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は
じ
め
に

　

第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
受
け
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一

月
一
五
日
か
ら
約
半
年
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
に

お
い
て
、
対
ド
イ
ツ
講
和
条
約
と
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
締
結

さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
同
条
約
第

二
二
七
条
に
お
い
て
、
前
ド
イ
ツ
皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
（
以
下

カ
イ
ザ
ー
）
が
「
国
際
道
徳
と
条
約
の
尊
厳
に
対
す
る
最
高
の
罪
」

に
よ
り
訴
追
が
決
定
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
こ
の
二
二
七
条
は
、
規
定
さ
れ
る
内
容
か
ら
一
般
に
「
カ

イ
ザ
ー
訴
追
条
項
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
カ
イ

ザ
ー
を
裁
く
こ
と
の
み
を
管
轄
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
裁
判
所
（
特
別

裁
判
所
）
を
設
置
し
、
戦
勝
国
で
あ
る
「
五
大
国
」（
米
英
仏
伊
日
）

か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
に
よ
っ
て
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
こ
と
が
決
め

ら
れ
た
事
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

カ
イ
ザ
ー
訴
追
条
項
が
規
定
し
た
カ
イ
ザ
ー
の
「
最
高
の
罪
」
と

は
、
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
が
近
隣
諸
国
（
ベ
ル
ギ
ー
や
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
な
ど
）
に
対
す
る
中
立
を
侵
犯
し
て
戦
争
を
開
始
し
た
こ

と
、
さ
ら
に
戦
時
中
に
ド
イ
ツ
が
犯
し
た
戦
争
法
規
違
反
行
為
、
こ

れ
を
カ
イ
ザ
ー
は
抑
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら

怠
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。ま
ず
戦
争
法
規
違
反
に
つ
い
て
は
、

一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
「
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る

条
約
」（
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
）
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
基
礎
と
す
る

も
の
で
し
た
。
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
国
際
的
に
進
展
し
た
戦
争
行
為

に
対
す
る
規
制
は
、
こ
の
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
の
採
択
に
よ
り
、
そ
の

基
礎
的
な
法
典
化
が
完
成
し
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条

約
は
交
戦
国
全
て
に
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ド
イ
ツ

の
戦
争
法
規
違
反
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
が
ド
イ
ツ
に

あ
る
と
法
的
に
認
定
す
る
こ
と
自
体
は
不
可
能
で
は
無
か
っ
た
と
言

え
ま
す
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
う
し
た
違
反
行
為
に
対
す
る
刑
事
的
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処
罰
を
行
う
た
め
の
根
拠
法
が
（
国
内
法
の
規
定
は
別
と
し
て
）
国

際
的
な
枠
組
み
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
す
な

わ
ち
、
第
一
次
大
戦
の
終
結
段
階
で
は
、
戦
争
法
規
違
反
は
「
違
法
」

な
行
為
で
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
そ
の
「
違
法
」
な
行
為
を
国
際
的

な
枠
組
み
で
刑
事
的
に
裁
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
的
な
正
当
性
を

持
つ
と
は
い
い
難
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
当
該
期
の
国
際
法
に
お
い
て
は
条
約
の
侵
犯
あ
る
い
は
開

戦
に
対
す
る
責
任
は
す
べ
て
国
家
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
つ
ま
り
（
誰
が
認
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
抜
き
に
）
ド

イ
ツ
国
家
に
責
任
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
国
家
の
責

任
を
国
家
元
首
の
責
任
と
す
る
こ
と
は
前
例
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
の
た
め
、
カ
イ
ザ
ー
の
最
高
の
罪
を
裁
く
こ
と
に
は
、
法

的
に
相
当
な
飛
躍―

有
り
体
に
い
え
ば
「
事
後
的
な
立
法
」
が
必
要

で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

更
な
る
問
題
が
、
こ
う
し
た
前
例
無
き
カ
イ
ザ
ー
の
裁
き
を
戦
勝

国
の
み
か
ら
選
任
さ
れ
た
判
事
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
規
定
そ
の
も

の
で
し
た
。
こ
の
規
定
ゆ
え
に
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
が
い
わ
ゆ
る
「
勝

者
の
裁
き
」
の
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
た
と
す
ら
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
ま
す
と
、「
カ
イ
ザ
ー
訴
追
条
項
」
は
カ

イ
ザ
ー
の
訴
追
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
、
と
単
純
に
考
え
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。何
故
な
ら
、ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
定
め
た
カ
イ
ザ
ー

の
「
罪
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
同
条
約
成
立
以
前
の
行
為
に
対

す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。
つ
ま
り
同
条
項
は
、
カ
イ
ザ
ー
を

訴
追
す
る
た
め
に
新
た
な
罪
を
事
後
的
に
作
り
、
そ
し
て
新
設
し
た

罪
に
よ
っ
て
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
た
め
の
特
別
な
裁
判
所
の
設
置
根
拠

を
規
定
し
た
も
の
、
つ
ま
り
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
を
事
後
的
に
立
法
化

し
た
規
定
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の

事
後
法
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
議
論
の
対
象
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
日
暮
吉
延
氏
は
、
国
際
政
治
の
現
実
は
と
き
に
既

存
の
法
を
踏
み
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
国
際
裁
判
も
ま
た
そ

う
し
た
国
際
政
治
の「
本
質
」（
日
暮
氏
は
こ
れ
を「
権
威
」と「
規
範
」

と
定
義
し
ま
す
）
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
と
論
じ
ま
す
。
日
暮

氏
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
が
国
際
政
治
に
お
け
る
強
者
、
す
な
わ
ち
欧
米

の
論
理
が
事
後
法
と
い
う
問
題
に
優
先
さ
れ
て
決
定
さ
れ
た
事
実
か

ら
、
第
二
次
大
戦
後
に
行
わ
れ
た
二
つ
の
国
際
軍
事
裁
判
（
極
東
国

際
軍
事
裁
判
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
）
の
先
例
と
し
て
カ
イ
ザ
ー

訴
追
を
位
置
づ
け
ま
し
た
。つ
ま
り
第
二
次
大
戦
後
の
両
裁
判
が「
平

和
に
対
す
る
罪
」
そ
し
て
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
と
い
う
新
た
な
犯

罪
類
型
を
作
り
裁
い
た
よ
う
に
、
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
も
ま
た
、
第
一

次
大
戦
後
の
国
際
政
治
の
論
理
に
よ
っ
て
「
最
高
の
犯
罪
」
と
い
う

犯
罪
類
型
を
作
り
裁
こ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
た
の
で
す
。

　

他
方
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
お
け
る
事
後
法
の
問
題
、
さ
ら
に
国
際

政
治
の
論
理
に
よ
っ
て
訴
追
が
決
定
し
た
現
実
を
認
め
た
う
え
で
、
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そ
れ
で
も
戦
争
責
任
が
は
じ
め
て
国
家
の
責
任
か
ら
指
導
者
の
責
任

と
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
認
め
る
研
究
も
見
ら
れ
ま
す
。
大
沼
保
昭

氏
は
、
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に
よ
っ
て
戦
間
期
に
お
け
る
国
際
法
の
発

展
が
促
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ま
で
裁
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
国
家

指
導
者
の
戦
争
責
任
が
追
及
さ
れ
る
道
が
拓
か
れ
た
こ
と
を
意
義
と

し
て
捉
え
積
極
的
に
評
価
し
ま
し
た
。
筆
者
も
大
沼
氏
が
示
し
た
意

義
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
筆
者
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
既
存
の

研
究
は
、
こ
れ
ま
で
重
大
な
問
題
意
識
を
見
落
と
し
て
き
た
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
日
本
と
の
か
か
わ
り
か

ら
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
が
こ
れ
ま
で
全
く
検
討
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

何
故
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
日
本
と
の
か
か
わ
り
か
ら
論
じ
る

こ
と
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
は
日
本
と
密

接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
パ
リ
講
和
会
議
に
参
加
し
た
日
本
全
権
は
、
二
つ
の
点
か

ら
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に
反
対
の
姿
勢
を
と
り
続
け
て
い
ま
し
た
。
何

故
日
本
全
権
は
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に
反
対
し
た
の
か
。
そ
れ
は
国
際

法
理
上
か
ら
の
反
対
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
よ
る

「
国
体
に
対
す
る
国
民
の
信
仰
」
へ
の
影
響
を
恐
れ
て
い
た
た
め
で

す
。
し
か
し
既
存
の
研
究
は
、
国
際
政
治
の
力
学
に
よ
っ
て
訴
追
が

決
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
会
議
の
大
勢
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
見
做
さ
れ
た
日
本
の
動
向
を
、
ほ
と
ん
ど

考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
当
該
期
の
日
本
国
内
の
状

況
を
見
て
み
る
と
、
日
本
の
指
導
者
層
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
同
意
し

た
全
権
を
激
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
日
本
の

指
導
者
層
は
、カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
よ
っ
て
日
本
国
民
の
「
国
体
信
仰
」

に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
る
こ
と
を
非
常
に
恐
れ
た
た
め
で
し
た
。実
際
に
、

こ
う
し
た
指
導
者
層
の
反
対
に
よ
り
、
一
時
的
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条

約
の
批
准
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
状
況
が
発
生
し
て
い
た
の
で

す
。
し
か
し
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
よ
っ
て
生
じ
た
日
本
国
内
の
影

響
に
つ
い
て
、
既
存
の
研
究
は
見
落
と
し
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
は
実
際
に
は
日
本
の
国

4

4

4

4

体
と
密
接
に
か
か
わ
る
問
題

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
日
本

は
結
果
的
に
第
一
次
大
戦
段
階
に
お
い
て
「
勝
者
の
裁
き
」
を
受
け

入
れ
た
と
い
う
事
実
の
い
ず
れ
も
軽
視
さ
れ
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
が
日
本
の
国
内
問
題
と

い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
な
の
で
す
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
本
報
告
で
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
お
け
る
民
間
側
の

動
向
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
国
内
の
動
向
を
検

討
す
る
た
め
に
は
、
指
導
者
側
の
分
析
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

民
間
側
の
動
向
を
併
せ
て
分
析
し
な
け
れ
ば
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か

に
な
ら
な
い
と
考
え
る
為
で
す
。
指
導
者
側
に
つ
い
て
は
、
現
在
準

備
中
の
別
稿
に
譲
ら
せ
て
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
し
か
し
本
報
告
で



－  18  －

カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
認
識
（
横
島
）

－  19  －

は
問
題
の
背
景
を
ご
理
解
頂
く
た
め
、
指
導
者
側
の
動
向
も
確
認
し

な
が
ら
、
民
間
側
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
ま
す
。

　
一　

日
本
全
権
・
政
府
の
対
応

　

一
九
一
九
年
三
月
二
九
日
、
日
本
全
権
は
戦
争
責
任
委
員
会
（
個

別
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
専
門
委
員
会
の
一
つ
）
に

「
留
保
覚
書
」
を
提
出
し
ま
す
。
こ
の
な
か
で
日
本
全
権
は
、
国
際

法
の
原
則
が
、
戦
時
に
お
け
る
交
戦
法
規
違
反
者
を
裁
判
し
処
刑
す

る
こ
と
を
確
定
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
場
合
に
適
用
す
べ
き
刑

法
は
ど
う
す
る
の
か
、
さ
ら
に
戦
勝
国
の
み
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判

官
に
よ
っ
て
一
国
の
元
首
を
裁
く
裁
判
形
式
で
は
、
判
決
の
公
正
さ

を
世
界
に
示
し
難
い
、
と
い
う
疑
義
を
示
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
の

と
き
日
本
は
、
法
的
な
正
当
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
言
い
難
い
カ

イ
ザ
ー
の
訴
追
を
、
勝
者
の
み
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
に
よ
っ
て

行
う
こ
と
は
一
方
的
な
裁
き
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う
、
法
理
的

に
は
妥
当
な
主
張
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
こ
う

し
た
疑
義
を
唱
え
な
が
ら
、
最
終
的
に
日
本
は
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に

同
意
し
ま
す
。
何
故
日
本
は
同
意
し
た
の
か
。
そ
れ
は
日
本
が
カ
イ

ザ
ー
の
訴
追
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
本
当
の
理
由
が
法
理
上
の
問
題

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は
な
か
っ
た
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

だ
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
日
本
が
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
つ
い
て
反
対
す
る
本
当
の
理
由

と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
牧
野
伸
顕
（
次
席
全
権
）
が
、
日

本
政
府
と
天
皇
に
講
和
会
議
に
つ
い
て
報
告
し
た
「
牧
野
全
権
報
告

案
」（『
日
本
外
交
文
書
』）
の
な
か
に
、
日
本
全
権
は
カ
イ
ザ
ー
の

訴
追
に
つ
い
て
「
当
初
か
ら
我
国
体
に
対
す
る
国
民
信
仰
上
の
万
が

一
の
影
響
を
考
え
、
慎
重
な
る
考
究
を
怠
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
一

節
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
牧
野
は
こ
こ
で
、
日
本
全
権
は
当
初
か
ら

4

4

4

4

国
体
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
し
て
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に
つ
い
て
反
対

し
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
国
際
法
理
上
の
問
題
は
、

全
く
重
要
視
し
て
い
な
い
の
で
す
。

　

さ
ら
に
牧
野
の
報
告
で
は
、
こ
う
し
た
国
民
信
仰
上
の
問
題
に

つ
い
て
、
日
独
の
皇
室
は
そ
も
そ
も
歴
史
的
に
そ
の
国
体
が
全
く

異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
革
命
に
よ
っ
て
カ
イ
ザ
ー
を
尊
崇
す
る
観
念

を
失
う
よ
う
な
ド
イ
ツ
国
民
と
日
本
と
は
皇
室
へ
の
観
念
が
大
き
く

違
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
た
と
え
カ
イ
ザ
ー
が
訴
追
さ
れ
た

と
し
て
も
日
本
の
国
体
と
天
皇
に
対
す
る
日
本
国
民
の
信
仰
に
は
何

等
影
響
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
、
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
牧
野
の
報
告
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
西
園
寺
公
望
（
首

席
全
権
）
も
ま
た
、
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
に
同
意
し
た
理
由
に
つ
い
て

原
敬
首
相
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

独
帝
と
我
皇
室
と
は
比
較
す
べ
き
問
題
に
あ
ら
ざ
れ
ば
何
等

憂
慮
す
べ
き
事
な
く
…
…
ロ
イ
ド
ジ
ョ
ー
ジ
も
、
我
英
国
の
皇

室
は
…
…
何
等
の
影
響
も
受
く
る
も
の
に
非
ら
ず
と
て
賛
成
し
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た
位
（『
原
敬
日
記
』）

　

西
園
寺
も
牧
野
と
同
様
に
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
国
体
が
違
う
こ

と
、
日
本
と
同
じ
君
主
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
が
賛
成
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
将
来
的
に
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
日
本
の
君
主
制
が
何
ら
影
響

を
受
け
る
こ
と
は
無
い
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
五
世
は
、カ
イ
ザ
ー

の
訴
追
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
反
対
の
意
思
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

西
園
寺
は
帰
国
の
途
中
、
イ
ギ
リ
ス
に
立
ち
寄
り
国
王
の
も
と
を
表

敬
訪
問
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
折
に
西
園
寺
は
カ
イ
ザ
ー
の
訴

追
に
反
対
だ
と
、
国
王
本
人
の
口
か
ら
聞
い
て
い
る
の
で
す
（『
日

本
外
交
文
書
』）。
で
す
の
で
、
原
に
語
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
西
園
寺

が
本
心
か
ら
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
少
々
疑
っ
て
み
る
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
日
本
が
講
和
会
議
で
あ
く
ま
で
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に

反
対
を
貫
い
て
い
た
と
し
た
な
ら
（
現
実
問
題
と
し
て
日
本
が
反
対

を
貫
徹
す
る
こ
と
は
難
し
い
情
勢
だ
っ
た
の
で
す
が
）、
講
和
会
議

自
体
が
不
成
立
に
終
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
し
た
。
パ
リ
講
和
会

議
に
お
け
る
日
本
全
権
の
立
場
は
、
し
ば
し
ば
山
東
半
島
や
南
洋
諸

島
等
の
ド
イ
ツ
権
益
の
譲
渡
と
い
う
国
益
の
獲
得
が
第
一
で
あ
っ
た

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
見
方
は
西
園
寺
が
最
後

ま
で
「
国
際
協
調
」
と
い
う
外
交
理
念
を
堅
持
し
て
い
た
側
面
を
あ

ま
り
に
軽
視
し
過
ぎ
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
（『
西
園
寺
公
と

政
局
』）。

　

筆
者
は
、
日
本
の
国
際
外
交
に
お
け
る
経
験
と
準
備
が
不
足
し
て

い
た
が
故
に
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
日
本
が
主
導
権
を
殆
ど
獲

得
で
き
な
か
っ
た
現
実
は
認
め
ま
す
が
、
し
か
し
日
本
全
権
は
理
念

無
き
が
故
に
講
和
会
議
の
「
バ
イ
プ
レ
イ
ヤ
ー
」
で
し
か
な
か
っ
た

と
す
る
よ
う
な
見
解
（『
理
念
な
き
外
交
「
パ
リ
講
和
会
議
」』）
に

は
否
定
的
で
す
。
何
故
な
ら
、
本
報
告
で
は
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
日
本
全
権
は
他
の
四

大
国
か
ら
一
定
の
「
譲
歩
」
を
引
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
従
っ
て
カ
イ
ザ
ー
訴
追
へ
の
同
意
は
、
国
内
の
問
題―

国
体

へ
の
影
響
を
秤
に
か
け
た
う
え
で
「
や
む
を
得
な
い
判
断
」
が
な
さ

れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
側
に

い
か
な
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
も
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
同
意
し
た
こ
と

に
よ
り
、
日
本
も
五
大
国
の
一
員
と
し
て
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
に
参
加

す
る
義
務
を
負
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
し
た
。
そ
の
た
め

カ
イ
ザ
ー
裁
判
の
判
事
選
任
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
国
内
で
は
激

し
い
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
の
で
す
。

　

一
九
一
九
年
五
月
一
七
日
、
第
一
四
回
臨
時
外
交
調
査
会
会
議
に

お
い
て
、
判
事
選
任
問
題
は
初
め
て
正
式
に
発
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
会
議
の
模
様
は
『
翠
雨
荘
日
記
』
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

原
首
相
は
、
遺
憾
な
が
ら
講
和
会
議
の
結
果
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
は
五
大

国
か
ら
判
事
を
選
任
す
る
事
態
に
至
っ
た
と
述
べ
ま
す
。
そ
し
て
原
の



－  20  －

カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
認
識
（
横
島
）

－  21  －

発
言
を
受
け
、
内
田
康
哉
外
相
が
「
一
旦
同
意
を
表
し
て
し
ま
っ
た

以
上
は
、
今
更
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
は
甚
だ
至
難
、
遂
行
す
る
よ
り

な
い
」
と
語
り
、判
事
の
人
選
に
つ
い
て
議
論
を
促
そ
う
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
裁
判
参
加
を
前
提
と
す
る
原
や
内
田
の
提
案
に
対
し
、

会
議
の
参
加
者
か
ら
は
激
し
い
反
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も

強
硬
だ
っ
た
の
が
伊
東
巳
代
治
で
、
伊
東
は
、
事
後
的
に
成
立
し
た

法
に
よ
っ
て
国
家
元
首
を
裁
く
こ
と
は
「
残
虐
非
道
」
で
あ
り
、
日

本
は
こ
の
よ
う
な
「
暴
議
」
に
応
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
、「
前

日
の
賛
成
を
取
り
消
し
併
せ
て
裁
判
員
派
遣
の
事
を
固
辞
」
せ
よ
と

政
府
に
迫
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
伊
東
は
、
裁
判
官
の
選
任
以
前
に
、

日
本
の
同
意
自
体
を
無
か
っ
た
事
に
せ
よ
、
と
迫
っ
た
の
で
す
。
こ

の
と
き
の
伊
東
の
反
対
意
見
は
国
際
法
、
日
本
の
国
体
な
ど
、
様
々

な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
非
常
に
興
味
深
い
の
で
す
が
、
本
報

告
で
は
省
略
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。
た
だ
原
に
と
っ
て
計
算
外
だ
っ
た

の
は
、
伊
東
以
外
の
会
議
参
加
者
も
、
伊
東
と
同
様
の
反
対
意
見
を

次
々
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

結
局
原
は
「
我
が
国
情
に
顧
み
、
適
当
な
る
事
例
を
持
っ
て
挽
回

の
策
を
講
ず
べ
く
、
早
速
在
仏
の
我
か
全
権
に
電
訓
す
べ
し
。
如
何

な
る
手
段
を
渇
し
て
も
帝
国
は
此
の
問
題
を
避
く
る
こ
と
に
努
力
す

る
の
外
な
か
る
へ
し
」
と
結
論
付
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

う
し
て
政
府
が
提
案
し
た
判
事
選
任
問
題
は
、
結
局
全
く
前
進
し
な

い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

二　

カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
反
応

　

続
い
て
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
反
応
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
左
記
の
史
料
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

前
独
帝
は
近
く
…
…
倫
敦
塔
の
奥
底
に
幽
閉
の
身
と
な
り
茲

に
連
合
国
側
の
審
判
に
附
さ
れ
遂
に
は
古
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
轍
を

踏
ん
で
流
罪
の
宣
告
を
下
さ
れ
る
べ
し

　
（「
独
帝
断
罪
の
法
官
と
し
て
日
本
か
ら
の
派
遣
の
人
物
は
富
井

博
士
が
理
想
的
だ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
七
月
一
一
日
付
）

　

前
独
帝
、
こ
れ
は
カ
イ
ザ
ー
の
こ
と
で
す
が
、
カ
イ
ザ
ー
は
近
く

ロ
ン
ド
ン
塔
に
幽
閉
さ
れ
、
こ
こ
で
連
合
国
に
よ
る
裁
判
に
附
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
轍
を
踏
み
流
罪
の
宣
告
が
下

さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
観
測
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
如
何
な
る
根
拠

に
基
づ
い
て
こ
う
し
た
記
事
が
書
か
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

た
だ
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
は
ロ
ン
ド
ン
で
開
廷
さ
れ
る
と
い
う
観
測
自

体
は
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
で
多
く
見
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の
で

し
た
。
ま
た
カ
イ
ザ
ー
の
処
遇
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で

は
カ
イ
ザ
ー
に
対
す
る
世
論
は
厳
し
く
、「
カ
イ
ザ
ー
を
縛
り
首
に
」

と
い
う
よ
う
な
論
調
も
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
日
本
で
は
「
流
罪
に

せ
よ
」
と
い
う
意
見
が
大
半
で
し
た
。
な
か
に
は
三
宅
雪
嶺
の
よ
う

に
「
日
本
に
幽
閉
さ
せ
れ
ば
良
い
」
と
い
う
「
大
胆
」
な
意
見
ま
で
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流
罪
と
い
う
発
想
の
元
と
な
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
一
世
）
は
、ワ
ー

テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
暫
定
政
府
か
ら
国
内
退

去
を
命
じ
ら
れ
た
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
捕
虜
と
な
り
、
一
八
一
五
年

の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
結
果
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
に
流
さ
れ
ま
し
た
。

パ
リ
講
和
会
議
を
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
見
立
て
、
国
際
会
議
に
よ
っ
て

元
皇
帝
の
処
遇
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
共
通
点
か
ら
、
カ
イ
ザ
ー
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
流
罪
に
な
る
、
と
い
う
見
方
は
、
む
し
ろ
こ

う
し
た
「
前
例
」
に
倣
っ
た
自
然
な
反
応
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

続
い
て
、
工
藤
鐵
男
の
論
考
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
左

記
の
史
料
は
工
藤
が
『
法
律
新
聞
』
に
寄
稿
し
た
論
考
の
一
部
で
す
。

『
法
律
新
聞
』
と
は
法
曹
関
係
者
を
主
な
読
者
と
す
る
、
明
治
期
か

ら
現
在
に
続
く
伝
統
あ
る
新
聞
で
す
。
ま
た
工
藤
に
つ
い
て
も
一
言

触
れ
て
お
き
ま
す
。
工
藤
は
青
森
県
出
身
で
、
日
本
大
学
法
学
部
か

ら
新
聞
記
者
を
経
て
、
そ
の
後
は
普
選
運
動
に
身
を
投
じ
民
政
党
系

の
国
会
議
員
と
な
り
、
第
二
次
大
戦
後
は
国
務
大
臣
ま
で
務
め
た
人

物
で
す
。
第
一
次
大
戦
中
は
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
て
い
た
た
め
、
ド

イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
の
実
態
を
詳
し
く
知
る
立
場
に
あ
っ
た
工
藤
は
、

ド
イ
ツ
と
カ
イ
ザ
ー
の
戦
争
責
任
を
強
く
弾
劾
す
る
論
考
を
同
紙
に

寄
稿
し
て
い
ま
し
た
。
工
藤
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

我
邦
に
於
て
は
前
獨
帝
の
審
問
に
反
対
す
る
向
も
あ
り
て
其

言
う
と
こ
ろ
は
単
に
彼
に
同
情
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
既
に
戦

争
の
責
任
は
彼
れ
に
あ
り
と
す
れ
ば
此
悲
惨
な
る
結
果
に
対
し

て
責
任
を
負
う
べ
き
は
当
然
也
況
ん
や
仏
国
、
白
耳
義
諸
国
に

行
わ
れ
た
る
独
軍
残
虐
の
跡
に
照
ら
し
て
見
て
前
獨
帝
の
境
遇

の
気
毒
よ
り
も
是
等
被
害
民
の
心
情
に
同
情
す
る
を
要
す
況
ん

や
前
獨
帝
も
彼
れ
が
度
々
高
言
せ
る
如
く
、開
戦
の
責
任
は
露
、

仏
あ
り
、
又
残
虐
手
段
も
連
合
軍
に
あ
り
と
せ
ば
、
自
ら
進
ん

で
天
下
の
訟
廷
に
立
っ
て
之
を
弁
明
す
べ
き
也
、
予
は
「
カ
イ

ゼ
ル
」
に
同
情
す
る
人
士
は
何
の
為
め
に
「
カ
イ
ゼ
ル
」
の
冤

を
雪
ぐ
為
め
に
是
等
の
審
問
に
賛
同
せ
ざ
る
か
を
怪
む

　
（「
カ
イ
ゼ
ル
の
審
問
如
何
」
二
『
法
律
新
聞
』
大
正
八
年
三

月
一
五
日
付
）

　

工
藤
は
「
戦
争
の
責
任
は
彼
れ
に
あ
り
と
す
れ
ば
此
悲
惨
な
る
結

果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
は
当
然
也
」
と
し
て
、
カ
イ
ザ
ー
の

責
任
を
明
確
に
認
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
国
内
の
カ
イ
ザ
ー
に

同
情
し
て
裁
判
に
反
対
す
る
声
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
・
ベ

ル
ギ
ー
な
ど
の
戦
禍
を
受
け
た
被
害
民
に
同
情
す
べ
き
と
説
い
た
う

え
で
、
カ
イ
ザ
ー
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
開
戦
責
任
や
戦
争
犯
罪
と

い
っ
た
嫌
疑
に
つ
い
て
、
進
ん
で
自
ら
を
弁
明
す
べ
き
で
あ
り
、「
冤

罪
」
を
晴
ら
す
場
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
カ
イ
ザ
ー
に
同
情

す
る
者
は
な
ぜ
賛
同
し
な
い
の
か
、
と
批
判
し
て
い
ま
す
。「
怪
む
」

と
言
う
あ
た
り
は
い
さ
さ
か
皮
肉
め
い
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
な
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主
張
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

左
記
の
史
料
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

我
邦
に
て
此
審
問
に
対
し
て
、
一
種
不
健
全
な
る
思
想
は
一

部
に
発
露
し
て
居
る
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
第
一
に
は
軍
人

社
会
で
あ
る
。軍
人
社
会
に
て
は
一
国
の
君
主
を
審
問
す
る
は
、

吾
国
民
思
想
に
影
響
あ
り
と
し
て
審
問
廷
に
参
加
せ
ざ
ら
ん
事

を
希
望
し
、
運
動
し
て
居
る
と
伝
え
ら
れ
…
…
日
本
の
軍
人
は

独
逸
を
宗
と
し
て
吾
帝
室
す
ら
も
独
逸
帝
室
に
擬
し
て
、
吾
邦

の
上
下
を
独
逸
化
せ
ん
と
し
た
事
は
あ
る
…
…
併
し
国
体
問
題

は
絶
対
に
範
囲
と
区
別
し
、
国
民
思
想
も
彼
と
混
同
し
て
は
な

ら
ぬ
筈
で
あ
る

　

吾
軍
人
社
会
に
は
一
種
奇
妙
な
る
思
想
あ
り
て
吾
国
民
の
思

想
を
動
揺
せ
し
む
る
の
は
今
日
に
始
ま
ら
な
い
が
、
斯
る
事
を

言
う
を
以
て
吾
皇
室
に
忠
順
で
あ
り
愛
国
心
が
旺
盛
で
あ
る
か

の
如
く
装
う
気
味
あ
る
の
は
如
何
に
も
耳
障
り
で
あ
る

　
（「
前
独
帝
審
問
に
関
す
る
不
健
全
思
想
ー
判
事
は
穂
積
男
を

推
す
べ
し
ー
」『
法
律
新
聞
』
大
正
八
年
七
月
三
〇
日
付
）

　

工
藤
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
国
内
で
「
不
健

全
な
思
想
」
が
一
部
で
生
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
し
て
そ
の
不

健
全
な
思
想
の
温
床
が
軍
人
社
会
で
あ
る
と
述
べ
ま
す
。

　

工
藤
は
軍
人
社
会
が
「
吾
国
民
思
想
に
影
響
あ
り
と
し
て
審
問
廷

に
参
加
せ
ざ
ら
ん
事
を
希
望
し
、
運
動
し
て
居
る
」
と
批
判
を
加

え
、
さ
ら
に
軍
人
た
ち
の
間
で
こ
う
し
た
「
奇
妙
な
思
想
」
が
生
ま

れ
る
の
は
、
軍
人
た
ち
が
日
本
の
国
体
に
対
す
る
認
識
を
誤
解
し
て

い
る
為
だ
と
断
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
日
本
と
ド
イ
ツ
の
国
体
を
「
混

同
」
す
る
思
想
は
日
本
国
民
の
思
想
を
し
ば
し
ば
動
揺
さ
せ
て
き
た

し
、
こ
の
問
題
で
は
「
斯
る
事
を
言
う
を
以
て
吾
皇
室
に
忠
順
で
あ

り
愛
国
心
が
旺
盛
で
あ
る
か
の
如
く
装
う
気
味
あ
る
の
は
如
何
に
も

耳
障
り
」
だ
と
、
軍
人
社
会
を
痛
切
に
批
判
し
た
の
で
し
た
。
工
藤

の
こ
う
し
た
主
張
の
根
拠
に
つ
い
て
検
証
は
必
要
で
す
が
、
た
だ
カ

イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
お
け
る
多
種
多
様
な
議
論
の
な
か
で
、
軍
を
名

指
し
で
批
判
し
て
い
る
の
は
管
見
の
限
り
工
藤
た
だ
一
人
で
す
。
非

常
に
興
味
深
い
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

　

工
藤
は
一
通
り
軍
隊
を
批
判
し
た
上
で
、
日
本
が
推
薦
す
る
判
事

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
持
論
を
展
開
し
ま
す
。

　

君
主
の
審
問
は
歴
史
上
類
例
無
く
、
現
存
の
如
何
な
る
裁
判

所
も
外
国
の
君
主
を
ば
審
問
す
る
権
限
を
有
せ
ざ
る
も
、
今
回

の
事
件
は
既
に
歴
史
上
に
例
な
き
大
事
件
で
あ
る
か
ら
、
類
例

な
き
先
例
を
作
る
事
に
な
る
…
…
前
独
帝
の
審
問
は
、
と
に
か

く
世
界
開
闢
以
来
の
大
事
件
で
あ
る
た
め
、
之
が
審
問
に
参
加

す
る
判
事
は
何
れ
も
世
界
有
数
の
法
曹
家
に
相
違
な
く
、
吾
邦

に
於
て
も
適
当
な
る
人
物
を
任
命
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
第
一
は

穂
積
陳
重
男
を
推
し
た
い
（
同
前
）

　

工
藤
は
、
君
主
の
審
問
は
歴
史
上
に
例
が
無
い
こ
と
、
そ
し
て
現
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史
苑
（
第
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一
巻
第
二
号
）

存
の
如
何
な
る
裁
判
所
も
外
国
の
君
主
を
審
問
す
る
権
限
を
有
し

て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
カ
イ
ザ
ー
へ
の
裁
き
が
事
後
的
な
立
法
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
、そ
れ
で
も
工
藤
は「
カ

イ
ザ
ー
を
許
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
た
め
「
類
例
な
き
先
例
を
作
る
」

こ
と
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
世
界
開
闢
以

来
の
大
事
件
」
で
あ
る
カ
イ
ザ
ー
裁
判
に
各
国
か
ら
派
遣
さ
れ
る
判

事
は
「
何
れ
も
世
界
有
数
の
法
曹
家
」
で
あ
る
た
め
、
見
劣
り
し
な

い
「
適
当
な
る
人
物
」
と
し
て
工
藤
が
推
し
た
の
が
穂
積
陳
重
と
い

う
人
物
で
し
た
。

　

男
爵
は
判
事
に
あ
ら
ざ
る
も
法
学
の
造
詣
深
く
兼
て
常
識
に

富
ん
だ
英
法
学
者
で
あ
っ
て
、
学
士
院
の
会
頭
、
枢
密
院
顧
問

官
の
職
名
を
有
す
る
の
も
外
国
に
は
好
反
響
あ
る
…
…
審
問
に

斯
る
地
位
に
居
る
人
を
加
ふ
る
の
は
王
者
の
師
と
な
る
人
に
は

好
参
考
で
あ
っ
て
君
徳
を
進
め
る
上
に
少
な
か
ら
ざ
る
洪
益
が

あ
る
と
思
ふ
、
出
て
て
海
外
に
前
君
主
の
審
問
に
加
わ
り
、
入

り
て
帝
側
に
其
の
模
様
を
詳
細
に
進
講
す
る
の
は
其
益
す
る
と

こ
ろ
決
し
て
少
な
く
な
い
…
…
審
問
手
続
き
は
い
ず
れ
定
ま
る

で
あ
ら
う
が
…
…
も
し
英
法
系
の
審
問
手
続
き
に
よ
る
と
す
れ

ば
…
…
長
期
に
亘
る
べ
き
は
予
想
に
難
く
な
い
。
然
ら
ば
こ
の

審
問
は
、
将
来
の
例
を
開
く
も
の
で
あ
っ
て
大
に
参
考
と
す
べ

き
で
あ
る
。
随
っ
て
之
に
参
加
す
る
人
も
英
法
に
通
ず
る
人
に

あ
ら
ず
ん
ば
功
を
収
め
難
く
、
此
点
よ
り
見
て
も
穂
積
男
爵
は

適
任
者
で
あ
る
…
…
見
渡
す
と
こ
ろ
社
会
上
の
地
位
人
格
、
学

殖
、
関
係
方
面
等
の
廣
く
し
て
適
切
な
る
は
男
爵
の
外
に
無
し

（
同
前
）

　

工
藤
は
、
穂
積
が
英
米
法
学
の
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
裁
判
が
英
（
米
）
法
系
の
手
続
き
に
よ

る
と
す
れ
ば
、
英
米
法
に
通
ず
る
人
で
な
け
れ
ば
成
功
を
収
め
難
い

と
考
え
て
い
た
た
め
で
す
。
こ
の
段
階
で
は
カ
イ
ザ
ー
裁
判
の
手
続

き
は
ま
だ
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
が
英

米
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
の
で
、
工
藤
の
指
摘
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
ま
す
。
た
だ
工
藤
は

英
米
法
の
経
験
を
積
む
事
が
「
将
来
の
例
を
開
く
も
の
で
あ
っ
て
大

に
参
考
と
す
べ
き
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
が
、判
然
と
し
な
い
の
は
、

「
将
来
へ
の
例
」
が
如
何
な
る
意
味
を
指
し
て
い
る
か
で
す
。
現
段

階
で
は
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
あ
る
い
は
将
来
的
に
国
際
社
会

で
同
様
の
裁
判
が
ま
た
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
工
藤
が
穂
積
を
「
人
格
」
か
ら
も
適
任
と
述
べ
て
い
る
こ

と
も
軽
視
出
来
な
い
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
次
に
挙
げ
る
記
事
と
、

工
藤
の
主
張
は
内
容
的
に
符
号
す
る
点
が
実
に
多
い
た
め
で
す
。　

　

此
世
界
史
上
に
特
筆
さ
る
べ
き
前
独
帝
審
問
に
日
本
よ
り
差

遣
さ
る
べ
き
代
表
的
法
官
は
何
人
で
あ
ろ
う
か
。
鵜
沢
總
明
博

士
が
答
え
る
。『
国
際
連
盟
の
完
成
と
国
際
道
義
上
の
関
係
は

旧
国
際
法
を
改
廃
す
る
効
果
を
生
じ
て
来
よ
う
、
従
っ
て
問
題

は
旧
国
際
法
上
の
行
き
掛
か
り
も
あ
り
頗
る
面
倒
な
も
の
と
な
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る
…
…
然
し
仮
に
列
国
混
合
の
裁
判
が
開
か
る
る
と
見
て
我
が

帝
国
を
代
表
し
て
之
に
参
画
す
べ
き
法
官
は
人
格
は
基
よ
り
の

事
第
一
、
仏
語
に
堪
能
で
刑
法
上
の
実
際
的
知
識
と
理
論
に
精

通
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ　

此
意
味
か
ら
も
自
分
は
現
下
の
第

一
人
者
と
し
て
枢
密
顧
問
官
富
井
政
章
博
士
を
推
し
た
い
』

　
（「
独
帝
断
罪
の
法
官
と
し
て
日
本
か
ら
の
派
遣
の
人
物
は
富
井

博
士
が
理
想
的
だ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
七
月
一
一
日
付
）

　
「
日
本
よ
り
差
遣
さ
る
べ
き
代
表
的
法
官
は
何
人
で
あ
ろ
う
か
」

と
い
う
質
問
に
対
し
、
鵜
沢
総
明
は
カ
イ
ザ
ー
の
訴
追
は
旧
国
際
法

上
の
行
き
掛
か
り
か
ら
考
え
て
頗
る
面
倒
な
も
の
と
な
る
、
と
述
べ

ま
し
た
。
面
倒
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
事
後
法
の
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
鵜
沢
は
も
し
列
国
混
合
の
裁
判
が
開
か
れ

る
な
ら
ば
、
日
本
を
代
表
し
て
参
加
す
べ
き
法
官
は
「
人
格
は
基
よ

り
の
事
第
一
、
仏
語
に
堪
能
で
刑
法
上
の
実
際
的
知
識
と
理
論
に
精

通
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
鵜
沢
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
行
わ
れ
た
東
京
裁
判
に
お

い
て
、
弁
護
団
長
を
務
め
た
人
物
で
す
。
そ
う
し
た
人
物
が
、
四
半

世
紀
前
に
君
主
を
裁
く
裁
判
に
つ
い
て
言
及
し
、
さ
ら
に
「
旧
国
際

法
を
改
廃
す
る
効
果
を
生
じ
て
来
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
極

め
て
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
先
に
工
藤
が
学
士
院
会
頭
で
あ
り
枢
密
顧
問
官
で
あ
る
こ

と
を
「
好
感
」
と
し
て
穂
積
を
推
し
た
よ
う
に
、
鵜
沢
も
ま
た
現
下

の
第
一
人
者
と
し
て
、枢
密
顧
問
官
で
あ
る
富
井
政
章
の
名
を
挙
げ
、

さ
ら
に
「
人
格
」
か
ら
も
適
当
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
工
藤
が

掲
げ
た
「
社
会
上
の
地
位
人
格
、
学
殖
、
関
係
方
面
」
と
い
う
判
事

に
適
当
な
条
件
と
鵜
沢
の
発
言
が
意
外
な
ま
で
に
似
通
っ
て
い
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
当
時
の
新
聞
で
は
次
の
よ
う
な
論
調
の
記
事
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
問
題
に
就
い
て
は
尚
廟
議
は
決
定
し
て
居
ら
ぬ
が
、
既

に
英
米
仏
各
国
で
は
…
…
法
曹
界
の
大
家
た
る
と
同
時
に
実
際

家
な
る
を
一
大
要
件
と
す
る
見
地
か
ら
、
査
問
委
員
は
何
れ
も

大
法
官
中
よ
り
人
選
す
る
事
と
な
り
…
…
就
中
仏
国
の
如
き
は

大
審
院
長
を
挙
げ
ん
と
す
る
模
様
…
…
従
っ
て
我
国
で
も
当
然

之
に
参
加
す
る
事
と
な
ら
ば
、
多
分
平
沼
〔
騏
一
郎―

引
用
者
〕

検
事
総
長
を
派
遣
さ
る
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
（「
我
国
の
独
帝
査
問
委
員　

平
沼
検
事
総
長
の
呼
声
が
高

い
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
八
月
二
八
日
付
）

　

諸
外
国
は
法
曹
界
の
大
物
、
さ
ら
に
実
践
家
で
あ
る
人
物
か
ら
裁

判
官
が
人
選
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
た
う
え
で
、
当
時
検
事
総
長
で

あ
っ
た
平
沼
騏
一
郎
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
述
か
ら

は
当
時
の
日
本
で
は
、
平
沼
を
法
曹
界
の
大
物
か
つ
実
践
家
と
い
う

評
価
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
、
こ
う
し
た
意
味
で
も
興
味
深
い

記
事
で
す
。
こ
の
よ
う
に
判
事
と
し
て
名
が
挙
が
っ
た
穂
積
、
富
井

そ
し
て
平
沼
の
三
者
が
、
一
定
以
上
の
専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
三
者
は
皆
、
国
体―

天
皇
（
家
）
に
対
す
る
崇
敬
の
観
念
を
堅
く
抱
い
て
い
た
人
物
と
い
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史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）

う
共
通
点
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
皇
帝
を
裁
く
に
相

応
し
い
人
物
と
し
て
推
さ
れ
た
人
物
が
、
い
ず
れ
も
国
体
に
堅
固
な

観
念
を
抱
く
、
い
わ
ば
「
保
守
」
寄
り
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
実

に
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
仮
に
法
律
的
な
知
識
を
兼
ね

備
え
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
の
皇
室
に
否
定
的
な
見
解
を
抱
く
人

物
は
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
に
相
応
し
い
「
人
格
」
で
は
な
い―

皇
帝
を

裁
く
日
本
の
判
事
は
、
国
体
に
尊
崇
の
念
を
抱
く
人
物
で
な
け
れ
ば

正
し
い
判
断
が
下
せ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
工
藤
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
多
く
が
カ
イ

ザ
ー
に
同
情
的
で
あ
っ
た
の
は
、
日
本
の
国
体
と
ド
イ
ツ
の
国
体
が

異
な
っ
て
い
る
と
頭
で
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
日
本
「
臣
民
」
と
し

て
は
カ
イ
ザ
ー
を
「
君
主
」
と
し
て
意
識
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

左
記
の
史
料
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

此
問
題
に
対
す
る
帝
国
の
方
針
如
何　

帝
国
は
独
帝
処
罰
問

題
に
は
最
初
よ
り
余
り
重
き
を
置
か
ざ
り
し
な
り
否
寧
ろ
好
ま

ざ
る
所
。
何
と
な
れ
ば
帝
国
憲
法
第
三
条
に
曰
く
「
天
皇
ハ
神

聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
明
定
す
。
さ
れ
ば
帝
国
政
府
並

に
国
民
は
此
心
を
以
て
常
に
他
国
の
元
首
に
対
す
る
な
り
。
其

れ
が
帝
政
国
た
る
と
共
和
国
た
る
と
を
問
わ
ざ
る
な
り
。
又
其

間
に
戦
勝
国
の
元
首
た
る
と
戦
敗
国
の
元
首
た
る
と
の
区
別
を

認
め
ざ
る
な
り
。
斯
く
て
帝
国
は
此
問
題
に
は
深
く
立
入
る
所

な
く
従
つ
て
連
合
国
審
判
廷
に
も
裁
判
官
を
参
列
せ
し
め
ざ
る

事
を
声
明
し
た
る
な
り

　
（「
講
和
真
相
（
八
）
独
帝
処
分
問
題
」『
読
売
新
聞
』

一
九
一
九
年
七
月
九
日
付
）

　

こ
こ
で
は
日
本
が
「
独
帝
処
罰
問
題
に
は
最
初
よ
り
余
り
重
き
を

置
か
」
な
か
っ
た
理
由
は
、
帝
国
憲
法
第
三
条
「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ

テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
明
定
し
て
い
る
か
ら
だ
、と
述
べ
て
い
ま
す
。

日
本
政
府
も
国
民
も
、
他
国
の
元
首
に
対
し
て
も
常
に
こ
の
心
で
対

し
て
い
る
た
め
、
君
主
国
、
共
和
国
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
戦
勝
国
と

戦
敗
国
の
元
首
と
を
区
別
し
な
い
の
だ
、
だ
か
ら
日
本
政
府
は
裁
判

官
を
出
し
た
く
な
い
の
だ
、
と
い
う
大
変
面
白
い
論
理
で
す
。
つ
ま

り
状
況
の
変
化
や
政
体
の
違
い
を
問
わ
ず
、
日
本
「
臣
民
」
に
と
っ

て
君
主
は
君
主
と
し
て
遇
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
こ
そ
が

国
体
に
対
す
る
信
仰
を
抱
く
日
本
「
臣
民
」
の
一
般
的
な
感
情
で
あ

る
な
ら
ば
、
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
判
事
は
強
固
な
国
体
観
念
を
有
す
る

人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と

も
ま
た
自
然
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

た
だ
一
方
で
、
鵜
沢
と
工
藤
は
判
事
に
つ
い
て
全
て
同
じ
認
識
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
違
い
は
垣
間
見
え
ま
す
。
そ
れ
は

カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
が
も
た
ら
す
天
皇
へ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
か
否
か
で
す
。
鵜
沢
は
天
皇
に
つ
い
て
全
く
指
摘
し
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
工
藤
は
「
審
問
に
斯
る
地
位
に
居
る
人
を
加
ふ
る
の
は
王
者

の
師
と
な
る
人
に
は
好
参
考
で
あ
っ
て
君
徳
を
進
め
る
上
に
少
な
か

ら
ざ
る
洪
益
が
あ
」
り
、「
帝
側
に
其
の
模
様
を
詳
細
に
進
講
す
る
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カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
認
識
（
横
島
）

の
は
其
益
す
る
と
こ
ろ
決
し
て
少
な
く
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。

カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
を
伝
え
る
こ
と
が
天
皇
に
と
っ
て
如
何
な
る
「
君

徳
」
や
「
洪
益
」
が
あ
る
の
か
、
工
藤
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
民
間
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
論
者

に
よ
る
違
い
を
軽
視
し
て
は
本
質
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
お
わ
り
に

　

本
報
告
で
挙
げ
た
史
料
は
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
の
ご
く
一
部
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
を
比
較
し
て
も
、
論
者
に

よ
っ
て
こ
の
問
題
の
受
け
止
め
方
に
は
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め

ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
議
論
か
ら
は
、
当
該
期
の
民
間
側
に
お
け

る
国
際
法
の
理
解
が
高
い
水
準
に
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
指
導
者

側
が
憂
慮
し
た
「
国
体
信
仰
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
民
間
側
で
は
皇
帝
を
裁
く
と

い
う
前
例
の
な
い
構
想
に
対
し
決
し
て
沈
黙
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、

む
し
ろ
様
々
な
角
度
か
ら
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
民
間
側
の
動
向
と
相
反
し
、
日
本
の
指
導
者

側
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
対
し
腰
の
定
ま
ら
な
い
対
応
に
終
始
し

て
い
た
わ
け
で
す
。
判
事
選
任
の
提
案
は
反
対
意
見
に
よ
っ
て
あ
え

な
く
頓
挫
し
、
さ
ら
に
犬
養
毅
の
よ
う
に
「
だ
れ
ぞ
現
地
に
居
る
も

の
を
派
遣
し
て
は
如
何
」
と
語
る
指
導
者
も
お
り
ま
し
た
。
民
間
側

の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
指
導
者
側
の
認
識
は
如
何
に
も
そ
の
場
し

の
ぎ
で
あ
り
、
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

カ
イ
ザ
ー
訴
追
そ
の
も
の
は
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
実
現

を
見
ぬ
ま
ま
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
は
裁
判

が
実
現
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
日
本
に
何
等
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ

た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
第
二
次
大
戦
に
日
本
が
敗
れ
た
後
、
東
久

邇
宮
内
閣
が
「
国
体
護
持
と
い
う
こ
と
は
理
屈
や
感
情
を
超
越
し
た

固
い
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
」
と
述
べ
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
こ
う
し

た
「
国
体
」
と
「
国
民
の
信
仰
」
は
戦
間
期
あ
る
い
は
戦
時
期
に
急

激
に
醸
成
さ
れ
た
観
念
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問

題
の
と
き
に
意
識
さ
れ
た
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

う
し
た
観
念
と
、
戦
間
期
そ
し
て
敗
戦
前
後
の
国
体
の
観
念
と
は
同

様
の
も
の
な
の
か
。
ま
た
一
方
で
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
を
め
ぐ
っ
て
な

さ
れ
た
議
論
は
戦
間
期
か
ら
戦
時
期
に
日
本
国
内
で
な
さ
れ
た
戦
争

犯
罪
や
戦
犯
裁
判
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
何
等
か
の
影
響
を
与
え
て
い

る
の
か
。
つ
ま
り
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
日
本
は
ど
の
よ
う
に
受
容

し
て
い
っ
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
は
、
本
報
告
で
仮
説
・
推
論
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問

題
の
克
服
を
目
指
し
な
が
ら
、
日
本
近
現
代
史
の
な
か
に
カ
イ
ザ
ー

訴
追
問
題
を
如
何
に
位
置
付
け
て
い
く
か
を
課
題
と
し
て
見
つ
め
て

い
き
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
う
次
第
で
す
。

　
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）




