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一
九
九
二
年
の
新
年
を
︑
私
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
奥
地
ア
リ
ア

ン
サ
に
あ
る
弓ゆ

場ば

農
場
で
迎
え
た
︒
大
晦
日
に
は
ピ
ア
ノ
の
あ
る
集
会
場
で

小
さ
な
歌
合
戦
に
興
じ
︑
元
旦
に
は
餅
つ
き
大
会
で
賑
わ
っ
た
︒
農
場
は
日

本
力
行
会
会
員
︑
弓
場
勇
の
一
家
が
一
九
二
六
年
︑
政
府
の
資
本
で
購
入
さ

れ
た
広
大
な
未
開
地
の
一
角
を
開
墾
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
戦
前
戦
後
︑
日

本
人
に
よ
っ
て
計
画
的
に
購
入
さ
れ
た
開
拓
地
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
数
ヵ
所
あ
り
︑

当
初
は
日
本
人
組
織
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
が
︑
ど
こ
も
経
営
不
振
や

環
境
不
適
応
や
排
日
政
策
な
ど
か
ら
移
住
者
は
離
散
し
︑
当
初
の
面
影
は
な

い
︒
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
︑
も
う
す
ぐ
入
植
百
周
年
を
迎
え
る
弓
場
農
場
は
︑

か
つ
て
の
﹁
日
本
人
村
﹂
の
様
子
を
留
め
る
唯
一
の
場
所
で
あ
る
︒

　
本
書
を
読
ん
で
︑
単
に
弓
場
勇
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
開
拓
精
神
だ
け
で
︑

こ
の
村
が
開
墾
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
人
口
問
題
解
決
と
い
う
明
治
初
年
以

来
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
で
海
外
移
住
が
発
案
さ
れ
︑
力
行
会
は
そ

の
最
大
の
代
行
者
の
ひ
と
つ
で
︑
彼
は
た
ぶ
ん
最
も
忠
実
な
使
徒
だ
っ
た
こ

と
を
学
ん
だ
︒
日
本
人
移
民
は
初
め
か
ら
国
家
主
導
で
実
行
さ
れ
た
︒
十
九

世
紀
初
頭
よ
り
貿
易
商
人
の
仲
介
で
︑
版
図
外
の
下
層
労
働
者
と
し
て
世
界

各
地
に
送
ら
れ
︑
呼
び
寄
せ
ら
れ
︑
共
同
体
を
築
い
て
き
た
華
僑
の
歴
史
と

は
だ
い
ぶ
違
う
︒

　
キ
ー
ワ
ー
ド
の
﹁
マ
ル
サ
ス
的
拡
張
主
義
（
マ
ル
サ
ス
主
義
）﹂
は
こ
う
定

義
さ
れ
て
い
る
︒﹁
一
方
で
本
国
社
会
に
て
余
剰
と
指
差
さ
れ
る
人
々
を
調
整

す
る
た
め
に
海
外
の
別
の
土
地
を
要
求
し
︑
他
方
で
こ
れ
と
関
連
し
て
国
民

全
体
の
人
口
増
加
の
必
要
性
を
強
調
す
る
思
想
一
式
﹂（p. 3

）︒
国
力
は
人
口

と
比
例
す
る
と
い
う
大
前
提
の
下
︑
過
剰
な
人
口
を
外
へ
送
り
出
し
て
国
内

問
題
を
解
決
し
つ
つ
︑
国
外
に
植
民
地
を
設
置
し
て
政
治
的
影
響
下
に
置
く
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思
想
を
指
す
︒
産
業
革
命
（
資
本
主
義
）
と
不
可
分
の
イ
ギ
リ
ス
型
植
民
地
主

義
の
発
端
に
人
口
問
題
が
あ
り
︑
マ
ル
サ
ス
は
国
外
へ
の
組
織
的
な
（
軍
事

力
を
伴
う
）
移
住
で
そ
れ
を
解
決
す
る
政
策
を
正
当
化
し
た
︒
マ
ル
サ
ス
主

義
は
社
会
︑
制
度
︑
国
際
関
係
︑
知
性
の
四
つ
の
絡
み
合
っ
た
側
面
を
持
ち

（p. 11

）︑
明
治
日
本
が
植
民
地
化
さ
れ
ず
に
近
代
化
を
果
た
し
︑
文
明
社
会

に
加
わ
る
の
に
必
要
な
道
具
一
式
に
含
ま
れ
て
い
た
︒
福
沢
諭
吉
や
黒
田
清

隆
ら
開
国
時
の
政
治
的
知
識
人
に
と
っ
て
︑
文
明
開
化
と
は
マ
ル
サ
ス
主
義

を
自
力
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
︑
不
採
用
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
︒
本
書
の

表
紙
に
選
ば
れ
た
ポ
ス
タ
ー
は
︑
マ
ル
サ
ス
主
義
を
わ
ず
か
二
十
二
文
字
に

凝
縮
し
て
い
る
︒﹁
行
き
詰
れ
る
日
本
の
根
本
の
救
済
は
民
族
の
世
界
的
膨

脹
‼
﹂︒

　
こ
れ
ま
で
主
に
経
済
的
・
社
会
的
な
理
由
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
海
外
移

住
を
人
口
論
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
は
独
創
的
で
︑
行
先
別
に
分
断
さ
れ
が

ち
だ
っ
た
日
本
人
移
住
史
を
﹁
人
口
︑
植
民
︑
拡
張
の
思
想
間
の
関
係
﹂

（p. 3

）
か
ら
一
貫
し
て
見
直
し
た
視
点
は
刺
激
的
だ
︒
こ
れ
ま
で
植
民
地
経

営
に
つ
い
て
の
論
考
は
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
し
︑
人
口
圧
の
解
消
と
い

う
植
民
の
動
機
自
体
も
個
別
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
そ
れ
に
絞
っ
た

包
括
的
な
日
本
移
民
史
は
初
め
て
で
︑
戦
前
戦
後
の
新
大
陸
移
住
の
政
策
上

の
連
続
性
を
︑
満
洲
国
の
十
五
年
を
間
に
挟
ん
で
精
密
に
解
明
し
て
い
る
︒

　
著
者
に
よ
る
と
︑
マ
ル
サ
ス
主
義
は
四
つ
の
段
階
を
経
て
適
用
さ
れ
た
︒

　
⑴
﹁
発
生
期
（
一
八
六
八
︱
一
八
九
四
）﹂
は
元
士
族
の
北
海
道
開
拓
に
始

ま
る
︒
一
八
七
〇
年
代
︑
ア
メ
リ
カ
の
西
部
開
拓
（
先
住
民
の
土
地
の
収
奪
）

を
モ
デ
ル
に
︑
先
住
民
ア
イ
ヌ
の
文
明
化
と
自
然
資
源
開
発
を
口
実
に
︑
ア

メ
リ
カ
型
の
農
業
経
営
が
試
み
ら
れ
た
︒
し
か
し
﹁
強
兵
﹂
を
期
待
さ
れ
た

士
族
は
農
業
に
不
慣
れ
で
定
着
せ
ず
︑
一
八
八
〇
年
代
に
は
事
業
は
政
府
の

手
を
離
れ
︑
私
有
地
と
し
て
未
開
地
を
売
却
す
る
方
針
に
転
換
し
た
︒﹁
日
本

の
ア
メ
リ
カ
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の
北
海
道
の
経
験
は
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
日
本
﹂

と
し
て
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
移
民
計
画
の
青
写
真
と
な
っ
た
︒
し
か
し
小
作

人
と
し
て
送
ら
れ
た
移
民
は
排
日
運
動
に
遭
っ
て
離
農
し
︑
帰
国
か
都
市
部

へ
の
再
移
住
の
道
し
か
な
か
っ
た
︒
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
社
会
に
食
い
込

む
文
明
化
の
欲
求
と
︑
受
入
側
の
人
種
差
別
の
現
実
が
摩
擦
を
起
こ
し
た
︒

並
行
し
て
︑
非
白
人
社
会
が
有
望
な
行
先
と
さ
れ
︑
ハ
ワ
イ
︑
南
洋
︑
中
南

米
が
浮
上
し
た
︒
具
体
的
な
事
業
内
容
は
あ
い
ま
い
だ
っ
た
が
︑
未
開
人
を

啓
蒙
す
る
と
い
う
文
明
人
意
識
︑
自
民
族
優
越
主
義
が
南
進
を
正
当
化
し
た
︒

　
⑵
﹁
転
換
期
（
一
八
九
四
︱
一
九
二
四
）﹂
は
ア
ジ
ア
唯
一
の
文
明
国
で
あ

る
と
い
う
自
負
か
ら
︑
膨
張
主
義
を
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
両
面
で
強
力

に
推
し
進
め
た
時
期
に
あ
た
る
︒
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
小
作
農
移
住
失
敗
の
反

省
か
ら
︑
日
本
人
経
営
の
大
農
園
が
提
唱
さ
れ
︑
そ
の
最
初
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
が
テ
キ
サ
ス
移
民
（
一
九
〇
四
年
）
だ
っ
た
︒
平
民
層
（
農
民
）
を
募
集
し
︑

日
本
資
本
で
購
入
し
た
未
墾
地
で
米
作
を
始
め
た
が
︑
現
地
の
労
働
事
情
や

農
業
事
情
と
折
り
合
い
が
悪
く
︑
十
年
足
ら
ず
で
頓
挫
し
た
︒
そ
の
た
め
失

敗
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
著
者
は
そ
の
後
の
ブ
ラ
ジ
ル
や
満
洲
計
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画
の
先
駆
を
成
す
﹁
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
﹂（C

hap. 4

）
だ
っ
た
と
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
﹁
殖
民
﹂（
民
を
増
や
す
）
は
﹁
植
民
﹂（
民

を
植
え
る
）
へ
と
︑
概
念
も
表
記
も
実
践
も
農
へ
向
け
て
一
新
し
︑
国
家
の

介
入
（
な
い
し
補
助
）
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
制
度
化
さ
れ
た
︒
日
本
力
行
会
が

移
民
あ
っ
せ
ん
を
開
始
し
︑
県
ご
と
の
移
民
協
会
が
希
望
者
を
集
め
︑
海
外

興
業
会
社
の
よ
う
な
企
業
が
出
国
実
務
を
担
当
す
る
よ
う
な
︑
上
か
ら
下
へ

の
政
策
実
行
の
組
織
が
整
え
ら
れ
た
︒
テ
キ
サ
ス
計
画
の
背
後
に
あ
る
の
は

農
本
主
義
で
︑
社
会
主
義
︑
民
族
主
義
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
開
拓
思
想
（
た
と

え
ば
日
本
力
行
会
）
も
加
わ
っ
て
︑
移
民
推
進
の
知
的
な
基
盤
が
固
め
ら
れ
た

（pp. 112ff

）︒
移
民
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
一
九
二
〇
年
代
よ
り
︑
日
本
移
民
の
使

命
は
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
白
人
優
越
主
義
と
は
違
い
︑﹁
共
存
共
栄
﹂
の

友
好
的
精
神
に
支
え
ら
れ
︑
有
色
人
種
の
指
導
者
た
る
姿
を
世
界
に
証
明
す

る
こ
と
に
あ
る
と
宣
伝
し
た
︒
こ
れ
は
黄
禍
論
に
対
抗
す
る
と
同
時
に
︑
白

人
優
越
主
義
の
首
を
日
本
人
に
す
げ
か
え
た
だ
け
の
擬
態
で
も
あ
る
︒
大
東

亜
共
栄
圏
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
満
洲
侵
攻
以
前
︑
一
九
二
〇
年
代
に
ブ
ラ
ジ
ル

に
て
芽
生
え
て
い
た
と
著
者
は
考
え
て
い
る
︒
な
ぜ
︑
い
か
に
し
て
︒

　
⑶
﹁
絶
頂
期
（
一
九
二
四
︱
一
九
四
五
）﹂
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
移
住
の
扉
が

閉
め
ら
れ
る
（
一
九
二
四
年
）
の
に
対
応
し
て
︑
当
時
な
お
奥
地
開
拓
中
で

あ
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
と
利
害
が
一
致
し
︑
代
替
地
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
︒﹁
海

外
同
胞
﹂
と
い
う
新
た
な
呼
び
名
で
本
国
と
の
強
い
心
情
的
な
絆
を
主
張
し

た
が
（pp. 229ff

）︑
あ
ま
り
の
距
離
と
綿
花
の
下
落
と
排
日
運
動
で
ブ
ー
ム

は
長
続
き
し
な
か
っ
た
︒
そ
の
間
に
始
ま
っ
た
の
が
︑
戦
争
に
よ
っ
て
事
実

上
支
配
下
に
お
い
た
満
洲
国
へ
の
移
民
で
︑
つ
い
に
東
京
主
導
の
植
民
地
建

設
の
理
想
を
実
現
し
た
︒
冒
頭
で
述
べ
た
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
の
ア
リ
ア
ン
サ

（
英
語
のalliance

︑
協
調
︑
絆
の
意
味
）
を
購
入
し
た
信
濃
海
外
協
会
は
︑
ブ
ラ

ジ
ル
へ
も
満
洲
へ
も
最
大
数
の
移
民
を
送
り
出
し
た
︒
こ
れ
に
は
長
野
県
の

農
業
事
情
が
背
景
に
あ
る
︒
力
行
会
は
満
洲
計
画
に
最
初
か
ら
参
加
す
る
と

同
時
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
ジ
ャ
ワ
へ
五
〇
〇
万
人
移
民
計
画
を
発
表
し
た

（p. 226

）︒
日
本
型
植
民
地
経
営
と
日
本
型
帝
国
主
義
は
︑
手
に
手
を
取
っ
て

最
大
規
模
に
盛
り
上
が
っ
た
︒

　
⑷
﹁
再
生
期
（
一
九
四
五
︱
一
九
六
一
）﹂
は
海
外
領
地
を
失
っ
た
﹁
小
さ

い
日
本
﹂
が
︑
満
洲
引
揚
者
を
再
び
海
外
に
送
り
出
す
時
期
に
あ
た
る
︒
彼

ら
は
平
和
と
民
主
化
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
ず
︑
農
地
改
革
に
よ
り
故
郷
の
財

産
を
没
収
さ
れ
た
り
︑
組
合
法
に
よ
り
生
活
の
保
障
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

り
し
た
︒
つ
ま
り
﹁
余
剰
人
口
﹂
だ
っ
た
︒
今
度
は
帝
国
の
尖
兵
で
は
な
く
︑

国
際
協
力
す
る
平
和
の
使
徒
と
呼
ば
れ
︑
日
系
社
会
の
地
盤
の
あ
る
ブ
ラ
ジ

ル
が
再
び
大
き
な
受
入
国
に
選
ば
れ
た
︒
そ
の
送
り
出
し
の
波
も
国
内
の
労

働
市
場
や
経
済
水
準
が
伸
び
た
高
度
成
長
期
に
は
し
ぼ
み
︑
一
世
紀
に
及
ぶ

マ
ル
サ
ス
主
義
的
な
拡
張
の
時
代
は
終
わ
っ
た
︒

　
こ
の
歴
史
区
分
に
沿
っ
て
︑
著
者
は
一
貫
し
て
四
つ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
（pp. 264ff

）︒
第
一
に
︑
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
マ
ル
サ
ス
主
義

が
多
次
元
的
に
継
続
し
て
き
た
こ
と
︒
植
民
に
よ
る
余
剰
人
口
の
軽
減
と
い
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う
原
理
は
︑
一
度
も
疑
問
視
さ
れ
な
か
っ
た
し
︑
そ
れ
は
政
策
提
唱
か
ら
世

論
形
成
ま
で
多
く
の
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
た
︒
第
二
に
︑
各
段
階
に
お
け
る

移
民
送
り
出
し
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
人
間
関
係
や
制
度
が
断
絶
せ
ず
に
継
続
し

て
き
た
こ
と
︒
明
治
初
頭
の
開
化
論
者
や
北
海
道
開
拓
使
の
官
僚
か
ら
︑
転

換
期
の
農
学
者
や
社
会
主
義
者
や
国
粋
主
義
者
︑
移
民
事
業
者
を
経
て
︑
戦

後
の
外
務
省
の
政
策
決
定
者
ま
で
︑
本
書
は
人
脈
を
重
く
見
て
い
る
︒
第
三

に
︑
日
本
と
受
入
国
の
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
相
互
作
用
が
表
面
は
変
わ

り
つ
つ
︑
内
実
に
お
い
て
一
貫
し
て
き
た
こ
と
︒
そ
れ
を
支
え
た
の
は
︑
国

家
間
の
政
治
的
力
関
係
を
人
口
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
言
論
で
︑
大
き
く
い
っ

て
︑
文
明
開
化
︑
富
国
強
兵
か
ら
共
存
共
栄
︑
国
際
協
力
へ
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

代
え
な
が
ら
︑
白
人
優
越
主
義
に
服
従
・
対
抗
し
︑
有
色
人
種
の
な
か
で
の

優
越
を
主
張
し
た
︒
第
四
に
︑
植
民
と
拡
張
主
義
が
知
的
融
和
を
遂
げ
て
き

た
こ
と
︒
両
者
の
ア
マ
ル
ガ
ム
は
十
八
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
が
そ

の
最
初
の
範
を
示
し
た
が
︑
ペ
リ
ー
来
航
以
来
︑
合
衆
国
の
政
治
経
済
と
文

化
に
影
響
を
受
け
て
き
た
近
代
日
本
は
︑
自
民
族
優
越
思
想
を
含
め
て
そ
れ

を
採
用
し
︑
新
大
陸
の
開
拓
移
民
国
家
や
植
民
地
へ
拡
張
し
た
︒
そ
の
た
め

白
人
国
家
の
排
撃
を
受
け
︑
満
洲
で
理
想
的
な
開
拓
を
い
っ
た
ん
は
実
現
し

か
け
た
が
︑
そ
れ
を
可
能
に
し
た
強
圧
的
な
軍
事
支
配
は
十
五
年
で
崩
れ
た
︒

　
本
書
は
誰
が
余
剰
な
の
か
と
い
う
日
本
側
の
事
情
と
︑
誰
を
必
要
と
す
る

の
か
と
い
う
受
入
側
の
事
情
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
観
察
し
て
い
る
︒
一
貫
し
て

政
策
実
行
者
と
知
識
人
の
言
説
を
論
じ
て
い
る
が
︑
す
ぐ
さ
ま
植
民
地
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
走
る
の
で
は
な
く
︑
人
口
問
題
と
い
う
一
点
か
ら
植

民
と
い
う
資
本
主
義
と
不
可
分
な
構
造
を
問
題
視
し
︑
発
言
の
文
脈
を
現
実

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
は
本
書
の
優
れ
た
点
だ
が
︑
丁
寧
に
論
じ

る
あ
ま
り
冗
長
な
部
分
も
あ
る
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
国
内
の
人
口
条
件
（
増

加
と
都
市
集
中
化
だ
け
で
な
く
︑
社
会
学
者
や
政
治
家
の
介
入
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
宣
伝
）
に
も
う
少
し
触
れ
た
ほ
う
が
︑
日
本
史
を
専
門
と
し
な
い
読
者
に

は
親
切
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
女
性
の
存
在
に
も
注
意
を
払
い
︑
優
生
法

と
拡
張
主
義
の
間
の
本
質
的
な
矛
盾
と
現
実
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
︑

最
近
の
社
会
史
の
業
績
を
消
化
し
て
い
て
︑
新
し
い
発
見
が
多
い
（pp. 63ff

）︒

た
だ
し
単
身
（
男
性
）
移
民
の
募
集
か
ら
家
族
移
民
の
募
集
へ
と
い
う
流
れ

の
分
析
は
他
よ
り
も
弱
く
︑
今
後
の
検
討
が
望
ま
れ
る
︒

　
海
外
移
住
の
明
る
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
必
ず
し
も
す
べ
て
の
移
住
者
が
真
に

受
け
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
そ
れ
を
信
じ
た
者
も
悲
惨
な
現
実
と
直
面
し
た

（p. 273

）︒
そ
の
負
の
歴
史
は
ず
い
ぶ
ん
書
か
れ
て
き
た
︒
弓
場
家
の
よ
う
に

初
志
貫
徹
し
た
者
は
例
外
中
の
例
外
に
属
す
︒
マ
ク
ロ
な
現
象
と
言
説
に
翻

弄
さ
れ
る
ミ
ク
ロ
な
存
在
と
し
て
の
個
人
︒
両
方
を
合
流
さ
せ
る
万
能
の
処

方
箋
は
な
い
と
し
て
も
︑
何
か
つ
な
ぐ
道
は
歴
史
学
に
な
い
も
の
か
︒
誰
も

自
分
を
余
剰
人
口
で
あ
る
と
は
自
覚
し
て
い
な
い
︒
ミ
ク
ロ
な
ブ
ラ
ジ
ル
移

民
史
を
追
っ
て
き
た
者
の
素
朴
な
感
想
で
あ
る
︒

　
マ
ル
サ
ス
主
義
が
退
い
て
半
世
紀
︑
今
日
︑
日
本
の
人
口
問
題
と
は
総
人

口
の
減
少
を
指
し
て
い
る
︒
労
働
力
不
足
を
外
国
の
余
剰
人
口
の
一
時
滞
在



書評

205

に
よ
っ
て
埋
め
る
政
府
レ
ベ
ル
の
計
画
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
八
〇
年

代
に
始
ま
る
企
業
（
と
市
町
村
）
主
体
の
﹁
出
稼
ぎ
﹂
雇
用
と
は
様
相
が
異
な

る
︒
そ
の
な
か
に
︑
日
本
の
高
い
技
術
力
を
発
展
途
上
国
に
教
え
る
た
め
の

﹁
研
修
﹂
を
口
実
と
す
る
論
も
あ
り
︑﹁
国
際
協
力
﹂
や
﹁
共
存
共
栄
﹂
の
言

を
時
々
読
む
︒
そ
れ
が
歴
史
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
を
今
回
教
わ
っ
た
︒
昔

は
文
明
国
︑
今
は
先
進
国
︒
呼
び
名
は
変
わ
っ
て
も
優
越
国
意
識
は
変
わ
ら

な
い
︒
受
入
国
側
に
回
っ
て
︑
歴
史
は
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
だ
︒
世
界
の

人
口
増
は
続
い
て
お
り
︑
資
本
主
義
が
続
く
限
り
国
家
間
の
経
済
格
差
と
労

働
力
の
不
均
衡
は
必
須
で
︑
労
働
力
の
移
動
は
止
ま
ら
な
い
︒
本
書
は
近
代

日
本
を
人
口
問
題
と
移
民
政
策
の
二
点
か
ら
描
い
た
︒
ど
ち
ら
か
の
話
題
に

関
心
を
持
つ
読
者
は
︑
必
ず
や
他
方
へ
興
味
を
拡
げ
る
だ
ろ
う
︒




