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る
。
今
の
文
明
問
題
は
地
球
全
体
に
お
よ
ぶ
問
題
で
あ
る
。
日
本
文
化
研
究
も
世
界
に
通
じ
る
様
な
研
究
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
全
国
を
考
え
る
と
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
、
唯
一
「
国
際
」
研
究
を
行
え
る
の
は
桂

坂
の
日
文
研
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
様
に
、
特
殊
で
独
自
の
重
責
あ
る
活
躍
の
場
で
あ
り
、
も
っ
と
も
っ
と
世

界
に
通
じ
、
益
々
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
日
文
研
に
な
っ
て
欲
し
い
と
望
ん
で
い
る
。

 

（
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

国
民
文
化
研
究
と
文
明
論
的
転
移

酒
　
井
　
直
　
樹

︵
一
︶
戦
後
国
民
文
化
論
の
前
史

「
近
代
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
は
多
様
な
理
解
が
あ
り
、
必
ず
し
も
簡
単
な
定
義
が
受
け
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
地
球
的
な
世
界
像
が
始
め
て
成
立
し
た
時
期
の
こ
と
を
近
代
の
端
緒
と
す
る

見
解
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
発
見

と
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
形
式
の
政
治
的
正
統
性
の
出
現
を
近
代
世
界
の
特
徴
と
し
て
考
え
る
論

者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
は
始
め
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
呼
ば
れ
る
、
普
遍
主
義
的
な
神
政
的
権
威
な

し
に
政
体
が
併
存
す
る
地
域
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
ア
メ
リ
カ
」（A

m
erica

）

と
自
ら
を
対
比
し
つ
つ
自
己
画
定
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
ア
メ
リ
カ
」
の
発
見
が
一
五
世
紀
末
の
出
来
事
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で
あ
り
、
宗
教
改
革
期
の
長
期
に
わ
た
る
血
み
ど
ろ
な
内
戦
を
経
て
、
普
遍
主
義
的
な
権
威
の
支
配
を
打
倒
し

て
領
土
的
国
家
主
権
体
制
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に
で
き
上
が
っ
て
来
る
の
が
一
六
世
紀
・
一
七
世
紀
で
す
。
や

が
て
、
こ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
「
ア
メ
リ
カ
」
だ
け
で
な
く
、「
ア
ジ
ア
」
や
「
ア
フ
リ
カ
」
と
自
己
を
対

比
し
つ
つ
自
己
画
定
し
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
国
家
主
権
は
そ
の
正
統
性
の
根
拠
を

「
国
民
」
あ
る
い
は
「
民
族
」
と
い
っ
た
新
種
の
共
同
体
に
求
め
始
め
、
国
民
国
家
主
権
体
制
が
現
出
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
世
界
的
な
国
際
秩
序
の
名
で
あ
り
、
近
代
の
国
際
世
界
は
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
を
中
心
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
「
ア
メ
リ

カ
」
や
「
ア
ジ
ア
」
の
関
係
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
的
な
正
統
性
の
在
り
方
と
対
比
し
て
規
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
と
の
関
係
を
、
通
常
私

た
ち
は
「
近
代
的
植
民
地
主
義
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
古
代
か
ら
、
地
中
海
周
辺
に
も
東
ア
ジ
ア
に
も
植
民
地

は
存
在
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
植
民
地
統
治
そ
の
も
の
は
と
く
に
近
代
的
な
概
念
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、「
近

代
植
民
地
主
義
」
は
明
ら
か
に
、
植
民
地
経
営
あ
る
い
は
統
治
一
般
と
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の

は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
国
際
法
（Jus P

ublicum
 E

uropaeum
)

に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
領
土
的
国
家
主
権
の

併
存
す
る
地
域
で
あ
り
、
紛
い
な
り
に
も
、
そ
こ
に
は
各
国
家
と
他
の
主
権
国
家
と
の
間
の
相
互
承
認
の
体
系

が
存
在
し
て
い
て
、
各
国
家
の
主
権
は
尊
重
さ
れ
、
主
権
下
に
あ
る
臣
民
の
権
利
は
擁
護
さ
れ
る
と
い
う
建
前

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
や
が
て
、
基
本
的
人
権
の
名
の
下
に
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
、
領
土
を
越

え
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ひ
と
つ
の
領
土
的
主
権
国
家
の
臣
民
に
対

し
て
だ
け
で
な
く
、
他
の
主
権
国
家
の
臣
民
に
対
し
て
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
今
日
で
も
、
私

た
ち
が
国
際
旅
行
す
る
と
き
に
は
必
ず
携
帯
す
る
旅
券
に
は
、
例
え
ば
、
主
権
国
家
で
あ
る
日
本
政
府
が
他
の
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政
府
に
対
し
て
日
本
国
民
で
あ
る
旅
券
携
帯
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
旨
が
、
そ
の
第
一
頁
に

表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
世
紀
に
領
土
的
国
家
主
権
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
以
外
の
、
日
本
の
よ
う
な
、
国
家
に
ま
で
波
及
す
る

以
前
（
明
治
維
新
は
、
そ
れ
以
前
の
幕
藩
体
制
の
政
治
的
正
統
性
を
領
土
と
国
民
を
正
統
性
の
根
拠
と
す
る
領

土
的
主
権
国
家
へ
と
切
り
替
え
る
革
命
的
な
変
化
の
始
ま
り
こ
と
で
し
た
）
に
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
人
権

の
外
に
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
に
対

し
て
は
そ
の
国
民
の
権
利
を
擁
護
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
家
の
臣
民

の
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
住
民
（
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
住
民
は
し
ば
し
ば
「
原
住
民
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
）
に
対
し
て
は
、
国
際
法
の
制
約

を
受
け
ず
に
自
由
に
軍
事
的
な
暴
力
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
今
日
も
合
州
国
政
府
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
や
パ
キ
ス
タ
ン
で
住
民
を
遠
隔
操
作
さ
れ
た
小
型
飛
行
機
を
使
っ
て
、
ほ
ぼ
自
由
に
殺
戮
し
て
い
ま
す
が
、

殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
者
は
合
州
国
政
府
に
は
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
場
合
も
、
戦
前
は
、
中
国
で
大
量
の
非
戦
闘

員
を
殺
害
し
ま
し
た
が
、
こ
の
殺
人
の
責
任
で
日
本
国
家
の
総
覧
者
で
あ
っ
た
天
皇
が
逮
捕
さ
れ
処
刑
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
日
私
た
ち
は
、
近
代
的
植
民
地
主
義
と
い
う
と
植
民
地
的
な
暴
力
を

連
想
す
る
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
連
想
に
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
由
来
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
の
国
際
世
界
で
は
、
自
ら
を
領
土
的
国
家
主
権
と
し
て
自
己
構
成
す
る
こ
と
に
失

敗
し
た
住
民
は
、
植
民
地
主
義
の
暴
力
に
曝
さ
れ
る
こ
と
が
全
世
界
的
な
常
識
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
世
紀
・
二
〇
世
紀
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
で
植
民
地
主
義
の
暴
力
に
曝
さ
れ

た
住
民
た
ち
は
反
植
民
地
主
義
闘
争
を
組
織
し
、
領
土
的
国
民
国
家
主
権
を
樹
立
す
る
運
動
を
展
開
す
る
よ
う

に
な
る
の
で
す
。
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二
〇
世
紀
前
半
の
段
階
で
、
植
民
地
を
も
つ
国
民
国
家
（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
合
州
国
、
日
本
、
オ
ラ

ン
ダ
な
ど
）
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
反
植
民
地
主
義
国
民
主
義
に
い
か
に
対
処
す
る
か
が
、
国
家
運
営
の
中

心
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
ト
ラ
ン
ス
・
パ
シ
フ
ィ
ク
（
太
平
洋
横
断
地
域
）
に
お
い
て
植
民
地
帝
国

の
間
の
競
争
が
激
化
す
る
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
五
年
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
終
焉
の
時
期
に
は
、

太
平
洋
を
め
ぐ
っ
て
対
峙
し
た
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
日
本
帝
国
の
二
大
帝
国
的
国
民
主
義
は
、
い
か
に
し
て
自

ら
の
植
民
地
主
義
を
否
認
し
つ
つ
、
相
手
の
植
民
地
主
義
を
弾
劾
す
る
べ
き
か
を
模
索
し
つ
つ
、
国
家
統
合
原

理
を
め
ぐ
る
抗
争
を
繰
り
広
げ
て
い
ま
し
た
。
日
本
国
家
は
、
合
州
国
を
白
人
至
上
主
義
を
国
是
と
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
列
強
の
延
長
に
あ
る
白
人
帝
国
と
位
置
付
け
、
近
代
的
植
民
地
主
義
か
ら
ア
ジ
ア
を
解
放
し
よ
う
と

す
る
反
植
民
地
主
義
者
の
役
割
を
担
お
う
と
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
白
人
至
上
人
種
政
策
を
掲
げ
る
ド
イ
ツ
と

イ
タ
リ
ア
と
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
で
簡
単
に
そ
の
馬
脚
を
現
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
真
珠
湾
攻
撃
の
前
後
の

史
料
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
（
例
え
ば
、
若
き
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
『
日
本
政
策
に
関
す
る

覚
書
』。
こ
の
覚
書
の
日
本
語
訳
は
拙
著
『
希
望
と
憲
法
』﹇
以
文
社
、
二
〇
〇
八
年
刊
﹈
の
末
尾
の
参
考
文
献

と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
参
照
し
て
下
さ
い
）
日
本
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
攻
勢
に
合
州

国
の
指
導
者
層
は
脅
威
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
で
も
朝
鮮
や
台
湾
、
そ
し
て
中

国
に
お
け
る
反
植
民
地
主
義
民
族
主
義
に
は
政
策
決
定
者
は
恐
怖
を
感
じ
て
お
り
、「
皇
民
化
政
策
」
に
よ
っ

て
併
合
地
域
の
民
族
主
義
を
ど
う
に
か
し
て
取
り
込
も
う
と
し
ま
す
。
戦
前
の
日
本
で
民
族
主
義
が
弾
圧
さ
れ

た
の
は
普
遍
主
義
的
な
多
民
族
統
合
の
原
理
と
民
族
主
義
が
真
っ
向
か
ら
矛
盾
し
て
し
ま
う
た
め
で
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
と
は
違
っ
て
太
平
洋
戦
線
で
は
、
い
か
に
し
て
植
民
地
主
義
を
否
認
す
る
か
が
両
帝
国
の
建

前
と
な
っ
て
き
ま
す
。



20

︵
二
︶
日
本
帝
国
崩
壊
後
の
展
開

日
本
帝
国
の
崩
壊
と
と
も
に
、
日
本
の
知
識
人
は
普
遍
主
義
的
な
多
民
族
統
合
の
原
理
を
捨
て
そ
の
正
反
対

に
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
敗
戦
以
前
の
、
民
族
主
義
や
人
種
主
義
批
判
に
携
っ
て
い
た
学
者
、
知
識
人
や

官
僚
が
一
気
に
特
殊
主
義
的
な
民
族
主
義
に
転
向
す
る
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
日
本
本
土
に
戸
籍
を
も
っ
て
い

た
住
民
に
限
っ
て
い
え
ば
、
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
は
植
民
地
宗
主
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
州
国
（
お
よ
び
連

合
国
）
の
植
民
地
へ
と
一
気
に
そ
の
立
場
が
変
換
し
た
か
ら
で
す
。
多
民
族
統
合
を
主
張
し
民
族
主
義
に
反
対

し
て
い
た
知
識
人
が
失
墜
し
、
そ
の
か
わ
り
和
辻
哲
郎
の
よ
う
な
民
族
純
血
主
義
者
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
日
本
の
知
識
人
の
発
話
の
立
場
が
、
植
民
地
支
配
者
か
ら
原
住
民
の
そ
れ
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
こ
の
変
換
が
植
民
地
被
支
配
の
厳
し
い
経
験
を
ふ
ま
え
て
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か

は
充
分
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
変
換
は
、
そ
れ
ま
で
の
東
ア

ジ
ア
の
反
植
民
地
主
義
知
識
人
の
民
族
主
義
を
い
わ
ば
盗
み
取
る
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
で
す
。

合
州
国
政
府
は
既
に
日
米
開
戦
直
後
か
ら
日
本
占
領
の
た
め
の
政
策
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
占
領

政
策
の
中
心
は
天
皇
制
で
、
先
に
引
い
た
『
日
本
政
策
に
関
す
る
覚
書
』
に
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
占
領
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
天
皇
裕
仁
を
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
目
的
を
成
就
す
る

た
め
に
は
天
皇
に
は
戦
争
責
任
が
な
い
こ
と
に
し
、
す
で
に
太
平
洋
戦
争
中
か
ら
、
東
条
英
機
ら
の
軍
国
主
義

者
に
合
州
国
国
民
の
敵
意
を
向
け
さ
せ
裕
仁
か
ら
逸
ら
す
よ
う
に
画
策
し
て
い
ま
す
。
天
皇
制
温
存
政
策
は
、

日
米
両
帝
国
が
か
か
わ
っ
て
い
た
近
代
植
民
地
主
義
の
否
認
の
具
体
策
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
合
州
国
は
近
代
植
民
地
主
義
体
制
を
温
存
し
つ
つ
、
し
か
し
、
植
民
地
主
義
に
反

対
す
る
民
族
主
義
運
動
を
表
立
っ
て
弾
圧
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
典
型
的
な
近
代
的
な
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植
民
地
宗
主
国
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
合
州
国
は
で
き
る
だ
け
避
け
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
は
戦
勝
国

で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
植
民
地
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
て
一
貫
し
て
冷
淡
で
し
た
。
む

し
ろ
、
独
立
を
目
指
す
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
を
肯
定
し
つ
つ
そ
の
民
族
主
義
を
上
手
に
管
理
す
る
方
向
を
追
求

し
た
の
で
す
。
即
ち
、
そ
れ
ま
で
植
民
地
支
配
を
受
け
て
い
た
住
民
の
領
土
的
国
民
国
家
主
権
を
擁
護
す
る
体

制
と
し
て
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
（
ア
メ
リ
カ
支
配
下
の
平
和
）
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本

帝
国
が
ア
ジ
ア
を
植
民
地
主
義
か
ら
解
放
す
る
指
導
者
と
し
て
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
模
索
し
た
よ
う
に
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
世
界
で
合
州
国
は
反
植
民
地
主
義
の
看
板
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、

国
家
主
権
の
根
本
的
な
再
定
義
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
質
的
な
植
民
地
支

配
を
手
放
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
天
皇
制
を
温
存
す
る
こ
と

は
、
日
本
の
国
民
主
義
を
、
合
州
国
の
東
ア
ジ
ア
支
配
の
手
段
と
し
て
組
み
直
す
作
業
の
一
環
だ
っ
た
の
で

す
。
戦
後
日
本
の
保
守
勢
力
が
掲
げ
る
国
民
主
義
は
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
小
道
具
に
す
ぎ
ず
、
こ
の

事
態
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
戦
後
日
本
の
国
民
主
義
は
、
合
州
国
の
帝
国
支
配
体
制

の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
そ
れ
ま
で
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
国
際
法
の
秩
序
が
崩
壊
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
世
界
の
危
機
を
告
げ
る
大
事
件
で
し
た
。
国
際
法
の
秩
序
を
再
建
す
る
た
め
に
、
国
際
連
盟
が
樹
立
さ
れ

ま
し
た
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
も
ろ
く
も
崩
れ
去
り
ま
す
。
そ
こ
で
一
九
四
二
年
に
発
案
さ
れ
た
の
が

国
際
連
合
で
、
そ
れ
ま
で
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
ア
メ
リ
カ
に
限
ら
れ
て
い
た
国
際
世
界
は
第
二
次
大
戦
後
全

世
界
に
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
国
際
秩
序
の
中
心
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
か
ら
「
西
洋
」
に
移
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
一
九
世
紀
に
中
華
中
心
世
界
像
が
崩
壊
し
て
以
来
、
東
ア
ジ
ア
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

も
「
西
洋
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
西
洋
へ
の
中
心
の
移
動
の
も
つ
意
味
が
よ
く
み
え
な
か
っ
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た
の
で
す
が
、
世
界
の
中
心
の
移
行
は
合
州
国
を
中
心
と
し
た
世
界
の
出
現
と
国
際
秩
序
の
到
来
を
表
わ
し
て
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
連
合
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
世
界
中
の
近
代
的
な
植
民
地
主
義
体
制
が
消
滅
し

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

連
合
国
に
よ
る
日
本
占
領
が
続
い
て
い
る
間
に
東
ア
ジ
ア
に
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
ま
す
。
中
華
人
民
共

和
国
が
成
立
し
朝
鮮
半
島
で
は
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
。
全
世
界
的
に
も
、
合
州
国
に
よ
る
一
極
支
配
は
、

冷
戦
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
占
領
に
つ
い
て
も
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
一
九
五
〇
年

代
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
「
逆
コ
ー
ス
」
が
起
こ
り
、
合
州
国
の
政
策
決
定
者
は
日
本
の
戦
後
憲
法
推
進
か
ら
憲

法
改
正
へ
と
そ
の
方
針
を
転
換
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
国
民

政
治
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
岸
信
介
や
正
力
松
太
郎
、
笹
川
良
一
、
児
玉
誉
士
夫
な
ど
が
、
合
州
国
の
利
害
を

担
う
黒
幕
と
し
て
復
帰
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
合
州
国
の
中
央
諜
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
息
の
か
か
っ

た
岸
ら
の
工
作
者
の
跋
扈
だ
け
で
な
く
、
日
本
政
府
の
官
僚
制
や
経
済
界
の
人
脈
が
、
戦
後
の
合
州
国
の
植
民

地
支
配
体
制
に
沿
う
か
た
ち
で
再
編
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
植
民
地
主
義
体
制
は
、

英
植
民
地
帝
国
や
戦
前
の
日
本
の
朝
鮮
支
配
や
台
湾
支
配
の
よ
う
な
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
新
た
な
国
家
主
権
の
在
り
方
が
あ
り
、
旧
来
の
国
家
主
権
の
定
義
か
ら
見
れ
ば
日
本
は
独
立
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
の
日
本
占
領
の
終
焉
を
「
主
権
回
復
」
と
安
倍
政
権
が
呼
ぶ

こ
と
が
滑
稽
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
国
家
主
権
を
一
九
世
紀
の
古
典
的
な
意
味
で
の
独
立
し
た
国
家
の
主
権
と

み
な
す
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
戦
後
日
本
の
思
想
状
況
は
、
こ
の
歴
史
的
な
変
遷
を
象
徴
的
に
反
映
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
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︵
三
︶
国
民
文
化
研
究
と
植
民
地
体
制

合
州
国
に
お
い
て
は
学
問
と
し
て
の
日
本
研
究
は
、
太
平
洋
戦
争
中
に
、
諜
報
活
動
の
一
環
で
あ
る
敵
国
研

究
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
、
世
界
中
に
日
本
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
が
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
日
本
以

外
の
国
で
一
番
多
く
の
日
本
研
究
者
が
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
し
ょ
う
。
典
型
的
な
「
地
域
研
究
」
と

し
て
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
急
速
に
発
展
し
た
日
本
研
究
は
、
地
域
研
究
と
い
う
熟
語

が
示
す
通
り
「
地
域
」
を
学
問
的
な
統
合
の
原
理
と
し
て
い
て
、
高
等
教
育
機
関
（
大
学
及
び
大
学
院
）
に
お

い
て
広
く
制
度
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
研
究
は
日
本
と
い
う
「
地
域
」
を
研
究
す
る
学
問
分
野
で
あ
り
、
こ

の
学
問
分
野
を
専
門
と
す
る
者
は
一
般
に
「
日
本
研
究
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
地
域
研
究
に
は
こ
の
ほ
か

に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
研
究
、
ソ
連
研
究
、
ア
フ
リ
カ
研
究
、
中
国
研
究
、
中
東
研
究
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
あ
る
極
性
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
は
「
西
洋
」
の
対
極
に

あ
る
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
、
地
域
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
が
、
あ
る
社
会
や
文
化
が
「
非
・
西

洋
」
あ
る
い
は
「
残
余
」（the R

est

）
に
属
す
る
こ
と
の
証
し
と
な
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
地
域
研
究
は
地

域
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
陰
画
と
し
て
「
西
洋
」
の
自
己
画
定
の
た
め
の
知

識
を
生
産
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
合
州
国
が
「
新
世
界
」
か
ら
「
西
洋
」
の
中
心
に
躍
り
出
た
時
期

に
「
地
域
研
究
」
も
合
州
国
の
大
学
で
制
度
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
地
域
研
究
を
、
学
問
分
野
と
し
て
存
在
し
て
い
る
社
会
学
や
哲
学
、
経
済
学
、
心
理
学
な
ど
と
同

列
に
存
在
す
る
学
問
分
類
系
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
域
研
究
は
そ
れ
ま
で
の
学
問

分
類
と
は
異
な
っ
た
原
理
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
て
、
旧
来
の
意
味
の
学
問
分
野
と
二
重
に
併
存
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
す
。
そ
こ
で
、
地
域
研
究
に
は
社
会
学
者
、
歴
史
家
、
言
語
学
者
、
経
済
学

者
、
文
学
研
究
者
な
ど
が
学
問
分
野
の
違
い
を
越
え
て
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
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り
、
地
域
研
究
は
学
際
的
な
学
問
の
あ
り
方
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
学
際
的
な
学
問
編
成
を
支
え
る

た
め
に
、
異
な
っ
た
学
問
分
野
に
帰
属
す
る
専
門
家
が
共
有
す
る
能
力
と
し
て
の
地
域
言
語
が
重
要
な
意
味
を

も
つ
こ
と
に
な
り
、
地
域
研
究
は
言
語
教
育
を
軸
に
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
地
域
研
究
が
言
語
教

育
を
基
軸
に
し
て
成
立
し
て
い
る
制
度
的
現
実
を
反
映
し
て
い
る
た
め
で
し
ょ
う
か
、
地
域
研
究
は
、
し
ば
し

ば
、「
地
域
」
を
あ
る
民
族
言
語
や
国
語
を
均
質
に
共
有
す
る
文
化
の
単
位
と
し
て
看
做
す
偏
執
に
捉
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
的
な
形
態
が
国
民
性
研
究
と
呼
ば
れ
る
、
初
期
の
地
域
研
究
の
支
配
的
な
潮
流
で
す
。

地
域
研
究
に
先
行
し
て
存
在
し
た
人
類
学
や
民
族
学
、
ア
フ
リ
カ
・
東
洋
研
究
、
南
洋
研
究
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

未
開
社
会
の
研
究
で
は
、
共
同
体
内
に
均
質
に
普
及
し
た
文
化
を
想
定
す
る
こ
と
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
、
文
化

の
統
合
体
が
言
語
の
そ
れ
と
取
り
違
え
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
共
同
体
、
文
化
、
言

語
が
そ
の
統
合
性
の
点
で
混
同
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
民
族
が
日
本
文

化
を
共
通
に
も
ち
、
日
本
語
が
そ
の
共
通
性
の
証
し
と
し
て
依
拠
さ
れ
る
と
い
っ
た
論
理
が
、
昭
和
期
だ
け
で

は
な
く
明
治
以
前
の
時
代
の
日
本
列
島
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な

混
同
が
放
置
さ
れ
た
の
は
、
観
察
者
で
あ
る
人
類
学
者
や
民
族
学
者
と
観
察
対
象
で
あ
る
原
住
民
共
同
体
の
あ

い
だ
の
想
像
的
な
関
係
に
よ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
と
同
時
に
、
地
域
研
究
は
そ
の
土
地
の
国
民
主
義
と
共

犯
性
を
結
び
ま
す
。
こ
の
共
犯
性
こ
そ
近
代
の
植
民
地
主
義
関
係
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

国
民
性
研
究
の
代
表
作
と
呼
ば
れ
る
『
菊
と
刀
』
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
に
、
幾
人
か
の
日
本
の
知
識

人
が
感
情
的
な
反
発
を
示
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
著
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
日
本
人
に

つ
い
て
の
観
察
や
分
析
を
反
駁
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
彼
ら
の
議
論
は
、
や
が
て
国
民
性
研
究
の
言

説
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
大
い
に
寄
与
し
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
繁
盛
し
た
日
本
人
論

は
、
ま
さ
に
国
民
性
研
究
に
か
か
わ
る
文
明
論
的
な
転
移
で
あ
り
、
植
民
地
主
義
関
係
の
共
犯
性
を
典
型
的
に
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表
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

転
移
と
は
精
神
分
析
に
お
い
て
、
患
者
が
分
析
者
に
む
か
っ
て
、
別
の
人
物
―
例
え
ば
幼
児
期
に
権
威
を

も
っ
て
い
た
父
や
母
―
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
無
意
識
の
願
望
を
投
影
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
私
が
と
く
に
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
精
神
分
析
に
お
け
る
患
者
と
分
析
者
の
対
面
的
な
関
係

で
起
こ
る
現
象
で
は
な
く
、
日
本
文
化
を
論
ず
る
者
が
、
読
者
あ
る
い
は
聴
衆
に
、
権
威
の
源
泉
と
し
て
の

「
西
洋
」
を
投
影
し
て
、
あ
た
か
も
、
相
手
が
「
西
洋
人
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
弁
明
し
た
り
告
訴
し
た
り

し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
明
ら
か
に
読
者
の
大
部
分
が
い
わ
ゆ
る
西
洋
人
で
は
な
い
の
に
、
日
本
文
化

を
あ
る
均
質
な
実
体
と
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
日
本
文
化
が
い
か
に
西
洋
文
化
と
異
な
っ
て
い
る
か
を

あ
た
か
も
「
西
洋
人
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
た
読
者
に
向
か
っ
て
面
々
と
述
べ
続
け
る
日
本
人
論

は
、「
文
明
論
的
転
移
」
の
特
徴
を
見
事
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
西

洋
人
の
視
座
か
ら
見
ら
れ
た
日
本
文
化
な
る
も
の
を
綿
々
と
語
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
じ
つ
は
合
州

国
で
行
わ
れ
た
国
民
性
研
究
そ
の
も
の
に
す
で
に
こ
の
転
移
（
い
わ
ば
分
析
者
の
側
の
転
移
と
い
う
べ
き
で

し
ょ
う
か
）
が
作
動
し
て
い
る
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
日
本
文
化
論
は
い
わ
ば
「
父
」
で

あ
る
西
洋
（
戦
後
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
西
洋
は
合
州
国
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
）
あ
る
い
は
「
父
」
を
象
徴

す
る
人
物
へ
の
弁
明
あ
る
い
は
反
駁
の
形
で
語
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
日
本
人
論
に
代
表
さ
れ
る
日
本

文
化
論
を
動
機
づ
け
る
の
は
、「
西
洋
人
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
い
」
と
い
う
願
望
で
す
。
そ
の
結
果
、
日
本

文
化
は
常
に
「
西
洋
文
明
」
へ
の
比
較
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
普
遍
的
な
参
照
項
と
さ

れ
る
「
西
洋
」
な
る
も
の
は
何
処
に
あ
る
か
も
、
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
「
西
洋
文
明
」
の
経
験
的
な
内

実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
っ
た
事
項
は
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
す
。
西
洋
と
は
、
文
明
論
的
転
移
に

お
け
る
「
父
」
な
る
者
の
位
階
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
世
界
地
図
の
上
で
同
定
で
き
る
場
所
で
も
な
け
れ
ば
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名
指
し
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
集
団
で
も
な
く
、
抽
象
的
な
語
り
の
立
場
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
日
本
文
化
論
の

論
者
は
「
日
本
人
と
し
て
誇
り
を
も
ち
た
い
」
と
い
う
欲
望
を
も
っ
て
い
る
訳
で
す
が
、
日
本
人
の
誇
り
へ
の

欲
望
は
「
西
洋
人
に
認
知
さ
れ
た
い
」
と
い
う
従
属
へ
の
願
望
と
じ
つ
は
同
じ
も
の
な
の
で
す
。

近
代
に
現
わ
れ
た
民
族
・
国
民
国
家
で
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
共
同
体
内
に
均
等
に
普
及
し
た

国
民
文
化
と
国
民
全
て
が
話
す
国
語
が
重
な
り
あ
う
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
ま

す
。
国
民
国
家
で
は
、
国
民
文
化
そ
し
て
国
語
が
共
有
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
規
範
的
な
建
前
が
経
験
的
な
現
実
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
の
で
す
。
国
民
国
家
特
有
の
空
想
が
非
西
洋

社
会
や
い
わ
ゆ
る
伝
統
社
会
に
投
影
さ
れ
た
と
き
、
地
域
を
あ
る
国
語
を
均
質
に
共
有
す
る
文
化
の
単
位
と
し

て
看
做
す
偏
執
が
結
果
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
合
州
国
の
地
域
研
究
者
は
、
日
本
や
中
国
に
、

こ
の
空
想
さ
れ
た
民
族
文
化
を
投
影
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
投
射
さ
れ
た
知
は
、
地
域
の
、
つ
ま
り

日
本
や
中
国
の
、
国
民
主
義
の
要
請
に
ぴ
っ
た
り
呼
応
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
地
域
研
究
に
よ
っ
て

押
し
付
け
ら
れ
た
知
は
、
知
の
対
象
と
な
っ
た
原
住
民
に
と
っ
て
の
自
ら
を
国
民
と
し
て
構
成
し
た
い
と
い
う

欲
望
に
対
応
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
植
民
地
関
係
に
お
け
る
植
民
地
支
配
側
の
知
識
人
と
被
植

民
地
支
配
側
の
知
識
人
の
間
の
奇
妙
な
共
犯
性
の
こ
と
を
、
私
は
「
文
明
論
的
転
移
」
と
呼
ん
で
き
た
の
で
す
。

︵
四
︶
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉

一
九
世
紀
に
あ
っ
た
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
間
の
明
確
な
差
別
に
根
拠
を
求
め
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
国
際
法
は
最
早
不
可
能
で
す
。
し
か
し
、
知
の
生
産
に
お
け
る
文
明
論
的
な
転
移
の
構
造

と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
性
は
未
だ
に
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
絶
え
ず
「
西
洋
」
な
る
も
の
を
参

照
項
と
し
つ
つ
国
民
文
化
の
知
識
を
再
生
産
す
る
言
説
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
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日
本
を
近
代
化
の
優
等
生
と
み
る
「
近
代
化
論
」
が
地
域
研
究
を
席
捲
し
た
の
は
、
冷
戦
が
全
世
界
を
覆
う

既
成
事
実
と
し
て
成
立
す
る
、
日
本
で
は
一
九
五
五
年
体
制
が
で
き
上
が
る
時
期
で
し
た
。
近
代
化
論
が
日
本

を
近
代
化
の
見
本
と
し
て
称
揚
し
た
背
景
に
は
冷
戦
の
現
実
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
占
領
の
た
め
に
天
皇
を
利

用
す
る
こ
と
を
戦
争
中
に
提
言
す
る
な
ど
、
天
皇
制
温
存
の
推
進
役
で
あ
っ
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

が
日
本
大
使
と
し
て
東
京
に
就
任
し
た
の
も
安
保
闘
争
直
後
の
一
九
六
一
年
で
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
近
代

化
論
の
優
れ
た
仕
事
と
し
て
注
目
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
の
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い

ま
す
。
ベ
ラ
の
仕
事
は
、
国
民
性
研
究
が
近
代
化
論
へ
変
身
す
る
過
程
を
洗
練
さ
れ
た
仕
方
で
示
し
て
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
伝
統
」
社
会
が
い
か
に
し
て
進
歩
の
軌
道
に
乗
る
か
あ
る
い
は
乗
り
損
な
う
か
を
、
社
会
科
学
的

な
方
法
論
を
駆
使
し
て
論
じ
て
い
ま
す
。
近
代
化
論
が
地
域
研
究
を
席
捲
し
た
理
由
と
し
て
、
地
域
研
究
が
そ

の
基
本
構
造
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
世
界
戦
略
の
正
統
化
の
任
務
を
引
き
受
け
て
い
る
点
を
挙
げ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
世
界
中
の
社
会
を
伝
統
的
傾
向
と
近
代
的
傾
向
の
二
つ
の
対
立
す
る
要
素
に
よ
っ

て
分
類
し
、
伝
統
的
社
会
は
資
本
主
義
的
合
理
性
を
受
容
す
る
能
力
に
欠
け
る
と
し
、
近
代
的
社
会
で
は
伝
統

的
傾
向
を
近
代
的
合
理
性
が
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
歩
が
実
現
さ
れ
る
と
す
る
、
露
骨
に
西
洋
中
心
的
な

世
界
観
を
推
挙
し
た
点
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

戦
前
の
世
界
史
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
人
類
の
発
展
史
の
頂
点
に
位
置
づ
け
た
と
す
れ
ば
、
近
代
化
論
は
近
代

化
の
可
能
性
を
も
つ
全
て
の
社
会
は
、
い
ず
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
社
会
の
よ
う
に
な
る
と
す
る
歴
史
観
を

臆
面
も
な
く
提
示
し
ま
し
た
。
全
人
類
は
ア
メ
リ
カ
国
民
を
模
倣
す
る
よ
う
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
す
。
地
域
研
究
の
知
識
生
産
に
は
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
中
心
主
義
と
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
国
民
的
自
慰
の

性
格
が
構
造
と
し
て
内
在
し
て
い
ま
し
た
。 
こ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
植
民
地
主
義
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に

崩
壊
す
る
こ
の
時
期
に
、
民
族
主
義
か
ら
反
植
民
地
主
義
の
牙
を
抜
く
た
め
に
必
要
な
操
作
で
し
た
。
こ
の
意
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味
で
日
本
は
、
合
州
国
の
広
域
支
配
の
体
制
に
と
っ
て
最
も
優
等
生
的
な
国
民
・
民
族
主
義
を
作
り
出
し
て
く

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
ば
し
ば
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
日
本
文
化
研
究
は
、
抑
圧
さ
れ
た
愛
国
の
願
望
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
ま
す
。「
西
洋
人
に
よ
る
一
方
的
な
文
明
観
に
対
抗
し
て
、
日
本
の
伝
統
に
基
づ
い
た
文
明
を
示
し

て
み
た
い
」、「
非
西
洋
人
で
あ
る
日
本
人
が
日
本
人
特
有
の
世
界
観
を
提
示
し
て
み
た
い
」、「
自
虐
的
な
近
代

化
論
で
は
な
い
自
ら
の
伝
統
を
誇
る
よ
う
な
議
論
を
し
て
み
た
い
」。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
願
望
は
簡
単
に

国
民
性
研
究
に
代
表
さ
れ
た
対
―
形
象
化
の
図
式
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
時
、
日
本
文
化
研
究

は
合
州
国
の
広
域
支
配
の
補
完
的
な
役
割
を
嫌
が
応
に
も
果
た
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
の
終
焉
の
兆
候
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
た
今
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
知
識
の
生
産
の
様

式
、
国
民
共
同
体
と
は
異
な
っ
た
共
同
性
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
社
会
関
係
の
可
能
性
の
身
近
に
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
対
東
洋
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
対
ア
ジ
ア
、
白
人
対
黄
人
、
と
い
っ
た
西
洋
中
心
的

な
対
―
形
象
の
図
式
か
ら
自
ら
を
解
き
放
つ
時
が
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
コ
ー
ネ
ル
大
学
人
文
学
部
教
授
）


