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矢

内

原

勝

本
書
は
、
祗
開
発
国
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
の
、
二
者
択
一
的
な
い
し
対 

立
的
な
見
解
を
も
つ
、
二
つ
の
論
文
を
ま
と
め
て
一
書
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
一
つ
の
見
解
を
分
担
し
て
書
く
と

い

う

音̂

で
の
'、

共
著
で

は

な 

い

と

こ

ろ

に
、
'本
書
の
編
集
上
の
特
色
が
あ

る

。

简
単
に
い
う
と
、
第
一
論
文
、

バ
ー
バ
ラ
•

ゥ
ォ
！
ド

の

「

開
発
の
十
年

そ
れ
は
挫
折
に
終
る
か-

-

-

-

-

J

は
援
助
賛
成
論
で
あ
り
、
こ

れ

に

反
し

て
第
二
論
文
、

P

.

T

•バ
ゥ
ァ
ー
の「

対
外
援
助—

そ
れ
は
進
歩
へ
の
手

段
た
り
う
る
か

？

；-
-」

は

援
助
反
対
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
論
文
を
よ

く
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
.対
立
点
は
必
ず
し
も
同
一
次
元
.の
上
に
は
見
出
さ
れ 

な
ぃ
。

ゥ
ォ
ー
ド
の
、.
低
開
発
国
に
対
し
て
先
進
国
は
援
助
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い
 

と
い
う
見
解
は
、
今
日
の
世
界
で
は
一
方
に
世
界
の
.富
の
七
〇〜

八
〇
％
を
占

九

六

(

1
1ニ
0)

め
る
富
裕
な
、
し
か
も
世
界
人
ロ
の
わ
ず
か
一
八
％
が
居
住
す
る

少

数

の

先

進
 

諸
国
が
あ
り
、
他
方
に
貧
困
な
低
開
発
諸
国
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
間
の
格 

差
は
年
と
と
も
に
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
ゆ
-く
、
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い 

る

：一
般
に
一
国
の
な
力
で
多
数
の
貧
乏
人
と
少
数
の
金

持

の

い
る
よ
う
な 

所
得
分
配
は
^

ま

し
-<

な
.
い
か
ら
、
こ
れ
を
平
等
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
政
府 

が
所
得
洱
分
配
政
策
を
と
る
こ
と
に
国
民
は
同
意
し
て
い
る
。
あ
ま
り
に
不
下 

等
な
所
得
分
配
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
の
は
、
経
済
学
を
超
え
た
倫
理
的
価 

値
判
断
に
厲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
世
界
で
、
先
進
目
.

低E
?

 

発
国
間
の
富
裕
•
貧
困
の
格
差
が
大
き
い
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
V

の
も
、
 

倫
理
に
属
す
る
肺
値
判
断
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ゥ
ォ
ー
ド
の
見
解
の
费
後
に
太 

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
が
み
ら
れ
る
。「

お
お
よ
そ
持
て
る
人
は
与
え
ら
\

て
、
 

い
よ
い
よ
盤
か
に
な
る
が
、
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
持
っ
て
い
る
も
の
ま
で
も 

取
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う」

と
い
う
古
く
か
ら
の
聖
書
の
句
が
、
世
界
諸
国 

の
な
か
で
も
文
字
通
り
妥
当
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
富
裕
諸
国
の
全
域
に
ま
た 

が
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
こ
の
う
え
も
な
く
重
要
な
压
カ
団
体
た
り
得 

る
の
に
、
終
局
的
な
場
に
立
っ
て
' 

天
の
父
に

「

‘あ

な
た
が
た
は
、
空
腹
の
と 

き
に
食
べ
さ
せ
、
か
わ
い
て
い
た
と
き
に
飲
ま
せ
、
旅
人
で
あ
っ
た
と
き
に
宿 

を
貸
し
、
裸
で
あ
っ
た
と
き
に
着
せ
た
か」

と
問
わ
れ
、

「

主

よ

、

お
許
し
下 

さ
I

だ
が
わ
た
し
ど
も
は
国
民
総
生
産
の
〇
•

三
％
を
与
え
ま
し
たJ

と 

答
え
れ
は
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
ゥ
ォ
ー
ド
は
言
う
の
で
あ
る
。

富
裕
な
国
の
人
々
が
、
貧
困
な
国
の
人
々
を
援
助
す
る

こ

と

が

望

ま

し

く

な
 

I
の

か

と

問
わ
れ
た
と
き
、
正
面
切
っ
て
望

ま

し

く

な

い

と
答

え

る

者

は

ま
 

ず
-
>な

1
で
あ
ろ
う
。
バ
ウ
ア
ー

も

お

そ

ら

く

、

望

ま

し

く

な

い

と

は

言
わ
な

い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
援
助
が
貨
幣
的
も
し
く
は
実
物
的
ト
ラ
ン
ス
7
 

ア
ー
の
形
態
を
と
る
の
が
よ
い
か
、
わ
る
い
か
、
と
い
う
と
こ
.
ろ
に
：あ
る
。

十
.ラ

ン
ス
フ
：ァ
ー
と
い
う
形
態
で
の
援
助
の
必
要
を
力
説
す
る
ゥ

ォ

ー

ド
に 

し
て
も
、
新
た
に
独
立
し
て
植
民
地
か
ら
脱
皮
し
た
ば
か
り
の
大
部4

^

の
諸
国 

.は

.
、
そ
の
構
造
、
制
度
、
習
慣
が
、
い
ま
だ
.
に
変
化
に
対
し
て
準
備
が
な
さ
れ 

て
い
な
い
社
会
で
あ
る
た
め
に
、
そ

こ

，
へ
外
部
か
ら
、
た
だ
た
ん
，に
資
本
を
注 

入
し
て
も
、
砂
地
に
水
を
そ
そ
ぐ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
つ
て
ハ
る
。
 

そ
う
し
允
資
本
は
、
予
期
に
反
し
て
余
り
に
も
し
ば
し
ば
個
人
の
ふ
と
こ
ろ
、
 

あ
る
い
は
海
外
の
銀
行
勘
定
の
な
か
へ
と
流
出
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
お
る
の 

は
_

実
で
あ
る
。
北
大
西
洋
地
域
か
ら
、
自
己
の
職
務
に
は
忠
実
で
'
優
秀
な 

セー

ル
ス
マ
ン
で
は
あ
る
が
、
そ
の
国
の
経
済
発
展
の
こ
と
な
ど
考
え
な
い
連 

中
が
、
亦
な
り
高
い
利
子
率
と
国
際
的
水
準
か
ら
は
る
か
に
か
け
離
れ
た
高
い 

佃
格
で
、
最
新
式
の
機
诚
を
経
験
不
足
な
低
開
発
国
政
府
に
売
り
つ
け
る
と
い 

う
こ
と
が
あ
る
。
進
ん
だ
工
業
技
術
を
、
市
場
*

技
能
、

.管
理
能
力
な
ど
を
も 

ち
あ
わ
せ
て
，い
な
い
諸
国
へ
大
量
に
も
ち
込
ん
で
も
う
ま
く
ゆ
か
な
ぺ
こ
と 

は
、
.
ゥ
ォ
I

ド
も
よ
く
知
つ
て
.い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
一
次
大
戦
後
、
低
開
発
国
の
経
済
発
展
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
当

初

は

、
 

投
資
さ
え
す
れ
ば
持
続
的
経
済
成
長
は
自
動
的
に
生
じ
る
、
し
た
が
っ
て
投
資 

に
対
し
て
援
助
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
、
い
わ
ば
投
資
万
能
薬
的
考
え
が 

先
進
諸
国
、
と
く
に
ア
メ
リ
ヵ
で
交
配
的
で
あ
っ
た
。
ニ
〇
年
経
過
し
'た
今 

日

先

進

諸

国

は

マ

ー

シ

.
ャ

ル

•

プ
ラ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
ま
た
.た
く
う
ち
て
.
.5 

卵
し
，
日
本
は
急
速
に
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
水
準
に
追
い
つ
き
つ
.つ
あ
る
の 

に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
低
開
^

^
諸
国
は
発
展
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な(

け

れ
ど
も
、
持
続
的
成
長
段
階
に
突
入
し
た
と

は

思

わ

れ

な

い

。

こ

の

よ

う

な

现 

実
に
直
面
し
て
、；.投
資
万
能
薬
的
考
え
に
反
番
が
加

え

ら

れ

、

人

問

の

質
な
ど 

が
泣
因
さ
九
、
大
量
の
物
的
投
資
の
.増
加
よ
り
も
頭
脳
へ
の
投
資
が
優
先
さ
れ 

る

べ

.き

こ

と

ガ
広
く
.認

識

さ

れ
る

よ

う

.に
な
っ
.
た
。
ゥ

ォ

.丨

ド

も
ま
た
、
投

资
 

を
す
る
場
合
は
慎
虛
に
し
、
.
威
信
を
高
め
る
た
め
だ
け
の
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ヱ
 

タ
ト
へ
の
投
資
よ
り
も
、
低
開
発
国
の
実
情
に
適
し
た
、
労
働
集
約
的
産
業
へ 

の
投
資
、
と

い

う

条
件
を
つ
け
な
が
ら
、
先
進
国
か
ら
低
開
発
国
へ
の
貨
幣
的 

も
し
く
は
実
物
的
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
が
必
獎
で

あ

る

、

と

主
張
す
る

の

で

あ
 

)

る 
0
 

•

.

.

援
助
に
反
树
す
る
バ
ゥ
ァ
ー
が
、
投
資
万
能
薬
的
考
え
に
対
し
て
反
対
な
の 

は

篇
で
あ
る
。
彼
は
；
経
済
開
発
が
、
蹇

的

に

は

、
投
資
に
依
存
し
、
そ 

の
投
資
が
非
常
に
生
産
的
で
あ
る
と
い
う
信
仰
を
、.
投
資
物
祌
崇
拝
と
呼
ん
で 

い
る
。
投
資
物
神
崇
拝
は
資
源
の
最
適
配
分
を
無
视
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
0
 

に

つ

く

プ
'-
^

模
な
シ
ョ
ー
,»

フ
ロ
■
ジ
ヱ
ク
ト
を
^

利
と
す
る
よ
う
な
偏
見
を
. 

強
め
た
。
投
資
は
、
補
完
的
な
人
的
資
源
と
結
び
つ
い
た
物
的
資
本
に
具
現
さ 

れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
生
産
的
で
あ
り
う
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、|>;資

が
自 

f
f 

に
は
経
済
の
iv
-
^ :

的
成
^

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
る
i
CA

で 

は
ゥ
ォ
ー
ド
も
'、ハ
ゥ
ァ
ー
も
隔
た
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
両
者
と
も 

.に
、
デ
ス
ク
.
ヮ
ー
ク
に
よ
っ
て
理
論
を
組
み
立
て
る
タ
ィ
プ
の
人
で
は
な 

く
、
現
状
の
分
析
を
蜇
視
す
る
学
者
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
ち
れ 

る
。
 

.

一
..国

の

経

済

の

発

展

の

過

程

は

連

続

的

に

ス

ム

ー

ス

.
な

も

の

で

は

な

く

、

段
. 

階
的
な
も
め.で
あ
り
、低
所
得

均
衡
の
状
態
に
あ
る
国
が
、
羞
こ
ぶ
つ

か

り

、



こ
の
壁
を
よ
じ
登
る
こ
と
に
成
功
ず
れ
ば
、
あ
と
は
比
較
的
に
：平
坦
な
持
続
的 

成
良
の
段
階
に
達
す
る
^>

の
な
ら
ば
、
こ
の
壁
を
登
る
た
め
の
、.
ラ
イ
ベ
ン
ス 

タ
イ
ン
の
い
.う

「

臨
界
的
最
小
努
力」

を
援
助
す
る
.
.こ
と
が
有
効
で
あ
‘る
。
そ 

し
.て
援
助
を
与
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
、
現
状
を
慎
重 

に
分
析
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
.あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
か
な
り
広
く
認 

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ゥ
ォ
ー
ド
の
、
本
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ 

う
な
一
般
的
な
形
の
見
解
も
ま
た
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
線
に
沿
っ
た
も
の 

で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
点
は
み
あ
た
ら
な
い
。

.
こ
れ
に
対
し
て
バ
ゥ
ァ
ー
の
見
解
の
な
か
に
は
、
バ
ゥ
ァ
ー
独
自
の
特
色
が 

相
当
み
ら
れ
る
。
バ
ゥ
ァ
ー
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
の
避
難
者
で
、
現
在
イ
ギ
リ 

ス
の
経
済
学
者
で
あ
る
。
彼
は
マ
ラ
ヤ
、
旧
イ
ギ
リ
ス
領
西
ア
フ
リ
ヵ
、
イ
ン 

ド
な
ど
を
研
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
一
九
五
四
年
に
刊
行
し
た 

TFe

訖

.
T
r
a
d
e

は
名
著
で
あ
る
。
そ

の

後The 
Economics of 

u
n
d
e
T
-
d
e
v
e
l
s
^

Countries 

(with 

R
S
.

 Y
a
m
e
y
)
(

永
鳥
淸
訳『

低
開
発
国 

の
経
済
学』

)

と
か
、Economic 

Analysis a
n
d

 P
o
l
i
c
y

§•u
n
d
e
r
d
e
v
d
Q
êd 

Ccuntris

と
か
い
ラ
、
低
開
発
国
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
本
も
著
わ
し
て
い
る 

が
、
彼
は
理
論
よ
り
も
現
状
分
析
の
ほ
う
に
優
れ
た
手
腕
を
も
っ
て
い
る
と
、
 

私
は
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
が
、
経
済
開
発
の
要
因
と
し
て
、
投
資
よ 

り
も
、
適
切
な
経
済
的
資
質
や
通
度
の
出
現
、
交
換
経
済
の
膂
及
、
適
切
な
社 

会
の
制
度
的
準
備
の
確
立(

た
と
え
ば
、
共
有
地
を
個
人
所
有
地
に
転
換
す
る
こ 

と
な
ど)

、

地
域
間
の
接
触
の
拡
大
、

さ
ら
に
技
術
的
知
識
の
進
歩
な
ど
の
ほ 

う
を
重
耍
祝
す
る
の
は
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
バ
ゥ 

ァ
ー
に
は
、
総
合
開
発
計
画
と
強
制
貯
蓄
に
つ
い
て
の
国
家
の
役
割
に
対
す
る

• 

九

八

(
1

 

ニ
ニ
一)

 

少
な
か
ら
ぬ
敵
意
が
み
ら
れ
、
こ
；れ
は
.や
や
奇
異
な
感
を
抱
か
せ
る
。

.

援
助
供
与
国
の
な
か
に
は
、
援
助
受
取
国
が
総
合
開
発
計
画
を
も

っ

て

い

る
 

か
い
な
い
か
、
そ
の
政
府
が
強
制
貯
蓄
か
機
構
を
も
っ
て
い
る
か
い
な
い
か 

を
、
援
助
供
与
の
一
つ
の
基
準
あ

る

い

は

条
件
に
し

て

い

る

国
が
あ

る

。

野
心 

的
な
開
発
計
画
は
資
本
財
の
輸
入
を
増
加
さ
せ
、
結
局
は
国
際
収
支
の
.困
難
に 

陥
ら
せ
る
。
そ

し

て

そ
れ
が
ま
た
援
助
要
請
の
手
段
と
な

る

。

こ

う

い

う

こ

と
 

が
バ
ゥ
ァ
ー
の
気
に
入
ら
な
い
点

で

あ

っ

て

、

彼
の
援
助
無
用
論
を
導
び
い

て 

ぃ

る

。
日
本
が
例
証
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と 

っ
て
興
味
.を
そ
そ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ゥ
ォ
ー
ド
は
、

一
八
七
〇
年
か 

ら
一
九
一
一
〇
年
に
い
た
る
期
間
の
比
較
的
緩
慢
な
ィ
ン
ド
の
エ
業
的
成
長
を
日 

本
と
比
較
し
てV

お
な
じ
期
間
に
日
本
で
は
工
業
化
が
強
制
的
に
行
な
わ
れ
た 

と
み
.て
い
る
。
彼
女
は
、
日
本
で
は
徹
底
し
た
.土
地
改
革
、
政
府
俊_

_

そ
れ 

は
政
府
に
よ
っ
て
設
立
名
れ
た
新
し
い
エ
業
に
の
み
投
資
さ
れ
う
る
の
だ
が
、
 

——

に
よ
る
地
主
補
償
、

地
方
や
都
市
で
の
信
用
の
流
動
化
、

文
盲
撲
滅
運 

動
、
海
外
で
の
訓
練
に
対
す
る
政
府
の
援
護
な
ど
、

つ
ま
り
開
発
戦
略
の
完
全 

な
組
み
合
わ
せ
が
、
活
気
と
資
力
を
も
つ
政
府
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
、
と
し 

V

い
る
。
明
治
維
新
以
後
の
日
本
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
、
砠
ぼ
し
た
土
地
改 

革
と
か
、
政
府
俊
：に
よ
る
地
主
補
償
と
か
、
彼
女
の
誤
ま
っ
た
認
識
も
み
ら
れ 

る
が
、
と
に
か
く
日
本
政
府
の
経
済
開
発
に
対
す
る
積
極
的
な
役
割
を
評
価
し 

て
い
る
点
を
注
目
し
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
バ

ゥ

ァ

ー

は
、
今
日
の
西
側
先
進
諸
国
の
初
期
の
歴
史
に 

は
、
開
発
計
画
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
こ
こ
数
十
年
の
間
に
急
速

な
進
歩
を
遂
げ
て
き
た
多
く
の
低
開
発
諸
国——

日
本
、
香
港
、

マ
ラ
ャ
ー
タ 

ィ
、
な
ら
び
に
多
く
の
ラ
テ
ン
.

ア
メ
リ
ヵ
諸
国—

で
も
開
発
計
画
は
採
用 

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
数
十
年
と
い
う
か
ら
に
は
、
 

日
本
の
場
合
に
も
ゥ
ォ
ー
ド
の
ょ
う
に
明
治
維
新
以
降
の
.発
展
で
は
な
く
、
第 

二
次
大
戦
以
降
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

仮
に
、
.一
人
あ
た
り
所
得
五
〇
〇
ド
ル
以
下
を
低
開
発
国
と
す
れ
ば
、
日
本 

は
一
九
五
四
年
に
は
三
〇
〇
ド
ル
以
下
で
あ
っ
た
■
か
ら
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
低
開 

発
国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
〇
〇
ド
ル
か
ら
一
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
を
中
進
国
と 

す
れ
ば
、
日
本
は一

九
六
七
年
に
は
九

一
八
ド
.ル
に
達
し
た
か
.
ら
、
も
う
一
息 

で
先
進
国
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
経
済
成
長
率
の
高
さ
は 

一
八
六
〇
年
か
ら
一
九
一

三

年
ま
で
.の年
平
均
を
と
っ
て
も
四
• 

一
 

％
と
い
う 

高
率
を
示
し
、
何
も
第
二
次
大
戦
後
に
急
に
成
長
し
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
 

つ
ま
り
今
日
の
日
本
の
成
長
率
の
高
さ
は
明
治
維
新
以
降
の
経
済
発
展
の
上
に 

可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
簽
港
、
.

マ
ラ
ヤ
、
タ
ィ
と
同
列
に
論
じ
る
こ 

と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
'治
維
新
か
ら
第
二
次
大
戦
ま
で
の
日
本
に 

開
発
計
画
が
な
か
っ
た
と
い
う
な
ら
と
-%

か
く
、
第
二
次
大
戦
以
後
の
日
本
に 

開
発
計
画
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の 

計
.|0
;

は

，
低

掛

発

国

の

経

済

掛

発

討

[0
?

と
は
性
格
を
異
に
.
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に

し

て

も

例

の

ロ

ン

ド

ン

.
エn 
ノ

ミ

ス

ト

の

,
1
マ

ン

.
マ

ク

レ

ー

が

「

驚

く

：、へ
き
日
本

」

に

続

く「

日

本

は

昇

っ

た1_
の
な
か
で
、
高
度
芄
長
の
ナ
ゾ
を 

と

く

七

つ

の

ヵ

ギ

の

う

ち

、

第
一

.
は
、
今
日
の
世
界
で
最
も
巧
み
に
行
な
わ
れ 

て
い
る
統
制
経
済
体
制
、
第
七
は
経
済
計
画
制
度
.自
体
で
あ
る
と
指

摘

し

て

い 

る
こ
と
を
、パ
ゥ

ァ

ー

は
ど
う
思
う
で
あ
ろ
う
か
。

(
「

日
本
は
界
っ
た」

は
バ
ゥ
ァ 

.

書

評

.

丨
の
本
書
執
筆
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
驚
く
べ
き
日
本」

は
読
め
た
は
ず 

で
あ
る
。)

パ
ウ
ァ
ー
は
一
九
五
七
年
と
六
六
年
に
日
本
に
来
て
い
る
。
バ
ウ
ァ 

丨
の
眼
に
は
日
本
の
戦
後
の
経
済
発
展
は
番
港
と
同
じ
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ 

ろ
う
か
。

日
本
の
経
済
発
展
を
今
日
の
低
開
発
国
の
そ
れ
と
比
較
さ
せ
る
な
ら
、
明
治 

維
新
当
時
の
ほ
う
を
時
期
と
し
て
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
開
発
計
画

は
な
か
っ
た
が
、
政
府
の
果
た
し
た
役
割
に
眼
を
つ
む
る
わ
け
に
は
い
か
な

\
 
0
 V

バ
ウ
ァ
ー
の
政
府
の
役
割
に
対
す
る
否
定
的
見
解
は
、
彼
の
現
状
分
析
か
ら 

出
て
き
た
も
の
で
あ
る
う
。
し
か
.
し
、
彼
と
同
じ
く
西
ア
フ
リ
カ
の
、
た
だ
し 

主
と
し
て
旧
フ
ラ
ゾ
ス
系
諸
国
の
現
状
分
析
.か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
資
本
蓄
積 

す
な
わ
ち
貯
蓄
の
動
員
と
い
う
観
点
か
ら
、
農
村
の
協
同
組
合
化
、
ひ
い
て
は 

西
ア
フ
リ
力
の
社
会
主
義
の
展
望
を
試
み
て
い
る
サ
ミ
ー
ル•

ア
ミ
ン
の
よ
う 

な
学
者
も
い
.る
の
で
あ
る
。(Samir A

m
i
n
,
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L
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la 
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Ghana,

 

P
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de France, 

1965.)

バ
ウ
ァー

に
つ
い
て
、

も
う一

つ
気
に
か
か
る
点
が
あ
る
。
彼

の

W
e
s
t

 

African T
r
a
d
e

は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
批
判
の
書
で
は
な
い
が
、
イ
ギ 

リ
ス
領
西
ア

フ

リ

カ

の
輸
出
品
が
、

マ
ー
ケ
ッ
7-
-

イ
ン
グ
•
ボ
ー

ド
と
い
う
贾 

付
と
輸
出
に
関
す
る
独
占
体
の
下
に
お
か
れ
て
お
り
、
原
住
民
小
農
の
■受
け
取 

る
生
産
者
価
格
が
、
国
際
市
場
価
格
よ
り
き
わ
め
て
低
.い
も
の
で
あ
る
こ
と
を 

暴
露
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
本
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
は
喜
ば
れ
な
い 

よ
う
な
種
類
の
，も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
興
独
立
国
の

九

九

(

ニ
ニ
三)



旧
植
民
本
国
に
対
す
る
感
情
、
.
ナ
シ
a

ナ
リ
ズ
ム
な
ど
に
.
つ
い
て
は
、
バ
ゥ
ァ 

丨
は
全
然
考
慮
し
て
い
な
い
。
ア

ジ

ア

人
化
、
ア
フ
リ

ヵ

人
化
政
策
の
下
に
、
 

自
発
的
な
い
し
強
制
さ
れ
て
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
行
政
^

、
実
業
家
、
技 

術
者
な
ど
が
経
験
#

富
な
の
に
比
べ
て
、
国
際
機
関
な
ど
か
ら
派
！
さ
れ
て
く 

.る
，若

い

技

術

援

助

要

員

は

'
貧

困

諸

国

の

こ

と

を

'±

く
知
ら
な
い
、
と

•、ハ

ゥ
ァ 

I

は
言
う
。
.：

そ
れ
で
は
バ
ゥ
ァ
ー
は
心
理
的
要
因
を
.
全
然
考
慮
に
入
れ
ず
、

.経
済
的
効
率 

.に
徹
寸
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
彼
は
援
助
無
用
論
よ
り
さ
ら
に
一 

歩
進
ん
だ
援
助
有
害
論
者
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
無
償 

の
.援
助
は
受
取
国
に
援
助
供
与
_

の
動
機
に
つ
い
て
疑
い
を
抱
か
せ
、
感
謝
す 

.る
ど
こ
ろ
か
反
感
令
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
。

ハ
，ゥ
：マ
n

の
援
助
有
害
論
の
根
拠
.は
、
援
助
が
資
源
の
最
適
配

分

を

妨

げ

る

 

こ
と
、I

I

内
経
済
政
策
の
失
敗
、
そ
れ
に
よ
る
受
取
諸
国
の
経
済
の
実
体
を
お 

お
，い

か
く
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
で
あ
る

.
。
第
二
は
、
物
質
的
進 

歩
は
、
主
と
し
て
、
適
切
な
人
的
資
質
、
態
度
、
社
会
的
制
度
め
開
発
に
依
存 

す
る
も
の
で
あ
り
’

こ
れ
は
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
自
分
自
身
. 

で
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
的
資
質
の
開
発
は
教
育
に
よ 

.
っ
.て
も
た
ら
さ
れ
' 

教
育
は
援
助
に
よ
っ
.て
学
校
を
.つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
も 

た
ら
さ
れ
得
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
.も 

バ
ゥ
ァ
ー
は
否
矩
的
で
あ
る
。
教
育
が
労
せ
ず
し
て
得
た
援
助
資
源
を
利

用

す

 

る
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
に
拡
大
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
学
卒
業
者
-0

た
め 

の
面
用
は
崖
存
在
す
る
は
ず
は
な
い
。
人
生
.で
最
善
な
も
の
は
，
■労
苦
し
て 

は
じ
め
て
学
び
と
ら
れ
る
も
の
.で
あ
.
つ
て
、
他
か
ら
与
.え
ら
れ
る
も
の
で
i

,

.<c

1

0

◦
 (

一
一
ニ 

四)

い
。
持
続
的
で
'

無
制
限
な
援
助
の
流
れ
は
、
受
取
諸
国
を「

被
救
済
民
化」 

.
す
る
危
險
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
バ
ゥ
ァ
ー
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、.
た
し
か
に
現
实
に
存
在
す 

る
。.

イ
ン
ド
人
の
学
者
や
医
者
で
、
イ
ン
ド
で
雇
用
を
み
つ
け
よ
う
と
せ
ず
、
 

ア
メ
リ
ヵ
な
ど
で
働
い
て
い
る
者
は
き
わ
め
で
多
い
。
こ
の
よ
う
な
学

若

や

医

者
は
イ
ン
ド
で
U

希
少
な
は
ず
なQ

に
、
蹵

す

集

給

を

提

供

す

る
一雁
用
機 

会
が
.少
な
い
の
で
あ
る
。
.
明
治
維
新
以
後
、
海
外
べ
留
学
し
た
日
本
人
は
、
日 

本
に
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
習
得
し
た
新
技
術
を
大
い
に
役
立
て
た
。
.今
日
の
低 

開
発
国
民
.^

、
せ
っ
が
く
外
国
で
教
育
を
受
け
な
が
ら
、
畠
に
帰
り
た
が
ら 

な
い
の
は
、
明
治
の
日
本
人
と
比
較
し
て
、
愛
国
心
が
欠
如
し
て
い
る
の
か
も 

し
九
な

い

し

、
.あ

る

い

は

彼

ら

は

あ

ま

り

に

も

英

語

や
フ
ラ
ン
ス
語
が
達
者
な 

の
で
、
先

進

英

語

国や
フ
ラ
ン
ス
.
語

国

で

简

単

に

雇

用

の

機

会

が

み
つ
か
る
と 

い
う
、
植
民
地
的
事
倩
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
ヵ
の
援
助
に
よ
っ
て
ナ
イ
ジH

リ

ア
に
忽
然
と
し
て
立
派
な
大
学 

(

少
な
く
と
も
立
派
な
大
学
の
校
舎)

が
出
現
し
て
も
、
そ
れ
W

ナ
イ
ジ
ヱ
リ
ア 

の
経
済
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
自
動
难
の
組
立
エ 

場
な
ど
を
低
開
発
諸
国
に
建
設
す
る
の
は
比
較
的
简
単
で
あ
る

。

関

速

產

業

な
 

ど
皆
無
で
も
.

商
ロ
£
.は
す
べ
て
輸
入
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
自
動
$
組 

立
工
場
、か
あ
り
、.
形
式
.的

に

は

そ

の

国

の

マ

ー

ク
を
つ
け
た
自
動
^

が
生
密
さ 

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
国
が
発
展
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

援
助
の
大
き
さ
は
受
取
国
の
交
渉
力
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ 

り
も
.供
与
国
の
政
治
的
•
経
済
的
要
因
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ 

の
よ
う
に
不
安
定
な
援
助
を
、
.
開
発
計
画
の
.な
か
に
初
め
か
ら
予
足
し
て
組
み

入
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
私
は
反
対
で
あ
る
。
貯
蓄
は
外
国
か
ら
の
貯
蓄
の
ト 

ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
を
あ
て
に
す
る
よ
り
も
、
自
分
で
節
約
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
し
、
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
自
分
で
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
援
助
力
受
取
諸
国
を
.「

被
救
済
民
化」

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
乞 

食
根
性
に
す
る
と
V

う
こ
と
で
.、
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
事
実
も
み
ら
れ
る
。
 

ィ
ス
ラ
ム
の
倫
理
の
下
で
は
、
貧
者
は
富
者
に
施
し
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に 

よ
っ
て
富
者
を
天
国
に
行
か
せ
る
と
い
う
の
で
、
施
し
に
対
す
る
感
謝
の
気
持 

は
贫
者
側
に
な
い
と
い
う
。

.

.

低
開
発
諸
国
政
治
め
不
安
定
、
政
府
内
の
腐
敗
、
国
民
の
努
力
.す
る
意
志
の 

欠
如
と
か
、
こ
う
い
う
た
.ぐ
い
の
こ
と
は
低
開
発
国
内
部
で
解
決
す
ベ
き
問
題 

で
あ
っ
て
、
外
^

か
ら
干
渉
す
べ
き
こ
と
で
.
は
な
■い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
点

は
私
は
バ
ウ
ァ
ー
に
賛
成
で
あ
る
。
バ
ウ
ァ
ー
の
援
助
有
害
論
は
、
道
楽
息
子 

が
金
を
せ
び
り
に
く
る
た
び
に
、
気
前
よ
く
や
っ
て
い
た
の
で
は
、
か
え
っ
て 

彼
の
独
立
を
妨
げ
る
と
い
う
議
論
に
似
て
い
る
。
施
し
が
彼
の
遊
興
费
や
生
活 

费
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
。
し
か
し
施
し
が
彼
の
更
生
資
金 

に
な
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
施
し
は
相 

効
で
は
な
い
か
。
バ
ウ
ァ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
な
援
助
の
有
害
性
は
た
し
か
に 

み
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
.援

助

'を
有
害
だ
と
す
る
と
こ
ろ 

ま
で
は
私
は
踏
み
切
れ
な
い
。
そ
し
て
低
開
発
国
の
経
済
開
発
に
つ
い
て
の
、
 

政
府
の
役
割
に
対
す
る
評
価
が
、

私
の
ほ
う
が
バ
ウ
ァ
ー
よ
り
高
い
。

し
か 

し
、*
た
と
え
ば
援
助
に
つ
い
て
、
今
日
の
世
界
で
低
開
発
国
の
援
助
要
求
す
ベ 

て
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
パ
ウ
ナ
ー
自
身
も
よ
く
知
っ 

て
お
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
積
極
的
に
援
助
有
害
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か 

書

評

も
し
れ
な
い
。
総
合
開
発
計
画
、
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
意
図
的
に
極
端 

な
反
対
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

■

以
上
私
の
コ
メ
ン
ト
に
も
私
な
り
の
バ
ィ
ヤ
ス
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
小
著 

が
、
興
味
ぶ
か
い
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
察
知
さ
れ
た
と
思
う
。

訳
文
は
正
確
で
親
切
で
あ
り
、
と
く
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
無
知
な
た
め
に
多 

く
の
訳
者
が
お
か
す
よ
う
な
間
違
い
か
ら
、
本
訳
書
は
完
全
に
免
れ
て
い
る
こ 

と
を
付
記
す
る
。
た
だ
し
五
六
頁
六
行
目「

ィ
ン
ド
.の
.繊
維
品
.が」
は

「
ィ
ギ 

リ
ス
の
企
業
がi

に
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
：(

多
磨
窗
店
.

一
九
六
八
年
刊
. 
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.
一
 

五
九
ぺ
ー
ジ
•

三
八
〇
円)

.

田

村

秀

夫

著.

『

ィ
ギ
リ
ス

•
ユ

—

^
ゥ

ピ

ア

の

原

型

-ト
マ
ス
•

モ
.ア
と

ウ

ィ
ン
ス
タ
ン
リ

.

』

白

.

井 

厚

ヵ
ゥ
ッ
キー

の

書「

ト
マ
.
ス
.
.モ
ア
と
そ
の
.ユ
ー

ト
ゥ
。ヒ
ア」

に
よ
it
-

*

i、
 

〃
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
モ
ア
の
伝
記
の
ほ
と
ん
ど
す
ベ
て
に
は
、

故
人
を
ひ

た
す
ら
賛
美
す
る
香
煙
が
-
-
人
類
.の
発
展
.に
寄
与
し
た
.と
思
.わ
れ
る
人
の
業

績
を
後
世
の
人
が
た
た
え
る
た
め
の
そ
れ
で
は
な
く
、
.
力
ソ
リ
ッ
ク
教
会
が
そ 

の
信
徒
を
盲
目
に
し
て
お
く
た
め
に
、
自
派
の
聖
畓
に
さ
さ
げ
る
香
煙
が——

 

少
し
ば
か
り
、
い
や
、
し
ば
し
ば
非
常
に
多
く
、
附
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
"

1〇
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ニ

ニ
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