
一
 
は
じ
め
に
 
 

「
不
達
鮮
人
」
は
一
九
二
二
年
『
改
造
』
九
月
号
に
発
表
さ
れ
た
作
品
 
 

で
あ
る
。
戦
後
に
そ
れ
を
書
き
換
え
て
再
発
表
し
た
の
が
 
「
北
鮮
の
一
 
 

夜
」
 
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
四
八
年
に
人
民
戦
線
社
か
ら
出
た
『
北
鮮
 
 

の
一
夜
』
と
い
う
作
品
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

作
者
の
中
西
伊
之
助
は
、
一
八
八
七
年
に
京
都
府
で
生
ま
れ
、
二
十
 
 

一
歳
の
頃
か
ら
社
会
主
義
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
一
一
年
頃
 
 

彼
が
二
十
四
歳
の
時
に
朝
鮮
に
渡
り
、
一
九
一
二
年
に
は
 
『
平
壌
日
々
 
 

新
聞
』
 
の
記
者
と
な
る
が
、
鉱
山
に
お
け
る
労
働
者
虐
待
に
関
す
る
暴
 
 

露
記
事
を
書
い
て
、
「
信
用
損
害
罪
」
で
投
獄
さ
れ
懲
役
四
ケ
月
の
実
刑
 
 

（
1
）
 
 

を
受
け
て
い
る
。
 
 
 

「
不
達
鮮
人
」
は
中
西
伊
之
助
が
平
壌
に
お
け
る
三
二
運
動
の
展
開
 
 

ぶ
り
に
衝
撃
を
受
け
て
書
い
た
作
品
だ
と
い
が
、
こ
の
作
品
の
内
容
 
 

は
、
社
会
主
義
者
で
あ
る
日
本
人
青
年
祭
策
か
「
不
達
鮮
人
」
と
言
わ
 
 

揺
動
と
不
動
 
 

－
 
中
西
伊
之
助
の
 
「
不
達
鮮
人
」
と
「
北
鮮
の
一
夜
」
 
 

貴
 
書
 
英
 
 
 

れ
て
い
る
、
つ
ま
り
独
立
運
動
家
で
あ
る
朝
鮮
人
の
家
を
訪
ね
、
そ
こ
 
 

で
一
晩
泊
め
て
も
ら
う
ま
で
の
過
程
に
お
け
る
内
面
の
葛
藤
を
描
い
た
 
 

も
の
あ
る
。
「
不
蓮
鮮
人
」
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
生
田
長
江
は
こ
の
作
 
 

品
が
「
通
り
掛
か
つ
た
総
て
の
人
々
へ
 
「
敵
か
？
味
方
か
？
」
と
浴
び
 
 

（
3
）
 
 

せ
か
け
て
ゐ
る
」
と
評
し
た
。
そ
の
後
、
森
山
重
雄
は
、
こ
の
作
品
が
 
 

古
朝
間
の
心
理
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
突
い
て
い
と
指
摘
し
て
い
 
 

る
。
 
 
 

本
論
文
で
は
、
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
て
い
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
、
 
 

即
ち
戟
前
に
発
表
さ
れ
た
 
「
不
蓮
鮮
人
」
と
戟
後
に
発
表
さ
れ
た
 
「
北
 
 

鮮
の
一
夜
」
を
比
較
し
て
読
む
こ
と
で
、
そ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
違
 
 

い
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
て
 
 

い
る
朝
鮮
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
二
つ
 
 

の
テ
ク
ス
ト
の
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
 
テ
ク
ス
ト
の
変
容
 
 
 

（
1
）
書
き
換
え
 
 
 

「
不
達
鮮
人
」
と
「
北
鮮
の
一
夜
」
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
文
章
表
 
 

現
は
至
る
と
こ
ろ
で
変
わ
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
改
変
は
、
 
 

文
章
の
意
味
を
変
え
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
適
切
な
表
現
を
用
い
る
 
 

こ
と
で
内
容
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
テ
 
 

ク
ス
ト
全
体
の
解
釈
に
大
畠
な
影
響
は
与
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
 
 

っ
て
、
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
 
 

む
し
ろ
、
私
が
注
目
し
た
い
変
化
は
、
「
不
蓮
鮮
人
」
で
は
検
閲
に
よ
っ
 
 

て
削
除
さ
れ
て
い
た
部
分
が
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
ど
の
よ
う
に
香
車
 
 

加
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
人
青
年
柴
策
は
「
不
蓮
鮮
人
」
と
言
わ
れ
て
い
る
「
主
人
」
に
 
 

会
い
、
披
か
ら
三
二
運
動
に
参
加
し
て
殺
さ
れ
た
娘
の
血
ま
み
れ
の
 
 

チ
ョ
ゴ
リ
を
見
せ
ら
れ
、
な
ぜ
自
分
の
娘
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
 
 

か
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
面
は
「
不
蓮
鮮
 
 

人
」
で
は
検
閲
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の
場
面
は
次
 
 

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

主
人
は
そ
の
娘
の
遺
骸
で
も
容
れ
て
あ
る
様
に
感
じ
ら
れ
る
筐
を
 
 
 

前
に
置
い
て
、
か
う
語
り
出
し
た
。
少
し
く
昂
奮
が
霞
め
た
と
見
 
 

え
て
言
責
の
中
に
打
ち
寛
い
だ
容
子
が
あ
つ
た
。
 
 
 

『
み
ん
な
で
三
四
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
で
す
か
、
娘
も
一
 
 
 

緒
に
集
ま
つ
た
の
で
す
。
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
。
』
 
 

（
以
下
五
十
二
行
政
）
 
 
 

条
策
は
黙
っ
て
肯
い
た
。
主
人
の
聾
は
い
つ
か
今
ま
で
の
昂
脅
か
 
 
 

ら
さ
め
て
も
う
重
く
る
し
い
冷
静
さ
を
見
せ
て
ゐ
た
。
 
 

そ
し
て
主
人
の
語
っ
て
ゐ
る
事
柄
の
内
容
と
、
そ
の
表
情
は
全
 
 
 

く
背
中
合
せ
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
そ
 
 
 

ん
な
事
柄
を
そ
ん
な
に
昂
奪
も
し
な
い
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
 
 
 

と
思
わ
れ
た
。
（
「
不
達
鮮
人
」
三
四
－
三
五
真
）
 
 

こ
の
場
面
が
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
二
十
行
位
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
 
 

が
、
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
部
分
を
次
に
引
用
す
る
。
 
 

そ
れ
は
一
千
九
首
十
九
年
の
三
月
一
日
で
あ
つ
た
。
第
一
次
欧
洲
 
 
 

大
戦
の
後
に
バ
リ
ー
で
開
か
れ
た
平
和
合
議
に
ア
メ
リ
カ
の
ウ
イ
 
 

ル
ソ
ン
に
よ
つ
て
「
民
族
自
決
」
の
宣
言
が
馨
表
さ
れ
た
。
あ
ら
 
 
 

ゆ
る
民
族
は
各
濁
立
し
た
国
家
を
持
つ
ぺ
尊
で
あ
り
、
ま
た
持
つ
 
 

こ
と
を
拒
む
べ
き
で
な
い
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
と
つ
て
建
国
精
 
 
 

神
と
し
て
世
界
に
宣
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
種
的
差
別
 
 
 

待
遇
、
民
族
的
差
別
待
遇
は
人
道
上
、
ゆ
る
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
 
 
 

で
あ
り
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
種
、
民
族
は
、
す
べ
て
自
主
的
に
 
 
 

自
己
の
平
和
と
幸
福
を
決
す
る
掲
立
国
家
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
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こ
れ
は
、
「
不
達
鮮
人
」
で
削
除
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
再
 
 

現
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
字
数
が
合
わ
な
い
。
「
不
蓮
 
 

鮮
人
」
で
は
「
（
以
下
五
十
二
行
敏
）
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
字
数
 
 

で
換
算
す
る
と
お
よ
そ
二
七
五
六
字
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
 
 

「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
、
八
八
〇
辛
が
書
き
加
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

ま
た
内
容
に
お
い
て
も
、
「
不
遥
鮮
人
」
で
は
「
主
人
の
語
っ
て
ゐ
る
事
 
 

柄
の
内
容
」
と
あ
ま
り
に
も
冷
静
な
「
主
人
」
の
「
表
情
」
が
「
全
く
 
 

背
中
合
せ
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
 
 

か
る
よ
う
に
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
削
除
さ
れ
て
い
る
部
分
は
「
主
 
 

人
」
が
自
分
の
娘
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
縫
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
 
 

語
っ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
そ
れ
 
 

が
三
・
一
運
動
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
蓮
緯
に
つ
い
て
語
り
手
が
説
 
 

明
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
語
 
 

り
手
が
こ
の
部
分
で
「
ア
メ
リ
カ
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
に
よ
つ
て
「
民
族
自
 
 

い
う
意
味
の
宣
言
で
あ
つ
た
。
こ
の
宣
言
は
世
界
に
於
て
人
種
的
 
 

差
別
に
悩
み
、
被
塵
迫
民
族
の
痛
苦
を
嘗
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
あ
 
 

ら
ゆ
る
人
類
を
歓
喜
さ
せ
、
希
望
に
勇
躍
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
日
 
 

本
の
帝
国
主
義
的
侵
略
の
下
に
虐
げ
ら
れ
て
ゐ
る
朝
鮮
民
族
は
、
こ
 
 

の
宣
言
に
よ
つ
て
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
手
よ
り
我
々
を
解
放
し
て
 
 

く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
ふ
希
望
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
（
「
北
鮮
の
 
 

一
夜
」
五
三
－
五
四
頁
）
 
 

決
」
が
宣
言
」
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
し
、
「
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
と
つ
て
 
 

建
国
精
神
」
で
あ
る
と
述
べ
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
「
濁
立
国
家
」
 
 

を
持
つ
ぺ
卓
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
 
 

の
部
分
で
は
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
言
葉
が
三
回
も
登
場
し
て
い
る
こ
 
 

と
も
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
八
年
に
は
、
 
 

、
 

l
 

そ
し
て
、
そ
の
当
時
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
日
本
の
運
命
を
握
っ
て
い
 
 

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
 
 

「
ア
メ
リ
カ
」
「
濁
立
闊
家
」
と
い
う
言
葉
も
当
時
日
本
が
置
か
れ
て
い
 
 

た
立
場
と
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
 
 

い
て
は
後
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
内
容
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
 
 

の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
・
一
運
動
に
参
加
 
 

し
た
少
女
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
詳
し
く
描
写
す
る
と
い
 
 

う
こ
と
は
、
相
対
的
に
日
本
の
警
察
や
憲
兵
隊
の
残
虐
さ
が
強
調
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者
は
心
情
的
に
殺
さ
れ
た
少
女
 
 

に
同
情
し
、
感
情
移
入
し
や
す
く
な
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
な
文
 
 

章
は
読
者
の
感
情
に
直
接
に
訴
え
か
け
、
読
者
が
日
本
の
植
民
地
支
配
 
 

に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
よ
う
に
揺
り
動
か
す
可
能
性
を
含
ん
で
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
不
達
鮮
人
」
で
は
支
配
す
る
側
で
あ
る
日
本
 
 

と
支
配
さ
れ
る
側
で
あ
る
朝
鮮
と
の
関
係
性
に
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ
て
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（
2
）
削
除
 
 
 

次
は
、
「
不
蓮
鮮
人
」
 
に
は
入
っ
て
い
た
が
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
 
 

抜
け
て
い
る
所
を
見
て
み
た
い
。
柴
策
は
朝
鮮
人
の
通
訳
と
二
人
で
「
主
 
 

人
」
が
住
ん
で
い
る
山
奥
の
村
を
訪
ね
て
行
く
の
だ
が
、
そ
の
道
の
途
 
 

中
に
は
川
が
あ
り
、
そ
の
川
を
渡
る
た
め
に
船
頭
に
舟
に
乗
せ
て
く
れ
 
 

る
よ
う
に
頼
む
が
、
船
頭
は
日
本
人
で
あ
る
柴
策
に
対
し
て
露
骨
に
反
 
 

感
を
示
し
、
舟
に
乗
せ
な
い
と
言
う
。
そ
の
時
の
場
面
は
「
不
蓮
鮮
人
」
 
 

で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

い
る
と
言
え
る
。
け
れ
ど
も
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
そ
の
よ
う
な
生
々
 
 

し
さ
が
消
え
て
平
淡
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
分
、
読
者
の
感
情
に
直
接
 
 

に
訴
え
か
け
る
カ
が
な
く
な
り
、
読
者
を
当
事
者
と
し
て
の
感
覚
か
ら
 
 

遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
ア
メ
リ
カ
」
と
 
 

い
う
国
の
存
在
に
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
 
 

。
 
 

『
君
、
そ
の
船
頭
は
僕
が
内
地
人
だ
か
ら
渡
さ
な
い
と
云
ふ
の
だ
ろ
 
 

う
ね
…
…
？
』
 
 

と
粂
策
は
そ
れ
で
も
な
に
か
他
に
理
由
が
あ
つ
て
く
れ
れ
ば
い
～
 
 

が
と
、
僅
か
な
望
み
を
か
け
て
訊
い
て
み
た
。
け
れ
ど
そ
ん
な
期
 
 

待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
通
辞
は
肯
づ
い
て
苦
笑
し
 
 

た
。
発
策
は
自
分
の
想
像
が
的
確
な
も
の
に
な
つ
て
釆
た
と
恩
ふ
 
 

こ
の
場
面
は
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
に
反
感
を
示
し
て
い
る
船
頭
に
 
 

対
し
て
、
発
策
が
強
い
反
発
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
と
 
 

こ
ろ
で
あ
る
。
発
策
は
船
頭
に
対
し
て
、
「
む
ら
／
＼
と
本
能
的
な
反
感
」
 
 
 

と
、
む
ら
〈
と
本
能
的
な
反
感
が
こ
み
あ
げ
て
来
た
。
人
間
が
 
 

あ
る
場
合
に
は
き
つ
と
露
骨
に
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
ふ
没
理
性
的
 
 

な
我
執
が
、
彼
の
動
巷
の
取
れ
な
い
感
情
と
な
つ
て
釆
た
。
て
い
 
 

の
い
ゝ
彼
の
人
道
感
は
、
か
う
し
た
突
嗟
の
場
合
に
少
し
も
彼
の
 
 

我
執
を
虐
和
し
て
く
れ
な
い
。
彼
の
址
の
底
の
ど
こ
か
に
潜
ん
で
 
 

ゐ
た
わ
が
ま
ま
な
感
情
が
、
不
平
た
ら
／
＼
な
眼
を
し
て
ぐ
つ
と
 
 

そ
の
船
頭
を
呪
み
つ
け
さ
せ
た
。
暴
力
の
外
に
は
動
書
そ
う
に
も
 
 

な
い
船
頭
の
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
た
姿
を
、
粂
黄
ば
凝
つ
と
見
て
ゐ
る
 
 

と
、
彼
の
強
い
反
感
が
不
思
議
に
も
い
つ
か
一
種
の
痛
快
味
に
攣
 
 

っ
て
重
た
。
そ
れ
は
そ
の
船
頭
の
姿
が
そ
つ
く
り
自
分
の
こ
こ
ろ
 
 

の
優
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
に
忍
ば
れ
て
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
だ
。
 
 

彼
は
ふ
と
い
ま
ま
で
の
自
分
の
心
持
を
考
へ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
 
 

な
ん
と
云
ふ
愚
蒙
だ
！
と
思
っ
た
。
そ
の
愚
蒙
が
 
－
 
永
い
間
優
 
 

越
感
を
懐
い
た
人
間
の
心
に
巣
く
つ
て
ゐ
る
そ
の
愚
蒙
が
、
多
く
 
 

の
人
間
を
虐
げ
る
手
段
を
講
じ
さ
せ
る
の
だ
と
、
彼
は
思
っ
た
。
彼
 
 

は
こ
の
楊
柳
の
蔭
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
、
も
う
沓
め
る
気
に
は
 
 

な
れ
な
か
つ
た
。
彼
は
そ
の
人
を
祝
福
す
る
や
う
な
気
に
な
つ
た
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
一
二
頁
）
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を
覚
え
、
そ
れ
が
「
永
い
間
優
越
感
を
懐
い
た
人
間
の
心
」
か
ら
出
た
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
感
情
が
「
多
 
 

く
の
人
間
を
虐
げ
る
」
の
だ
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 
 

こ
の
場
面
は
自
称
「
世
界
主
義
者
」
で
「
人
道
主
義
者
」
で
あ
る
条
策
 
 

が
民
族
的
な
反
感
に
直
面
し
た
瞬
間
、
彼
の
中
に
潜
ん
で
い
た
「
日
本
 
 

人
」
と
し
て
の
民
族
的
優
越
感
が
表
面
に
浮
上
し
て
来
る
こ
と
で
、
自
 
 

分
の
中
に
支
配
者
と
し
て
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
 
 

れ
を
直
接
に
告
白
し
て
い
る
唯
一
の
場
面
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ば
、
発
 
 

策
の
内
面
が
感
情
的
な
面
と
理
性
的
な
面
と
で
分
離
し
、
矛
盾
を
起
こ
 
 

し
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
理
性
的
に
は
「
不
蓮
鮮
人
」
と
言
わ
れ
て
い
 
 

る
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
を
訪
ね
、
「
心
か
ら
語
っ
て
み
た
い
」
と
思
う
く
 
 

ら
い
被
圧
迫
民
族
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
支
配
者
で
あ
る
自
分
達
の
民
 
 

族
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
し
て
い
る
彼
の
中
に
も
、
意
識
の
ど
こ
か
に
は
 
 

支
配
者
と
し
て
の
植
民
者
意
識
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
感
情
の
面
か
 
 

ら
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
不
蓮
鮮
人
」
に
お
け
る
 
 

柴
策
像
は
、
確
固
た
る
「
世
界
主
義
者
」
と
し
て
の
条
策
で
は
な
く
、
揺
 
 

れ
動
き
な
が
ら
分
裂
す
る
柴
策
像
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
北
鮮
の
一
 
 

夜
」
 
で
は
こ
の
部
分
が
無
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
お
 
 

け
る
発
策
像
は
、
自
分
の
意
識
の
ど
こ
か
に
あ
る
植
民
者
意
識
に
悩
ま
 
 

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
確
固
た
る
「
世
界
主
義
者
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
、
も
う
一
個
所
、
「
不
蓮
鮮
人
」
に
ほ
あ
っ
た
が
、
「
北
鮮
の
一
 
 

夜
」
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
は
「
不
蓮
鮮
人
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
作
品
は
こ
の
文
章
で
 
 

終
わ
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
こ
の
文
章
が
無
く
 
 

な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
作
品
が
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
前
に
は
粂
 
 

策
と
「
主
人
」
と
の
民
族
的
葛
藤
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
不
達
鮮
人
」
 
 

で
は
、
作
品
の
最
後
に
失
策
の
感
激
ぶ
り
が
誇
張
ぎ
み
に
表
現
さ
れ
て
 
 

お
り
、
そ
の
後
に
前
日
の
夜
の
葛
藤
 
－
 
即
ち
民
族
が
異
な
っ
て
い
る
が
 
 

た
め
に
互
い
に
疑
い
合
っ
た
こ
と
－
1
の
原
因
が
す
べ
て
日
本
の
植
民
地
 
 

支
配
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
読
者
に
 
 

向
か
っ
て
同
じ
日
本
人
と
し
て
罪
悪
感
を
抱
く
こ
と
を
強
く
要
求
し
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
語
り
手
の
こ
の
言
葉
は
、
当
時
の
日
本
人
読
者
に
日
本
 
 

の
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
を
強
く
語
り
掛
け
て
 
 

い
る
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
戟
後
に
再
発
表
さ
れ
た
 
 

「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
こ
の
部
分
が
無
く
な
っ
て
お
り
、
も
う
語
り
手
は
 
 

読
者
に
向
か
っ
て
罪
悪
感
を
抱
く
こ
と
を
強
要
し
な
い
し
、
植
民
地
支
 
 

配
に
つ
い
て
の
反
省
も
促
し
て
は
い
な
い
。
 
 

（
3
）
 
呼
称
の
変
容
 
 
 

と
、
彼
は
急
に
眼
瞼
が
熱
く
な
つ
て
釆
て
、
溢
れ
る
や
う
な
感
 
 

激
が
胸
を
息
塗
ら
せ
た
。
－
 
す
べ
て
は
、
自
分
遵
民
族
の
負
ふ
べ
 
 

重
罪
だ
。
（
「
不
蓮
鮮
人
」
 
五
二
頁
）
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相
手
を
指
す
呼
称
（
ま
た
は
、
自
分
を
指
す
呼
称
）
は
、
話
者
が
相
 
 

手
と
自
分
と
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
を
象
徴
的
に
 
 

表
す
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
朝
鮮
を
何
と
呼
ん
で
い
る
か
、
朝
 
 

鮮
人
を
何
と
呼
ん
で
い
る
か
を
見
て
み
る
こ
と
で
、
語
り
手
が
ど
の
よ
 
 

う
な
朝
鮮
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
卓
る
と
思
う
。
実
 
 

は
、
「
不
運
鮮
人
」
か
ら
「
北
鮮
の
一
夜
」
に
な
っ
た
時
、
一
番
目
立
っ
 
 

て
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
「
不
達
鮮
人
」
 
 

の
中
で
は
、
朝
鮮
人
を
指
す
表
現
が
「
朝
鮮
人
」
、
「
鮮
人
」
、
「
土
人
」
な
 
 

ど
で
あ
っ
た
が
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
そ
の
殆
ど
が
「
朝
鮮
人
」
に
変
 
 

え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
「
鮮
人
」
 
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
 
 

①
・
そ
れ
で
も
改
札
口
に
は
、
鯛
刃
ら
し
い
屏
員
が
立
っ
て
ゐ
た
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
三
頁
）
 
 
 

・
そ
れ
で
も
改
札
口
に
は
、
酬
鞠
刃
ら
し
い
屏
員
が
立
っ
て
ゐ
た
。
 
 

（
「
北
鮮
の
一
夜
」
五
頁
）
 
 

②
・
今
汽
車
を
下
り
た
二
三
人
の
鯛
刃
が
、
晒
し
金
巾
か
な
に
か
の
汚
 
 

れ
た
包
を
背
負
つ
て
歩
い
て
行
く
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
六
頁
）
 
 
 

・
今
汽
車
を
下
り
た
二
三
人
の
朝
翻
人
l
が
、
晒
し
金
巾
か
な
に
か
の
 
 

汚
れ
て
鼠
色
に
な
つ
た
包
を
背
負
っ
て
歩
い
て
行
く
。
 
 

（
「
北
鮮
の
一
夜
」
一
〇
真
）
 
 

③
 
‥
」
の
鱒
刃
の
通
辞
は
、
ど
ん
な
感
慨
を
懐
卓
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
 
 

「
不
蓮
鮮
人
」
で
、
「
鮮
人
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
拾
い
出
し
 
 

て
み
る
と
、
①
、
②
、
③
、
④
な
ど
が
あ
る
。
「
鮮
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
 
 

る
対
象
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
駅
員
、
汽
車
を
下
り
た
人
、
通
訳
、
途
 
 

中
で
会
っ
た
人
、
な
ど
が
あ
る
。
「
鮮
人
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 
 

話
者
と
距
離
が
離
れ
て
お
り
、
階
級
的
に
は
上
流
で
は
な
い
場
合
で
あ
 
 

る
こ
と
が
わ
か
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
 
 

じ
通
訳
で
あ
り
、
汽
車
か
ら
下
り
た
人
で
あ
っ
て
も
、
場
面
に
よ
っ
て
 
 
 

と
を
相
手
に
話
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
と
粂
策
は
思
っ
た
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
九
頁
）
 
 
 

・
こ
の
胡
鮒
刃
の
通
謀
は
、
ど
ん
な
感
慨
を
懐
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
 
 

こ
と
を
相
手
に
話
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
 
 

（
「
北
鮮
の
一
夜
」
十
五
貢
）
 
 

④
・
途
中
で
あ
つ
た
や
う
な
限
の
凄
い
荒
れ
く
れ
た
鯛
刃
笥
が
、
こ
こ
 
 

の
主
人
の
采
配
に
應
じ
て
、
月
光
を
浴
び
な
が
ら
互
に
喚
び
か
わ
 
 

し
て
雪
崩
の
如
く
集
っ
て
来
る
の
が
心
に
措
か
れ
た
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
四
八
東
）
 
 
 

・
途
中
で
あ
つ
た
や
う
な
限
の
凄
い
荒
れ
く
れ
た
朝
鯛
刃
笥
が
、
こ
 
 

こ
の
主
人
の
采
配
に
應
じ
て
月
光
を
浴
び
な
が
ら
互
に
喚
び
か
わ
 
 

し
て
雪
崩
の
如
く
集
っ
て
来
る
の
が
心
に
描
か
れ
た
。
 
 

（
「
北
鮮
の
一
夜
」
七
五
頁
）
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「
朝
鮮
人
」
に
な
っ
た
り
「
鮮
人
」
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

例
え
ば
、
③
で
は
通
訳
の
こ
と
を
「
鮮
人
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
「
螢
 
 

策
の
伴
れ
て
釆
た
朝
鮮
人
の
通
辞
が
起
ち
上
が
つ
て
彼
に
か
う
云
ふ
。
」
 
 

と
い
う
と
こ
ろ
で
は
同
じ
通
訳
の
こ
と
を
「
朝
鮮
人
」
と
表
現
し
て
い
 
 

る
。
ま
た
、
汽
車
か
ら
下
り
た
人
も
②
で
は
「
鮮
人
」
と
言
っ
て
い
る
 
 

が
、
「
一
緒
に
降
り
る
人
々
は
、
五
六
人
の
朝
鮮
人
ば
か
り
で
あ
つ
た
が
、
」
 
 

と
い
う
と
こ
ろ
で
は
「
朝
鮮
人
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
何
 
 

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
主
人
公
で
あ
る
柴
策
の
内
面
と
深
く
関
 
 

係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
通
訳
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
通
訳
を
「
朝
鮮
人
」
と
表
現
 
 

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
作
品
の
始
め
の
部
分
で
、
汽
車
が
目
的
地
で
あ
る
 
 

S
駅
に
つ
い
た
こ
と
を
通
訳
が
告
げ
た
後
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
場
面
 
 

で
条
策
は
ま
だ
平
穏
な
気
持
ち
の
状
態
に
い
る
。
け
れ
ど
も
、
③
は
「
不
 
 

達
鮮
人
圃
の
根
拠
地
」
と
言
わ
れ
て
い
る
山
奥
の
村
に
近
づ
い
て
き
た
 
 

時
に
、
条
策
の
心
が
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
汽
車
を
 
 

下
り
た
人
に
対
し
て
 

発
策
が
平
静
な
心
理
状
態
で
あ
っ
た
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
は
発
策
 
 

が
い
よ
い
よ
山
奥
の
村
に
向
か
っ
て
歩
卓
出
そ
う
と
し
た
時
で
、
そ
の
 
 

時
彼
の
心
は
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
こ
の
よ
う
な
不
安
 
 

定
な
発
策
の
心
理
状
態
が
「
鮮
人
」
と
い
う
表
現
に
反
映
さ
れ
て
い
る
 
 

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

次
は
、
「
土
人
」
が
使
わ
れ
て
い
る
所
を
見
て
み
よ
う
。
 
 

こ
こ
で
「
土
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
対
象
は
、
「
不
蓮
鮮
人
」
と
呼
ば
れ
 
 

て
い
る
「
主
人
」
が
住
ん
で
い
る
山
奥
の
村
に
住
ん
で
い
る
人
々
で
あ
 
 

る
。
「
土
人
」
と
い
う
言
葉
は
元
々
「
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
人
」
と
 
 

い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
末
期
以
降
、
日
本
人
が
他
の
 
 

ア
ジ
ア
の
地
域
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
「
そ
の
土
地
に
住
ん
 
 

で
い
る
人
」
を
蔑
視
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
相
手
 
 

を
差
別
す
る
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
す
べ
て
の
「
土
人
」
と
い
う
言
辛
が
必
ず
し
も
差
別
的
な
ニ
ュ
ア
 
 

ン
ス
を
含
ん
で
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
 
 
 

⑤
・
丑
人
に
は
珍
し
く
二
人
ほ
ど
行
き
合
っ
た
が
、
粂
策
の
背
虜
姿
を
 
 

ぢ
ろ
ぢ
ろ
と
眺
め
る
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
八
頁
）
 
 
 

・
朝
鯛
刃
に
は
珍
し
く
二
三
度
も
行
き
合
っ
た
が
、
条
策
の
背
磨
姿
 
 

を
ぢ
ろ
ぢ
ろ
と
眺
め
る
。
 
 

（
「
北
鮮
の
一
夜
」
十
三
頁
）
 
 

⑥
㌧
粂
黄
ば
今
そ
こ
で
出
合
っ
た
出
刃
の
眼
を
聯
想
し
た
。
そ
の
土
人
 
 

の
限
と
こ
の
河
と
が
、
こ
の
地
方
の
一
封
の
気
分
を
そ
つ
く
り
つ
 
 

く
り
出
し
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
が
さ
れ
る
。
 
 

（
「
不
蓮
鮮
人
」
一
〇
頁
）
 
 
 

・
発
黄
ば
今
そ
こ
で
出
合
っ
た
刃
の
限
を
聯
想
し
た
。
そ
の
人
の
限
 
 

と
こ
の
河
と
が
、
こ
の
地
方
一
封
の
気
分
を
そ
つ
く
り
作
り
出
し
 
 

て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
が
さ
れ
る
。
 
（
「
北
鮮
の
一
夜
」
十
六
頁
）
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い
る
「
土
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
の
地
域
の
朝
鮮
人
と
区
別
す
る
た
 
 

め
に
、
主
人
公
が
訪
ね
た
山
奥
の
村
の
人
々
に
だ
け
使
わ
れ
て
い
る
。
す
 
 

る
と
、
こ
こ
で
は
「
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
人
」
と
い
う
意
味
合
い
 
 

で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
そ
の
土
地
」
が
ど
の
よ
う
な
 
 

土
地
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
の
土
地
」
は
「
不
蓮
鮮
人
 
 

圏
の
根
拠
地
」
で
あ
り
、
日
本
人
が
殺
さ
れ
た
事
件
が
多
発
し
て
い
る
、
 
 

日
本
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
危
険
な
地
域
で
あ
る
。
即
ち
、
語
り
手
が
 
 

「
土
人
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
、
他
の
地
域
の
朝
鮮
人
と
そ
の
地
域
に
 
 

住
ん
で
い
る
朝
鮮
人
を
区
別
し
て
い
る
根
底
に
は
、
そ
の
地
域
に
住
ん
 
 

で
い
る
人
々
の
特
殊
な
性
質
、
即
ち
彼
等
が
日
本
人
に
対
し
て
強
い
反
 
 

感
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
を
行
動
で
示
す
と
い
う
暴
力
的
な
性
質
 
 

の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
柴
策
が
そ
れ
を
恐
れ
る
気
持
ち
 
 

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
土
人
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
 
 

場
面
は
す
ぺ
て
、
粂
策
が
そ
の
「
土
人
遵
」
に
恐
怖
心
を
抱
い
て
い
る
 
 

場
面
で
あ
る
。
 
 
 

要
す
る
に
、
「
鮮
人
」
、
「
土
人
」
と
い
う
表
現
に
は
粂
策
の
不
安
な
気
 
 

持
ち
が
反
映
さ
れ
、
彼
の
中
で
日
本
人
で
あ
る
自
分
と
朝
鮮
人
で
あ
る
 
 

相
手
と
の
民
族
的
緊
張
感
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
現
れ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柴
策
が
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
時
、
そ
 
 

の
根
底
に
は
民
族
的
対
立
意
識
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
民
族
 
 

的
対
立
意
識
が
「
朝
鮮
人
」
と
い
う
表
現
よ
り
差
別
感
の
あ
る
「
鮮
人
」
、
 
 「

土
人
」
と
い
う
表
現
を
選
ば
せ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
日
本
人
に
対
す
る
表
現
も
、
発
策
が
「
不
蓮
鮮
人
」
で
は
「
内
 
 

地
人
」
と
言
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
「
日
本
人
」
に
 
 

変
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
の
変
化
は
粂
策
の
発
話
 
 

の
部
分
と
粂
策
の
視
点
を
取
っ
て
い
る
語
り
手
の
言
葉
だ
け
で
あ
り
、
朝
 
 

鮮
人
の
通
訳
が
発
話
し
て
い
る
部
分
は
「
内
地
人
」
、
「
鮮
人
」
と
い
う
 
 

表
現
が
直
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
「
北
 
 

鮮
の
一
夜
」
で
は
「
内
地
人
」
「
鮮
人
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
通
 
 

訳
に
比
べ
「
日
本
人
」
「
朝
鮮
人
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
発
策
の
 
 

方
が
相
対
的
に
民
族
的
偏
見
の
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
 
 

わ
か
る
。
 
 
 

今
ま
で
述
べ
て
巷
た
よ
う
に
、
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
「
不
蓮
鮮
人
」
に
 
 

は
被
圧
迫
民
族
で
あ
る
朝
鮮
人
に
対
す
る
理
解
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
 
 

と
と
も
に
、
一
方
で
は
植
民
者
意
識
や
階
級
差
別
意
識
そ
し
て
民
族
的
 
 

対
立
意
識
な
ど
も
表
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
け
る
日
本
人
主
人
公
粂
策
 
 

像
は
揺
れ
動
き
な
が
ら
分
裂
し
矛
盾
を
起
こ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
視
点
の
ポ
イ
ン
ト
が
支
配
し
て
い
る
日
 
 

本
と
支
配
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
と
の
関
係
性
に
置
か
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
 
 

も
戦
後
に
再
発
表
さ
れ
た
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
「
不
蓮
鮮
人
」
 
に
表
 
 

れ
て
い
た
矛
盾
し
た
意
識
が
直
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
け
る
日
本
人
 
 

主
人
公
像
は
揺
れ
動
く
こ
と
の
な
い
確
固
た
る
「
世
界
主
義
者
」
と
変
 
 

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
「
不
達
鮮
人
」
に
は
見
ら
れ
な
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か
っ
た
「
ア
ナ
リ
カ
」
と
い
う
国
の
存
在
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
変
化
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
 
 

そ
の
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 

三
 
『
改
造
』
と
人
民
戦
線
社
 
 

戦
前
に
「
不
達
鮮
人
」
が
発
表
さ
れ
た
の
が
『
改
造
』
と
い
う
雑
誌
 
 

で
、
戦
後
に
「
北
鮮
の
一
夜
」
が
発
表
さ
れ
た
の
が
人
民
戦
線
社
と
い
 
 

う
出
版
社
か
ら
出
た
単
行
本
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
 
 

の
変
化
を
理
解
す
る
上
で
大
変
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
 
 

が
発
表
さ
れ
る
媒
体
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
編
集
方
針
を
持
ち
、
そ
れ
に
 
 

基
づ
く
読
者
像
を
想
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
あ
る
媒
体
に
作
品
を
発
 
 

表
す
る
際
、
作
者
も
そ
の
媒
体
の
読
者
像
を
意
識
し
て
作
品
を
書
く
こ
 
 

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
作
品
が
そ
う
だ
と
は
言
い
切
れ
な
 
 

い
が
、
少
な
く
と
も
本
論
文
で
対
象
に
し
て
い
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
 
 

各
媒
体
の
性
格
を
強
く
意
識
し
て
善
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
え
 
 

る
と
思
う
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
『
改
造
』
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
 
 

持
つ
雑
誌
で
、
ど
の
よ
う
な
読
者
像
を
設
定
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
 
 

見
て
み
よ
う
。
『
改
造
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
一
九
年
四
月
三
日
で
、
 
 

続
い
て
二
号
、
三
号
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
売
れ
行
書
は
芳
し
く
 
 

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
第
四
号
か
ら
社
長
の
山
本
英
彦
が
編
集
か
ら
手
を
 
 

引
き
、
機
関
愛
造
が
編
集
の
指
揮
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
編
集
方
針
が
 
 

大
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
編
集
方
針
が
大
転
換
し
た
第
四
号
の
特
集
 
 

は
「
労
働
問
題
・
社
会
主
義
・
批
判
号
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
 
 

な
『
改
造
』
の
論
調
は
当
時
か
な
り
急
進
的
な
も
の
で
あ
っ
 
 

同
時
に
大
審
く
変
わ
っ
た
こ
と
ば
、
「
編
集
の
視
点
を
労
働
者
階
級
に
む
 
 

（
8
）
 
 

け
は
じ
め
た
こ
と
、
こ
れ
が
読
者
層
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
」
 
で
 
 

あ
る
。
例
え
ば
、
川
崎
造
船
闘
争
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
当
時
の
『
読
 
 

売
新
聞
』
に
は
、
川
崎
の
怠
業
は
『
改
造
』
九
月
号
の
記
事
に
よ
っ
て
 
 

暗
示
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
賀
川
豊
彦
氏
の
談
話
を
織
り
込
ん
だ
誇
 
 

大
な
報
道
が
現
れ
、
「
こ
の
時
す
で
に
、
新
生
の
雑
誌
『
改
造
』
が
、
か
 
 

っ
て
は
殆
ど
読
書
界
の
圏
外
に
立
っ
て
い
た
、
新
興
階
級
と
の
間
に
、
そ
 
 

の
影
響
を
拡
大
し
、
若
し
く
は
拡
大
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
疑
い
 
 

の
な
い
事
実
で
あ
っ
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
一
九
二
〇
年
一
月
号
か
ら
賀
川
豊
彦
の
「
死
線
を
超
え
て
」
 
 

の
連
載
が
始
ま
っ
た
。
は
じ
め
小
説
と
し
て
連
載
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
 
 

検
閲
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
非
常
に
反
対
が
あ
っ
た
。
 
 

こ
と
に
作
家
の
方
面
か
ら
、
あ
ん
な
く
だ
ら
な
い
も
の
を
ひ
ど
い
じ
ゃ
 
 

な
い
か
と
い
う
。
け
れ
ど
私
は
あ
れ
を
四
回
（
実
際
は
五
回
－
引
用
者
）
 
 

続
け
た
。
と
い
う
の
は
、
製
本
屋
の
小
僧
が
あ
れ
を
製
本
し
な
が
ら
読
 
 

ん
で
、
こ
れ
が
二
号
、
三
号
を
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
私
 
 

が
聞
き
ま
す
と
、
あ
れ
ま
た
来
月
出
ま
す
か
と
聞
く
の
で
覇
）
ピ
ノ
れ
を
 
 

見
て
も
、
『
改
造
』
の
読
者
が
底
辺
の
読
者
層
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

同
年
十
月
に
『
死
線
を
超
え
て
』
ほ
改
造
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
発
売
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さ
れ
た
が
、
た
ち
ま
ち
二
十
万
部
を
超
え
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
 
 

姉
）
。
こ
れ
と
関
連
し
て
中
西
は
、
「
賀
川
豊
彦
は
「
死
線
」
出
版
し
て
す
 
 

ば
ら
し
い
景
気
だ
。
毎
日
代
り
代
り
や
っ
て
来
る
労
働
者
の
中
に
、
そ
 
 

れ
を
一
冊
持
っ
て
い
る
の
が
い
た
。
『
ち
ょ
っ
と
見
せ
た
ま
へ
』
と
い
っ
 
 

て
、
私
は
よ
ん
で
み
た
が
、
う
む
、
こ
れ
く
ら
い
な
ら
俺
に
だ
っ
て
か
け
 
 

る
と
呟
い
た
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
、
私
に
畑
違
い
な
野
心
を
持
た
せ
る
 
 

機
縁
と
な
っ
た
。
」
と
書
い
て
い
つ
ま
り
、
中
西
が
『
改
造
』
と
い
 
 

う
雑
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
『
改
造
』
が
労
 
 

働
者
階
級
を
読
者
層
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
童
く
作
用
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
「
不
蓮
鮮
人
」
 
 

も
労
働
者
階
級
を
主
な
読
者
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

次
は
人
民
戦
線
社
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
出
版
社
な
の
か
に
 
 

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
人
民
戦
線
社
か
ら
出
し
て
い
る
出
版
物
の
中
で
 
 

一
番
重
要
な
の
は
、
『
人
民
戦
線
』
と
い
う
雑
誌
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
 
 

「
人
民
文
化
同
盟
」
の
機
関
喝
で
あ
り
、
中
西
伊
之
助
が
主
筆
、
編
集
兼
 
 

発
行
人
と
な
っ
て
い
る
。
「
人
民
文
化
同
盟
」
は
共
産
党
傘
下
の
文
化
運
 
 

動
団
体
で
あ
る
。
そ
し
て
『
人
民
戟
線
』
は
会
員
た
ち
に
配
ら
れ
る
雑
 
 

誌
で
あ
り
、
共
産
党
の
地
方
機
関
紙
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
 
 

し
て
、
そ
の
雑
誌
を
発
行
し
て
い
た
人
民
戦
線
社
は
、
単
行
本
と
し
て
 
 

は
主
に
中
西
の
著
作
物
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
民
戟
線
社
か
ら
 
 

出
た
出
版
物
の
読
者
層
は
、
主
に
「
人
民
文
化
同
盟
」
 
の
会
員
、
つ
ま
 
 

り
共
産
党
員
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
西
は
一
九
四
六
年
、
一
 
 

九
四
九
年
の
衆
議
院
選
で
共
産
党
所
属
で
当
選
し
て
お
り
、
一
九
四
八
 
 

年
に
は
主
に
共
産
党
所
属
の
政
治
家
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
時
 
 

期
の
中
西
の
思
想
は
当
時
の
共
産
党
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
と
思
 
 

わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
当
時
の
日
本
共
産
党
と
占
領
軍
と
の
関
係
に
つ
 
 

い
て
見
て
み
る
の
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

一
九
四
五
年
十
月
十
日
政
治
犯
が
釈
放
さ
れ
、
共
産
党
幹
部
十
六
名
 
 

が
出
獄
、
共
産
党
の
合
法
化
、
十
二
月
労
働
組
合
法
が
立
法
さ
れ
る
に
 
 

伴
っ
て
、
日
本
共
産
党
は
活
発
な
活
動
を
開
始
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
 
 

の
時
期
の
共
産
党
の
占
領
軍
に
対
す
る
態
度
を
見
て
み
る
と
、
「
一
、
フ
 
 

ァ
シ
ズ
ム
及
び
軍
国
主
義
か
ら
の
世
界
解
放
の
た
め
の
連
合
国
軍
隊
の
 
 

日
本
進
駐
に
よ
っ
て
日
本
に
於
け
る
民
主
主
義
革
命
の
端
緒
が
開
か
れ
 
 

た
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
深
甚
の
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
二
、
米
英
及
 
 

び
連
合
諸
国
の
平
和
政
策
に
対
し
て
は
我
々
は
積
極
的
に
之
を
支
持
す
 
 

撃
と
な
っ
て
お
り
、
共
産
党
が
占
領
軍
を
歓
迎
し
て
い
た
こ
と
が
窺
 
 

え
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
「
日
本
共
産
党
行
動
綱
領
草
案
」
の
中
の
「
実
 
 

践
的
要
求
」
を
見
る
と
「
六
、
人
種
、
民
族
、
国
籍
に
よ
る
差
別
待
遇
 
 

反
妬
）
艮
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
「
日
本
共
産
党
規
約
草
案
」
に
は
「
党
組
 
 

織
の
系
統
」
に
「
朝
鮮
人
部
」
が
入
っ
て
い
の
を
み
る
と
、
朝
鮮
と
 
 

の
関
係
性
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
九
四
六
年
五
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
米
よ
こ
せ
デ
モ
に
 
 

対
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
五
月
二
〇
日
に
団
体
的
暴
力
を
認
め
な
い
 
 

と
警
告
を
発
し
、
一
九
四
七
年
二
月
一
日
に
計
画
さ
れ
て
い
た
ゼ
ネ
ス
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卜
に
対
し
て
中
止
命
令
を
発
表
し
た
。
こ
の
時
、
「
労
働
組
合
の
指
導
者
 
 

た
ち
は
人
々
の
前
で
涙
を
流
し
、
よ
り
急
進
的
な
人
々
は
、
敵
意
を
む
 
 

き
出
し
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
「
民
衆
の
た
め
の
」
真
の
民
主
主
義
の
 
 

欺
瞞
に
満
ち
た
放
で
あ
る
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
撃
と
い
う
。
こ
の
 
 

時
以
降
、
共
産
党
の
占
領
軍
に
対
す
る
態
度
は
変
化
す
る
。
．
一
九
四
八
 
 

年
の
「
日
本
共
産
党
行
動
綱
領
」
を
見
る
と
、
「
二
、
人
民
に
よ
る
経
済
 
 

復
興
と
日
本
の
完
全
な
独
撃
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
「
党
は
日
本
民
族
 
 

の
独
立
と
世
界
平
和
を
確
立
す
る
た
め
に
全
力
を
つ
く
す
。
」
と
い
う
文
 
 

が
「
日
本
共
産
党
改
正
規
妬
〕
に
あ
る
。
さ
ら
に
「
日
本
の
完
全
な
独
 
 

立
の
主
張
は
、
軍
国
主
義
的
排
外
主
義
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ポ
ツ
ダ
ム
 
 

宣
言
に
完
全
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
（
中
略
）
国
の
完
全
独
立
、
民
 
 

族
の
独
立
の
主
張
は
、
民
主
主
義
的
諸
原
則
の
一
つ
で
あ
撃
と
善
か
 
 

れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
一
九
四
八
年
に
お
け
る
日
本
共
産
党
は
「
日
 
 

本
の
独
立
」
と
い
う
問
題
を
全
面
的
に
掲
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
撃
 
 

一
九
四
八
年
の
中
西
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
態
度
を
見
て
み
て
も
、
 
 

「
日
本
は
つ
い
に
現
在
の
よ
う
な
亡
国
的
運
命
に
落
ち
入
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

建
国
以
来
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
る
現
在
の
日
本
が
、
独
立
日
本
と
し
 
 

て
世
界
に
再
生
す
る
の
は
、
日
本
民
族
の
総
意
に
依
る
、
日
本
人
民
の
 
 

手
に
依
っ
て
、
日
本
人
民
の
た
め
の
政
治
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
撃
 
 

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
日
本
の
独
立
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
 
 

る
。
 
 
 

「
北
鮮
の
一
夜
」
に
お
い
て
「
ア
メ
リ
カ
」
の
存
在
に
焦
点
が
置
か
れ
 
 

て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
共
産
党
と
占
領
軍
と
の
関
係
性
 
 

と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
の
中
で
強
調
さ
 
 

れ
て
い
た
「
禰
立
国
家
」
が
、
植
民
地
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
独
立
の
問
 
 

題
だ
け
で
な
く
、
占
領
期
に
お
け
る
「
日
本
の
独
立
」
の
問
題
を
も
暗
 
 

示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
は
日
本
と
 
 

朝
鮮
の
関
係
性
よ
り
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
性
が
よ
り
強
く
意
識
さ
 
 

、
り
 
 

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
で
、
「
北
鮮
の
一
夜
」
で
朝
鮮
人
に
対
す
る
呼
称
が
変
化
し
た
こ
 
 

と
に
つ
い
て
は
、
中
西
が
一
九
二
五
年
八
月
十
四
日
に
朝
鮮
を
訪
問
し
 
 

た
際
に
、
朝
鮮
人
の
作
家
た
ち
か
ら
「
土
人
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
 
 

強
い
反
発
を
受
け
J
と
が
三
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
 
 

れ
る
。
ま
た
、
「
人
民
文
化
同
盟
」
の
綱
領
の
中
に
は
「
本
同
盟
の
目
的
 
 

を
支
持
す
る
者
は
国
籍
を
問
は
ず
、
会
員
望
す
る
と
い
う
項
目
が
あ
 
 

り
、
ま
た
朝
鮮
人
連
盟
と
も
連
帯
的
な
関
係
に
あ
っ
の
で
、
読
者
層
 
 

の
中
に
は
朝
鮮
人
も
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
朝
 
 

鮮
人
に
対
す
る
軽
蔑
的
な
表
現
を
使
う
の
は
避
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
読
者
層
の
違
い
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
変
化
は
タ
イ
ト
ル
 
 

の
変
化
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
「
不
達
鮮
人
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
 
 

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
一
九
二
二
年
と
い
う
時
点
で
は
か
な
り
挑
発
 
 

的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
不
蓮
鮮
人
」
と
い
 
 

う
言
葉
を
タ
イ
ト
ル
に
付
け
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
「
不
蓮
鮮
人
」
と
 
 

言
わ
れ
て
い
る
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
に
深
く
共
感
を
示
し
て
い
る
と
い
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う
こ
と
ば
、
そ
の
当
時
日
本
人
の
読
者
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
 
 

い
た
は
ず
の
 
「
不
達
鮮
人
」
と
い
う
表
現
を
逆
手
に
と
っ
て
異
議
を
申
 
 

し
立
て
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
タ
イ
ト
 
 

ル
は
当
時
の
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
性
を
象
徴
的
に
表
し
て
お
り
、
そ
の
 
 

関
係
性
の
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
改
造
』
 
の
読
 
 

者
層
が
労
働
者
階
級
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
啓
蒙
的
な
ね
ら
い
を
含
 
 

ん
で
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
戦
後
そ
れ
が
「
北
鮮
の
一
夜
」
と
い
 
 

う
タ
イ
ト
ル
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
四
八
年
と
い
う
時
点
 
 

で
は
「
不
達
鮮
人
」
と
い
う
言
葉
は
死
語
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
「
相
手
」
 
 

の
言
葉
を
逆
手
に
と
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
と
い
う
の
は
難
し
く
な
 
 

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
「
北
鮮
」
と
い
う
言
葉
は
一
九
四
八
年
 
 

当
時
今
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
当
時
朝
 
 

鮮
半
島
の
北
の
方
で
は
金
日
喝
が
政
権
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
な
 
 

の
で
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
革
命
的
連
帯
意
識
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
 
 

な
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
 
 

よ
り
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
連
帯
の
方
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
 
 

言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
人
民
戦
線
社
の
読
者
層
で
あ
る
共
産
党
の
 
 

党
員
を
意
識
し
た
語
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

四
 
 
む
す
ぴ
に
代
え
て
 
 

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
「
不
蓮
鮮
人
」
に
は
、
 
 

揺
れ
動
き
な
が
ら
矛
盾
し
て
い
る
朝
鮮
認
識
が
見
ら
れ
た
が
、
戦
後
に
 
 

註
 
 

（
1
）
中
西
伊
之
助
「
愛
読
者
へ
の
履
歴
書
」
（
『
新
興
文
学
全
集
』
第
二
巻
「
中
 
 

西
伊
之
助
・
藤
森
成
吉
集
」
所
収
）
 
四
五
〇
頁
 
 

（
2
）
中
西
伊
之
助
「
思
い
出
の
北
鮮
・
平
壌
」
（
『
人
民
戦
線
』
二
五
号
一
九
 
 

四
八
年
八
月
）
 
二
九
頁
 
 

（
3
）
生
田
長
江
「
九
月
競
の
創
作
か
ら
」
（
「
讃
責
新
聞
」
一
九
二
二
年
九
月
三
 
 

日
）
 
 

（
4
）
森
山
重
雄
「
中
西
伊
之
助
論
」
（
『
人
文
学
報
』
第
八
〇
号
 
東
京
都
立
大
 
 

学
人
文
学
部
一
九
七
一
年
）
一
五
〇
頁
 
 
 

発
表
さ
れ
た
「
北
鮮
の
一
夜
」
 
で
は
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
意
識
は
 
 

直
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
発
表
さ
れ
た
媒
体
の
 
 

性
格
の
違
い
と
、
そ
れ
に
伴
な
う
読
者
層
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
 
 

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
変
化
は
政
治
的
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
 
「
正
し
い
」
と
言
 
 

え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
文
学
作
品
と
し
て
見
た
時
、
 
 

即
ち
同
時
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
は
、
「
不
達
鮮
人
」
の
方
が
当
 
 

時
の
日
本
人
の
内
面
を
よ
り
立
体
的
に
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。
植
民
 
 

地
期
に
お
け
る
日
本
人
の
生
々
し
い
心
象
風
景
を
我
々
の
目
の
前
に
曝
 
 

け
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
中
西
の
作
品
を
読
む
意
義
が
あ
る
 
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
5
）
一
方
で
、
「
主
人
」
と
「
主
人
」
に
条
策
を
紹
介
し
た
朝
鮮
の
青
年
に
つ
 
 

い
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
「
鮮
人
」
、
「
土
人
」
と
い
う
表
現
は
ま
っ
た
 
 

く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
主
人
」
と
そ
の
青
年
は
l
一
人
と
も
上
流
階
級
の
 
 

人
で
、
柴
策
と
も
個
人
的
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
 
 

（
6
）
そ
れ
は
「
鮮
人
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
他
の
場
面
も
同
じ
で
あ
 
 

る
。
 
 

（
7
）
新
島
繁
「
日
本
の
文
芸
雑
誌
『
改
造
』
」
（
『
文
学
』
一
九
五
七
年
一
〇
月
）
 
 
 

一
一
一
貫
 
 

（
8
）
小
林
英
三
郎
他
編
『
雑
誌
『
改
造
』
の
四
十
年
』
（
光
和
堂
一
九
七
七
 
 

年
）
 
四
五
貢
 
 

（
9
）
山
川
均
「
『
改
造
』
十
年
の
回
顧
」
（
『
改
造
』
一
九
二
九
年
四
月
号
）
一
 
 
 

一
二
頁
 
 

（
1
0
）
座
談
会
「
『
改
造
』
 
の
三
十
年
」
（
『
改
造
』
第
三
十
一
巻
 
第
四
号
一
 
 

九
五
〇
年
四
月
）
一
二
八
頁
 
 

（
1
1
）
小
林
英
三
郎
他
編
前
掲
書
 
五
五
頁
 
 

（
1
2
）
中
西
伊
之
助
「
『
粛
土
』
を
書
い
た
前
後
そ
の
他
」
（
月
報
『
新
興
文
学
』
 
 

平
凡
社
一
九
二
八
年
三
月
）
 
四
二
頁
 
 

（
1
3
）
『
人
民
戦
線
』
創
刊
号
一
九
四
五
年
十
l
一
月
 
二
九
頁
、
十
三
頁
 
 

（
1
4
）
「
人
民
に
訴
ふ
」
（
『
赤
旗
』
第
二
号
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
〇
日
）
、
社
 
 

会
運
動
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
共
産
党
資
料
大
成
』
（
社
会
運
動
資
料
刊
 
 

行
会
一
九
五
一
年
）
三
頁
よ
り
引
用
。
 
 

（
1
5
）
「
日
本
共
産
党
行
動
綱
領
草
案
」
（
『
赤
旗
』
第
三
号
一
九
四
五
年
一
一
 
 

月
二
二
日
）
、
社
会
運
動
資
料
刊
行
会
編
 
前
掲
善
一
三
頁
よ
り
引
用
。
 
 

（
1
6
）
「
日
本
共
産
党
規
約
草
案
」
（
『
赤
旗
』
第
三
号
一
九
四
五
年
一
一
月
二
 
 

二
日
）
、
社
会
運
動
資
料
刊
行
会
編
 
前
掲
書
一
三
貢
よ
り
引
用
。
 
 

（
1
7
）
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』
（
上
）
三
浦
陽
一
他
訳
（
岩
 
 

波
書
店
 
二
〇
〇
一
年
）
 
三
六
四
頁
 
 

（
1
8
）
「
日
本
共
産
党
行
動
綱
領
」
（
『
赤
旗
』
第
二
十
六
号
一
九
四
八
年
四
月
 
 
 

一
日
）
、
社
会
運
動
資
料
刊
行
会
編
 
前
掲
書
 
l
九
三
頁
よ
り
引
用
。
 
 

（
1
9
）
「
日
本
共
産
党
改
正
規
約
」
（
『
前
衛
』
第
二
十
六
号
一
九
四
八
年
四
月
）
、
 
 

社
会
遊
動
資
料
刊
行
会
編
 
前
掲
書
一
九
六
頁
よ
り
引
用
。
 
 

（
2
0
）
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
民
主
民
族
戦
線
の
精
神
」
（
『
ア
カ
ハ
タ
』
第
四
首
五
 
 

十
八
号
、
四
盲
五
十
九
号
一
九
四
八
年
八
月
十
九
日
、
二
〇
日
）
。
社
 
 

会
運
動
資
料
刊
行
会
編
 
前
掲
書
 
二
三
三
貢
よ
り
引
用
。
 
 

（
2
1
）
な
お
、
一
九
四
七
年
五
月
一
日
の
「
日
本
共
産
党
規
約
」
に
は
「
朝
鮮
人
 
 

部
」
は
無
く
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
2
2
）
「
主
張
と
批
判
 
大
衆
は
審
判
す
る
」
（
『
人
民
戦
線
』
第
二
五
号
一
九
 
 

四
八
年
八
月
）
一
貫
 
 

（
2
3
）
朴
英
配
州
「
初
創
期
の
文
壇
側
面
史
（
第
四
回
）
」
（
『
現
代
文
学
』
一
九
五
 
 

九
年
一
二
月
）
二
六
四
－
二
六
五
頁
 
 

（
2
4
）
『
人
民
戦
線
』
創
刊
号
一
九
四
五
年
一
二
月
 
〓
ニ
頁
 
 

（
2
5
）
『
人
民
戦
線
』
創
刊
号
一
九
四
五
年
一
二
月
 
二
三
頁
 
 

（
2
6
）
中
西
も
金
日
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
筆
者
の
思
い
出
 
 

の
多
い
平
壌
 
－
 
同
志
金
日
成
、
そ
の
他
の
人
々
は
、
不
屈
不
擁
の
革
命
 
 

的
情
熱
を
か
た
む
け
て
、
全
人
類
の
平
和
と
幸
福
の
た
め
に
今
や
勇
ま
し
 
 

く
戦
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
中
西
伊
之
助
 
「
思
い
出
の
北
鮮
・
平
壌
」
 
 

人
民
戟
線
二
五
号
一
九
四
八
年
八
月
 
二
九
貢
）
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