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一 

は

し

が

き 

第
二
次
大
戦
後
、
独
立
を
達
成
し
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
近
代
国
家
の
完
成
を

目
指
し
つ
つ
、
い
ま
や
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
経
済
開
発
に
専
心
し
て
い
る
が
、
日
本

は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
も
進
歩
し
た
近
代
産
業
国
家
と
し
て
、
そ
の
開
発
に
対
し

大
い
に
協
力
す
べ
き
分
野
が
あ
る
こ
と
は
何
人
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

全
く
誰
が
考
え
て
も
、
気
候
風
土
と
い
い
、
歴
史
的
、
文
化
的
の
事
情
と
い
い
、

現
在
、
世
界
の
近
代
文
明
国
家
の
中
で
は
、
日
本
こ
そ
最
も
ア
ジ
ア
開
発
に
適
切

な
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
国
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
際
、
特
に
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
つ
い
一
世
紀
前
ま
で
は

そ
の
日
本
自
体
が
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
如
き
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
な
が
い
あ
い
だ
の
封
建
社
会
と
鎖
国
政
策
の
た
め
、
日
本
は
自
ら
西

欧
諸
国
と
の
交
際
を
絶
っ
て
、
西
欧
近
代
文
明
か
ら
取
り
の
こ
さ
れ
て
い
た
。
西

欧
諸
国
が
近
代
科
学
と
技
術
を
基
礎
に
近
代
的
産
業
国
家
と
し
て
成
長
し
、
盛
ん

に
ア
ジ
ア
の
植
民
地
経
営
に
狂
奔
し
て
い
た
時
、
日
本
は
十
七
世
紀
以
来
三
百
年

の
あ
い
だ
眠
れ
る
封
建
国
家
と
し
て
停
滞
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
距
り

を
も
っ
た
ま
ま
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
い
き
な
り
近
代
世
界
の
中
へ
ほ
う

り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
の
日
本
は
、
三
百
年
の
お
く
れ
を
取
り
戻
す

た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
お
く
れ
は
、

約
百
年
を
経
た
今
日
で
も
決
し
て
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
数
百
年
の
お
く
れ
を
も
っ
て
近
代
世
界
の
真
只
中
に
放
り

出
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
を
取
り
も
ど
す
べ
き
宿
命
を
持
た
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、

現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
明
治
維
新
の
頃
の
日
本
に
似
か
よ
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
り
は
し
な
い
か
。
数
世
紀
に
わ
た
り
植
民
地
と
し
て
取
扱
わ
れ
西
欧
人
に
ふ
れ

る
機
会
こ
そ
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
文
明
を
自
ら
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
全
然

ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
彼
等
が
、
第
二
次
大
戦
を
機
と
し
て
突
如
と
し
て
独
立
し
た

の
で
あ
る
。
植
民
地
時
代
に
あ
っ
て
は
西
欧
文
明
に
直
接
接
触
し
な
が
ら
、
し
か

も
そ
れ
ら
を
自
ら
の
中
へ
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
不
思
議
さ

を
わ
れ
わ
れ
は
認
識
し
て
よ
い
と
思
う
。
自
ら
独
立
す
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
民
族
に
と
っ
て
如
何
に
重
大
な
意
味
を
も
つ
か
を
改
め
て
感
ぜ
ず
に
は
お

ら
れ
な
い
。 

し
か
し
今
や
そ
の
重
要
な
意
義
を
も
つ
独
立
が
か
ち
得
ら
れ
た
。
し
か
も
彼
等

は
裸
の
ま
ま
立
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
と
よ
く
似
か
よ
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
。
日
本
は
全
く
の
裸
の
状
態
か
ら
、
科
学
技
術
と
近
代
産
業
と
を
一
世

紀
の
間
に
身
に
つ
け
た
。
彼
等
も
と
も
か
く
如
何
な
る
形
に
せ
よ
、
近
代
文
明
を

速
か
に
身
に
ま
と
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ど
う
い
う
方
式
に
よ
る

の
が
最
も
捷
径
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 
私
は
最
近
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
日

本
の
産
業
教
育
の
発
展
を
研
究
し
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
参
考
資
料
を
提
供
す

る
と
い
う
仕
事
に
従
事
し
た
。
こ
の
仕
事
で
私
が
と
く
に
感
じ
た
こ
と
は
、
日
本

の
近
代
産
業
発
展
の
基
底
に
は
、
産
業
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
人
間
開
発
、
即
ち

教
育
の
仕
事
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
産
業
開
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発
に
結
び
つ
い
た
人
間
開
発
が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
近
代
化
は
到
底
成
立
し
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
人
間
開
発
の
事
業
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
一
般
通
念
と

し
て
持
っ
て
い
る
教
育
と
は
か
な
り
ち
が
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
本
当

の
産
業
教
育
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
産
業
教
育
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、

日
本
の
近
代
化
、
産
業
化
が
円
滑
に
ま
た
急
速
に
成
就
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ

れ
は
果
し
て
如
何
な
る
形
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
は
、
東
南

ア
ジ
ア
開
発
へ
協
力
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
人
々
に
と
っ
て
、
ま
た
自
ら
の
産
業

開
発
に
専
念
し
て
い
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
為
政
者
や
産
業
人
に
と
っ
て
重
要
な
意

義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ジ
ア
の
開
発
を
単
な
る
産
業

開
発
、
経
済
開
発
と
の
み
考
え
て
い
る
の
で
は
、
真
の
開
発
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

二 

近
代
工
業
の
端
緒
と
し
て
の
模
範
工
場 

産
業
教
育
と
い
っ
て
も
、
明
治
維
新
以
後
の
三
十
年
に
わ
た
る
日
本
の
産
業
教

育
は
、
現
在
の
如
く
文
部
省
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
か
な
り
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。
現
在
日
本
人
は
、

教
育
と
い
え
ば
文
部
省
に
お
け
る
教
育
政
策
に
も
と
づ
い
て
学
校
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
教
育
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
産
業
近
代
化
の
初
期
、
即

ち
産
業
の
基
盤
を
つ
く
る
の
に
最
も
重
大
な
時
期
に
お
い
て
は
、
産
業
に
関
す
る

教
育
は
殆
ん
ど
文
部
省
と
は
関
係
な
く
行
わ
れ
た
。
ま
ず
そ
の
事
情
に
つ
い
て
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

明
治
三
十
年
迄
の
間
、
文
部
省
が
最
も
力
を
入
れ
て
行
っ
た
こ
と
と
い
え
ば
、

義
務
教
育
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
六
年
の
義
務
教
育
は
、
明
治

四
十
年
代
に
至
っ
て
ほ
ぼ
現
在
の
よ
う
な
一
〇
〇
％
近
い
就
学
率
に
達
し
た
の

で
あ
る
。
今
で
こ
そ
九
ヵ
年
に
亘
る
義
務
教
育
が
当
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
明
治
五
年
迄
は
せ
い
ぜ
い
一
、
二
年
の
寺
子
屋
教
育
が
常
識
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
も
一
部
の
人
に
限
ら
れ
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
段
階
に
到
達

す
る
ま
で
に
約
三
十
数
年
を
要
し
、
か
つ
文
部
省
の
す
べ
て
の
力
を
こ
こ
に
投
入

し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
国
民
の
す
べ
て
に
義
務
教
育
を
授
け

る
た
め
に
は
、
教
員
養
成
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
科
書
も
編
纂
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
白
紙
に
地
図
を
描
く
が
如
き
そ
の
仕
事
は
、
想
像
外
に
大
変
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

義
務
教
育
の
他
に
は
、
国
家
の
指
導
者
を
養
成
す
べ
き
高
等
教
育
に
つ
い
て
相

当
な
力
が
注
が
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
高
等
教
育
と
は
初
等
、
中
等
教
育
の
な
い

高
等
教
育
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
初
等
教
育
が
次
第
に
形
を
整
え
て
中
等
教
育

が
成
立
し
、
更
に
高
等
教
育
が
充
実
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
漸
く
二
十
世
紀
の
初

め
頃
で
あ
っ
た
。 

こ
う
い
う
事
情
で
あ
っ
た
か
ら
、
産
業
教
育
と
い
わ
れ
る
も
の
は
文
部
省
で
は

思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
か
ら
い

え
ば
、
当
時
と
し
て
は
義
務
教
育
こ
そ
日
本
に
新
し
い
産
業
を
植
え
つ
け
る
た
め

の
基
礎
事
業
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
有
名
な
太
政
官
布
告
に
、
「
人
々
自
ら
そ

の
産
を
お
さ
め
…
…
」
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
人
々
が
実
業
に
つ
き
新
ら
し
い

市
民
と
し
て
働
く
た
め
の
教
育
を
普
及
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
に
あ
っ
て

は
産
業
教
育
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
当
時
の
教
育
観
は
、
ま
だ
封
建
の
世
の
中

に
お
け
る
儒
教
的
教
育
観
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
も
決
し
て
ま
ち
が
い

で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
も
っ
と
産
業
に
む
す
び
つ
い
た
教
育
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
な
そ
れ
は
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
あ
り
方
が
、
今
わ
れ
わ
れ

が
考
え
る
も
の
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
形
と
し
て
は
、

当
時
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
最
も
適
切
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。 
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ま
ず
そ
れ
を
語
る
ま
え
に
、
当
時
の
日
本
の
産
業
に
つ
い
て
す
こ
し
語
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
明
治
初
期
に
は
日
本
に
は
近
代

産
業
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

幕
末
の
十
年
間
と
い
う
時
期
に
お
い
て
み
て
も
、
日
本
の
産
業
は
ま
だ
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
ぼ
つ
ぼ
つ
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
間
に
近
代
産
業
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、
少
く

と
も
そ
の
前
芽
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
一
八
六
五
年
幕
府
の
設
け
た
横

須
賀
造
船
所
や
そ
の
他
長
崎
造
船
所
、
あ
る
い
は
鹿
児
島
藩
の
鹿
児
島
紡
績
所
な

ど
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
日
本
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
の
で
な

く
、
職
員
、
工
員
の
全
部
が
外
人
で
あ
っ
て
、
日
本
人
は
見
習
と
い
う
形
で
あ
っ

た
。
償
須
賀
造
船
所
の
如
き
は
、
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
人
ウ
ェ
ル
ニ
ー
が
工
場
の
首

長
と
な
り
、
以
下
職
工
に
い
た
る
ま
で
四
十
数
名
の
外
人
が
備
わ
れ
て
い
る
。 

か
く
の
如
き
事
情
が
示
す
と
お
り
、
当
時
の
日
本
は
ま
ず
近
代
産
業
を
移
植
す

る
段
階
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
大
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
に
は
産
業
を
お
こ
す
に
も
資
本
の
畜
積
も
な
く
近
代
技

術
も
な
く
、
ま
た
人
も
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
働
き
う
る
人
間
が
い
な

い
と
こ
ろ
に
ど
う
し
て
産
業
が
興
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
、
ま
ず
学
校
で
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
産
業
に
直
接
結

び
つ
い
た
教
育
な
ど
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
概
念
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
教
育
が

結
び
つ
く
べ
き
産
業
の
実
体
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
考

え
方
は
、
こ
の
状
態
の
も
と
に
お
い
て
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
事
情
の
時
に
お
い
て
、
明
治
政
府
は
い
わ
ゆ
る
産
業
の
移

植
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
全
く
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
政
府
が
資
本
を
投
じ
、

設
備
と
技
術
は
す
べ
て
こ
れ
を
外
国
に
仰
い
で
と
に
か
く
模
範
工
場
を
経
営
し

よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
産
業
の
移
植
と
で
も
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

官
営
模
範
工
場
と
し
て
は
、
ま
ず
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
設
け
ら
れ
た

有
名
な
富
岡
製
糸
場
が
あ
る
。
ま
た
幕
府
の
も
の
を
受
け
つ
い
だ
横
須
賀
造
船
所

も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
、
鉱
山
師
と
し
て
著

名
な
フ
ラ
ン
ス
人
コ
ワ
ニ
ー
を
招
い
た
生
野
鉱
山
が
あ
る
。
こ
れ
も
モ
デ
ル
鉱
山

の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
工
場
は
、
上
か
ら
下
ま
で

外
人
の
手
に
か
か
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
当
時
の
日
本
と
し
て
は
誠
に

当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
模
範
工
場
は
実
は
そ
の
ま
ま
教
育
の
場
で
あ

り
、
学
校
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
今
の
学
校
概
念
と
は
全
く
異
る
が
、
当
時
に
あ

っ
て
は
最
も
実
質
的
な
模
範
学
校
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
富
岡
製
糸
場
に

は
、
全
国
か
ら
工
女
を
募
集
し
て
製
糸
の
技
術
を
伝
習
せ
し
め
て
い
る
。
当
時
の

こ
れ
ら
の
工
女
の
服
装
を
見
る
と
、
袴
を
は
き
た
す
き
を
掛
け
、
あ
た
か
も
当
時

の
女
書
生
の
如
き
様
子
を
し
て
い
る
。
当
時
の
女
書
生
と
は
一
流
の
知
識
人
で
あ

り
、
モ
ダ
ン
な
女
性
で
あ
っ
た
。
工
女
た
ち
は
そ
う
い
う
人
々
に
属
す
る
扱
い
を

う
け
た
。
事
実
工
女
た
ち
は
英
語
を
な
ら
い
、
西
洋
音
楽
を
教
わ
っ
た
ら
し
い
。

彼
女
た
ち
が
後
年
故
郷
に
か
え
り
、
こ
う
し
て
近
代
的
製
糸
業
が
全
国
に
拡
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

横
須
賀
造
船
所
に
つ
い
て
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
一
八
七
〇
年
に
は
こ
の
中
に

仮
学
校
が
設
置
さ
れ
、
以
後
工
場
内
の
造
船
学
校
と
な
っ
た
。
ま
た
生
野
鉱
山
で

も
、
全
国
か
ら
有
為
の
学
生
を
む
か
え
て
外
国
教
師
に
つ
い
て
実
地
に
就
業
せ
し

め
て
い
る
。 

 

こ
の
他
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
は
、
綿
紡
績
の
模
範
工
場
と
し
て
堺

紡
績
所
が
官
営
と
な
り
、
更
に
明
治
十
年
（
一
八
七
七
年
）
に
は
新
町
屑
糸
紡
績

所
、
同
十
二
年
千
住
製
絨
所
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
に
は
愛
知
県
と

広
島
県
に
官
営
の
紡
績
工
場
が
つ
く
ら
れ
、
英
国
か
ら
機
械
を
輸
入
し
て
明
治
十

四
、
五
年
頃
か
ら
操
業
を
開
始
し
て
い
る
。 

 

ま
た
北
海
道
開
拓
使
と
い
う
役
所
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
札
幌
や
室
蘭
に
ビ
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ー
ル
製
造
所
、
製
材
所
、
織
布
工
場
、
製
鋼
工
場
な
ど
を
官
営
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
模
範
工
場
、
官
営
工
場
に
は
何
れ
も
伝
習
生
と
い
う
よ
う
な
制
度
が

あ
っ
て
技
術
教
育
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
模
範
工
場
そ
の
も
の
が
教
育
的

施
設
で
あ
り
、
か
つ
事
業
経
営
の
実
体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し

か
も
こ
れ
が
最
も
効
率
の
よ
い
教
育
で
あ
っ
て
、
日
本
の
近
代
産
業
の
端
緒
が
刮

然
と
し
て
こ
こ
に
開
け
、
こ
れ
が
基
い
と
な
っ
て
現
在
の
近
代
的
産
業
構
造
が
で

き
上
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

三 

工
部
省
と
工
学
寮 

 

明
治
十
年
代
に
い
た
る
ま
で
の
産
業
教
育
と
は
、
概
し
て
以
上
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
そ
れ
は
産
業
の
現
場
で
実
地
に
教
育
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
こ
う
し
た
教
育
を
行
う
た
め
の
国
家
機
関
は
、
文
部
省
で
は
な
く
工
部
省
と

い
う
役
所
で
あ
っ
た
。
工
部
省
は
当
時
、
日
本
に
産
業
を
移
植
す
る
た
め
の
仕
事

を
す
べ
て
所
管
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
工
部
省
は
明
治
三
年
に
設
置
さ
れ
た
が
、

十
八
年
末
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
果
し
た
役
割
は
実
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
省
に
は
工
学
寮
、
勧
工
寮
、
鉱
山
寮
、
鉄
道
寮
、
土
木
寮
、

灯
台
寮
、
造
船
寮
、
電
信
寮
、
製
鉄
寮
、
製
作
寮
の
十
寮
と
測
量
司
と
い
う
十
一

の
部
局
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
部
局
の
名
称
を
見
る
と
、
ど
う
い
う
こ

と
を
や
っ
た
か
が
ほ
ぼ
想
像
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
教
育
事
業
と

直
接
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

工
部
省
の
事
務
章
程
と
い
う
の
を
見
る
と
、
綱
領
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

一 

工
学
を
開
明
す
る
こ
と
。 

一 

百
工
を
褒
勤
し
工
産
を
繁
昌
せ
し
む
る
こ
と
。 

一 

鉱
礦
の
山
物
を
主
宰
す
。
故
に
諸
鉱
山
を
管
轄
す
る
こ
と
。 

一 

鉄
道
、
電
信
、
灯
台
、
礁
標
を
建
築
修
繕
す
る
こ
と
。 

一 

諸
般
の
製
作
に
供
す
る
鋼
鉄
鉛
類
を
鋳
製
鋳
造
し
、
及
び
各
種
の
器
械
を

製
作
す
る
こ
と
。 

一 

海
陸
を
測
量
す
る
こ
と 

当
時
の
日
本
で
は
、
こ
れ
ら
の
近
代
技
術
を
用
い
る
事
業
は
殆
ん
ど
す
べ
て
白

紙
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
段
階
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
事
業
に
は
、
す
べ
て
教
育
が
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
人
間
を
養
成
す
る
こ
と

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
先
に
あ
げ
た
寮
に
は
殆
ん
ど

す
べ
て
修
技
黌
舎
と
い
う
教
室
が
設
け
ら
れ
、
伝
習
生
と
い
う
名
目
で
教
育
と
事

業
が
同
時
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
当
時
は
如
何
な
る
仕
事
を
す
る
に
し
て
も
、
人
物
の
養
成
と
い
う

こ
と
が
ま
ず
つ
い
て
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
集
約
的
に
解
決
し
よ

う
と
し
た
の
が
、
工
部
省
内
の
工
学
寮
の
設
置
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
工

学
寮
は
四
年
八
月
に
既
に
設
置
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
活
動
を
開
始
し

た
の
は
六
年
二
月
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
外
人
教
師
が
到
着
し
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
学
課
を
み
る
と
土
木
、
機
械
、
造
家
、
電
信
、
化

学
、
冶
金
、
鉱
山
の
七
科
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
工
学
寮
が
当
時
、
如
何
な
る
方

面
の
産
業
指
導
者
を
養
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
工
学
寮
は
後
に
工
部
大
学
校
と
な
り
、
明
治
十
八
年
に
文
部
省
に
移
管
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
う
す
っ
か
り
基
礎
が
出
来
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
間
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
年
）
に
始
め
て
第
一
回
の
卒
業
生
を
出

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
十
一
名
が
海
外
に
留
学
し
て
い
る
。
こ
の
時
の

工
部
省
か
ら
出
さ
れ
た
稟
議
に
よ
る
と
、
本
省
に
傭
っ
て
い
る
外
人
の
数
は
多
く

漸
次
減
じ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
百
三
十
名
に
も
上
っ
て
お
り
、
経
常
費
の
五

分
の
三
は
そ
の
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
件
費
を

少
く
す
る
に
は
日
本
人
を
使
用
す
る
に
し
く
は
な
い
が
、
そ
の
日
本
人
の
指
導
者
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の
卵
と
し
て
工
部
大
学
校
の
卒
業
者
が
あ
る
と
は
い
え
、
ま
だ
多
少
経
験
に
不
足

が
あ
り
、
外
国
に
留
学
さ
せ
て
学
問
を
積
ま
せ
た
い
云
々
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
事
情
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
明

治
初
期
の
日
本
が
全
く
近
代
技
術
を
も
た
ず
、
す
べ
て
を
外
人
に
頼
り
つ
つ
次
第

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
し
て
、
や
が
て
独
立
し
て
自
ら
の
力
で
産
業
を
発
展
せ
し

め
る
に
い
た
っ
た
事
情
が
よ
く
わ
か
る
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
努
力
に

は
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
根
底
に
は
あ
く
ま
で
烈
々
た
る
民
族
自
立
の
精

神
が
動
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
み
じ
み
独
立
的
精
神
の
重
要
さ
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
以
上
の
よ
う
な
工
部
省
の
役
割
を
考
え
る
と
き
、
産
業
教
育
と
い
う
も
の

が
、
若
し
現
在
の
よ
う
に
文
部
省
の
手
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ

た
か
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
部
省
に
は
そ
う
い
う
余
裕
も
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
産
業
を
如
何
に
振
興
す
る
か
を
直
接
担
当
す
る
省
が
、
そ
の
教
育
を

も
司
っ
た
と
は
い
え
、
方
法
論
と
し
て
も
最
も
妥
当
な
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
当
時
の
事
情
か
ら
必
然
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

産
業
教
育
と
は
本
来
そ
う
い
う
あ
り
方
を
す
る
の
が
最
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
と
く
に
何
事
も
新
し
く
は
じ
め
る
時
に
は
、
如
何
な
る
産
業
を
起
す
べ
き

か
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
の
中
心
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
教
育
も
集
中

し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
方
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
で
も
あ
っ
た
し
、

ま
た
妥
当
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 

こ
れ
に
付
け
加
え
て
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
博
覧
会
と
か
供
進
会
と
か
展

覧
会
の
如
き
、
い
わ
ば
啓
蒙
宣
伝
の
活
動
が
、
実
物
を
も
っ
て
社
会
一
般
に
対
し

て
教
育
的
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
事
情
で
あ
る
。
こ
う
い
う
種
類
の
教
育
も

ま
た
初
期
に
あ
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
産

業
行
政
の
中
に
教
育
行
政
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
有
利
な
点
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
当
時
は
、
産
業
振
興
の
仕
事
全
体
が
著
し
く
教
育
的
色

彩
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
、
そ
う
い
う
方
向
で
産
業
振
興

の
行
政
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
当
時
の
為
政
者
の
す
ぐ
れ
た
点
が
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。 

最
後
に
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
さ
い
わ
い

に
も
明
治
初
期
に
お
い
て
日
本
の
産
業
建
設
や
教
育
に
指
導
的
役
割
を
果
し
た

外
人
教
師
た
ち
が
、
何
れ
も
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と

も
各
方
面
に
中
心
的
に
働
い
た
人
々
は
卓
越
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら

く
こ
れ
ら
の
す
ぐ
れ
た
人
物
を
発
見
し
、
招
聘
し
た
日
本
の
指
導
者
た
ち
の
識
見

と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
日
本
の
指
導
者
が
そ
れ
ら
の
教
師
に
対
し
て
誠
実
な

態
度
で
こ
れ
を
厚
遇
し
、
外
人
教
師
た
ち
を
信
服
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
ろ
う
。
恐
ら
く
両
々
相
ま
っ
て
、
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
国
と
の
間
に
美
し

い
信
頼
関
係
が
生
じ
、
こ
こ
に
日
本
の
産
業
の
近
代
化
が
成
就
せ
ら
れ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。 

外
人
教
師
た
ち
が
誠
心
誠
意
、
日
本
の
国
の
進
歩
発
展
を
考
え
て
く
れ
た
と
い

う
事
例
は
実
に
多
い
が
、
こ
こ
に
は
横
須
賀
造
船
所
の
首
長
と
な
っ
て
十
数
年
に

わ
た
っ
て
日
本
の
た
め
に
尽
し
た
ウ
ェ
ル
ニ
ー
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
彼
は
横

須
賀
造
船
所
の
学
校
の
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

が
明
治
十
年
、
帰
国
す
る
と
き
に
出
し
た
報
告
書
の
中
に
は
、
在
任
中
学
事
の
進

歩
が
遅
々
と
し
て
い
た
の
は
誠
に
遺
憾
に
た
え
な
い
こ
と
だ
と
述
べ
、
自
分
の
希

望
す
る
と
こ
ろ
は
今
後
速
か
に
日
本
人
自
ら
の
力
を
も
っ
て
造
船
の
仕
事
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
、
万
国
に
名
を
か
が
や
か
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
外
国
人
は
、
い
わ
ば
教
育
の
た
め
に
日
本
に
や
っ

て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
産
業
を
振
興
さ
せ
た
る
た
め
の
実
に
よ
き
指
導

者
で
あ
っ
た
。 
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当
時
の
世
界
は
列
強
の
帝
国
主
義
的
競
争
の
段
階
に
あ
っ
た
の
で
、
し
た
が
っ

て
日
本
は
列
強
の
角
逐
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
い
う
と
き
に
、
日
本
の
建

設
の
た
め
に
新
ら
し
い
指
導
者
と
な
っ
て
来
日
し
た
外
人
が
多
く
は
学
究
的
な

人
で
あ
り
、
教
育
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
極
め
て
よ
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え

よ
う
。
当
時
そ
う
い
う
外
人
に
人
を
え
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
何
れ
に
し
て
も
明

治
初
期
の
わ
が
国
の
産
業
発
展
が
、
そ
れ
ら
の
外
国
人
技
術
者
の
貢
献
に
よ
っ
て 

齎
も
た
ら

ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
感
謝
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ 

の
よ
う
な
日
本
民
族
と
し
て
の
快
い
経
験
に
徴
し
て
も
、
い
ま
か
ら
行
わ
ん
と
す 

る
ア
ジ
ア
諸
国
に
た
い
す
る
各
般
の
協
力
に
よ
っ
て
、
恥
し
く
な
い
心
構
え
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

四 

文
部
省
に
よ
る
統
轄 

 

明
治
二
十
年
前
後
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
は
、
産
業
教
育
が
次
第
に
文
部
省

の
教
育
組
織
の
中
へ
移
管
さ
れ
て
行
く
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
は
じ
ま
り
と
し
て

は
、
後
に
各
種
の
中
等
教
育
機
関
と
し
て
発
展
す
る
産
業
教
育
機
関
が
生
れ
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
日
本
の
古
く
か
ら
の
工
業
が
次
第
に
新
ら
し
い
も
の
を
と

り
入
れ
て
近
代
化
し
て
行
く
過
程
で
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
丁
度
そ
の
頃

に
は
、
い
ま
で
も
な
お
中
小
企
業
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
織
物
業
な
ど
が
、
漸
く

近
代
的
な
技
術
を
と
り
入
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
同
業
者
仲
間
が
集
っ

て
設
立
し
た
各
種
の
講
習
所
が
生
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
も
代
表
的
な
の

は
、
例
え
ば
の
ち
に
足
利
工
業
学
校
と
な
っ
た
足
利
織
染
講
習
所
、
京
都
市
立
工

業
学
校
と
な
っ
た
京
都
染
工
講
習
所
ま
た
は
東
京
府
立
織
染
学
校
と
な
っ
た
八

王
子
織
物
染
色
講
習
所
な
ど
が
あ
る
。
足
利
と
京
都
の
講
習
所
は
い
ず
れ
も
明
治

十
八
年
、
八
王
子
の
講
習
所
は
二
十
年
の
設
置
で
あ
っ
て
、
こ
の
頃
と
も
な
れ
ば

こ
う
い
う
職
工
の
教
育
が
次
第
に
進
ん
で
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
き
に
も
触
れ
た
如
く
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
研
修
機
関
の

設
置
主
体
は
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
産
業
界
自
体
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
決
し

て
文
部
省
が
法
令
を
出
し
て
設
置
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
教
育
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
す
る
必
要
を
痛
感
し
、
そ
れ
を
実
施
し
た
の
は
は
じ
め
は
産
業

界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
見
識
が
漸
く
明
治
二
十
年
頃
に
な
っ
て
、
日
本
に

古
く
か
ら
あ
る
織
物
業
界
に
も
及
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
よ
い
と

思
う
。 

こ
う
い
う
雰
囲
気
が
文
部
行
政
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
有
名
な
井
上
毅
文
部
大
臣

に
よ
っ
て
、
一
連
の
実
業
教
育
法
令
と
な
っ
て
出
て
き
た
の
は
、
実
に
明
治
二
十

年
代
の
後
半
で
あ
っ
た
。
井
上
文
相
は
ま
ず
第
一
に
実
業
補
習
学
校
を
設
け
る
こ

と
に
努
力
し
た
。
そ
の
他
各
種
の
実
業
学
校
に
対
す
る
規
程
を
漸
次
設
け
、
産
業

教
育
に
関
す
る
法
令
を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
し
、
つ
い
に
最
後
に
実
業
教
育
費

国
庫
補
助
法
を
成
立
せ
し
め
て
産
業
教
育
振
興
の
扇
の
要
と
し
た
。
こ
の
法
令
に

よ
っ
て
、
従
来
夫
々
の
産
業
界
で
個
々
ば
ら
ば
ら
に
設
け
ら
れ
、
思
い
お
も
い
の

方
式
で
教
育
を
行
っ
て
い
た
各
種
の
実
業
教
育
機
関
が
、
文
部
行
政
の
枠
の
中
へ

入
れ
ら
れ
組
織
化
、
系
統
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
多
く
の
産
業
教
育
学
校
が
設
置
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
大
体
二
十
年
代

の
終
り
か
ら
三
十
年
の
は
じ
め
へ
か
け
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
義
務
教

育
も
次
第
に
と
と
の
っ
て
き
た
。
ま
だ
六
年
の
義
務
教
育
は
成
立
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
就
学
率
も
急
速
に
高
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
土
台
に
し

て
工
業
学
校
が
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
迄
は
学
校
と
い
っ
て
も
、
年
令
も

一
定
せ
ず
修
業
年
限
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
極
め
て
自
由
な
い
わ
ば
臨
機
応
変
の

形
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。
一
方
か
ら
い
え
ば
確
か
に
乱
雑
で
は
あ
っ
た
が
、

ま
た
他
方
か
ら
み
れ
ば
誠
に
社
会
の
実
情
に
適
し
た
教
育
制
度
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
い
な
教
育
制
度
と
呼
ぶ
に
は
ほ
ど
遠
い
組
織
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
も
現
在
わ
れ
わ
れ
は
重
要
な
示
唆
を
う
け
る
。
社
会
や
生
活
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や
産
業
に
結
び
つ
い
た
教
育
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
盛
ん
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ

が
単
な
る
お
題
目
に
終
ら
な
い
た
め
に
は
、
産
業
自
体
が
も
っ
と
教
育
の
意
欲
を

も
つ
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
教
育
に
の
り
出
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

産
業
教
育
に
つ
い
て
最
も
よ
き
セ
ン
ス
を
も
つ
も
の
は
産
業
人
で
あ
っ
て
、
そ
の

人
々
が
と
ら
わ
れ
な
い
教
育
を
行
う
こ
と
が
最
も
活
力
の
あ
る
教
育
体
形
を
あ

み
出
す
所
以
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

か
く
て
日
本
の
産
業
社
会
が
明
治
二
十
年
頃
ま
で
の
間
、
自
ら
の
力
で
人
材
を

養
成
し
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
が
、
今
日
の
産
業
教
育
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
き
っ
と
当
時
の
日
本
国
民
す
べ
て
が
も
っ
た
国
家
興

隆
の
意
欲
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
識
が
人
材
養
成
に
結
び
つ
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
産
業
界
自
体
が
直
接
教
育
を
運
営
す
る
と
い
う
事
態
が
生

れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
学
校
教
育
と
し
て
、
形
式
よ
り
も
先
に
実
質
的

内
容
と
そ
の
目
的
が
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
新
ら
し
く
国
を
興
す
際
に

教
育
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
東
南

ア
ジ
ア
開
発
に
お
い
て
も
、
徒
ら
に
文
明
国
の
形
式
的
な
教
育
制
度
を
押
し
つ
け

る
こ
と
な
く
、
実
地
に
即
し
た
教
育
が
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

五 

結 

語 

こ
れ
ま
で
私
は
余
り
に
も
日
本
の
工
業
教
育
発
達
史
を
語
り
す
ぎ
た
よ
う
で

あ
る
。
現
在
で
は
産
業
教
育
と
い
え
ば
、
農
業
や
商
業
の
教
育
も
含
め
て
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
確
か
に
片
手
落
ち
で
あ
っ
た

と
思
う
。
し
か
し
ア
ジ
ア
開
発
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
日
本
の
産
業
教
育
史

を
取
扱
う
と
い
う
意
義
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
私
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
な

観
点
に
立
っ
て
、
日
本
の
産
業
の
発
展
と
そ
の
基
礎
と
し
て
の
教
育
の
問
題
の
歴

史
的
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
今

後
の
方
針
を
た
て
る
場
合
の
教
訓
が
え
ら
れ
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
前
車
の
轍

を
ふ
ま
ず
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
過
去
経
験
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
披
瀝
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
参
考
に
供
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ

は
と
り
も
直
さ
ず
有
力
な
協
力
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

歴
史
の
叙
述
に
当
っ
て
も
た
だ
平
板
に
事
実
を
羅
列
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の

意
義
を
十
分
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、
あ
え
て
近
代
工
業
の
部
門
を

中
心
に
取
扱
い
、
ま
た
そ
の
中
か
ら
く
み
と
ら
れ
る
教
訓
を
も
述
べ
て
み
た
。 

最
後
に
た
だ
一
言
附
加
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
農
業
教
育
に
お
い
て
も
商
業

教
育
に
お
い
て
も
、
初
期
の
基
本
的
な
動
機
は
い
ず
れ
も
同
様
で
あ
っ
て
、
や
は

り
文
部
省
が
タ
ッ
チ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
農
業
教
育
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め

は
内
務
省
の
勧
業
寮
が
、
後
に
は
農
商
務
省
が
中
枢
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

教
育
の
現
場
は
府
県
の
農
事
講
習
所
と
か
、
指
導
者
の
巡
回
組
織
と
か
い
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
始
め
か
ら
現
在
の
如
き
学
校
で
は
な
か
っ
た
。
中
央
に
は

駒
場
の
農
学
校
が
あ
り
、
外
人
教
師
を
招
い
て
指
導
者
の
養
成
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
事
情
は
、
全
体
と
し
て
は
工
業
の
場
合
と
全
く
符
節
を
合
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

商
業
の
教
育
も
や
は
り
現
場
か
ら
発
生
し
た
。
商
業
が
近
代
化
を
要
請
さ
れ
る

一
番
の
現
場
は
、
何
と
い
っ
て
も
新
し
い
貿
易
に
た
ず
さ
わ
る
個
所
、
新
ら
し
い

制
度
と
し
て
成
長
し
た
銀
行
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

商
業
学
校
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
現
場
の
要
請
に
基
い
て
商
業
関
係
の
有
識
者

の
努
力
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
日
本
で
は
、
商
業
界
が
最
初
か
ら

最
も
学
校
ら
し
い
教
育
機
関
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
産
業
発
達
は
即
ち
教
育
事
業

で
あ
っ
た
と
言
い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
東
南
ア
ジ
ア
開
発
に
お
い
て
も
そ
の
事
情

は
全
く
同
様
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
開
発
に
つ
い
て

は
も
っ
と
も
っ
と
教
育
的
見
地
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 


