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国
唐
唐
き
ま
一
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国
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①
∪
冨
鮫
8
、
の
国
臣
ぴ
蚕
8
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O
o
巨
唐
二
巳
警
の
暫
口
劇
》
騰
二
〇
即

弓
げ
o
O
げ
ぽ
Φ
器

勾
●
＞
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汐
器
騎
①
ぴ
乞
Φ
≦
吋
o
鱒
」
認
唇
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エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
　
ジ

ヨ
ン
　
ヘ
ヴ
ィ
著

『
竜
の
抱
擁
－
中
共
と
ア
フ
リ
カ
ー
』

　
一
、
一
九
五
六
年
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
（
現
ア
ラ
ブ
連
合
）
と
の
国
交
樹
立

に
始
ま
り
、
一
九
六
三
年
十
二
月
か
ら
一
九
六
四
年
二
月
に
か
け
て
の
周
恩

来
・
陳
毅
の
ア
フ
リ
カ
一
〇
力
国
訪
問
を
契
機
に
著
し
ぐ
大
規
模
化
し
た
中
華

人
民
共
和
国
（
以
下
中
国
と
称
す
）
の
ア
ァ
リ
カ
政
策
が
、
　
一
九
六
五
年
に
お

け
る
第
二
回
A
A
会
議
く
ア
ル
ジ
ェ
会
議
）
の
流
会
に
よ
つ
て
大
き
く
挫
折
し
、

さ
ら
に
そ
の
後
に
頻
発
し
た
ア
フ
リ
カ
の
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て
中
国
の

影
響
力
が
大
ぎ
く
後
退
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
’
ア
フ

リ
カ
に
お
け
る
こ
う
し
た
情
勢
の
転
換
に
つ
い
て
、
中
国
の
陳
毅
外
交
部
長
は

「
そ
れ
は
た
だ
局
地
的
な
、
　
一
時
的
な
現
象
で
あ
り
．
真
の
革
命
家
に
と
つ
て

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
試
練
の
時
期
で
あ
る
」
と
い
さ
さ
か
楽
観
的
と
も
思
え
る
よ
う
な
論
評
を
お

こ
な
つ
て
い
る
。
果
し
て
そ
う
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
容
易
に
断

じ
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ア
フ
リ
カ
人
の
中
国
観
」

を
材
料
の
一
つ
に
と
り
あ
げ
る
ご
と
な
し
に
は
、
こ
の
問
題
を
分
析
・
検
討
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
一
口
に
「
ア
フ
リ
カ
人
の
中
国
観
」
と
い
つ
て
も
、
従
来
、
他
の

文
献
σ
な
か
に
で
て
く
る
ア
フ
リ
カ
人
の
断
片
的
な
談
話
程
度
の
も
の
以
外

に
、
依
拠
し
う
る
材
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
つ
た
。
そ
う
し
た
情
況
に
照

ら
し
て
み
て
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
E
・
」
・
ヘ
ヴ
ィ
の
著
書
は
、
一
五
〇
頁
余
の

小
冊
子
と
は
い
え
．
実
際
に
北
京
に
滞
在
し
た
一
ア
フ
リ
カ
人
の
、
直
接
体
験

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
中
国
観
」
と
し
て
．
十
分
な
稀
少
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
E
・
」
・
ヘ
ヴ
ィ
の
経
歴
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
か
れ
は
ガ
ー
ナ
の
コ

コ
ア
農
民
の
子
と
し
て
生
れ
（
年
齢
不
詳
）
、
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と

し
て
の
家
庭
教
育
を
う
け
、
さ
ら
に
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・
カ
レ
ッ

ジ
、
ア
グ
レ
ー
・
メ
ぞ
リ
ア
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
卒
業
後
、
母
校
で
教
職
に
つ
き
自

然
科
学
、
衛
生
学
を
担
当
し
た
。
二
九
六
〇
年
十
一
月
、
ガ
ー
ナ
政
府
奨
学
金

を
え
て
医
学
研
究
の
た
め
に
北
京
へ
留
学
し
、
一
年
半
の
滞
在
の
の
ち
帰
国
し

た
が
、
曽
北
京
で
の
直
接
経
験
に
よ
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
新
中
国
に
い
た
く
失

望
し
、
ま
た
幻
滅
を
感
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
か
れ
の
前
著
卜
§
』
⇒
＆
§
硫
誉
－

画
§
軸
き
O
ミ
蓉
（
ご
9
）
は
、
そ
の
当
時
の
経
験
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

一
九
六
二
年
に
帰
国
し
た
も
の
の
、
エ
ソ
ク
ル
マ
政
権
に
対
す
る
反
感
を
抑
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
進
ん
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
亡
命
し
、

一
九
六
六
年
二
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
　
　
（
一
一
三
三
V



　
　
　
紹
、
介
と
批
評

十
四
日
の
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
で
エ
ン
ク
ル
マ
政
権
が
倒
れ
る
ま
で
そ
の
地
に
と

ど
ま
つ
た
。
現
在
は
ガ
：
ナ
に
在
つ
て
、
「
母
国
ガ
ー
ナ
を
、
真
の
民
主
主
義
者

が
誇
れ
る
よ
う
な
国
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
本
書
の
構
成
を
目
次
で
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
序
　
言

　
一
　
「
五
原
則
」
と
中
共
の
実
践

八七六五四三二
　
以
上
の
ほ
か

年
十
二
月
～
一
九
六
四
年
二
月
）

と
二
つ
の
中
国
と
の
外
交
関
係
一
覧
表
（
一
九
六
六
年
五
月
現
在
）

れ
て
い
る
．

　
そ
れ
で
嵐
以
下
著
者
の
論
旨
を
簡
単
に
跡
づ
け
て
み
よ
う
．

　
二
、
ま
ず
、
そ
の
「
序
言
」
に
お
い
て
著
者
は
本
書
を
執
筆
し
た
意
図
を
明

ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
著
者
の
認
識
に
よ
る
と
、
現
代
の
ア
7
リ
カ
は
複
雑

な
冷
戦
的
諸
潮
流
に
よ
つ
て
激
し
く
揺
り
う
ご
か
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ

う
し
た
情
勢
は
今
後
な
－
お
し
ば
ら
く
は
続
く
と
考
え
ら
れ
る
．
し
た
が
つ
て
、

い
ま
ア
フ
リ
カ
人
の
と
り
う
る
最
良
の
策
は
、
こ
の
複
雑
な
冷
戦
的
諸
潮
流
が

北
京
の
戦
争
と
平
和
の
理
論

永
久
革
命

第
二
次
ア
フ
リ
カ
争
奪
戦

革
命
的
状
況
・
そ
の
一

革
命
的
状
況
・
そ
の
二

後
進
性
へ
の
い
ざ
な
い

ア
フ
リ
カ
ヘ
の
信
念

　
　
　
、
附
編
と
し
て
、
周
恩
来
の
ア
フ
リ
カ
訪
問
旅
行
（
一
九
六
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
日
程
表
と
そ
の
解
説
、
お
よ
び
ア
フ
リ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
収
録
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
　
（
二
三
四
）

ど
う
流
れ
る
か
を
測
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
試
み
二
ぞ
は
、
ア
フ
リ

カ
に
と
つ
て
、
経
済
的
自
立
と
政
治
的
安
定
へ
向
う
重
要
な
ワ
ソ
・
ス
テ
ッ
プ

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
現
代
に
お
け
る
冷
戦
の
主
要
な
軸
を
、
東
西
の
対
立
お

よ
び
中
ソ
の
対
立
と
見
る
。
し
た
が
つ
て
、
国
際
的
舞
台
と
く
に
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
中
国
の
行
動
様
式
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
極
め
て
大
き
な
意
義
を
も
つ

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
「
中
国
の
ア
フ
リ
カ
政
策
と
そ
の
動
機
ほ
ど
複
雑

な
問
題
は
例
が
少
い
」
と
し
な
が
ら
、
「
本
書
で
は
、
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
中
国

人
の
意
図
は
お
そ
ら
く
我
々
ア
フ
リ
カ
人
の
最
止
の
利
益
を
計
ろ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
絞
り
」
具
体
的
に
は
、

周
恩
来
が
ア
フ
リ
カ
諸
国
訪
間
中
に
公
約
し
た
「
五
原
則
」
が
日
々
い
か
に
破

ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
冷
戦
の
一
潮
流
が
ど
う
い
う
流
れ

方
を
し
て
い
る
か
を
示
し
う
れ
ば
、
私
の
目
的
は
果
さ
れ
る
」
と
、
序
言
を
結

ぶ
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
つ
て
、
著
者
は
第
一
章
に
お
い
て
、
中
国
の
対
ア

フ
リ
カ
政
策
を
規
定
し
て
い
る
（
は
ず
の
）
「
基
本
五
原
則
」
「
対
外
援
助
に
関

す
る
八
原
則
」
を
姐
上
に
の
せ
、
「
こ
の
五
ー
八
原
則
の
よ
う
な
高
適
な
原
則

を
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
つ
て
い
る
国
に
対
し
て
は
、
最
高
の

敬
意
と
感
謝
を
捧
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
な
が
ら
、
「
し
か
し
千
の
原
則

を
か
か
げ
て
一
つ
も
守
ら
な
い
よ
り
は
、
一
つ
の
原
則
し
か
か
か
げ
ず
に
そ
れ

を
忠
実
に
守
る
方
が
値
う
ち
が
あ
る
」
と
痛
烈
な
皮
肉
を
飛
ぽ
す
．

　
要
す
る
に
著
者
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
毛
沢
東
の
中
国
は
、
一
方
で
平
和
五
原

則
を
う
た
い
な
が
ら
、
他
方
で
ビ
ル
マ
、
ネ
パ
ー
ル
、
シ
ッ
キ
ム
、
ブ
！
タ
ン



に
対
し
て
外
部
か
ら
圧
力
を
か
け
内
部
で
破
壊
活
動
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、

イ
ン
ド
に
対
し
て
は
膨
脹
戦
争
を
し
か
け
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
は
血
な
ま
ぐ

さ
い
征
服
と
さ
い
げ
ん
の
な
い
圧
迫
を
く
わ
え
た
の
で
あ
り
、
国
内
で
は
一
九

五
七
年
に
百
花
斉
放
百
家
争
鳴
を
約
し
な
が
ら
、
咲
か
せ
て
お
い
て
つ
み
取
り

鳴
か
せ
て
お
い
て
打
ち
落
と
す
の
挙
に
で
た
「
油
断
の
な
ら
な
い
国
」
で
あ

る
。
周
恩
来
が
一
九
六
三
年
十
二
月
か
ら
一
九
六
四
年
二
月
に
か
け
て
ア
フ
リ

カ
諸
国
を
訪
問
し
た
さ
い
、
中
国
人
民
之
ア
フ
リ
カ
人
民
の
古
い
歴
史
的
結
び

っ
遂
を
強
調
し
、
こ
れ
こ
そ
両
人
民
の
友
好
関
係
の
基
盤
で
あ
る
と
主
張
し
た

が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
そ
の
他
近
隣
諸
国
こ
そ
中
国
と
も
つ

と
も
緊
密
な
友
好
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
惹
．
し
か
る
に
中
国

は
こ
れ
ら
近
隣
諸
国
に
対
し
て
膨
脹
主
義
的
な
政
策
を
あ
え
て
と
り
、
ま
た
自

国
人
民
に
対
す
る
自
由
と
正
義
の
約
束
す
ら
守
ろ
う
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な

中
国
が
「
五
－
八
原
則
」
を
い
か
に
喧
伝
し
よ
う
と
も
ア
フ
リ
ヵ
人
に
対
し
て

忠
実
だ
な
ど
と
い
う
保
証
が
い
つ
た
い
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
｝
か
と
い
う
の
が
著

老
の
論
理
で
あ
る
。

　
続
い
て
第
二
章
で
は
、
中
国
の
「
戦
争
と
平
和
」
の
理
論
を
厳
し
く
批
判
す

る
。
ま
ず
著
者
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
ハ
イ
レ
・
セ
ラ
シ
エ
皇
帝
や
チ
ュ
ニ
ジ
ア

の
ブ
ル
ギ
パ
大
統
領
が
周
恩
来
に
対
し
て
、
中
国
と
ア
フ
ザ
カ
の
基
本
的
な
不

一
致
点
は
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
あ
る
と
語
つ
た
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

「
戦
争
は
資
本
主
義
の
不
可
避
的
部
分
だ
と
い
う
命
題
は
資
本
主
義
と
帝
国
主

義
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
れ
る
観
念
で
あ
り
、
そ
の
命
題
が

さ
ち
に
、
非
資
本
主
義
的
体
制
は
必
然
的
に
非
帝
国
主
義
で
あ
る
と
い
5
誤
れ

る
結
論
を
引
き
だ
す
」
と
主
張
す
る
．
著
者
の
見
解
に
よ
為
と
、
売
し
か
に
第

　
　
　
紹
介
と
批
評

二
次
大
戦
以
前
に
あ
つ
て
は
非
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
国
の
存
在
な
ど
考
え
ら

れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
最
近
の
歴
史
は
、
帝
国
主
義
が
資
本
主
義
の
独
占
物
で

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
新
興
社
会
主
義
諸
国
の
な
か
に
は
、
警
戒
す

べ
き
帝
国
主
義
的
性
向
を
示
し
て
い
る
国
が
あ
り
、
中
国
は
そ
の
悪
名
た
か
い

事
例
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
場
合
著
者
は
、
帝
国
主
義
イ
コ
ー
ル
戦
争
勢
力

と
い
う
認
識
に
た
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
、
平
和
共
存
路
線
を

強
く
否
定
し
「
冷
戦
は
社
会
主
義
国
に
と
つ
て
有
利
で
あ
り
．
緊
張
状
況
は
革

命
闘
争
の
発
展
に
と
つ
て
好
ま
し
い
状
況
で
あ
る
」
と
す
る
中
国
は
戦
争
勢
力

す
な
わ
ち
帝
国
主
義
者
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は

核
戦
争
の
結
果
に
つ
い
て
の
毛
沢
東
の
言
葉
（
「
も
し
人
類
の
半
分
が
死
滅
し
て

も
他
の
半
分
は
依
然
と
し
て
生
き
の
こ
る
で
あ
ろ
う
．
し
か
も
帝
国
主
義
は
完
全
に

滅
び
、
全
世
界
を
通
じ
て
残
る
の
は
社
会
主
義
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
半
世
紀
な

い
し
一
世
紀
の
う
ち
に
、
人
口
は
ふ
た
た
び
失
つ
た
半
数
以
上
の
増
加
を
見
る
で
あ

ろ
う
」
）
を
引
用
し
、
こ
れ
が
、
七
億
中
国
人
の
生
命
と
運
命
を
支
配
し
、
ア
ジ

ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
人
民
を
自
己
の
翼
の
し
た
に
か
く
れ
る
よ

う
に
さ
し
招
い
て
い
る
人
物
の
言
葉
な
の
だ
と
、
強
い
語
調
で
論
難
す
る
。
さ

ら
に
著
者
は
、
中
国
が
「
核
兵
器
の
全
面
禁
止
」
に
固
執
し
て
部
分
的
核
停
条

約
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
を
中
国
の
好
戦
性
の
証
左
と
見
、
一
九
六
四
年
十
月

に
第
二
回
非
同
盟
会
議
（
於
カ
イ
・
）
が
全
世
界
の
国
に
核
停
条
約
調
印
を
訴

え
か
つ
核
兵
器
の
製
造
を
非
難
す
る
声
明
を
だ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国

が
こ
れ
と
前
後
し
て
第
一
回
核
実
験
を
お
こ
な
つ
た
の
は
、
非
同
盟
会
議
に
対

す
る
侮
辱
で
あ
る
、
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
認
識
に
た
つ
以
上
、
著
者
が
中
国
の
意
図
を
、
．
対
米
・
対
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
（
扁
コ
ニ
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
両
面
的
冷
戦
を
有
利
に
展
開
す
る
た
め
に
ア
プ
リ
カ
を
毛
沢
東
的
ゲ
リ
ラ
戦

争
の
一
翼
に
組
み
こ
む
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
「
永
久
革
命
」
で
は
、
中
国
の
望
ん
で
い
る
革
命
と
ア
フ
リ
カ
の
求

め
て
い
る
革
命
と
が
ま
つ
た
く
違
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
周
恩
来
は
ア
フ
リ
カ

訪
問
中
モ
ガ
ジ
シ
オ
で
「
ア
フ
リ
カ
は
絶
好
の
革
命
情
勢
に
あ
る
」
と
語
つ
た

が
、
そ
の
言
葉
は
た
だ
し
い
と
し
て
も
、
「
革
命
」
の
内
容
が
問
題
で
あ
る
。

中
国
人
が
い
う
革
命
と
は
「
被
抑
圧
階
級
に
よ
る
暴
力
の
行
使
を
意
味
し
、
革

命
戦
争
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
つ
て
、
「
共
産
主
義
の
歴
史
を
通
℃
て
物
語
は
い

つ
も
お
な
じ
、
戦
争
、
混
乱
、
革
命
、
そ
し
て
共
産
主
義
政
権
で
あ
る
」
。
し

か
し
、
ア
フ
リ
カ
人
の
求
め
て
い
る
革
命
は
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
側
面

に
お
け
る
急
激
な
進
歩
・
発
展
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
、
中
国
人
の
い
う
よ

う
な
暴
力
革
命
で
は
な
い
。
コ
ン
ゴ
（
旧
ベ
ル
ギ
i
領
）
の
例
が
示
す
よ
う
に
、

暴
力
革
命
は
ア
フ
リ
カ
に
好
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。
小
国
に
混
乱
が
起
れ

ぽ
、
大
国
は
自
分
の
利
益
を
お
し
す
す
め
自
国
と
お
な
じ
政
治
体
制
を
お
し
つ

け
る
べ
く
こ
れ
を
利
用
す
る
だ
け
で
あ
る
．
し
か
し
て
中
国
が
ア
フ
リ
カ
の
革

命
を
鼓
吹
す
る
場
合
、
そ
の
主
た
る
目
的
些
ア
フ
リ
カ
に
混
乱
を
起
す
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
す
で
に
起
つ
て
い
る
混
乱
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
L
と

い
う
の
が
第
三
章
の
著
者
の
論
旨
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
第
二
次
ア
フ
リ
カ
争
奪
戦
」
に
お
い
て
は
．
著
者
は
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
中
ソ
の
据
導
権
争
い
を
．
十
九
世
紀
に
お
け
る
西
欧
諸
国
の
ア
フ
リ
め

分
割
に
た
と
え
、
「
現
在
社
会
主
義
諸
国
は
、
か
づ
て
資
本
主
義
諸
国
が
犯
し

た
の
と
お
な
じ
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
」
と
い
う
ニ
エ
レ
レ
の
言
葉
を
引
用
し
つ

っ
、
中
ソ
の
「
第
二
次
ア
フ
リ
カ
争
奪
戦
」
を
批
判
す
る
。
ア
フ
リ
カ
に
接
近
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し
こ
れ
を
自
己
の
権
力
軌
道
に
の
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
勢
力
は
む
ろ
ん
中
ソ

だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
が
中
ソ
に
よ
る
争
奪
戦

と
見
た
理
由
は
、
こ
の
両
国
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
か
ら
、
ア
フ
リ

カ
の
前
途
に
は
た
だ
一
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
し
か
な
く
、
し
た
が
つ

て
国
際
政
治
的
に
も
中
ソ
の
い
ず
れ
か
に
系
列
化
さ
れ
る
以
外
に
道
は
な
い
と

い
う
恣
意
的
な
判
断
に
た
つ
て
対
ア
フ
リ
カ
政
策
を
展
開
し
て
い
る
、
と
見
て

い
る
か
ら
で
あ
ゐ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
」
に
対
す

る
中
ソ
両
国
の
評
価
が
、
も
つ
と
も
よ
く
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ソ
連
の
代
表
的
ア
フ
リ
カ
研
究
者
で
あ
つ
た
ポ
テ
ー
ヒ
ン
教
授
は
「
ア
フ
リ
カ

社
会
主
義
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義

的
・
科
学
的
社
会
主
義
以
外
に
社
会
主
義
は
な
い
」
と
述
べ
、
「
ア
フ
リ
カ
社

会
主
義
と
は
、
資
本
主
義
的
発
展
路
線
の
た
め
に
勤
労
階
級
を
欺
く
手
段
で
あ

る
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
し
、
中
国
も
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
に
つ
い
て

厳
し
い
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
周
恩
来
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
訪
問

し
た
さ
い
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
社
会
主
義
を
建
設
中
で
あ
る
と
称
す
る
に
た
る
か
ど

ヶ
か
四
時
間
余
に
わ
た
つ
て
討
議
し
、
結
局
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
か
ら
そ
の
文
言
を
は

ず
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
基
準
か
ら
す
れ
ぽ
、
ベ
ン
・
ベ
ラ
の
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
は
社
会
主
義
と
呼
び
え
な
い
と
断
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
著

者
は
い
う
）
．
要
す
る
に
著
者
は
、
「
ソ
連
が
民
族
解
放
を
支
持
す
る
の
は
自
己

の
反
西
側
路
線
に
ア
フ
リ
カ
を
組
み
こ
む
た
め
で
あ
り
、
中
国
が
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
の
連
帯
を
主
張
す
る
の
は
ソ
連
を
ア
フ
リ
カ
か
ら
締
め
だ
す
た
め
に
す

ぎ
な
い
」
と
論
断
し
、
　
「
周
恩
来
が
我
々
に
自
力
更
生
を
説
く
な
ら
、
　
ア
フ
リ

カ
的
状
況
や
ア
フ
リ
カ
人
の
要
求
に
合
つ
た
、
ア
フ
リ
カ
独
自
の
社
会
主
義
を



な
ぜ
す
す
め
な
い
の
か
」
と
中
国
の
政
策
を
批
判
し
、
「
非
ア
フ
リ
カ
人
が
ア
フ

リ
カ
に
対
」
て
真
の
政
治
的
協
調
を
示
す
最
良
の
方
法
は
、

ア
フ
リ
カ
の
状
況

に
も
つ
乏
も
合
致
し
た
体
制
を
我
々
に
独
自
の
方
法
で
探
求
さ
せ
、
実
験
さ

せ
、
そ
れ
を
採
用
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
、
と
提
言
す
る
の
で
あ
る
。
－

　
つ
い
で
第
五
章
、
第
六
章
で
は
、
現
在
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
い
だ
い
て
い
る
革

命
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
．
そ
の
革
命
的
状
況
が
外
部
勢
力
に
い
か
に
利
用
さ

れ
や
す
い
か
、
そ
し
て
現
実
に
中
国
が
い
か
に
そ
れ
を
利
用
し
て
き
た
か
を
説

明
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
現
在
ア
フ
リ
カ
は
政
治
的
P
経
済
的
、
社
会
的

な
全
面
的
革
命
の
「
生
み
の
苦
し
み
」
を
経
つ
つ
あ
る
．
そ
し
て
そ
の
状
況

は
、
レ
：
ニ
ン
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
な
暴
力
革
命
へ
と
操
作
さ
れ
る
危
険
性

を
も
つ
た
革
命
的
状
況
で
あ
つ
て
、
①
植
民
地
政
権
に
，
よ
る
圧
力
へ
の
反
抗
を

要
求
す
る
状
況
（
ポ
領
ア
フ
リ
カ
、
南
ア
、
・
ー
デ
シ
ア
等
〉
、
②
独
立
ア
フ
リ
カ

諸
国
内
部
の
動
乱
を
育
て
る
よ
う
な
内
的
緊
張
状
況
、
り
二
つ
に
類
別
さ
れ

る
．
こ
う
し
た
革
命
的
状
況
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
外
部
勢
力
は
数
多
く
あ
る

が
、
と
り
わ
け
危
険
な
の
は
中
国
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
中
国
は
、

ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
関
係
を
規
定
す
る
「
基
本
五
原
則
」
の
第
五
項
で
「
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
主
権
は
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
国
家
か
ら
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
ど
ん
な
方
面
か
ら
の
侵
略
や
干
渉
に
も
反
対
す
る
」

と
明
言
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
社
会
主
義
兄
弟
国
で
あ
る
ソ
連
か
ら
さ
え
も

「
中
国
の
同
志
た
ち
は
…
…
中
国
共
産
党
中
央
委
の
六
月
十
四
目
付
書
簡
を
ロ

シ
ア
語
で
大
量
に
印
刷
し
て
モ
ス
ク
ワ
そ
の
他
の
ソ
連
諸
都
市
で
不
法
に
ば
ら

ま
き
…
…
我
国
の
主
権
を
は
な
は
だ
し
く
侵
害
し
た
」
（
一
九
六
三
年
七
月
十
四

日
「
プ
ラ
ウ
ダ
」
紙
）
と
非
難
さ
れ
て
い
る
鼠
だ
か
ら
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
細
介
と
批
評

著
者
は
中
国
が
コ
ソ
ゴ
（
旧
ベ
ル
ギ
ー
領
）
、
ル
ワ
ン
ダ
、
傷
ブ
ル
ン
ジ
、
カ
メ
ル

ー
ン
等
で
反
乱
を
助
長
し
操
作
し
た
例
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
が
、
た
と

え
ば
コ
ン
ゴ
に
関
し
て
は
、
一
九
六
四
年
一
月
に
始
ま
つ
た
東
部
で
の
反
乱
を

ピ
ェ
；
ル
・
ミ
ュ
レ
レ
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
グ
ベ
ニ
エ
、
E
・
B
・
デ
ビ
ツ
ド
ソ

ン
、
ガ
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ア
ロ
等
の
指
導
者
を
通
じ
て
遠
隔
操
作
し
た
こ
と
、
ガ

ム
ボ
ナ
、
イ
ム
プ
フ
ォ
ン
ド
等
に
中
国
の
援
助
で
ゲ
リ
ラ
基
地
が
作
ら
れ
。
甘

遇
大
佐
が
中
心
と
な
つ
て
訓
練
を
施
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
叙
述
は
か
な
り
詳

細
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
が
間
接
的
に
内
政
干
渉
を
お
こ
な
い
、
主
権
を
侵
害

し
た
別
の
具
体
例
と
し
て
は
、
中
国
が
一
九
六
四
年
八
月
の
協
定
に
も
と
づ
い

て
ガ
ー
ナ
ヘ
軍
事
顧
間
を
派
遣
し
、
中
国
の
外
交
官
が
ア
フ
リ
カ
各
地
か
ら
ス

カ
ウ
ト
し
た
青
年
た
ち
に
エ
ン
ク
ル
マ
の
ゲ
リ
ラ
訓
練
キ
ャ
ン
プ
な
ら
び
に

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
所
」
で
訓
練
を
施
し
、
破
壊
活
動
の
準
備
を
し
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
「
後
進
性
へ
の
い
ざ
な
い
」
で
は
、
周
恩
来
が
「
対
外
援
助
に
関
す

る
八
原
則
」
の
第
四
項
で
述
べ
た
「
中
国
政
府
が
外
国
に
援
助
を
あ
た
え
る
目

的
は
、
…
…
援
助
を
受
け
る
国
が
自
力
更
生
、
経
済
面
で
独
立
発
展
の
道
を
し

だ
い
に
歩
み
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
原
則
が
批
判
の
対
象
に

と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
著
者
が
い
わ
ん
と
す
る
の
は
、
要
す
る
に
、
外
国

か
ら
の
援
助
は
九
九
％
ヒ
モ
つ
き
で
あ
り
そ
れ
だ
け
に
危
険
も
あ
る
が
、
し
か

し
現
在
の
経
済
的
状
況
か
ら
す
れ
ぽ
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
と
つ
て
外
部
か
ら
の
援

助
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
で
は
、
た
と
え
緩
慢
な
ぺ
ー
ス
で
あ
ろ
う
と

も
進
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い
、
し
た
が
つ
て
、
周
恩
来
の
自
力
更
生
論
は
ア
フ

リ
カ
を
後
進
性
へ
と
招
く
に
等
し
い
、
と
い
う
ヒ
と
で
あ
る
。
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紹
介
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最
後
の
章
「
ア
フ
リ
カ
ヘ
の
信
念
」
は
、
本
書
の
主
題
か
ら
見
て
そ
れ
ほ
ど

重
要
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
、
ア
フ
リ
カ
自
身
が
偉
大
な
歴
史
的
転
換
期
を
迎

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
は
偉
大
な
文
明
を
誇
る
国
で
あ
る
け
れ
ど
も

現
在
同
国
が
用
い
て
い
る
処
方
箋
は
た
だ
し
く
な
い
と
述
べ
た
の
ち
に
、
「
中

国
を
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
が
、
信
用
し
て
も
い
け
な
い
」
、
「
自
分
自
身
を
、
ア

フ
リ
カ
を
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
の
将
来
を
信
ぜ
よ
」
と
い
う
「
心
が
ま
え
論
」

を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
三
、
以
上
概
括
的
に
著
者
の
論
旨
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る

議
論
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
十
分
な
論
証
を
と
も
な
つ

て
お
ら
ず
、
逆
の
立
場
に
た
つ
て
論
駁
し
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
論
駁
可

能
な
間
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
し
て
も
、

一
見
好
戦
的
と
も
と
れ
る
中
国
の
立
場
は
、
「
社
会
主
義
勢
力
が
強
化
さ
れ
、

民
族
民
主
革
命
勢
力
の
圧
力
が
強
ま
り
、
核
兵
器
の
発
達
に
よ
つ
て
戦
争
抑
止

力
の
比
重
が
増
大
し
た
と
は
い
え
、
戦
争
勢
力
と
し
て
の
帝
国
主
義
の
本
質
は

変
ら
な
い
」
と
い
つ
た
歴
史
認
識
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
著
者
の
よ

う
に
戦
争
を
あ
え
て
辞
さ
な
い
中
国
は
戦
争
勢
力
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
安
易

に
く
だ
す
こ
と
は
粗
雑
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
自
力
更
生
論
の
評
価
に
し

て
も
、
外
国
援
助
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、
自
力
更
生
を
基

本
路
線
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
外
部
か
ら
の
援
助
を
二
義
的
な
も
の
と
し
て

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
「
後
進
性
へ
の
い
ざ
な
い
」
に
は
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
い
ち
い
ち
論
駁
す
れ
ぽ
き
り
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
我
々
が
本
書
か
ら
汲
み
と
る
べ
ぎ
も
の
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
．
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
（
一
＝
二
八
）

ち
、
た
と
え
そ
の
論
理
が
飛
躍
む
て
い
よ
う
と
粗
雑
で
あ
ろ
う
と
、
実
際
に
こ

れ
が
一
ア
フ
リ
カ
知
識
人
の
「
ナ
マ
の
中
国
観
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む

ろ
ん
中
国
を
訪
れ
た
ア
フ
リ
カ
人
は
他
に
多
く
い
る
し
、
本
書
の
著
者
と
正
反

対
の
評
価
を
す
る
者
も
な
か
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
来
、

ア
フ
リ
カ
で
は
指
導
者
層
の
あ
い
だ
に
、
著
者
と
お
な
じ
立
場
か
ら
の
対
中
国

警
戒
論
が
た
か
ま
つ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
警
戒
論
は
学
問
的
な
批
判
を
超

越
し
た
、
ナ
マ
の
政
治
の
領
域
に
根
を
お
ろ
し
つ
つ
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
我

我
は
こ
う
し
た
中
国
観
が
現
実
に
ア
フ
リ
カ
に
根
を
お
ろ
し
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
の
事
実
に
目
を
据
え
、
そ
れ
を
も
つ
と
も
よ
く
代
表
す
る
の
が
本
書
で
あ
る

と
い
う
認
識
を
、
ま
ず
第
一

に
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
一
九
六
八
・
五
・
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
田
　
英
郎
）


