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台
湾
原
住
民
文
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア

ー
ー
ー
ト
パ
ス

・
ダ
ナ
ピ
マ
の
世
界
｜
｜

中

野

裕

也

は
じ
め
に

一
九
八

0
年
代
の
台
湾
文
学
界
を
概
観
す
る
と
、

そ
こ
に
は
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
異
変
と
も
言
う
べ
き
出
来
事
が
生
じ
て
い

（

1
）
 

た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
元
来
は
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
マ
レ
l
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
系
の
台
湾
原
住
民
族
に
よ
る
、
中
国
語
を
介
し

た
文
学
の
創
始
で
あ
る
。

彼
ら
の
創
作
領
域
は
、

そ
の
後
小
説
や
詩
、

さ
ら
に
は
散
文
と
多
岐
に
わ
た
り
、
今
日
ま
で
に
原
住
民
文
学
と
い
う
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
を

確
立
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
台
湾
の
原
住
民
文
学
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
単
に
台
湾
の

原
住
民
族
に
対
す
る
物
珍
し
さ
か
ら
、
彼
ら
の
文
学
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
原
住
民
文
学
の
本
質
で
あ

る
は
ず
の
、
原
住
民
作
家
達
が
一
体
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な

一 132-



か
っ
た
よ
う
だ
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
予
め
原
住
民
文
学
が
誕
生
し
て
き
た
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
原
住
民
作
家
の
草
分
け
で
あ
る
ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ

（
漢
名
・
：
田
雅
各
〉
の
著
述
活
動
を
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
作
品
の
中
で
訴
え
よ
う
と
し
た
事
柄
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
、
初
期
の
台
湾
原
住
民
文
学
が
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
も
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

台
湾
の
原
住
民
族
に
関
し
て
は
、
私
は
一
九
九

O
年
三
月
よ
り

二
年
四
カ
月
間
に
わ
た
っ
て
台
湾
南
部
の
大
学
で
日
本
語
の
教
鞭
を
執

る
傍
ら
、

ほ
と
ん
ど
週
末
毎
に
山
間
部
に
点
在
す
る
彼
ら
の
村
落
（
主
に
ル
カ
イ
、

パ
イ
ワ
ン
、

ブ
ヌ
ン
各
部
族
の
村
落
）
を
訪
ね
、
寝
食

を
共
に
し
な
が
ら
原
住
民
族
を
取
り
巻
く
様
々
な
状
況
に
つ
い
て
彼
ら
と
語
り
合
っ
た
経
験
を
持
つ
。

ま
た
本
稿
で
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
の
ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
に
つ
い
て
も

一
九
九
二
年
三
月
七
日
に
花
蓮
に
直
接
彼
を
訪
ね
、

そ
の
著
述
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活
動
に
関
し
て
長
時
間
に
わ
た
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
私
の
体
験
、

及
び
ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
や
彼
の
周
囲
の
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下

の
論
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

台
湾
原
住
民
族
を
と
り
ま
く
状
況

一
九
七

0
年
代
末
か
ら
八

0
年
代
中
頃
に
か
け
て
、
台
湾
で
は
多
数
の
原
住
民
族
を
巻
き
込
ん
だ
不
慮
の
労
働
災
害
が
多
発
し
た
。
こ
れ

ら
の
労
働
災
害
と
は
、

主
に
遠
洋
漁
船
の
沈
没
や
国
外
で
の
掌
捕
、
都
市
の
建
築
現
場
で
の
事
故
や
鉱
山
災
害
等
で
あ
り
、
改
め
て
原
住
民

族
が
旧
来
の
居
住
地
域
を
離
れ
て
漢
族
社
会
に
流
入
し
、
危
険
な
労
働
に
従
事
し
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

台
湾
原
住
民
族
の
多
く
は
、

か
つ
て
は
台
湾
中
央
山
脈
一
帯
や
東
部
の
平
野
部
等
に
居
住
し
、
狩
猟
と
焼
畑
に
よ
る
原
始
的
な
自
給
自
足



の
生
活
を
営
ん
で
い
た
。

し
か
し
日
本
に
よ
る
台
湾
の
植
民
地
支
配
以
降
は
、
逐
次
日
本
側
の
統
治
し
易
い
場
所
へ
と
移
住
さ
せ
ら
れ
、
次

第
に
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
型
の
社
会
へ
と
転
化
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
国
民
党
に
よ
る
台
湾
光
復
後
、
特
に
一
九
六

0
年
代
以

降
は
、
台
湾
の
経
済
発
展
に
伴
い
、
原
住
民
族
も
徐
々
に
漢
族
の
経
済
圏
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、

や
が
て
一
部
の
原
住
民
達
は
、

そ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
山
間
僻
地
で
の
収
入
の
安
定
し
な
い
農
業
を
嫌
い
、

次
第
に
平
野
部
、
も
し
く
は
都
市
部
の
漢
族
社
会
に
流
入
し
始
め
る
。
そ
の
数
は
一
九
六
一
年
に
は
わ
ず
か
に
二

O
O
人
余
り
に
過
ぎ
な

か
っ
た
も
の
が

一
九
八
三
年
に
は
約
八
三
’

0
0
0人
に
も
達
し
、
原
住
民
族
全
体
の
お
よ
そ
四
分
の
一
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。

し
か
し
原
往
民
族
は
、
も
と
も
と
漢
族
と
は
異
な
っ
た
文
化
背
景
を
持
ち
、

母
語
や
社
会
通
念
を
異
に
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
の
漢

族
社
会
へ
の
適
応
に
は
、
困
難
が
伴
っ
た
。

ま
た
漢
族
社
会
に
は
以
前
か
ら
原
住
民
族
に
対
す
る
根
深
い
偏
見
と
差
別
も
存
在
し
て
い
た
た

-134-

め
、
彼
ら
が
漢
族
社
会
で
十
分
な
労
働
条
件
を
備
え
た
仕
事
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
移
住
し
た
原
住
民
の
大
多
数
が
、
危
険
と
隣
合
わ
せ
の
何
の
保
障
も
な
い
低
賃
金
労
働
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
台
湾
社

会
の
最
底
辺
層
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
経
済
的
に
逼
迫
し
た
家
庭
か
ら
は
、
そ
の
子
女
が
人
身
売
買
の
業
者
へ
と
売
り
渡
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
学
齢
期
の
児
童
が
労
働
に
従
事
し
た
り
、
多
数
の
少
女
達
が
風
俗
産
業
へ
と
身
を
落
と
す
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
た
。

こ
う
し
て
山
間
部
の
原
住
民
族
の
村
落
で
は

一
家
を
支
え
る
働
き
手
や
若
者
の
多
く
が
平
野
部
へ
と
流
失
し
て
い
っ
た
た
め
に
急
速
な

過
疎
化
が
進
み
、
次
第
に
独
自
の
伝
統
文
化
や
社
会
秩
序
が
失
わ
れ
、

ひ
い
て
は
個
々
の
家
庭
生
活
す
ら
崩
壊
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
た
原
住
民
族
で
は
あ
っ
た
が

一
方
で
は
漢
族
社
会
に
流
入
し
た
人
々
の
中
か
ら
、
大
学
等
の
高
等

教
育
を
受
け
る
若
者
達
も
輩
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
原
住
民
族
社
会
と
漢
族
社
会
双
方
の
異
な
っ
た
価
値
観
を
合
わ
せ

持
つ
、
原
住
民
知
識
青
年
達
の
誕
生
で
あ
る
。



一
九
八
三
年
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
原
住
民
知
識
青
年
の
一
人
が
、
在
籍
し
て
い
た
大
学
の
文
学
賞
に
応
募
す
る
た
め
に
、
恐
ら
く
は
台

湾
原
住
民
族
に
と
っ
て
有
史
以
来
初
め
て
の
中
国
語
に
よ
る
小
説
を
書
き
上
げ
た
。
こ
の
学
生
が
す
な
わ
ち
ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
で
あ
り
、

こ
の
時
に
著
さ
れ
た
彼
の
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

は
、
後
に
原
住
民
文
学
と
し
て
認
知
さ
れ
た
最
初
の
作
品
と
な
る
の
で
あ
る
。

一一一、

ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
の
著
述
活
動
へ
の
契
機

ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ

（
以
下
ト
パ
ス
と
呼
ぶ
。
）
は

一
九
六

O
年
に
南
投
県
信
義
郷
人
和
村
に
生
ま
れ
た
ブ
ヌ
ン
族
の
青
年
で
あ
る
。

彼
は
一
九
七
八
年
に
高
雄
医
学
院
に
入
学
後
、
同
大
学
の
社
団
の
一
つ
で
あ
る

「
阿
米
巴
詩
社
」

に
所
属
し
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
詩
作
に

興
じ
て
い
た
。
や
が
て
彼
の
周
囲
に
は
原
住
民
の
学
生
達
が
集
う
よ
う
に
な
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
山
で
の
生
活
や
原
住
民
族
の
行

ト
パ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
時
に
は
原
住
民
族
全
体
の
悲
惨
な
境
遇
に
思
い
巡
ら
し
、
酒
の
勢
い
も
手
伝
っ
て
号
泣
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

p
h
u
 

qa 

く
末
等
に
つ
い
て
語
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

と
い
う
。

し
か
し
一
夜
明
け
て
み
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
周
囲
の
状
況
は
何
も
変
っ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
嘆
き
も
誰
に
伝
わ
る
こ
と
も

‘
、
、
‘
《

M

4

’hB
L
V
 

ト
パ
ス
は
や
が
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
繰
り
返
し
で
は
駄
目
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
思
い
の
丈
を
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

に
ま
と
め
上
げ
、
学
内
に
設
け
ら
れ
た
南
杏
文
学
賞
に
応
募
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

は
、
ト
パ
ス
自
身
の
民
族
名
の
漢
字
音
訳
を
も
っ
て
題
名
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
あ
た
か
も
ト
パ
ス
の
私
小
説
的
な
趣
の
作
品
で
あ
る
。

ト
パ
ス
は
こ
の
作
品
で
、

主
人
公
の
医
大
生
拓
抜
斯
が
山
村
に
帰
省
す
る
様
子
を
描
き
な
が
ら
、
漢
族
社
会
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

ブ
ヌ
ン
族
特
有
の
生
活
様
式
や
思
考
方
法
、
さ
ら
に
は
こ
の
時
期
に
ト
パ
ス
が
認
識
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
原
住
民
問
題
を
、
道
中
の
ト



ラ
ッ
ク
に
乗
り
合
わ
せ
た
村
人
達
と
の
対
話
を
通
じ
て
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
作
品
は
文
学
賞
の
選
考
の
段
階
で
は
ト
パ
ス
の
意
気
込
み
に
も
関
わ
ら
ず
、
次
点
に
選
ば
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
こ
の
文
学
賞
に
応
募
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
の
作
品
は
幸
運
に
も
作
家
呉
錦
発
の
目
に
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

呉
錦
発
は
友
人
の
勧
め
で
ト
パ
ス
の
処
女
作
を
一
読
す
る
と
、
「
こ
れ
こ
そ
真
の
台
湾
文
学
だ
。
」
と
絶
賛
し
、
自
ら
が
手
懸
け
て
い
た

『
台
湾
時
報
』
紙
副
刊
に
掲
載
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
作
品
は
一
九
八
三
年
の
雅
爾
版
「
年
度
小
説
選
」
と
前
衛
版

「
台
湾
小
説
選
」

に
入
選
し
、
台
湾
に
お
け
る
原
住
民
文
学
の
誕
生
と
し
て
文
壇
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
の
著
述
活
動
を
支
え
た
要
因

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
ト
パ
ス
の
著
述
活
動
に
は
、
こ
れ
以
後
二
つ
の
要
素
が
大
き
く
介
在
し
て
い
く
。

そ
れ
は
前
述
し
た
呉
錦
発
の
支
援

-136-

と
、
後
に
ト
パ
ス
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
原
住
民
権
利
促
進
運
動
の
勃
興
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
れ
以
後
の
ト
パ
ス
の
著
作
に
深

い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
前
者
の
呉
錦
発
の
支
援
に
つ
い
て
だ
が
、

そ
れ
は
呉
錦
発
自
ら
が
ト
パ
ス
を
訪
ね
、
交
友
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。

そ
し
て
呉
錦
発
は
ト
パ
ス
を
鼓
舞
し
て
作
品
の
著
述
を
促
す
一
方
で
、

ト
パ
ス
が
書
き
上
げ
た
作
品
を
白
か
ら
の
っ
て
を
辿
っ
て
次
々
と
新

聞
や
雑
誌
等
で
発
表
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
呉
錦
発
の
助
力
を
受
け
て
、

（

4
）
 

ト
パ
ス
は
一
九
八
四
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
、
後
に
そ
の
著
書
『
最
後
的
狩
人
』
に
ま
と
め

ら
れ
る
一
連
の
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
呉
錦
発
に
つ
い
て
ト
パ
ス
に
感
想
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
彼
は
呉
錦
発
は
あ
た
か
も
「
導
師
（
指
導
教
官
ど
の
よ
う
な
存
在
で



あ
っ
た
と
語
っ
て
く
れ
た
。

ト
パ
ス
に
よ
れ
ば
、
呉
錦
発
は
原
住
民
を
同
じ
仲
間
だ
と
し
て
受
け
入
れ
た
う
え
で
、

ト
パ
ス
の
著
述
活
動
を
励
ま
す
と
同
時
に
、

ト
ノ、

ス
に
様
々
な
助
言
を
与
え
た
。
特
に
作
品
の
中
に
漢
族
に
は
理
解
し
ず
ら
い
ブ
ヌ
ン
族
特
有
の
思
考
方
法
や
表
現
等
が
あ
る
と
、
事
細
か
く

指
摘
し
て
く
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ト
パ
ス
は
、
文
壇
に
お
い
て
次
第
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、

原
住
民
作
家
の
発
掘
や
支
援
に
精
力
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
を
支
え
た
呉
錦
発
自
身
も
、
他
の

現
在
、
台
湾
に
お
い
て
原
住
民
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
さ
れ
、
何
人
か
の
原
住
民
作
家
達
が
活
躍
し
て
い
る
背
景
に
は
、
実
は
こ

の
よ
う
な
呉
錦
発
の
彼
ら
に
対
す
る
支
援
も
深
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
勃
興
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
実
は
二
、

の
冒
頭
の
所
で
も
述
べ
た
原
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
一
連
の
労
働
災
害
で
あ
っ
た
。
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次
に
ト
パ
ス
の
著
述
活
動
に
影
響
を
与
え
た
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
、
原
往
民
権
利
促
進
運
動
へ
と
目
を
移
し
て
み
よ
う
。
こ
の
運
動

こ
う
し
た
事
故
が
度
重
な
る
う
ち
に

一
部
の
原
住
民
知
識
青
年
達
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
原
住
民
族
が
滅
亡
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
機
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
彼
ら
は
単
に
危
機
感
を
抱
く
だ
け
で
は
な
く
、
原
住
民
族
を
危
機
に
陥
れ
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
問
題
に
対
し
て
も
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
当
時
の
台
湾
で
は
、
既
に
後
の

「
民
進
党
」

へ
と
発
展
す
る

「
党
外
」
派
の
政
治
運
動
が
活
発
化
し
て
お
り

そ
れ
ま
で
台
湾
社
会

に
存
在
し
て
い
た
言
論
の
タ
ブ
ー
も
徐
々
に
破
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
意
識
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、

一
九
八
三
年
五
月
に
台
湾
大
学
の
原
住
民
学
生
の
グ
ル
ー
プ
が
、
『
高
山
青
』
と
名
付
け
た
地

下
出
版
物
を
刊
行
し
、
原
住
民
の
民
族
意
識
の
喚
起
と
各
部
族
の
団
結
を
訴
え
始
め
た
の
で
あ
る
。



当
初
、
彼
ら
の
訴
え
は
台
北
か
ら
遠
く
離
れ
た
高
雄
の
ト
パ
ス
の
耳
に
ま
で
は
届
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
『
高
山
青
』
創
刊
の
際
、

（

6
）
 

中
心
と
な
っ
て
い
た
タ
イ
ヤ
ル
族
の
青
年
が
徴
兵
で
高
雄
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ト
パ
ス
と
『
高
山
青
』
グ
ル
ー
プ
の
聞
に
交
流
が

生
ず
る
よ
う
に
な
る
。

『
高
山
青
』
の
存
在
を
知
っ
た
ト
パ
ス
は
、
彼
等
の
活
動
に
つ
い
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
れ
は
一
九
八
四
年
七
月
一
八
日
の
『
民
衆
日

報
』
紙
副
刊
に
掲
載
さ
れ
た
ト
パ
ス
の
評
論
、
「
山
地
知
青
的
角
色
輿
影
響
」
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
中
で
ト
パ
ス
は
、
原
住
民
知
識
青
年
の
積
極
的
な
活
動
と
し
て
『
高
山
青
』
を
例
に
引
き
、
「
彼
ら
は
勇
敢
に
も
社
会
世
論
の
先
頭
に

立
ち
、
国
や
社
会
全
体
に
対
し
て
、
こ
の
社
会
に
は
山
地
同
胞
（
原
住
民
）
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
し
な
い
よ
う
呼
び
掛
け

て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
ト
パ
ス
と
彼
ら
と
の
交
流
は
、
そ
の
後
活
発
に
な
り
、

ト
パ
ス
自
身
の
原
住
民
問
題
に
対
す
る
認
識
も
拡
充
さ
れ
て
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い
く
。
そ
し
て
ト
パ
ス
は
次
第
に
原
住
民
権
利
促
進
運
動
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
。

原
住
民
権
利
促
進
運
動
は
、
『
高
山
青
』
の
主
張
を
受
け
て
「
小
数
民
族
委
員
会
」
が
設
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
勃
興
し
、

一
九
八
四
年
一

一
一
月
に
は
両
団
体
の
構
成
者
が
母
体
と
な
っ
て

「
台
湾
原
住
民
権
利
促
進
委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
で
本
格
化
す
る
。

そ
し
て
こ
の

「
台
湾
原
住
民
権
利
促
進
委
員
会
」
（
以
下
「
原
権
会
」
と
称
す
。
）

の
結
成
の
際
に
は
、

二
四
人
の
委
員
の
一
人
と
し
て
ト

パ
ス
も
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

」
う
し
て
ト
パ
ス
は

一
方
で
は
呉
錦
発
の
支
援
を
受
け
て
作
品
を
発
表
す
る
傍
ら
、
他
方
で
は
こ
の
よ
う
な
原
住
民
権
利
促
進
運
動
に

加
わ
っ
て
著
述
活
動
を
行
な
う
と
い
う
独
特
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
こ
れ
以
後
の
ト
パ
ス
の
作
品
に
は
、
こ
の
運
動

と
の
結
び
つ
き
を
伺
わ
せ
る
部
分
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。



五、

ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
の
作
品
と
原
住
民
人
権
促
進
運
動
と
の
関
連

そ
れ
で
は
原
住
民
権
利
促
進
運
動
は
ト
パ
ス
の
作
品
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

ト
パ
ス
の
作
品
で
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
折
り
混
ぜ
て
原
住
民
問
題
が
様
々
な
形
を
と
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
中

で
も
ト
パ
ス
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
問
題
に
原
住
民
の
土
地
使
用
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
あ
る
。（

7
）
 

ト
パ
ス
は
「
原
権
会
」
に
加
わ
っ
た
翌
年
に
、
後
に
彼
の
代
表
作
と
な
る
小
説
「
最
後
的
狩
人
」
を
発
表
し
て
い
る
。

ハ
8
）

こ
の
作
品
で
は
主
人
公
の
比
雅
日
は
狩
人
を
自
負
し
て
お
り
、
彼
は
山
中
で
苦
労
し
た
挙
げ
句
、
山
先
を
仕
留
め
る
。

し
か
し
彼
は
村
に
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戻
る
途
中
で
、
警
官
に
密
猟
と
自
然
破
壊
の
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
見
逃
し
て
も
ら
う
た
め
に
賄
賂
と
し
て
獲
物
を
差
し
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

こ
の
時
の
比
雅
日
の
欝
憤
は
、
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

に
登
場
す
る
、
同
じ
く
狩
人
の
烏
璃
斯
の
口
を
借
り
て
晴
ら
さ
れ
て
い

る。

「
林
務
局
。
拓
抜
斯
が
言
っ
た
あ
の
役
所
だ
が
、
あ
い
つ
等
こ
そ
動
物
の
住
み
か
を
壊
し
続
け
て
い
る
。
中
略
。
：
：
：
そ
の
う
え
で
狩
人

が
乱
獲
し
た
か
ら
自
然
が
破
壊
さ
れ
た
な
ど
と
言
つ
て
の
け
る
ん
だ
。
」

つ
ま
り
両
作
品
を
通
じ
て
ト
パ
ス
が
訴
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
原
住
民
族
が
先
祖
伝
来
の
土
地
で
伝
統
に
則
っ
て
狩
り
を
し
よ
う
に
も
、

漢
族
に
よ
っ
て
自
然
保
護
を
名
目
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
現
実
と
、

そ
の
漢
族
自
身
が
一
方
で
は
自
然
を
破
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
す
る
怒

り
で
あ
る
。

先
祖
伝
来
の
土
地
で
原
住
民
達
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
何
も
狩
猟
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。



同
じ
く
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

に
登
場
す
る
老
人
の
比
恩
は
、
孫
の
結
婚
祝
い
に
ベ
ッ
ド
を
作
っ
て
や
ろ
う
と
、
漢
族
が
足
を

踏
み
入
れ
た
こ
と
も
な
い
深
い
森
に
入
っ
て
棒
を
伐
り
出
し
て
く
る
。

し
か
し
こ
の
件
が
も
と
で
、
あ
る
日
突
然
町
の
裁
判
所
か
ら
呼
び
出

し
を
受
け
、
訳
も
わ
か
ら
ぬ
う
ち
に
盗
伐
の
罪
で
有
罪
に
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
不
満
を
訴
え
る
の
は
、

や
は
り
前
出
の
烏
璃
斯
で
あ
る
。
彼
は
固
有
財
産
の
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
拓
抜
斯
に
向

か
つ
て
怒
鳴
り
つ
け
る

「
お
い
大
学
生
。

い
い
加
減
な
こ
と
を
言
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
。
あ
の
国
語
を
話
す
奴
ら
が
こ
こ
に
来
る
前
か
ら
、
あ
あ
い
う
木
は
こ
ん

な
に
大
き
か
っ
た
ん
だ
。
中
略
・
：
。
ご
先
祖
が
木
を
伐
っ
て
家
を
建
て
た
り
、
家
具
を
作
っ
た
り
し
た
も
、
神
様
は
一
度
だ
っ
て
怒
っ
た
り

し
な
か
っ
た
ん
だ
。
デ
ィ
l
ア
ン
が
神
様
の
物
を
持
ち
出
し
た
か
ら
っ
て
、
林
務
局
は
一
体
何
に
基
づ
い
て
、
デ
ィ
l
ア
ン
に
命
令
し
た
り
、

こ
う
し
た
本
来
は
原
住
民
が
所
有
し
て
い
た
は
ず
の
土
地
の
問
題
に
つ
い
て
、

ト
パ
ス
は
「
原
権
会
」

に
加
わ
っ
て
か
ら
発
表
し
た
作
品
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罰
し
た
り
、
牢
屋
に
入
れ
た
り
で
き
る
っ
て
言
う
ん
だ
。
」

の
中
で
度
々
論
及
し
て
い
る
。

作
品
「
機
悔
的
死
」

で
は
酔
っ
た
老
人
た
ち
の
口
を
借
り
て
、
本
来
原
住
民
の
村
落
で
あ
っ
た
士
地
が
、
観
光
開
発
を
目
的
と
し
た
漢
族

の
人
々
に
非
合
法
に
買
い
取
ら
れ
、
今
で
は
旧
来
の
村
に
住
む
の
は
三
家
族
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
訴
え
て
い
る
。

ま
た
作
品
「
噺
利

頓
的
女
児
」

で
は
、
葡
萄
栽
培
の
失
敗
が
も
と
で
、
原
住
民
の
農
地
が
借
金
の
か
た
に
漢
族
の
農
民
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
、
挙
げ
句
の
果
て
に

は
原
住
民
が
そ
の
農
民
の
下
で
働
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
様
を
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
ト
パ
ス
が
作
品
を
通
じ
て
訴
え
て
き
た
土
地
使
用
の
問
題
と
は
、
突
き
詰
め
て
考
え
て
み
る
と
、
山
地
保
留
地
の
問
題
と
し
て

捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。



こ
の
山
地
保
留
地
と
は
、
原
住
民
の
生
計
と
山
地
行
政
を
推
し
進
め
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
国
有
地
の
こ
と
で
、
こ
の
土
地
に
限
り
原
住

民
は
無
償
で
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
山
地
保
留
地
は
原
住
民
が
先
祖
伝
来
の
土
地
だ
と
信
じ
て
き
た
台
湾

全
土
の
山
地
行
政
区
域
の
わ
ず
か
一
五
%
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
残
り
の
八
五
%
の
土
地
は
国
有
林
と
し
て
林
務
局
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、

こ
れ
ま
で
原
住
民
は
使
用
す
る
こ
と
さ
え
禁
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

さ
ら
に
こ
の
わ
ず
か
な
山
地
保
留
地
さ
え
も

一
九
七
六
年
に
農
地
等
の
所
有
権
が
原
住
民
の
手
に
移
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
漢
族
の
非
合

法
な
手
段
で
次
々
と
原
住
民
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

何
ら
の
財
産
も
な
く
、
農
業
の
み
に
依
拠
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
原
住
民
達
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
土
地
を
失
う
状
況
は
死
活
問
題

で
あ
っ
た
。

ト
パ
ス
が
上
記
の
作
品
の
中
で
描
い
て
き
た
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う
に
山
地
保
留
地
に
押
し
こ
め
ら
れ
、

そ
の
う
え
保
留
地
の
土
地
さ
え
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奪
わ
れ
て
き
た
原
住
民
達
の
悲
哀
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
山
地
保
留
地
の
問
題
に
関
し
て
は
、

「
原
権
会
」

に
よ
っ
て
一
九
八
八
年
八
月
か
ら
本
格
的
な
抗
議
行
動
が
始
め
ら
れ
る
。

中
で
も
同
年
八
月
二
五
日
に
台
北
で
行
な
わ
れ
た

「
還
我
土
地
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
デ
モ
に
は
、
原
住
民
族
各
部
族
の
代
表
約
二

0
0
0人
が
参
加
し
、
こ
の
問
題
が
い
か
に
現
住
民
族
全
体
に
と
っ
て
切
実
な
も
の
で
あ
る
か
を
訴
え
た
。
そ
し
て
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
、

「
原
権
会
」
は
今
日
ま
で
に
あ
る
程
度
の
国
有
地
を
原
住
民
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
、
運
動
は
今
尚
継
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
ト
パ
ス
と
「
原
権
会
」

の
土
地
問
題
に
対
す
る
認
識
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
ト
パ
ス
が
作

品
を
通
し
て
訴
え
た
問
題
で
、

「
原
権
会
」
が
実
際
の
抗
議
行
動
を
行
な
っ
た
例
は
他
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

そ
の
中
で
も
双
方
の
結
び
つ
き
を
示
す
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
は

「
呉
鳳
伝
説
の
教
育
の
場
か
ら
の
撤
廃
運
動
」
と
ト
パ
ス
の
作
品
「
馬



難
明
白
了
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
も
の
で
、

「
原
権
会
」
が
こ
の
運
動
を
通
じ
て
撤
廃
を
主
張
し
た
呉
鳳
伝
説
と
は
、
小
学
校
の

日
本
統
治
時
代
の
教
科
書
の
内
容
が
国
民
党
に
よ
る
光
復
後
も
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
生
活
と
倫
理
」
科
目
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

こ
の
伝
説
は
、
阿
里
山
一
帯
に
居
住
す
る
原
住
民
の
ツ
オ
ウ
族
が
他
の
部
族
と
は
異
な
り
、
早
く
か
ら
誠
首
の
風
習
を
廃
し
て
い
た
こ
と

に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
伝
説
で
は
清
代
に
こ
の
一
帯
の
通
事
を
務
め
て
い
た
漢
族
の
呉
鳳
と
い
う
人
物
が
、
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ツ
オ
ウ
族
の
風
習
を
改
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
原
権
会
」

の
撤
廃
運
動
の
過
程
で
は
、
こ
の
伝
説
の
歴
史
的
信
窓
性
に
関
し
て
多
く
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
問
題
視

さ
れ
た
の
は
、
こ
の
伝
説
が
教
育
の
場
で
流
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
住
民
族
に
対
す
る
差
別
が
助
長
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
伝
説
の
存
在
は
、
原
往
民
族
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
原
住
民
族
と
は
首
狩
り
を
す
る
野
蛮
で
遅
れ
た
奴
ら
な
の
だ
と
い
う
漢
族
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側
の
偏
見
を
固
定
化
し
続
け
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

「
原
権
会
」

は
こ
う
し
た
偏
見
を
打
破
す
る
た
め
に

一
九
八
五
年
九
月
の
抗
議
行
動
を
皮
切
り
に
、
教
科
書
か
ら
の
伝
説
の
削
減
と
呉

鳳
を
賛
美
す
る
地
名
や
銅
像
の
撤
廃
等
を
求
め
て
粘
り
強
い
運
動
を
展
開
し

一
九
八
九
年
ま
で
に
は
い
ず
れ
の
要
求
も
実
現
す
る
と
い
う

成
果
を
収
め
て
い
る
。

以
上
が

「
呉
鳳
伝
説
の
撤
廃
運
動
」

の
あ
ら
ま
し
だ
が
、
こ
の
運
動
と
ト
パ
ス
の
作
品
の
聞
に
は
以
下
の
よ
う
な
関
連
が
見
ら
れ
る
。

先
に
示
し
た
作
品
「
馬
難
明
白
了
」

で
あ
る
が
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

主
人
公
の
馬
難
は
都
市
の
小
学
校
に
通
う
原
住
民
の
少
年
で
、

そ
の
日
彼
が
受
け
た
授
業
は
呉
鳳
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
。
教
師
は
か
つ

て
の
原
住
民
族
は
、
中
国
の
倫
理
の
薫
陶
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
野
蛮
な
行
為
を
行
な
っ
た
の
だ
と
説
明
し
、
そ
れ
を



聞
い
た
馬
難
は
強
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
そ
こ
へ
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
関
南
人
の
級
友
が
原
住
民
は
首
狩
り
族
だ
と
は
や
し
た
て

る
。
馬
難
は
泣
き
な
が
ら
家
に
戻
る
と
、
医
師
で
あ
る
父
親
に
向
か
っ
て
、
な
ぜ
自
分
が
原
住
民
で
あ
る
の
か
、
自
分
の
祖
先
は
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
残
忍
で
あ
っ
た
の
か
と
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
。
父
親
は
馬
難
を
な
だ
め
る
と
、
祖
先
が
い
か
に
優
秀
な
民
族
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

語
り
、
呉
鳳
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
で
、

双
方
の
民
族
の
聞
に
混
乱
と
憎
し
み
を
生
む
だ
け
だ
と
結
論
付
け

る
。
そ
れ
を
聞
い
た
馬
難
は
、
次
第
に
自
ら
が
原
住
民
で
あ
る
こ
と
の
自
信
を
回
復
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
ト
パ
ス
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
は
こ
の
作
品
は
親
属
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
の
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

し

か
し
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
作
品
は
一
少
年
の
心
情
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
呉
鳳
伝
説
に

よ
っ
て
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
て
き
た
、
原
住
民
族
全
体
の
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ト
パ
ス
は
父
親

の
言
葉
の
中
に

「
原
権
会
」

の
主
張
を
重
ね
合
わ
せ
る
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
ト
パ
ス
は

「
原
権
会
」
を
そ
の
代
表
と
し
て
、
原
住
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民
族
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
呉
鳳
伝
説
の
撤
廃
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
作
品
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
は

「
原
権
会
」

の
最
初
の
抗
議
行
動
の
直
前
で
あ
り
、
こ
れ
も
単
な
る
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は

：
、
。

え
し

な
ぜ
な
ら
撤
廃
運
動
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
馬
難
は
、
原
住
民
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
具
体
例
と
し
て
、

様
々
な
場
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
作
品
は
ま
さ
に

「
原
権
会
」

の
伝
説
撤
廃
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
著
さ

れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ト
パ
ス
は
、
こ
の
作
品
で
は
原
住
民
権
利
促
進
運
動
に
お
け
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
実
は
こ
の
よ
う
な
原
住
民
文
学
の
作
品
と
原
住
民
権
利
促
進
運
動
が
密
接
な
関
連
を
持
つ
と
い
っ
た
傾
向
は
、

ト
パ
ス
だ
け
に
止
ま
ら

局、、。

＋
ん
、
iv

八

0
年
代
中
頃
か
ら
次
々
と
創
作
を
開
始
し
た
他
の
原
住
民
作
家
達
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。



一一Lー・
ノ＼

原
住
民
文
学
と
原
住
民
権
利
促
進
運
動

一
九
八
四
年
か
ら
本
格
的
に
作
品
を
発
表
し
始
め
た
パ
イ
ワ
ン
族
の
盲
目
の
詩
人
、

モ
ナ
l
ナ
ン
・
マ
ラ
ヤ
フ
ォ
ス

（
漢
名
・
・
・
曾
舜
旺
。

以
下
モ
ナ
l
ナ
ン
と
呼
ぶ
。
）
は
、

ト
パ
ス
以
上
に
原
住
民
権
利
促
進
運
動
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
。

モ
ナ
！
ナ
ン
は
こ
れ
ま
で
、
職
業
紹
介
所
に
編
さ
れ
て
奴
隷
同
様
に
労
働
市
場
に
売
ら
れ
、
社
会
の
底
辺
を
さ
ま
よ
う
う
ち
に
失
明
す
る

と
い
っ
た
苦
難
に
満
ち
た
人
生
を
送
っ
て
き
た
。

ま
た
彼
の
妹
は
一
四
歳
で
売
春
婦
と
し
て
売
ら
れ
、
後
に
彼
自
身
に
救
け
だ
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
験
を
持
つ
モ
ナ
l
ナ
ン
だ
け
に
、
彼
の
原
住
民
権
利
促
進
運
動
へ
の
関
わ
り
方
は
積
極
的
で
あ
る
。

モ
ナ
l
ナ
ン
も
「
原
権
会
」

の
設
立
当
初
か
ら
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
不
自
由
な
体
を
推
し
て
「
原
権
会
」
が
発
動
し
た
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デ
モ
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
詩
を
「
原
権
会
」
発
行
の
定
期
刊
行
物
『
原
住
民
』
に
提
供
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
彼
の
詩
に
は
、

こ
の
よ
う
な
抗
議
活
動
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
原
住
民
の
心
情
を
代
弁
し
た
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
彼
の
詩
「
来
白
地
底
的
控
訴
」

は
、
南
投
県
の
ブ
ヌ
ン
族
の
墓
が
心
な
い
漢
族
の
人
々
に
暴
か
れ
た
事
件
に
対
し
、
抗
議
集
会
の

前
日
に
ビ
ラ
に
刷
り
込
む
た
め
に
急
逮
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

」
の
他
に
も
そ
ナ
l
ナ
ン
は
女
子
の

「
人
身
売
買
」

に
反
対
す
る
デ
モ
や
、

「
湯
英
伸
」
事
件
に
対
す
る
抗
議
活
動
等
が
行
わ
れ
る
度
に
、

原
住
民
の
熱
い
思
い
を
詩
に
託
し
て
い
る
。

さ
ら
に
原
住
民
文
学
の
代
表
的
な
散
文
作
家
、

タ
イ
ヤ
ル
族
の
ワ
リ
ス
・
ヨ

l
ガ
ン

（
漢
名
・
・
・
呉
俊
傑
、

ペ
ン
ネ
ー
ム
柳
掬
）
に
至
っ
て

は
、
そ
の
著
述
活
動
は
原
住
民
権
利
促
進
運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

彼
は
小
学
校
の
教
員
を
務
め
る
傍
ら

一
九
八
七
年
頃
か
ら
台
湾
の
革
新
系
の
新
聞
紙
上
で
、
度
々
原
住
民
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。



そ
し
て
一
九
八
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
「
原
権
会
」
の
隔
月
紙
『
原
報
』
で
は
編
集
委
員
を
務
め
、
「
原
権
会
」
の
立
場
か
ら
盛
ん
に
原
住
民
間

題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

彼
は
自
ら
も
『
狩
人
文
化
』
と
い
う
月
刊
誌
を
発
行
し
て
お
り
、
九
一
年
七
月
に
は
タ
イ
ヤ
ル
語
と
中
国
語
の
対
照
形
式
を
用
い
た
小
説

集
『
泰
雅
脚
綜
』
を
出
版
す
る
な
ど
し
て
、
原
住
民
族
語
の
普
及
と
原
住
民
族
文
化
運
動
の
実
践
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

以
上
の
原
住
民
作
家
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
著
述
活
動
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
方
法
な
が
ら
、
原
住
民
権
利
促
進
運
動
と

何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
ち

一
部
の
著
作
は
同
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
創
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
モ
ナ
l
ナ
ン
で
あ
る
。
彼
は
詩
を
書
く
こ
と
の
音
ω
義
を
問
わ
れ
て
、
「
詩
と
は
私
に
と
っ
て

（日〉

は
人
々
を
呼
び
覚
ま
し
て
運
動
に
参
加
さ
せ
る
道
具
な
の
だ
。
」
と
語
っ
て
い
る
。

従
っ
て
こ
れ
ら
の
作
家
に
よ
っ
て
勃
興
し
た
初
期
の
、
も
し
く
は
八

0
年
代
の
台
湾
原
住
民
文
学
を
論
ず
る
際
に
は
、
単
に
彼
ら
の
作
品
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を
表
面
的
に
捉
え
て
、
台
湾
の
原
住
民
が
独
自
の
世
界
を
書
き
表
わ
し
た
な
ど
と
い
う
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
文
学
論
だ
け
に
留
め
て
お
く
わ

ナ
こ
ま
、
道
工
、
。

レ
M
u
t
t
L
カ
f
L

彼
等
の
作
品
を
本
質
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
漢
族
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
原
住
民
族
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
把

握
し
た
う
え
で
、
原
住
民
族
の
漢
族
社
会
に
対
す
る
権
利
促
進
運
動
と
い
う
民
族
運
動
的
な
要
素
を
加
味
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ

る。

七

ト
パ
ス
・
ダ
ナ
ピ
マ
の
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
原
住
民
作
家
達
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
原
住
民
権
利
促
進
運
動
と
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
共
通
点
を
有
す



る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
原
住
民
作
家
達
の
中
に
あ
っ
て
、

ト
パ
ス
の
作
品
、
が
持
つ
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
作
品
が
原
住
民
社
会
に
と
っ
て
は
外
界
と
も
言
え
る
漢
族
社
会
と
の
接
点
を
軸
に
し
て
語
ら
れ
て

い
く
点
で
あ
る
。

そ
し
て
原
住
民
族
の
側
を
代
表
す
る
の
は
、
常
に
ト
パ
ス
が
属
す
る
ブ
ヌ
ン
族
の
人
々
で
あ
る
。

ト
パ
ス
は
創
作
の
段
階
で
は

い
つ
も
ブ
ヌ
ン
族
独
自
の
思
考
方
法
や
価
値
観
か
ら
出
発
し
、
漢
族
と
の
接
触
に
よ
る
困
惑
や
札
礁
を
表

現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
民
族
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
作
品
「
最
後
的
亙
婆
」

で
見
ら
れ
る
よ
う
な
ブ
ヌ
ン
族
の
祈
祷
師
と
関
南
人
の
男
の
金
銭
に
対
す
る
執
着
心
の
差
や
、
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処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
学
歴
偏
重
の
漢
族
社
会
に
対
し
、
今
だ
に
学
校
教
育
の
価
値
を
掴
み
切
れ
な
い
で
い

る
村
人
達
の
独
特
な
思
考
方
法
等
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
両
民
族
の
価
値
観
の
差
異
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
は
、
漢
族
に
対
し
て
は
明
ら
か
に
異
な

る
価
値
観
を
持
つ
原
住
民
族
へ
の
理
解
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
原
住
民
族
に
対
し
て
は
漢
族
社
会
を
よ
り
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら

の
社
会
を
改
善
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
提
言
で
あ
る
。

」
の
た
め
ト
パ
ス
の
作
品
で
は

一
方
的
に
漢
族
の
側
を
批
判
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
時
に
は
原
住
民
族
の
側
を
戒
め
る
意
味
で
の
批

判
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
い
く
つ
か
の
作
品
の
中
に
見
ら
れ
る
原
住
民
の
過
度
の
飲
酒
の
習
慣
に
対
す
る
冷
や
や
か
な
眼
差
し
ゃ
、
安
易
に
山
地
を
捨
て
て

漢
族
社
会
に
流
入
し
よ
う
と
す
る
若
者
達
へ
の
警
鐘
等
が
そ
れ
で
あ
る
。



こ
れ
ら
は
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、

ト
パ
ス
が
今
日
ま
で
山
地
と
平
地
の
両
方
の
価
値
観
を
持
ち
、

そ
の
狭
間
で
揺
れ
て
き
た
こ
と
を
も
表

し
て
い
る
。

ト
パ
ス
は
九
歳
で
両
親
の
元
を
離
れ
、
教
育
を
受
け
る
た
め
に
山
間
部
の
村
を
離
れ
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
一
人
で
漢
族
社
会
の
中

で
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
村
で
受
け
た
教
育
と
漢
族
社
会
の
行
動
様
式
の
あ
ま
り
の
違
い
に
戸
惑
い
続
け
て
き
た
。
さ
ら
に
高
等
教
育
を
受

け
た
今
と
な
っ
て
は
、
村
に
戻
っ
て
も
、
も
は
や
村
人
た
ち
の
思
考
に
完
全
に
同
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
ト
パ
ス
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作
品
の
中
で
二
つ
の
民
族
の
差
異
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
表
現
で
き
た
の
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ト
パ
ス
の
作
品
に
見
ら
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
さ
ら
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
こ
う
し
た
両
民
族
問
の
差
異
を
訴
え
る
他
に
、
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既
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
ブ
ヌ
ン
族
の
伝
統
文
化
と
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現
代
の
ブ
ヌ
ン
族
の
生
活
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
紹
介
し

て
い
く
点
で
あ
る
。

ト
パ
ス
は
そ
の
た
め
に
今
尚
伝
統
文
化
に
固
執
す
る
老
人
達
と
、
そ
こ
か
ら
脱
却
は
し
た
も
の
の
、
新
た
な
方
向
性
を
見
い
だ
せ
ず
に
漢

族
に
同
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
若
者
達
を
常
に
作
品
の
中
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
異
な
っ
た
世
代
間
の
葛
藤
の
中
に
、
変
貌
し
つ
つ
あ
る

原
住
民
族
の
本
当
の
姿
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ト
パ
ス
の
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
現
代
に
生
き

る
原
住
民
と
は
一
体
ど
う
い
う
人
々
な
の
か
、
そ
の
実
像
を
読
者
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
ト
パ
ス
の
創
作
に
お
け
る
ひ
た
む
き
な
姿
勢
で

あ
る
。ト

パ
ス
は
山
を
下
り
て
以
来
、
漢
族
社
会
の
価
値
観
に
違
和
感
を
覚
え
る
一
方
で
、
漢
族
の
人
々
が
余
り
に
原
住
民
社
会
の
実
状
を
知
ら



ず
に
原
住
民
を
差
別
す
る
こ
と
に
驚
き
、
失
望
し
て
き
た
。

ト
パ
ス
は
そ
う
し
た
も
ど
か
し
き
の
中
か
ら
、
中
国
語
に
よ
る
小
説
を
著
す
こ
と
で
原
住
民
の
実
態
を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
思
い
至
る
。

そ
し
て
彼
は
そ
の
必
要
性
の
中
に
自
ら
が
小
説
を
創
作
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
だ
。

ト
パ
ス
は
言
う
。
「
と
に
か
く
漢
族
に
自
分
達
の
置
か
れ
た
状
況
を
知
ら
し
め
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
作
品
を
書
い
た
の
だ
。
」

「
私
が
当
初
か
ら
言
い
た
か
っ
た
の
は
文
化
、
自
己
の
民
族
の
保
存
、
宣
揚
（
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
）
だ
っ
た
。
」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
彼
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、

い
ず
れ
も
彼
を
創
作
へ
と
駆
り
立
て
た
心
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し

て
ト
パ
ス
は
単
に
原
住
民
問
題
を
訴
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漢
族
に
原
住
民
の
本
当
の
姿
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
、
相
互
理
解
を
深
め
、

原
住
民
問
題
を
少
し
で
も
解
決
の
方
向
へ
導
い
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
単
に
漢
族
に
向
か
っ
て
原
住
民
の
主
張
を
声
高
に
叫
ぶ
だ
け
で
な
く
、
身
近
な
所
か
ら
民
族
問
の
相
互
理
解
を
追
求
し
よ
う
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と
す
る
姿
勢
こ
そ
が
、
実
は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
彼
の
作
品
の
本
質
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

)¥ 

そ
の
後
の
ト
パ
ス
の
著
述
活
動

高
雄
医
学
院
在
学
中
か
ら
作
品
を
発
表
し
て
い
た
ト
パ
ス
は
、
卒
業
し
て
兵
役
に
服
し
て
か
ら
も
作
品
を
発
表
し
続
け
る
。

し
か
し
彼
の

作
品
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

「
原
権
会
」
と
の
関
連
と
い
う
多
分
に
政
治
的
な
側
面
が
あ
っ
た
た
め
、
彼
は
時
に
は
警
察
総
司
令
部
に
呼

び
出
さ
れ
、
反
体
制
分
子
と
し
て
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ト
パ
ス
は
兵
役
を
終
え
る
と

一
九
八
七
年
七
月
か
ら
九
一
年
三
月
ま
で
ヤ
ミ
族
の
住
む
離
島
、
蘭
唄
島
の
衛
生
所
に
医
師
と
し
て
勤
務

す
る
。
こ
れ
は
同
じ
原
住
民
族
の
医
療
活
動
の
た
め
に
奉
職
し
た
い
と
い
う
彼
の
願
い
に
基
づ
く
も
の
で
、

こ
の
件
が
も
と
で
彼
は
後
に



「
台
湾
の
シ
ュ
パ
イ
ツ
ア
l
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ト
パ
ス
の
蘭
唄
島
で
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
彼
の
綴
っ
た
日
記
に
基
づ
く
エ
ッ
セ
イ
、
「
蘭
興
行
医
記
」

（

U）
 

に
詳
し
い
。

ト
パ
ス
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
特
に
強
調
し
た
の
は
、
蘭
興
島
の
衛
生
所
に
代
表
さ
れ
る
ヤ
ミ
族
に
対
す
る
医
療
体
制
の
ず
さ
ん
さ
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
ト
パ
ス
は
、
こ
の
問
題
の
改
善
の
た
め
に
政
府
と
の
折
衝
に
全
力
を
傾
け
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
著
述
活
動
か
ら
遠

ざ
か
る
よ
う
に
な
る
。

同
時
に
ト
パ
ス
は
「
原
権
会
」
と
も
次
第
に
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
政
府
に
対
し
て
次
第
に
ラ
ジ
カ
ル
な
主
張
を
繰
り
返
す
よ
う

に
な
っ
た
「
原
権
会
」
と
、
相
互
理
解
に
基
づ
い
た
身
近
な
問
題
か
ら
の
解
決
と
い
う
ト
パ
ス
の
穏
健
な
主
張
が
、
う
ま
く
噛
み
合
わ
な
く

（日）

な
っ
て
い
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

九
二
年
三
月
に
私
が
彼
を
訪
ね
た
の
も
こ
の
病
院
で
あ
り
、

そ
こ
で
彼
は
現
時
点
で
の
著
述
活
動
に
関
す
る
私
の
質
問
に
答
え
て
、
現
在
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ト
パ
ス
は
一
九
九
一
年
三
月
に
蘭
興
島
の
医
師
の
待
遇
改
善
が
完
了
し
た
の
を
見
届
け
た
う
え
で
、
花
蓮
の
省
立
病
院
に
転
任
す
る
。

は
病
院
で
の
勤
務
が
多
忙
ゆ
え
創
作
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
ず

い
ず
れ
山
に
戻
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
取
り
組
み
た
い
と
語
っ
て
く
れ
た
。

ト
パ
ス
は
現
在
、
次
の
任
地
と
し
て
ブ
ヌ
ン
族
の
居
住
す
る
高
雄
県
の
山
間
部
の
村
落
を
希
望
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
希
望
が
実
現
す
れ

ば
、
彼
は
処
女
作
「
拓
抜
斯
・
塔
璃
匹
璃
」

の
中
で
主
人
公
の
拓
抜
斯
に
語
ら
せ
た
、
将
来
は
自
ら
の
村
で
服
務
し
た
い
と
い
う
希
望
に
ま

た
一
歩
近
付
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

九
、
終
わ
り
に

「
原
権
会
」

の
活
動
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
は
い
え
、
台
湾
原
住
民
族
は
今
も
尚
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。



そ
し
て
今
後
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

や
は
り
ト
パ
ス
を
含
め
た
原
住
民
族
の
若
者
達
で
あ
る
。

私
は
現
在
の
台
湾
社
会
を
見
る
限
り
、

ト
パ
ス
が
目
指
し
た
原
住
民
族
と
漢
族
聞
が
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
と
い
う
状
況
か
ら
は
、

ま

だ
ま
だ
程
遠
い
よ
う
に
感
ず
る
。
そ
れ
は
ト
パ
ス
が
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
文
学
賞
を
獲
得
し
た
と
は
い
え
、
漢
族
社
会
で
は
原
住
民
文

学
そ
れ
自
体
が
ま
だ
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
起
因
し
よ
う
。

し
か
し
私
は
山
間
部
の
村
を
訪
ね
る
度
に
、
異
な
っ
た
村
々
の
若
者
達
の
口
か
ら
、
幾
度
と
な
く
ト
パ
ス
の
名
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

ト
パ
ス
は
小
説
を
著
す
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
彼
ら
若
者
達
に
原
住
民
族
で
も
や
れ
ば
で
き
る
の
だ
と
い
う
自
信
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
た

ょ
う
だ
。

原
住
民
文
学
は
こ
れ
か
ら
も
原
往
民
族
の
若
者
達
に
と
っ
て
は
、
原
住
民
問
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
う
え
で
の
指
針
と
し
て
機
能
し
て

R
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い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

私
は
今
後
、
原
住
民
文
学
が
よ
り
一
層
盛
ん
に
な
り
、
漢
族
の
人
々
が
彼
ら
の
訴
え
に
少
し
で
も
耳
を
傾
け
、
台
湾
社
会
全
体
が
ト
パ
ス

の
描
い
た
理
想
に
少
し
で
も
近
付
い
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

注（

1
）
 

（

2
）
 

漢
族
が
台
湾
に
移
り
住
む
以
前
か
ら
台
湾
に
先
住
し
て
い
た
民
族
を
指
す
。
日
本
語
で
は
先
住
民
族
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
在
彼
等
自
身

が
「
台
湾
原
住
民
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
運
動
を
推
進
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
敢
え
て
「
台
湾
原
住
民
族
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

台
湾
の
原
住
民
族
は
公
的
に
は
民
族
名
の
使
用
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
名
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
部
族
の
中
で
は
本
来
の
民
族
名
で
呼
び
合
う

の
が
普
通
で
あ
る
。

ブ
ヌ
ン
族
は
氏
族
社
会
で
あ
り
、
「
ト
パ
ス
」
は
個
人
名
を
、
「
ダ
ナ
ピ
マ
」
は
彼
が
属
す
る
中
氏
族
名
を
表
し
て
い
る
。
本
人
に
よ
れ
ば
彼
は
ダ



（

3
）
 

ナ
ピ
マ
氏
の
中
で
も
カ
ピ
ナ
ル
氏
に
属
す
る
と
い
う
。

呉
錦
発
は
こ
の
当
時
、
既
に
『
故
旧
』
、
『
静
黙
的
河
川
』
等
の
自
身
の
短
篇
小
説
選
等
に
よ
っ
て
時
報
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
た
若
手
作
家
で
、
こ

の
時
に
は
『
台
湾
時
報
』
紙
、
後
に
は
『
民
衆
日
報
』
紙
の
文
芸
欄
の
編
集
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
以
前
か
ら
原
住
民
族
の
文
化
に
対
し
て

も
深
い
造
詣
を
寄
せ
て
い
た
。

長
星
出
版
社
、
一
九
八
七
年
九
月
。

そ
の
成
果
は
以
下
の
二
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

呉
錦
発
編
『
非
情
的
山
林
l
台
湾
山
地
小
説
選
』
長
星
出
版
社
、
一
九
八
七
年
一
月
。

呉
錦
発
編
『
願
嫁
山
地
郎
l
台
湾
山
地
散
文
選
』
長
星
出
版
社
、
一
九
八
九
年
三
月
。

後
に
「
原
住
民
権
利
促
進
委
員
会
」
の
委
員
長
を
務
め
る
イ
フ
ァ
ン
・
ヨ

l
ガ
ン
を
指
す
。

ト
パ
ス
は
同
作
品
で
一
九
八
六
年
に
呉
濁
流
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

尖
っ
た
角
を
持
つ
子
鹿
ほ
ど
の
大
き
さ
の
動
物
で
、
肉
は
食
用
に
、
毛
皮
も
原
往
民
族
の
民
族
衣
装
の
帽
子
等
の
材
料
と
さ
れ
る
。
若
林
正
丈
編

『
台
湾
百
科
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九

O
年
七
月
）
の
ト
パ
ス
に
関
す
る
説
明
の
中
で
、
大
鷲
と
訳
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
誤
り
で

あ
る
。

民
園
三
七
年
に
公
布
さ
れ
た
「
台
湾
省
各
県
山
地
保
留
地
管
理
弁
法
」
第
二
条
。

一
九
一
三
年
か
ら
台
湾
で
使
用
さ
れ
た
小
学
読
本
巻
八
に
「
呉
鳳
伝
」
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

一
九
八
六
年
一
月
に
職
業
紹
介
所
に
編
さ
れ
た
原
住
民
の
少
年
湯
英
伸
が
犯
し
た
殺
人
事
件
。
「
原
権
会
」
を
中
心
に
死
刑
の
撤
廃
を
求
め
て
運
動

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

長
星
出
版
社
、
一
九
九
一
年
七
月
。

「
盲
詩
人
莫
那
能
兄
弟
」
『
人
間
』
雑
誌
、
一
九
八
七
年
一
一
月

呉
錦
発
編
『
願
嫁
山
地
郎
｜
台
湾
山
地
散
文
選
』
長
星
出
版
社
、
一
九
八
九
年
三
月
。

こ
の
他
に
、
「
蘭
唄
医
生
田
雅
各
」
（
『
人
間
』
雑
誌
、
一
九
八
八
年
四
月
）
で
も
ト
パ
ス
の
医
療
活
動
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
原
権
会
」
は
今
日
で
は
一
五
年
以
内
に
台
湾
に
原
住
民
族
自
治
区
を
建
設
す
る
よ
う
主
張
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
「
十
五
年
内
建
立
自
治
区
｜

原
住
民
的
未
来
端
視
自
治
成
効
」
『
原
報
』
、
一
九
九
二
年
四
月
。
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