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　ト
ッ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
氏
の
﹃
ソ
ウ
ル
を
同
化
す
る
︱
︱
日
本
の
支
配
と
植

民
地
朝
鮮
に
お
け
る
公
共
空
間
の
政
治
学

　一
九
一
〇
～
一
九
四
五
年
﹄
は
︑

日
本
統
治
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
首
都
と
さ
れ
た
京
城
︱
︱
朝
鮮
王
朝
期
の

漢ハ
ン
ソ
ン城

︱
︱
に
お
い
て
︑
朝
鮮
総
督
府
が
都
市
公
共
空
間
へ
の
介
入
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
同
化
政
策
を
進
め
よ
う
と
し
た
か
︑
そ
れ
に
伴
い
総
督
府
当
局

や
現
地
朝
鮮
人
︑
在
留
日
本
人
ら
の
間
に
ど
の
よ
う
な
競
合
や
反
発
︑
協
調

が
生
じ
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
章
ご
と
に
内
容
を
見

て
い
こ
う
︒

　序
章
﹁
同
化
と
空
間
︱
︱
日
本
に
よ
る
統
治
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
向

け
て
﹂
で
は
︑
植
民
地
都
市
・
京
城
を
分
析
す
る
視
角
が
示
さ
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
都
市
を
植
民
地
権
力
と
住
民
の
﹁
せ
め
ぎ
合
い
の
場
﹂
と
捉
え
︑
大

通
り
︑
神
社
︑
王
宮
な
ど
の
公
共
空
間
の
分
析
を
通
じ
て
︑
支
配
︱
被
支
配

の
多
層
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑

植
民
地
権
力
の
一
方
的
貫
徹
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
植
民
地
権
力
と

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
競
合
に
着
目
す
る
こ
と
で
同
化
政
策
の
限
界
の
実

態
を
考
察
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

　第
一
章
﹁
京
城
を
建
設
す
る
︱
︱
不
均
衡
な
植
民
地
の
首
都
﹂
で
は
︑
ま

ず
︑
朝
鮮
王
朝
時
代
の
漢
城
を
植
民
地
都
市
・
京
城
に
変
え
よ
う
と
す
る
総

督
府
の
政
策
と
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
ア
ク
タ
ー
の
反
応
を
検
討
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
都
市
空
間
へ
の
植
民
地
権
力
の
介
入
を
︑
漢
城
か
ら
京
城
へ
の
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義
兵
運
動
が
盛
り
上
が
り
︑
ま
た
︑
博
覧
会
の
娯
楽
的
な
雰
囲
気
が
文
明
化

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
わ
ら
せ
に
く
く
し
た
︒
韓
国
併
合
後
︑
旧
朝
鮮
王
朝
の

王
宮
は
公
的
行
事
の
場
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
中
で
︑

一
九
一
五
年
︑
景
福
宮
で
施
政
五
年
記
念
朝
鮮
物
産
共
進
会
が
開
催
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
遅
れ
た
朝
鮮
と
近
代
的
な
日
本
が
対
比
さ
れ
た
が
︑
経
済
的
収
奪

の
も
た
ら
す
植
民
地
社
会
内
の
差
別
構
造
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
近

代
的
産
業
化
の
意
義
を
教
え
こ
む
と
い
う
教
育
的
意
図
も
朝
鮮
人
に
徹
底
し

た
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
こ
と
を
︑
朝
鮮
人
の
地
域
エ
リ
ー
ト
（
い
わ
ゆ
る

﹁
有
志
﹂）
参
加
者
や
普
通
学
校
生
徒
の
反
応
か
ら
読
み
と
る
︒

　つ
い
で
一
九
二
九
年
の
施
政
二
十
周
年
記
念
朝
鮮
博
覧
会
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
︒
博
覧
会
の
展
示
は
︑
参
観
者
を
や
は
り
近
代
化
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
取

り
込
も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
︑
多
く
の
問
題
点
も
伏
在
し
て
い
た
︒
厳

し
い
予
算
状
況
を
背
景
に
︑
地
方
農
民
に
強
制
的
に
博
覧
会
を
観
覧
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
状
況
も
見
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
人
知
識
人
は
博
覧
会

が
民
衆
に
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
批
判
し
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
︑
朝
鮮

に
日
本
人
の
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
の
行
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

や
︑
博
覧
会
に
伴
っ
て
景
福
宮
を
破
壊
し
た
こ
と
に
も
非
難
を
浴
び
せ
た
︒

　第
四
章
﹁
公
衆
道
徳
の
同
化
︱
︱
京
城
一
円
の
衛
生
﹂
は
︑
京
城
在
住
朝

鮮
人
に
対
す
る
衛
生
観
念
の
扶
植
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
す
る
︒
韓
国
併

合
以
前
は
︑
在
朝
日
本
人
が
衛
生
組
合
を
つ
く
り
︑
他
方
︑
漢
城
在
住
朝
鮮

人
も
漢
城
衛
生
組
合
（
一
九
〇
七
年
結
成
）
を
組
織
し
た
︒
植
民
地
初
期
の

﹁
武
断
政
治
﹂
期
に
お
い
て
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
に
自
律
的
に
衛
生
を
管
理

す
る
主
体
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
︒
し
か
し
︑
下
層
の
朝
鮮
人
︑
特
に
女
性

が
衛
生
観
念
を
内
面
化
で
き
な
い
状
況
で
は
︑
い
き
お
い
衛
生
施
策
は
官
主

導
の
軍
隊
式
の
も
の
と
な
っ
た
︒

　一
九
二
〇
年
代
の
﹁
文
化
政
治
﹂
期
に
入
る
と
︑
植
民
地
権
力
と
民
族
主

義
者
の
衛
生
を
め
ぐ
る
言
説
の
﹁
同
床
異
夢
﹂
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
両
者
と
も
朝
鮮
人
民
衆
に
基
礎
的
な
衛
生
知
識
を
植
え
つ
け
よ
う

と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
の
非
衛

生
的
な
生
活
の
原
因
を
朝
鮮
民
族
の
先
天
的
劣
等
性
に
求
め
た
の
に
対
し
て
︑

民
族
主
義
者
は
︑
そ
の
よ
う
な
〝
不
潔
な
民
族
〟
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

を
排
し
た
︒
む
し
ろ
朝
鮮
人
の
生
活
条
件
を
問
題
視
し
た
民
族
主
義
者
は
︑

在
留
日
本
人
優
先
の
都
市
整
備
や
朝
鮮
人
に
対
す
る
医
療
教
育
・
医
療
施
設

の
不
備
と
い
っ
た
民
族
差
別
に
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
朝
鮮
人

の
地
域
エ
リ
ー
ト
や
京
城
医
学
専
門
学
校
卒
業
生
ら
の
衛
生
思
想
普
及
活
動

も
︑
民
族
問
題
を
意
識
し
て
い
た
︒

　第
五
章
﹁
皇
国
臣
民
化
︱
︱
崩
壊
す
る
戦
時
都
市
空
間
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る

皇
民
化
政
策
が
進
展
し
た
日
中
戦
争
期
以
降
の
京
城
の
都
市
空
間
を
扱
う
︒

一
九
四
〇
年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
を
記
念
す
る
諸
行
事
は
︑
朝
鮮
人
に
帝
国

の
一
員
と
し
て
の
意
識
を
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
︒
同
年
の
始
政
三
十
周
年

記
念
朝
鮮
大
博
覧
会
で
は
﹁
内
鮮
一
体
﹂
や
戦
時
下
の
時
局
認
識
を
扶
植
し

よ
う
と
す
る
展
示
が
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
伊
勢
神
宮
か
ら
朝
鮮
神
宮
へ
の
奉

192

名
称
変
更
︑
お
よ
び
京
城
内
の
諸
王
宮
が
公
園
・
美
術
館
・
ホ
テ
ル
な
ど
に

変
え
ら
れ
﹁
非
聖
地
化
﹂
さ
れ
た
こ
と
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

総
督
府
が
重
視
し
た
南
北
を
縦
貫
す
る
大
通
り
（
太
平
路
）
の
整
備
に
は
︑

北
部
の
朝
鮮
人
集
住
地
域
と
南
部
の
日
本
人
居
留
地
域
を
結
び
つ
け
る
こ
と

で
﹁
同
化
﹂
を
促
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑

こ
う
し
た
総
督
府
の
意
図
が
貫
徹
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
朝
鮮
人
集
住
地
域

に
お
け
る
毛
細
血
管
的
な
道
路
は
前
近
代
と
変
わ
ら
ず
保
た
れ
て
い
た
し
︑

南
部
で
は
地
名
が
洞
か
ら
町
へ
と
日
本
式
に
変
え
ら
れ
た
も
の
の
︑
北
部
で

は
洞
の
名
称
の
ま
ま
だ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
点
に
著
者
は
︑
植
民
地
権
力
の

統
治
力
の
限
界
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒

　﹁文
化
政
治
﹂
期
に
つ
い
て
は
︑
京
城
都
市
計
画
研
究
会
（
一
九
二
一
年
設

置
）
で
の
議
論
に
着
目
し
て
い
る
︒
同
調
査
会
の
報
告
書
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
ふ
さ
わ
し
い
近
代
的
都
市
化
・
道
路
網
構
築
を
目
指
す
も

の
で
︑
太
平
路
沿
い
に
は
京
城
駅
・
京
城
府
庁
舎
・
総
督
府
庁
舎
と
い
っ
た

日
本
の
近
代
性
を
誇
示
す
る
建
築
群
が
現
れ
た
︒
し
か
し
︑
財
源
の
制
約
の

た
め
都
市
計
画
は
一
部
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
し
︑
市
区
改
正
や
受
益
税
創

設
構
想
な
ど
へ
の
貧
困
層
朝
鮮
人
の
非
協
力
に
都
市
計
画
担
当
者
は
絶
え
ず

直
面
し
て
い
た
︒

　第
二
章
﹁
精
神
的
同
化
︱
︱
南
山
の
神
社
と
そ
の
祭
り
﹂
は
︑
南
山
に
建

立
さ
れ
た
京
城
神
社
と
朝
鮮
神
宮
を
取
り
上
げ
る
︒
京
城
在
住
日
本
人
の
氏

神
と
さ
れ
た
前
者
と
朝
鮮
総
督
府
の
同
化
政
策
の
担
い
手
と
さ
れ
た
後
者
が
︑

競
合
関
係
か
ら
朝
鮮
人
の
同
化
を
目
指
し
て
提
携
す
る
関
係
に
変
わ
っ
て
い

く
様
相
を
描
く
︒
植
民
地
期
初
期
︑
総
督
府
は
京
城
神
社
を
朝
鮮
人
も
含
め

た
住
民
の
信
仰
対
象
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
の
︑
在
留
日
本
人
の
氏

子
か
ら
反
発
を
買
っ
た
︒
多
く
の
朝
鮮
人
住
民
に
と
っ
て
も
神
社
は
例
祭
で

し
か
縁
の
な
い
存
在
で
あ
る
う
え
︑
祈
願
と
遊
び
の
混
交
し
た
祭
り
は
日
本

人
の
精
神
性
を
朝
鮮
人
に
示
し
た
い
と
い
う
総
督
府
の
願
望
と
も
ず
れ
て
い

た
︒
総
督
府
は
︑
京
城
神
社
を
通
じ
て
在
留
日
本
人
と
朝
鮮
人
住
民
の
結
び

つ
き
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
が
︑
日
本
人
で
も
下
層
労
働
者
は
例
大
祭
に
参

加
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
氏
子
と
し
て
の
支
出

は
負
担
だ
っ
た
︒

　こ
う
し
た
状
況
は
一
九
二
五
年
の
朝
鮮
神
宮
の
創
建
で
新
た
な
局
面
に
入

る
︒
京
城
神
社
と
朝
鮮
神
宮
は
摩
擦
を
伴
い
つ
つ
も
︑
朝
鮮
神
宮
が
神
社
式

典
へ
の
朝
鮮
人
の
強
制
参
加
を
求
め
︑
京
城
神
社
は
み
こ
し
行
列
を
北
部
の

朝
鮮
人
集
住
地
域
に
も
乗
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
︑
相
互
補
完
的
に
同

化
政
策
の
担
い
手
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
同

化
政
策
と
は
︑
朝
鮮
人
を
従
属
的
位
置
に
置
き
つ
つ
神
社
共
同
体
へ
取
り
込

も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
︒

　第
三
章
﹁
物
質
的
同
化
︱
︱
景
福
宮
敷
地
に
お
け
る
植
民
地
博
覧
会
﹂
は
︑

植
民
地
博
覧
会
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
統
監
府
期
の
一
九
〇
七
年
に
開
か

れ
た
京
城
博
覧
会
は
文
明
化
の
恩
恵
を
示
す
こ
と
で
日
本
の
統
治
の
正
当
化

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
じ
時
期
に
は
朝
鮮
人
の
抗
日
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義
兵
運
動
が
盛
り
上
が
り
︑
ま
た
︑
博
覧
会
の
娯
楽
的
な
雰
囲
気
が
文
明
化

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
わ
ら
せ
に
く
く
し
た
︒
韓
国
併
合
後
︑
旧
朝
鮮
王
朝
の

王
宮
は
公
的
行
事
の
場
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
中
で
︑

一
九
一
五
年
︑
景
福
宮
で
施
政
五
年
記
念
朝
鮮
物
産
共
進
会
が
開
催
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
は
遅
れ
た
朝
鮮
と
近
代
的
な
日
本
が
対
比
さ
れ
た
が
︑
経
済
的
収
奪

の
も
た
ら
す
植
民
地
社
会
内
の
差
別
構
造
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
近

代
的
産
業
化
の
意
義
を
教
え
こ
む
と
い
う
教
育
的
意
図
も
朝
鮮
人
に
徹
底
し

た
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
こ
と
を
︑
朝
鮮
人
の
地
域
エ
リ
ー
ト
（
い
わ
ゆ
る

﹁
有
志
﹂）
参
加
者
や
普
通
学
校
生
徒
の
反
応
か
ら
読
み
と
る
︒

　つ
い
で
一
九
二
九
年
の
施
政
二
十
周
年
記
念
朝
鮮
博
覧
会
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
︒
博
覧
会
の
展
示
は
︑
参
観
者
を
や
は
り
近
代
化
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
取

り
込
も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
︑
多
く
の
問
題
点
も
伏
在
し
て
い
た
︒
厳

し
い
予
算
状
況
を
背
景
に
︑
地
方
農
民
に
強
制
的
に
博
覧
会
を
観
覧
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
状
況
も
見
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
人
知
識
人
は
博
覧
会

が
民
衆
に
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
批
判
し
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
︑
朝
鮮

に
日
本
人
の
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
の
行
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

や
︑
博
覧
会
に
伴
っ
て
景
福
宮
を
破
壊
し
た
こ
と
に
も
非
難
を
浴
び
せ
た
︒

　第
四
章
﹁
公
衆
道
徳
の
同
化
︱
︱
京
城
一
円
の
衛
生
﹂
は
︑
京
城
在
住
朝

鮮
人
に
対
す
る
衛
生
観
念
の
扶
植
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
す
る
︒
韓
国
併

合
以
前
は
︑
在
朝
日
本
人
が
衛
生
組
合
を
つ
く
り
︑
他
方
︑
漢
城
在
住
朝
鮮

人
も
漢
城
衛
生
組
合
（
一
九
〇
七
年
結
成
）
を
組
織
し
た
︒
植
民
地
初
期
の

﹁
武
断
政
治
﹂
期
に
お
い
て
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
に
自
律
的
に
衛
生
を
管
理

す
る
主
体
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
︒
し
か
し
︑
下
層
の
朝
鮮
人
︑
特
に
女
性

が
衛
生
観
念
を
内
面
化
で
き
な
い
状
況
で
は
︑
い
き
お
い
衛
生
施
策
は
官
主

導
の
軍
隊
式
の
も
の
と
な
っ
た
︒

　一
九
二
〇
年
代
の
﹁
文
化
政
治
﹂
期
に
入
る
と
︑
植
民
地
権
力
と
民
族
主

義
者
の
衛
生
を
め
ぐ
る
言
説
の
﹁
同
床
異
夢
﹂
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒
両
者
と
も
朝
鮮
人
民
衆
に
基
礎
的
な
衛
生
知
識
を
植
え
つ
け
よ
う

と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
総
督
府
は
︑
朝
鮮
人
の
非
衛

生
的
な
生
活
の
原
因
を
朝
鮮
民
族
の
先
天
的
劣
等
性
に
求
め
た
の
に
対
し
て
︑

民
族
主
義
者
は
︑
そ
の
よ
う
な
〝
不
潔
な
民
族
〟
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

を
排
し
た
︒
む
し
ろ
朝
鮮
人
の
生
活
条
件
を
問
題
視
し
た
民
族
主
義
者
は
︑

在
留
日
本
人
優
先
の
都
市
整
備
や
朝
鮮
人
に
対
す
る
医
療
教
育
・
医
療
施
設

の
不
備
と
い
っ
た
民
族
差
別
に
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
朝
鮮
人

の
地
域
エ
リ
ー
ト
や
京
城
医
学
専
門
学
校
卒
業
生
ら
の
衛
生
思
想
普
及
活
動

も
︑
民
族
問
題
を
意
識
し
て
い
た
︒

　第
五
章
﹁
皇
国
臣
民
化
︱
︱
崩
壊
す
る
戦
時
都
市
空
間
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る

皇
民
化
政
策
が
進
展
し
た
日
中
戦
争
期
以
降
の
京
城
の
都
市
空
間
を
扱
う
︒

一
九
四
〇
年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
を
記
念
す
る
諸
行
事
は
︑
朝
鮮
人
に
帝
国

の
一
員
と
し
て
の
意
識
を
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
︒
同
年
の
始
政
三
十
周
年

記
念
朝
鮮
大
博
覧
会
で
は
﹁
内
鮮
一
体
﹂
や
戦
時
下
の
時
局
認
識
を
扶
植
し

よ
う
と
す
る
展
示
が
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
伊
勢
神
宮
か
ら
朝
鮮
神
宮
へ
の
奉
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　第
一
に
︑
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
多
様
な
声
を
す
く
い
上
げ
る
の
に
成
功
し

て
い
る
の
に
反
し
て
︑
植
民
地
権
力
︱
朝
鮮
総
督
府
側
に
つ
い
て
は
︑
多
く

は
官
僚
（officials

）︑
計
画
策
定
者
（planners

）
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

み
で
︑
京
城
の
都
市
政
策
に
同
化
政
策
的
な
意
図
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
た

人
々
の
顔
が
見
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
具
体
的
な
政
策
担
当
者
の
思
想
や
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
︒
さ
ら
に
そ
う
し
た
政
策
担
当

者
が
朝
鮮
人
側
の
多
声
的
な
反
応
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑

対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
施
策
と
し
て
具
体
化
し

た
か
︑
と
い
っ
た
政
策
史
的
な
観
点
も
︑
本
書
に
は
乏
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
結

局
の
と
こ
ろ
︑
朝
鮮
人
と
日
本
人
支
配
者
の
間
の
亀
裂
が
︑
実
際
の
同
化
政

策
・
支
配
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
見
え
て
こ
な
い
︒

　た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
利
害
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
が
は
た
し
て
京
城
の
都
市
計
画
に
対
す
る
根
本
的
制
約
要
因
と

し
て
作
用
し
た
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
計
画
を

拘
束
し
た
の
は
予
算
の
不
足
で
あ
り
︑
そ
の
不
十
分
な
予
算
の
枠
内
で
諸
ア

ク
タ
ー
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
し
た
た
め
に
相
互
の
利
害
が
摩
擦
を
起
こ
し

た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑
著
者
の
関
心
は
︑
予
算
の
獲
得
に

向
け
て
政
策
担
当
者
が
総
督
府
内
で
︑
あ
る
い
は
本
国
政
府
と
の
間
で
ど
の

よ
う
な
政
治
的
折
衝
を
展
開
し
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
全
く
置
か
れ
て
い

な
い
︒
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
京
城
の
衛
生
施
設
の
整
備
を
め
ぐ
る
考

察
も
同
様
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
い
る
︒
政
策
決
定
過
程
に
対
す
る
分
析
に

踏
み
こ
ま
ず
言
説
分
析
に
徹
し
た
点
を
本
書
の
長
所
と
見
る
か
短
所
と
見
る

か
は
︑
読
者
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
︑

都
市
政
策
が
実
現
す
る
政
治
的
過
程
を
追
求
し
た
と
い
う
よ
り
は
︑
都
市
政

策
を
め
ぐ
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
言
説
と
行
動
か
ら
彼
ら
の
思
惑
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
︑
こ
う

し
た
政
治
史
と
思
想
史
の
境
界
的
な
領
域
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　第
二
に
︑
同
時
代
の
ど
の
朝
鮮
半
島
の
都
市
と
も
隔
絶
し
た
人
口
と
経
済

規
模
を
有
し
て
い
た
京
城
を
対
象
と
す
る
以
上
︑
本
書
の
提
示
し
た
議
論
が

ど
こ
ま
で
植
民
地
朝
鮮
全
体
を
射
程
に
入
れ
得
る
か
︑
考
察
し
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
地
方
の
農
村
民
衆
は
︑
わ
ず
か
に
第
三
章
で
朝
鮮
博
覧
会

の
観
覧
者
と
し
て
現
れ
る
程
度
だ
が
︑
彼
ら
の
存
在
は
植
民
地
朝
鮮
全
体
に

あ
っ
て
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
著
者
が
こ
だ
わ
り
続

け
る
植
民
地
社
会
の
中
の
﹁
亀
裂
﹂
は
︑
都
市
京
城
の
内
部
以
上
に
︑
京
城

と
他
の
都
市
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
と
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
本
書
の
内
容
紹
介
を
行
い
若
干
の
感
想
を
述
べ
た
︒
狭
義
の
都
市

研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
神
社
︑
博
覧
会
︑
あ
る
い
は
同
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

ど
幅
広
い
問
題
群
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
本
書
が
多
く
の
研
究
者
に
読
ま
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
書
評
を
終
え
た
い
︒
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典
遷
火
式
や
学
童
代
表
聖
地
参
拝
団
な
ど
も
朝
鮮
人
の
〝
赤
誠
の
証
〟
と
し

て
喧
伝
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
著
者
は
︑
当
時
の
報
道
を
丹
念
に
分
析
し
な
が

ら
疑
義
を
呈
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
京
城
神
社
や
朝
鮮
神
宮
の
鎮
座
す
る
南
山

で
の
軍
関
連
の
行
事
︑
あ
る
い
は
︑
京
城
護
国
神
社
（
一
九
四
三
年
建
立
）
を

建
て
る
た
め
の
募
金
活
動
な
ど
に
つ
い
て
︑
実
際
に
活
発
に
参
加
し
て
い
る

と
報
道
さ
れ
た
の
は
朝
鮮
人
よ
り
む
し
ろ
在
住
日
本
人
だ
っ
た
︑
と
す
る
︒

ま
た
︑
当
時
の
新
聞
報
道
は
︑
神
社
参
拝
者
数
の
増
加
を
取
り
上
げ
︑
戦
意

高
揚
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
が
︑
特
に
朝
鮮
人
の

場
合
︑
強
制
に
よ
る
団
体
参
拝
が
圧
倒
的
で
︑
現
に
神
社
関
係
者
の
日
本
人

か
ら
は
実
質
を
伴
わ
な
い
形
式
的
参
拝
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
声
も
上
が
っ
て
い
た
︒
こ
の
時
期
︑
朝
鮮
人
家
庭
に
は
︑
伊
勢
神
宮
の
大

麻
（
お
札
）
が
配
ら
れ
た
り
神
棚
の
設
置
が
奨
励
さ
れ
た
り
し
︑
朝
鮮
人
の

伝
統
的
な
祖
先
崇
拝
と
天
皇
崇
拝
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
当
局
の
動
き
が

現
れ
る
な
ど
︑
家
庭
の
﹁
神
道
化
﹂
が
進
ん
で
い
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も

形
骸
化
の
懸
念
を
神
道
関
係
者
は
抱
い
て
い
た
︒

　終
章
﹁
帝
国
の
終
焉
以
後
︱
︱
解
放
後
の
ソ
ウ
ル
の
公
共
空
間
再
構
築
﹂

は
︑
南
山
の
安
重
根
義
士
記
念
館
建
設
（
一
九
七
〇
年
）
や
旧
朝
鮮
総
督
府
庁

舎
の
解
体
（
一
九
九
五
年
）︑
景
福
宮
復
元
事
業
（
一
九
九
〇
年
～
）
な
ど
に
論

及
す
る
︒
そ
し
て
︑
都
市
公
共
空
間
の
脱
植
民
地
化
が
日
本
統
治
期
を
忘
却
・

隠
蔽
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
方
向
に
進
む
べ
き
だ
と

論
じ
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
︒

　以
下
︑
若
干
の
感
想
と
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
お
き
た
い
︒

　本
書
は
︑
こ
れ
ま
で
建
築
︑
博
覧
会
︑
神
社
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
分
野

で
個
別
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
植
民
地
都
市
・
京
城
の
研
究
を
吸
収
し
つ
つ
再

構
成
す
る
こ
と
で
︑
京
城
の
公
共
空
間
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
日
本
の

同
化
政
策
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
際
︑
多

様
な
言
説
や
図
像
︑
建
築
物
を
巧
み
に
読
み
込
み
︑
い
わ
ば
都
市
そ
の
も
の

が
同
化
政
策
を
推
進
す
る
装
置
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
に
成
功
し
て

い
る
︒

　そ
れ
と
と
も
に
︑
同
化
の
対
象
と
さ
れ
た
朝
鮮
人
が
︑
民
族
・
性
・
階
級
・

年
齢
な
ど
に
よ
っ
て
都
市
京
城
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
同
化
政
策
に
異
な
る

意
味
づ
け
を
し
て
い
た
と
し
て
い
る
点
が
︑
本
書
の
重
要
な
着
眼
点
だ
ろ
う
︒

た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
は
︑
都
市
計
画
を
め
ぐ
る
総
督
府
や
京
城
府
︑
在
留

日
本
人
住
民
︑
朝
鮮
人
住
民
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
意
見
齟
齬
を
見
出
し
︑
さ
ら

に
は
同
じ
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
中
で
も
貧
富
の
差
に
よ
る
利
害
の
違
い
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
重
層
的
な
視
角
の
結
果

と
し
て
︑
本
書
に
は
︑
実
に
多
種
多
様
な
人
々
︱
︱
神
社
を
拠
点
に
す
る
朝

鮮
人
ス
リ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
動
員
さ
れ
る
妓キ
ー
セ
ン生

︑
お
上
り
さ
ん
の
朝
鮮

人
地
域
エ
リ
ー
ト
︑
朝
鮮
博
覧
会
に
お
け
る
女
性
案
内
員
︑
等
々
︱
︱
が
登

場
す
る
︒
た
だ
︑
第
四
︑ 

五
章
で
は
そ
う
し
た
朝
鮮
民
衆
の
生
の
姿
が
後
景

に
退
い
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
が
︒

　他
方
︑
本
書
の
分
析
枠
組
み
に
は
︑
十
分
に
得
心
の
い
か
な
い
部
分
も
あ
る
︒
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　第
一
に
︑
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
多
様
な
声
を
す
く
い
上
げ
る
の
に
成
功
し

て
い
る
の
に
反
し
て
︑
植
民
地
権
力
︱
朝
鮮
総
督
府
側
に
つ
い
て
は
︑
多
く

は
官
僚
（officials
）︑
計
画
策
定
者
（planners

）
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

み
で
︑
京
城
の
都
市
政
策
に
同
化
政
策
的
な
意
図
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
た

人
々
の
顔
が
見
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
具
体
的
な
政
策
担
当
者
の
思
想
や
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
︒
さ
ら
に
そ
う
し
た
政
策
担
当

者
が
朝
鮮
人
側
の
多
声
的
な
反
応
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑

対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
施
策
と
し
て
具
体
化
し

た
か
︑
と
い
っ
た
政
策
史
的
な
観
点
も
︑
本
書
に
は
乏
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
結

局
の
と
こ
ろ
︑
朝
鮮
人
と
日
本
人
支
配
者
の
間
の
亀
裂
が
︑
実
際
の
同
化
政

策
・
支
配
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
は
見
え
て
こ
な
い
︒

　た
と
え
ば
︑
第
一
章
で
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
利
害
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
が
は
た
し
て
京
城
の
都
市
計
画
に
対
す
る
根
本
的
制
約
要
因
と

し
て
作
用
し
た
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
計
画
を

拘
束
し
た
の
は
予
算
の
不
足
で
あ
り
︑
そ
の
不
十
分
な
予
算
の
枠
内
で
諸
ア

ク
タ
ー
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
し
た
た
め
に
相
互
の
利
害
が
摩
擦
を
起
こ
し

た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑
著
者
の
関
心
は
︑
予
算
の
獲
得
に

向
け
て
政
策
担
当
者
が
総
督
府
内
で
︑
あ
る
い
は
本
国
政
府
と
の
間
で
ど
の

よ
う
な
政
治
的
折
衝
を
展
開
し
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
全
く
置
か
れ
て
い

な
い
︒
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
京
城
の
衛
生
施
設
の
整
備
を
め
ぐ
る
考

察
も
同
様
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
い
る
︒
政
策
決
定
過
程
に
対
す
る
分
析
に

踏
み
こ
ま
ず
言
説
分
析
に
徹
し
た
点
を
本
書
の
長
所
と
見
る
か
短
所
と
見
る

か
は
︑
読
者
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
︑

都
市
政
策
が
実
現
す
る
政
治
的
過
程
を
追
求
し
た
と
い
う
よ
り
は
︑
都
市
政

策
を
め
ぐ
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
言
説
と
行
動
か
ら
彼
ら
の
思
惑
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
︑
こ
う

し
た
政
治
史
と
思
想
史
の
境
界
的
な
領
域
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　第
二
に
︑
同
時
代
の
ど
の
朝
鮮
半
島
の
都
市
と
も
隔
絶
し
た
人
口
と
経
済

規
模
を
有
し
て
い
た
京
城
を
対
象
と
す
る
以
上
︑
本
書
の
提
示
し
た
議
論
が

ど
こ
ま
で
植
民
地
朝
鮮
全
体
を
射
程
に
入
れ
得
る
か
︑
考
察
し
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
地
方
の
農
村
民
衆
は
︑
わ
ず
か
に
第
三
章
で
朝
鮮
博
覧
会

の
観
覧
者
と
し
て
現
れ
る
程
度
だ
が
︑
彼
ら
の
存
在
は
植
民
地
朝
鮮
全
体
に

あ
っ
て
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
著
者
が
こ
だ
わ
り
続

け
る
植
民
地
社
会
の
中
の
﹁
亀
裂
﹂
は
︑
都
市
京
城
の
内
部
以
上
に
︑
京
城

と
他
の
都
市
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
と
の
間
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　以
上
︑
本
書
の
内
容
紹
介
を
行
い
若
干
の
感
想
を
述
べ
た
︒
狭
義
の
都
市

研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
神
社
︑
博
覧
会
︑
あ
る
い
は
同
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

ど
幅
広
い
問
題
群
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
本
書
が
多
く
の
研
究
者
に
読
ま
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
書
評
を
終
え
た
い
︒


