿
を
見
せ
る
と
、
世
界
民
は

ぢ
き
に
抑
へ
切
れ
ぬ
よ
ろ
こ
び
に
涙
ぐ
ん
で
し
ま
ふ
位
で
あ
る
。
だ
が
そ
ん
な
場

合
は
ど
ち
ら
か
と
言
ふ
と
例
外
な
の
で
あ
つ
て
、
此
の
世
界
は
何
處
ま
で
世
界
民

の
願
う
て
ゐ
る
方
向
と
は
反
對
の
方
向
へ
進
ん
で
行
く
の
か
し
ら
と
疑
は
れ
る
ほ

ど
、
世
界
民
の
理
想
な
ん
か
に
は
頓
着
な
く
歩
み
を
運
ば
せ
る
が
通
常
の
有
様
だ
。

で
陰
慘
た
る
顏
色
の
う
ち
に
懷
疑
家
め
い
た
哀
愁
の
表
情
を
漂
は
せ
な
が
ら
默
り

込
ん
で
ゐ
る
の
が
、
屢
々
見
受
け
る
世
界
民
の
ポ
ー
ズ
な
の
で
あ
る
。
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世
界
民
が
ユ
ト
ピ
ア
の
民
で
な
い
證
據
に
は
、
彼
れ
は
何
處
か
の
國
家
に
籍
を

置
い
て
ゐ
る
、
例
へ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
國
籍
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
國
籍
に
、
ド
イ
ツ
の

國
籍
に<
、
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
に>

。
つ
ま
り
世
界
民
は
同
時
に
或
は
イ
ギ
リ
ス
の
國

民
で
も
あ
り
、
或
は
ス
ペ
イ
ン
の
國
民
で
も
あ
り
、
或
は
ド
イ
ツ
の<

ブ
ラ
ジ
ル>

國
民
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
尤
も
世
界
民
は
そ
れ
を
單
純
な
符
牒
と
心
得
て
ゐ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
共
産
黨
宣
言
の
中
で
、『
労
働
者
に
は
祖
國
が
無
い
』
と
述
べ
て
ゐ

る
が
、
そ
の
心
持
は
や
が
て
世
界
民
の
心
持
な
の
だ
。
國
民
た
る
と
同
時
に
世
界

民
で
な
い
と
こ
ろ
の
人
間
に
と
つ
て
は
、
彼
れ
が
若
し
日
本
國
民
で
あ
る
な
ら
ば
、

自
ら
以
て
日
本
國
民
と
稱
す
る
こ
と
が
無
限
の
誇
り
で
あ
り
、
誤
つ
て
暹
羅
國
民

と
で
も
呼
ば
れ
や
う
も
の
な
ら
、
大
層
な
恥
辱
を
受
け
た
か
の
や
う
に
憤
慨
し
た

り
す
る
。
ア
メ
リ
カ
國
民
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
國
民
、
支
那<

ト
ル
コ>

國
民
、
某
國
民
、

々
々
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
斯
う
し
た
衿
持
を
そ
の
國
籍
名
に
結
び
付
け
て
有
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
は
世
界
民
が
哂
う
て
抛
擲
し
た
衿
持
で
あ
る
。
太
陽
は
四
六
時
中
何
處

か
し
ら
世
界
の
表
面
を
照
明
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
『
自
分
の
國
の
領
土
に
は
太
陽

の
没
す
る
時
が
な
い
』
と
謂
ふ
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
負
心
の
如
き
は
、
世
界
民
の
唾

棄
す
る
所
だ
。
世
界
民
に
は
國
境
が
な
い
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
、
世
界
民

の
た
め
の
共
同
の
財
産
で
あ
る
べ
き
筈
だ
。
同
じ
や
う
に
『
す
べ
て
の
國
の
上
に

ド
イ
ツ
國
を
』
打
ち
建
て
や
う
と
願
つ
た
ド
イ
ツ
人
の
曾
つ
て
の
努
力
は
、
世
界

民
に
と
つ
て
は
全
然
無
意
味
な
努
力
で
あ
つ
た
。
近
代
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
は
す

べ
て
の
文
化
運
動
の
先
驅
を
爲
し
た
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
人
は
ほ
こ
ら
し
く
眼
を

輝
か
ぜ
て
語
る
で
あ
ら
う
、『
フ
ラ
ン
ス
人
を
除
い
た
總
て
の
他
の
國
の
國
民
た

ち
は
二
つ
の
祖
國
を
有
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
つ
は
彼
れ
ら
自
身
の
祖
國
で
あ
り
、

今
一
つ
は
わ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
』
と
。
と
こ
ろ
が
世
界
民
は
謂
は
ゆ
る

『
彼
れ
ら
自
身
の
祖
國
』
を
持
ち
合
せ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
一
し
よ

に
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
に
お
い
てat

home

に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
だ
。
む
か

し
の
支
那
人
に
と
つ
て
は
、
彼
れ
ら
自
身
の
祖
國
は
世
界
の
『
中
華
』
で
あ
り
、

殘
り
の
國
々
の
人
間
は
お
し
な
べ
て
夷
狄
で
あ
つ
た
け
れ
ど
、
世
界
民
の
眼
に
映

る
人
間
は
一
人
殘
さ
ず
中
華
の
民
で
あ
る
。
尤
も
世
界
民
は
ユ
ト
ピ
ア
の
民
の
や

う
に
歴
史
の
無
い
時
間
の
中
に
生
活
し
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
歴
史
に
よ
つ

て
形
成
さ
れ
た
現
實
を
無
視
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
否
、
十
分
そ
れ
を
利
用
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
よ
く
合
點
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
國
家
と
い
ふ
歴
史
的
産
物
も
、

世
界
民
に
と
つ
て
は
彼
れ
ら
の
理
想
を
實
現
す
る
た
め
の
大
切
な
便
利
な
手
段
の

一
つ
な
の
だ
。
世
界
民
が
同
時
に
い
づ
れ
か
の
國
家
の
籍
を
有
つ
て
ゐ
る
の
も
其

の
た
め
で
あ
る
。
或
る
會
に
籍
を
置
い
て
ゐ
な
い
と
、
或
る
音
樂
者
た
ち
の
手
に

よ
つ
て
行
は
れ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
聽
く
こ
と
が
能
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
コ
ン

サ
ー
ト
に
興
味
を
有
つ
者
は
、
兎
も
角
も
そ
の
會
の
會
員
に
な
っ
て
置
く
だ
ら
う
。

世
界
民
が
い
づ
れ
か
の
國
家
の
籍
を
有
つ
て
ゐ
る
の
も
、
同
じ
様
な
必
要
か
ら
で

あ
る
。
從
つ
て
そ
れ
が
ど
の
國
家
の
籍
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
は
、
彼
に
と
つ
て

は
第
四<

ｎ>

次
の
問
題
で
あ
つ
て
、
決
し
て
第
一
次
、
第
二
次
の
問
題
で
は
な
い
。

尤
も
世
界
民
は
彼
れ
を
取
り
巻
く
一
切
の
現
實
に
對
し
て
絶
つ
能
は
ざ
る
愛
執
の

こ
こ
ろ
を
抱
い
て
ゐ
る
か
ら
、
彼
れ
が
某
國
家
に
属
し
て
ゐ
る
こ
と
が
第
四<

ｎ>

次
の
問
題
だ
か
ら
と
云
つ
て
、
そ
の
事
實
に
全
然
價
値
を
み
と
め
ぬ
わ
け
で
は
な

く
、
寧
ろ
彼
れ
自
身
は
、
そ
の
事
實
に
對
し
て
最
も
正
當
な
價
値
判
斷
を
加
え
て

ゐ
る
と
さ
へ
信
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
彼
は
彼
れ
の
屬
し
て
る
國
家
を
愛
す
る
。
彼

れ
は
彼
れ
の
使
つ
て
ゐ
る
ペ
ン
軸
に
對
し
て
す
ら
も
、
そ
れ
の
有
つ
て
ゐ
る
『
存

在
』
を
な
つ
か
し
く
思
ふ
の
だ
か
ら
。
唯
世
界
民
は
彼
れ
の
籍
を
お
い
て
ゐ
る
國

家
と
同
じ
國
家
に
屬
し
て
ゐ
る
人
々
の
大
多
數
と
一
し
よ
に
な
つ
て
、
國
家
そ
の

者
に
對
し
、
目
的
自
體
と
し
て
の
價
値
を
み
と
め
る
心
に
な
る
こ
と
は
到
底
能
き

な
い
の
だ
。
そ
れ
は
世
界
民
の
よ
ろ
こ
び
で
も
あ
れ
ば
、
哀
し
み
で
も
あ
る
。
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三

一
切
の
人
間
は
世
界
民
の
友
だ
ち
で
あ
り
、
同
胞
で
あ
る
け
れ
ど
、
彼
れ
ら
は

悉
く
世
界
民
た
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
を
國
民
と
す
る
法
律
は
あ
る
が
、
世
界

民
と
す
る
法
律
は
な
い
。
人
間
を
世
界
民
と
す
る
も
の
は
、
人
間
自
身
が
あ
る
の

み
だ
。
人
間
自
身
の
自
覺
が
あ
る
の
み
だ
。

自
覺
と
は
、
人
間
が
自
己
自
ら
の
う
ち
に
自
己
の
本
質
を
見
出
す
心
の
は
た
ら

き
を
指
す
。
世
界
民
の
考
へ
方
か
ら
言
へ
ば
、
人
間
が
自
己
自
ら
の
内
面
に
深
く

沈
潜
し
て
、
自
己
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
至
醇
の
本
質
を
す<

し>

つ
か
り
把
握

す
る
刹
那
に
、
世
界
民
と
し
て
の
彼
れ
の
生
涯
は
始
ま
る
の
だ
。
だ
か
ら
人
間
が

眞
實
の
自
我
に
め
ざ
め
る
と
き
、
彼
れ
は
自
ら
を
世
界
民
と
し
て
彼
れ
の
意
識
の

う
ち
の
民
籍
に
登
録
す
る
の
で
あ
る
と
、
世
界
民
は
自
ら
省
み
て
確
言
す
る
の
で

あ
る
。

與
へ
ら
れ
た
自
己
は
人
間
の
一
人
で
あ
る
。
本
質
的
な
自
己
は
、
此
の
與
へ
ら

れ
た
自
己
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
た
へ
ら
れ
た
自
己
と
絶
縁
す
る
と
共
に
、

そ
れ
は
最
早
如
何
な
る
自
己
で
も
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
。
だ
か
ら
一
個
の
人
間
と

し
て
の
自
己
に
、
み
づ
か
ら
の
存
立
を
託
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
な
自
己
の
守
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
第
一
の
約
束
で
あ
る
。
こ
の
約
束
に
は
更
に
必
然
に
第
二
、
第
三
の

約
束
が
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
。
本
實<

質>

的
な
自
己
は
、
既
に
與
え
ら
れ
た
自
己
に

み
づ
か
ら
の
存
立
を
託
し
て
ゐ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
以
上
、
他
の
本
質
的
な
自
己

が
や
は
り
他
の
あ
た
へ
ら
れ
だ
自
己
に
み
づ
か
ら
の
存
立
を
託
し
て
ゐ
る
事
實
を

承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
本
質
的
な
自
己
は
、
み
づ
か
ら
の
存
立
の
支

持
者
た
る
與
へ
ら
れ
た
自
己
を
愛
護
し
尊
重
す
る
と
同
様
に
、
お
な
じ
務
め
を
盡

す
と
こ
ろ
の
他
の
一
切
の
あ
た
へ
ら
れ
た
自
己
を
も
、
ひ
と
し
く
愛
護
し
、
ひ
と

し
く
尊
重
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
約
束
で
あ
る
。
各
人
の
自
我
の
本

質
は
、
各
人
の
生
存
と
努
力
と
の
全
意
義
の
源
泉
な
の
で
あ
る
か
ら
、
能
き
る
だ

け
保
存
さ
れ
發
展
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
方
に
は
本
質
的

な
自
己
の
保
存
發
展
を
障
害
す
る
一
切
の
非
本
質
的
な
も
の
を
征
服
す
る
こ
と
が

能
き
る
や
う
、
あ
ら
ゆ
る
與
え
ら
れ
た
自
己
が
互
ひ
に
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
他
方
に
は
あ
た
へ
ら
れ
た
自
己
が
單
獨
で
は
成
就
し
得
な
い
事
柄
を
、
他

の
あ
た
へ
ら
れ
た
自
己
と
協
力
し
て
成
就
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己

の
本
賀
が
深
め
ら
れ
、
擴
大
さ
れ
、
豐
か
に
さ
れ
て
行
く
機
曾
を
獲
得
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
各
個
の
本
質
的
な
自
己
は
、
み
つ
か
ら
を
支
へ
て
ゐ
る

所
の
與
へ
ら
れ
た
自
己
を
率
ゐ
て
、
共
同
の
使
命
を
戴
く
統
一
あ
る
目
的
の
體
系

に
参
加
し
な
け
ば
な
ら
ぬ
。
此
れ
が
本
質
的
な
自
己
の
ま
も
る
べ
き
第
三
の
約
束

な
の
だ
。
現
實
に
あ
た
へ
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
自
己
が
存
在
す
る
限
り
、
此
の
目

的
の
體
系
は
何
處
ま
で
も
そ
の
範
域
を
延
長
す
可
き
筈
で
あ
り
、
或
い
は
人
種
性

の
共
通
と
か
、
或
い
は
民
族
性
の
共
通
と
か
、
或
は
同
一
國
家
に
對
す
る
共
屬<

通>

關
係
と
か
、
或
は
宗
教
的
信
仰
の
同
一
性
と
か
を
標
準
と
し
て
、
そ
の
範
圍

が
局
限
さ
る
べ
き
何
等
の
理
由
も
な
い
。
斯
か
る
局
限
さ
れ
た
範
域
の
上
に
立
つ

目
的
の
體
系
内
に
嵌
入
さ
れ
る
こ
と
を
以
て
満
足
す
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
自
己
の
本
質
に
め
ざ
め
た
人
間
の
本
領
か
ら
遙
か
に
遠
ざ
か
っ
た
態
度
だ
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
偶
然
的
標
準
に
よ
る
目
的
の
體
系
の
範
域
の
局
限
は
、
や
が
て

そ
の
中
に
在
る
各
個
の
自
己
の
不
當
な
拘
束
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
の
享
く

べ
き
眞
實
の
愉
し
い
自
由
の
や
ど
り
か
が
剰
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
自
由
の

熱
愛
者
た
る
世
界
民
は
、
か
の
窮
屈
な
體
系
の
中
に
囚
は
れ
て
ゐ
る
數
知
れ
な
い

人
間
の
運
命
の
た
め
に
ひ
そ
か
に
涙
を
そ
そ
い
で
巳
ま
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
本
質
的
な
自
己
に
課
せ
ら
れ
る
、
以
上
の
や
う
な
必
然
的
約
束
の
内

容
を撿

べ
て
み
た
ら
、
此
れ
ら
の
約
束
が
忠
實
に
履
行
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
あ

た
へ
ら
れ
た
各
々
の
自
己
が
、
世
界
民
と
し
て
の
立
場
に
み
づ
か
ら
を
置
く
外
は



5

な
い
と
云
ふ
こ
と
が
會
得
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
人
間
が
ほ
ん
と
う
に
自
覺
す
る
と

き
、撿

ち
自
己
み
づ
か
ら
の
裡
に
自
己
の
本
質
を
見
出
す
と
き
、
世
界
民
と
し
て

の
彼
れ
の
生
涯
が
始
ま
る
と
世
界
民
が
信
じ
て
ゐ
る
の
は
、
か
う
し
た
事
情
に
基

く
の
だ
。
さ
さ
や
か
な
自
己
の
存
在
す
ら
も
、
一
切
の
自
己
を
包
容
す
る
力
の
あ

る
絶
大
な
目
的
の
體
系
の
一
成
分
を
支
へ
て
ゐ
る
の
だ
と
云
ふ
こ
と
の
認
證
は
、

な
ん
と
い
ふ
限
り
な
い
悦
び
の
體
驗
だ
ら
う
。
と
は
言
ふ
も
の
の
、
あ
た
へ
ら
れ

た
自
己
の
微
力
さ
と
不
純
さ
と
を
か
へ
り
み
、
お
な
じ
や
う
な
微
力
と
不
純
さ
と

を
、
數
知
れ
ぬ
他
の
自
己
に
於
て
み
と
め
、
そ
し
て
か
の
壮
麗
な
體
系
の
實
現
を

阻
礙
す
る
と
こ
ろ
の
抵
抗
が
如
何
に
強
大
な
も
の
で
あ
る
か
に
想
ひ
到
る
と
き
、

世
界
民
は
絶
望
に
似
た
嘆
息
の
う
め
き
を
覺
え
ず
洩
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

四

世
界
民
に
は
法
律
が
な
い
。
そ
し
て
高
い
權
力
の
座
に
立
つ
て
世
界
民
に
命
令

す
る
立
法
者
も
な
け
れ
ば
、
法
律
の
條
文
を
か
ざ
し
て
彼
れ
ら
を
さ
ば
く
裁
判
官

も
な
い
。
尤
も
世
界
民
は
同
時
に
何
處
か
の
國
家
に
籍
を
置
い
て
ゐ
る
筈
だ
か
ら
、

そ
の
國
家
の
民
た
る
資
格
に
お
い
て
は
、
法
律
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
租
税
も
納

め
れ
ば
、
法
律
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
役
人
の
仕
事
に
も
敬
意
を
は
ら
ふ
。
世
界

民
が
ユ
ト
ピ
ア
の
民
に
歸
化
し
な
い
限
り
、
此
れ
ら
の
事
柄
は
、
已
む
を
得
な
い

事
柄
で
も
あ
れ
ば
、
必
要
な
事
柄
で
も
あ
る
。

世
界
民
に
は
法
律
が
な
い
。
斯
く
言
ふ
場
合
に
法
律
と
い
ふ
の
は
、
人
間
が
こ

さ
へ
た
法
律
の
こ
と
で
あ
る
。
法
律
學
者
が
丹
精
に
研
究
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
、

辯
護
士
が
巧
み
に
利
得
の
資
本
に
つ
か
ふ
と
こ
ろ
の
法
律
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
う

し
た
法
律
を
世
界
民
は
一
つ
も
有
つ
て
ゐ
な
い
。
け
れ
ど
も
世
界
民
に
は
如
何
な

る
意
味
で
の
法
律
も
な
い
と
云
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
心
の
趨
く
ま
ま
に
行
動
し
て

い
さ
さ
か
も
則
を
超
え
な
い
と
云
つ
た
や
う
な
境
涯
は
、
世
界
民
と
雖
も
心
ひ
そ

か
に
惝
怳
し
て
ゐ
る
所
だ
け
れ
ど
、
も
と
よ
り
彼
れ
ら
の
中
に
さ
う
し
た
至
人
の

典
型
に
か
な
つ
た
者
を
求
あ
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
だ
か
ら
、
世
界
民
に
も
何
等

か
の
意
味
で
の
法
律
が
必
要
だ
。
と
こ
ろ
が
世
界
民
は
立
法
者
を
有
つ
て
ゐ
な
い
。

だ
か
ら
世
界
民
に
も
法
律
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
こ
さ
へ
た
の
で
な

い
法
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
こ
さ
へ
た
法
律
を
人
定
法
と
呼
び
、
そ
れ

に
對
し
て
人
間
の
こ
さ
へ
た
の
で
な
い
法
律
を
自
然
法
と
よ
ぶ
の
が
む
か
し
の
法

律
哲
學
者
な
り
社
會
哲
学
者
な
り
の
慣
は
し
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
の
學
者
た
ち
は
、

自
然
法
と
い
ふ
概
念
に
い
ろ
い
ろ
の
獨
斷
的
な
理
論
を
結
び
付
け
た
爲
に
批<

非>

難
を
受
け
た
の
だ
が
そ
れ
か
と
言
つ
て
、
人
間
の
こ
さ
へ
た
の
で
な
い
法
律
を
自

然
法
と
よ
ぶ
慣
は
し
を
排
斥
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
世
界
民
の
法
律
は
人
間
が

こ
さ
へ
た
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
自
然
法
と
呼
ん
で
も
差
支
へ
は
な
か
ら

う
。
そ
れ
は
一
切
の
あ
た
へ
ら
れ
た
自
己
を
其
れ
の
支
へ
て
ゐ
る
本
質
的
な
自
己

と
共
に
洩
れ
な
く
包
容
せ
む
と
す
る
所
の
目
的
の
體
系
に
お
い
て
、
各
個
の
自
己

に
課
せ
ら
れ
る
社
會
生
活
の
普
遍
的
規
範
で
あ
る
。
世
界
民
と
し
て
の
自
覺
に
達

す
る
と
い
ふ
こ
と
の
中
に
は
、
だ
か
ら
必
然
に
斯
か
る
意
味
で
の
自
然
法
の
認
識

を
も
含
ん
で
ゐ
る
わ
け
だ
。
權
力
が
個
人
に
向
つ
て
命
令
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
本

質
的
な
自
己
に
と
つ
て
の
發
展
の
自
由
は
存
在
し
な
い
。
自
由
の
民
た
る
世
界
民

が
權
力
の
法
律
を
有
た
な
い
の
は
、
當
然
至
極
の
事
柄
だ
。

自
然
法
は
世
界
民
に
さ
づ
け
る
に
次
の
や
う
な
根
本
的
權
利
と
根
本
的
義
務
と

を
以
つ
て
す
る
～
一
切
の
權
力<

利>

に
對
し
て
す
べ
て
の
人
類
の
自
由
と
幸
福
と

を
確
保
せ
む
こ
と
を
要
求
し
得
る
權
利
、
一
切
の
權
力
を
し
て
す
べ
て
の
人
類
の

自
由
と
幸
福
と
の
た
め
に
作
用
せ
し
め
る
や
う
努
力
す
べ
き
義
務
。
世
界
民
の
権

利
は
大
で
あ
る
が
、
そ
の
負
擔
も
洵
に
重
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

あ
ら
ゆ
る
權
力
の
中
で
最
も
強
大
な
る
も
の
、
最
も
確
固
た
る
組
織
を
具
へ
て
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ゐ
る
も
の
は
國
家
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
民
の
權
利
は
、
何
よ
り
も
先
づ
國
家
に

向
つ
て
す
べ
て
の
人
類
の
自
由
と
幸
福
と
を
確
保
せ
む
こ
と
を
要
求
し
得
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
世
界
民
の
義
務
の
主
要
な
も
の
は
、
國
家
を
し
て
斯
か

る
要
求
に
應
じ
て
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
の
た
め
に
活
動
せ
し
め
る
や
う
、
國
家

を
指
導
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
民
が
い
づ
れ
か
の
國
家
に
籍
を
置

い
て
ゐ
る
の
も
、
斯
か
る
權
利
を
維
持
す
る
た
め
、
斯
か
る
義
務
を
實
行
す
る
た

め
の
方
便
と
視
ら
る
べ
き
だ
。

客
観
的
に
は
各
人
の
自
由
と
利
益
、
主
觀
的
に
は
各
人
の
個
性
と
幸
福
～
此
れ

ら
の
も
の
を
現
實
の
社
會
生
活
に
お
い
て
確
保
し
增
進
す
る
目
的
の
た
め
に
の
み
、

國
家
的
權
力
は
權
力
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
言
を
換
へ
る
と
、
か

や
う
な
目
的
の
た
め
に
の
み
國
家
は
個
人
の
意
志
を
拘
束
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。

自
然
法
は
、
こ
の
限
度
を
超
え
て
國
家
が
個
人
の
意
志
を
拘
束
す
る
こ
と
を
肯
ん

ぜ
な
い
し
、
國
家
の
活
動
の
効
果
が
こ
の
限
度
以
下
に
停
滞
す
る
こ
と
を
是
認
す

る
も
の
で
も
な
い
。
世
界
民
は
斯
か
る
自
然
法
の
原
則
を
把
持
し
つ
つ
、
一
切
の

國
家
の
行
動
に
對
し
て
、
忌
揮
な
き
批
判
を
加
へ
む
こ
と
を
期
す
る
。

個
人
は
、
三
重
の
關
係
に
お
い
て
、
自
己
の
自
由
と
幸
福
と
の
尊
重
を
國
家
に

向
っ
て
要
求
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
が
Ａ
な
る
國
家
に
屬
す
る
と
き
、
彼

れ
は
先
づ
Ａ
な
る
國
家
そ
の
者
に
よ
り
、
自
己
の
自
由
と
幸
福
と
を
尊
重
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
、
次
に
彼
れ
は
Ａ
な
る
國
家
以
外
の
國
家
、撿

ち
Ｂ
な
る
國
家
、
Ｃ
な

る
國
家
、
Ｄ
な
る
國
家
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
國
家
に
よ
つ
て
、
自
己
の
目
的
と

幸
福
と
を
直
接
に
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
彼
れ
は
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
そ
の

他
の
す
べ
て
の
國
家
が
、
彼
れ
の
属
す
る
Ａ
な
る
國
家
の
自
由
と
幸
福
と
を
尊
重

す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
自
由
と
幸
福
と
を
間
接
に
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
要
求

し
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

た
と
へ
ば
、
個
人
の
自
由
と
幸
福
と
を
維
持
增
進
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
條

件
た
る
べ
き
生
存
權
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
。
世
界
民
は
、
各
國
家
が
そ
の
國
民

の
全
員
に
對
し
、
平
等
の
生
存
權
を
確
保
す
べ
き
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
國

民
の
全
員
を
し
て
平
等
に
人
間
ら
し
き
生
活
を
い
と
な
み
得
さ
せ
る
や
う
な
社
会

組
織
を
構
成
す
る
こ
と
を
、
自
然
法
の
權
限
に
よ
つ
て
要
求
し
、
あ
る
國
家
が
こ

の
要
求
に
か
な
つ
た
社
會
組
織
を
設
定
し
な
い
限
り
、
そ
の
國
家
の
秩
序
を
攻
撃

し
て
止
ま
ぬ
で
あ
ら
う
。
次
に
世
界
民
は
、
各
國
家
が
そ
の
領
土
内
に
在
る
一
切

の
他
國
民
に
對
し
自
國
民
と
平
等
な
る
生
存
權
を
確
保
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
、

も
し
も
あ
る
國
家
が
そ
の
領
土
内
に
住
ん
で
ゐ
る
他
國
民
の
全
部
又
は
一
部
に
向

つ
て
自
國
民
と
平
等
な
生
存
權
を
認
め
る
こ
と
を
拒
む
場
合
に
は
、
そ
の
國
家
の

政
策
の
非
人
道
性
を
、
鋭
く
攻
撃
す
る
こ
と
に
努
め
る
だ
ら
う
。
更
に
世
界
民
は

そ
れ
ぞ
れ
の
國
家
を
構
成
し
て
ゐ
る
國
民
の
平
均
的
生
活
程
度
が
、
能
ふ
限
り
同

一
の
高
さ
に
近
づ
き
得
る
や
う
、
各
國
家
が
相
互
に
他
の
國
家
に
對
し
て
必
要
な

生
活
手
段
を
補
給
し
合
ふ
べ
き
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。撿

ち
各
國

家
に
屬
す
る
國
民
の
全
員
が
總
體
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
國
家
の
名
に
お
い
て
、

他
の
國
家
に
對
し
生
存
權
を
主
張
し
得
る
こ
と
を
、
各
國
家
が
承
認
す
べ
き
こ
と

を
要
請
す
る
。
こ
の
義
務
の
履
行
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
國
家
に
向
つ
て
、
正
義
の
敵
と

い
ふ
汚
名
を
世
界
民
は
さ
づ
け
る
だ
ら
う
。

＜
以
後
の
文
章
は
１
９
４
５
年
の
「
世
界
民
の
立
場
か
ら
」
で
は
削
除
＞

現
存
の
國
家
が
殆
ん
ど
悉
く
、
以
上
の
三
重
の
關
係
に
お
い
て
人
類
の
生
存
權

を
無
視
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
世
界
民
の
か
な
し
み
憤
る
所
で
あ
る
。
唯
め
づ
ら
し

く
も
ロ
シ
ア
國
に
お
い
て
其
の
例
外
を
見
む
と
す
る
こ
と
は
、
世
界
民
の
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
を
點
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
ロ
シ
ア
の
國
民
た
ち

が
、
正
義
人
道
の
擁
護
者
を
以
て
任
ず
る
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

○
○
な
ど
の
諸
國
家
に
よ
つ
て
、
數
年
來
右
の
第
三
の
意
味
で
の
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
て
來
た
こ
と
は
、
世
界
民
に
と
つ
て
は
い
た
ま
し
き
ア
イ
ロ
ニ
イ
で
あ
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る
と
言
ふ
の
外
は
な
い
。
お
な
じ
や
う
な
生
存
權
蹂
躙
の
残
虐
な
事
實
は
、
老
幼

男
女
を
こ
ぞ
つ
て
饑
餓
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
ド
イ
ツ
國
民
の
場
合
に
つ
い
て
、
ま
ざ

ま
ざ
と
見
せ
付
け
ら
れ
る
。
戰
爭
に
も
、
ま
さ
る
大
規
摸
の
殺
人
事
業
が
、
謂
は

ゆ
る
正
義
人
道
を
愛
す
る
國
家
に
よ
つ
て
最
も
組
織
的
に
最
も
冷
静
に
行
は
れ
つ

つ
あ
る
。
世
界
民
は
一
九
二
〇
年
時
代
に
お
い
て
斯
か
る
悲
し
い
経
験
を
し
や
う

と
は
思
ひ
も
か
け
な
か
つ
た
。

更
に
民
族
自
決
權
の
例
に
つ
い
て
か
ん
が
へ
て
み
る
。
民
族
自
決
權
は
如
何
な

る
人
間
の
法
律
に
よ
つ
て
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
國
際
法
に
よ
つ
て
も
、
い
づ

れ
の
國
家
の
國
法
に
よ
つ
て
も
、
そ
れ
は
世
界
民
の
法
律
、撿

ち
自
然
法
の
み
が

み
と
め
る
權
利
な
の
だ
。
自
然
法
の
要
求
に
よ
れ
ば
、
國
家
は
個
人
の
自
由
と
幸

福
の
維
持
增
進
の
た
め
に
存
立
す
る
。
だ
か
ら
個
人
は
い
づ
れ
の
國
家
に
よ
つ
て

自
己
の
自
由
と
幸
福
と
を
確
保
さ
る
可
き
で
あ
る
か
を
自
ら
決
す
べ
き
権
利
を
有

す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
自
決
權
は
斯
か
る
個
人
の
自
決
權
の
歸
結

と
し
て
當
然
生
ず
る
權
利
で
あ
る
。
個
人
が
個
人
と
し
て
所
屬
國
家
を
決
定
す
る

權
利
を
有
す
る
以
上
、
個
人
の
集
團
た
る
民
族
も
亦
同
じ
權
利
を
有
た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
併
し
な
が
ら
現
存
の
國
家
は
、
大
し
て
自
家
の
痛
痒
を
感
じ
な
い
例
外
的
な

場
合
を
除
け
ば
、
個
人
に
向
つ
て
も
、
個
人
の
文
化
的
集
團
た
る
民
族
に
向
つ
て

も
、
其
の
正
當
な
る
自
決
權
を
承
認
し
や
う
と
し
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
の

獨
立
運
動
に
つ
き
、
印
度
の
民
の
獨
立
運
動
に
つ
き
、
そ
の
他
す
べ
て
不
當
の
壓

迫
を
被
り
つ
つ
あ
る
民
族
の
獨
立
運
動
に
つ
き
、
い
ろ
い
ろ
報
道
に
接
す
る
毎
に
、

世
界
民
の
顔
の
表
情
は
或
は
晴
れ
や
か
に
な
つ
た
り
或
は
憂
欝
に
な
つ
た
り
す
る
。

民
族
自
決
權
の
據
て
存
す
る
本
來
の
基
礎
は
個
人
自
決
權
で
あ
る
。
だ
か
ら
民

族
自
決
權
を
主
張
す
る
者
に
し
て
、
個
人
自
決
權
を
否
認
せ
む
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
家
の
立
場
を
覆
さ
む
と
す
る
も
の
だ
。
た
と
へ
ば
濠
洲
人
が
『
濠
洲
人

は
濠
洲
人
に
よ
つ
て
建
設
さ
れ
た
國
家
の
下
に
生
活
す
る
權
利
が
あ
る
』
と
唱
へ

る
と
共
に
、『
黄
色
人
は
濠
洲
人
の
建
設
し
た
國
家
に
屬
し
て
自
由
に
活
動
す
る

權
利
を
有
た
な
い
』
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
れ
ら
は
後
半
の
主
張
に
よ
つ
て
前
半

の
主
張
の
論
理
的
根
據
を
否
定
し
去
る
も
の
で
あ
る
。
黄
色
人
に
國
家
所
屬
性
を

決
定
す
る
權
利
を
み
と
め
る
こ
と
な
く
し
て
、
白
色
人
に
同
じ
權
利
を
み
と
め
る

論
理
は
、
世
界
民
の
斷
じ
て
許
容
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
も
と
よ
り
個
人
の
團
體
は
、

そ
の
團
體
た
る
性
質
に
基
い
て
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
個
人
の
有
た
な
い
權
利

を
有
つ
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
け
れ
ど
、
個
人
の
權
利
を
害
す
る
や
う
な
權
利
、
團

體
が
團
體
だ
か
ら
と
言
つ
て
有
つ
こ
と
は
、
世
界
民
の
法
律
に
お
い
て
認
め
ら
れ

る
限
り
で
な
い
。

＜
以
上
、「
世
界
民
の
立
場
か
ら
」
で
再
録
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
＞

五

世
界
民
に
は
、
彼
れ
が
視
て
以
て
最
も
た
う
と
い
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
の
特
權

が
あ
る
。

世
界
民
と
し
て
の
立
場
か
ら
一
切
の
事
物
を
判
斷
し
一
切
の
行
動
を
い
と
な
む

と
い
ふ
特
權
が
、撿

ち
其
れ
だ
。

世
界
民
の
立
場
は
、
現
實
に
も
立
脚
し
て<

つ
つ
、>

現
實
を
超
越
し
や
う
と
す

る
理
想
主
義
者
の
立
場
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
偏
見
と
我
執
と
を
抛
擲
し
去
り
、
同

情
に
み
ち
た
洞
察
の
眼
を
一
切
の
事
物
の
上
に
向
け
や
う
と
す
る
批
判
主
義
者
の

立
場
で
あ
る
。
偏
狹
な
國
家
主
義
、
偏
狭
な
民
族
主
義
を
斥
け
つ
つ
、
人
類
全
體

の
利
益
と
幸
福
と
を
標
準
と
し
て
、
總
て
の
社
會
的
事
象
の
價
値
を
規
定
し
や
う

と
す
る
世
界
主
義
者
の
立
場
で
あ
る
。
曾
つ
て
第
一
階
級
、
第
二
階
級
に
反
抗
し

て
立
つ
た
と
き
に
、
第
三
階
級
が
代
表
し
た
民
主
主
義
者
の
立
場
で
あ
る
。
現
に

第
三
階
級
に
向
つ
て
の
反
抗
に
お
い
て
、
第
四
階
級
の
據
り
つ
つ
あ
る
社
會
主
義
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者
の
立
場
で
あ
る
。
社
會
生
活
に
お
い
て
女
性
を
男
性
と
平
等
の
地
位
に
置
か
う

と
す
る
兩
性
平
等
主
義
者
の
立
場
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
偏
見
者
、
空
想
家
、
偽
善

者
、
壓
制
者
、
絞<

搾>

取
者
、
好
戦
者
に
向
つ
て
、
極
力
反
省
を
促
す
と
こ
ろ
の
、

自
覺
せ
る
人
間
の
立
場
で
あ
る
。

世
界
民
の
立
場
は
、
因
襲
と
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
類
の
愉
悦
を
愉
悦
と
し
、

人
類
の
悲
哀
を
悲
哀
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
純
眞
な
た
ま
し
ひ
の
所
有
者
に
あ
た
へ

ら
れ
た
唯
一
の
立
場
で
あ
る
。
シ
ル
レ
ル<

ビ
ス
マ
ル
ク>

に
對
す
る
ゲ
ー
テ
の
立

場
で
あ
る
。
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
に
對
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
立
場
で
あ
る
。
マ
キ
ア
ヴ

ヱ
リ
に
對
す
る
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
學
者
に
對
す
る
マ
ル

ク
ス
の
立
場
で
あ
る
。
パ
リ
サ
イ
人
に
對
す
る
キ
リ
ス
ト
の
立
場
で
あ
る
。

個
人
が
社
會
と
交
渉
す
る
所
の
あ
ら
ゆ
る
接
觸
面
に
お
い
て
、
世
界
民
は
自
由

な
人
間
性
を
保
持
し
つ
つ
、
各
自
の
性
格
、
各
自
の
境
遇
を
と
ほ
し
て
、
此
れ
に

能
ふ
限
り
個
性
的
な
發
展
を
與
へ
や
う
と
努
力
す
る
。
そ
の
爲
め
に
は
、
世
界
に

現
存
す
る
一
切
の
文
化
は
、
世
界
民
の
共
同
の
財
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

『
學
問
に
は
國
境
が
無
い
』
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
世
界
民
の
見
方
か
ら
す
れ

ば
、
す
べ
て
の
種
類
の
文
化
が
國
境
を
知
ら
な
い
の
だ
。
も
と
よ
り
世
界
民
は
冷

静
な
現
實
の
観
察
者
だ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
自
然
的
原
因
並
び
に
人
爲
的
原
因
に

基
く
と
こ
ろ
の<

に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の>

文
化
内
容
の<

を>

差
別
を<
し>
閑
却
す

る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
差
別
を
發
生
さ
せ
た
原
因
に
拘
泥
し
て<

た>
文
化
内

容
の
價
値
に
差
別
を
付
け
る
こ
と
は
、
世
界
民
の
甚
だ
快
し
と
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。

世
界
民
の
価
値
判
斷
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
文
化
内
容
に
對
し
て
全
然
公
平
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

例
へ
ば
此
處
に
日
本
國
に
籍
を
置
く
一
人
の
世
界
民
が
あ
る
と
す
る
。
一
般
に

世
界
民
は
人
生
と
歴
史
に
無
限
の
愛
着
を
有
つ
て
ゐ
る
者
だ
か
ら
。
此
の
一
人
の

世
界
民
は
彼
れ
の
祖
先
た
ち
が
産
み
出
し
た
一
切
の
日
本
人
に
特
有
な
文
化
に
對

し
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
深
い
興
味
を
寄
せ
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
。
彼
れ
は
日
本
人

の
創
り
出
し
た
文
化
の
内
容
に
つ
い
て
は
比
較
的
に
大
な
る
理
解
力
を
有
つ
て
ゐ

る
だ
ら
う
か
ら
、
日
本
の
文
化
を
な
つ
か
し
む
彼
れ
の
自
然
の
感
情
は
、
他
の
い

づ
れ
の
國
の
文
化
に
對
す
る
よ
り
も
、
一
層
濃
や
か
だ
ら
う
と
推
察
さ
れ
る
わ
け

だ
。
お
そ
ら
く
彼
れ
は
雪
舟
や
大
雅
の
筆
意
の
う
ち
に
漂
渺
た
る
山
水
の
風
韻
を

掬
し
た
り
、
廣
重
や
寫
樂
の
色
調
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
人
生
の
情
味
に
官
能
を
淘<

陶>

醉
さ
せ
た
り<

と
＞
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
日
本
人
の
一
人
と
し
て
育
つ
た
幸

福
を
し
み
じ
み
と
か
ん
が
へ
る
だ
ら
う
。
彼
れ
は
ま
た
人
麿
だ
の
實
朝
だ
の
良
寛

だ
の
の
歌
の
中
に
、
太
祇
だ
の
芭
蕉
だ
の
一
茶
だ
の
の
句
の
中
に
、<

水>

晶
の
や

う
に
透
き
と
ほ
つ
た
生
活
經
驗
の
核
心
を
な
が
め
て
、
人
類
の
文
化
の
廣
大
な
地

盤
の
上
に
、
さ
う
し
た
一
隅
を
た
が
や
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
の
、
其
れ
ら
の
人
々

の
努
力
を
心
か
ら
感
謝
し
た
い
と
思
ふ
だ
ら
う
。
能
樂
の
鼓
の
ひ
び
き
の
冴
え
に
、

浄
瑠
璃
の
三
味
線
の
ね
い
ろ
の
縺
れ
に
、
彼
れ
が
結
び
つ
け
る
聯
想
の
か
ず
か
ず

は
、
ど
れ
も
此
れ
も
彼
れ
の
心
の
大
切
な
財
産
で
あ
り
、
緩
や
か
な
御
詠
歌
の
う

た
ご
ゑ
に
聞
き
恍
れ
て
は
、
ひ
た
す
ら
に
彌
陀
の
慈
悲
に
す
が
つ
て
凡
夫
の
あ
さ

ま
し
い
惱
み
か
ら
解
脱
す
る
み
ち
を
教
へ
た
聖
僧
を
、
祖
先
の
中
に
見
出
す
こ
と

を
い
と
も
た
ふ
と
し
と
す
る
だ
ら
う
。

日
本
國
に
籍
を
置
く
彼
の
世
界
民
は
、
以
上
の
推
察
を
一
々
肯
定
し
た
上
、
問

は
れ
る
と
も
な
く
次
の
や
う
に
語
る
だ
ら
う

～

『
だ
が
、
私
の
心
は
私
の
國

の
文
化
を
味
解
す
る
だ
け
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
私
の
心
が
私
の
國

以
外
の
國
々
の
文
化
を
味
解
す
る
能
力
は
、
私
の
國
の
文
化
を
味
解
す
る
能
力
に

及
ば
ぬ
だ
ら
う
。
然
か
し
兩
者
の
差
違
は
、
質
の
差
違
で
は
な
く
て
程
度
の
差
違

だ
と
、
私
は
信
じ
て
ゐ
る
。
此
の
程
度
の
差
違
は
、
必
然
的
な
普
遍
妥
當
的
な
知

識
の
體
系
を
築
き
上
げ
て
行
く
學
問
的
文
化
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
微
小
で
あ
り
、

宗
教
的
文
化
、
政
治
的
文
化
、
經
濟
的
文
化
な
ど
に
つ
い
て
も
左
程
大
き
く
は
な
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く
、
習
俗
的
文
化
に
つ
い
て
稍
大
き
く
、
藝
術
的
文
化
、
殊
に
言
語
を
通
じ
て
表

現
さ
れ
る
文
藝
的
文
化
に
つ
い
て
最
も
大
き
か
ら
む
と
す
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も

嚴
密
に
考
へ
た
ら
、
藝
術
的
作
品
は
そ
の
作
家
に
よ
つ
て
の
み
、
少
く
と
も
そ
の

作
家
と
ほ
ぼ
同
じ
深
さ
の
藝
術
的
經
驗
を
積
ん
で
來
た
人
に
よ
つ
て
の
み
味
解
し

得
ら
れ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
が
文
化
の
意
味
の
理
解
に
つ
い
て
云

爲
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ほ
ど
嚴
密
な
考
へ
方
を
採
用
し
な
い
限
り
、
他
の
國
民
、

他
の
民
族
の
文
化
の
意
味
に
對
す
る
吾
々
の
理
解
力
を
、
本
質
的
に
否
定
す
る
こ

と
は
無
益
だ
ら
う
。
そ
れ
よ
り
も
吾
々
の
念
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
點
は
、
そ
れ
が
自

分
の
屬
す
る
國
で
生
ま
れ
た
も
の
た
る
と
、
他
の
國
々
で
生
ま
れ
た
も
の
た
る
と

を
問
わ
ず
、
一
切
の
價
値
あ
る
文
化
内
容
を
正
し
く
深
く
味
解
し
て
、
自
己
の
生

活
經
驗
を
豊
か
に
し
や
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
筈
だ
。
私
は
私
が
味
解

し
得
る
限
り
の
さ
ま
ざ
ま
の
國
々
の
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
内
容
を
通
じ
て
、
そ
の
國

々
の
數
知
れ
ぬ
人
々
の
生
活
の
内
容
に
沒
入
し
た
い
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
悦
び
に

よ
ろ
こ
び
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
苦
し
み
を
苦
し
み
た
い
。
私
の
属
し
て
ゐ
る
國
の

全
文
化
内
容
を
殘
ら
ず撿

べ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
の
深
刻
さ

が
求
め
ら
れ
や
う
か?

レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
繪
畫
の
輝
か
し
さ
が
求
め
ら
れ
や
う

か
？
べ
ー
ト
ー
ヴ
エ
ン
の
音
樂
の
う
つ
く
し
さ
が
求
め
ら
れ
や
う
か
？
ミ
ケ
ロ
ア

ン
ジ
エ
ロ
の
彫
刻
の
偉
大
さ
が
求
め
ら
れ
や
う
か
？
プ
ラ
ト
ー<

プ
ラ
ト
ン>
の
哲

學
の
け
だ
か
さ
が
求
め
ら
れ
や
う
か
？
李
太
白
の
律
詩
の
雄
渾
さ
が
求
め
ら
れ
や

う
か
？
羅
馬
人
の
法
律
技
術
の
巧
み
さ
が
求
め
ら
れ
や
う
か
？
イ
ギ
リ
ス
人
の
政

治
生
活
の
闊
達
さ
が
求
め
ら
れ
や
う
か
？
印
度
人
の
宗
教
的
冥
想
の
神
秘
さ
が
求

め
ら
れ
や
う
か
？
・
・
・
斯
う
し
た
疑
問
を
起
せ
ば
起
す
ほ
ど
、
文
化
の
世
界
に

國
境
を
劃
し
て
、
そ
の
内
側
に
安
住
し
や
う
と
す
る
人
間
た
ち
の
心
持
が
愈
々
不

可
解
と
な
つ
て
來
る
だ
ら
う
。
私
た
ち
の
國
の
領
土
の
上
に
す
ぐ
れ
た
文
化
を
築

き
上
げ
て
行
か
う
と
す
る
懸
命
の
努
力
を
妨
け
る
も
の
は
、
あ
の
依
怙
地
な
頑
冥

な
國
粋
主
義
者
た
ち
の
う
る
さ
い
蠢
動
だ
！
』

あ
ら
ゆ
る
優
秀
な
文
化
産
物
は
、
世
界
民
の
誇
り
で
あ
り
、
富
で
あ
る
。
か
ぎ

り
な
く
豐
か
な
文
化
の
構
成
層
を
歴
史
の
斷
面
に
於
い
て
見
渡
し
な
が
ら
、
其
處

に
享
樂
の
盡
き
ざ
る
可
能
性
を
想
ふ
と
き.

世
界
民
の
愉
悦
は
雙
つ
の
瞳
に
火
と

か
が
や
く
。

六

『
外
來
思
想
』
と
い
ふ
語
が
あ
る
、
世
界
民
の
大
嫌
ひ
な
語
の
一
つ
だ
。

世
界
民
は
外
國
語
と
い
ふ
差
別
の
範
疇
が
無
用
と
な
る
日
の
到
來
す
る
こ
と
す

ら
ね
が
つ
て
ゐ
る
。
況
ん
や
、
自
分
の
属
す
る
國
家
の
領
域
の
外
部
で
成
長
し
た

思
想
に
對
し
て
狐
の
や
う
な
疑
ひ
深
い
眼
を
向
け
、『
外
來
思
想
』
と
い
ふ
貼
札

を
つ
け
て
、
警
戒
と撿

惡
と
の
對
象
と
し
や
う
と
す
る
怯
懦
な
偏
狹
な
人
間
の
態

度
を
、
世
界
民
は
憐
れ
み
且
つ
い
や
し
む
こ
と
甚
し
い
。
世
界
民
に
と
つ
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
正
し
い
思
想
、
あ
ら
ゆ
る
眞
實
な
思
想
は
、
恰
も
彼
れ
の
心
奥
か
ら
生

ま
れ
た
思
想
で
あ
る
か
の
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
反
對
に
假
令
彼
れ
の
屬
す
る
社

會
で
生
ま
れ
た
思
想
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
世
界
民
と
し
て
の
立
場
と
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
つ
て
『
外
來
思
想
』
と
銘
を
打
つ
て
も
可
い
位

に
お
も
ふ
だ
ら
う
。

世
界
民
の
心
の
扉
は
、
一
切
の
價
値
あ
る
思
想
に
向
つ
て
開
か
れ
て
ゐ
る
。
扉

の
外
に
は
批
判
の
階
段
が
あ
る
。
彼
れ
の
屬
す
る
國
家
の
民
の撿

先
が
大
切
に
し

て
來
た
思
想
で
あ
つ
て
も
、
彼
れ
の
属
す
る
國
家
の
現
在
の
民
の
大
多
數
が
抱
い

て
ゐ
る
思
想
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
階
段
で
躓<

つ
ま
づ
く>

く
も
の
は
、
決
し
て
世

界
民
の
心
の
扉
を
く
ぐ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か
た
く
な
る
官
僚
や
、
干
渉
好

き
の
教
育
家
や
が
、
妄
り
に
危
険
視
す
る
思
想
で
あ
つ
て
も
、
其
處
で
は
や
す
や
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す
と
階
段
を
の
ぼ
つ
て
行
く
。
世
界
民
の
心
の
扉
の
内
部
は
、
だ
か
ら
不
當
に
壓

迫
さ
れ
、
不
當
に
排
斥
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
正
し
い
思
想
の
避
難
所

だ
。
扉
の
内
部
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
そ
こ
で
は
世
界
民
の
各
自
の
個
性
に
切
實

な
思
想
が
、
部
屋
の
中
心
に
座
を
あ
た
へ
ら
れ
、
さ
う
で
な
い
思
想
が
部
屋
の
周

圍
に
う
づ
く
ま
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
扉
の
外
で
は
多
く
の
珍
ら
し
好
き
の
人
々
か

ら
盛
ん
な
歡
呼
を
あ
び
せ
ら
れ
て
ゐ
る
思
想
が
、
そ
こ
で
は
部
屋
の
片
隅
に
か
が

ん
で
ゐ
る
や
う
な
こ
と
は
、
十
分
有
り
が
ち
な
光
景
で
あ
る
。
月
日
の
經
過
に
伴

う
て
、
部
屋
の
中
で
の
い
ろ
い
ろ
思
想
の
居
場
所
が
か
は
る
。
其
れ
は
世
界
民
の

個
性
が
そ
だ
つ
て
行
く
證
據
だ
。

世
界
民
は
彼
れ
の
生
活
し
て
ゐ
る
社
會
の
中
へ
、
正
し
い
思
想
、
力
あ
る
思
想
、

う
つ
く
し
い
思
想
が
、
他
國
の
社
會
か
ら
潤
澤
に
そ
そ
ぎ
入
る
こ
と
に
カ
を
竭
す

だ
ら
う
し
、
彼
れ
の
生
活
し
て
ゐ
る
社
會
の
有
つ
て
ゐ
る
所
の
ね
う
ち
あ
る
思
想

を
他
國
の
社
會
に
移
入
す
る
こ
と
に
も
、
ひ
と
し
ぐ
心
を
勞
す
る
だ
ら
う
。
そ
れ

に
つ
い
て
世
界
民
の
頭
を
な
や
ま
す
も
の
は
言
語
の
相
違
の
問
題
だ
。
す
べ
て
の

世
界
民
は
各
々
他
の
國
の
言
語
を
な
る
べ
く
廣
く
な
る
べ
く
深
く
學
ぶ
こ
と
に
努

め
る
だ
ら
う
。
飜
譯
の
方
法
に
よ
つ
て
他
國
の
思
想
を
自
國
の
言
語
の
中
に
表
現

す
る
事
業
に
た
づ
さ
は
る
だ
ら
う
。
藝
術
家
た
る
世
界
民
、
科
學
者
た
る
世
界
民

は
、
一
層
そ
の
責
務
を
痛
感
す
る
だ
ら
う
。
世
界
共
通
語
の
問
題
、撿
ち
各
國
の

民
が
各
々
自
國
の
言
語
を
維
持
し
つ
つ
新
し
い
世
界
共
通
語
を
相
互
の
交
通
に
お

い
て
使
用
す
べ
き
で
あ
る
か<

が>

、
又
は
孰<

い
ず>

れ
か
の
國
の
言
語
を
世
界
共

通
語
に
採
用
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
一
切
の
人
類
が
從
來
の
言
語
を
す
べ

て
廢
棄
し
て
新
し
い
い
世
界
共
通
語
の
み
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
か
、
又
は
孰<

い
ず>

れ
か
の
國
の
言
語
の
み
を
世
界
共
通
語
と
し
て
使
用
し
、
他
の
す
べ
て
の

國
語
を
廢
棄
す
べ
き
で
あ
る
か
等
の
問
題
は
、
世
界
民
が
甚
深<

深
甚>

の
興
味
を

集
中
す
る
問
題
で
あ
る
。
世
界
共
通
語
の
問
題
自
身
の
解
決
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

現
在
あ
ま
り
に
多
岐
に
わ
か
れ
て
ゐ
る
諸
民
族
、
諸
國
民
の
言
語
が
、
能
ふ
限
り

少
數
の
種
別
に
ま
で
整
理
さ
れ
、
民
族
と
民
族
、
國
民
と
國
民
の
相
互
的
理
解
の

途
が
疏
通
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
、
世
界
民
が
希
望
し
て
已
ま
な
い
所
で
あ
る
。

尚
ほ
ま
た
、
完
全
に
近
い
世
界
共
通
語
は
如
何
に
し
て
創
り
出
し
得
ら
れ
る
か
と

い
ふ
間
題
の
解
決
は
、
世
界
民
の
す
べ
て
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重
大
な
任
務
の
一

つ
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

七
、

世
界
民
が
立
脚
し
や
う
と
す
る
世
界
主
義
の
見
地
は
、
政
治
上
殊
に
外
交
上
に

於
け
る
國
家
主
義
の
見
地
と
對
照
さ
れ
、
國
際
主
義
の
見
地
と
對
照
さ
れ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
明
確
に
諒
解
し
得
ら
れ
る
だ
ら
う
。

國
家
主
義
に
は
二
様
の
意
味
が
あ
る
。
先
づ
一
つ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
國
民

主
義
と
い
ふ
概
念
は
、
社
會
組
織
維
持
の
條
件
又
は
方
法
と
し
て
の
國
家
の
存
在

価
値
を
肯
定
し
や
う
と
す
る
思
想
を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
其
れ
と
對
立
を
成
す
概

念
は
、
斯
か
る
國
家
の
存
在
價
値
を
否
定
し
や
う
と
す
る
無
政
府
主
義
の
概
念
で

あ
る
。
世
界
主
義
は
此
の
意
味
で
の
國
家
主
義
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
か
と
云
っ
て
此
の
意
味
で
の
無
政
府
主
義
と
原
理
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で

も
な
い
。
但
し
こ
の
意
味
で
の
國
家
主
義
と
無
政
府
圭
義
と
の
對
立
に
お
い
て
問

題
と
さ
れ
る
の
は
、
如
何
に
し
て
社
會
組
織
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
か
と
云
ふ
點

な
の
だ
か
ら
、
現
實
の
人
間
の
大
多
數
が
、
強
制
権
力
の
支
配
を
前
提
す
る
こ
と

な
し
に
能
く
平
和
的
社
會
生
活
を
い
と
な
み
得
る
や
う
な
道
徳
性
の
水
準
に
到
達

し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
判
斷
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
客
観
的
事
實
に
よ
つ
て
正
當
と
さ
れ

る
間
は
、
世
界
主
義
者
は
み
づ
か
ら
の
主
張
の
貫
徹
の
便
宜
上
及
び
必
要
上
、
無

政
府
主
義
に
與
し
な
い
で
、
國
家
主
義
に
加
擔
す
る
だ
ら
う
。
世
界
民
が
い
づ
れ
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か
の
國
家
に
屬
し
つ
つ
、
そ
の
國
家
に
向
つ
て
い
ろ
い
ろ
の
要
請
を
自
然
法
の
権

威
に
據
つ
て
提
起
す
る
の
は
、
か
う
し
た
見
地
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
國

家
と
い
ふ
や
う
な
強
制
權
力
を
有
つ
團
體
を
構
成
す
る
こ
と
な
し
に
、
能
く
平
和

的
社
會
生
活
を
い
と
な
み
得
る
や
う
な
高
度
の
道
徳
性
に
ま
で
、
大
多
數
の
人
間

が
淘
冶
さ
れ
る
こ
と
は
、
世
界
民
が
何
人
に
も
ま
し
て
切
望
す
る
所
だ
け
れ
ど
、

そ
れ
は
人
間
の
教
育
の
理
想
の
問
題
で
あ
つ
て
、
現
實
の
社
會
組
織
の
維
持
條
件

の
問
題
と
は
、
論
點
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
も
右
の
や
う
な
道
徳
性
の

水
準
に
近
づ
い
て
ゐ
る
又
は
達
し
て
ゐ
る
人
間
だ
け
を
集
め
た
な
ら
ば
、
無
政
府

主
義
的
社
會
組
織
を
實
現
す
る
こ
と
が
能
き
る
事
は
勿
論
だ
。
け
れ
ど
も
假
り
に

そ
う
云
う
計
畫
が
成
立
し
得
る
と
し
て
も
、
世
界
民
は
さ
う
云
ふ
計
畫
を
も
く
ろ

む
人
々
の
心
持
に
同
情
す
る
だ
け
で
、
そ
の
計
畫
自
體
に
は
あ
ま
り
多
く
の
價
値

を
み
と
め
な
い
だ
ら
う
。
な
ぜ
か
と
言
ふ
と
、
所
要
の
道
徳
性
の
水
準
に
到
達
し

て
ゐ
な
い
又
は
近
づ
い
て
居
な
い
所
の
澤
山
の
人
間
た
ち
を
除
外
し
て
社
会
を
組

織
す
る
や
う
な
こ
と
は
、
世
界
主
義
の
精
神
に
叶
は
な
い
か
ら
だ
。
世
界
民
は
比

較
的
容
易
に
出
來
上
る
小
さ
な
理
想
的
社
會
の
中
で
清
ら
か
に
暮
す
よ
り
も
、
全

人
類
を
包
含
す
る
不
完
全
な
醜
惡
な
社
會
の
中
に
生
活
し
て
居
た
い
と
ね
が
ふ
だ

ら
う
。

次
に
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、
國
家
主
義
と
は
、
社
會
生
活
に
お
い
て
國
家

と
い
ふ
團
體
そ
の
者
に
對
し
獨
自
の
價
値
を
認
め
、
特
定
の
國
家
の
利
害
を
標
準

と
し
て
社
會
生
活
の
全
體
を
規
定
し
や
う
と
す
る
思
想
を
謂
ふ
。
此
の
場
合
に
國

家
そ
の
者
に
超
越
的
實
在
性
が
認
め
ら
れ
る
の
が
通
常
だ
け
れ
ど
、
必
す
し
も
さ

う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
兎
に
角<

と
に
か
く>

此
の
意
味

で
の
國
家
主
義
の
主
張
從
へ
ば
、
國
家
と
い
ふ
社
會
的
形
象
は
一
切
の
社
會
的
價

値
の
根
源
で
あ
り
、
す
べ
て
の
他
の
團
體
な
り
個
人
な
り
の
存
在
は
、
特
定
の
國

家
の
存
立
發
展
に
役
立
つ
や
否
や
を
標
準
と
し
て
、
そ
の
價
値
を
秤<

評>

定
さ
れ

る
べ
き
だ
。<

と>

言
ひ
換
へ
る
と
、
す
べ
て
の
個
人
並
び
に
特
定
の
國
家
の
以
外

の
す
べ
て
の
團
體
は
、
そ
れ
自
ら
の
存
在
價
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定

の
國
家
の
存
立
發
展
に
仕
へ
る
手
段
と
し
て
初
め
て
そ
の
存
在
価
値
を
有
す
る
の

だ
。
此
の
場
合
に
特
定
の
國
家
以
外
の
す
べ
て
の
國<

團>

體
と
い
ふ
中
に
は
、
或

る
國
家
か
ら
見
て
外
國
と
呼
ば
れ
る
團
體
が
悉
く
含
包
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
特

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
第
二
の
意
味
で
の
國
家
主
義
の
中
で
、
更
に
絶
對
的
國
家
主
義
と
も
云
ふ

べ
き
思
想
傾
向
と
、
相
對
的
國
家
主
義
と
も
云
ふ
べ
き
思
想
傾
向
と
を
區
別
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
或
る
國
家
と
の
關
係
に
於
い
て
、
他
の
す
べ
て
の
國
家
が
、

前
者
の
存
立
發
展
の
た
め
の
手
段
と
し
て
は
存
在
價
値
を
認
め
ら
れ
る
と
云
ふ
こ

と
は
、
此
れ
ら
の
兩
様
の
國
家
主
義
に
共
通
な
根
本
思
想
な
の
だ
が
、
絶
對
的
國

家
主
義
は
、
特
定
の
國
家
以
外
の
す
べ
て
の
國
家
の
存
立
な
り
發
展
な
り
に
如
何

な
る
意
味
に
於
い
て
も
獨
立
の
價
値
を
認
め
な
い
で
、
そ
の
全
存
在
は
か
の
特
定

の
國
家
の
存
立
發
展
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
意
義
を
有
つ
と
主
張
す
る
に
反

し
、
相
對
的
國
家
主
義
は
、
特
定
の
國
家
以
外
の
す
べ
て
の
國
家
の
存
在
は
、
特

定
の
國
家
の
存
立
發
展
の
た
め
に
役
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
價
値
を
獲
て
來
る
こ
と
を

主
張
す
る
と
共
に
、
そ
れ
等
の
國
家
の
存
立
發
展
そ
の
者
に
對
し
て
も
亦
、
第
二

次
的
な
價
値
で
は
あ
る
が
尚
ほ
獨
立
の
價
値
た
る
こ
と
を
失
は
な
い
と
こ
ろ
の
目

的
價
値
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
絶
對
的
國
家
主
義
を
採
っ
て
ゐ
る
國
家

の
立
場
か
ら
見
る
と
、
す
べ
て
の
外
國
は
、
自
己
の
存
立
發
展
の
た
め
に
全
然
任

意
に
利
用
し
處
分
さ
る
べ
き
單
純
な
る
材
料
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
外

國
は
自
己
の
存
立
發
展
の
障
碍
た
る
も
の
だ
か
ら
、
能
ふ
限
り
す
べ
て
の
外
國
を

絶
滅
し
て
し
ま
ふ
こ
と
が
最
良
の
國
策
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
能
だ
と
す
れ
ば
、
外

國
と
の
交
通
を
斷
っ
て
孤
立
の
地
位
を
守
る
こ
と
が
、
望
ま
し
く
考
へ
ら
れ
る
。

そ
れ
と
は
違
つ
て
、
相
對
的
國
家
主
義
を
採
る
國
家
は
、
自
己
の
存
立
發
展
の
目
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的
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
他
國
の
法
理
的
人
格
を
承
認
し
て
相
互
の
間
に
平
和
的

交
通
を
い
と
な
む
こ
と
が
、
否
定
す
可
か
ら
ざ
る
要
件
た
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ

う
し
た
方
針
に
基
づ
い
て
外
交
政
策
を
定
め
て
行
く
の
で
あ
る
。

第
二
の
意
味
で
の
國
家
主
義
の
中
で
斯
や
う
に
相
對
的
な
傾
向
を
有
つ
た
も
の

を
、
特
に
國
際
主
義
的
國
家
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
能
き
る
。
國
際
主
義
と
い
ふ
の

は
多
數
の
國
家
が
相
互
の
聞
に
利
益
の
連
帯
の
關
係
を
有
つ
て
ゐ
る
事
實
、撿

ち

或
る
國
家
の
満
足
な
存
在
發
展
は
、
他
の
國
家
と
の
平
和
的
交
通
を
持
績
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
を
根
據
と
し
て
、
多
數
の
國
家
は
相

互
に
他
の
國
家
の
法
理
的
人
格
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
思
想
で
あ
る
。

か
う
し
た
主
張
を
立
て
る
國
際
主
義
を
中
心
と
し
て
考
祭<

察>

す
る
と
、
多
數
の

國
家
が
相
互
に
他
の
國
家
の
人
格
を
認
め
て
ゐ
る
場
合
に
、
他
の
國
家
の
存
立
發

展
に
は
獨
立
の
價
値
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
自
國
の
存
立
發
展
の
た
め
に
間
接

に
役
立
つ
か
ら
だ
と
考
へ
る
傾
向
と
、
各
個
の
國
家
の
存
立
發
展
に
は
、
他
の
國

家
の
存
立
發
展
の
た
め
に
役
立
つ
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
一
定
の
價
値
が
あ
る
と
考

へ
る
傾
向
と
が
區
別
し
得
ら
れ
る
だ
ら
う
。
前
者
は
國
家
主
義
的
國
際
主
義
で
あ

り
、
後
者
は
個
人
主
義
的
國
際
主
義
で
あ
る
。

第
二
の
意
味
で
の
國
家
主
義
、撿

ち
社
會
生
活
に
於
て
國
家
そ
の
者
が
獨
立
の

價
値
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
、
特
定
の
國
家
の
利
害
を
標
準
と
し
て
一
切
の
社
會

生
活
を
規
定
し
や
う
と
す
る
思
想
に
對
立
す
る
も
の
は
、
個
人
主
義
で
あ
る
。
後

者
の
見
解
に
從
ふ
と
社
會
生
活
に
お
い
て
獨
立
の
價
値
を
有
つ
も
の
は
個
人
で
あ

つ
て
、
國
家
は
個
人
の
生
存
向
上
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
の
價
値
を

有
す
る
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
社
會
的
價
値
の
根
源
た
る
も
の
は
個
人
の
人
格
で
あ

り
、
個
人
の
人
格
の
維
持
發
展
の
目
的
に
役
立
つ
た
め
の
手
段
と
し
て
初
め
て
國

家
の
存
在
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
國
家
の
一
切
の
活
動
は
斯
か
る
標
準
に
基
い
て

行
は
れ
る
る
こ
と
を
要
し
、
國
家
と
國
家
と
の
關
係
に
お
い
て
も
、
先
づ
顧
慮
さ

る
べ
き
は
個
人
の
人
格
の
維
持
發
展
の
目
的
で
あ
る
。
個
人
主
義
に
も
い
ろ
い
ろ

の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
無
反
省
な
淺
薄
な
個
人
主
義
は
、
國
家
が
他
の
國
家
と
の
關

係
に
お
い
て
、
他
の
國
家
の
存
在
を
否
定
し
や
う
と
し
た
り
、
又
は
全
然
孤
立
を

ま
も
ら
う
と
す
る
や
う
な
態
度
を
是
認
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
け
れ
ど
、
最
も
合

理
的
な
個
人
主
義
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
の
人
格
と
い
ふ
場
合
の
個
人
の
範

圍
は
、
一
切
の
人
間
を
包
含
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
他
の
國
家
と
の
關
係
に
お
け

る
國
家
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
必
然
に
國
際
主
義
を
支
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
個

人
主
義
的
國
際
主
義
は
、
各
個
の
國
家
の
存
立
發
展
に
對
し
、
他
の
國
家
の
存
立

發
展
の
た
め
に
役
立
つ
と
否
と
を
問
は
ず
一
定
の
價
値
を
、
認
め
る
と
言
つ
た
が
、

そ
の
一
定
の
價
値
と
は
、
個
人
の
人
格
を
維
持
し
向
上
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

の
價
値
で
あ
る
。
若
し
も
個
人
主
義
的
國
際
主
義
を
外
交
方
針
と
し
て
採
用
し
て

ゐ
る
國
家
が
あ
る
と
假
定
し
た
ら
、
そ
の
國
家
は
例
へ<

假
へ
ば>

自
己
の
所
有
し

て
ゐ
る
領
土
の
一
部
分
を
他
の
國
家
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
、
そ
の
領
土
に
居
住
し

て
ゐ
る
個
人
の
生
存
向
上
の
た
め
に
有
利
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
領
土
以
外
に
生
存

し
て
ゐ
る
一
般
の
人
間
の
生
存
向
上
の
た
め
に
惡
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
つ

た
な
ら
ば
、
悦
ん
で
そ
の
領
土
を
他
の
國
家
に
割
譲
す
る
だ
ら
う
。
又
例
へ
ば
自

國
の
領
域
内
に
廣
濶
で
人
口
稀
薄
な
原
野
が
あ
り
、
誠
實
な
人
間
た
ち
が
他
國
か

ら
來
つ
て
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
を
願
ふ
な
ら
ば
、
彼
れ
ら
の
移
住
の
結
果
、
彼

れ
ら
が
從
來
居
住
し
て
ゐ
た
國
家
の
人
民
た
ち
は
新
に
生
活
の
餘
裕
を
見
出
し
、

反
對
に
自
國
の
人
民
の
平
均
的
教
養
程
度
が
多
少
低
下
す
る
や
う
な
虞
れ
が
あ
つ

て
も
、
そ
の
國
家
は
意
と
す
る
こ
と
な
く
移
住
希
望
者
を
迎
え
入
れ
る
だ
ら
う
。

世
界
主
義
が
第
一
の
意
味
で
の
國
家
主
義
と
は
兩
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
前
に
述
べ
た
が
、
第
二
の
意
味
で
の
國
家
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
は
明
白

だ
。
何
と
な
れ
ば
、
此
の
意
味
で
の
國
家
主
義
は
、
あ
る
特
定
の
國
家
を
他
の
國

家
に
對
し
て
一
段
と
優
越
せ
る
地
位
に
置
き
、
そ
の
た
め
に
他
の
國
家
に
屬
し
て
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ゐ
る
人
間
た
ち
の
自
由
と
幸
福
と
を
害
す
る
結
果
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
世
界
主

義
は
、
そ
れ
が
第
一
の
意
味
で
の
國
家
主
義
を
支
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
斷
し

て
ゐ
る
間
は
、
國
際
主
義
を
援
助
す
る
だ
ら
う
。
し
か
も
世
界
主
義
の
援
助
す
る

國
際
主
義
が
個
人
主
義
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も<

は>

瞭
か
だ
。

現
在
の
國
家
は
殆
ん
ど
悉
く
國
際
主
義
を
採
用
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
其
れ
は
飽

く
ま
で
も
國
家
主
義
的
國
際
主
義
の
根
本
的
性
質
を
固
執
す
る
も
の
で
あ
り
、
加

ふ
る
に
各
國
の
人
民
の
大
多
數
に
よ
つ
て
力
強
く
後
援
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
な
の
だ
。

謂
は
ゆ
る
國
民
的
外
交
が
あ
ま
ね
く
國
際
關
係
に
お
い
て
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ

た
と
こ
ろ
で
、
各
國
の
人
民
の
大
多
數
が
世
界
主
義
に
共
鳴
す
る
に
至
ら
な
い
限

り
、
各
國
の
外
交
政
策
は
、
到
底
世
界
民
の
希
求
す
る
や
う
な
公
正
不
偏
の
方
針

を
探
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
各
國
の
人
民
の
大
多
數
が
、
彼
れ
ら
の
本
質
的

な
自
我
に
め
ざ
め
る
日
は
、
い
つ
に
な
つ
た
ら
來
る
だ
ら
う
か
、
絶
望
的
懐
疑
こ

そ
は
、
彼
れ
の
執
る
べ
き
態
度
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
世
界
民
は
時
に
心
細
い
思

ひ
を
す
る
。

八

戰
爭
は
人
類
の
犯
し
得
る
最
大
の
罪
惡
だ
！

戰
爭
が
國
家
と
國
家
と
の
間
に
開
始
さ
れ
る
と
き
、
雙
方
の
國
民
の
感
情
は
、

獣
の
や
う
な撿

惡
の
念
に
燃
ゑ
あ
が
る
。
そ
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
戦
闘
行
爲
は
、
悉

く
野
獣
的
兇
猛
性
の
止
め
度
の
な
い
発
露
だ
。
人
類
を
殺
戮
す
る
こ
と
が
、
國
家

を
愛
す
る
こ
と
と
爲<

な>

る
な
ら
ば
、
愛
國
心
と
は
最
も
恥
づ
べ
き
不
徳
で
は
あ

る
ま
い
か?

正
義
の
た
め
の
戰
爭
な
の
だ<

で>

、
人
道
の
た
め
の
戰
爭
な
の
だ
と
、
戰
爭
論

者
は
殊
勝
ら
し
く
辯
解
す
る
だ
ら
う
。
だ
が
、
正
義
は
誰
れ
の
た
め
の
正
義
だ
ら

う
？
人
道
は
殺
人
者
の
た
め
の
人
道
な
の
か
？
大
規
模
の
殺
人
事
業
に
よ
つ
て
正

義
が
製
造
さ
れ
、
人
道
が
製
造
さ
れ
る
と
言
ひ
得
る
な
ら
ば
、
同
じ
論
理
に
基
い

て
、
姦
通
か
ら
貞
操
が
生
ま
れ
、
詐
僞
か
ら
友
情
が
生
ま
れ
る
と
主
張
し
得
ぬ
筈

は
な
い
。
正
義
の
女
神
を
引
き
合
に
出
し
た
り
、
人
道
の
天
使
の
名
を
騙
つ
た
め

り
す
る
國
家
道
徳
論
者
よ
り
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
上
帝
に
楯
突
く
惡
魔
は
、
い
く

ら
正
直
で
、
幾
ら
可
愛
い
か
知
れ
は
し
な
い
。

戰
爭
の
暗
雲
が
拂
拭
さ
れ
た
後
、
新
し
い
文
化
の
太
陽
が
さ
ん
ら
ん
と
輝
き
出

る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
戰
爭
に
よ
つ
て
失
は
れ
た
數
知
れ
ぬ
生
命<

人
命>

の

値
は
、
如
何
程
莫
大
の
文
化
の
財
を
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
購
ひ
か
へ
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
若
し
も
強
姦
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
兒
が
聰
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
強
姦
の

行
爲
が
正
當
と
さ
れ
る
だ
ら
う
か
？

戰
爭
の
い
と
ふ
べ
く
、
悲
し
む
べ
く
、
憎
む
べ
く
、
呪
ふ
べ
き
こ
と
を
、
世

界
民
は
何
人
に
も
劣
ら
す
深
刻
に
感
じ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
戰
爭
を
防
止
し
、
戰
爭

の
機
會
を
減
少
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
な
り
努
力
な
り
に
對
し
、
彼
れ
は

満
腔
の
賛
意
を
表
す
る
。
軍
備
制
限
運
動
は
も
と
よ
り
彼
れ
の
賛
同
す
る
所
だ
。

軍
備
撤
廃
運
動
は
一
層
熱
心
に
賛
同
す
る
所
だ
。
國
際
仲
裁
裁
判
所
の
速
か
な
る

完
成
も
、
彼
れ
の
衷
心
か
ら
希
望
す
る
所
だ
。

國
家
主
義
が
好
戰
思
想
の
仲
よ
い
道
連
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

國
家
主
義
は
國
家
の
利
害
を
標
準
と
し
て
社
會
生
活
の
一
切
の
事
象
を
規
定
し
や

う
と
す
る
思
想
な
の
だ
が
、
謂
ふ
所
の
國
家
の
利
害
の
内
容
と
し
て
、
資
本
階
級

の
利
害
を
擧
げ
る
も
の
は
、
資
本
主
義
的
國
家
主
義
で
あ
り
、
軍
人
階
級
の
利
害

を
以
て
是
れ
に
擬
す
る
も
の
は
、
軍
國
主
義
的
國
家
主
義
だ
。
前
者
に
と
つ
て
は
、

豊
富
な
原
料
の
産
地
を
獲
得
し
た
り
、
有
望
な
商
品
の
販
路
を
開
拓
し
た
り
す
る

こ
と
に
役
立
つ
外
交
政
策
が
最
も
望
ま
し
く
、
後
者
に
と
つ
て
は
武
力
に
よ
つ
て

他
國
を
威
嚇
し
壓
迫
す
る
外
交
政
策
が
最
も
正
し
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
れ
か
ら
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兩
様
の
思
想
傾
向
の
合
對
し
た
も
の
は
、
普
通
に
帝
國
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
つ
て
、
此
度
の
世
界
大
戰
も
終
極
に
お
い
て
は
、
帝
國
主
義
と
帝
國
主
義
と
の

啀<
咥>

み
合
ひ
に
そ
の
原
因
を
歸
す
べ
き
だ
と
云
う
意
見
は
、
公
平
な
歴
史
家
の

否
ま
な
い
所
だ
ら
う
。
ド
イ
ツ
の
軍
閥
の
巣
窟
が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
は
、
世
界
民

に
と
つ
て
會
心
の
事
柄
だ
が
、
戰
争
が
殘
し
て
行
っ
た
一
切
の
い
た
ま
し
い
不
幸
、

一
切
の
怖
ろ
し
い撿
ひ
の
○
○<

根
源>

は
、
戰
爭
に
参
加

し
た
す
べ
て
の<

主
要
な>

國
家
が
、
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○<

何

等
か
の
程
度
に
お
い
て
帝
國
主
義
的
動
向
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
存

す
る>

。
無
賠
償
主
義
、
非
領
土
割
譲
主
義
、
民
族
自
決
主
義
の
大
旆
を
樹
て
て

講
和
會
議
に
向
つ
た
折
り
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
か
う
し
た
意
味
で
の
人
類
の
共
同

の
責
任
を
自
覺
し
た
偉
大
な
る
世
界
民
の
一
人
だ
つ
た
。
そ
の
後
の
彼
れ
の
譲
歩

に
つ
い
て
言
議
す
る
こ
と
は
無
益
な
仕
業
だ
ら
う
。
人
種
平
等
主
義
の
承
認
を
拒

ん
だ
講
和
會
議
に
、
多
き
を
望
む
が
如
き
は
最
初
か
ら
愚
か
な
過
ち
だ
つ
た
。
戰

爭
は
終
わ
っ
た
が
、
晴
れ
や
か
な
平
和
の
光
り
は
、
世
界
的
不
安
の
密
雲
の
た
め

に
遮
ら
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
固
陋
な
傲
慢
な
國

家
主
義
者
た
ち
の
我
慾
が
醺
し
出
す
惡
氣
で
は
な
い
か
。
改
造
の
叫
び
は
至
る
處

に
聲
高
く
聽
か
れ
る
け
れ
ど
、
世
界
主
義
の
大
前
提
と
、
社
會
主
義
の
小
前
提
と

を
認
め
る
こ
と
な
し
に
ど
う
し
て
正
し
い
改
造
の
結
論
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
よ
う
。

九

社
會
組
織
の
維
持
者
と
し
て
の
國
家
の
存
在
價
値
を
肯
定
す
る
思
想
と
い
ふ
意

味
で
の
國
家
主
義
は
、
遠
い
未
來
の
人
類
を
問
題
と
し
な
い
限
り
、
世
界
民
の
支

持
す
る
所
だ
が
、
現
存
の
多
數
の
國
家
の
間
の
錯
雑
せ
る
關
係
は
如
何
に
し
て
整

理
さ
る
べ
き
か
の
問
題
に
對
し
て
、
彼
れ
は
い
づ
れ
の
見
解
に
左
袒
す
る
だ
ら
う

か
？世

界
に
現
存
す
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國
家
が
、
兎
も
角
も
國
際
主
義
を
採
用
し

て
ゐ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
此
の
事
實
を
形
に
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
も
の
が
、
現

在
の
國
際
團
體<

現
存
、
國
際
社
會>

だ
。
イ
ギ
リ
ス
人
がFamily

of
Nations

と
呼
び
、
フ
ラ
ン
ス
人
がLa

societe
des

natious

と
呼
び
、
ド
イ
ツ
人

がdie
Völker

gem
eiu

schaft

と
呼
ぶ
の
が
其
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
會
組

織
と
し
て
至
つ
て
不
完
全
な
體
制
を
具
へ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
相
當
古
い
歴

史
を
有
つ
て
居
り
、
世
界
の
文
化
の
發
展
の
た
め
に
は
、
か
な
り
の
貢
献
を
致
し

た
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
此
の
國
際
團
體<

社
會>

の
體
制
を
支
へ
て
ゐ
る
精
神
は
、

前
に
説
明
し
た
第
二
の
意
味
で
の
國
家
主
義
に
よ
つ
て
制
約
さ
れ
た
國
際
主
義
で

あ
つ
て
、
體
制
の
不
完
全
さ
は
取
り
も
直
さ
ず
精
神
の
幼
稚
さ
の
證
憑
だ
。

世
界
民
に
は
自
然
法
が
あ
り
、
國
民
に
は
國
家
法
が
あ
る
や
う
に
、
國
際
團
體

<

社
會>

の
成
員
は
國
際
法
の
拘
束
を
受
け
る
。
國
際
法
の
發
達
の
出
發
點
を
あ
た

へ
た
も
の
は
自
然
法
の
思
想
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
十
七
世
紀
の
欧
羅
巴
人
に
ふ

さ
は
し
い
獨
斷
的
な
自
然
法
の
思
想
で
あ
つ
て
、
今
日
世
界
民
の
正
義
感
情
を
み

ち
び
く
所
の
自
然
法
の
思
想
と
は
同
じ
も
の
で
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
か
の
古
い

自
然
法
の
目
指
し
た
理
想
の
高
遠
さ
は
、
何
人
も
否
定
し
得
な
い
所
だ
が
、
そ
れ

に
比
べ
る
と
、
現
在
の
國
際
法
を
支
へ
て
い
る
國
際
意
識
の
幼
稚
さ
は
あ
は
れ
む

べ
き
も
の
で
あ
る
。

國
際
主
義
の
發
達
は
、
國
家
と
國
家
と
の
利
益
の
連
帯
関
係
そ
の
者
の
發
達
、

並
び
に
此
の
事
實
を
認
識
す
る
意
識
の
發
達
と
並
行
し
て
來
た
。
団
際
的
社
會
連

帯
の
事
實
の
發
達
は
、
先
づ
國
際
的
經
濟
關
係
の
巧
妙
複
雑
な
構
成
と
し
て
現
れ
、

次
い
で
科
學
、
藝
術
、
宗
教
、
衛
生
、
習
俗
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
領
域
に
於

け
る
諸
國
民
の
相
互
倚
憑<

存>

性
の
旺
盛
な
成
長
と
な
つ
て
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
方

面
を
蔽
ふ
に
至
つ
た
。
此
の
目
醒<

め
ざ
ま>

し
い
事
實
に
照
應
し
て
、
各
種
の
生
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活
利
益
の
維
持
增
進
の
た
め
の
國
際
的
協
力
を
目
的
と
す
る
萬
國
聯
合
の
制
度
が
、

十
九
世
紀
の
半
頃
か
ら
簇
々
と
生
れ
出
た
。
そ
れ
等
の
聯
合
は
そ
れ
ぞ
れ
相
當
の

成
果
を
収
め
て
、
大
抵
は
現
在
に
ま
で
そ
の
活
動
を
績
げ
て
來
て
ゐ
る
。
此
れ
ら

の
多
數
の
機
關
を
通
じ
て
次
第
に
濃
厚
に
表
現
さ
れ
初
め
た
國
際
意
識
に
對
し
、

統
一
的
焦
點
を
あ
た
へ
や
う
と
し
た
も
の
は
、
第
一
囘
、
第
二
囘
の
萬
國
平
和
會

議
の
試
み
で
あ
つ
た
。
皮
肉
に
も
そ
れ
は
主
と
し
て
戦
争
法
規
の
制
定
機
關
と
な

つ
た
形
が
あ
つ
た
も
の
の
、
し
か
も
な
る
可
く
戰
爭
の
機
曾
を
減
少
し
や
う
と
す

る
希
望
、
な
る
可
く
交
戰
行
爲
か
ら
生
じ
る
慘
禍
の
程
度
を
緩
和
し
や
う
と
云
ふ

希
望
を
、
列
國
の
委
員
た
ち
が
眞
面
目
に
抱
い
て
ゐ
た
こ
と
は
争
え
な
い
。

か
う
し
た
國
際
意
識
の
順
調
な
發
達
は
、
や
が
て
は
世
界
主
義
の
精
神
に
ま
で

向
上
し
て
行
き
か
も
知
れ
な
い
と
、
世
界
民
を
し
て
心
ひ
そ
か
に
期
待
せ
し
め
た

程
で
あ
つ
た
が
、
其
處
に
至
る
ま
で
に
人
類
が
さ
さ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
犠
性
は
ま
だ

ま
だ
數
多
く
要
求
し
残
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
解
つ
た
。
世
界
戰
争
の
勃
發
は
、
さ

う
し
た
意
味
で
の
偉
大
な
る
幻
滅
で
あ
つ
た
。
ド
イ
ツ
の
愛
國
者
た
ち
が
先
づ
國

際
戰
争
法
規
を
蹂
躙
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
愛
國
者
た
ち
も
、
暴
に
酬

ゆ
る
に
暴
を
以
て
す
可
く
、
國
際
戰
争
法
規
を
無
視
し
て
争
つ
た
。
す
べ
て
が
交

明
的
野
蠻
人
の
争
闘
で
あ
つ
た
。
強
盗
が
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を
講
義
し
た
ら
随
分

滑
稽
だ
ら
う
。
し
か
し
自
分
た
ち
が
こ
さ
へ
た
國
際
法
規
を
無
視
し
て
數
知
れ
ず

殺
人
、
掠
奪
、
強
姦
を
や
つ
た
ド
イ
ツ
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人<

交
戰

諸
國
の
國
民>

た
ち
が
、
お
互
ひ
に
敵
國
人
を
正
義
人
道
違
反
者
呼
ば
わ
り
を
し

た
こ
と
は
、
も
つ
と
悲
慘
な
滑
稽
で
は
な
か
つ
た
か
。
さ
う
し
た
皮
肉
な
事
實
に

對
し
て
人
間
の
判
斷
力
を
鈍
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
愛
國
心
と
は
、
な
ん
と
い
ふ
怖
ろ

し
い
目
つ
ぶ
し
だ
ら
う
！

世
界
戰
争
の
激
搖
に
よ
つ
て
國
際
秩
序
は
無
慘
に
破
壊
さ
れ
た
が
、
そ
の
反
動

と
し
て
國
際
意
識
が
新
し
い
生
命
力
を
體
得
し
て
成
長
し
始
め
た
。
囘
復
せ
る
國

際
秩
序
の
基
礎
の
上
に
建
設
さ
れ
た
國
際
聯
盟
の
す
ば
ら
し
い
組
織
は
、
此
の
新

し
い
生
命
力
の
象
徴
だ
。
國
際
團
體<

社
會>

の
成
員
た
る
國
家
の
大
多
數
は
此
の

聯
盟
に
競
う
て
参
加
し
、『
戦
争
に
訴
へ
ざ
る
の
義
務
を
受
諾
し
、
各
國
間
に
於

け
る
公
明
正
大
な
る
關
係
を
規
律
し
、
各
國
政
府
間
の
行
爲
を
律
す
る
現
實
の
規

準
と
し
て
國
際
法
の
原
則
を
確
立
し
、
且
つ
、
嚴
に
一
切
の
條
約
上
の
義
務
を
尊

重
し
、
以
て
國
際
協
力
を
促
進
し
、
且
つ
各
國
間
の
平
和
安
寧
を
完
成
せ
む
』
と

す
る
聯
盟
の
根
本
目
的
の
履
行
に
忠
實
な
る
べ
き
こ
と
を
誓
う
た
。

國
際
聯
盟
そ
の
者
は
、
從
來
列
國
が
國
際
關
係
に
於
い
て
把
持
し
來
つ
た
精
神

と
趣
を
異
に
す
る
所
の
全
く
新
た
な
精
神
に
よ
つ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

依
然
と
し
て
國
家
主
義
的
國
際
主
義
の
立
場
を
根
抵
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
國
際

組
織
の
改
造
は
、
直
接
に
國
際
意
識
の
根
本
性
質
を
變
改
す
る
力
を
有
つ
も
の
で

は
な
い
。
國
際
團
體<

社
會>

の
内
部
に
國
際
聯
盟
と
い
ふ
明
確
な
組
織
が
生
ま
れ

た
こ
と
は
、
國
際
意
識
の
重
厚
度
が
增
加
し
た
事
實
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

現
實
の
國
家
を
支
配
し
て
ゐ
る
人
々
が
、
そ
の
奉
じ
來
つ
た
國
家
主
義
の
信
條
を

頓
か
に
抛
ち
去
っ
て
、
世
界
主
義
に
共
鳴
す
る
に
至
つ
た
の
だ
と
云
ふ
推
定
を
、

正
當<

確>

な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
他
方
に
お
い
て
、
吾
々
は
組

織
が
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
を
看
過
す
る
こ
と
も
能
き
な
い
。
た
と
へ
唯
物
史
観
を

是
認
し
な
い
ま
で
も
、
環
境
が
人
間
の
心
理
を
規
定
す
る
事
實
を
否
定
す
る
こ
と

は
正
し
く
な
い
。
國
際
聯
盟
の
組
織
が
そ
の
機
能
を
着
實
に
は
た
ら
か
せ
て
行
く

な
ら
ば
、
資
本
主
義
的
經
濟
組
織
の
胎
内
か
ら
社
會
主
義
的
思
想
が
生
み
出
さ
れ

た
や
う
に
、
現
在
で
は
人
類
の
使
命
に
ま
で
自
覺
し
た
小
部
分
の
人
々
の
胸
か
ら

胸
へ
と
な
が
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
世
界
的
精
神
が
、
國
際
秩
序
の
裡
に
滔
滔
と

み
な
ぎ
り
亙
る
日
が
到
來
せ
ぬ
と
も
限
る
ま
い.

國
際
聯
盟
に
加
入
し
な
い
で
、
そ
の
傍
ら
に
佇
ん
で
ゐ
る
二
つ
の
大
國
家
が
あ

る
。
右
の
方
の
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
で
、
左
の
方
の
は
ロ
シ
ア
社
會
黨<

主
義>

ソ
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ビ
エ
ッ
ト
共
和
國
だ
。
國
際
聯
盟
の
標
牌
を
國
際
聯
合
と
謂
ふ
の
に
書
き
替
へ
や

う
と
力
ん
で
ゐ
る
。
ハ
ー
ヂ
ン
グ
の
考
へ
と
、
聯
盟
諸
國
の
國
民
に
共
産
主
義
の

洗
禮
を
さ
づ
け
て
や
ら
う
と
心
構
へ
て
ゐ
る
レ
二
ン
の
考
へ
と
、
ど
ち
ら
が
世
界

主
義
の
精
神
に
、
よ
り
近
く
立
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
？
ど
ち
ら
が
國
際
聯
盟
の
將

來
を
、
否
人
類
全
軆
の
將
來
を
規
定
す
る
力
を
、
よ
り
多
く
有
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う

か?

ー
世
界
民
は
斯
う
云
ふ
疑
問
を
起
こ
し
て
見
て
、
し
づ
か
な
微
笑
を
唇
邊
に

た
た
へ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
り
世
界
民
に
と
つ
て
の
み
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
け
れ

ど
・
・
・
。

十

わ
れ
わ
れ
人
類
の
大
部
分
は
、
幾
十
の
集
團
に
分
れ
て
其
の
數
だ
け
の
國
家
を

構
成
し
、
更
に
そ
れ
ら
の
國
家
を
通
じ
て
一
個
の
國
際
社
會
又
は
國
際
團
體<

法

社
會>

を
構
成
し
て
ゐ
る
。
此
の
人
類
的
社
會
の
改
造
は
、
如
何
な
る
方
向
を
執

つ
て
行
は
れ
る
だ
ら
う
か
？
い
か
な
る
方
向
を
執
つ
て
行
は
れ
る
べ
き
で
あ
る

か
？
ー
そ
れ
は
人
類
に
と
つ
て
最
も
普
遍
的
な
最
も
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ

り
、
日
夜
世
界
民
の
念
頭
を
去
ら
な
い
宿
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
確
に
規
定
す
る

こ
と
は
勿
論
不
可
能
だ
け
れ
ど
、
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
大
體
の
見
當
を
つ
け
る

こ
と
は
、
敢
て
至
難
の
業
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。

現
存
の
國
際
社
會
を
改
造
し
て
行
く
方
法
に
は
、
現
存
の
國
際
社
會
の
組
織
を

先
づ
改
造
し
や
う
と
す
る
途
と
現
在
の
國
際
社
會
の
組
織
其
者
に
は
手
を
觸
れ
ず

に
、
國
際
社
會
の
構
成
單
位
た
る
國
家
を
改
造
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
國
際
社
會

の
實
質
を
改
造
し
や
う
と
す
る
途
と
の
二
つ
が
あ
り
得
る
。

國
際
社
會
の
構
成
單
位
と
し
て
の
國
家
の
改
造
の
問
題
に
つ
い
て
は
、撿

で
は

單
に
國
家
の
存
在
個
數
、撿

ち
國
際
社
會
の
構
成
單
位
の
個
數
の
問
題
だ
け
を
考

へ
て
見
る
。
右
に
舉
げ
た
第
二
の
途
に
お
い
て
は
、
國
際
社
會
の
組
織
其
者
の
改

造
は
問
題
と
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
國
際
社
會
の
現
在
の
組
織
は
、
國
家
の
相
互
的
平

等
の
原
則
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
國
際
社
會
に
關
係
す
る
問
題
の
解

決
に
當
つ
て
は
、
各
個
の
國
家
が
平
等
の
發
言
権
を
有
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
國

際
社
會
を
構
成
す
る
國
家
の
存
在
個
數
の
如
何
は
、
國
際
社
會
の
發
達
に
對
し
て

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
問
題
た
る
わ
け
だ
。
若
し
も
國
際
社
會
の
構
成
單
位

は
な
る
べ
く
少
數
で
あ
る
の
が
、
國
際
社
會
の
合
理
的
發
展
の
た
め
に
都
合
が
好

い
と
す
れ
ば
、
現
在
の
多
數
の
國
家
を
整
理
し
て
、
少
數
の
大
規
模
な
國
家
に<

を>

改
造
す
べ
き
だ
と
い
ふ
要
求
が
生
ま
れ
て
來
る
。
例
え
ば
欧
羅
巴
の
諸
國
が

解
體
し
て
一
つ
の
欧
羅
巴
國
を
つ
く
り
、
亜
細
亜
國
、
亜
米
利
加
國
、
阿
弗
利
加

國
な
ど
が
其
れ
に
並
行
し
て
つ
く
ら
れ
る
と
か
ー
ラ
テ
ン
民
族
を
以
て
人
口
の
大

部
分
と
す
る
所
の
國
々
は
悉
く
佛
國
に
併
合
さ
れ
、
ス
ラ
ブ
民
族
の
國
々
は
露
國

に
、
チ
ユ
ー
ト
ン
民
族
の
國
々
は
米
國
に
併
合
さ
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
方
法
で
、

民
族
的
大
國
家
が
建
設
さ
れ
る
と
か
ー
人
種
の
如
何
を
標
準
と
し
て
、
黒
色
人
の

國
、
黄
色
人
の
國
、
白
色
人
の
國
が
形
成
さ
れ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
仕
方
が
幾

ら
で
も
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
そ
の
實
行
に
は
多
大
の
困
難
が
伴
ふ
の
み
な
ら
ず
、

假
令
そ
の
計
畫
が
現
實
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
世
界
民
が
望
む
や
う
な
世
界
主
義

の
貫
徹
に
ま
で
、
出
來
上
つ
た
少
數
の
大
國
家
が
熱
心
に
協
力
す
る
か
は
頗
る
疑

は
し
い
。
そ
れ
に
よ
つ
て
國
家
と
國
家
と
の
利
害
の
衝
突
の
機
會
な
り
原
因
な
り

は
減
少
さ
れ
る
だ
ら
う
が
、
國
家
と
國
家
と
の
利
害
の
相
反
性
は
そ
の
深
刻
さ
を

著
し
く
加
へ
る
だ
ら
う
し
、
國
家
の
活
動
と
個
人
の
行
爲
と
を
距
て
る
懸
絶
が
非

常
に
增
大
す
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
國
家
の
規
模
を
な
る
可

く
小
さ
く
し
て
、
國
家
と
國
家
と
の
接
觸
面
を
增
加
す
る
代
り
に
利
害
の
相
反
性

を
減
殺
し
、
國
家
作
用
に
對
す
る
個
人
の
参
加
範
圍
を
擴
大
し
や
う
と
い
ふ
欲
求

が
お
こ
る
だ
ら
う
。
こ
の
欲
求
に
從
へ
ば
國
際
社
會
構
成
單
位
の
個
數
は
、
現
在
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の
其
れ
の
幾
倍
に
、
又
幾
十
倍
に
增
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
諸
國
家
の

國
際
的
利
益
連
帯
關
係
は
お
の
づ
か
ら
密
接
と
な
る
だ
ら
う
が
、
國
際
的
紛
争
は

著
し
く
滋
く
な
る
だ
ら
う
。
そ
れ
を
緩
和
し
調
整
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ぎ
ま
の
標

準
の
執
れ
か
一
つ
又
は
數
個
に
基
い
て
若
干
の
聯
邦
國
の
中
に
澤
山
の
小
國
家
を

包
容
す
る
な
ら
ば
、
前
の
主
義
と
後
の
主
義
と
の
綜
合
が
成
り
立
つ
わ
け
だ
。
そ

れ
と
共
に
、
他
方
に
於
い
て
は
各
小
國
家
の
權
力
な
り
權
限
な
り
に
種
々
の
制
限

を
加
へ
る
こ
と
に
因
り
、
國
際
的
社
會
生
活
の
面
目
を
改
め
や
う
と
の
主
張
も
提

起
し
得
ら
れ
る
筈
だ
。

次
に
は
現
在
の
國
際
社
會
を
改
造
し
て
行
く
た
め
の
第
二
の
途
、撿

ち
國
際
社

會
の
組
織
を
改
造
す
る
途
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
と
、
現
在
の
國
際
的
社
會
組
織

を
支
へ
て
ゐ
る
法
律
秩
序
を
し
て
其
儘
國
際
性
を
維
持
せ
し
め
つ
つ
、
國
際
的
社

會
組
織
の
個
々
の
部
分
に
改
造
を
加
へ
て
行
か
う
と
す
る
態
度
と
、
現
在
の
國
際

的
社
會
組
織
に
本
質
的
な
改
造
を
加
へ
、
そ
の
組
織
原
理
を
變
更
し
や
う
と
す
る

態
度
と
の
兩
者
の
差
違
が
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
。
前
の
態
度
を
執
る
と
き
、
最
も
便

利
で
あ
り
最
も
手
近
な
方
法
は
、
現
在
既
に
成
立
し
て
ゐ
る
國
際
聯
盟
を
し
て
現

在
の
す
べ
て
の
國
家
を
包
容
さ
せ
た
上
、
聯
盟
の
本
質
た
る
國
際
的
集
團
性
を
保

持
さ
せ
な
が
ら
、
聯
盟
の
機
關
な
り
に
改
革
を
あ
た
へ
る
方
法
だ
。
そ
の
際
國
際

聯
盟
と
い
ふ
名
稱
を
如
何
様
に
變
更
し
や
う
と
も
、
そ
れ
は
關
す
る
所
で
な
い
し
、

個
々
の
組
織
部
分
に
何
等
か
の
變
改
が
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
聯
盟
の
本
質
に
變

化
を
生
じ
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
そ
の
外
國
際
聯
盟
を
利
用
し
な
い
で
、

そ
れ
を
廢
止
す
る
か
、
又
は
そ
れ
と
並
行
し
て
、
英
國
だ
の
、
露
國
だ
の
、
米
國

だ
の
と
い
ふ
極
め
て
有
力
な
少
數
の
大
國
家
だ
け
が
聯
合
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
國

際
社
會
の
中
央
機
關
と
し
て
の
機
能<

機
關>

を
い
と
な
み
、
他
の
す
べ
て
の
國
家

は
、
重
要
な
國
際
問
題
に
つ
い
て
そ
の
指
定
に
從
ふ
と
云
ふ
や
う
な
制
度
が
、
近

い
將
來
に
於
て
實
現
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
ふ
蓋
然
性
が
な
い
で
も
な
い
が
、
さ

う
し
た
國
際
的
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
イ
の
出
現
は
、
世
界
民
の
斷
じ
て
許
す
能
は
ざ

る
所
で
あ
る
。

現
在
の
國
際
社
會
の
組
織
原
理
を
改
造
し
や
う
と
す
る
態
度
の
中
で
も
、
無
政

府
主
義
的
な
も
の
と
、
國
家
肯<

安>

定
主
義
的
な
も
の
と
の
間
に
は
、
著
し
い
懸

隔
が
あ
る
が
、
姑
く<

し
ば
ら
く>

後
者
だ
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
そ
れ
は
現

在
の
國
際
的
法
律
秩
序
か
ら
國
際
性
を
奪
ひ
、
そ
の
代
り
に
國
家
性
を
賦
與
し
や

う
と
い
ふ
態
度
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
あ
た
へ
ら
る
べ
き
國
家
性
が
單
邦
的
た
る

か
、
聯
邦
的
た
る
か
に
由
つ
て
、
新
た
な
る
社
會
組
織
は
或
は
、
單
邦
的
世
界
國

と
し
て
成
立
し
、
或
は
聯
邦
的
世
界
國
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
便
宜
の

た
め
に
前
者
を
世
界
國
、
後
者
を
世
界
聯
邦
國
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
や
う
。

現
實
の
國
際
關
係
を
離
れ
て
、
論
理
的
に
世
界
聯
邦
國
の
内
面
的
構
造
を
思
惟

す
る
こ
と
と
な
る
と
、
前
に
考
察
し
た
國
家
存
在
個
數
の
決
定
の
問
題
と
關
聯
を

求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
な
る
可
く
近
い
將
來
に
お
い
て
の
實
現
可
能
性
の
大

き
さ
う
な撿

態
に
目
標
を
置
か
う
と
す
る
と
き
は
、
誰
れ
で
も
既
成
の
國
際
聯
盟

に
着
眼
す
る
だ
ら
う
。撿

ち
國
際
聯
盟
を
し
て
現
存
の
す
べ
て
の
國
家
を
包
含
せ

し
め
た
後
、
そ
れ
ら
の
國
家
の
上
に
最
高
中
央
政
府
を
設
定
し
、
各
國
人
民
は
そ

れ
ぞ
れ
從
來
の
所
屬
國
の
國
民
た
る
と
同
時
に
、
此
の
最
高
中
央
政
府
の
統
治
権

に
も
或
る
範
圍
に
お
い
て
服
從
す
る
義
務
を
負
は
さ
れ
る
。
最
高
中
央
政
府
に
は

立
法
機
關
が
あ
つ
て
、
最
高
中
央
政
府
と
各
國
の
中
央
政
府
と
の
關
係
、
各
國
の

中
央
政
府
相
互
間
の
關
係
、
最
高
中
央
政
府
と
各
國
人
民
と
の
關
係
を
規
律
す
る

法
規
を
制
定
し
、
最
高
中
央
裁
判
所
が
そ
れ
ら
の
法
規
に
據
て
司
法
作
用
を
行
ふ
。

最
高
中
央
政
府
の
事
務
を
處
理
す
る
行
政
機
關
、
殊
に
各
國
の
恣
意
を
抑
壓
す
る

に
足
る
武
力
を
有
つ
と
こ
ろ
の
陸
海
軍
が
構
戒
さ
れ
る
だ
ら
う
。
斯
う
し
て
出
來

上
つ
た
世
界
聯
邦
國
と
現
在
の
國
際
聯
盟
と
を
比
較
す
る
と
き
、
最
も
眼
に
つ
く

前
者
の
特
色
は
、
後
者
の
最
高
機
闘
た
る
聯
盟
総
會
が
列
國
の
政
府
の
派
遣
す
る
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政
府
の
代
表
者
を
以
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
に
反
し
、
前
者
の
最
高
機
關
は
恐
ら
く

各
國
政
府
の
代
表
者
の
會
議
と
、
各
國
人<

列
国
の
人
民
の
總
數>

を
一
體
と
し
て
、

其
の
中
か
ら
何
等
か
の
標
準
に
基
い
て
選
舉
さ
れ
た
代
表
者
の
會
議
と
の
、
二
つ

の
合
議
體
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
點
に
あ
る
。

や
は
り
現
實
の
國
際
的
社
會
を
左
迄<

さ
ま
で>

超
越
す
る
こ
と
な
し
に
、
世
界

國
の
理
想
を
實
現
し
や
う
と
す
る
途
は
、
現
在
の
列
國
を
し
て
、
そ
の
各
種
の
政

治
機
關
の
大
部
分
を
備
へ
た
儘
、
地
方
的
自
治
團
體
に
化
せ
し
め
、
そ
の
上
に
統

一
的
普
遍
的
政
務
を
行
ふ
國
家
を
樹
立
す
る
方
法
で
あ
る
。
勿
論
各
自
治
團
體
の

權
限
に
は
重
大
な
制
限
が
加
へ
ら
れ
、
各
自
治
團
體
が
全
然
國
家
と
し
て
の
權
力

な
り
機
能
な
り
を
保
有
し
得
な
い
や
う
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
改
造
の
可
能
性
を

多
少
擴
大
し
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
各
國
は
新
し
い
世
界
の
内
部
に
お
い
て

全
然
そ
の
痕
跡
を
殘
す
こ
と
を
得
ず
、
地
方
的
自
治
濶<

團>

體
と
し
て
も
存
績
し

得
な
い
や
う
な
狀
態
も
思
惟
し
得
ら
れ
る
。
此
の
場
合
に
は
、
現
在
の
州
だ
と
か
、

府
縣
だ
と
か
、
市
町
村
だ
と
か
の
孰
れ
か
が
、
最
高
級
の
自
治
體
と
し
て
世
界
國

に
直
屬
す
る
と
い
ふ
や
う
な
關
係
と
な
り
、
自
治
團
體
の
構
成
員
た
ち
の
政
治
的

限
界
は
極
め
て
濶
大
た
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ら
う
。
世
界
國
の
最
高
機
關
は
、
全

國
民撿

ち
全
人
類
の
間
か
ら
一
定
の
標
準
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
者
を
以
て

構
成
さ
れ
る
だ
ら
う
。
此
の
代
表
機
關
そ
の
者
の
組
織
な
り
機
能
な
り
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
見
地
か
ら
そ
の
決
定
方
法
を
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
。

十
一

若
し
も
世
界
聯
邦
國
が
實
現
さ
れ
た
と
假
定
す
る
な
ら
ば
、
國
際
法
は
そ
の
存

在
を
失
ふ
で
あ
ら
う
が
、
國
際
關
係
に
お
け
る
國
家
主
義
は
必
ず
し
も
そ
の
生
命

を
終
了
す
る
こ
と
は
な
か
ら
う
。
勿
論
世
界
聯
邦
國
の
法
律
は
、
各
支
分
國
政
府

が
反
世
界
主
義
的
政
策
を
實
行
す
る
の
を
抑
制
す
る
や
う
な
制
度
を
設
け
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
さ
う
し
た
法
律
を
制
定
し
、
さ
う
し
た
制
度
を
運
用
す
る
た
め
に
は
、

聯
邦
國
の
中
央
政
府
を
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
人
々
が
、
傳
統
的
國
家
主
義
に
囚
は

れ
る
こ
と
な
く
、
人
類
全
體
の
利
害
を
標
準
と
し
て
聯
邦
國
の
政
策
を
決
定
す
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
進
ん
で
世
界
國
が
成
立
し
た
場
合
を
假
定
し
て
見

る
に
、
そ
こ
で
は
最
早
國
際
關
係
に
於
け
る
國
家
主
義
、撿

ち
國
家
主
義
の
排
他

的
方
面
も
亦
存
在
の
餘
地
を
失
ふ
わ
け
で
あ
る
が
、
世
界
國
の
統
治
機
關
を
構
成

す
る
人
々
が
、
人
種
主
義
と
か
、
民
族
主
義
と
か
、
地
方
主
義
と
か
、
階
級
主
義

と
か
謂
つ
た
や
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
排
他
的
政
治
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
限
り
、

公
明
正
大
な
政
治
の
實
現
を
見
る
ご
と
は
覺
束
な
い
。

世
界
聯
邦
國
の
國
民
や
世
界
國
の
國
民
は
、
今
日
の
各
國
の
國
民
と
ひ
と
し
く
、

或
は
世
界
聯
邦
國
の
法
律
に
よ
り
、
或
は
世
界
國
の
法
律
に
よ
り
、
自
己
の
意
志

如
何
を
問
は
ず
、
國
民
と
し
て
の
資
格
を
背
負
は
さ
れ
る
だ
ら
う
。
だ
か
ら
彼
れ

ら
が
人
間
の
本
質
に
め
ざ
め
な
い
間
は
、
彼
れ
ら
は
單
な
る
世
界
聯
邦
國
民
た
り
、

世
界
國
民
た
る
も
の
で
あ
つ
て
、
未
だ
以
て
世
界
民
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

能
き
な
い
。
反
面
か
ら
觀
る
と
、
世
界
民
は
必
す
世
界
聯
邦
國
民
た
り
、
又
は
世

界
國
民
た
る
で
は
あ
ら
う
け
れ
ど
、
彼
れ
は
自
己
の
自
由
の
全
部
を
、
世
界
聯
邦

國
の
た
め
に
、
又
は
世
界
國
の
た
め
に
捧
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
へ
つ
て
世
界

民
は
一
切
の
法
律
の
權
威
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
法
の
原
則
を
把
持
し
つ
つ
、

世
界
聯
邦
國
や
世
界
國
や
の
法
律
に
對
し
、
政
策
に
對
し
、
嚴
正
な
批
判
を
忌
憚

な
く
加
へ
る
だ
ら
う
。
世
界
聯
邦
國
な
り
世
界
國
な
り
が
、
如
何
ほ
ど
雄
大
な
使

命
を
有
し
、
如
何
ほ
ど
宏
壯
な
規
模
を
有
す
る
に
し
て
も
、
世
界
民
の
眼
に
映
じ

た
其
れ
ら
の
國
家
の
存
在
價
値
は
、
畢
寛
個
人
の
純
眞
な
人
格
を
維
持
發
展
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
の
價
値
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
如
何
な
る
社
會
組
織
の
動
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揺
變
動
に
際
曾
し
て
も
、
自
我
の
核
心
た
る
自
由
を
保
持
し
得
る
こ
と
は
、
世
界

民
の
た
の
し
み
と
す
る
至
大
の
特
權
で
あ
る
。

世
界
聯
邦
國
に
せ
よ
、
世
界
國
に
せ
よ
、
そ
れ
が
實
現
さ
れ
た
曉
に
お
い
て
は
、

そ
の
法
律
な
り
政
策
な
り
の
公
正
な
る
批
制
者
と
し
て
、
世
界
民
を
要
す
る
だ
ら

う
。
そ
の
權
力
の
行
使
者
、
そ
の
制
度
の
運
用
者
と
し
て
、
世
界
民
を
要
す
る
だ

ら
う
。
そ
れ
に
世
界
聯
邦
國
だ
の
世
界
國
だ
の
を
實
現
す
る
事
業
そ
れ
自
身
が
、

多
數
の
世
界
民
の
努
力
を
俟
た
ず
し
て
は
企
及
し
得
ら
れ
ぬ
だ
ら
う
。
だ
か
ら
世

界
聯
邦
國
や
世
界
國
や
の
教
育
が
、
世
界
民
た
る
國
民
の
養
成
を
最
高
の
目
的
と

す
べ
き
こ
と
は
無
論
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
第
一
に
今
日
の
現
實
の
社
會
に
お

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
根
本
方
針
が
、
世
界
民
と
し
て
の
自
覺
に
ま
で<

つ>

個

人
を
み
ち
び
く
こ
と
に
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
世
界
民
は
確
信
に
み
ち
た
斷
定
を

下
す
。

け
れ
ど
も
世
界
民
と
し
て
の
教
育
が
可
能
た
り
得
る
た
め
に
は
、
先
づ
教
育
者

自
身
が
世
界
民
た
る
こ
と
が
肝
要
だ
。
だ
か
ら
世
界
民
は
世
界
民
と
し
て
の
自
覺

を
體
験
し
た
人
々
を
自
分
の
周
圍
の
教
育
者
た
ち
の
間
に
求
め
、
求
め
る
人
を
見

出
し
た
と
き
は
、
幼
な
馴
染
の
友
だ
ち
に
逢
つ
た
か
の
や
う
に
無
邪
氣
に
よ
ろ
こ

ぶ
か
、<

。
け
れ
ど
も>

さ
う
云
ふ
機
會
は
現
在
の
と
こ
ろ
至
つ
て
稀
れ
で
あ
り
、

多
く
の
教
育
者
た
ち
の
か
た
く
な
ら
偏
狹
な
精
神
が
、
世
界
民
を
し
て
失
望
せ
し

め
悲
し
ま
し
め
る
場
合
が
、
通
常
で
あ
る
。

十
二

深
い
青
藍
色
に
か
ぎ
り
な
く
晴
れ
ひ
ろ
が
つ
た
大
空
、
そ
こ
に
か
が
や
く
太
陽

の
、
萬
人
の
心
の
隅
の
隅
の
暗
さ
ま
で
射
と
ほ
す
か
と
思
は
れ
る
強
い
明
る
さ
…

さ
う
し
た
物
象
を
な
が
め
る
毎
に
、
そ
の
下
で
絶
え
間
も
な
い
残
虐
な
争
鬪
に
從

事
し
て
ゐ
る
人
間
た
ち
の
世
界
の
あ
る
こ
と
が
、
世
界
民
に
は
つ
く
づ
く
と
不
思

議
に
思
は
れ
る
。

そ
の
と
き
皮
肉
な
リ
ア
リ
ス
ト
が
傍
ら
に
來
て
『
私
は
ユ
ト
ビ
ア
の
民
で
は
な

い
と
、
お
ま
へ
は
繰
り
返
し
こ
と
は
つ
た
け
れ
ど
、
お
ま
へ
の
し
や
べ
る
こ
と
は
、

ユ
ト
ピ
ア
の
民
の
言
ひ
草
と
、
あ
ん
ま
り
か
は
り
は
無
い
ぢ
や
な
い
か
！
』
と
罵

る
な
ら
ば
、
世
界
民
は
微
笑
し
て
首
を
か
し
げ
る
だ
ら
う
。
そ
こ
で
リ
ア
リ
ス
ト

が
心
持
ち
焦
れ
氣
味
に
な
つ
て
、『
お
ま
へ
は
人
間
と
し
て
の
自
覺
と
い
ふ
こ
と

を
口
癖
の
や
う
に
言
ふ
け
れ
ど
、
お
ま
へ
自
身
が
そ
の
人
間
と
し
て
の
自
覺
と
い

ふ
や
つ
を
ほ
ん
と
う
に
も
つ
て
居
る
の
か
い
？
』
と
あ
ざ
け
る
と
、
世
界
民
は
顔

を
赤
ら
め
て
う
な
だ
れ
る
だ
ら
う
。

リ
ア
リ
ス
ト
が
鼻
唄
を
う
た
ひ
な
が
ら
歩
み
去
つ
た
あ
と
で
、
世
界
民
は
俄
か

に
周
圍
の
空
間
の
あ
か
る
さ
が
堪
ら
な
く
寂
し
く
な
り
、
急
い
で
自
分
の
家
へ
歸

つ
て
行
く
だ
ら
う
。
ー
そ
の
と
き
彼
れ
に
、『
世
界
民
は
愉
悦
と
悲
哀
と
ど
ち
ら

が
多
い
か
い
？
』
と
た
づ
ね
て
見
た
ら
、『
私
の
心
は
世
界
苦
の
重
さ
に
壓
さ
れ

て
ゐ
る
！
』
と
吐
き
出
す
や
う
に
彼
れ
は
答
へ
る
だ
ら
う
。

＊
＊
＊
＊
＊

「
世
界
民
の
立
場
か
ら
」（
生
活
社
版
）
の
あ
と
が
き

本
書
所
載
の
論
考
は
、「
世
界
民
の
愉
悦
と
悲
哀
」
と
い
う
題
目
を
附
し
て
、

雑
誌
「
改
造
」
の
大
正
十
年
六
月
號
に
發
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
來
二
十

五
年
の
歳
月
が
經
過
し
た
の
で
あ
る
が
、
生
活
社
か
ら
の
依
頼
に
應
じ
て
、「
世

界
民
の
立
場
か
ら
」
と
い
う
新
し
い
題
目
を
選
び
、
随
所
に
些
細
の
修
正
を
施
し
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た
上
で
、「
日
本
叢
書
」
の
中
に
加
え
て
も
ら
ふ
こ
と
に
し
た
の
は
、
そ
の
事
が
、

現
在
に
お
け
る
日
本
の
状
勢
か
ら
見
て
何
程
か
の
意
義
が
あ
る
だ
ら
う
、
と
考
へ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

右
に
述
べ
た
や
う
に
、
初
め
て
執
筆
し
た
頃
と
現
在
と
の
間
に
は
恰
も
四
分
の

一
世
紀
の
時
間
の
距
た
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
た
ど
た
ど
し
い
足
取
り
を
以
て

し
て
も
、
そ
の
間
に
お
の
づ
と
學
問
的
思
索
の
途
に
お
い
て
か
な
り
長
い
路
程
を

進
む
事
が
出
來
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
、
現
在
に
お
け
る
私
の
見
地
か
ら
見
る

と
、
相
當
重
大
な
批
判
的
修
正
を
加
へ
た
い
と
思
ふ
點
が
若
干
存
す
る
の
で
あ
る

け
れ
ど
、
し
か
も
、
さ
う
す
る
こ
と
を
わ
ざ
と
差
し
ひ
か
へ
て
、
素
朴
な
、
幼
稚

な
考
へ
か
た
な
り
に
一
定
の
世
界
観
に
徹
し
つ
つ
ひ
た
む
き
に
主
張
と
見
解
と
を

展
開
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
こ
ろ
の
當
初
の
所
論
を
、
そ
の
儘
に
本
書
に
載
せ
る

こ
と
と
し
た
。

昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

※
テ
キ
ス
ト
作
成
に
お
い
て
は
、「
改
造
」
版
を
基
礎
に
作
成
し
、
適
宜
「
日
本
叢
書
」

（
生
活
社
）
版
を
参
照
し
た
。
と
く
に
、
句
読
点
な
ど
は
「
日
本
叢
書
」
版
に
よ
っ
た
。
目

立
つ
異
同
に
つ
い
て
は
「
日
本
叢
書
」
版
を<

>

で
記
し
、
そ
れ
に
か
か
る
部
分
を
取
り
消

し
線
で
示
し
た
。
し
か
し
見
落
と
し
た
部
分
や
漢
字
を
か
な
に
直
し
た
部
分
な
ど
は
そ
の
ま

ま
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

な
お
、
で
き
る
か
ぎ
り
当
時
の
書
体
を
用
い
よ
う
と

し
た
が
、
フ
ォ
ン
ト
の
関
係
で
現
代
の
書
体
を
用
い
た
部
分
も
あ
る
。

伏
せ
字
の
部
分
に
つ
い
て
、
後
半
部
分
は
「
日
本
叢
書
」
版
で
補
正
し
た
が
、
前
半
部
分

は
、
そ
の
部
分
自
体
が
削
除
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
〇
一
八
年
二
月
記
）


