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日

本
五
ロ

ココ
ロ

国
五
ロ

ココ
ロ

と
中ー

最
近
考
え
た
こ
と
l

私
は
昨
年
の
十
月
か
ら
久
し
ぶ
り
で、
中
国
語
の
初
歩
を
学
生
に
教
え
る
と

と
に
な
っ
た 。
外
国
語
を
教
え
る
と
と
の
む
ず
か
し
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て

い
る
と
乙
ろ
だ
が 、
教
え
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
と
と
を
思
い
つ
く
ま
ま一

に
記
し
て
み
る
乙
と
に
し
た 。

一
、

「
さ
よ
う
な
ら」

と
「
再
見」

の
間

語
学
の
初
歩
で
は、
ま
ず
日
常
会
話 、
そ
し
て
挨
拶
語
が
出
て
く
る 。
と
乙

で
は
ま
ず 、
三
つ
の
言
葉
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う 。

別
れ
の
挨
拶
語
で
も
っ
と
も一
般
的
な
の
は、
再
見
（
芯
二
早
口
）

で、
日
本
語
で
は
「
さ
よ
う
な
ら」
と
訳
す、
再
見
は
読
ん
で
字
の
ど
と
く 、

「
も
う一
度
会
お
う」
と
い
う
意
味
で
あ
る。
乙
の
「
再」
の
か
わ
り
に
「
明

西

晴

彦

岡

入
す
予 （
」； 3 
そ I ロ
れ m
ぞ 件れ 函l
－－， ロ
明 ）
日
会
お
っ

Lー

（
町九日ロ
l

t
M
ロ
）

天

や
「
后
天」

お
（ 之
N 

�� と
::r. t_' 
s::＂ つ

こ震実

「
あ
さ
っ

て

に
な
り
「
見」
の
か
わ
り
に
「
会」
を
代
入
し、
「
再
会」

と
も
言
え
る。
だ
か
ら
別
れ
の
挨
拶
語
と
し
て
の
「
再
見」
は
堅
い
熟
合
関
係

を
も
っ
言
葉
で
な
く 、

再 、
も
見
も 、

他
の
語
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
可
能
性
を
も

っ
言
葉
で
あ
る。
さ
て、
そ
の
訳
語
の「
さ
よ’
n丞
ら」
は
「
元
来
接
続
調
で、
そ

（
広
辞
苑）
と
説
明
さ
れ

れ
な
ら
ば 、
の
意 、
別
れ
の
挨
拶
語 。
左
様
な
ら」

て
い
る。

感
謝
の
意
を
表
わ
す
も
っ
と
も一
般
的
な
言
葉
は
謝
謝
（
巴小
包め

「
謝」
は
藤
堂
明
保
氏
に
よ
れ
ば
「
張
り

〉
で、

訳
語
は
「
あ
り
が
と
う」
で
あ
る。

つ
め
た
弓
を
手
か
ら
離
す。
矢
を
射
て、
弓
の
緊
張
が
解
け
て
ゆ
る
む
様
を
示



す
射
と
い
う
語
の
原
義
に

「
言
葉
を
あ
ら
わ
す
乙
と

「
言」
が
つ
き 、

に
よ
っ

て
負
担
や
緊
張
を
と
き 、
気
楽
に
な
る
と
と」
（
中
国
語
語
源
辞
典）
で

あ
る 。
謝
は
二
回
重
ね
て
用
い
ら
れ
謝
謝
と
な
り
又 、
「
多
謝」
と
も
言
い
か

え
ら
れ
る。

「
あ
り
が
と
う」
の
方
は
「
ア
リ
ガ
タ
ク
の
音
便 、
下
に

一
方 、

「
ど
ざ
い
ま
す」
「
存
じ
ま
す」
の
略
さ
れ
た
形 、
感
謝 、
謝
礼
の
意
味」
伝

辞
苑〉
で
あ
る。

失
敗
な
ど
し
て
他
人
に
あ
や
ま
る
時
に 、
中
国
語
で
は
対
不
起
（
円宮町
吉

岡～ ，）
と
い
う 。
日
本
語
で
は
「
す
み
ま
せ
ん」
が
訳
語
と
さ
れ
る。
「
対」

と
は
藤
堂
氏
に
よ
れ
ば 、
「
左
右
対
称
に
な
り 、
ま
と
も
に
向
き
あ
う
と
と」

で
あ
り 、
「
不
起」
と
は、
動
詞
の
あ
と
に
つ
い
て、
そ
の
動
詞
の
表
わ
す
状

（
中
日
大
辞
典）
と
説
明
さ
れ
て
い
る。

態
が
持
続
で
き
な
い
乙
と
を
示
す。

し
た
が
っ

て、
「
対
不
起」
は、
相
手
の
顔
が
ま
と
も
に
見
て
い
ら
れ
な
い 。

と
い
う
原
義
を
も
っ
言
葉
で
あ
る。
一
方
「
す
み
ま
せ
ん」
は、
「
物
事
が
決

着
せ
ず 、
ま
た
自
分
の
気
持
が
落
ち
つ
か
な
い
と
い
う
意
か
ら 、
相
手
に
対
し

て
あ
や
ま
る
時 、
礼
を
言
う
時 、
頼
む
時
な
ど
に
つ
か
う 。
（
広
辞
苑）
と
説

明
さ
れ
る。

さ
て、
乙
の
三
つ
の
挨
拶
語
を
例
と
し
て、
中
日
両
国
の
言
葉
の
性
格
や
成

り
立
ち
を
考
え
て
み
る
乙
と
に
し
よ
う 。

ま
ず
文
法
的
に
考
え
て
見
る
と、
中
国
語
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
動
詞
又
は
動

詞
を
主
体
と
す
る
連
語
で
各
々
の
語
の
前
に
第一
人
称 、
あ
と
に
第
二
人
称
を

S
＋
V
＋
O
と
い
う
形
の
完
結
し
た
文
を
形
成
す
る
と
と
が
で
き
る。

我
再
見
称 、
我
謝
謝
称 、
我
対
不
起
称 、
は
そ
れ
ぞ
れ
文
と
し
て
完
結
し
て
い
る。

補っ
て、

日
本
語
で
は、
「
さ
よ
う
な
ら」
は
接
続
詞。
「
あ
り
が
と
う」
は
形
容
詞
の

一
部 、
「
す
み
ま
せ
ん」
は
動
詞
文
（
？）
で
あ
り 、
そ
れ
ぞ
れ
に
第一
人
称

第
二
人
称
を
加
え
て、
文
と
し
て
成
立
で
き
る
の
は
「
私
は
君
に
す
み
ま
せ
ん」

だ
け
で
あ
る。

次
に
言
葉
の
原
義
の
示
す
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う 。

再
見
H
ま
た
会
お
う 。
は
（
乙
と
で
は一
お
う
別
か
れ
る
が：：：〉
の
意
か

ら
転
じ
て
い
る。

謝
謝
リ

私
は
ゆ
っ
た
り
で
き
た 。
（
君
の
お
か
げ
だ）

対
不
起
H

顔
む
け
で
き
ぬ 。
（
君
へ
の
心
理
的
負
担
で）
そ
れ
ぞ
れ
が
具
体

的
な
行
動
の
陳
述
で
あ
り
別
離 、
謝
礼 、
詑
び
の
際
に
お
乙
る
心
理
的
な
状
況

描
写
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
と
れ
と
対
応
さ
せ
た
日
本
語
の
場
合
は、
次
の
よ
う

-2 -

に
な
る 。

さ
よ
う
な
ら
H

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば 、
だ
け
で
は
殆
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い 。

「
さ
よ
う
な
ら」
の
発
話
者
は
相
手
と
の
聞
に 、
別
離
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況

「
別
れ
る
の
も
や
む
を
得
な
い」

を
認
め
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば」
と
言
い 、

と
い
う
含
意
を
示
す。
乙
の
場
合
の
「
そ
う」
と
い
う
状
態
を
つ
く
り
出
す
の

そ
の
両
者
で
も
い
い 。
主
客
の
関
係
は
必
ず
し
も

は
私
で
も
君
で
も
い
い
し 、

明
確
で
は
な
い 。

あ
り
が
と
う
H

有
り
難
う 、
は
話
し
手
が
受
け
手
の
行
為
を
ご
般
に
は
有

り
難
い
と
と、
稀
有
な
乙
と」
と
認
定
し 、
そ
の
状
況
を
描
写
し
た
も
の
で 、

「
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
君
に
感
謝
す
る」
と
い
う
含
意
が
あ
る。
中
国
語

の
謝
謝
が 、
自
分
の
心
理
的
な
解
放
感
を
述
べ
て
い
る
の
と
ち
が
っ

て、
人
間



と
は一
応
独
立
し
た
「
行
為」
の
有
り
難
さ
を
述
べ
る
と
と
ろ
に
特
色
が
あ
る。

す
み
ま
せ
ん
H

済
み
ま
せ
ん 。
は
「
私
は
君
に
対
し
て、
気
が」
と
い
う
語

を
上
に
補
う
と
意
味
的
に
わ
か
り
や
す
く
な
る。
中
国
語
の
対
不
起
と
心
情
的

に
は
近
い
表
現
で
あ
る。
た
だ
し 、
「
す
み
ま
せ
ん」
の
方
は、
詑
び
以
外
に

感
謝
や
依
頼 、
よ
び
か
け
な
ど
多
義
的
な
内
容
を
ち
つ。
対
不
起
に
は
そ
の

反対

の
意
味
の
対
得
起
（
内E
Eo
m吋
）
（
申
し
わ
貯
が
立
つ）
と
い
う
言
い
方

が
あ
り 、
相
手
に
あ
や
ま
る
と
い
う
意
義
し
か
な
い
の
と
対
照
的
で
あ
る。

以
上
三
つ
の
挨
拶
語
を
比
較
し
て、
中
国
語
と
く
ら
べ
て
日
本
語
の
特
色
を

挙
げ
る
と、
ω
主
客
の
関
係
が
暖
昧
で
あ
る。
ω
省
略
部
分
が
多
く 、
含
意
性

化
富
み、
多
義
的。－
ω
動
詞
的
で
な
く
形
容
詞
的
（・：「す
る」
で
な
く：・
「
で
あ

る」
）
で
状
態
を
描
写
す
る
場
合
が
多
い 。
等
が
考
え
ら
れ
る。

一
、

「
侵
略」

と
「
進
出」

の
間

一
昨
年
（一
九
八
二
年）
の
夏 、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は、
小
中
高
校
の
歴
史

教
科
書
の
検
定
問
題
で
大
揺
れ
で
あ
っ
た 。
そ
の
中
心
的
な
事
件
は、
第
二
次

大
戦
中
の
日
本
軍
の
ア
ジ
ア
侵
略
を 、
文
部
省
が
「
進
出」
と
書
き
改
め
る
よ

う
指
示
し
た
と
と
で
あ
っ
た 。
私
は
乙
の
事
件
に
つ
い
て
の
日
中
両
国
の
か
か

わ
り
方
に
興
味
を
ひ
か
れ
た 。
事
件
は
大
す
じ
で
次
の
様
に
推
移
し
た 。

侵

略↓
進
出
の
書
き
か
え
指
示（
文
部
省）
の
新
聞
記
事

ア
ジ
ア
諸
国 、
と
と
に
中
園 、
韓
国
の
反
握 。

日
本
国
内
で
の
と
の
件
に
関
す
る
論
議 。

文
部
省
の
高
官
の
中
国
・

韓
国へ
の
派
遣 、
説
得 、
説
明。
い
ず
れ
も
不

(4) (3) (2) (1) 

(6) (5) 
調
iと
お
わ
る

日
本
側
の
主
張
全
面
撤
回 。

教
科
書
記
述
の
再
改
訂 。
進
出
↓

侵
略

日
本
側
は
と
の
件
に
関
す
る
限
り 、
全
面
的
に
敗
北
し－
相
手
国
の
主
張
を

う
け
い
れ
た 。
私
は
と
の
事
件
を
「
言
葉」
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
る
乙
と
に

し
た
い 。

ま
ず
と
の

侵
略
↓
進
出

を
中
国
側
で
は
ど
う
う
け
と
っ
た
か 、
を
当
時

の
中
国
の
新
聞
記
事
か
ら
故
き
出
し
て
み
よ
う 。

日
本
語
の
，

進
出’

と
は
？

閑：
：・
日
本
の
文
部
省
は 、
新
た
に
検
定
し
た
教
科
書
の
中
で、
日
本
の
中
国

「
侵
略」
に
関す

？卑歴
史
記
述
の

多、
の

部分
で
，

進
出’
と
書
き
改
め
て
い
る。

日
本
軍
の
華
北
侵
略
は 、
華
北
進
出
に
か
わ
っ

て
い
る。
：：：

ニ
ュ

例
え
ば 、

-3-

ー
ス
に
は
日
本
語
の

，
進
出’
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で、

出 多
く
の
読
者
は
と
の
言
葉
の
意
味
が
は
っ
き
り
せ
ず 、
あ
る
読
者
は
，

進
進
出

（
入
っ
た
り
出
た
り）
の
意
味
に
と
っ

て
い
る
の
だ
が、
乙
れ
で
よ
い
の

だ
ろ
う
か
？

ZE
i－－
日
本
の
岩
波
書
店
版
の
八
広
辞
苑
〉
で
は
，

進
出’
の
日
本
語
の
意
味

は、
「
自
分
か
ら
出
か
け
る。
あ
る
場
所
か
ら
さ
ら
に
前
進
す
る」“
で
あ
る。

文 、
日
本
の
研
究
社
出
版
の
〈
新
和
英
大
辞
典
〉
の
英
語
の
解
釈
で
は、
そ
の

意
味
は
ω円四〈釦ロのO

Bmw吋の
宮

で
あ
り 、
と
れ
に
よ
っ

て
日
本
語
の

，
進

出’
が，
自
ら
前
へ
進
む’
と
い
う
基
本
義
を
も
っ
と
と
が
わ
か
っ
た 。
（
m
－
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右
の
記
事
で
は、
日
本
語
の

，
進
出’
と
い
う
言
葉
が
そ
の
ま
ま
で
中
国
語

に
読
み
か
え
ら
れ
る
と、
ま
っ
た
く
別
の
意
味
（
入
っ
た
り
出
た
り
す
る）
の

言
葉
に
な
っ

て
し
ま
う
乙
と
を
示
し
て
い
る。
更
に
乙
の
記
事
は、
次
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
を
付
記
す
る。
ァ

進
出’
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
で
は
否
定
的
ニ

ュ
ア
ン
ス
は
な
く 、
い
さ
さ
か
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
るn」
ル』。

乙
の
部
分
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で、
さ
き
に
の
ベ
た
ω
の
日
本
で
の
乙
の
件

の
論
議
で
も
問
題
に
な
っ
た
と
乙
ろ
が
あ
る。
，

進
出’
肯
定
論
者
は、
，

侵

略’
と
は
他
国
に
侵
入
し、
そ
の
地
の
領
土
を
政
治
的
に
支
配 、
領
有
す
る
と

と
を
言
う 。
し
た
が
っ

て、
第
二
次
大
戦
時
の
日
本
の
行
動
は、
進
出
で
あ
っ

て
侵
略
で
は
な
い 。
と
い
う
の
が
そ
の
主
な
主
張
で
あ
っ
た 。

，
侵
略’

と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
否
定
的
表
現
を
嫌
い 、
，

進
出’
と
い
う
中
立
的
表
現

を
好
む
と
い
う
日
本
人
の
意
識
の一
面
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
っ
た 。
国
交
回

復
後
す
で
に
十
年
を
経 、
日
中
閣
の
友
好
関
係
は
よ
り
深
ま
っ

て
き
て
い
る
の

だ
か
ら 、
昔
の
乙
と
は
と
や
か
く
言
わ
な
い
方
が 、
と
い
う
気
分
が
中
国
の
人

々
の
中
に
も
た
し
か
に
と
乙
数
年
来
ひ
ろ
が
っ
て
き
て
い
た 。
乙
の
気
運
を
敏

の
カ三

「
中
国
恐
る
る
に
た
ら
ず」
と
い
う
立
場
か
ら
作
り
出
さ
れ
た

感
に
察
知
し、

「
侵
略
↓

進
出」
論
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る 。
乙
の
件
に
関
す

る
中
国
の
論
評
を
も
う一
っ
と
り
あ
げ
て
み
よ
う 。

「
日
本
に
よ
る
侵
略
に
よ
っ

て
極
め
て
ひ
ど
い
苦
難
を
被
っ
た
中
国
人
民
と

し
て、
目
前
の
日
中
国
交
樹
立
十
周
年
に
際
し、

我
々
は
日
本
の
文
部
省
久
文

部
省
を
支
持
す
る
高
官
や
官
僚
た
ち
に
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
い 。
な
ぜ
な
ら
彼

等
は
自
身
の
言
論
と
行
動
を
も
っ

て、
両
国
関
係
の
発
展
過
程
に
お
い
て、
も

う一
つ
の
側
面
が 、
す
な
わ
ち
軍
国
主
義
復
活
を
た
く
ら
む
逆
流
が
ま
だ
存
在

し
て
い
た
と
と
を
中
国
人
民
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る。
言
う
ま
で
も

な
く 、
中
日
両
国
と
両
国
人
民
は
友
好
を
願
い 、
現
在
の
我
々
の
み
な
ら
ず 、

子
子
孫
孫
に
わ
た
っ

て
友
好
を
願
い
続
け
る
も
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら 、

乙
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は、
両
国
人
民
は
と
も
に
努
力
を
傾
け 、
軍
国

主
義
復
活
を
た
く
ら
む
す
べ
て
の
逆
行
に
対
し
て、
い
さ
さ
か
の
暖
昧
さ
も
な

い
痛
撃
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い 。」

八
回
・

8
・
3

人
民
日
報

評
論
員
論

文
〉残

念
な
が
ら 、
私
に
は
乙
の
論
評
に
反
駁
す
る
資
料
を
も
ち
あ
わ
せ
な
い 。

事
件
の
本
質
は
ま
さ
に
乙
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り 、
日
本
側
の

，
進
出’
擁
護
論
者
も
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う 。
中
国
側
の
論
調
は
乙

と
の
ほ
か
酷
し
い
に
も
拘
わ
ら
ず 、
読
後
感
は
意
外
に・
さ
つ

ば
り
し
て、
後

乙
の
文
章
が
彼
我
の
立
場
を
明
確
に
し、
問
題
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味
も
わ
る
く
な
い 。
そ
れ
は、

解
決
の
方
向
を
明
示
し
て
い
て、
一
歩
も
妥
協
せ
ず 、
一
点
の
暖
昧
さ
も
の
と

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る。

日
本
側
の
乙
の
件
へ
対
応
を
見
て
い
る
と、
当
初
は
余
裕
あ
り
げ
な
態
度
だ

っ
た
が 、
中
国
・

韓
国
の
乙
の
問
題
へ
の
真
剣
な
憤
り
に
会
う
と、．
特
使
を

派
遣
し
て
弁
解
に
つ
と
め
よ
う
と
し
た 。
そ
の
弁
解
の
内
容
は 、

の
教
科
書
検
定
制
度
の
し
く
み」
で
あ
り 、
乙
の
し
く
み
さ
え
相
手
国
に
理

解
さ
れ
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
は
ず 。
と
い
う
言
明
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
き

た一
方 、
圏
内
の
教
科
書
執
筆
者
の
「
進
出
を
侵
略
に
書
き
改
め
よ 。」

「
日
本
圏
内



と
い
う
要
求
は、
受
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た 。
だ
が、

最
終
的
に
は、
中
国

・
韓
国
と
も
に 、
国
交
に
大
き
く
影
響
す
る
ほ
ど 、
と
の
問
題
へ
の
批
難
が
起

乙
る
と、
遂
に
日
本
側
の
全
面
的
譲
歩
で
結
着
の
は
乙
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る n

私
は
と
の
経
緯
で、
日
本
語 、
乃
至
は
日
本
語
的
思
考
が
国
際
的
な
外
交
関

係
の
処
理
に
と
っ

て、
い
ち
じ
る
し
く
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
感
ぜ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た 。
中
国
側
が
指
摘
す
る、
「
軍
国
主
義
復
活
の
逆
流」
を
無

意
識
的
に
支
え
て
い
る
の
が
と
の
日
本
語
的
思
考
法
で
は
な
い
か
？

挨
拶
語
の
と
と
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に 、
日
本
語
で
は、
つ
ね
に
自
他
の
対
立

を
解
消
さ
せ
る
よ
う
に
用
い
ら
れ、
ま
た
言
葉
の

本来
の
意
味
か
ら
ズ
レ
た
形

で
慣
用
化
さ
れ、
含
蓄
や
隠
影
に
か
く
れ
て
事
が
ら
を
明
示
的
に
表
現す
る
乙

と
を
む
し
ろ
避
け
る
傾
向
が
あ
る。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
は、
戦
時
中
の
退

却
↓

転
進 、
全
滅
↓

玉
砕
か
ら
敗
戦
↓

終
戦 、
占
領
軍
↓

進
駐
軍
が
あ
げ
ら
れ

よ
う 。
乙
れ
ら
の
場
合、
す
べ
て
事
態
の

本質
的
な
要
素
が
抽
き
去
ら
れ、
そ

の
言
葉
の
本
来
持
っ

て
い
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
に
プ
ラ
ス
の
方
向
に

転
化
さ
せ
た
り 、
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
を
希
釈
化
さ
せ
て
い
る。
と
れ
ら
の
例
が

す
べ
て、
直
接
的
に
政
治・
軍
事
に
か
か
わ
り
為
政
者
側
に
よ
っ

て
作
り
あ
げ

ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
乙
と
か
ら
推
し
て、
侵
略
↓

進
出
も
と
の
よ
う
な
中
立
化

希
釈
化
の

流れ
の
中
で
つ

くり出さ
れ
た
日
差

問思
考
法
の

産物
で
あ
る
と一＝思え
る。，

勿
論
私
は
中
国
側
の
い
う
「
逆
流」
の
担
い
手
の
意
図
的
な
策
動
の
存
在
を
否

定
す
る
つ
も
り
は
な
い 。
そ
し
て
彼
等
と
そ
れ
を
支
え
る
マ
ス
コ
ミ

が、
戦
中

か
ら
今
日
ま
で一
貫
し
て
人
民
統
治
の
手
段
と
し
て
造
り
上
げ
定
着
せ
し
め
て

き
た
時
事
用
語
を 、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
容
認
し 、
市
民
権
を
与
え
て
き
た

私
喜
む
日
本
大
の

言語
感
覚
も
伺
時
に
問
わ
ね
ば
な・
5

h工考え
ざる

毒な
い

の
だ 。一
今
度
の
場
合 、
そ
れ
ら
の
時
事
用
語
が
圏
内

むけ
で
あっ
た
時
に
は、

殆ん＝
ど

問
題
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
だ
が、
そ
れ
が
他
国
と
か
か
わ
っ

て
き
た
時
に 、

そ
の
特
異
な
歪
み
を
露
呈
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
だ 。
当
時
文
部
省
が、
中
国
や
韓

国
に
む
け
て、
日

本
国
内
の
検
定
制
度
の
シ
ス
テ
ム
を
説
明
す
る
と
と
に
よ

り

て
問
題
を
解
決
で
き
る
と
ま
じ
め
に
考
え
た
と
と
も
又 、
日
本
語
的
思

考法
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る。
自
他
の
区
別
を
乙
と
さ
ら
に
捨
象
し
て、
対
象
と
同
化
す

る
乙
と
を
目
的
と
す
る
思
考
法
か
ら
す
れ
ば 、
相
手
国
も
当
然
乙
ち
ら
の
「
制

度」
に
理
解
を
示
し 、
文
部
省
の

，
立
場’
に
同
情
すQ

は烹た
と
い・
っ息
い
入
れ

が
お
と
っ

て
く
る
の
は
自
然
で
あ
る。
し
か
し
と
う
い
っ
た
思

若法
が
中
国
の

み
な
ら
ず
韓
国
に
も
ま
っ
た
く

通
用
し
な
か
っ
た
の
も
文
理
の
当
然
で
あ
っ
た 。
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私
は
乙
の
件
の
結
末
が
き
わ
め
て
あ
っ

け
な
く
つ
い
て
し
ま
い 、
そ
の
後
に
何

の
論
議
も
お
と
っ

て
い
な
い
と
と
に 、
あ
る
程
度
の

借慎
の
念
を
抱
い
て
い
る。

な
ぜ
な
ら
ば
ど
う
も
と
の
結
着
に
は
い
わ
ゆ
る
「
政
治
的
配
慮」
が
働
い
て
い

て、
相
手
国
の
要
求
を
充
分
に
理
解
し
た
上
で、
反
省
を
と
め
て
解
決
し
た
と

は
思
え
な
い
ふ
し
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
例
え
ば 、
当
時
閉
じ

立
場
に
あ
っ
た

東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
の
関
係
の
記
述
や 、
沖
縄
戦
の
記
述
に
つ
い
て
は
不
問

に
付
さ
れ
た
ま
ま
だ
と
い
う
と
と。
そ
し
て、
乙
の
種
の
「
言
葉」
を
め
ぐ
る

失
敗
を 、
わ
れ
わ
れ
の
国
は
十
数
年
以
前
に
も
経
験
ず
み
だ
っ
た
と
い
う
と
と

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る。



ニ 、

め
い
わ
く、

麻
煩
の
間

と

今
か’
ヤT
二
年
前
の
乙
と
に
な
る。
そ
の
時 、
日
本
の
首
相
田
中
角
栄
は
中
国

総
理
周
恩
来
主
催
の
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
演
説
を
行っ
た 。
そ
の
中
の一
部

を
と
り
上
げ
る。

「：：：
し
か
し
な
が
ら 、
過
去
数
十
年
に
わ
た
っ

て
日
中
関
係
は
遺
憾
な
が

ら 、
不
幸
な
経
過
を
辿
っ

て
参
り
ま
し
た 。
乙
の
問 、
わ
が
国
が
中
国
国
民
に

多
大
の
ど
迷
惑
を
お
か
け
し
た
乙
と
に
つ
い
て、
私
は
あ
ら
た
め
て
深
い
反
省

の
念
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す 。
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
も
な
お
不
正

常
か
っ
不
自
然
な
状
態
が
続
い
た
と
と
は、
歴
史
的
事
実
と
し
て、
乙
れ
を
率

直
に
認
め いさ
る
を
得
ま
せ
ん
己

乙
の
文
章
は、
田
中
氏
が 、
日
本
と
中
国
が
地
理
的
に
近
い
「一
衣
帯
水」

の
国
で
あ
り 、
二
千
年も
の
交
流
の
歴
史
壱も
つ、

ル述べ
た
あ
と
を・つ
け
て
い
る 。
文

乙
の
文
章
の
あ
と
は
将
来
の
日
中
関
係
に
つ
い
て
の
希
望
と
意
見
が
つ
づ
く 。

日
本
国
代
表
と
し
て
の
田
中
氏
の
戦
争
状
態
に
あ

し
た
が
っ

て
乙
の
部
分
が 、

っ
た
日
中
両
国
の
関
係
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

の
総
括
を
考
え
て
よ
い 。
と
と
ろ

で
乙
の
文
章
は、
同
時
に
発
表
さ
れ
た
「
日
中
共
同
声
命」
の
次
の
表
現
を
う

け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

「
日
本
側
は、
過
去
に
お
い
て
日
本
国
が
戦
争
を
通
じ
て
中
国
国
民
に
重
大

な
損
害
を
与
え
た
と
と
に
つ
い
て
の
責
任
を
痛
感
し、
深
く

反
省
す
る。」

「
演
説」
を
「
声
命」
と
読
み
較
べ
る
と、
そ
と
に
明
ら
か
な
日
本
語
的、

乃
至
は
日

本文
化
的
潤
色
の
あ
と
が
見
ら
れ
る。
ま
ず
自
に
つ
く
の
は、
主
体

が
き
わ
め
て
不
明
確
な
と
と
で
あ
る。
例
え
ば 、
「
不
幸
な
経
過
を
辿
っ
た」

の
は
「
日
中
関
係」
な
の
で
あ
り 、
「
不
幸」
の
原
因
は
全
く
不
聞
に
付
さ
れ

て
い
る。
声
命
に
お
い
て
「
重
大
な
損
害」
と
客
観
的
に
明
示
さ
れ
て
い
た
も

の
が
「
多
大
の
ど
迷
惑」
と
い
う
心
情
的
側
面へ
と
ズ
レ
る。
そ
し
て
「
責
任」

と
「
反
省」
の
う
ち
「
反
省」
の
み
が 、
私
つ
ま
り
田
中
個
人
の
心
理
的
営
為

と
し
て
残
り 、
社
会
的、
対
他
的
要
因
を
よ
り
強
く
含
む
「
青
任」
は
抜
け
お

ち
て
い
る。
そ
し
て、
「
第
二
次
大
戦
後・：
以
下
の
文
章
も 、
さ
き
の
「
日
中

関
係」
を
主
語
と
し
て
つ
づ
き 、
そ
れ
を
「
不
正
常
・

不
自
然」
な
ら
し
め
た

主
体
を
欠
落
さ
せ 、
「
歴
史
的
事
実」
と
い
う
外
在
的
な
事
が
ら
の
み
を
（
私

が〉
率
直
に
認
め
よ
う
と
す
る
わ
け
だ 。
と
と
に
は
戦
後
の
日
中
関
係 、
乙
と

に
台
湾
の
将
政
権
の
み
を
唯一
合
法
の
政
権
と
認
め 、
乙
れ
を
支
援
す
る
ア
メ

リ
カ
の
対
中
国
政
策
に
便
乗
し
て、
一
貫
し
て
中
国
敵
視
政
策
を
と
り
つ
づ
け

て
き
た
日
本
政
府
の
主
体
的
態
度
は
抹
消
さ
れ、
あ
た
か
も
自
然
現
象
の
知
き
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「
歴
史
的
事
実」
が
出
現
す
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り 、
戦
後
三
十
数
年
に
わ
た

る
日
中
関
係
に
つ
い
て
「
責
任」
の
と
も
な
う
「
反
省」
は
と
と
で
は
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る。
と
と
ろ
で
と
の
部
分
の
中
国
語
訳
は
「
我
何
不
得
不

担
率
地
承
認
這
小
歴
史
事
実」
（
わ
れ
わ
れ
は
と
の
歴
史
的
事
実
を
率
直
に
認

め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん）
と
な
っ

て
い
る。
「
歴
史
的
事
実
と
し
て」
と
い
う
言

い
ま
わ
し
は、
中
国
語
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ 。
乙
の
「
と
し
て」
は
特
定

の
場
合
を
限
定
す
る
言
葉
で
あ
る。
わ
ざ
わ
ざ
と
う
い
う
言
い
ま
わ
し
を
す
る

田
中
氏
の
意
図
は、
決
し
て
「

率直」
な
も
の
で
は
な
い 。
と
と
ろ
で
乙
の
部

分
に
対
応
す
る
周
恩
来
氏
の
答
辞
を
ひ
と
う 。



「：・
し
か
し一
八
九
四
年
以
来
の
半
世
紀
の
う
ち
日
本
軍
国
主
義
の
中
国
戦

略
に
よ
っ

て、
申
国
人
民
は
重
大
な
災
難
を
蒙
り 、
日
本
人
民
も
大
き
な
損
害
を

受
け
ま
し
た 。
前
事
を
忘
れ
ず 、
後
の
戒
め
に
せ
よ
と
言
い
ま
す
が、
わ
れ
わ

れ
は
乙
の
経
験
と
教
訓
を
し
っ

か
り
と
胸
に
刻
ん
で
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん 。」

日
本
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
国
の
総
理
大
臣
の
言
葉
で
あ
る。

両
国
の
首
相
の
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
認
識
の
差
を
く
っ
き
り
と
さ
せ
た

の
が、
田
中
発
言
の
な
か
の
「
多
大
の
ど
迷
惑」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た 。
乙

（
gh山町
民ロ
）

と
訳
さ
れ、
中
国
側
か
ら
抗
議
さ

の
言
葉
は、
「
麻
煩」

れ
た 。麻

煩
は
ω
め
ん
ど
く
さ
い 、
煩
わ
し
い 、
ω
手
数
を
か
け
る、
お
世
話
に
な

麻
煩
称
飽一
都
杷 、
ど
く
ろ
う
だ
が一
走
り
行
っ

て
下
さ
い 。
（
中

日
大
辞
典）
と
い
う
意
味
と
用
法
を
も
っ
言
葉
で
あ
る。
日
本
語
で
「
た
い
へ

ん
な
ど
迷
惑
を
お
か
貯
し
た」
は
相
手
に
重
大
な
損
害
を
か
げ
た
場
合、
例
え

ば
交
通
事
故
で、
他
人
を
ひ
き
殺
し
た
時
の
挨
拶
語
と
し
て
使
え
る
だ
ろ
う
か 。

仮
に
つ
か
っ
た
と
し
て、
そ
れ
を
聞
い
た
家
族
は
釈
然
と
す
る
だ
ろ
う
か 。
仮

に
百
歩
を
ゆ
ずっ
て、
乙
の
「
ど
迷
惑」
が
中
国
に
あ
た
え
た
損
害
（
数
千
万

る。
例

と
い
わ
れ
る
人
命 、
幾
兆
円
に
な
る
か
推
定
不
能
の
財
産〉
を
蔽
う
に
足
る
言

葉
だ
っ
た
に
せ
よ 、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も 、
日
本
語
的
乃
至
は
日
本
語
文
化
の

範
囲
内
の
と
と
で
あ
り 、
中
国
に
お
い
て
そ
れ
が

，
麻
煩’
で
あ
る
乙
と
は
絶

対
に
で
き
な
い
し、
絶
対
に
許
容
さ
れ
な
い。
乙
れ
は
単
に 、
乙
の
言
葉
の
翻

訳
に
あ
た
っ
た
外
務
省
の
役
人
の
語
学
力
の
程
度
の
問
題
で
は
な
く 、
そ
の
時

点
に
お
け
る
日
本
人
の
中
国
へ
の
認
識 、
半
世
紀
に
わ
た
る
戦
争
に
つ
い
て
の

認
識
の
程
度
を 、
残
念
な
が
ら
示
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る。

そ
れ
か
ら
十
年 、
「
責
任」
を
伴
わ
な
い
「
反
省」
の
結
果
は、
み
ず
か
ら

の
行
為
の
冷
厳
な
評
価
を
含
む
「
侵
略
←
を
や
や
中
立
的
な
「
進
出」
へ
と
言

い
か
え
よ
う
と
す
る
動
き
を
産
ん
だ 。
十
年一
昔
と
云
う 。
過
去
は
水
に・
流
し

て、
現
在
を
よ
り
よ
く 、
と
い
う
思
考
形
式 、
ミ
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
習
俗
は、

深
々
と
日
本
人
の
生
活
様
式
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る。
そ
れ
は
日
本
に
お
い
て

は一
般
的
な
淳
風
美
俗
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ 。
し
か
し、
一
歩
日
本
を
出
た

一
時 、

乙と
に

歴史手量ん
じ 、

事
実
を
尊
ぶ
中
国
と
対
し
た
時 、
絶
対
に
通
用
す

る
も
の
で
は
な
い
と
と
を
わ
れ
わ
れ
は
胆
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
らな
い
の
で
あ
る。

「
再
見」
と
「
さ
よ
う
な
ら」
の
聞
に
は、
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
距
離
が

あ
る。
わ
れ
わ
れ
語
学
教
師
は
単
に
「
再
見」
を
「
さ
よ
う
な
ら」
に
お
き
か

え
る
と
と
で
満
足
し
て
は
な
ら
な
い 。
「
再
見」
を
通
し
て
「
さ
よ
う
な
ら」

を
眺
め
る
と
と。
そ
れ
ぞ
れ
の
負
っ

て
い
る
文
化
的
・

歴
史
的
背
景
の
ち
が
い

を
し
っ

か
り
と
把
握
す
る
乙
と
に
よ
っ

て、
自
国
の
文
化
の
あ
り
ょ
う
を
見
な
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お
す
と
と
が、
外
国
語
学
習
の
ア
ル
フ
ァ
ー

で
あ
り
オ
メ
ガ
ー

で
あ
る。
と
私

（一
九
八
四
年

は
考
え
る
の
で
あ
る。

一
月
四
日）

（
信
大
人
文
学
部

教
授）


