
7 ジ
ャ
ラ
パ
ゴ
ス
、
あ
る
い
は
孤
立
し
た
楽
園
？

―
わ
た
し
の
み
た
日
文
研
と
日
本

尹　
　
　

海　

東

Ⅰ二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
、
わ
た
し
の
日
文
研
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
一
年
間
二
人
用
の
夫
婦
寮
に

滞
留
し
な
が
ら
と
り
組
ん
だ
わ
た
し
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
国
家
と
し
て
の
朝
鮮
総
督
府
」
で
あ
る
。
一
般
の
人

び
と
に
は
少
し
生
硬
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は
朝
鮮
総
督
府
を
「
近
代
国
家
」、
な
い

し
は
「
植
民
国
家C

olonial State

」
と
し
て
規
定
し
え
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
を
植
民
国
家
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
日
本
の

国
家
と
社
会
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
非
常
に
重
要
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
あ
る
側
面

と
は
な
に
で
あ
ろ
う
か
？

わ
た
し
は
今
「
わ
た
し
の
み
た
日
文
研
と
日
本
」
と
い
う
主
題
の
下
で
文
章
を
綴
り
だ
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
朝
鮮
総
督
府
に
お
け
る
国
家
論
的
性
格
と
本
稿
の
主
題
が
い
か
な
る
関
連
を
有
し
て
い
る
の
か
を
、

も
う
少
し
具
体
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
、
朝
鮮
総
督
府
は
そ
れ
に
帯
び
ら
れ
て
い
る
抑
圧

性
が
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
過
度
に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、
有
意
義
な
る
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
扱
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
植
民
地
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
「
国
家
と
社
会
」
の
性
格
を
掘
り
さ

げ
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
統
治
権
力
」
の
性
格
を
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
最
近
の
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「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
」
の
文
脈
か
ら
提
起
さ
れ
た
「
植
民
地
近
代C

olonial M
odern

」
と
い
う
問
題
意

識
に
照
ら
し
だ
し
て
み
て
も
、
こ
れ
は
決
し
て
軽
々
と
扱
う
べ
き
主
題
で
は
な
か
ろ
う
。

わ
た
し
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
話
し
が
長
引
い
て
い
る
が
、
も
う
少
し
付
き
あ
っ
て
頂
き
た
い
。
朝
鮮
総

督
府
は
朝
鮮
に
お
け
る
行
政
権
・
立
法
権
・
司
法
権
、
そ
し
て
軍
隊
を
使
用
す
る
権
利
ま
で
を
も
も
ち
つ
つ
、

日
本
の
天
皇
に
直
隷
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
総
督
を
中
心
と
し
て
、
強
力
た
る
力
と
自
律
性
を
有
す
る
権

力
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
主
権
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
欠
格
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
国
家
の
能
力
お
よ

び
自
律
性
と
い
う
基
準
か
ら
み
れ
ば
、
朝
鮮
総
督
府
は
「
植
民
国
家
」
と
呼
ば
れ
て
遜
色
の
な
い
権
力
で
あ
っ

た
。要

す
る
に
、
わ
た
し
は
日
文
研
に
滞
留
す
る
間
に
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
明
る
み
に
だ
そ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
植
民
国
家
で
あ
る
朝
鮮
総
督
府
は
、
日
本
の
天
皇
と
議
会
に
『
隷
属
』
さ
れ
て
は
い
た
も
の

の
、
強
力
な
力
と
自
律
性
を
も
つ
独
自
な
る
植
民
国
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
。
こ
れ
こ
そ
が
わ
た
し
の
研
究
に

お
け
る
目
標
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
と
い
う
植
民
権
力
は
、
本
国
の
行
政
府
お
よ
び
議
会
、
さ
ら
に
は
市
民

社
会
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
近
代
的
な
植
民
統
治
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
本
国
社
会

と
植
民
地
の
間
に
お
け
る
相
互
作
用
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
問
題

意
識
を
含
み
こ
む
歴
史
学
の
方
法
論
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
「
帝
国
史
」
で
は
な
か
ろ
う
か
？
冒
頭
に
お
い

て
、
わ
た
し
の
研
究
テ
ー
マ
が
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
社
会
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
に
足
し
に
な
り
う

る
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

要
領
を
え
な
い
文
章
で
遠
回
り
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
研
究
は
韓
国
と
日
本
に
お
け
る
歴
史
や
社
会

を
、
僅
か
で
は
あ
る
が
「
普
遍
主
義
」
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
、
わ
た
し
は
内
心
期
待
し

て
い
た
。
そ
れ
が
左
翼
で
あ
ろ
う
が
右
翼
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
に
お
け
る
韓
国
と
日
本
の
歴
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史
研
究
は
、
特
殊
性
を
強
調
す
る
一
国
史
的
な
偏
向
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
失
敗
し
て
き
た
。
植
民
地

に
介
さ
れ
複
雑
に
絡
ま
っ
て
い
る
韓
国
と
日
本
の
歴
史
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
偏
屈
な
特
殊
主
義
の
視
座
か
ら
脱

皮
し
、
新
た
な
「
普
遍
の
世
界
」
に
赴
く
べ
き
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
日
文
研
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を

遂
行
す
る
使
命
を
帯
び
て
い
る
研
究
機
関
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
既
往
の
研
究
に
お
い
て
そ
れ
が
で
き

な
か
っ
た
の
な
ら
、
果
敢
に
既
往
の
枠
組
み
を
脱
ぎ
捨
て
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
た
。

Ⅱあ
ま
り
に
も
自
由
で
余
裕
の
あ
る
生
活
が
楽
し
め
た
日
文
研
で
の
一
年
間
の
滞
留
は
、
わ
た
し
に
は
恩
恵
深

い
「
恵
み
の
時
間
」
と
な
っ
た
。
研
究
所
は
外
国
人
研
究
者
た
ち
に
も
快
適
な
住
居
の
空
間
や
広
く
て
静
か
な

る
研
究
室
、
そ
し
て
多
く
の
蔵
書
を
保
有
す
る
図
書
館
の
利
用
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
与
え
ら
れ
た
環
境
に
相

応
し
い
水
準
の
高
い
研
究
を
遂
行
し
た
と
は
「
決
し
て
」
い
え
な
い
が
、
こ
の
恵
ま
れ
た
時
空
間
で
す
ご
し
た

経
験
が
未
来
の
わ
た
し
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
で
も
な
お
少
し
の
疑
念

す
ら
感
じ
て
い
な
い
。

と
り
わ
け
、
わ
た
し
に
鮮
や
か
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
三
人
の
研
究
者
と
の
特
別
な
出
会
い
で

あ
る
。
一
人
は
日
文
研
で
、
も
う
一
人
は
京
都
の
市
内
で
、
そ
し
て
最
後
の
一
人
は
日
文
研
の
図
書
館
で
「
本

を
つ
う
じ
て
」
出
会
っ
た
。
ま
ず
一
人
目
は
、
日
本
宗
教
学
を
専
門
と
す
る
日
文
研
の
准
教
授
、
磯
前
順
一
で

あ
る
。
わ
た
し
は
折
よ
く
立
命
館
大
学
で
行
わ
れ
て
い
た
磯
前
先
生
の
大
学
院
授
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
そ
こ
で
多
く
の
も
の
を
学
び
、
ま
た
共
振
し
あ
う
こ
と
が
で
き
た
。
二
人
目
は
、
立
命
館
大
学
の
名
誉

教
授
で
あ
る
西
川
長
夫
だ
。
西
川
先
生
の
「
国
民
国
家
論
」
に
関
す
る
著
作
は
す
で
に
韓
国
で
も
広
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
日
本
滞
留
中
に
か
れ
の
理
論
を
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
後
に
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図
書
館
で
出
会
っ
た
人
は
、
沖
縄
に
滞
留
し
つ
つ
平
和
運
動
を
行
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
、
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ

スD
uglas Lum

m
is

で
あ
る
。
か
れ
の
本
を
と
お
し
て
日
本
の
「
戦
争
と
平
和
」
に
つ
い
て
、
も
っ
と
多
く

の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
三
人
は
、
日
本
の
歴
史
と
社
会
を
特
殊
た
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
よ
う

と
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
韓
国
の
植
民
地
経
験
に
つ
い
て
も
決
し
て
開
か
れ
た
姿
勢
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
か
れ
ら
と
の
出
会
い
は
、
わ
た
し
の
日
文
研
に
対
す
る
記
憶
を
い
つ
ま
で
も
輝
か
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ

う
。他

方
で
日
本
で
の
経
験
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
れ
て
、
日
文
研
に
対
す
る
わ
た
し
の
印
象
に
は
、

あ
る
か
す
か
な
影
が
落
と
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
影
は
恵
み
の
時
空
間
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
た

幸
せ
な
交
流
が
投
げ
か
け
る
強
烈
さ
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
。
わ
た

し
に
と
っ
て
日
文
研
は
次
第
に
、
俗
な
る
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
俗
世
と
か
け
離
れ
た
」
世
界
と
し
て
見
え
始
め

た
の
だ
。
都
心
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
の
中
腹
に
「
寺
院
の
ご
と
き
」
ひ
っ
そ
り
と
位
置
し
て
い
る
空
間
的
な
環

境
を
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
文
研
が
進
め
て
い
る
「
深
奥
な
」
人
文
学
研
究
に
対
す
る
印
象
を
い
わ

ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
日
文
研
で
は
哲
学
・
文
学
・
美
学
・
文
明
交
流
史
・
生
態
学
・
医
学
史
・
経
済
史
・
社

会
史
・
音
楽
史
・
宗
教
史
等
々
の
分
野
に
お
い
て
深
い
理
解
を
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一

見
す
る
と
、
怪
異
で
秘
密
め
い
た
日
本
の
伝
統
文
化
を
対
象
と
し
て
い
る
研
究
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
日
本
特
有
の
奇
異
な
る
世
界
、
特
殊
性
の
世
界
の
み
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
拭

い
去
り
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
日
も
早
く
「
俗
世
」、
い
い
換
え
れ
ば
「
普
遍
性
の
世
界
」
に
戻
っ
て
く
る

こ
と
を
た
だ
願
う
の
み
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
日
文
研
に
対
す
る
自
分
の
印
象
が
間
違
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
ろ

う
と
、
こ
れ
か
ら
私
が
思
い
直
す
よ
う
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
わ
た
し
は
「
植
民
地
認
識
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
韓
国
近
代
史
の
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研
究
を
一
国
的
で
民
族
主
義
的
な
眼
差
し
か
ら
脱
却
さ
せ
る
こ
と
に
尽
力
し
て
き
た
。
韓
国
に
お
け
る
植
民
地

時
期
に
関
す
る
認
識
の
基
本
的
な
枠
が
「
民
族
主
義
」
や
「
近
代
化
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
も
と
づ
い
て
い

る
点
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
概
念
で
は
と
ら
え
損
な
っ
て
し
ま
う
認
識
論
的
な
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
支
配
と
抵
抗
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
で
は
把
握
さ

れ
え
な
い
植
民
地
認
識
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
抵
抗
と
協
力
が
交
錯
す
る
地
点
」、
も
し
く
は

「
動
揺
す
る
地
点
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

植
民
地
被
支
配
者
の
日
常
が
「
動
揺
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
支
配
す
る
者
の
態
度
や

心
理
は
果
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
抵
抗
と
協
力
の
間
で
動
揺
す
る
被
支
配
者
た
ち
は
、
支

配
す
る
者
た
ち
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
わ
た
し
は
日
本
の
人
文
学
、
そ
し
て
近
代
史
研
究
と
は
、
ま
さ
に
か
よ
う

な
問
題
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
俗
世
か
ら
離
れ
た
」
日
文
研
、
ま
た
日

本
の
人
文
学
で
は
、
そ
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ京
都
や
奈
良
、
そ
れ
か
ら
大
阪
と
神
戸
を
周
辺
に
も
つ
日
文
研
で
の
生
活
は
、
わ
た
し
を
し
て
旅
行
に
対
す

る
期
待
感
を
呼
び
起
こ
さ
せ
た
。
片
手
間
に
、
ま
た
は
韓
国
か
ら
訪
問
客
が
く
る
度
に
、
わ
た
し
は
京
都
周
辺

の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
旅
行
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
京
都
と
奈
良
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
に
お
け

る
古
蹟
や
遺
跡
は
、
ま
る
で
「
空
の
星
」
の
ご
と
く
多
か
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
「
空
の
星
を
数
え
る
こ
と
は

決
し
て
で
き
な
い
」
と
い
う
挫
折
感
を
早
々
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
京
都
で
感
じ
た
こ
の
「
楽
し
い
挫
折
感
」
の
た
め
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
は
一
方
で
日
文
研
に
滞

留
す
る
期
間
中
に
日
本
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
特
定
の
地
域
を
旅
行
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
。
そ
れ
に
は
二
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つ
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
が
、
旧
藩
閥
の
本
拠
地
と
原
子
爆
弾
の
被
爆
地
を
訪
れ
て
み
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ

た
。
こ
の
計
画
は
、
日
本
近
代
化
の
「
始
ま
り
と
終
わ
り
」
へ
の
好
奇
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新

の
主
役
と
な
っ
た
二
つ
の
藩
閥
、
す
な
わ
ち
長
州
藩
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
萩
、
薩
摩
藩
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
鹿

児
島
、
そ
し
て
二
つ
の
被
爆
地
、
す
な
わ
ち
広
島
と
長
崎
を
、
わ
た
し
の
長
距
離
旅
行
計
画
の
目
標
に
し
た
の

で
あ
る
。
わ
た
し
は
日
本
に
滞
留
し
て
い
た
一
年
の
間
、
萩
や
広
島
、
そ
し
て
長
崎
を
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
な
お
、
帰
国
し
た
翌
年
（
二
〇
一
一
年
）
の
一
月
に
鹿
児
島
の
遺
跡
を
踏
査
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
計

画
を
達
成
し
た
。

今
は
閑
寂
な
田
舎
に
な
っ
て
い
る
萩
と
鹿
児
島
か
ら
は
、
な
る
ほ
ど
明
治
維
新
を
主
導
し
た
旧
武
士
た
ち
の

壮
大
な
る
気
運
を
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
い
ま
だ
に
感
じ
と
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
だ
が
、

ど
こ
に
お
い
て
も
、
か
れ
ら
が
導
い
た
「
暴
走
機
関
車
」、
と
り
も
な
お
さ
ず
疾
風
怒
濤
の
近
代
化
が
招
来
し

た
戦
争
と
植
民
地
支
配
に
対
す
る
反
省
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
惜
し
さ
は
、
広
島
や

長
崎
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
被
爆
の
経
験
が
侵
略
戦
争
に
対
す
る
反
省
や
責
任
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
は
な
く
、
そ
の
莫
大
な
る
犠
牲
が
原
爆
へ
の
根
源
的
な
反
対
と
し
て
結
ば
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
単
な
る

お
ぼ
ろ
げ
な
「
哀
悼
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
だ
け
は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
方
向
を
見
失
っ
た
無
責
任
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
の
秋
、
韓
国
で
日
本
の
平
和
憲
法
を
守
る
会
、
い
わ
ば
「
韓
国
九
条
会
」
が
創
立
さ
れ
た
。

「
韓
国
九
条
会
創
立
準
備
大
会
」
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
「
日
本
の
平
和
憲
法
を
守
る
こ
と
の
意
味
」
と
い
う

題
で
基
調
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
大
体
つ
ぎ
の
三
つ
の
主
張
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
の

平
和
憲
法
に
は
、
日
本
の
侵
略
と
植
民
支
配
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
諸
々
の

国
家
の
平
和
へ
の
念
願
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
平
和
憲
法
は
東
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
世
界
の
平
和
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を
希
求
す
る
民
衆
た
ち
の
念
願
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
平
和
の
た
め
の
権
利
章
典
で
あ
り
国
家
間
の
契
約
で
あ

る
の
だ
。
二
つ
目
に
、
国
家
の
対
外
暴
力
を
禁
ず
る
日
本
の
平
和
憲
法
は
近
代
国
民
国
家
の
権
能
を
否
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
近
代
を
乗
り
越
え
た
脱
近
代
的
な
憲
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
最
後
に
は
、
平
和
憲

法
を
守
る
運
動
は
、
平
和
を
根
本
的
な
価
値
と
し
て
み
な
す
東
ア
ジ
ア
市
民
社
会
の
形
成
を
つ
う
じ
て
、「
平

和
の
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
を
構
想
す
る
東
ア
ジ
ア
連
帯
運
動
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
わ
た
し
に
と
っ
て
日
本
の
平
和
憲
法
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
戦
争
責
任
と
植
民
地
支

配
の
責
任
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
自
国
の
平
和
や
世
界
の
平
和
を
鼓
吹
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

よ
っ
て
上
記
の
四
つ
の
場
所
を
見
回
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
日
本
平
和
憲
法
の
起
源
を
探
る
こ
と
と

な
っ
た
。
日
本
の
特
殊
性
を
探
し
だ
す
の
で
は
な
く
、
日
本
が
世
界
に
寄
与
し
う
る
普
遍
性
の
手
が
か
り
を
模

索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
萩
と
鹿
児
島
、
広
島
と
長
崎
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
日
本
が
普
遍
主
義
の
世

界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
た
め
の
大
き
な
扉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

鹿
児
島
を
訪
問
し
て
か
ら
ま
も
な
く
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
日
本
で
起
こ
っ
た
事
件
は
、
全
世
界
人
を

驚
愕
さ
せ
た
。
物
々
し
い
規
模
の
津
波
は
大
自
然
の
む
ら
気
だ
と
し
て
も
、
福
島
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の

爆
発
事
故
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
？
前
代
未
聞
の
原
子
爆
弾
の
被
爆
に
よ
る
大
き
な
傷
を
受
け
た

日
本
で
、
な
ぜ
再
び
こ
の
よ
う
な
事
故
が
起
こ
っ
た
の
か
？
「
軍
事
的
な
核
」
で
は
な
い
「
平
和
的
な
核
」
な

ら
大
丈
夫
だ
と
い
う
思
考
自
体
に
、
深
刻
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

「『
日
本
人
の
犠
牲
』
は
『
軍
事
的
な
核
』
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
化
の
た
め
の
速
度
戦
に
は
『
平

和
的
な
核
』
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
エ
コ
で
コ
ス
ト
も
安
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
ろ
う
」。

こ
の
よ
う
な
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
安
易
な
る
思
考
は
、
一
体
な
に
に
由
来
す
る
も
の
な
の
だ
ろ

か
。
わ
た
し
の
考
え
は
、
次
第
に
自
分
の
広
島
と
長
崎
へ
の
旅
行
の
記
憶
に
遡
っ
て
い
っ
た
。
広
島
と
長
崎
に
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つ
い
て
の
日
本
人
た
ち
の
記
憶
は
、
本
当
に
、
自
国
民
た
ち
の
犠
牲
に
対
す
る
哀
悼
の
み
で
埋
め
あ
わ
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
犠
牲
は
侵
略
戦
争
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
侵
略
戦
争

の
背
景
に
は
暴
走
す
る
日
本
の
近
代
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人
た
ち
の

被
爆
が
自
国
中
心
の
安
易
な
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
国
民
た
ち
の
犠
牲
に
対
す
る
反

省
は
「
平
和
的
な
核
」
の
利
用
と
い
う
よ
う
な
暴
走
す
る
近
代
化
を
肯
定
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
に
関
す
る
省
察

へ
と
開
か
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
！

二
〇
一
二
年
、
韓
国
で
は
「
脱
核
運
動
」
を
前
面
に
掲
げ
る
み
ど
り
党
が
創
立
し
た
。
わ
た
し
も
も
ち
ろ
ん

喜
ん
で
み
ど
り
党
の
党
員
に
な
っ
た
。
だ
が
、
韓
国
の
東
南
海
岸
と
中
国
の
山
東
半
島
に
は
十
数
機
の
原
子
力

発
電
所
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
増
え
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
も
し
、
も
う
一
度
、
い
ず
れ
か

の
原
子
力
発
電
所
か
ら
事
故
が
起
き
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
全
域
に
破
局
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
も

の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
脱
核
運
動
が
一
国
的
な
次
元
を
乗
り
越
え
る
地
域
的
な
連
帯
運
動
に
な
り
、
ま
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
態
・
平
和
運
動
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ

れ
と
同
様
に
、
日
本
の
広
島
と
長
崎
は
、
同
時
に
「
全
世
界
人
の
広
島
と
長
崎
」
で
も
あ
る
の
だ
。

Ⅳガ
ラ
パ
ゴ
スG

alápagos

を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
南
ア
メ
リ
カ
の
東
太
平
洋
に
あ
る
エ
ク
ア
ド
ル
領

の
諸
島
と
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
島
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
で
は
、「
ジ
ャ
ラ
パ
ゴ
スJalapagos
」
は
？
こ
れ
は
ジ
ャ
パ
ン
と
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
を
掛
け
あ
わ
せ
た

造
語
と
し
て
、
日
本
が
南
米
の
離
れ
島
の
よ
う
に
自
ら
孤
立
し
て
、
世
界
の
流
れ
か
ら
背
け
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
用
語
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
日
本
の
政
治
は
逆
走
す
る
自
動
車
の
ご
と
き
後
退
り
し
て
い
る
よ
う
で
、
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経
済
も
ま
た
バ
ブ
ル
の
崩
壊
以
来
、
生
気
を
と
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ず
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
沈
滞
を
く
り
か

え
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
日
本
の
孤
立
主
義
と
閉
鎖
主
義
か
ら
由
来
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
あ
る
程

度
の
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
さ
り
と
て
、
こ
れ
か
ら
も
相
変
わ
ら
ず
日
本
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
日
本
だ
け

の
閉
鎖
的
な
世
界
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

東
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
で
は
、
日
本
政
治
の
右
傾
化
に
対
す
る
危
機
感
が
高
い
。
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
日
本
政
治

の
右
傾
化
が
巻
き
起
こ
す
か
も
知
れ
な
い
東
ア
ジ
ア
で
の
政
治
的
葛
藤
を
警
戒
し
て
い
る
。
日
本
の
経
済
的
沈

滞
は
構
造
的
危
機
と
し
て
転
換
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
周
辺
国
の
経
済
に
も
危
機

感
を
高
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
政
治
経
済
的
な
危
機
の
状
況
は
、
た
だ
一
国
的
な
危
機
に
止
ま
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
。
普
遍
主
義
的
な
立
場
に
も
と
づ
い
た
東
ア
ジ
ア
の
地
域
的
な
協
力
が
、
も
っ
と
深
か
め
ら

れ
て
い
く
べ
き
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

同
様
に
、
日
本
平
和
憲
法
の
起
源
を
探
る
こ
と
は
、
日
本
が
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
つ
つ
普
遍
主
義
の
世
界

に
進
ん
で
い
く
道
で
も
あ
る
。
日
文
研
に
お
け
る
日
本
文
化
の
研
究
は
、
か
か
る
方
式
を
も
っ
て
日
本
の
普
遍

性
を
見
出
し
、
日
本
が
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
寄
与
で
き
る
道
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

努
力
こ
そ
が
、
日
本
が
「
ジ
ャ
ラ
パ
ゴ
ス
」
に
な
ら
な
い
道
、
そ
し
て
「
孤
立
し
た
楽
園
」
へ
の
転
落
を
防
ぐ

堂
々
た
る
道
で
も
あ
る
は
ず
だ
。

（
漢
陽
大
学
教
授
／
元
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）


