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日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察

主
O

（
九
〇
二
）

日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察

　
　
　
　
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
試
み
ー

鶴

木

真

は
　
し
　
が
　
ぎ

　
国
家
発
展
の
考
え
方
に
関
し
て
は
、
今
日
、
明
確
な
合
意
が
存
在
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
は
個
別
的
に
、
あ
る
い
は
軌
を
一
に
し

て
生
起
す
る
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
間
題
間
に
調
和
を
形
成
し
、
広
汎
な
社
会
的
移
行
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
前
近
代
的
社
会
か
ら
近
代
的
社
会
へ
の
移
行
を
、
一
般
的
に
国
家
発
展
と
よ
び
得
た
に
し
て
も
、
具
体
的
に
そ
れ
が
如
何

な
る
姿
を
と
る
か
は
、
各
々
の
国
の
お
か
れ
た
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
特
殊
状
況
に
よ
り
、
ま
さ
に
多
様
な
も
の
と
な
ろ
う
。

し
た
が
つ
て
、
国
家
発
展
は
一
定
の
直
線
的
な
過
程
を
た
ど
る
も
の
で
も
な
い
し
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
何
ら
か
の
段
階
を
踏
む
も
の
で
も
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
国
家
発
展
に
あ
る
一
定
の
形
態
を
付
与
し
え
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
定
の
指
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
持
つ
た
変
化
の
セ
ヅ
ト
を
内
包
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
に
お
い
て
は
、
国
家
発
展
の
持
つ
「
国
民
的

な
統
合
の
よ
り
低
い
レ
ベ
ル
か
ら
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
ヘ
の
移
行
」
と
い
う
指
向
を
持
つ
た
変
化
の
セ
ッ
ト
に
着
眉
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
国
民
的
統
合
へ
の
変
化
の
過
程
を
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
示
す
二
つ
の
分
析
枠
を
用
い
て
追
究
す
る
．
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
コ
、
、
、
ユ
ナ
ル
な

レ
ベ
ル
で
分
節
化
さ
れ
て
い
た
社
会
を
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
相
互
依
存
す
る
社
会
へ
と
移
行
さ
せ
る
た
め
の
「
地
理
的
な
統
合
過
程
」
で

あ
る
．

第
二
は
、
エ
リ
ー
ト
と
マ
ス
（
少
な
く
と
も
名
目
的
に
は
エ
リ
ー
士
と
同
一
の
社
会
体
系
の
成
員
で
あ
る
）
と
の
間
の
断
層
を
埋
め
、
「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
規
模
で
共
通
の
行
為
枠
組
を
確
立
さ
せ
る
た
め
の
「
階
層
的
統
合
の
過
程
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
過
程
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
社

会
成
員
間
で
、
文
化
の
等
質
性
（
共
通
の
価
値
、
信
念
、
シ
ソ
ボ
ル
な
ど
）
が
形
成
さ
れ
、
国
民
意
識
が
育
成
さ
れ
る
な
ど
、
国
家
の
凝
集
性
が
高

　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
、
（
4
）
、
　
　
　
（
5
v
、

め
ら
れ
、
」
国
民
的
統
合
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
主
と
し
て
L
・
W
・
ノ
イ
　
L
・
バ
イ
ン
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

R
・
E
・
ウ
ォ
ー
ド
と
D
・
A
・
ラ
ス
ト
ウ
、
さ
ら
に
C
・
エ
ィ
ク
ら
の
指
摘
を
参
照
し
、
国
民
的
統
合
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
そ
れ
は
、

”
伝
統
的
、
過
渡
的
社
会
の
持
っ
、
地
理
的
、
階
層
的
な
社
会
過
程
の
非
連
続
性
と
い
う
断
層
を
埋
め
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
を
コ
、
、
、
ユ
ナ
ル
な

レ
ベ
ル
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
ヘ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
”
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
す
べ
て
の
社
会
過
程
に
は
、
あ
る
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
い
や
し
く

　
　
　
　
　
（
8
）

も
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
民
的
統
合
の
基
本
的
な
過
程
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
γ
ヨ
ン
の
間
題
と
し
て
極
め
て
有
効
に
と
ら
え
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
；
シ
ョ
ン
体
系
の
伝
統
的
お
よ
び
過
渡
的
な
パ
タ
：
ン
か
ら
、
近
代
的
な
パ
タ
ー
ン
ヘ
の
移
行
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
ま
さ
に
国
民
的
統
合
と
い
う
変
化
の
過
程
の
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
か
つ
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
」
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

る
。
L
・
W
・
パ
イ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
パ
タ
ー
ソ
の
構
造
的
特
徴
を
明
瞭
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
各
々
の

特
徴
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
【
伝
統
的
体
系
】
　
コ
ミ
ュ
¶
ニ
ケ
ー
シ
ョ
γ
過
程
は
、
は
つ
ぎ
り
し
た
体
系
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、

通
常
、
社
会
的
階
統
制
に
そ
つ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
の
特
殊
な
型
に
そ
つ
て
流
れ
る
。
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
、

ン
過
程
は
一
般
に
、
き
わ
め
て
密
接
に
伝
、
統
的
社
会
の
基
本
的
構
造
と
関
連
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
た
い
し
て
評

　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
轍
　
　
　
（
九
〇
三
）



　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
晦
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
九
〇
四
）

価
し
、
解
釈
し
、
対
応
す
為
行
為
は
、
送
り
手
と
受
け
手
の
地
位
関
係
に
直
接
関
係
し
て
い
る
諸
要
因
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
。

　
【
近
代
的
体
系
】
　
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
。
第
一
は
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
、
明
確
に
構
造
づ
け
ら
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
第
二
は
、
伝
統
的
社
会
に
お
け
る
と
同
じ
く
対
面
的
関
係
の
基
盤
に
立
つ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
i
ト
す
る
、
－
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な

オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
第
一
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
言
え
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
産
業
化
さ
れ
、
専
門
化
さ
れ
て
い
て
、

比
較
的
そ
の
国
の
政
治
の
基
本
的
社
会
過
程
と
無
関
係
で
あ
る
兜
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
体
系
は
客
観
的
で
偏
見
の
な
い
伝
達
が
可
能
で
あ
か
、
政
治

は
中
立
曲
で
、
非
党
派
的
な
立
場
か
ら
も
つ
と
も
よ
く
観
察
で
き
る
と
い
う
仮
説
の
下
で
機
能
し
て
い
る
。
一
方
、
第
二
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て

ほ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
様
々
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
な
世
論
指

導
乏
、
特
殊
で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
世
論
指
導
と
の
複
雑
な
相
互
関
係
、
そ
し
て
注
意
深
い
大
衆
と
、
消
費
的
な
大
衆
と
の
複
雑
な
相
互
関
係
が

コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
全
体
の
統
合
的
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
簡
潔
に
い
え
ば
、
近
代
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
体
系
は
、
高
度
な
技
術
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
別
な
専
門
化
さ
れ
た
過
程
を
、
イ
ソ

フ
ォ
L
マ
ル
な
社
会
に
根
ざ
し
た
専
門
化
さ
れ
て
い
な
い
対
面
的
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
融
合
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
【
過
渡
的
体
系
】
　
こ
れ
に
は
、
都
市
に
集
中
し
人
口
の
西
欧
化
さ
れ
た
部
分
に
多
く
う
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
近
代
的
技
術
に
も
と
づ
い
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
と
、
対
面
的
関
係
に
基
礎
を
お
き
、
社
会
的
集
団
生
活
の
パ
タ
ー
ソ
に
し
た
が
う
傾
向
の
あ
る
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
体
系
と
同
様
の
、
複
雑
で
孤
立
し
た
体
系
，
と
が
あ
る
。
こ
の
過
渡
的
体
系
の
本
質
的
な
特
徴
は
、
そ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
や
、
各
々
の
部
分

が
密
接
に
統
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
な
ゆ
小
な
り
自
律
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
ヶ
し
た
基
本
的
な
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
分
裂
に
く
わ
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
：
シ
ョ
ン
は
孤
立
し
た
従
属
体
系
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
一
層

断
片
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
政
治
発
展
の
問
題
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
種
の
断
片
化
さ
れ
た
コ
・
、
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
が
、
も
つ
と

有
効
に
国
家
的
体
系
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
、
目
ざ
し
な
が
ら
も
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
の
人
間
的
結
び
つ
ぎ
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
す
る
仕
方



と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
か
く
て
、
こ
う
し
た
L
・
W
・
パ
イ
の
主
張
を
か
り
れ
ば
、
国
家
発
展
と
は
、
・
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
体
系
を
国
家
の
す
べ
て
の
孤
立
し
た
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

の
次
元
に
、
効
果
的
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
」
を
含
ん
で
い
・
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
喝
。
そ
こ
で
、
本
論
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン

体
系
の
近
代
的
パ
タ
ー
ン
が
成
立
し
た
時
点
を
、
新
聞
の
史
的
発
展
過
程
と
の
関
連
で
と
ら
え
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
民
的
統
合
が
達
成
さ
れ
た

時
点
に
つ
い
て
、
試
論
的
な
考
察
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
芽
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Φ
§
§
ぎ
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・
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署
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弩
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網
（
乞
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匂
Φ
馨
s
男
碁
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♂
8
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ぢ
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サ
康
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（
7
）
O
ぎ
鼠
。
＞
貫
β
。
一
～
夢
一
㌣
一
。
。
。

　
（
8
）
　
た
と
え
ば
、
■
■
O
宣
β
白
■
℃
網
ρ
冒
賃
＆
β
9
ざ
“
日
蟹
ロ
Φ
含
。
O
O
目
巨
信
三
S
寓
§
即
け
島
℃
O
嵩
菖
O
毘
∪
Φ
く
Φ
一
8
言
①
暮
（
Z
Φ
名
箱
霞
器
翼
b
ユ
β
8
8
μ
q
邑
ダ
｝
り
O
器
一

　
一
〇
認
）
質
ρ
な
お
こ
の
他
に
も
同
様
の
指
摘
は
W
・
シ
ュ
ラ
ム
、
D
・
ラ
r
ナ
ー
、
K
・
ド
イ
ヅ
チ
ュ
、
R
・
フ
ァ
ー
ゲ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
に
よ
り
な
さ
れ
て

　
　
い
る
。

　
（
9
）
U
弩
凶
Φ
一
駐
簿
8
醤
Φ
｝
器
善
o
q
。
哺
炉
慧
ぎ
蜜
一
の
。
。
凶
Φ
蔓
（
O
一
Φ
琴
β
昌
ヨ
。
一
醗
醤
Φ
宰
。
。
ギ
。
聲
お
㎝
o
。
）
サ
＄

　
（
－
o
）

言
g
導
饗
等
。
矯
日
詳
。
野
。
や
。
芦
箏
N
蒔
－
N
9。

　
（
11
）
一
菖
皇
サ
讐

日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
」
考
察

三
三

（
九
〇
五
）



日
本
に
盤
け
為
恨
民
的
統
合
の
一
考
察

三
嗣

（
九
〇
六
）

輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
が
、
経
済
的
、
社
会
的
な
発
展
と
肩
い
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
嫡
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う

し
た
指
摘
は
、
国
家
発
展
な
い
し
近
代
化
と
い
う
諸
要
因
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
中
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
原
因
で
あ
り
か
つ
結
果
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
蜘
し
か
し
血
が
ら
、
こ
う
し
た
相
関
関
係
は
、
そ
れ
ら
自
身
の
因
果
的
関
係
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん

ど
何
も
語
ら
な
い
ば
か
り
か
、
時
間
的
な
変
遷
や
、
各
々
の
社
会
に
お
け
る
個
別
的
・
伝
統
的
な
特
殊
性
を
捨
象
し
て
し
ま
つ
て
い
る
た
め
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
過
程
を
歴
史
的
に
追
究
す
る
上
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
期
待
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
規
定
し
た
意
味
で
の
国
民
的
統
合
を
、
新
聞
（
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
）
の
発
展
の
歴
史
と
関
連
づ
け
て
分
析
す
る

た
め
に
、
二
つ
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
新
聞
の
拡
大
と
強
化
の
た
め
の
諸
設
備
に
お
け
る
利
用
可
能
性
の
増
大
過

程
で
あ
り
、
第
二
は
、
読
者
の
新
聞
に
た
い
す
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
増
大
と
そ
の
等
質
化
の
過
程
で
あ
る
．
わ
れ
わ
れ
は
、
新
聞
の
歴
史
的
発
展

が
、
こ
こ
に
示
し
た
第
一
と
第
二
の
枠
組
の
相
互
作
用
の
結
果
に
、
極
め
て
大
ぎ
く
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
う

し
た
相
互
作
用
が
、
い
か
な
る
状
況
の
下
で
は
じ
め
ら
れ
、
継
続
さ
れ
た
か
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う

な
状
況
的
特
性
を
、
H
・
パ
ッ
シ
γ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
．

　
「
日
本
は
i
他
の
多
く
の
新
興
国
と
く
ら
べ
て
ー
い
く
つ
か
の
有
利
な
条
件
を
も
つ
て
．
近
代
化
の
道
へ
出
発
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
国
土
が
海
に
囲
ま

　
れ
て
お
り
、
ま
た
歴
史
的
に
外
国
か
ら
制
裁
を
受
け
た
よ
う
な
こ
と
が
事
実
上
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
国
境
線
が
か
な
り
明
確
で
あ
る
と
い
つ
た
地
理
的
条

　
件
、
住
民
が
人
種
・
言
語
・
宗
教
・
習
慣
に
お
い
て
比
較
的
同
質
で
あ
つ
た
こ
と
、
ま
た
近
代
的
な
タ
イ
プ
と
は
い
え
な
い
が
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
国
家
で
あ

　
つ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
日
本
に
は
か
ず
か
ず
の
方
言
は
あ
つ
た
が
、
単
一
の
よ
く
発
達
し
た
国
語
が
す
で
に
存
在
し
－
…
東
京
の
方
言
を
標
準
化
し
た
も
の
を

　
国
語
と
し
…
…
一
八
七
二
年
と
い
う
早
い
時
期
に
、
全
国
的
に
義
務
教
育
を
実
施
す
る
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
た
め
、
国
語
は
ま
も
な
く
ほ
と
ん
ど
普
及
し

　
た
．
一
八
六
八
年
ま
で
に
、
文
語
と
口
語
の
問
題
の
解
決
策
が
明
ら
か
に
な
り
、
新
ら
し
い
言
文
一
致
の
お
か
げ
で
、
洗
練
さ
れ
た
国
語
に
よ
る
近
代
的
な
文
体



　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
発
達
し
は
じ
め
た
。
」

　
こ
う
し
た
状
況
的
特
性
が
、
わ
が
国
の
新
聞
の
発
展
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
嫉
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
、
わ
が
国
は
江
戸

時
代
す
で
に
新
聞
類
似
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
和
蘭
陀
風
説
書
、
聞
書
、
瓦
版
、
落
書
を
持
つ
て
お
り
、
こ
の
他
に
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

告
業
が
元
禄
の
こ
ろ
か
ら
存
在
し
、
通
信
事
業
に
類
似
し
た
も
の
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
以
下
に
つ
づ
く
章
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
示
し
た
二
つ
の
歴
史
的
分
析
枠
の
各
々
に
つ
い
て
概
観
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
、
国
民
的
統
合
と
の

関
係
に
お
い
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
相
関
関
係
を
具
体
的
数
値
で
示
し
た
も
の
と
し
て
は
、
U
暫
巳
⑩
一
富
跨
聲
o
｝
，
〇
一
f
も
㌻
鰹
る
伊
妻
昌
び
瑳
留
ぎ
魯
目
奪
卸
妻
●
ピ
8
国
薦
包
＄
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①
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冒
冒
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ン
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話
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影
帥
臣
冨
0
5
エ
讐
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2
魯
菖
8
亀
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一
憲
8
一
∪
Φ
＜
。
一
8
目
①
馨
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ぎ
2
9
8
ロ
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9
害
ざ
曾
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Φ
含
‘
勺
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試
8
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8
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㎎
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崖
臣
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戸
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も
や
㎝
8
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㎝
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P
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ど
が
あ
る
。

　
（
2
）
　
W
・
シ
晶
ラ
ム
ら
は
、
諸
要
因
間
の
因
果
関
係
を
、
．
、
♀
o
撃
宣
器
8
8
冨
置
試
o
塗
．
、
に
よ
り
積
極
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
そ
こ
に
お
い
て
も
、
時
間
的
問
題
を
処
理
し
に
く
い
こ
と
、
デ
ー
タ
の
計
算
可
能
国
が
少
な
す
ぎ
る
こ
と
な
ど
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
。
妻
．
ω
9
蚕
§
や
≦
’
『

　
　
図
夷
覧
聲
o
り
島
f
b
や
爵
ふ
ω
・
ま
た
、
D
・
マ
ッ
ク
ロ
ー
ソ
ら
は
政
治
発
艮
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
た
四
要
因
の
因
果
関
係
で
示
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
み

　
　
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
要
因
の
設
定
は
、
き
わ
め
て
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
．
q
』
竃
。
♀
。
幕
ゆ
Ω
労
9
昌
量
8
』
F
b
質
鳶
ー
お
・

　
（
3
）
山
窪
宮
誉
評
匿
P
詣
葺
。
智
導
師
脳
。
舞
壼
一
馨
ぎ
浮
Φ
⇒
導
・
三
。
壼
一
の
8
一
①
蔓
噛
ぎ
い
華
等
。
①
画
‘
β
暮
‘
サ
。
一
。

　
（
4
）
　
朝
倉
無
声
「
本
邦
新
聞
史
全
」
（
雅
俗
文
庫
、
明
治
四
十
四
年
）
一
二
～
二
五
頁
。

二

　
わ
れ
わ
れ
は
、
、
歴
史
的
分
析
の
た
め
の
第
一
の
枠
組
み
を
構
成
す
る
諸
要
因
の
中
か
ら
、
以
下
の
四
要
因
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
発
展
過
程

を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
ケ
、
こ
こ
で
の
問
題
を
概
観
し
よ
う
．
す
な
わ
ち
、
第
一
に
印
刷
・
製
版
技
術
の
発
達
、
第
二
に
新
聞
用
紙
の
供
給
事
情

　
　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
九
〇
七
）



　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
九
〇
八
〉

の
改
善
、
－
第
三
に
販
売
制
度
の
進
歩
、
第
四
に
交
通
・
通
信
機
関
の
整
備
の
過
程
で
あ
る
。

　
e
　
印
刷
・
製
版
技
術
の
発
達

　
明
治
初

年
に
は
、
手
引
き
印
刷
機
と
フ
！
ト
・
マ
シ
ソ
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
年
頃
に
な
る
と
、
二
人
交
替
の
人
力
運
転
で
、
普

通
、
，
一
時
間
に
七
～
八
○
○
枚
（
片
面
）
刷
る
こ
と
の
で
き
る
円
筒
式
活
版
印
刷
機
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
．
明
治
二
十
三
年
に
政
府
が
、

　
　
　
（
1
）

官
報
増
刷
の
必
要
上
、
マ
リ
ノ
ニ
輪
転
印
刷
機
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
す
る
と
、
各
新
聞
社
も
続
々
に
こ
の
機
械
を
導
入
し
、
以
後
、
大
正
十
一

年
ま
で
全
盛
を
誇
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
ぺ
ー
ジ
の
も
の
を
、
五
日
、
二
五
、
○
○
○
部
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
製
版
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
年
に
木
版
・
木
活
字
が
多
か
つ
た
が
、
本
木
昌
造
ら
の
努
力
で
し
だ
い
に
鉛
活
字
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。

明
治
十
年
に
な
る
と
、
読
売
は
紙
鉛
版
法
を
採
用
し
、
同
十
五
年
に
は
、
朝
日
も
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
．
こ
れ
に
よ
つ
て
、
新
聞
の

印
刷
は
複
数
の
機
械
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
従
b
て
短
時
間
で
印
刷
が
完
了
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
先
に
述
べ
た
マ
リ
ノ
ニ

輪
転
印
刷
機
の
場
合
は
、
ま
た
新
聞
紙
の
大
き
さ
を
も
定
め
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
新
聞
用
紙
の
供
給
事
情
の
改
善

　
明
治
初
年
に
は
、
新
聞
用
紙
の
ほ
と
ん
ど
が
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ッ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
日
本
の
洋
紙
店
は
、
こ
れ
を
手

工
業
に
よ
つ
て
平
版
に
裁
断
し
、
新
聞
社
に
お
さ
め
て
い
た
。
明
治
十
年
頃
に
な
る
と
、
国
内
の
抄
紙
会
社
（
王
子
製
紙
）
で
作
ら
れ
た
用
紙
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
．
し
か
し
、
西
南
役
以
後
の
新
聞
発
行
部
数
の
増
加
に
よ
り
、
外
国
か
ら
の
用
紙
輸
入
は
依
然
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
．
そ

こ
で
王
子
製
紙
は
、
明
治
二
十
二
年
天
竜
川
沿
い
の
気
田
に
工
場
を
建
設
し
て
、
本
格
的
に
抄
造
を
開
始
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
．

　
㊧
　
販
売
制
度
の
進
歩

　
佐
幕
派
新
聞
を
一
掃
し
た
後
の
明
治
新
政
府
鳳
、
新
聞
助
成
策
を
と
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
読
者
の
購
読
を
勧
誘
し
奨
励
し
た
。
明
治
六
、

七
年
頃
の
販
売
は
、
本
社
か
ら
直
接
配
達
す
る
も
の
も
あ
つ
た
が
、
多
く
は
、
主
と
し
て
書
店
や
絵
草
紙
屋
で
扱
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
五



年
に
、
新
聞
が
郵
便
物
の
対
象
に
み
と
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
販
路
拡
大
（
特
に
地
方
へ
の
）
の
契
機
と
な
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
聞
が
そ
の
販

売
に
本
格
的
な
関
心
を
示
し
は
じ
め
た
の
は
、
政
党
か
ら
の
援
助
が
断
ち
切
ら
れ
た
明
治
十
八
年
頃
か
ら
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
二
十
一
年

朝
日
が
東
京
へ
進
出
し
て
く
る
と
、
新
聞
販
売
に
は
本
格
的
な
競
争
が
は
じ
め
ら
れ
た
．
そ
れ
ま
で
の
大
新
聞
の
経
営
者
た
ち
が
、
ほ
と
ん
ど
意

に
介
さ
な
か
つ
た
販
売
店
と
の
接
触
に
つ
い
て
・
朝
昌
最
善
の
難
を
払
い
亟
鴛
配
達
勧
誘
と
い
う
ア
4
デ
ィ
ア
と
亥
テ
ム
薪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

聞
企
業
発
展
の
武
器
と
し
た
」
の
で
あ
る
。

　
ハ
鱒
交
通
・
通
信
機
関
の
整
備

　
干
ユ
ー
ス
の
蒐
集
を
容
易
に
し
、
販
路
を
拡
大
す
る
上
で
、
交
通
・
通
信
機
関
の
果
す
役
割
が
、
極
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
億
、
指
摘

す
る
ま
で
も
な
い
。
明
治
新
政
府
は
「
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
文
化
の
全
国
的
中
心
と
し
て
の
、
東
京
・
大
阪
・
京
都
お
よ
び
こ
れ
ら
と
貿
易
都

　
　
　
（
4
）

市
と
の
結
合
」
を
計
画
し
、
明
治
五
年
に
品
川
f
横
浜
間
に
鉄
道
を
建
設
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
同
七
年
に
は
大
阪
ー
神
戸
間
、
同
十
年
に

は
大
阪
ー
東
京
間
を
鉄
道
で
結
び
、
同
二
十
二
年
に
は
、
日
本
の
政
治
・
経
済
の
動
脈
を
な
す
東
京
－
神
戸
間
が
開
通
し
た
。
さ
ら
に
、
明

治
二
十
四
年
に
は
、
東
京
i
青
森
間
が
日
本
鉄
道
会
社
の
手
で
開
通
さ
熟
、
こ
こ
に
本
州
幹
線
の
一
応
の
完
成
を
み
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。

　
電
信
は
、
明
治
三
年
東
京
－
横
浜
間
に
開
通
さ
れ
、
明
治
六
年
に
は
「
取
扱
規
則
」
、
同
七
年
に
は
「
電
信
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
著
る
し

く
発
達
し
た
。
明
治
十
八
年
に
は
、
全
国
均
一
料
金
制
と
な
り
、
国
内
幹
線
も
ほ
と
ん
ど
完
成
し
た
の
で
あ
る
．

　
郵
便
は
、
明
治
元
年
に
「
駅
逓
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
明
治
三
年
に
は
信
書
郵
便
が
開
始
さ
れ
た
．
明
治
五
年
に
な
る
と
「
郵
便
規
則
」
が
発

布
さ
れ
、
在
来
の
書
状
の
ほ
か
新
聞
も
郵
便
物
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
だ
。
さ
ら
に
明
治
六
年
に
は
郵
便
税
率
が
均
一
と
な
つ

た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
事
実
か
ら
、

　
　
揖
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察

明
治
二
十
年
代
初
期
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
諸
設
備
の
利
用
可
能
性
は
、
新
聞
に
近
代
的
マ
ス
・
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
九
〇
九
）



　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
九
一
〇
）

デ
ィ
ア
と
し
て
の
輔
応
の
形
態
を
整
え
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
つ
た
と
指
摘
す
る
こ
ど
が
で
ぎ
よ
う
。

　
（
1
）
　
明
治
十
六
年
以
来
、
官
報
の
発
行
部
数
は
年
々
増
加
し
、
さ
ら
に
明
治
二
十
三
年
以
後
は
国
会
議
事
録
を
官
報
の
付
録
と
し
て
つ
け
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
．

　
（
2
）
　
「
村
山
竜
平
伝
」
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
八
年
）
一
四
一
頁
。

　
（
3
）
　
瓜
生
忠
夫
「
マ
ス
・
コ
ミ
産
業
」
（
法
政
大
学
出
版
、
一
九
六
二
年
）
四
六
頁
。

　
（
4
）
　
矢
崎
武
夫
「
日
本
都
市
の
発
展
過
程
」
（
弘
文
堂
、
昭
和
四
十
年
）
二
八
四
頁
。

三

　
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
的
分
析
の
た
め
の
第
二
の
枠
組
に
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
．
読
者
の
新
聞
に
た
い
す
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
増
大
さ
せ
る
た

め
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
受
け
入
れ
能
力
が
向
上
さ
せ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
．
そ
こ
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
特
に
新
聞
の
消
費
に
と
つ
て
、
不
可
欠

な
技
術
的
要
件
で
あ
る
非
文
盲
率
の
増
大
過
程
を
概
観
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
外
的
要
因
と
考
え
ら
れ
る
新
聞
文
章
の
平
易
化
と
、
定
価
の
低
廉
化

の
過
程
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
読
者
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
等
質
化
過
程
を
、
社
会
的
状
況
に
お
け
る
新
聞
現
象
の
推

移
と
関
連
づ
け
て
、
と
り
あ
げ
ゐ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
リ
タ
ラ
シ
ロ

　
e
　
非
文
盲
率
の
増
大

　
　
　
　
　
リ
タ
ラ
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
わ
が
国
の
非
文
盲
率
は
、
明
治
維
新
以
前
に
す
で
に
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
つ
た
ご
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
維
新
以
後
、
こ
の
非

タ
ラ
シ
ロ

文
盲
率
を
急
速
に
、
ほ
ぽ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
ま
で
引
き
上
げ
た
の
は
、
義
務
教
育
と
徴
兵
制
の
施
行
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国

で
は
多
く
の
西
欧
諸
国
に
さ
え
さ
き
が
け
て
、
明
治
五
年
に
義
務
教
育
を
全
国
的
に
実
施
す
る
決
定
が
行
わ
れ
た
．
ま
た
、
同
年
の
国
民
皆
兵
に

よ
る
徴
兵
令
の
施
行
は
、
学
制
に
も
れ
た
多
く
の
青
年
に
、
読
み
書
き
能
力
を
与
え
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ

う
し
た
経
験
を
も
つ
世
代
が
、
明
治
二
十
年
代
に
は
、
多
く
社
会
に
く
み
入
れ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
、
「
読
む
習
慣
が
大
衆
的
に
日

　
　
　
パ
　
レ

常
化
し
た
」
と
推
測
し
う
る
の
で
あ
る
．



　
⇔
　
新
聞
文
章
の
平
易
化

　
新
聞
文
章
の
平
易
化
は
、
大
新
聞
と
小
新
聞
の
相
互
影
響
に
よ
る
一
つ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

新
聞
形
態
に
は
、
そ
の
文
体
の
上
か
ら
も
明
瞭
な
区
別
が
存
在
し
て
い
た
．
山
本
正
秀
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
【
大
新
聞
】
　
漢
文
く
ず
し
の
か
な
交
り
文
が
基
調
。
「
雑
文
」
以
外
は
ル
ビ
な
く
、
か
な
は
片
か
な
を
用
い
る
。
「
雑
報
」
は
、
幾
分
平
易
だ
が

概
し
て
「
し
た
り
」
「
せ
し
由
」
式
の
文
語
文
（
八
年
頃
か
ら
し
ば
ら
く
口
語
文
の
も
の
も
ま
じ
る
）
、
パ
ラ
ル
ビ
・
平
が
な
を
用
い
る
。

　
【
小
新
聞
】
　
「
で
ご
ざ
い
ま
す
」
「
ま
し
た
」
「
で
す
」
「
だ
」
「
で
ご
ざ
る
」
「
あ
つ
た
と
い
ふ
」
等
、
様
々
の
談
話
体
を
用
い
、
か
な
は
平
が
な
、

総
ル
ビ
を
施
す
。
た
だ
し
「
続
ぎ
物
」
「
投
書
」
は
こ
の
限
り
で
は
な
く
構
ま
た
「
雑
報
」
も
十
年
頃
か
ら
は
次
第
に
文
語
文
を
混
用
し
て
い
る
．

　
明
治
十
年
前
後
の
小
新
聞
文
体
は
、
多
ぐ
談
話
体
が
使
用
さ
れ
て
い
た
．
し
か
し
、
明
治
十
一
、
二
年
頃
か
ら
次
第
に
文
語
体
に
侵
蝕
さ
れ
て

い
つ
た
．
一
・
方
、
大
新
聞
も
明
治
八
年
頃
か
ら
、
雑
報
の
文
章
に
談
話
体
を
採
用
し
、
一
時
は
五
割
以
上
も
が
談
話
体
で
書
か
れ
た
が
、
こ
れ
も

明
治
九
年
頃
か
ら
減
少
し
、
明
治
十
一
年
に
な
る
と
も
と
の
文
語
体
に
も
ど
つ
て
い
つ
た
．
こ
う
し
て
新
聞
に
お
け
る
談
話
体
文
章
の
採
用
は
、

言
文
一
致
運
動
の
拾
頭
に
反
し
、
明
治
十
七
年
以
後
は
散
見
す
る
程
度
の
状
態
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
」
度
、
談
話
体
と
の
対

決
を
体
験
し
た
新
聞
文
章
の
文
語
体
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
平
易
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
新
聞
文
章
は
趨
勢
的

に
平
易
化
さ
れ
て
い
つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
㊧
　
新
聞
定
価
の
低
廉
化

　
明
治
初
期
の
新
聞
は
、
か
な
り
高
価
な
も
の
で
あ
つ
た
。
人
々
は
、
大
切
に
保
存
し
た
り
、
’
田
舎
へ
の
み
や
げ
も
の
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
新

聞
縦
覧
所
な
ど
で
共
同
購
入
を
し
て
読
ん
で
い
た
。
米
一
升
が
、
五
、
六
銭
で
あ
つ
た
明
治
十
四
年
頃
の
新
聞
定
価
は
、
東
京
日
々
が
八
十
五

銭
、
郵
便
報
知
が
八
十
三
銭
、
朝
野
が
六
十
銭
、
東
京
横
浜
毎
日
が
六
十
銭
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
小
新
聞
は
、
大
新
聞
よ
り
元
来
価
格
が
安

　
　
　
日
本
に
お
け
る
厨
民
的
統
台
の
師
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
九
一
｛
）



　
　
　
蔚
本
に
齢
け
る
鼠
民
的
統
合
分
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
九
一
二
）

ぐ
、
同
じ
く
明
治
十
四
年
頃
の
東
京
絵
入
は
三
十
主
銭
ぞ
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
十
九
年
に
な
る
と
、
欧
米
諸
国
を
視
察
し
て
ぎ
た
矢

野
文
雄
が
帰
国
し
、
郵
便
報
知
を
従
来
の
入
十
三
銭
、
郵
税
二
十
五
銭
か
ら
、
三
十
銭
・
郵
税
無
料
に
引
ぎ
下
げ
た
。
こ
の
定
価
引
き
下
げ
は
、

他
の
新
聞
の
追
随
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
時
事
・
朝
野
が
五
十
銭
に
、
や
ま
と
・
毎
日
が
二
十
五
銭
に
、
東
京
日
々
が
三
十
銭
に
値
下
げ
し
た
。

さ
ら
に
大
阪
に
あ
つ
た
朝
日
が
東
京
へ
進
出
し
て
く
る
と
、
そ
の
定
価
は
報
知
よ
り
五
銭
安
い
二
十
五
銭
と
し
、
半
年
決
め
読
者
に
は
定
価
の
半

額
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
東
京
の
在
来
紙
は
共
同
し
て
朝
日
の
非
売
運
動
を
展
開
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
後
、
朝
日
は
各
社
と
協
議
し
て
、
明

治
二
十
三
年
に
定
価
を
二
十
八
銭
に
改
訂
し
た
（
い
ず
れ
も
一
ヵ
凋
の
定
価
）
．
こ
う
し
て
、
新
聞
が
大
幅
に
低
廉
化
す
る
一
方
、
わ
が
国
の
国
民
所

得
は
趨
勢
的
に
直
線
的
な
伸
び
を
示
し
て
い
つ
た
．
し
た
が
つ
て
、
一
般
大
衆
に
と
つ
て
新
聞
購
入
は
、
一
層
容
易
な
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
⑳
　
読
者
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
等
質
化

”
海
外
事
情
に
対
す
る
知
識
慾
と
戊
辰
戦
乱
に
際
し
て
の
国
内
政
治
動
向
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
を
二
つ
の
実
際
的
要
求
と
し
、
そ
れ
に
応
へ

て
”
そ
の
揺
藍
期
を
む
か
え
た
わ
が
国
の
新
聞
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
々
の
間
で
と
は
い
え
、
か
な
り
の
人
気
を
よ
ん
で
い
た
．
し
か
し
、
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
は
新
聞
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地
方
で
は
お
布
令
（
布
告
）
と
区
別
の
つ
か
な
い
者
さ
え
多
く
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
つ
て
．
佐
幕
派
新
聞
を
一
掃
し
た
後
の
新
政
府
は
、
新
聞
に
啓
蒙
機
関
・
上
意
下
達
機
関
と
し
て
の
役
割
を
期
待

し
、
明
治
二
年
「
新
聞
紙
印
行
条
例
」
を
発
布
し
て
、
そ
の
発
刊
に
売
い
し
許
可
主
義
の
立
場
を
打
ち
出
し
た
と
は
い
え
、
は
じ
め
は
新
聞
の
助

成
に
か
な
り
積
極
的
で
あ
つ
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
四
年
四
月
の
横
浜
毎
日
新
聞
発
刊
に
際
し
て
は
、
神
奈
川
県
令
井
関
威
良
が
、
同
年
五
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

新
聞
雑
誌
発
刊
に
際
し
て
は
木
戸
孝
允
が
大
ぎ
く
関
係
し
て
お
り
、
ま
た
大
隈
、
江
藤
、
前
島
ら
が
新
聞
発
刊
に
与
え
た
援
助
は
、
決
し
て
無
視

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
六
合
新
聞
、
ま
い
に
ち
ひ
ら
が
な
し
ん
ぶ
ん
の
よ
う
に
、
直
接
大
衆
の
中
に
入
り
こ
ん
で
、
そ
の
イ
ソ
タ
レ

ス
ト
を
啓
発
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
も
あ
つ
た
が
、
上
か
ら
の
こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
衆
の
新
聞
に
た
い
す
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト

は
、
依
然
と
し
て
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
．
し
か
も
、
明
治
六
、
七
年
の
征
韓
論
を
契
機
と
す
る
政
府
内
部
の
分
裂
は
、
新
聞
を
し
て
専



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
政
論
を
か
か
げ
さ
せ
る
に
い
た
り
、
か
く
て
そ
の
読
者
層
は
、
「
期
せ
ず
し
て
、

当
時
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ソ
チ
ア
、
官
吏
、
学
者
と
い
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

漢
文
調
の
文
章
の
読
め
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
つ
た
」
の
で
あ
る
．
政
治
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
一
般
大
衆
に
と
つ
て
、
在
来
の
新
聞
は
ま
す
ま

す
無
縁
の
存
在
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
大
衆
の
す
べ
て
が
決
し
て
無
智
文
盲
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
し
、
既
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
彼
ら
は
瓦
版
や
戯

作
文
芸
の
有
力
な
消
費
者
で
あ
つ
た
．
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
大
衆
が
好
む
ム
ー
ド
を
と
り
入
れ
た
新
聞
が
、
大
衆
の
中
で
根
づ
く
余
地
は
十
分
に

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
六
年
の
読
売
新
聞
創
刊
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
新
欄
の
嗜
矢
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
以
後
わ
が
国
に
は
本
質
的
に
異
る

二
つ
の
新
聞
現
象
が
並
存
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
「
大
新
聞
」
と
「
小
新
聞
」
で
あ
る
。
各
々
の
特
徴
と
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
小
野
秀
雄
は
次
頁
の
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
二
種
類
の
新
聞
の
読
者
間
に
、
あ
る
共
通
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
抱
か
せ
る
契
機
と
な
つ
た
も
の
は
、
第
一
に
西
南
戦
争
の
戦
況
報
道

で
あ
り
、
第
二
に
新
聞
の
政
党
化
で
あ
つ
た
．
す
な
わ
ち
、
西
南
戦
争
勃
発
に
際
し
て
、
東
京
目
々
、
郵
便
報
知
、
朝
野
、
読
売
な
ど
の
新
聞
社

は
、
特
派
員
を
派
遣
し
て
報
道
の
任
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
．
戦
況
の
推
移
は
、
読
者
の
階
層
的
な
位
置
と
は
無
関
係
に
普
遍
的
な
関
心
を
喚

起
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
各
新
聞
社
は
、
明
治
八
、
九
年
の
頃
に
比
し
て
大
き
く
そ
の
発
行
部
数
を
伸
ば
し
、
読
売
は
そ
の
社

史
に
よ
れ
ば
、
一
日
の
刷
高
が
三
〇
、
○
○
○
枚
以
上
に
達
し
た
程
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
こ
の
戦
争
以
後
、
武
力
反
抗
の
無
意
味
さ
を
悟
つ
た
反

政
府
派
の
人
々
は
、
自
由
民
権
運
動
へ
と
結
集
し
、
新
聞
を
有
力
な
一
つ
の
手
段
と
し
て
言
論
に
よ
る
反
抗
を
試
み
る
よ
う
に
な
つ
た
．
は
じ

め
、
こ
の
運
動
の
主
流
は
寡
頭
的
支
配
層
か
ら
分
裂
し
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
次
第
に
農
村
地
方
の
大
衆
の
間
に
も
共
鳴
者
を

獲
得
し
て
い
つ
た
し
、
ま
た
都
市
に
お
い
て
も
進
歩
的
な
知
識
人
や
実
業
界
の
一
部
を
ま
き
こ
ん
で
い
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
運
動
の

基
盤
は
、
当
時
の
財
政
的
不
安
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
人
心
の
動
揺
を
反
映
し
で
、
ま
す
ま
す
広
範
囲
な
も
の
と
な
つ
て
い
つ
た
。
明
治

十
四
年
の
政
変
以
後
、
国
会
開
設
を
期
し
て
政
党
が
成
立
す
る
と
、
大
新
聞
は
時
事
を
ぬ
か
し
た
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
政
党
化
さ
れ
た
．
一

　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
囲
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
九
コ
5



日
本
に
お
け
る
国
昆
的
統
合
の
一
考
察

四
二

（
九
一
四
）

大
　
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
聞

小
　
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
聞

新
　
聞
　
紙

東
京
日
日
新
聞
、
郵
便
報
知
新
聞
、
朝
野
新
聞
、
曙
新
聞
、
大

阪
日
報

読
売
新
聞
、
東
京
絵
入
新
聞
、
か
な
よ
み
新
聞
、
浪
華
新
聞

体
　
　
　
裁

四
頁
　
大
型

四
頁
　
小
型
（
大
新
聞
の
半
ば
位
）

文
　
　
　
体

漢
文
口
調
多
く
、
社
会
雑
報
以
外
は
ル
ビ
無
し
に
て
片
仮
名
を

用
ひ
、
社
会
雑
報
は
パ
ラ
ル
ビ
平
仮
名
を
用
ふ

口
語
体
に
て
平
仮
名
、
総
振
仮
名
を
用
ふ
、
官
令
に
は
片
仮
名

を
用
ふ
る
も
の
あ
り

官
　
　
　
令

掲
載
項
数
多
く
、
原
文
の
ま
ま
な
り

民
衆
と
直
接
関
係
あ
る
も
の
の
み
を
と
る

論
　
　
　
説

有

無

雑
　
　
　
報

政
治
経
済
海
外
種
を
重
ん
ず

花
柳
種
、
警
察
種
、
演
芸
，
角
力
を
重
ん
ず

（
読
売
に
は
花
柳
演
芸
種
無
し
）

読
　
　
　
物

時
事
問
題
、
海
外
知
識
に
関
す
る
も
の

雑
報
ま
が
い
の
読
物
小
説
を
絵
入
り
に
て
掲
載

（
読
売
の
み
は
然
ら
ず
）

投
　
　
　
書

政
治
に
関
す
る
も
⑳
多
し

社
会
雑
事
に
関
す
る
も
の
多
し

記
　
　
　
者

洋
学
者
、
漢
学
者
、
政
治
論
者
、
学
生
多
し

国
学
者
、
戯
作
者
、
狂
歌
師
多
し

読
　
　
　
老

中
流
以
上
の
紳
士
に
多
し

中
流
以
下
の
者
、
婦
人
、
芸
人
等

販
　
売
　
法

販
売
法
を
講
せ
ず
、
書
店
に
売
捌
か
し
め
、
郵
送
直
接
配
達
を

も
な
す

種
々
の
広
告
法
を
用
ひ
、
読
売
り
を
な
す
、
但
十
二
年
十
二
月

頃
よ
り
禁
令
に
よ
り
読
売
を
廃
す

條
　
　
　
例

政
治
関
係
の
違
反
者
多
し

無
し
、
但
し
十
年
以
後
は
、
風
俗
壊
乱
、
ザ
ン
ボ
ー
律
に
間
は

る
る
も
の
あ
り

部
　
　
　
数

各
紙
大
差
な
し

各
紙
整
頓
せ
ず



方
、
主
要
な
小
新
聞
も
政
党
化
の
嵐
を
回
避
で
き
な
か
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
新
聞
の
編
集
者
自
体
の
側
か
ら
も
、
政
党
活
動
は
一
つ
の
ト

ピ
ッ
ク
と
し
て
積
極
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
小
新
聞
読
者
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
は
政
治
問
題
へ
と
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
（
P
）

け
ら
れ
て
い
つ
た
。
か
く
て
政
党
化
し
た
大
新
聞
と
小
新
聞
は
、
そ
の
報
道
の
仕
方
、
論
評
の
仕
方
自
体
に
未
だ
質
的
な
ち
が
い
が
存
在
し
て
い

た
と
は
い
え
、
従
来
ま
つ
た
く
歩
み
よ
り
の
み
ら
れ
な
か
つ
た
二
つ
の
新
聞
読
者
間
に
、
政
治
問
題
を
中
心
と
し
た
あ
る
共
通
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト

を
抱
か
せ
る
結
果
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
に
よ
る
政
党
系
新
聞
の
弾
圧
と
、
明
治
十
五
年
の
集
会
条
例
の
補
正
さ
ら
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

十
六
年
の
改
正
新
聞
条
例
の
発
布
に
よ
り
、
政
党
は
解
散
し
、
政
党
系
新
聞
は
著
る
し
く
衰
退
し
た
。
こ
れ
に
代
つ
て
、
新
聞
界
の
中
心
勢
力
と

な
つ
た
も
の
は
、
か
つ
て
の
大
新
聞
と
小
新
聞
の
特
徴
を
折
衷
し
、
厳
正
中
立
、
不
偏
不
党
を
標
榜
し
た
い
わ
ゆ
る
中
新
聞
で
あ
つ
た
．
新
聞
は

画
一
化
の
方
向
へ
進
み
、
そ
の
階
層
性
も
次
第
に
失
な
わ
れ
て
い
つ
た
と
は
い
え
、
未
だ
こ
の
時
代
の
読
者
層
は
比
較
的
固
定
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
　
　
　
　
（
⑫
）

り
、
「
自
か
ら
上
流
階
層
や
知
識
階
層
に
好
ま
れ
る
新
聞
と
、
そ
れ
以
下
の
階
層
に
よ
つ
て
読
ま
れ
る
新
聞
の
別
は
あ
つ
た
と
い
え
る
」
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ス
　
じ
　
べ
　
パ
ヒ

る
。
と
は
言
え
、
こ
の
後
に
つ
づ
く
大
衆
新
聞
と
い
う
高
度
に
画
一
化
さ
れ
た
新
聞
形
態
を
つ
く
り
あ
げ
る
上
で
、
直
接
の
母
体
と
な
つ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
、
朝
日
、
毎
日
で
典
型
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
期
の
中
新
聞
で
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
．
し
た
が
つ
て
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
中
新
聞
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
新
聞
発
展
過
程
の
時
代
的
返
分
に
お
い
て
、
そ
れ
が
中
期
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
も
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
新
聞
形
態
は
、
読
者
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
共
通
性
に
質
的
な
等
し
さ
を
十
分
与
え
う
る
も
の
で
あ
つ

た
と
同
時
に
、
読
者
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
自
体
も
そ
う
し
た
新
聞
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
程
の
等
質
化
が
達
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
事
実
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
初
期
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
読
者
の
新
聞
に
た
い
す
る
イ
ソ
タ
レ
ス
ト
の
増
大
と
そ

の
等
質
化
は
、
新
聞
に
近
代
的
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
一
応
の
形
態
を
整
え
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
つ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ

　
　
　
日
本
に
お
げ
る
魯
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
九
一
五
）



　
　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
九
ニ
ハ
）

》
フ
。

　
（
1
）
　
た
と
え
ぱ
、
奔
■
U
o
冨
》
国
身
S
菖
韓
ぽ
目
o
犀
自
内
即
≦
ゆ
麹
冨
昌
（
9
呂
o
豆
図
o
暮
一
＆
盤
庫
国
罐
導
℃
魯
昌
這
留
）
や
旨
ピ

　
（
2
）
　
加
藤
秀
俊
「
明
治
二
〇
年
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ

ヨ
ン
」
（
坂
田
吉
雄
編
「
明
治
前
半
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
未
来
社
、
一
九
五
八
年
）
三
三
二

　
　
頁
。

　
（
3
）
　
山
本
正
秀
「
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
）
一
九
五
頁
。

　
（
4
）
　
た
と
え
ば
、
山
本
文
雄
「
日
本
新
聞
発
達
史
」
（
伊
藤
書
店
．
昭
和
十
九
年
y
五
七
～
五
八
頁
。

　
（
5
）
　
東
京
日
々
に
は
大
隈
と
江
藤
が
後
援
し
、
郵
便
報
知
は
前
島
密
の
創
刊
に
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
他
に
も
ブ
ラ
ッ
ク
の
日
新
真
事
誌
は
左
院
御
用
と
銘
打
つ
て

　
　
い
た
。

　
（
6
）
　
新
聞
は
、
民
選
議
院
設
立
建
白
を
め
ぐ
つ
て
急
進
と
漸
進
の
二
派
に
わ
か
れ
、
前
者
は
民
権
新
聞
（
曙
、
朝
野
、
郵
便
報
知
な
ど
）
、
後
者
は
官
権
新
聞
（
東
京
日

　
　
々
）
と
よ
ば
れ
た
。

　
（
7
）
　
西
田
長
寿
「
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
」
（
至
文
堂
、
昭
和
三
十
六
年
）
五
四
頁
。

　
（
8
）
　
小
野
秀
雄
「
日
本
新
聞
発
達
史
」
（
大
阪
毎
日
、
東
京
日
日
新
聞
社
、
大
正
十
一
年
）
一
〇
九
～
二
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
9
）
　
【
自
由
党
系
】
　
朝
野
新
聞
、
自
由
新
聞
、
日
本
立
憲
政
党
新
聞
（
大
阪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
【
改
進
党
系
】
　
郵
便
報
知
新
聞
、
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
、
内
外
政
党
事
情
、
朝
野
新
聞
、
大
阪
新
報
（
大
阪
）

　
　
　
　
【
帝
政
党
系
】
　
東
京
日
々
新
聞
、
明
治
日
報
、
東
洋
新
報
、
大
東
日
報
（
大
阪
）

　
　
＊
朝
野
新
聞
は
末
広
が
自
由
党
、
成
島
が
改
進
党
に
わ
か
れ
て
い
た
。
小
野
秀
雄
「
我
邦
初
期
の
新
聞
と
其
文
献
に
つ
い
て
」
（
「
明
治
文
化
全
集
第
十
七
巻
新
聞
編
」
日

　
本
評
論
社
、
昭
和
三
年
）
一
五
頁
。

　
（
10
）
　
【
自
由
党
系
】
　
絵
入
朝
野
新
聞
、
絵
入
自
由
新
聞
、
自
由
灯

　
　
　
　
【
改
進
党
系
】
　
日
の
出
新
聞
、
改
進
新
聞
、
読
売
新
聞

　
　
　
　
同
書
同
頁
。

　
（
1
1
）
　
明
治
十
六
年
の
改
正
条
例
以
後
、
た
と
え
ば
十
八
年
十
二
月
の
内
閣
制
度
成
立
に
際
し
て
、
新
聞
の
と
つ
た
論
調
を
み
て
も
決
し
て
政
党
的
な
立
場
が
全
く
影
を
ひ

　
　
そ
め
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
．
た
と
え
ば
辻
清
明
「
日
本
官
僚
制
の
研
究
」
（
弘
文
堂
、
昭
和
三
十
八
年
）
七
六
～
九
七
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
政
党
的
立
場
が
完
全
に

　
　
一
掃
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
年
の
保
安
条
例
公
布
以
後
で
あ
る
沖

　
（
12
）
　
生
田
正
輝
「
新
聞
史
上
に
お
け
る
『
時
事
新
報
』
6
位
置
と
性
格
」
法
学
研
究
三
十
七
巻
・
十
二
号
、
二
八
三
頁
。

　
（
1
3
）
　
「
朝
日
新
聞
七
十
年
小
史
」
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
ニ
ナ
四
年
）
三
四
頁
、
ξ
六
頁
。
「
毎
日
新
聞
七
十
年
史
」
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
七
年
）
　
一
五
頁
、
二
九
頁
。



（
14
）
　
生
田
正
輝
、
前
掲
論
文
二
七
七
頁
の
区
分
に
従
つ
た
。

四

　
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
近
代
的
パ
タ
ー
ン
が
成
立
し
た
時
点
を
新
聞
発
達
史
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
こ
と
に
ょ

つ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
民
的
統
合
が
達
成
さ
れ
た
時
点
を
、
試
論
的
に
指
摘
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
も
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
初
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
新
聞
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
政
論
を
主
と
し
反
政
府
勢
力
の
利
益
接
合
に
と
つ
て
有
力
な
手
段
で
あ
つ
た
大

新
聞
と
、
、
そ
れ
よ
り
や
や
遅
れ
て
発
刊
さ
れ
一
般
大
衆
を
対
象
と
し
娯
楽
を
旨
と
し
た
小
新
聞
と
い
タ
ニ
つ
の
全
く
異
つ
た
形
態
を
持
つ
て
い
た

の
で
あ
る
．
そ
れ
ら
は
各
々
、
階
層
的
に
読
者
が
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
階
層
的
新
聞
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
当

時
の
社
会
が
、
エ
リ
ー
ト
と
マ
ス
の
間
に
明
ら
か
な
断
層
を
宿
し
て
い
た
ば
か
り
か
、
エ
リ
ー
ト
間
に
も
深
刻
な
対
立
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
新
聞
の
諸
設
備
の
利
用
可
能
性
は
未
だ
き
わ
め
て
低
く
、
「
東
京
の
新
聞
に
し
て
も
、
東
京
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ー
カ
ル
紙
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
地
理
的
な
孤
立
の
傾
向
は
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
で
あ
つ
た
．

　
明
治
十
四
年
の
政
変
以
後
、
明
治
二
十
三
年
の
国
会
開
設
を
期
し
で
政
党
が
結
成
さ
れ
る
と
沸
大
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
政
党
の
握
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
．
ざ
ら
に
、
政
党
は
小
新
聞
に
も
積
極
的
に
働
き
か
け
て
、
そ
れ
ら
を
政
治
的
抗
争
の
中
へ
ま
き
こ
む
一
方
、
小
新
聞
み
ず
か
ら
も
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

色
彩
を
強
め
て
い
つ
た
の
で
あ
る
．
政
治
運
動
の
激
化
と
拡
大
、
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
っ
か
た
新
聞
の
政
党
化
は
、
従
来
政
治
か
ら
隔
絶
さ
れ
て

い
た
多
く
の
一
般
大
衆
を
、
政
治
的
に
社
会
化
し
て
い
つ
た
．
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
お
い
て
、
新
欄
は
ま
さ
に
そ
の
原
因
と
結
果
の
双
方
と
し

て
の
位
置
を
持
つ
て
い
た
。
か
く
て
、
読
者
の
新
聞
に
対
す
る
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
、
新
聞
の
諸
設
備
の
利
用
可
能
性
は
、
よ
う
や
く
増
大
し
、
特

に
そ
の
イ
ン
タ
レ
ス
手
は
政
治
間
題
を
中
心
と
し
て
、
階
層
的
・
地
理
的
な
枠
を
こ
え
て
共
通
化
し
、
さ
ら
に
等
質
化
さ
れ
る
契
機
を
宿
し
て
い

売
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
い
ま
だ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
職
業
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
新
聞
人
の
主
勢
力
は
、
新
聞
を
も

　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
九
一
七
）



　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
九
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
で
政
権
獲
得
の
純
然
た
る
手
段
と
す
る
少
壮
政
治
家
の
手
に
握
ら
れ
」
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス

が
、
政
党
と
い
う
社
会
機
構
の
付
属
物
と
し
て
存
在
す
る
色
彩
を
濃
厚
に
も
つ
て
い
た
当
時
の
新
聞
は
、
未
だ
近
代
的
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
は
呼

　
　
（
5
）

び
難
い
も
の
で
あ
つ
た
。

　
政
府
は
、
そ
の
大
部
分
が
対
抗
エ
リ
ー
ト
の
利
益
接
合
の
機
関
と
な
つ
て
い
た
当
時
の
新
聞
の
普
及
・
発
展
に
た
い
し
て
、
自
ら
も
実
現
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
な
か
つ
た
が
新
聞
発
刊
の
構
想
を
ね
り
、
官
報
を
発
行
す
る
一
方
、
既
存
の
も
の
に
た
い
し
て
弾
圧
や
買
収
に
よ
リ
コ
ソ
ト
巨
ー
ル
す
る
こ
と

を
こ
こ
ろ
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お
か
れ
た
、
き
び
し
い
国
際
情
勢
の
下
で
、
「
富
国
強
兵
」
「
殖
産
興
業
」
を
ス
・
ー
ガ
ン
に
、
急
激
な
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

代
化
を
迫
ま
ら
れ
て
い
た
政
府
に
と
つ
て
、
政
治
的
統
合
を
達
成
し
、
国
家
的
な
安
定
を
保
つ
こ
と
は
火
急
の
要
件
で
あ
つ
た
．
し
た
が
つ
て
、

国
内
に
お
け
る
政
治
運
動
の
こ
う
し
た
激
化
と
拡
大
に
よ
る
緊
張
を
、
一
般
的
な
危
機
に
ま
で
高
め
な
い
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
政
府
は
是
が

否
で
も
新
聞
の
統
制
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
．
そ
こ
で
新
聞
紙
法
を
次
々
に
制
定
し
、
つ
い
に
明
治
十
六
年
の
改
正
新
聞
条
例
を
も
つ
て
、

政
党
新
聞
の
息
の
根
を
止
め
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
新
聞
は
、
そ
れ
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
諸
設
備
の
利
用
可
能
性
と
、
読
者
の
イ
ソ
タ

レ
ス
ト
の
増
大
と
等
質
化
を
基
盤
と
し
て
、
よ
り
広
汎
な
読
者
層
の
獲
得
を
め
ざ
し
た
純
然
た
る
商
業
新
聞
の
性
格
を
つ
よ
め
て
い
か
ざ
る
を
得

な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
そ
の
形
態
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
後
の
大
衆
新
聞
の
直
接
の
母
体
と
考
え
ら
れ
る
中
新
聞
と
な
り
、
不
偏
不
党
・
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

正
中
立
を
編
集
方
針
と
し
て
標
榜
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
L
・
W
・
パ
イ
が
近
代
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
中
で
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
諸
特
徴
を
備
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
．
大
阪
系
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
東
京
進
出
と
い
う
事
実
で
端
的
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
新
聞
諸
設
備
の
利
用
可
能
性
の
増
大
は
、
都
市
に
あ
つ
て
近
代
的
技
術
に
も
と
づ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
体
系
が
、
地
理
的
な

障
害
を
越
え
て
地
方
へ
と
浸
透
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
．
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
、
エ
リ
ー
ト

と
マ
ス
の
間
の
断
層
が
次
第
に
埋
め
ら
れ
る
一
方
、
地
理
的
な
統
合
が
大
き
く
高
め
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
中
新
聞
の
成
立
と
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

立
の
過
程
は
、
明
治
十
九
年
以
降
の
対
外
意
識
の
高
揚
と
機
を
一
に
し
、
国
民
的
一
体
感
の
形
成
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
に
、
歩
を
一
と



し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
タ
レ
ス
ト
　
ア
し
テ
キ
ユ
レ
イ
シ
ヨ
ソ

　
（
1
）
　
政
策
決
定
者
に
た
い
し
て
、
諸
個
人
や
諸
集
団
が
要
求
を
出
す
過
程
を
、
利
　
益
　
接
　
合
　
と
呼
ぶ
。
一
方
、
そ
う
し
た
要
求
が
、
一
般
的
な
政
策
の
オ
ル
タ
ー

　
　
ナ
テ
ィ
ブ
ス
ヘ
転
換
す
る
と
き
・
そ
れ
を
郡
．
．
盈
．
．
端
．
、
郡
ど
呼
ぶ
。
O
菩
ユ
9
．
ン
≧
百
o
呂
ゆ
ρ
ゆ
ぎ
≦
o
眉
q
ン
O
o
巨
冨
冨
江
＜
Φ
勺
o
算
ぎ
引
”
号
く
9
8
目
魯
冨
一

　
　
§
暴
g
（
國
。
¢
葦
導
幽
目
。
§
黄
ピ
言
Φ
切
3
藝
邑
9
ぎ
導
ざ
一
§
）
箏
刈
ω
－
一
b
。
8

　
（
2
）
　
生
田
正
輝
、
前
掲
論
文
二
七
八
頁
。

　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
明
治
十
六
年
二
月
十
三
日
の
絵
λ
自
由
新
聞
社
説
「
傍
訓
新
聞
の
本
分
」

　
（
4
）
　
伊
藤
正
徳
「
新
版
新
聞
五
十
年
史
」
（
鱒
書
房
、
昭
和
二
十
二
年
）
三
九
頁
。

　
（
5
）
冒
。
響
拍
等
9
9
目
巨
旨
一
婁
巨
評
騨
。
導
。
陰
導
幽
豪
写
。
げ
一
Φ
霧
。
馬
男
8
り
Φ
善
翼
ぎ
Ω
。
＜
。
§
馨
β
江
β
z
。
づ
キ
婁
。
彗
ω
。
。
一
。
ひ
塁
勺
琶
ざ
○
且
巳
。
ロ

　
　
O
蜜
旨
魯
ぎ
図
鋼
ω
質
一
凝
這
㎝
9
マ
楠
認
9

　
（
6
）
福
地
源
一
郎
「
新
聞
紙
実
歴
」
（
「
明
治
文
化
全
集
第
十
七
巻
新
聞
編
」
日
本
評
論
社
、
昭
和
三
年
）
一
九
～
ニ
ニ
頁
。
福
沢
諭
吉
「
福
翁
自
伝
×
「
福
沢
論
吉
選
集
」

　
　
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
六
年
）
一
一
二
七
主
一
二
八
頁
。

　
（
7
）
　
「
内
閣
制
度
七
十
年
史
」
（
内
閣
官
房
編
、
昭
和
三
十
年
）
二
二
三
～
二
三
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
じ
シ
ヤ
ル
リ
モ
ビ
リ
テ
イ

　
（
8
）
　
新
興
国
が
、
そ
の
近
代
化
の
過
程
で
直
面
す
る
間
題
は
相
矛
盾
す
る
性
格
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
社
　
会
　
移
　
動
を
高
め
る
こ
と
を
め
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ロ
シ
ヤ
ル
ロ
ス
タ
ビ
リ
テ
イ

　
　
し
つ
つ
、
他
方
そ
の
中
で
社
会
的
安
定
を
如
何
に
維
持
す
る
か
を
考
え
れ
ば
な
ら
な
い
。
D
ニ
フ
ー
ナ
ー
は
「
感
情
移
入
」
を
重
視
し
、
均
衡
論
の
立
場
か
ら
、

　
　
そ
こ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
有
効
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
U
導
邑
馴
醤
睾
国
急
の
算
跨
目
。
暮
勲
包
9
巨
舅
琶
ざ
葺
。
戸
ぎ
国
。
一
房
ミ
●
頴
一
零
①
8

　
　
0
0
讐
饗
轟
菖
〈
①
膚
富
〇
二
＄
亀
の
8
ダ
一
〇
富
づ
o
兜
Φ
（
＞
5
づ
＞
Σ
8
き
竃
8
注
晦
曽
野
男
自
ロ
α
暮
ざ
β
暁
自
類
窪
＄
り
9
書
げ
β
誉
9
。
け
冨
富
ξ
o
き
ご
O
O
）
づ
マ
曽
全
園
ピ
ま
た
、
こ
の

　
　
問
題
は
し
ば
し
ば
政
治
体
制
の
有
効
性
と
の
関
係
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
．
た
と
え
ぽ
．
O
笹
＆
①
＞
ぎ
ち
マ
。
F
署
。
O
？
O
o。
。

　
（
9
）
　
不
偏
不
党
●
厳
正
中
立
の
内
容
や
質
な
ど
が
、
す
べ
て
の
新
聞
で
鼠
一
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
生
田
正
輝
、
前
掲
論
文
参
照
。

　
（
10
）
　
朝
日
新
聞
は
、
明
治
十
九
年
春
に
東
京
支
局
を
設
置
し
、
明
治
二
十
一
年
五
月
に
め
ざ
ま
し
新
聞
を
買
収
し
、
同
年
七
月
東
京
朝
日
新
聞
と
改
名
し
た
。
「
朝
日
新

　
　
聞
七
十
年
小
史
」
三
二
～
三
八
頁
。

　
（
n
）
　
た
と
え
ば
、
条
約
改
正
気
運
の
高
ま
り
や
、
対
清
危
機
感
の
高
ま
り
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
す
　
び

　
わ
れ
わ
れ
は
、
国
民
的
統
合
を
伝
統
的
お
よ
び
過
渡
的
社
会
の
持
っ
、
地
理
的
」
階
層
的
な
社
会
過
程
の
非
連
続
性
と
い
う
断
層
を
埋
め
、
そ

　
　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
九
一
九
）



　
　
　
日
本
に
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
九
二
〇
）

の
基
本
的
な
枠
組
を
コ
ミ
ュ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
ヘ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
そ
の
国
民
的
統
合
の
基

本
的
過
程
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ジ
体
系
の
伝
統
的
お
よ
び
過
渡
的
な
パ
ダ
ー
ン
が
ら
近
代
的
パ
タ
ー
ン
ヘ
の
移
行
過
程
と
考
え
る
こ
と
に
よ

つ
て
有
効
に
と
ら
え
得
る
の
で
海
る
，
な
ぜ
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ソ
・
パ
タ
ー
ソ
の
そ
の
よ
う
な
移
行
は
、
ま
さ
に
国
民
的
統
合
の
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
エ
イ
ジ
午
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
移
行
過
程
自
体
は
、
国
家
発
展
に
直
線
的

な
い
し
段
階
的
な
発
展
と
し
て
の
意
味
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
発
展
は
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
タ
！
ン

の
移
行
に
よ
る
感
情
移
入
、
社
会
化
、
動
機
づ
け
さ
ら
に
社
会
開
発
の
諸
手
段
な
ど
の
変
化
が
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
諸
領
域
に
わ
た
つ

て
、
複
雑
多
岐
に
作
用
す
る
過
程
な
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
中
で
い
く
つ
か
の
指
向

性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
国
民
的
統
合
を
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
体
系
の
近
代
的
パ
タ
ー
ソ
が
成
立
し
た
時
点
を
、
新
聞
の
史
的
発
展
過

程
と
の
関
連
で
と
ら
え
、
国
民
的
統
合
が
一
応
達
成
さ
れ
た
時
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
新
聞

は
、
明
治
二
十
年
代
初
期
を
も
つ
て
．
中
新
聞
と
い
う
形
態
を
ほ
ぽ
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
国
家
的
な
規
模
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系

を
形
成
し
、
完
成
さ
せ
る
契
機
を
持
つ
た
の
で
あ
る
と
、
言
い
得
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
新
聞
形
態
を
L
・
W
・
パ
イ
の
指
摘
し
た

近
代
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
！
シ
ョ
ン
体
系
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
た
．
し
た
が
つ
て
、
わ
が
国
の
国
民
的

統
合
が
一
応
の
姿
を
と
り
得
た
時
点
も
、
ま
た
明
治
二
十
年
代
初
期
と
考
え
る
の
で
あ
る
．

　
本
稿
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
系
の
構
造
的
な
側
面
に
の
み
関
心
を
集
中
し
、
そ
こ
を
流
れ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ヨ
ン
の
量
・
速
度
・
そ
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
と
り
あ
げ
な
か
つ
た
。
さ
ら
に
、
新
聞
発
達
史
と
の
関
連
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
た
た
め
に
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
組
織
的
、
集
団
的
、
一
時
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
を
無
視
し
た
ば
か
り
か
、
対
面
的
関
係
を
主
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ヨ
ン
下
位
体
系
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
て
こ
な
か
つ
た
。
こ
う
し
た
欠
陥
は
、
本
論
文
が
日
本
に
お
け
る
国
家
的
統
合
へ
の
新
聞



に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
プ
巨
ー
チ
と
し
て
、
き
わ
め
て
試
論
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ヒ
の
よ
う
な
問

題
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
一
層
の
有
効
性
と
完
全
性
を
持
た
せ
よ
う
と
の
ぞ
む
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
社
会
体
系
な
い
し
政
治
体
系

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
、
よ
り
明
確
な
位
置
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
の
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
近

代
化
論
、
な
い
し
国
家
発
展
論
に
お
け
る
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
よ
り
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
し
か
し

な
が
ら
、
い
重
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
と
り
あ
げ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
機
会
を
え
て
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
L
・
W
・
パ
イ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
：
シ
ョ
γ
体
系
の
構
造
的
な
相
違
か
ら
、
直
接
み
ち
び
き
出
さ
れ
よ
り
一
層
砂
特
徴
を
既
述
の
三
類
型
に
付
与
す
る
も
の
と
し

　
　
て
、
こ
の
闇
題
を
と
り
あ
つ
か
つ
て
い
る
。
ピ
蓉
凶
導
≦
勺
器
』
暮
き
身
＆
o
F
営
窪
ψ
o
“
o
サ
9
ε
サ
鴇
’

　
（
2
）
霞
。
裁
蓬
垣
●
蜜
碗
Φ
戸
。
や
。
一
叶
‘
冨
●
ω
や
㎝
鱒

　
（
3
）
　
社
会
構
造
の
相
違
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
下
位
体
系
と
の
比
較
研
究
に
お
い
て
、
¢
客
田
器
器
ぴ
鑑
戸
Ω
蓉
目
綴
且
S
ぎ
臥
の
釜
審
言
麟
呂
の
8
壁
一
の
賃
ぎ
言
器
”

　
＞
5
国
図
℃
蜀
”
暮
貫
網
Q
o
響
冨
声
O
貯
o
の
ε
画
ざ
眉
縄
菖
ぎ
O
甘
巳
8
0
ロ
導
審
二
ざ
く
鼻
図
H
図
一
お
㎝
μ
乞
o
●
や
娼
や
嵩
ω
1
一
雪
は
極
め
て
示
竣
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

日
本
。
蔭
お
け
る
国
民
的
統
合
の
一
考
察

四
九
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）


