
孫
文
と
近
代
中
国

｜
｜
日
本
・
ア
ジ
ア
へ
の
視
角
｜
｜

電
気
通
信
大
学
名
誉
教
授

藤
井
昇

藤
井た

だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
藤
井
昇
三
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
一
O
周
年
記
念
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し

て
、
大
変
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
は
小
崎
先
生
の
、
東

斑
同
文
書
院
出
身
者
に
つ
い
て
の
大
変
詳
細
な
ご
研
究
を
拝
聴
し
、

続
い
て
栗
田
先
生
の
同
文
書
院
の
意
義
に
つ
い
て
の
お
話
を
拝
聴
し
、

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
大
で
、
ま
こ
と
に
目
の
覚
め
る
思
い
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。
お
二
人
の
ご
講
演
か
ら
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
こ
と

を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
の
私
の
主
題
は
「
孫
文
と
近
代
中
国
」
、
副
題
は
「
日
本
・
ア

ジ
ア
へ
の
視
角
」
と
致
し
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
い
た
だ
き
な

が
ら
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
早
速
本
題
に
入
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
最
初
に
革
命
家
孫
文
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
簡

単
に
お
話
し
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
外

国
の
政
治
家
、
あ
る
い
は
革
命
家
の
中
で
、
孫
文
ほ
ど
日
本
と
関
係

が
深
く
、
ま
た
日
本
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
人
物
は
他
に
は
見

当
た
り
ま
せ
ん
。
毛
沢
東
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
ま
し
た
あ
の
狂
気

の
一
O
年
に
わ
た
る
「
文
化
大
革
命
」
が
終
わ
り
ま
し
て
、
部
小
平

の
改
革
・
開
放
の
近
代
化
政
策
が
始
ま
り
ま
し
た
の
が
一
九
七
八
年

で
す
。
今
年
で
二
五
年
、
四
半
世
紀
が
経
ち
ま
し
た
。

こ
の
改
革
・
開
放
政
策
が
始
ま
っ
て
以
来
、
中
国
で
は
孫
文
の
評

価
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
数
年
前
に
、
当
時
の
江

沢
民
主
席
が
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
中
国
に
最
も
貢
献
し
た

人
物
と
し
て
孫
文
、
毛
沢
東
、
部
小
平
の
三
人
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

孫
文
が
傑
出
し
た
革
命
家
と
し
て
共
和
制
中
国
を
創
設
し
た
と
い

う
歴
史
上
の
功
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
孫
文
が
現
代
中
国
の
近
代
化
の
途
上
に
お
き
ま
し
て
、
近
代

化
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
中
国

政
府
が
今
進
め
て
お
り
ま
す
長
江
（
揚
子
江
）
上
流
の
三
峡
ダ
ム
の

建
設
工
事
は
、
現
在
着
工
か
ら
八
年
、
す
で
に
発
電
も
始
ま
っ
て
お

り
、
二
O
O
九
年
に
は
完
成
の
予
定
で
す
。
世
界
最
大
級
の
長
江
・

三
峡
ダ
ム
の
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
中
国
の
内
外
で
賛
否
両
論
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
三
峡
ダ
ム
の
最
初
の
発
案
者
が
孫
文
で
あ
っ
た
と

:m 孫文と近代中恒l
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い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

孫
文
が
三
峡
ダ
ム
建
設
を
考
え
ま
し
た
第
一
の
目
的
は
洪
水
対
策

で
あ
り
ま
す
。
孫
文
の
近
代
国
家
建
設
の
壮
大
な
計
画
の
一
つ
が
、

孫
文
の
死
後
約
八
O
年
近
く
経
ち
ま
し
た
現
在
、
実
現
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
ま
た
現
代
中
国
が
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
幹
線
鉄
道
、
道
路

の
建
設
な
ど
も
、
孫
文
の
国
家
建
設
計
画
の
重
要
な
柱
で
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
政
治
面
で
申
し
ま
す
と
、
中
国
政
府
が
台
湾
に
本
土
復
帰
、

中
国
統

一
を
呼
び
か
け
ま
す
度
に
し
ば
し
ば
引
用
す
る
の
は
、
孫
文

の
晩
年
の
国
共
合作
、
国
民
党
と
共
産
党
の
提
携
の
政
策
で
あ
り
ま

す
。こ

の
よ
う
に
孫
文
は
近
代
中
国
の
民
主
革
命
、
ま
た
近
代
化
の
先

駆
者
と
し
て
大
陸
中
国
で
は
讃
え
ら
れ
て
お
り
ま
す。
台
湾
で
の
孫

文
評
側
は
さ
ら
に
一
段
と
向
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

台
湾
に
と
っ
て

孫
文
は
「
中
華
民
国
の
建
国
の
父
」

、

つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
国
父
」
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
中
国
悶
民
党
の
創
設
者
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ

う
に
孫
文
は
大
陸
中
国
と
台
湾
の
双
方
に
と
り
ま
し
て、

非
常
に
大

き
な
怠
味
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。

単
に
共
和
制
の
創
始
者
と

い
う
歴
史
的
な
英
雄
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
代
に
お
け
る
重
要
な
政

治
的
意
義
を
有
す
る
人
物
で
も
あ
り
ま
す。

そ
こ
に
共
通
の
極
め
て

高
い
評
価
が
生
ま
れ
る
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
代
的
意
義
を
持
つ
孫
文
の
五
八
年
の
生
涯
の
う
ち

で
、
革
命
運
動
に
全
力
を
投
入
し
ま
し
た
の
は
約
三
O
年
で
あ
り
ま

す
。
一
八
九
四
年
に
輿
中
会
と
い
う
最
初
の
革
命
組
織
を
作
り
ま
し

て
か
ら

、

孫
文
の
死
ん
だ

一
九
二
五
年
ま
で
の
＝
ご
年
間
の
前
半
は
、

辛
亥
革
命
へ
の
道
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
孫
文
が
九

死
に
一
生
を
得
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
消
国
公
使
館

村
一
致
監
禁
事
件
で
す
。一
八
九
六
年
、
誘
わ
れ
て
清
国
公
使
館
に
連

見（ •ll! l•;J文内院の軌跡と H中関係への展明 40



れ
込
ま
れ
て
、
監
禁
さ
れ
た
孫
文
は
、
処
刑
の
た
め
本
国
へ
移
送
さ

れ
る
直
前
、
香
港
の
西
医
書
院
在
学
時
代
の
思
師
カ
ン
ト
リ
ー
の
献

身
的
な
奔
走
の
お
陰
で
、
辛
う
じ
て
救
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一

九
O
五
年
に
は
、
東
京
で
中
国
同
盟
会
を
結
成
し
ま
す
。
結
成
に
際

し
て
は
、
日
本
人
の
援
助
者
が
陰
で
非
常
な
援
助
を
し
て
お
り
ま
す
。

中
国
同
盟
会
で
革
命
派
の
三
派
が
合
流
致
し
ま
し
て
、
こ
れ
以
後
革

命
派
の
勢
力
は
一
気
に
強
ま
り
、
六
年
後
の
辛
亥
革
命
に
つ
な
が
っ

て
行
き
ま
す
。

一
九
一
二
年
一
月
一
日
に
成
立
し
ま
し
た
中
華
民
国
は
、
中
国
で

最
初
の
、
ま
た
ア
ジ
ア
で
も
最
初
の
共
和
国
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
す
ぐ
に
哀
世
凱
の
専
制
支
配
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
し
て
、
清
朝

打
倒
が
成
就
し
た
の
も
束
の
間
、
今
度
は
軍
閥
支
配
と
の
戦
い
が
、

一
九
一
三
年
以
後
孫
文
の
死
ぬ
二
五
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
間
孫
文
は
裳
世
凱
死
後
の
軍
閥
混
戦
の
中
で
、
広
東
政
府
を
一

九
一
七
年
に
樹
立
し
、
そ
の
後
二
回
に
わ
た
っ
て
広
東
政
府
を
改
組

し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
晩
年
の
一
九
二
四
年
に
は
連
ソ
・
容
共
・

労
農
援
助
と
い
う
三
つ
の
基
本
政
策
を
掲
げ
、
ま
た
同
時
に
反
軍
閥
・

反
帝
国
主
義
の
闘
い
と
い
う
目
標
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
、
翌
一
九

二
五
年
に
は
「
革
命
な
お
未
だ
成
ら
ず
」
と
い
う
有
名
な
遺
言
を
残

し
て
、
肝
臓
癌
の
た
め
満
五
八
歳
で
生
涯
を
終
え
ま
す
。

次
に
孫
文
と
近
代
日
本
の
関
係
で
、
ま
ず
「
革
命
運
動
の
避
難
所
・

根
拠
地
と
し
て
の
日
本
」
に
つ
い
て
。
孫
文
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま

し
た
の
は
、
合
計
一
五
回
。
そ
の
う
ち
一
二
回
が
亡
命
で
、
あ
と
の

三
回
は
公
式
・
非
公
式
の
訪
問
で
あ
り
ま
す
。
亡
命
期
間
は
通
算
約

九
年
間
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
。
横
浜
で
五
年
間
、
東
京
で
四
年
間
、

そ
の
他
各
地
で
短
い
日
数
滞
在
し
て
い
ま
す
。
五
八
年
間
の
生
涯
の

う
ち
、
孫
文
が
革
命
に
従
事
し
た
期
間
が
三
一
年
間
、
海
外
亡
命
の

期
間
が
約
一
五
年
で
す
。
つ
ま
り
革
命
運
動
の
＝
二
年
間
の
う
ち
半

分
は
海
外
生
活
、
そ
れ
も
亡
命
生
活
を
送
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一

五
年
の
う
ち
の
九
年
間
、
ち
ょ
う
ど
六
割
が
日
本
で
の
亡
命
生
活
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
孫
文
に
と
っ
て
日
本
は
最
も
重
要
な
亡
命
先
で

あ
り
、
ま
た
避
難
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
孫
文
は
日
本
で
革
命
の

準
備
を
進
め
ま
す
。
革
命
勢
力
の
結
集
、
そ
し
て
組
織
作
り
、
ま
た

資
金
集
め
、
武
器
・
弾
薬
の
調
達
、
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
全
て
日
本

で
行
な
っ
た
革
命
の
実
際
の
行
動
で
あ
り
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
に
あ
り
ま
す
「
対
日
依
存
か
ら
対
日
批
判
へ
の
転
換
」

に
つ
い
て
。
孫
文
の
革
命
運
動
の
目
標
は
、
最
初
は
清
朝
打
倒
で
し

た
が
、
辛
亥
革
命
以
後
は
共
和
制
国
家
・
中
華
民
国
の
樹
立
、
そ
し

て
そ
れ
に
続
く
民
主
的
な
国
家
建
設
の
た
め
の
軍
閥
と
の
闘
い
。
こ

う
い
う
目
標
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
目
標
の
た
め
に
孫
文
は
列
国

か
ら
の
援
助
を
し
ば
し
ば
要
請
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
第
一
次
大
戦

の
時
期
、
一
九
一
八
年
ま
で
が
そ
の
傾
向
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ば
武
装
蜂
起
中
心
主
義
、
つ
ま
り
、
各
地

で
武
装
蜂
起
を
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
権
を
奪
お
う
と
い
う
、
戦

術
が
主
流
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
列
強
の
援
助
を

得
ょ
う
と
し
て
、
中
国
の
主
権
の
一
部
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
、
言

わ
ば
冒
険
主
義
的
な
方
法
を
と
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

ま
た
孫
文
が
援
助
を
求
め
た
列
国
は
、
日
本
を
始
め
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
な
ど

に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
う
し
て
一
九
一
九
年
の
始
め
頃
ま
で
は
、

孫
文
は
主
と
し
て
日
本
の
政
府
・
軍
部
・
民
間
人
に
接
近
し
て
援
助

を
受
け
る
こ
と
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
一
九
年
半
ば

以
後
、
孫
文
は
基
本
的
に
は
日
本
批
判
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
あ
と
に
添
付
し
た
参
考
資
料
「
孫
文
に
関
わ
っ
た
人
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び
と
」
の
最
初
の
梅
屋
庄
吉
、
萱
野
長
知
、
宮
崎
治
天
、
山
田
良
政
、

山
田
純
三
郎
の
五
人
は
特
に
孫
文
に
対
し
て
純
粋
な
、
私
心
の
な
い

援
助
を
与
え
た
特
筆
す
べ
き
人
々
で
す
。
同
文
書
院
の
関
係
者
で
あ

る
山
田
良
政
、
山
田
純
三
郎
兄
弟
も
そ
う
で
す
。
こ
の
五
人
は
五
十

音
順
に
配
列
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
順
番
に
差
が
あ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
の
中
で
最
初
の
梅
屋
庄
古
か
ら
説
明
し
ま
す
と
、
革
命
運
動
の

隠
れ
た
俊
助
者
と
し
て
名
前
が
出
る
こ
と
を
避
け
て
、
あ
く
ま
で
も

縁
の
下
の
力
持
ち
に
徹
し
、
ま
た
孫
文
の
革
命
資
金
の
大
部
分
を
支

え
た
実
業
家
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
日
活
映
画
会
社
の
創
始
者
で
あ

り
ま
す
。
映
画
製
作
と
上
映
、
特
に
白
瀬
中
尉
の
南
極
探
検
の
記
録

映
画
で
莫
大
な
利
益
を
上
げ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
孫

文
の
革
命
運
動
に
提
供
し
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
財
を
な
げ
う
っ
て

革
命
を
支
援
し
、
そ
の
た
め
晩
年
は
貧
困
の
う
ち
に
病
死
し
て
お
り

ま
す
。
一
九
一
六
年
、
第
三
革
命
の
準
備
時
期
に
は
滋
賀
県
の
八
日

市
に
飛
行
学
校
を
作
り
、
中
国
人
留
学
生
を
飛
行
士
と
し
て
養
成
し

ま
し
た
。
そ
し
て
哀
世
凱
と
戦
う
第
コ
￥
γ命
の
た
め
、
二
ム
口
の
飛
行

機
を
中
同
山
両
省
に
派
遣
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
孫
文
の
死
後
は

銅
像
を
四
つ
作
り
、
孫
文
ゆ
か
り
の
中
国
の
四
か
所
に
寄
贈
し
て
お

り
ま
す
。
南
京
中
山
陵
の
係
文
銅
像
な
ど
で
す
。
さ
ら
に
孫
文
の
胸

像
（
ブ
ロ
ン
ズ
像
）
を
た
く
さ
ん
作
り
、
日
中
両
国
の
革
命
関
係
者

に
寄
贈
し
て
お
り
ま
す
。

次
の
笠
野
長
知
は
、
一
貫
し
て
孫
文
革
命
を
熱
心
に
媛
助
し
て
お

り
ま
す
。
特
に
孫
文
の
日
本
亡
命
の
際
、
孫
文
が
第
二
革
命
の
後
日

本
上
陸
を
一
時
禁
止
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
禁
止
借
問
を
解
除
す
る
た

め
に
当
時
の
山
本
権
兵
衛
内
閣
に
た
い
し
て
、
犬
養
毅
、
頭
山
満
を

動
か
し
て
政
府
に
働
き
か
け
孫
文
の
上
陸
を
黙
認
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
ま
す
。
も
し
禁
止
さ
れ
て
上
陸
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な

ら
、
孫
文
は
日
本
上
陸
を
諦
め
て
、
危
険
な
別
の
土
地
に
亡
命
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
宜
野
長
知
も
係
文
の
媛
助
者
と
し

て
非
常
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
一
人
で
す
。

二
一
人
目
の
宮
崎
治
天
。
こ
れ
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
初
期
か
ら
孫
文

の
革
命
運
動
に
対
し
て
思
想
的
な
共
鳴
、
ア
ジ
ア
主
義
に
基
づ
く
中

国
革
命
に
留
ま
ら
ず
、
将
来
の
世
界
革
命
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で

係
文
と
意
気
投
合
し
て
以
来
、
梅
屋
庄
吉
と
は
速
い
、
貧
窮
の
ど
ん

底
に
あ
り
な
が
ら
妻
や
子
供
を
荒
尾
の
実
家
に
帰
し
て
、
妻
子
を
養

う
の
で
は
な
く
て
係
文
を
養
う
た
め
に
浪
曲
師
に
な
っ
て
、
収
入
を

得
ょ
う
と
し
ま
し
た
。
中
国
革
命
か
ら
取
材
し
た
曲
詞
を
演
ず
る
の

が
珍
し
い
と
い
う
の
で
初
め
の
う
ち
は
観
客
が
つ
め
か
け
ま
し
た
が
、

・

J
U
H
か
ら
は
観
容
が
来
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
」
途
に
係

文
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。

同
人
口
の
山
町
良
政
は
先
ほ
ど
小
崎
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
中
国
革
命
に
命
を
捧
げ
た
最
初
の
外
国
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
栗
凹
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
。
一
八
九
九
年
に
係
文

と
知
り
合
っ
て
、
翌
一
九

O
O
年
の
武
装
蜂
起
、
恵
州
蜂
起
に
参
加

し
て
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

資
料
の
一
九
人
日
の
山
間
純
三
郎
に
つ
き
ま
し
て
も
お
話
が
出
ま
し

た
。
簡
単
に
述
べ
ま
す
と
、
東
亜
同
文
書
院
の
在
学
中
に
孫
文
と
上

海
で
知
り
合
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
孫
文
が
死
ぬ
ま
で
一
貫
し
て

係
文
の
革
命
運
動
を
援
助
し
て
、
特
に
辛
亥
革
命
の
一
九
一
一
年
か

ら
一
九
一
二
年
に
か
け
ま
し
て
は
、
孫
文
の
財
政
を
助
け
る
た
め
に

日
本
側
と
の
借
款
交
渉
の
仲
介
者
と
し
て
努
力
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
第
三
革
命
中
の
一
九
一
六
年
五
月
一
八
日
、
ち
ょ
う
ど
純
三
郎
の

誕
生
日
に
、
革
命
派
の
孫
文
の
片
腕
と
．
一
首
わ
れ
ま
し
た
隙
其
美
が
革
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命
派
の
ア
ジ
ト
・
秘
密
の
会
合
場
所
と
し
て
使
っ
て
い
た
上
海
フ
ラ

ン
ス
租
界
の
山
町
純
ミ
郎
の
自
宅
で
、
京
世
凱
の
暗
殺
者
の
た
め
に

ピ
ス
ト
ル
で
殺
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
実
世
凱
の
刺
客
は
金
儲
け
の

話
を
持
ち
込
ん
で
き
ま
し
た
。
石
炭
の
鉱
山
の
利
益
が
入
る
と
い
う

の
で
、
陳
其
美
は
山
田
純
三
郎
の
自
宅
で
そ
の
刺
客
で
あ
る
人
物
を

確
か
め
ず
に
会
い
ま
す
。
そ
し
て
対
談
中
に
地
図
を
広
げ
た
ま
ま
で

撃
ち
殺
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
時
に
山
田
純
三
郎
の
長
女
、
前
の
年
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

民
子
さ
ん
は
、
お
手
伝
い
さ
ん
の
女
性
に
抱
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
弾
が
お
手
伝
い
さ
ん
の
耳
に
当
た
り
、
驚
い

て
取
り
落
と
さ
れ
た
長
女
の
民
子
さ
ん
は
固
い
床
に
落
ち
て
、
そ
の

後
身
体
的
に
も
頭
脳
的
に
も
不
具
と
な
っ
て
、
一
生
重
度
身
障
者
と

し
て
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
世
話
し
た
の
は

山
間
純
三
郎
の
四
男
で
あ
っ
た
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
お
話
の
出
ま
し
た

山
間
順
造
さ
ん
夫
妻
で
す
。
民
子
さ
ん
の
亡
く
な
る
直
前
ま
で
お
惟

話
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
山
田
純
三
郎
は
よ
く
家
族
を
集
め
て
正
座

を
さ
せ
て
こ
う
言
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
民
子
姉
さ
ん
は
（
藤

井
註
一
こ
れ
は
順
造
達
、
妹
や
弟
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
）

わ
が
家
の
宝
だ
。
日
本
と
中
国
の
友
好
の
証
だ
」
と
一
一
目
っ
て
、
氏
子

さ
ん
が
重
傷
を
負
っ
た
こ
と
の
意
味
を
子
供
達
の
心
の
中
に
刻
み
つ

け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
山
間
兄
弟
は
揃
っ
て
孫
文
の
中
国
革
命
の
た
め
に
献
身

し
ま
し
た
。
以
上
、
最
も
孫
文
を
助
け
、
ま
た
広
く
知
ら
れ
て
い
る

五
人
の
人
物
だ
け
に
触
れ
ま
し
た
。
参
考
資
料
に
は
、
そ
の
次
に
、

犬
養
毅
、
頭
山
満
、
南
方
熊
楠
、
白
岩
屯
平
、
三
上
盟
夷
、
鈴
木
久

五
郎
な
ど
、
孫
文
を
様
々
な
側
面
か
ら
援
助
し
た
人
々
が
載
っ
て
い

ま
す
。
最
後
の
大
限
重
信
は
革
命
派
を
援
助
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
立

憲
派
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
二
一
か
条
要
求
当
時
の
首
相
を
務
め
た

人
物
で
す
。
久
原
房
之
助
は
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
六
年
に
か
け

て
、
当
時
参
謀
次
長
で
あ
っ
た
田
中
義
一
の
要
請
を
受
け
て
、
孫
文

や
中
岡
国
内
の
い
ろ
い
ろ
な
グ
ル
ー
プ
に
、
哀
世
凱
打
倒
の
た
め
に

資
金
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
孫
文
に
関
わ
っ
た
人
々
を
何
人
か
挙
げ

て
お
き
ま
し
た
。

孫
文
の
対
日
態
度
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
。
孫
文
の
日
本
に
対
す
る
依
存
の

顕
著
な
例
の
主
な
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
と
、
一
九

O
五
年

に
中
国
阿
盟
会
を
日
本
で
結
成
す
る
に
当
っ
て
、
日
本
人
が
最
初
の

お
膳
立
て
か
ら
会
場
の
準
備
ま
で
全
部
や
り
ま
し
た
。
同
盟
会
結
成

と
い
う
中
国
革
命
の
大
き
な
前
進
と
な
っ
た
こ
の
時
期
の
日
本
人
の

援
助
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
半
亥
革
命
の
直
後
、
一
九

一
一
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
ま
し
て
、
孫
文
は
全
面
的
に
日
本

の
財
政
俊
助
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
革
命
派
は
武
装
蜂
起
を
一
O
月
一

O
日
に
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
日
本
側
の
、
特
に
民
間
人
達

が
、
借
款
の
提
供
、
鉄
道
、
鉱
山
、
航
運
業
な
ど
を
担
保
と
し
て
、

か
な
り
の
額
の
財
政
援
助
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
革
命
派

の
手
に
渡
っ
た
額
は
、
少
な
く
と
も
当
時
の
金
で
約
六
O
O
万
円
に

の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

一
九
一
二
年
一
一
月
満
洲
租
借
借
款
の
約
束
が
成
立
し
ま
す
。
孫
文

と
三
井
物
産
の
社
員
で
あ
っ
た
森
格
（
後
に
政
界
に
進
出
し
五
・
一

五
事
件
の
黒
幕
の
一
人
と
も
一
一
日
わ
れ
て
い
る
）
と
の
秘
密
会
談
で
日

本
側
は
満
洲
の
租
借
を
要
求
し
ま
す
。
桂
太
郎
か
ら
三
井
物
産
の
益

岡
孝
を
経
て
森
協
に
伝
え
ら
れ
た
筏
命
に
基
づ
い
た
行
動
で
す
。
一

O
O
O
万
円
の
借
款
と
引
き
換
え
に
、
孫
文
は
満
洲
租
借
に
同
意
致

し
ま
す
。
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し
か
し
日
本
側
は
種
々
の
理
由
で
一
0
0
0
万
円
借
款
に
踏
み
切

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
列
国
の
非
難
を
浴
び
る
恐
れ
が
あ

る
こ
と
、
囲
内
で
も
野
党
の
反
発
を
受
け
る
に
違
い
な
い
こ
と
、
な

ど
様
々
な
理
由
の
た
め
に
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
実
現
し
て

い
た
ら
、
す
で
に
こ
の
一
九
一
二
年
に
、
約
二O
年
も
早
く
後
年
の

満
洲
国
へ
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
満

洲
租
借
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
孫
文
に
と
っ
て
、
ま
た
日
中

両
国
に
と
っ
て
も
、
幸
い
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
孫
文
の
日
本
に
対
す
る
依
存
の
例
と
し
て
、
孫
文
は
日

本
亡
命
中
の
一
九
一
四
年
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
す
る
年
で
す
が
、

大
隈
首
相
に
秘
密
の
書
簡
を
送
っ
て
、
日
本
が
孫
文
の
革
命
を
援
助

し
て
裳
世
凱
打
倒
に
成
功
す
る
な
ら
ば
日
本
人
に
対
し
て
内
地
雑
居

を
許
可
し
、
中
国
市
場
を
H

本
に
開
放
し
、
関
税
同
盟
を
結
ん
で
日

本
か
ら
の
輸
入
品
は
無
税
と
す
る
。
こ
う
い
う
手
紙
を
出
し
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
大
限
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
返
事
を
出
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

ま
た
一
九
一
五
年
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
一
二
か
条
要
求
の
時
期

で
す
が
、
こ
の
時
期
に
孫
文
は
日
本
側
の
民
間
人
山
田
純
三
郎
、
犬

塚
信
太
郎
（
満
鉄
理
事
）
と
、
中
国
側
と
し
て
孫
文
、
陳
其
美
（
暗

殺
直
前
の
）
の
問
で
、
日
中
盟
約
と
い
う
秘
密
の
約
束
文
書
を
取
り

交
わ
し
て
お
り
ま
す
。
二
一
か
条
要
求
に
近
い
内
容
が
含
ま
れ
て
お

り
、
武
器
の
統
一
そ
の
他
共
通
点
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
た
だ
こ

の
盟
約
は
中
国
側
の
利
益
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
で
は

双
務
的
と
言
う
か
日
本
側
、
中
国
側
、
両
方
に
利
益
が
あ
る
内
容
に

は
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
中
腹
約
の
資
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
が

発
掘
し
て
発
表
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
台
湾
側
か
ら
「
偽
物
で
あ
る
」

と
非
難
さ
れ
ま
し
た
。
「
愛
国
者
の
孫
文
が
二
一
か
条
要
求
に
近
い

内
容
の
約
束
を
日
本
と
す
る
は
ず
が
な
い
。
愛
国
者
の
孫
文
に
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
理
由
が
中
心
で
す
。
私
は

台
湾
あ
る
い
は
ハ
ワ
イ
で
行
な
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
台

湾
側
の
特
に
国
民
党
関
係
者
・
研
究
者
か
ら
烈
し
い
批
判
を
受
け
ま

し
た
。
「
日
中
盟
約
は
偽
物
で
あ
る
。
筆
跡
が
お
か
し
い
」
な
ど
正

当
な
根
拠
の
な
い
無
責
任
な
発
言
も
台
湾
側
か
ら
出
ま
し
た
。

し
か
し
欧
米
の
研
究
者
は
逆
で
し
た
。
懇
談
の
席
で
「
あ
り
得
る

こ
と
だ
」
と
肯
定
的
な
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
直
接
資
料

を
見
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
本
物
だ
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
台
湾
の

研
究
者
の
よ
う
に
頭
か
ら
偽
物
・
偽
造
を
言
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
い
っ
た
日
本
に
対
す
る
依
存
の
態
度
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い

る
の
が
一
九
一
七
年
、
第
一
次
大
戦
末
期
の
、
孫
文
が
書
い
た
「
中

国
存
亡
問
題
」
と
い
う
論
文
で
す
。
そ
の
中
で
孫
文
は
「
日
本
と
中

国
の
関
係
は
存
亡
安
危
が
相
い
関
連
し
て
い
る
。
日
本
な
く
し
て
中

国
な
く
、
中
国
な
く
し
て
日
本
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
日
本
と
の
悶

い
友
好
関
係
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
第
一
次
大
戦
頃
ま

で
の
孫
文
の
日
本
に
対
す
る
依
存
の
態
度
が
、
基
本
的
に
転
換
す
る

の
は
一
九
一
九
年
の
後
半
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
一
九
一
九

年
は
パ
リ
講
和
会
議
が
開
か
れ
て
お
り
ま
す
。
日
本
は
山
東
省
の
ド

イ
ツ
の
権
益
を
奪
い
取
っ
て
日
本
の
手
に
収
め
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
中
国
側
か
ら
轟
々
た
る
非
難
を
浴
び
ま
し
た
。

こ
の
パ
リ
講
和
会
議
の
直
後
、
孫
文
は
東
京
朝
日
新
聞
に
寄
せ
た

一
文
の
中
で
、
日
本
の
帝
国
主
義
の
野
心
を
初
め
て
公
然
と
非
難
し
、

日
本
を
強
盗
に
た
と
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
九
一
九
年
の
六
月
以

後
、
孫
文
の
日
本
批
判
は
、
公
然
か
つ
強
硬
と
な
っ
て
き
ま
す
。
パ

リ
講
和
会
議
で
の
山
東
問
題
、
こ
れ
が
直
接
の
原
因
で
あ
り
ま
す
が
、
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そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
ま
で
第
一
次
大
戦
の
時
期
ま
で
、
日
本
政
府
や

軍
部
は
一
貫
し
て
孫
文
の
革
命
に
反
対
し
て
き
ま
し
た
。
辛
亥
革
命

前
に
は
清
朝
支
持
の
態
度
を
取
り
続
け
、
辛
亥
革
命
以
後
は
孫
文
と

敵
対
す
る
軍
閥
政
府
（
裳
世
凱
ら
の
北
京
政
府
）
を
ほ
と
ん
ど
常
に

支
持
し
続
け
た
。
例
外
は
第
三
革
命
の
準
備
期
、
大
隈
内
閣
と
田
中

義
一
ら
の
陸
軍
の
一
部
の
中
堅
将
校
達
が
、
哀
世
凱
を
倒
す
た
め
に

一
時
的
に
孫
文
を
利
用
し
て
孫
文
に
援
助
を
与
え
ま
し
た
。
そ
れ
以

外
は
日
本
の
政
府
・
軍
部
は
、
一
貫
し
て
反
孫
文
、
北
京
政
府
支
持

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
孫
文
は
こ
う
し
た
日
本
政
府
・
軍
部
の
北
京

政
府
援
助
の
政
策
の
故
に
中
国
革
命
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
と
言
っ

て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
五
四
運
動
か
ら
の
影
響
。
五
四
運
動
で
民
衆
の
力
が
い

か
に
大
き
い
か
、
世
論
の
力
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
の
重
要
性
、

ま
た
、
ロ
シ
ア
十
月
革
命
か
ら
の
影
響
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
民
衆

の
力
で
革
命
を
成
功
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
従
来
の
孫
文
の
革
命
の
戦

略
で
あ
っ
た
武
装
蜂
起
中
心
、
武
装
蜂
起
を
各
地
で
起
こ
し
て
北
京

政
府
、
軍
闘
を
打
倒
す
る
と
い
う
武
装
蜂
起
中
心
主
義
か
ら
脱
却
し

ま
し
て
、
ま
ず
圏
内
で
民
衆
の
世
論
を
喚
起
す
る
。
民
衆
へ
の
宣
伝
、

民
衆
の
組
織
化
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
の
国
民
革
命
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
戦
略
の
転
換
が
、
孫
文
の
日
本
へ
の
対
応
を
基
本
的
に
変

え
さ
せ
た
一
番
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
以
降
も
孫
文
は
日
本
に
対
す
る
批
判
を
強
め
て
お
り

ま
す
。
そ
の
顕
著
な
事
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
一
九
二
三
年
、
鶴

見
祐
輔
（
後
に
雄
弁
家
・
評
論
家
と
し
て
有
名
に
な
り
ま
す
）
が
広

東
政
府
を
訪
ね
た
時
に
孫
文
と
対
談
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
孫
文
は

「
過
去
二0
年
間
日
本
は
中
国
政
策
で
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
た
。
辛

亥
革
命
以
後
の
日
本
の
北
京
援
助
政
策
は
こ
と
ご
と
く
中
国
人
の
期

待
を
裏
切
っ
た
近
視
眼
的
な
政
策
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
一
九
二
四
年
一
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
孫
文
は
「
三
民
主

義
」
講
演
を
広
東
で
行
い
ま
す
。
そ
の
中
で
日
本
批
判
が
い
く
つ
か

出
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
侵
略
の
危
険
性
が
大
き
い
国
を
四
つ
あ
げ

て
お
り
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
一
か
月
で
中
国
を
滅
ぼ
せ
る
。
イ
ギ

リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
速
い
か
ら
二
か
月
か
か
る
。
し
か
し
日
本
は
一

O
日
以
内
で
中
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
三
民
主
義
講
演
の
中
で
、
日
本
人
と
日
本
は
、
個

人
と
し
て
も
国
家
と
し
て
も
信
義
を
守
ら
な
い
。
個
人
と
し
て
は
日

本
人
は
、
契
約
を
結
ん
で
お
い
て
も
守
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

る
。
し
か
し
中
国
人
は
口
約
束
で
も
守
る
。
国
家
と
し
て
の
日
本
に

つ
い
て
は
、
朝
鮮
植
民
地
化
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
の
独
立
を
約

束
し
て
お
き
な
が
ら
、
朝
鮮
を
植
民
地
と
し
た
。
逆
に
日
英
同
盟
の

よ
し
み
と
い
う
こ
と
を
口
実
に
し
て
、
利
益
目
当
て
で
第
一
次
大
戦

に
参
加
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
矛
盾
し
た
や
り
方
を
、
信
義
を
守
ら

な
い
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
三
つ
日
に
日
本
の
天
皇
制
に
対

す
る
椀
曲
な
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
孫
文
は
「
人
類
の
進
歩
は
、
原

始
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
神
権
の
時
代
、
三
つ
目
が
君
主
専
制
の
時
代
、

四
つ
円
が
民
権
の
時
代
だ
」
と
、
四
つ
の
段
階
に
分
け
ま
し
て
、
日

本
は
ま
だ
二
つ
目
と
三
つ
目
、
神
権
と
君
権
を
併
用
し
て
い
る
段
階

だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
っ
て
い
ま

せ
ん
。
直
接
的
に
非
難
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
段
階
の
二
段
目
と
三

段
目
に
す
ぎ
な
い
と
一
百
っ
て
、
椀
曲
に
天
皇
制
を
、
共
和
制
を
主
張

す
る
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
ま
す
。

四
つ
目
は
日
本
の
弱
小
民
族
圧
迫
へ
の
批
判
で
あ
り
ま
す
。
特
に

朝
鮮
を
植
民
地
化
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
ビ

ル
マ
を
植
民
地
化
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ト
ナ
ム
を
、
そ
し
て
日
本
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は
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
た
で
は
な
い
か
、

た
あ
と
で
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

孫
文
の
日
本
批
判
の
最
後
と
し
て
、
一
九
二
四
年
の
「
大
ア
ジ
ア

主
義
」
講
演
が
あ
り
ま
す
。
孫
文
は
最
後
の
日
本
訪
問
の
機
会
に
、

日
本
側
か
ら
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う
テl
マ
で
講
演
を
頼
ま
れ
、

そ
こ
で
先
ほ
ど
の
栗
田
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
王
道
・
覇
道
を

対
比
し
な
が
ら
、
日
本
の
覇
道
政
策
を
批
判
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ

で
係
文
は
「
絹
道
」
と
い
う
一
百
菜
を
、
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
あ
る

い
は
圧
迫
」
と
い
う
意
味
に
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
孫
文
の
日
本
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
が
強
ま
っ
て
い

く
中
で
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
係
文
に
関
わ
っ
た
人
々
、
宮
崎
泊
天
、

山
凹
兄
弟
を
含
む
五
人
の
人
々
の
よ
う
な
純
粋
な
、
私
心
の
な
い
献

身
的
な
媛
助
者
と
の
交
流
は
続
い
て
お
り
ま
す
。
治
天
は
一
九
二
一
一

年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
他
の
梅
屋
、
萱
野
、
山
田
純

一
二
郎
と
の
親
密
な
関
係
は
続
い
て
お
り
ま
す
。

孫
文
の
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
具
体
的
に
は
一
八
九

九
年
、
日
本
人
と
共
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
運
動
を
援
助
し
て
お
り

ま
す
。
独
立
軍
に
武
器
を
輸
送
し
て
い
た
布
引
丸
が
沈
没
し
て
、
武

器
弾
薬
が
海
の
藻
屑
と
消
え
る
と
い
う
布
引
丸
事
件
の
悲
劇
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
孫
文
の
ア
ジ
ア
主
義
は
、
日
中
提
携
を
基
礎
一
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
先
ほ
ど
栗
田
先
生
の
お
話
に
出
て
き
ま

し
た
が
、
黄
色
人
種
と
白
色
人
種
が
お
互
い
に
対
立
し
、
闘
争
す
る

と
い
う
黄
白
人
種
闘
争
観
も
孫
文
に
は
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
を

基
礎
に
し
て
孫
文
の
ア
ジ
ア
主
義
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

第
一
次
大
戦
の
あ
と
、
こ
の
内
容
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
日
中
提
携

が
先
ほ
ど
の
日
本
帝
国
主
義
批
判
開
始
以
後
変
わ
っ
て
参
り
ま
す
。

日
本
に
対
す
る
批
判
が
中
心
に
な
っ
て
く
る
。
同
時
に
「
同
人
種
問

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま

盟
」
の
考
え
方
が
否
定
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
被
抑
圧

民
族
と
抑
圧
民
族
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
被
抑
圧
民
族
と
抑
圧
民
族
が
団

結
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
被
抑
圧
民
族
同
上

が
団
結
し
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
抑
圧
民
族
同
士
が
団
結
す
る
。

そ
し
て
世
界
の
将
来
の
戦
争
は
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
の
闘
い
に
な
る

だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
。
黄
白
人
種
の
闘
争
と
い

う
考
え
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
は
孫
文
の
ア
ジ

ア
主
義
の
変
質
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
孫
文
の
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演
の
中
で
そ
れ
が
は
っ

き
り
出
て
き
ま
す
。
こ
の
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演
で
係
文
が
一
一
日
わ

ん
と
し
た
こ
と
は
、
大
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
考
え
が
成
り
立
っ
た
め

に
は
、
被
圧
迫
民
族
の
た
め
に
不
平
等
を
打
ち
破
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ド
」
道
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

a

爵
畳
一
安
な
点

だ
と
思
い
ま
す
。
孫
文
は
こ
の
講
演
の
初
め
の
ほ
う
で
、
日
本
の
日

露
戦
争
の
勝
利
を
向
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
を

刺
激
し
て
、
非
常
に
意
義
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
明
治

維
新
後
の
条
約
改
正
運
動
の
成
功
、
こ
の
点
で
も
日
本
を
評
価
し
て

い
る
。
し
か
し
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

王
道
文
化
と
覇
道
文
化
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
道
義
を
基
礎
と
し

た
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
王
道
文
化
に
基
づ
い
て
不
平
等
条
約
を
廃
棄

し
て
欲
し
い
。
そ
れ
が
大
ア
ジ
ア
主
義
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
条
件

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
の
結
び

の
と
こ
ろ
で
孫
文
は
「
日
本
が
凶
洋
の
覇
道
の
手
先
と
な
る
か
、
東

洋
の
王
道
の
守
り
手
と
な
る
の
か
、
日
本
国
民
は
慎
重
に
考
え
て
選

ん
で
欲
し
い
」
と
い
う
椀
山
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
文

脈
か
ら
言
え
ば
、
日
本
は
抑
圧
国
家
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ソ

ビ
エ
ト
の
み
は
王
道
国
家
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
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と
椀
曲
で
は
あ
り
ま
す
が
日
本
に
王
道
に
戻
っ
て
覇
道
政
策
の
放
棄
、

具
体
的
に
は
不
平
等
条
約
を
廃
棄
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
結
論
に
移
り
ま
す
。
孫
文
の
民
主
共
和

国
樹
立
の
た
め
の
コ
二
年
に
わ
た
る
不
屈
の
革
命
運
動
、
こ
れ
は
中

華
民
国
の
樹
立
で
一
応
成
功
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
凶
悪
な
反
動

的
軍
閥
政
府
と
の
闘
い
が
続
き
ま
し
た
。
ま
た
外
か
ら
反
植
民
地
中

国
の
収
奪
を
続
け
る
帝
国
主
義
列
強
に
対
す
る
不
平
等
条
約
・
不
平

等
関
係
の
撤
廃
を
目
指
す
反
帝
国
主
義
の
た
め
に
、
孫
文
は
全
力
を

傾
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
中
国
の
み
で
な
く
世
界
の
被
圧
迫
民
族
解
放

の
構
想
へ
と
発
展
し
、
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
間
に
孫
文
が
接
触
し
、
交
渉
す
る
相
手
は
、
国
外
に
お
い
て

は
主
と
し
て
日
本
で
あ
り
ま
す
。
私
心
の
な
い
献
身
的
な
支
援
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
一
部
の
日
本
の
民
間
人
、
山
田
兄
弟
達
は
、
そ
の
意

味
で
は
孫
文
の
革
命
運
動
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、

時
に
は
死
活
の
重
要
性
を
持
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

中
で
孫
文
は
、
革
命
運
動
の
初
期
の
ア
ジ
ア
主
義
に
代
え
て
、
新
し

い
ア
ジ
ア
主
義
の
構
想
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

ア
ジ
ア
の
王
道
文
化
を
基
礎
と
す
る
、
ア
ジ
ア
の
被
圧
迫
民
族
団
結

の
構
想
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
孫
文
は
日
本
の
中
国
政
策
、
ア
ジ
ア

政
策
を
批
判
す
る
の
み
で
な
く
、
列
強
の
帝
国
主
義
政
策
を
厳
し
く

批
判
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
将
来
強
固
に
な
っ
た
と
き
に
中
国
は
、

現
在
の
列
強
の
よ
う
に
弱
小
民
族
を
圧
迫
し
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま

り
列
強
の
帝
国
主
義
を
真
似
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま
だ

弱
国
で
あ
る
今
の
う
ち
に
中
国
は
決
心
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
弱
い
者
を
救
い
、
危
い
者
を

助
け
る
、
そ
し
て
列
強
に
抵
抗
す
る
。
こ
れ
を
将
来
の
中
国
の
目
標

に
す
べ
き
で
あ
る
。
中
国
が
強
大
に
な
っ
た
ら
そ
う
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
孫
文
の
「
大
同
」
の
理
想
像
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
孫
文
の
「
大
同
」
に
つ
い
て
の
発
言
を
見
て
み
る

と
、
孫
文
は
世
界
の
未
来
像
と
し
て
「
大
同
」
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
孔
子
の
「
礼
記
』
の
「
礼
運
篇
」
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
り

ま
す
。
孫
文
が
頭
の
中
に
描
い
て
い
る
の
は
、
ま
ず
民
族
主
義
に

よ
っ
て
民
族
の
平
等
を
実
現
し
た
後
に
、
大
同
世
界
を
作
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
夢
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
大
同
」
と
い
う
の
は
係
文

の
理
解
で
は
、
人
間
が
助
け
合
い
、
満
ち
足
り
た
生
活
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
平
和
な
理
想
社
会
、
一
極
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
理

想
郷
）
で
す
。

そ
し
て
係
文
は
、
「
ソ
ビ
エ
ト
の
主
義
は
孔
子
の
大
同
で
あ
る
」
と

言
っ
て
お
り
ま
す
。
新
し
く
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
社
会
主
義
国
ソ
ビ

エ
ト
の
目
標
と
、
孔
子
の
大
同
の
理
惣
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、
こ

う
い
う
発
言
に
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
呼
ぶ
余
地
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
つ
の
解
釈
と
し
て
は
、
中
国
に
抜
き
難
い
、
古
代
中
凶
賛
美

の
傾
向
。
あ
る
い
は
別
の
解
釈
で
は
、
社
会
主
義
・
共
産
主
義
へ
の

親
近
感
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈

が
可
能
で
す
。

時
間
が
き
ま
し
た
の
で
、
係
文
が
晩
年
拶
に
揃
い
た
大
同
世
界
と

い
う
未
来
像
に
触
れ
ま
し
て
、
本
日
の
拙
い
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
消
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

孫
文
の
現
代
的
意
義

二
、
孫
文
の
革
命
運
動
の
一
一
一
O
年

（
二
半
亥
革
命
へ
の
迫
（
一
九
一

の
打
倒
）

興
中
会
（
一
八
九
四
年
）

ロ
ン
ド
ン
の
清
国
公
使
館
監
禁
事
件

中
国
同
盟
会
ご
九

O
五
年
）

中
華
民
国
の
樹
立
（
一
九
二
一
年。
中
国
・

ア
ジ
ア
最
初

の
共
和
制
）

軍
閥
・

裳
世
凱
の
専
制
支
配
と
の
闘
い
（
一
九
二
二
年
）

京
世
凱
死
後
の
軍
側
混
戦
の
小
の
広
東
政
府
ご
九

一
七

年
）

辿
ソ
・

容
共

・

労
山
援
助
の
三
大
政
策
（
一
九
二
川
年
）

反
軍
閥
・

反
帝
国
主
義
の
闘
い
ご
九
二
四
年
）

「
革
命
未
成
功」
の
病
死
（
一
九
二
五
年
。
満
五
八
歳
）

王手

専
制
君
主
制
・

消
削

（
一
八
九
六
年）

( 

ー) 

一
二、
孫
文
と
日
本

（
一
）
革
命
迎
動
の
「
避
難
所
」・
「
恨
拠
地
」
と
し
て
の
日
本

渡
日
十
五
回
（
亡
命
十二
回
、
訪
問
三
回
）

滞
日
約
九
年
（
横
浜
五
年
、
東
京
四
年
、
そ
の
他
）

対
日
依
存
か
ら
対
日
批
判
へ
の
転
換

一
九
一
九
年
を
転
機
に

( 

一
一) 

四
、
孫
文
と
ア
ジ
ア

（
一
）
孫
文
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」

日
中
提
脱
論

黄
白
人
種
闘
争
観

「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演

ア
ジ
ア
文
化
は
王
道
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
間
道

不
平
等
条
約
廃
棄

”h、

一一、、．，，

五
、
結
論

民
主
主
義
中
国
建
設
へ
の
苦
闘

世
界
の
被
圧
迫
民
族
解
放
の
拙
想

大
同
世
界
へ
の
手

う
め
や
し
よ
う

g
g

梅
屋
庄
吉
（
一
八
六
八
｜
一
九
三
四
年
）

明
治
大
正

・

間
利
則
の
災
業
家
。

熱
心
な
係
文
俊
助
布
。

長
崎
以
出
身
。

作
治
で
八

九
五
年
同
部
文
と
会
い
、
そ
の
市
命
思
忽
に
深
く
共
的
し

、

叫
川
を
傾
け
て
革
命
巡
動
を
援
助

し
絞
け
、
名
前
がh
引
い
仰
に
山
る
こ
と
を
避
け
、
市
A叩
の
隠
れ
た
文
担
行
と
し
て
終
始
し
た。

終
日
山
は
映
画
事
業
な
ど
に
よ
る
収
縫
の
多
く
を
孫
文
ら
の
ぷ
命
運
動
の
資
金
に
従
供
し
た

だ
け
で
な
く
、
川
崎
掛
川
犬・
穴
野
H
K知
ら
の
市
命
綬
助
活
動
を
経
済
的
に
文
銀
し、

ま
た

係
文
と
米
間
出
齢
の
結
婚
は
、
主
と
し
て
的
尿
失
妥
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

。

係
文

の
死
後

、

係
hX
の
銅
像
例
法
を
小
川
に
符
問
。
ま
たM
m
Xの
ブ
ロ

ン
ズ
微
を
多
段
っ
く
り

関
係
者
に
則
っ
た
。

。
ゃ
の
内
怖
が
と
ゐ

萱
野
長
知

（
一八
七
三
｜

一
九
四
七
年
）

高
知
県
出
身
。

一
八
九
五
年
孫
文
と
知
り
合
い
、
そ
の
後
宮
崎
浴
天
・
悔
尽
庄
吉
・
山
田

純
三
郎
ら
と
岐
ぶ
献
身
的
な
係
文
俊
助
計
と
し
て
、M
m－X
の
死
ま
で
一
氏
し
て
然
心
に
却
下

命
巡
動
を
支
援
し
た。

一
九
二
二
年
第
二
革
命
失
敗
前
後
孫
文
の
日
本
亡
命
の
際
は
‘
孫
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文
K

陸
禁
止
ト
刀
針
の
日
本
政
府
を
翻
意
さ
せ
る
た
め
、
犬
養
毅
・
頭
山
満
ら
と
緊
慌
に
述

紡
を
取
り
つ
つ
奔
走
し
た
。
一
九

J

同
年
係
文
の
中
葉
革
命
党
結
成
に
深
く
関
り
し
、
係

文
と
前
興
の
対
立
の
和
解
に
川
崎
力
し
た
。

み
や
ざ
阜
と
う
て
ん

宮
崎
清
天
（
一
八
七
一
l

一
九
二
二
年
）

熊
本
県
荒
尾
市
出
身
。
本
名
は
虎
蔵
、
通
称
寅
蔵
。
白
浪
庵
泊
天
と
サ
し
た
の
で
、
多
く

山
内
崎
泊
．
大
と
呼
ば
れ
る
。
兄
の
八
郎
・
民
統
・
弥
成
と
共
に
白
山
民
権
思
想
の
家
庭
に
行

ち
、
一
八
九
七
年
以
米
係
文
の
革
命
思
想
に
深
く
傾
倒
し
、
貧
窮
の
・
抵
に
あ
り
な
が
ら
終

生
係
文
の
市
命
運
動
を
献
身
的
に
主
援
。
ま
ず
中
同
市
命
の
成
功
を
凶
り
、
究
倒
的
に
は

悦
界
革
命
の
実
現
を
目
ざ
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
迎
動
や
恵
州
起
義
な
ど
で
孫
文
を
援

助
し
た
が
失
敗
し
、
一
時
革
命
運
動
か
ら
離
れ
て
浪
曲
師
と
な
り
、
自
作
浪
曲
「
落
花
の

歌
」
を
吟
じ
た
。
小
川
阿
開
会
設
L
以
後
の
内
証
に
当
っ
て
、
．
目
し
て
孫
文
を
支
持
し
、

孫
文
か
ら
の
信
頼
は
極
め
て
篤
か
っ
た
。

ゃ
ま
だ
よ
し
ま
苫

山
田
良
政
二
八
六
八

l

一
九
O
O
）

中
同
楕
命
に
お
け
る
抗
初
の
H

本
人
犠
牲
者
。
青
森
県
弘
前
市
出
身
。
東
京
品
布
会
社
社

日
と
し
て
上
海
主
的
勤
務
の
後
、
日
消
戦
争
に
通
訳
行
と
し
て
従
市
。
．
八
九
九
年
日
本

亡
命
中
の
孫
文
と
東
京
で
知
り
合
い
、
係
文
の
革
命
運
動
に
深
く
共
鳴
。
一
九

O
O
年
東

川
川
文
会
純
計
の
出
店
制
文
川
院
の
教
段
掠
幹
引
と
し
て
赴
任
。
v
m命
市
の
副
州
挙
兵
に

先
立
っ
て
孫
文
を
伴
い
台
湾
に
渡
り
、
台
湾
総
督
児
玉
源
太
郎
、
民
政
長
官
後
藤
新
一
千
と

の
協
力
・
般
助
交
渉
を
斡
旋
し
た
。
学
兵
後
、
本
命
市
の
指
州
日
都
上
良
に
係
文
の
栴
命

を
伝
え
る
た
め
恵
州
に
潜
行
し
、
帰
途
戦
死
し
た
。
中
国
革
命
援
助
の
た
め
犠
牲
と
な
っ

た
最
初
の
外
凶
人
で
あ
る
。
東
京
谷
中
の
全
生
雌
に
記
念
碑
が
也
て
ら
れ
た
。

ゃ
ま
だ
じ
ゅ
ん
ざ
ぷ
畠
う

山
田
純
三
郎
こ
八
七
七

l

一
九
六
O
年
）

献
身
的
な
係
文
控
助
者
。
満
鉄
社U
。
山
森
県
弘
前
市
出
身
。
山
川
良
政
の
弟
。
．
八
九

九
年
南
京
同
文
書
院
在
学
中
に
上
海
で
孫
文
と
知
り
合
う
。
以
後
係
文
の
死
ま
で
、
．
賞

し
て
孫
文
の
市
命
運
動
を
俊
助
し
た
。
．
九
．
一
年
か
ら
一.. 

年
に
か
け
て
、
係
文
と
日

本
側
の
借
款
交
渉
の
仲
介
者
と
し
て
尽
力
し
、
そ
の
後
の
孫
文
の
日
本
亡
命
中
も
熱
心
に

支
控
を
続
け
た
。
第
三
革
命
中
は
上
海
フ
ラ
ン
ス
組
界
の
臼
宅
を
革
命
派
の
郎
官
会
合
所

に
挺
供
し
、
一
九
一
六
年
五
月
陳
北
美
が
同
所
で
暗
殺
さ
れ
た
際
に
は
山
田
の
家
族
も
不

治
の
唱
傷
を
負
っ
た
。
一
九
二
五
年
三
月
係
文
の
臨
終
に
立
ち
会
っ
た
。

い
ぬ
か
い
つ
よ
し

犬
養
毅
ご
八
五
五

l

一
九
三
二
年
）

明
治
・
ト
八
．
止
・
附
和
の
政
治
家
。
附
山
県
出
身
。
本
企
と
ひ
し
た
。
新
聞
記
者
を
経
て
、

一
八
九
O
年
第
．
回
衆
議
院
総
選
挙
以
来
十
八
回
連
続
当
選
。
政
党
内
閣
制
確
立
をH
ざ

し
、
.. 

次
に
わ
た
る
選
滋
辿
助
の
先
到
に
h
uち
、
尼
崎
行
雄
と
共
に
「
逝
政
の
神
様
」
と

称
さ
れ
た
。
日
本
に
亡
命
し
た
係
文
・
金
玉
均
ら
を
保
護
・
援
助
し
、
ア
ジ
ア
民
族
解
放

運
動
に
．
定
の
m
解
と
判
的
を
・
ぶ
し
た
。
特
に
係
文
の
亡
命
に
対
し
て
、
物
心
同
山
の
支

援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
大
陸
へ
の
阿
権
誌
夜
、
利
権
獲
得
の
窓
閲

も
有
し
て
い
た
。
議
会
制
擁
却
を
主
川
祝
し
て
市
部
急
進
派
な
ど
の
攻
壊
の
的
と
な
り
、
－

K
－

一
五
事
件
で
附
殺
さ
れ
た
。

と
う
や
ま
み
つ
る

頭
山
満
（
一
八
五
五
l

一
九
四
四
年
）

明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の
国
家
主
義
者
。
福
岡
県
出
身
。
父
は
黒
田
端
士
・
筒
井
抱
策
。

付
の
実
家
銅
山
家
の
民
子
と
な
る
。
明
治
初
期
、
同
会
開
法
迎
励
に
参
加
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
民
権
論
を
離
れ
同
権
論
に
傾
倒
し
、
一
八
八
一
年
箱m
六
輔
・
半
問
的
太
郎

ら
と
玄
洋
社
を
倒
立
。
右
翼
の
口
頭
、
政
界
の
出
拡
と
し
て
知
ら
れ
た
G

係
文
、
金
・k
均
、

ピ
ハ
リ
・
ポ
l

ス
ら
の
ア
ジ
ア
亡
命
政
治
家
を
保
護
・
援
助
し
た
が
、
主
と
し
て
凶
権
拡

張
、
大
陪
川
区
略
の
足
が
か
り
と
す
る
立
凶
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
3

み
な
か
た
く
ま
ぐ
ず

南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
1
一
九
四
一
年
）

明
治
・
大
正
・
附
和
則
の
航
物
学
行
・
民
俗
学
汗
。
．
八
八
六
年
波
米
の
後
、
助
制
物
の

採
集
・
研
究
を
行
い
、
一
八
九
一
．
年
ロ
ン
ド
ン
へ
行
き
大
英
博
物
館
東
洋
調
査
部
に
入
る

c

．
八
九
六
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
市
川
公
使
館
に
拘
禁
さ
れ
た
係
文
は
、
釈
般
の
後
、
た
徒
同

物
館
に
通
い
、
南
方
と
対
耐
、
以
後
、
係
文
が
ロ
ン
ド
ン
を
去
る
ま
で
親
し
く
交
流
し
た
。

南
方
は
一
九
O
O
年
に
帰
同
、
先
に
来
日
し
て
い
た
孫
文
と
一
九O
J
年
二
月
、
和
歌
山

で
再
会
し
た
。

し
ら
い
わ
り
ゅ
う
へ
い

白
岩
竜
平
（
一
八
七
O
l

一
九
四
二
年
）

明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の
実
業
家
。
岡
山
県
出
身
。H
消
戦
争
後
の
口
消
講
和
条
約
で
認

め
ら
れ
た
長
江
の
内
河
航
路
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
、
．
八
九
八
年
大
取
れ
船
会
社
を

倒
立
し
、
航
運
業
を
通
じ
て
湖
南
省
へ
の
税
帳
的
進
出
を
闘
っ
た
。
一
九O
O
年
三
月
五

日
、
日
本
亡
命
中
の
係
文
と
東
京
新
橋
の
信
濃
屈
で
初
対
面
の
後
、
交
流
を
重
ね
た
よ
う

て
一
九
．
一.. 

年
の
孫
文
公
式
訪
日
の
際
に
も
中
国
興
業
会
社
設
立
問
題
で
孫
文
と
会
つ
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た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

み
h
vみ
と
ょ
っ
ね

三
上
豊
夷
（
一
八
六
三
l

一
九
四
二
年
）

神
戸
の
海
運
業
者
。
荒
野
長
知
の
紹
介
で
亡
命
中
の
孫
文
と
知
り
合
い
、
市
命
派
の
武
装

飾
起
の
た
め
、
神
〆
で
武
路
、
迎
鍛
船
の
手
配
、
資
金
の
凋
速
に
奔
屯
し
た
。
一
九

O
七

年
の
幸
運
丸
事
件
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
孫
文
が
宜
野
を
通
じ
て
・
1

上
に
武
鼎
・
弾

薬
の
広
東
行
油
尼
へ
の
輸
送
を
依
頼
し
、
二
一
ト
い
は
こ
れ
に
応
じ
て

a

・
八0
0
ト
ン
の
挙
運

丸
で
武
器
・
弾
薬
を
輸
送
中
、
消
凶
官
憲
に
発
見
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
海
中
に
東
て
て
逃

げ
H
Wっ
た
事
件
。

す
ず
き
き
ゅ
う
ご
る
う

鈴
木
久
五
郎
二
八
七
七

l

一
九
四
三
年
）

実
業
家
。
崎
．k
県
出
身

P

株
売
口
で
．h
刊
を
附
す
、
俗
称
一
鈴
久
」
、
．
九
ウ
し
ハ
作
ゃ
れ
へ
長

穀
の
紹
介
で
係
文
と
知
り
合
う
。
．
九

O
七
年
消
朝
の
要
求
で
日
本
政
府
が
亡
命
中
の
係

文
を
同
外
退
去
さ
せ
た
際
、
鈴
木
は
市
命
資
金
と
し
て
係
文
に
：
・0
万
川
を
う
え
た
と
い

わ
れ
る
。
．
九
．
三
年
係
文
が
日
本
を
公
式
訪
問
し
た
時
、
鈴
木
は
長
食
生
誕
の
折
だ
っ

た
の
で
、
係
文
の
名
を
も
ら
っ
て
し
人
f

と
名
づ
け
た

r

川
明ι
ト
ヘ
隣
町ι
仰
の
加
山
牒
い
え
「
氏

が
そ
の
人
で
あ
る
。

あ
書
や
ま
T
い
す
げ

秋
山
定
輔
（
一
八
六
八
l

一
九
五
O
年
）

明
治
・
ト
ヘ
．
此
・
附
和
則
の
新
聞
純
一
打
行
・
此
治
家
。
附
山
県
山
身
ロ
八
九
：
・
午
勺
・

h
ハ

新
報
』
を
例
刊
c

政
界
の
黒
幕
的
存
在
と
し
て
車
両
で
活
動
し
、
特
に
大
正
初
期
の
佳
太

郎
の
新
党
結
成
に
深
く
関
与
し
た
、

v

．
九
・
：
・
年
の
係
文
の
初
め
て
の
日
本
公
式
訪
問
を

お
膳
立
て
し
た
。
初
め
孫
文
は
一
九
三
一
年
中
の
訪
問
を
強
く
希
望
し
た
が
丙
同
寺
内
閣

の
係
文
来
日
．
小
歓
迎
を
察
知
し
た
陀
は
、
秋
山
に
米
け
を
延
期
す
る
よ
う
係
文
を
品
川
さ

せ
た
。

か
つ
ら
た
る
う

桂
太
郎
（
一
八
四
七
l

一
九
＝
ニ
年
）

政
治
家
・
陀
市
ト
ヘ
将
。
山
口
県
出
身
c

兵
制
研
究
の
た
め
ド
イ
ツ
に
間
学
、
陀
市
山
山
円
以
に

尽
力
し
た
。
一
－
一
度
組
閣
し
、
第
二
．
次
内
閣
時
代
の
一
九
一
－
二
年
、
日
本
を
公
式
訪
問
し
た

係
文
と
統
訪
、
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
を
駅
淫
す
る
た
め
にH
小
が
中
心
と
な
っ
て
、
挺
関
し

て
立
ち
上
が
る
こ
と
を
約
束
し
た
c

そ
の
後
、
怒
政
擁
護
運
動
に
批
判
さ
れ
て
組
問
っ
か

け
で
総
降
職
し
た
（
大
正
政
変
）
。

〈

u
－
b
L
S

の
す
W

久
原
房
之
助
（
一
八
六
九
l

一
九
六
五
年
）

実
業
家
・
政
治
家
。
山
口
県
出
身
。
久
原
鉱
業
・
久
原
商
事
・
日
立
製
作
所
を
創
立
。
岡

山
中
義
．
内
閣
の
逓
相
、
政
友
会
総
裁
な
ど
を
務
め
る
の
第
・
・
革
命
失
敗
後
、
係
文
が
日
本

に
亡
命
し
て
い
た
一
九
・
五
1

一
六
年
、
久
闘
は
陀
軍
参
謀
次
長
田
中
義

a

の
－
袋
請
を
受

け
て
係
文
に
多
額
の
託
金
を
援
助
し
た
。

き
く
ち
り
ょ
う
い
ち

菊
池
良
一
（
一
八
七
九
l

一
九
四
五
年
）

明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の
実
業
家
・
政
治
家
。
実
業
界
、
新
聞
記
者
、
弁
護
上
を
経
て

J

九
一
．
九
年
代
議1
・
に
中1

選
。
政
治
家
と
し
て
活
動
す
る
小
で
、
小
川
革
命
に
間
心
を
伯
き
、

孫
文
ら
を
支
援
c

係
文
の
日
本
亡
命
の
際
も
熱
心
に
こ
れ
を
助
け
た
。

や
ま
拡
か
み
ね
た
る
う

山
中
峯
太
郎
（
一
八
八
五
l

一
九
六
六
年
）

附
利
初
期
の
小
品
川
然
。
大
阪
山
身
。
開
市
’
仁
川
口
下
位

ι
学
時
代
に
、
学
内
…
鈎
は
じ
め
多
く

の
中
国
人
間
学
生
と
知
り
合
い
、
中
国
同
脱
会
に
参
加c

．
九
．
三
年
の
第
一
一
革
命
の
折
、

市
結
合
脱
し
、
制
け
祈
聞
社
通
U
は
と
し
て
小
川
に
波
り
、
市
命
戦
に
参
加
、
山
中
ト
本
山
内

の
名
で
中
国
革
命
通
信
を
送
っ
た
。
大
正
末
期
に
帰
同
、
附
和
問
に
は
大
衆
的
少
年
少
女

小
況
を
多
数
発
火
。
晩
年
に
、
第

.. 

・
第
：
・
市
命
と
れ
己
の
行
作
を
記
録
し
た
「
下
、
鋭
ア

ジ
ア
の
明
」
を
発
表
し
た
。

お
お
く
ま
し
げ
の
お

大
隈
重
信
（
一
八
三
八
l

一
九
二
二
年
）

明
治
・
ト
ヘ
正
問
の
政
治
・
米
。
佐
賀
県
出
身
。
山
少
年
期
に
淀
川
子
・
梢
乍
・
洋
学
を
学
ん
だ

σ

明
治
政
府
に
あ
っ
て
「
大
限
財
政
」
を
展
開
し
、
一

.. 
菱
財
閥
と
の
関
係
を
強
め
た
。
．
八

九
八
年
、
恒
一
川
辺
助
と
道
政
党
を
結
成
し
て
日
本
批
初
の
政
党
内
閣
（
限
似
内
閣
）
を
組

織
。
一
九
O
七
年
党
首
を
辞
し
て
早
稲
岡
大
学
総
長
と
な
っ
た
。
泊
朝
末
期
の
小
国
に
対

し
て
は
、
共
初
制
を
掲
げ
る
係
文
ら
v
m命
派
よ
り
も
し
は
潜
在
ト
に
制
を
主
張
す
る
改
・
比
一
派
を

主
持
し
、
一
八
九
八
年
の
戊
成
政
変
で
日
本
に
亡
命
し
た
康
有
為
を
保
護
し
た
巴
．
九
一

同
年
第
・

J
次
大
限
内
閣
を
組
織
す
る
と
塑
．
五
年
に
・
・
→
か
条
要
求
を
古
川
凱
政
府
に
提

出
し
、
日
中
関
係
を
決
定
的
に
．
強
化
さ
せ
た
ロ

「
係
・
7人
と
附
浜
川
町
｝
（
む
隣
品
川
）
よ
りル時
件
以
・
4
4符
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藤
井
昇
三
（
ふ

じ

い
し
よ
う
ぞ
う
）

一
九
二
八
年
東
京
に
生
ま
れ
る
。

戦
災
で
兵
庫
県
に
疎
開
。

旧
制
姫
路
市
校
、
京
京
大
学
大
学
院
（
国
際
関
係
論
専
攻
）
で

学
ん
だ
の
ち
、
電
気
通
信
大
学
教
授
、
富

山
国
際
大
学
教
授
を

経
て
、
現
在
は
屯
気
通
信
大
学
名
誉
教
授
、社
会
学
問
士
。

専
門
分
野
は
中
国
近
代
史
、
近
代
日
中
関
係
史。

藤
田ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

孫
文
の
思
怨
的
な
展
開
を

日

本
と
の
闘
連
の
中
で
お
話
し

て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ

い
ま
の
藤
井
先
生
の
ご
講
義
に
対
し
ま
し
て
、
ど
な
た
か
ご
質
問
は

ご
ざ
い
ま
す
か
：
：
：

。

で
は
引

き
つ
づ
き
討
論
に
移
り

ま
す
の
で

、

そ
の
時
に
ご
質
問
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

。

で
は
先
生
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
三
人
の
先
生
方
を
中
心
に

、

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

討
論
と
質
問
の
時
間
を
作

係文と山m純三f!I! （左）
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