
 

 
 

 

三
好
文
夫
と
「
ア
イ
ヌ
」
・
「
和
人
」
表
象
―
「
人
間
同
士
に
候
え
ば
」
に
お
け
る
「
見
る
」
こ
と
の
放
棄
と
再
獲
得
― 
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一 

は
じ
め
に 

二
〇
一
四
年
八
月
十
一
日
に
金
子
快
之
札
幌
市
議
会
議
員
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に

お
い
て
「
ア
イ
ヌ
民
族
な
ん
て
、
い
ま
は
も
う
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
」
と
発
言
し

た
。
こ
の
発
言
に
対
し
様
々
な
方
面
か
ら
批
判
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、
自
民
党
札
幌

支
部
連
合
会
は
九
月
九
日
、
党
紀
委
員
会
と
総
務
会
を
開
き
、
金
子
議
員
を
党
か

ら
除
名
し
た
。
こ
の
金
子
市
議
に
代
表
さ
れ
る
「
ア
イ
ヌ
」
に
関
す
る
ヘ
イ
ト
・

ス
ピ
ー
チ
が
飛
び
交
う
昨
今
、「
ア
イ
ヌ
と
は
」
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
「
和
人
と
は
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
生
涯
一
貫
し
て
「
ア

イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
を
小
説
に
描
き
続
け
た
作
家
、
三
好
文
夫
の
仕
事
が
そ
の
助

け
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
好
文
夫
は
「
ア
イ
ヌ
」
を
取
り
巻
く
問
題
は
「
ア

イ
ヌ
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、「
和
人
」
も
含
め
た
広
く
人
間
全
体
の
問
題
と
し

て
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
と
ら
え
、
そ
の
問
題
を
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
と
称

し
て
作
品
に
描
い
て
い
る
。
三
好
文
夫
の
作
品
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
最
も
注
目

す
べ
き
点
は
、
作
者
で
あ
る
三
好
文
夫
が
常
に
「
和
人
」
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
、

「
和
人
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
を
表
象
し
て
い
る
点
で
あ

る
。「
ア
イ
ヌ
」
に
つ
い
て
語
る
際
、
三
好
は
否
応
な
く
「
ア
イ
ヌ
」
の
他
者
と
し

て
の
「
和
人
」
と
い
う
枠
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
三
好
は
こ
の
「
和
人
」
と

い
う
立
場
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
の
表
象
を
行
っ
て

い
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
和
人
」
と
い
う
立
場
を
自
覚
し
つ
つ
、
広
く
「
ア

イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
の
か
か
わ
り
を
描
こ
う
と
す
る
作
家
を
研
究
す
る
こ
と
は
、

「
ア
イ
ヌ
と
は
」
、
「
和
人
と
は
」
と
い
う
問
題
を
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
今
日
、
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。 

本
論
で
は
三
好
文
夫
の
遺
稿
「
人
間
同
士
に
候
え
ば
」
（
な
お
本
論
に
お
け
る

本
作
の
引
用
と
頁
数
は
す
べ
て
『
人
間
同
士
に
候
え
ば
』（
一
九
七
九
年
、
水
兵
社
）

に
よ
る
）
を
取
り
上
げ
、
三
好
文
夫
が
ど
の
よ
う
に
「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
を

と
ら
え
た
の
か
、
そ
し
て
「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
の
表
象
を
通
し
て
彼
の
言
う

「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
ど
の
よ
う
に
作
品
に
描
き
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
察
す
る
。「
人
間
同
士
に
候
え
ば
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
北
方
領
土
復
帰
運
動
の
署
名
活
動
を
行
っ
て
い
た
新
井
田
慎
治
は
、
謎
の

人
物
で
あ
る
「
あ
い
つ
」
に
「
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
ら
れ

る
。
慎
治
は
「
あ
い
つ
」
と
の
出
会
い
を
機
に
、
新
井
田
孫
三
郎
の
記
し
た
「
寛

政
蝦
夷
亂
取
調
日
記
」
を
も
と
に
新
井
田
孫
三
郎
が
訪
れ
た
土
地
を
巡
り
、
寛
政

蝦
夷
の
乱
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
突
き
と
め
よ
う
と
す
る
。
道
中
偶

然
知
り
合
っ
た
高
林
啓
子
と
と
も
に
旅
を
続
け
な
が
ら
、
慎
治
は
「
あ
い
つ
」
と

か
つ
て
の
妻
美
雪
の
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
、
次
第
に
精
神
が
病
ん
で
い
く
。 

作
品
に
つ
い
て
石
川
郁
夫
は
「
遺
作
と
な
っ
た
長
編
『
人
間
同
士
に
候
え
ば
』

で
は
、“
返
せ
北
方
領
土
、
わ
れ
ら
父
祖
の
地
”
と
叫
ぶ
場
合
の
“
父
祖
の
地
”
の
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“
父
祖
”
の
な
か
に
、
し
っ
か
り
と
先
住
民
の
“
父
祖
”
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
を
鋭
く
問
い
、
都
合
の
良
い
時
だ
け
〈
人
間
同
士
〉
な
の
だ
か
ら
、
と
使
い

分
け
を
す
る
許
し
が
た
い
日
本
人
の
論
理
の
欺
瞞
性
、
虚
妄
性
を
突
い
て
い
る
。
」

一

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
岡
和
田
晃
は
二
つ
の
著
書
の
中
で
本
作
に
触
れ
て
い
る

が
、
「
「
ア
イ
ヌ
」
最
後
の
大
規
模
蜂
起
と
言
わ
れ
る
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い

（
一
七
八
九
）
に
切
り
込
ん
だ
本
書
は
、
切
実
な
情
念
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
横
溢
す

る
問
題
作
だ
。（
中
略
、
本
論
に
お
け
る
中
略
は
す
べ
て
論
者
に
よ
る
）
無
意
識
の

う
ち
に
「
ア
イ
ヌ
」
を
蹂
躙
し
、
差
別
意
識
を
歴
史
認
識
レ
ベ
ル
で
保
持
し
続
け

て
い
る
「
和
人
」
の
原
罪
を
、
鋭
く
糾
弾
し
て
み
せ
る
。
」
二

、
「
〈
ア
イ
ヌ
〉
最
後

の
大
規
模
蜂
起
と
言
わ
れ
る
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
で
の
虐
殺
と
い
う
過
去
の
痛
み

を
、
今
を
生
き
る
「
和
人
」
が
い
か
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
可
能
か
、
正
面
か
ら

模
索
し
て
い
る
」
三

と
い
う
よ
う
に
本
作
を
評
価
し
て
い
る
。
両
者
と
も
「
和
人
」

の
も
つ
差
別
意
識
、
欺
瞞
性
を
暴
き
だ
し
で
い
る
点
で
本
作
を
評
価
し
て
い
る
と

い
え
る
。
確
か
に
「
和
人
問
題
」
を
重
視
し
て
い
た
三
好
が
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の

戦
い
同
様
、
歴
史
の
裏
に
隠
さ
れ
た
「
和
人
」
の
罪
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
作
の
描
写
を
細
か
く
分
析
し

て
い
く
と
、「
和
人
問
題
」
を
起
点
に
、
よ
り
広
範
囲
に
渡
る
問
題
を
提
示
し
よ
う

と
い
う
三
好
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
以
降
、
本
作
の
描
写
を
分

析
し
な
が
ら
三
好
が
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
に
迫
っ
て
い
く
。 

 

二 

描
か
れ
な
い
「
皇
国
史
観
」
と
「
ア
イ
ヌ
」 

 

三
好
文
夫
作
品
の
中
に
は
、「
天
皇
」
や
「
皇
国
史
観
」
と
い
っ
た
言
葉
が
作
中

に
見
ら
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
主
題
に
大
き
く
か
か
わ

る
こ
と
は
な
く
使
用
頻
度
も
少
な
い
も
の
の
、
作
中
に
お
け
る
「
ア
イ
ヌ
」
の
惨

状
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
三
好
の
「
皇
国
史
観
」
に

対
す
る
考
え
を
探
る
に
あ
た
り
、
彼
の
著
書
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史
―
神
と
大
地
と
猟

人
と
―
』
を
参
照
し
た
い
。
こ
の
著
書
は
歴
史
書
と
い
う
形
で
「
ア
イ
ヌ
」
に
つ

い
て
の
様
々
な
情
報
を
ま
と
め
な
が
ら
、
著
者
三
好
自
身
の
強
い
思
い
と
主
張
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
著
の
中
で
は
繰
り
返
し
「
皇
国
史
観
」
や
「
単
一
民
族
国

家
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
三
好
は
「
ア
イ
ヌ
」
を
取
り
巻
く
問
題

と
「
天
皇
」
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

本
著
に
お
い
て
「
皇
国
史
観
」
や
「
単
一
民
族
国
家
」
と
い
う
言
葉
は
例
え
ば
次

に
引
用
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
保
護
、
、
さ
れ
た
“
偽
コ
タ
ン
”
は
、
ア
イ
ヌ
人
本

来
の
生
業
で
あ
る
狩
猟
を
断
じ
、
農
耕
を
押
し
つ
け
、
土
人
学
校
を
開
い
て

“
聖
旨
”
を
教
え
た
。
そ
こ
に
は
、
ア
イ
ヌ
人
が
そ
の
民
族
的
背
景
と
し
て

守
る
べ
き
信
仰
や
、
伝
え
る
べ
き
文
化
に
対
す
る
な
ん
の
措
置
も
と
ら
れ
な

か
っ
た
。
（
中
略
） 

 
 

 

北
海
道
旧
土
人
保
護
法
は
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
て

制
定
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
単
一
民
族
国
家
で
あ
る
と
い
う
“
皇
国
史

観
”
は
、
た
と
え
少
数
で
も
異
属
で
あ
る
ア
イ
ヌ
人
の
存
在
を
き
ら
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
貧
窮
に
も
不
平
を
い
わ
ず
、
耐
え
て
黙
々
と
働
き
、
い
っ

た
ん
事
あ
る
と
き
に
は
兵
卒
と
な
っ
て
天
皇
に
殉
じ
て
悔
い
な
い
と
い
う

よ
う
な
、
ア
イ
ヌ
人
を
そ
う
い
う
“
下
層
日
本
人
”
化
す
る
こ
と
を
、
ね
ら

い
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
四 

 
こ
の
叙
述
か
ら
は
、「
ア
イ
ヌ
」
に
対
す
る
劣
悪
な
政
策
や
法
律
、
そ
し
て
「
ア
イ

ヌ
」
の
存
在
を
否
定
し
差
別
す
る
意
識
の
形
成
の
裏
に
は
、
す
べ
て
こ
の
「
皇
国

史
観
」
が
潜
ん
で
お
り
、「
皇
国
史
観
」
こ
そ
が
「
ア
イ
ヌ
」
を
取
り
巻
く
問
題
の

元
凶
で
あ
る
と
い
う
三
好
の
考
え
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
皇
国
史
観
」

へ
の
強
烈
な
批
判
意
識
は
本
著
を
ま
と
め
る
際
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
お
そ
ら
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く
三
好
は
そ
れ
以
前
か
ら
「
皇
国
史
観
」
を
問
題
視
し
て
お
り
、
作
品
の
所
々
で

話
題
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 
し
か
し
本
作
「
人
間
同
士
に
候
え
ば
」
で
は
そ
れ
ま
で
と
は
一
変
し
、「
皇
国
史

観
」
な
ど
天
皇
に
関
す
る
言
葉
が
一
切
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問

題
」
に
取
り
組
む
た
め
に
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
た
三
好
が
、
問
題
の
元
凶
だ
と

考
え
て
い
た
「
皇
国
史
観
」
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
言
え

る
。
そ
の
不
自
然
さ
は
、
題
材
と
な
っ
て
い
る
寛
政
蝦
夷
の
乱
と
「
皇
国
史
観
」

の
関
係
性
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
寛
政
蝦
夷
の
乱
は
「
ア
イ
ヌ
最
後
の
蜂

起
」
と
も
い
わ
れ
る
一
七
八
九
年
に
起
こ
っ
た
戦
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
本
作
で

は
「
和
人
」
に
隠
蔽
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
人

間
同
士
に
候
え
ば
」
の
前
に
発
表
さ
れ
た
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
を
題
材
と
し

た
小
説
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
が
哭
く
」（
一
九
七
二
年
）
で
「
わ
た
し
」
が
考
え
た

よ
う
に
「
天
皇
を
中
心
と
す
る
単
一
大
和
民
族
を
主
張
し
と
お
す
た
め
」
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
乱
は
北
方
領
土
の
歴
史
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
「
わ
た
し
」
が
考
え
る
よ
う
に
「
ロ
シ
ア
に
対
す
る
領

土
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
」
た
め
だ
ろ
う
。
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
も
寛
政
蝦

夷
の
乱
も
、「
和
人
」
が
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
そ
の
土
地
を
略
奪
し
た
出
来
事
で
あ
る

こ
と
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
が
語
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
す
で
に
「
シ
ャ
ク
シ

ャ
イ
ン
が
哭
く
」
の
「
わ
た
し
」
が
「
皇
国
史
観
」
に
関
連
づ
け
て
提
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
作
で
「
皇
国
史
観
」
に
関
す
る
言
葉
が

一
切
見
当
た
ら
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 

本
作
の
不
自
然
な
点
は
も
う
一
点
挙
げ
ら
れ
る
。
本
作
は
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン

が
哭
く
」
と
構
造
が
類
似
し
て
お
り
、
慎
治
と
啓
子
が
共
に
旅
を
す
る
「
現
代
部
」

と
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
描
い
た
「
過
去
部
」
が
交
互
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
本
作
の

不
自
然
さ
は
、「
現
代
部
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
「
ア
イ
ヌ
」
が
慎
治
の
回
想
の
中

に
登
場
す
る
彼
の
妻
美
雪
だ
け
で
あ
り
、「
現
代
部
」
の
現
在
軸
に
お
い
て
「
ア
イ

ヌ
」
表
象
は
一
切
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
三
好
の
こ
れ
ま
で
の
手
法
と

し
て
は
、「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
が
言
葉
を
交
わ
し
、
密
接
に
関
わ
り
合
い
な
が

ら
「
ア
イ
ヌ
」
を
取
り
巻
く
問
題
を
提
示
し
考
え
て
い
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、

本
作
で
は
そ
の
「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
の
密
接
な
関
わ
り
合
い
が
描
か
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
三
好
は
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、「
ア
イ
ヌ
」
と
「
和
人
」
の

密
接
な
か
か
わ
り
を
描
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
本
作
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
好
作
品
で
度
々
描
か
れ
て
い
た
「
皇
国

史
観
」
と
「
ア
イ
ヌ
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
三
好

は
こ
れ
ま
で
差
別
に
苦
し
む
「
ア
イ
ヌ
」
の
姿
を
描
き
、
そ
の
元
凶
と
し
て
「
皇

国
史
観
」
と
い
う
「
和
人
」
の
意
識
が
あ
る
こ
と
を
暴
い
た
。
そ
れ
ら
が
描
か
れ

て
い
な
い
効
果
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
作
は
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
題
材
と
し
つ
つ
、

「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
に
終
止
し
な
い
、
よ
り
広
い
問
題
を
提
示
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
見
出
せ
る
。 

 

三 

「
見
る
」
こ
と
の
放
棄 

 

本
作
は
、
北
方
領
土
復
帰
運
動
に
参
加
す
る
新
井
田
慎
治
の
も
と
に
、
謎
の
男

「
あ
い
つ
」
が
訪
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
慎
治
は
「
あ
い
つ
」
に
「
寛
政
蝦
夷

の
乱
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
ら
れ
る
が
、
慎
治
は
こ
の
寛
政
蝦
夷
の
乱
の
内

容
で
は
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。 

 

 

も
ち
ろ
ん
俺
は
、
そ
う
い
う
史
実
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
中
学
校

の
時
も
、
高
等
学
校
で
も
習
っ
た
覚
え
は
無
い
。 

 
“
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
”
が
出
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
、“
北

方
領
土
の
歴
史
”
と
し
て
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
松
前
藩
が
蝦
夷

島
と
探
検
し
、
世
界
で
は
じ
め
て
国
後
島
か
ら
占
守
島
ま
で
の
地
図
を
つ
く

り
、
さ
ら
に
九
年
後
に
は
正
保
の
図
を
完
成
し
た
こ
と
。
（
中
略
）
安
政
元
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年
（
一
八
五
五
）
に
日
露
通
好
条
約
を
結
び
、
両
国
の
国
境
を
択
捉
島
と
得

撫
島
の
間
と
決
め
た
事
な
ど
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
“
寛
政
蝦
夷
の
乱
”

と
い
う
の
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。 

 
 

 
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
北
方
領
土
復
帰
運
動
と
は
関
わ
り
が
な
い
と
い
う
判

断
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
俺
が
知
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
事
な
ん
だ
。 

（
六
‐
七
頁
） 

 

寛
政
蝦
夷
の
乱
は
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
中

等
教
育
の
場
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
無
知
な
の
は
慎
治
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
は
広
く
社
会
か
ら
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

出
来
事
だ
と
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
同
様
、
過
去
の

「
和
人
」
の
侵
略
の
歴
史
を
隠
蔽
し
よ
う
と
い
う
「
和
人
」
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
北
方
領
土
の
歴
史
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
は
北
方
領
土

復
帰
運
動
に
不
都
合
な
出
来
事
だ
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ

ン
の
戦
い
も
寛
政
蝦
夷
の
乱
も
、「
和
人
」
が
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
そ
の
土
地
を
略
奪

し
た
歴
史
で
あ
り
、
北
方
領
土
復
帰
運
動
に
と
っ
て
は
、
目
を
瞑
り
た
い
出
来
事

な
の
で
あ
る
。
東
村
岳
史
は
北
方
領
土
に
つ
い
て
の
報
道
や
著
作
な
ど
を
調
べ
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

二
島
返
還
か
四
島
返
還
か
と
い
う
選
択
肢
は
報
じ
ら
れ
て
も
、
帰
属
・
所
有

者
と
し
て
正
当
な
権
利
を
有
し
て
い
る
の
が
先
住
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
報
じ
ら
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
「
領
土
」
交
渉
に
声
高
な
影
響
力

を
持
つ
の
は
日
ロ
両
国
政
府
関
係
者
、
お
よ
び
日
本
側
で
は
日
本
人
の
旧
島

民
に
限
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
「
領
土
返
還
」
運
動
関
係
者
が
著
し
て
き
た
出
版

物
に
お
い
て
も
（
つ
ぶ
さ
に
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
）
ア
イ
ヌ
の
権
利
を

記
し
た
も
の
な
ど
は
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
五 

 

北
方
領
土
を
語
る
際
、
そ
こ
の
先
住
民
で
あ
る
「
ア
イ
ヌ
」
の
権
利
が
顧
み
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
東
村
が
述
べ
る
よ
う
に
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い

な
い
と
言
え
る
。
北
方
領
土
は
「
和
人
」
が
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
奪
っ
た
土
地
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
徹
底
し
て
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
北
方
領
土
と
寛
政
蝦
夷
の
乱

を
関
連
づ
け
て
語
る
だ
け
で
も
、
十
分
「
和
人
」
の
罪
を
暴
く
効
果
は
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
作
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
六
年
か
ら
現
代
に
ま
で
引
き
継

が
れ
、
岡
和
田
が
い
う
よ
う
に
「
今
を
生
き
る
「
和
人
」
が
い
か
に
引
き
受
け
る

こ
と
が
可
能
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
本
作
は
こ
の
よ
う
に
「
和
人
」

か
ら
「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
さ
れ
た
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
く

が
、
本
作
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
出
来
事
で
は
な
く
、

「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
す
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

慎
治
と
共
に
旅
を
す
る
高
林
啓
子
と
い
う
人
物
か
ら
窺
え
る
。 

 

高
林
啓
子
は
東
京
出
身
の
二
十
三
歳
の
女
性
で
あ
り
、
元
看
護
婦
で
あ
る
。
彼

女
は
自
殺
す
る
場
所
を
求
め
て
北
海
道
へ
来
る
が
、
慎
治
と
出
会
い
行
動
を
共
に

す
る
こ
と
で
当
初
の
自
殺
計
画
が
狂
っ
て
い
く
。
彼
女
は
自
殺
を
思
い
立
っ
た
契

機
と
な
っ
た
患
者
を
、
映
画
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
の
ジ
ョ
ー
・
ボ
ナ

ム
と
重
ね
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
あ
な
た
、
…
…
“
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
”
っ
て
映
画
、
知
っ
て
る
？
」 

「
知
ら
ん
な
」 

「
ア
メ
リ
カ
映
画
だ
っ
た
わ
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
、
戦
場
に
か
り
出
さ

れ
て
た
若
者
が
重
傷
を
負
っ
て
、
顔
の
無
い
頭
と
、
胴
体
だ
け
に
な
っ
て
し

ま
う
の
。
軍
医
は
、
既
に
意
識
は
無
い
も
の
と
判
断
し
て
、
実
験
材
料
と
し

て
生
命
を
持
続
さ
せ
た
の
よ
。
と
こ
ろ
が
、
ふ
と
し
た
事
か
ら
、
看
護
婦
が

そ
の
患
者
に
意
識
が
あ
る
事
に
気
付
く
の
。
結
局
患
者
は
、
頭
を
ベ
ッ
ド
に

( 52 )



 

打
ち
つ
け
て
モ
ー
ル
ス
信
号
を
使
い
、
『
殺
し
て
く
れ
』
と
繰
り
返
す
の
。

…
…
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
わ
、
わ
た
し
」 

女
は
、
ふ
と
大
き
く
息
を
吸
っ
て
か
ら
続
け
た
。 

「
そ
れ
と
良
く
似
た
患
者
の
世
話
を
、
丁
度
わ
た
し
、
し
て
い
た
の
。
身
寄

り
の
な
い
若
者
だ
っ
た
わ
。
恋
人
ら
し
い
女
の
子
が
、
は
じ
め
の
う
ち
は
よ

く
見
舞
に
来
て
い
た
け
ど
、
そ
の
う
ち
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
眼
は

見
え
る
よ
う
だ
っ
た
け
ど
、
口
が
効
け
な
い
の
よ
。
手
足
も
麻
痺
し
た
ま
ま

だ
っ
た
か
ら
、
女
の
子
は
い
つ
も
、
た
だ
じ
っ
と
患
者
を
見
詰
め
て
い
る
だ

け
だ
っ
た
わ
。
工
事
現
場
で
、
足
場
か
ら
転
落
し
た
と
い
う
の
。
そ
の
恋
人

ら
し
い
女
の
子
が
、
見
舞
い
に
来
な
く
な
っ
て
か
ら
、
患
者
は
治
療
や
食
事

を
拒
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
。
で
も
わ
た
し
は
、
彼
の
感
覚
の
無
い

唇
か
ら
、
無
理
矢
理
に
流
動
食
を
流
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た

だ
無
残
に
、
生
き
る
事
を
強
制
さ
れ
た
人
間
の
む
な
し
さ
を
、
わ
た
し
は
そ

ん
な
彼
に
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
、
最
後

の
患
者
だ
っ
た
…
…
」
（
七
十
六
‐
七
十
七
頁
） 

 

「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
は
一
九
三
九
年
に
ド
ル
ト
ン
・
ト
ラ
ン
ボ
が
発

表
し
た
反
戦
小
説
『Jo

h
n

n
y

 G
o

t H
is G

u
n

』
を
原
作
と
し
た
映
画
で
、
一
九
七
一

年
に
映
画
化
、
日
本
で
公
開
さ
れ
た
の
は
一
九
七
三
年
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ヌ
国
際

映
画
祭
審
査
員
特
別
賞
、F

IP
R

E
S

C
I

賞
、
国
際
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
映
画
委
員
会

賞
な
ど
、
数
々
の
賞
を
受
賞
し
て
お
り
、
日
本
で
も
七
二
年
度
芸
術
祭
大
賞
、
一

九
七
三
年
全
国
労
映
賞
な
ど
を
受
賞
し
注
目
を
集
め
た
作
品
で
あ
る
。
日
本
ヘ
ラ

ル
ド
映
画
出
版
の
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
の
映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、

冒
頭
に
ダ
ル
ト
ン
・
ト
ラ
ン
ボ
の
言
葉
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
「
見

る
」
こ
と
の
必
要
性
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

 
 

 

で
は
、
わ
れ
わ
れ
中
に
い
る
は
ず
の
３
０
万
名
の
戦
傷
者
は
ど
う
だ
？ 

彼
ら
が
ど
こ
に
い
る
か
、
誰
か
知
っ
て
い
る
の
か
？
（
中
略
） 

 
 

 

だ
が
、
こ
う
し
た
生
け
る
屍
の
う
ち
の
何
百
人
な
い
し
何
千
人
が
確
実
に

わ
れ
わ
れ
の
眼
に
入
っ
て
い
る
の
か
？ 

 
 

 

わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
。
問
お
う
と
も
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
か
ら

眼
を
そ
む
け
る
。 

わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
眼
や
耳
や
鼻
や
口
や
顔
を
わ
ざ
と

見
な
い
よ
う
に
す
る
。 

『
な
ぜ
、
そ
ん
な
も
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の

だ
。
私
の
過
失
の
せ
い
で
も
な
い
の
に
。
そ
う
だ
ろ
う
？
』
と
君
は
言
う
。 

だ
が
、
疑
い
も
な
く
こ
れ
は
君
の
過
失
に
責
任
が
あ
る
の
だ
、
君
の
。
六 

 

ド
ル
ト
ン
・
ト
ラ
ン
ボ
は
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
を
通
し
て
、
傷
痍
軍

人
の
惨
状
を
顧
み
な
い
こ
と
、
「
見
る
」
こ
と
の
放
棄
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

で
は
、
ジ
ョ
ー
・
ボ
ナ
ム
と
似
た
よ
う
な
患
者
を
目
の
当
た
り
に
し
た
啓
子
は
、

ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
き
自
殺
を
思
い
立
つ
の
か
。 

 

癒
る
あ
て
の
な
い
、
あ
の
若
者
の
、
た
だ
命
を
持
続
す
る
だ
け
の
生
き
様

の
す
べ
て
が
、
若
者
に
は
き
っ
と
苦
痛
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
そ

ん
な
想
い
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
わ
た
し
は
い
つ
も
、
息
苦
し
い
ほ
ど
の
気
怠

さ
に
襲
わ
れ
て
、
そ
の
場
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。 

 
 

 

若
者
が
療
養
所
へ
移
さ
れ
て
行
っ
た
あ
と
、
わ
た
し
は
空
に
な
っ
た
ベ
ッ

ド
の
横
に
、
呆
け
た
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
立
ち
尽
く
し
て
い
た
。
若
者
を
死

な
せ
て
や
る
こ
と
が
、
わ
た
し
に
は
可
能
だ
っ
た
の
に
…
…
。
若
者
は
お
そ

ら
く
、
わ
た
し
を
恨
み
に
思
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
（
二
三
一
頁
） 

 

「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
の
看
護
婦
は
、
最
後
ま
で
ジ
ョ
ー
と
向
き
合
い
、

死
を
望
む
ジ
ョ
ー
の
望
み
を
叶
え
よ
う
と
行
動
し
た
。
一
方
啓
子
は
、
言
葉
も
身
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動
き
も
奪
わ
れ
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
の
患
者
を
前
に
、
う
ず
く
ま
っ
て
し
ま

い
、
患
者
を
前
に
し
て
思
考
が
停
止
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
深
く
考
え
る
こ
と
を

や
め
た
彼
女
は
自
殺
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。 

  
 

 

わ
た
し
が
最
後
に
世
話
し
た
患
者
、
全
身
麻
痺
の
あ
の
若
者
は
、
今
頃
療

養
所
で
ど
う
し
て
い
る
か
し
ら
。
動
か
な
い
唇
の
奥
で
、
殺
し
て
く
れ
と
叫

び
続
け
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 
 

 

よ
そ
う
。
思
い
出
す
と
気
が
滅
入
る
。
（
一
一
〇
頁
） 

 

北
海
道
に
渡
っ
た
後
彼
女
は
患
者
の
こ
と
を
わ
ず
か
に
思
い
出
す
も
の
の
、
深
く

考
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
本
作
に
お
い
て
啓
子
は
「
ア
イ
ヌ
」
に
関
わ
る
問
題
と

直
接
的
な
関
係
は
も
た
な
い
が
、
彼
女
も
ま
た
「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
し
た
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

慎
治
や
啓
子
の
「
見
る
」
こ
と
の
放
棄
を
責
め
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
「
見
る
」

こ
と
を
放
棄
し
た
対
象
は
、
反
対
に
常
に
彼
ら
を
見
つ
め
続
け
て
い
る
。「
あ
い
つ
」

に
つ
い
て
の
描
写
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

  
 

 

俺
は
、
あ
い
つ
の
顔
を
、
あ
ら
た
め
て
の
ぞ
い
た
。
茸
帽
子
の
ひ
さ
し
の

下
に
、
俺
を
凝
視
し
た
ま
ま
動
か
な
い
、
い
や
な
感
じ
の
眼
が
あ
っ
た
。 

 
 

 

な
ん
で
す
、
そ
の
カ
ン
セ
イ
…
…
。 

 
 

 

知
ら
な
い
か
ら
、
そ
う
や
っ
て
い
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
さ
。 

 
 

 

ふ
ふ
ん
。
と
あ
い
つ
は
、
眼
玉
は
動
か
さ
ず
に
嘲
る
よ
う
に
鼻
を
鳴
ら
し

た
。
（
中
略
）
両
腕
を
わ
ず
か
に
広
げ
た
、
綱
渡
り
で
も
す
る
か
の
よ
う
な

不
安
定
な
歩
き
方
が
、
俺
に
は
踊
る
よ
う
に
み
え
た
の
だ
が
、
そ
の
姿
が
人

ご
み
に
ま
ぎ
れ
た
あ
と
、
暫
く
の
間
あ
い
つ
の
視
線
だ
け
が
、
俺
の
眼
前
に

置
き
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
残
っ
て
い
て
、
俺
を
凝
視
し
つ
づ
け
た
の
だ
。 

 
 

 

あ
い
つ
の
、
そ
う
い
う
眼
付
き
が
、
俺
は
た
ま
ら
な
く
嫌
い
だ
。
ね
ば
っ

こ
い
声
色
も
い
や
だ
。
あ
い
つ
の
ど
こ
に
も
、
俺
が
好
感
を
持
て
る
部
分
は

無
い
。
（
五
頁
） 

 

取
り
上
げ
た
描
写
は
一
例
だ
が
、「
あ
い
つ
」
に
つ
い
て
の
描
写
は
動
か
な
い
剥
製

の
よ
う
な
眼
玉
で
常
に
慎
治
を
凝
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

い
る
。「
あ
い
つ
」
に
つ
い
て
啓
子
は
、
慎
治
が
作
り
だ
し
た
幻
想
で
は
な
い
の
か

と
疑
う
が
、
彼
の
正
体
が
作
中
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
慎
治
は

後
に
「
あ
い
つ
」
の
こ
と
を
「
斬
首
さ
れ
た
三
十
七
人
の
亡
霊
」
と
形
容
し
て
い

る
。
慎
治
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
あ
い
つ
」
は
「
和
人
」
が
「
見
る
」
こ
と
を

放
棄
し
た
寛
政
蝦
夷
の
乱
で
殺
さ
れ
た
「
ア
イ
ヌ
」
の
亡
霊
で
あ
り
、「
和
人
」
が

「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
し
た
そ
の
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
啓
子
は
世

話
を
し
て
い
た
患
者
を
ジ
ョ
ー
・
ボ
ナ
ム
と
重
ね
て
見
て
い
る
が
、
そ
の
患
者
は

目
が
見
え
る
と
い
う
点
で
ジ
ョ
ー
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
し
て
そ
の
患
者
は
常
に

啓
子
の
こ
と
を
見
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
作
で
は
「
見
る
」
こ

と
を
放
棄
さ
れ
た
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
起
点
と
し
つ
つ
、
北
海
道
に
縁
の
無
い
高
林

啓
子
と
い
う
人
物
、
そ
し
て
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
と
い
う
反
戦
映
画

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
に
限
定
せ
ず
広
く
「
見
る
」
こ

と
の
放
棄
を
問
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四 

「
和
人
の
痛
み
」
の
伝
播 

 
慎
治
は
「
あ
い
つ
」
の
言
葉
を
受
け
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
調
べ
始
め
る
。
そ
し

て
松
前
藩
家
老
新
井
田
孫
三
郎
が
隊
頭
と
な
り
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
慎
治
が
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
徹
底
的
に
調
べ
よ
う
と
思
い
立

っ
た
の
は
、「
あ
い
つ
」
に
唆
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
と
同
姓
の
人
物
が
そ
の

乱
の
鎮
圧
に
携
わ
っ
て
お
り
、
孫
三
郎
と
自
分
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
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た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
乱
に
つ
い
て
調
べ
、
自
身
の
先
祖
に
あ
た
る
か
も
し
れ

な
い
孫
三
郎
が
指
揮
し
た
「
ア
イ
ヌ
」
鎮
圧
の
歴
史
を
知
る
に
つ
れ
、
慎
治
は
孫

三
郎
と
の
関
係
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
初
め
は
新
井
田
孫
三
郎
と
同
姓

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
を
よ
り
一
層
調
べ
る
気
に
な
っ
た
慎
治
だ
が
、

調
査
を
す
す
め
る
に
つ
れ
明
ら
か
と
な
っ
た
乱
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
、
場
所
請

負
人
の
「
ア
イ
ヌ
」
に
対
す
る
仕
打
ち
な
ど
を
知
り
、
最
終
的
に
慎
治
は
孫
三
郎

個
人
と
の
繋
が
り
で
は
な
く
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
土
地
を
奪
っ
た
「
和
人
」
の
子
孫

と
し
て
罪
の
意
識
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

「
…
…
疑
っ
て
、
悪
い
か
。
俺
は
信
じ
た
く
な
い
ん
だ
。
…
…
あ
ん
た
は
、

こ
ん
な
史
実
を
突
き
付
け
ら
れ
て
、
平
気
か
い
。
稼
ぎ
方
支
配
人
、
左
兵
衛

と
い
う
奴
は
、
い
や
、
殺
さ
れ
た
七
十
一
人
、
み
ん
な
左
兵
衛
と
大
同
小
異

の
連
中
だ
っ
た
ろ
う
さ
。
“
横
死
七
十
一
人
之
墓
”
を
造
っ
た
奴
だ
っ
て
そ

の
仲
間
さ
。
連
中
の
、
俺
は
残
念
な
が
ら
子
孫
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
。

…
…
あ
ん
た
に
は
わ
か
ら
ん
だ
ろ
う
さ
。
国
後
島
を
ふ
る
さ
と
だ
と
思
い
込

ん
で
い
た
俺
は
、
眼
も
向
け
ら
れ
ん
ほ
ど
卑
劣
な
、
破
廉
恥
な
、
俺
の
祖
先

の
行
為
を
史
実
と
し
て
突
き
付
け
ら
れ
て
、
と
て
も
鵜
呑
み
に
は
で
き
ん
の

よ
。
と
て
も
…
…
な
！
」 

（
中
略
） 

「
そ
ん
な
こ
と
、
い
い
じ
ゃ
な
い
の
。
…
…
ず
い
ぶ
ん
昔
の
事
じ
ゃ
な
い
。

長
い
歴
史
の
間
に
は
、
世
界
中
に
、
い
ろ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
た
は
ず
よ
。

い
ま
さ
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
込
む
こ
と
は
な
い
と
思
う
わ
」 

「
い
ま
さ
ら
…
…
か
。
あ
ん
た
は
そ
れ
で
良
い
さ
。
…
…
だ
が
俺
は
な
、
そ

う
い
う
史
実
を
な
に
も
知
ら
ん
で
、
“
北
方
領
土
の
四
百
年
は
、
日
本
人
の

歴
史
で
す
”
と
メ
ガ
ホ
ン
で
叫
ん
だ
ん
だ
。
“
呼
び
返
せ
、
父
祖
の
築
い
た

北
方
領
土
”
と
訴
え
た
ん
だ
。
俺
は
、
俺
の
生
地
を
、
国
際
法
の
上
か
ら
も

ま
さ
し
く
不
当
な
占
拠
を
し
た
ソ
ビ
エ
ト
を
、
怪
し
か
ら
ん
と
思
う
さ
。
し

か
し
ど
う
だ
。
“
北
方
領
土
四
百
年
の
日
本
人
の
歴
史
”
の
裏
側
に
、
ひ
そ

か
に
隠
さ
れ
て
き
た
俺
た
ち
の
“
父
祖
”
の
罪
業
が
ま
た
、
ひ
ど
く
無
残
で
、

救
わ
れ
よ
う
が
無
い
で
な
い
か
」
（
一
四
四
‐
一
四
五
頁
） 

 

「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
国
後
島
を
奪
っ
た
「
和
人
」
の
子
孫
と
し
て
自
己
を
認
識
し
「
和

人
」
の
罪
を
意
識
す
る
慎
治
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
現
在
「
ア
イ
ヌ
」
を
差

別
す
る
「
和
人
」
に
も
強
い
嫌
悪
を
示
す
。
そ
の
嫌
悪
に
は
、
彼
の
妻
美
雪
が
差

別
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
。 

 

 

北
方
領
土
復
帰
運
動
の
催
し
に
、
俺
が
参
加
を
断
わ
っ
た
と
き
、
誘
い
に

来
た
奴
は
胡
乱
な
眼
を
俺
に
向
け
て
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
か
い
」
と
言
っ
た
。

そ
う
言
っ
て
勝
手
に
頷
い
た
ん
だ
が
、
俺
に
は
、
奴
の
言
っ
た
言
葉
の
裏
側

が
よ
く
わ
か
る
ん
だ
。
「
や
っ
ぱ
り
お
前
は
、
夷
族
の
肩
を
持
つ
ひ
ね
く
れ

者
か
い
」
と
、
奴
は
そ
う
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
。
だ
が
、
奴
は
そ
ん
な
ふ
う

に
言
っ
て
は
な
ら
ん
事
を
知
っ
て
い
る
。
人
間
平
等
の
旗
印
の
も
と
に
居
る

ん
だ
か
ら
な
。
差
別
な
ん
ぞ
し
た
覚
え
は
無
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
奴
は
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
な
の
よ
。
平
等
の
思
想
よ
り
も
、
美

雪
の
背
景
に
強
い
拒
否
反
応
を
起
こ
す
“
左
兵
衛
の
血
”
の
ほ
う
が
、
奴
に

は
濃
く
流
れ
て
い
る
ん
だ
。
（
二
七
七
頁
） 

 
寛
政
蝦
夷
の
乱
に
お
い
て
特
に
残
虐
な
行
い
を
し
、「
ア
イ
ヌ
」
を
毒
殺
し
た
と
ま

で
言
わ
れ
る
飛
騨
屋
の
支
配
人
左
兵
衛
に
強
い
怒
り
を
抱
く
慎
治
は
、「
和
人
」
は

全
員
“
左
兵
衛
の
血
”
を
継
い
で
お
り
、
そ
の
“
左
兵
衛
の
血
”
が
「
ア
イ
ヌ
」

を
差
別
す
る
意
識
の
原
因
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
自
身
を
「
ア
イ
ヌ
」
を
侵

略
し
た
「
和
人
」
の
末
裔
だ
と
認
識
す
る
慎
治
は
、
自
分
自
身
に
も
“
左
兵
衛
の
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血
”
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
て
し
ま
う
。 

 

 
彼
の
妻
、
美
雪
が
、
夷
人
の
血
筋
を
引
く
と
い
う
証
拠
を
熱
心
に
探
り
出

し
て
、
わ
け
も
な
く
誹
謗
し
た
“
左
兵
衛
の
血
”
を
引
く
シ
ャ
モ
達
を
、
彼

は
心
底
か
ら
嫌
悪
し
、
憎
し
み
さ
え
抱
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
そ

ん
な
彼
も
、
美
雪
と
い
う
人
の
側
か
ら
見
れ
ば
当
然
、
そ
の
シ
ャ
モ
の
群
れ

の
中
に
在
る
人
間
な
の
だ
。
憎
む
べ
き
者
達
の
群
れ
に
彼
は
、
自
分
の
哀
し

い
姿
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
る
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
ち
が
い
な

い
。 

 
 

 

だ
か
ら
、
彼
が
シ
ャ
モ
と
罵
る
と
き
、
そ
れ
は
間
も
置
か
ず
彼
自
身
に
、

冷
や
か
な
嘲
笑
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
（
二
三
八
頁
） 

 

「
和
人
」
の
か
つ
て
の
罪
業
を
知
っ
た
慎
治
は
強
く
「
和
人
」
を
非
難
す
る
が
、

そ
れ
は
自
己
批
判
に
も
つ
な
が
る
。「
和
人
」
の
原
罪
を
糾
弾
す
る
慎
治
は
激
し
い

自
己
嫌
悪
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
、
深
い
闇
に
蹲
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

慎
治
は
過
去
の
「
和
人
」
の
罪
業
を
知
り
、
そ
の
子
孫
と
し
て
罪
の
重
さ
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
先
祖
の
罪
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
慎
治
の

表
象
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
‐
ス
ズ
キ
が
述
べ
る

“

連

累

イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

”
の
概
念
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
は
“
連
累
”
と
い
う

概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

 

“
連
累
”
と
い
う
こ
と
ば
で
わ
た
し
は
、
わ
た
し
た
ち
の
過
去
と
の
関
係

は
、
ふ
つ
う
“
歴
史
責
任
”
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
と
は
多
少

違
う
の
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
幅
広
い
関
係
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
。
暴
力
行
為
あ
る
い
は
抑
圧
行
為
を
犯
す
者
が
、
一
般
に
認

め
ら
れ
て
い
る
法
的
・
倫
理
的
意
味
で
、
そ
の
行
為
の
結
果
に
責
任
を
負
う

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
一
九
四
五
年
よ
り
あ
と
に
生
ま
れ

た
ド
イ
ツ
人
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
同
じ
よ
う
な
意
味
で
直
接
の
法
的
責
任

を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
恐
ろ
し
い
事
件
を
直
接
ひ
き
お
こ
し

て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
（
中
略
） 

 
 

 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
あ
と
か
ら
来
た
世
代
も
過
去
の
出
来
事
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
、
ま
ず
、
あ
と
か
ら
来
た
世
代
は
、

歴
史
上
の
暴
力
や
弾
圧
の
行
為
を
ひ
き
お
こ
し
た
責
任
こ
そ
免
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
多
く
の
場
合
そ
う
し
た
行
為
の
結
果
と
し
て
の
恩
恵
を
う
け

て
い
る
。
（
中
略
） 

 
 

 

し
か
し
も
っ
と
広
い
意
味
で
も
過
去
へ
の
“
連
累
”
が
あ
る
。
今
生
き
て

い
る
わ
た
し
た
ち
を
す
っ
ぽ
り
包
ん
で
い
る
こ
の
構
造
、
制
度
、
概
念
の
網

は
、
過
去
に
お
け
る
想
像
力
、
勇
気
、
寛
容
、
貪
欲
、
残
虐
行
為
に
よ
っ
て

か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
、
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
や
概
念
が
ど

の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
か
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

わ
た
し
た
ち
の
生
は
過
去
の
暴
力
行
為
の
上
に
築
か
れ
た
抑
圧
的
な
制
度

に
よ
っ
て
今
も
か
た
ち
づ
く
ら
れ
、
そ
れ
を
変
え
る
た
め
に
わ
た
し
た
ち
が

行
動
を
起
こ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
将
来
も
か
た
ち
づ
く
ら
れ
つ
づ
け
る
。
過
去

の
侵
略
行
為
を
支
え
た
偏
見
も
現
在
に
生
き
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
れ
を
排
除

す
る
た
め
に
積
極
的
な
行
動
に
で
な
い
か
ぎ
り
、
現
在
の
世
代
の
心
の
な
か

に
し
っ
か
り
と
居
す
わ
り
つ
づ
け
る
。
そ
う
し
た
侵
略
行
為
を
ひ
き
お
こ
し

た
と
い
う
意
味
で
は
わ
た
し
た
ち
に
責
任
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

お
か
げ
で
今
の
わ
た
し
た
ち
が
こ
う
し
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
“
連
累
”

し
て
い
る
。
七 

 

慎
治
は
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
と
言
う
過
去
の
暴
力
行
為
の
上
に
生
き
て
い
る
。
慎
治
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は
「
和
人
」
が
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
奪
っ
た
土
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
点
で
、

寛
政
蝦
夷
の
乱
と
“
連
累
”
し
て
い
る
。
ま
た
テ
ッ
サ
・
ス
ズ
キ
は
「
今
生
き
て

い
る
わ
た
し
た
ち
を
す
っ
ぽ
り
包
ん
で
い
る
こ
の
構
造
、
制
度
、
概
念
の
網
は
、

過
去
に
お
け
る
想
像
力
、
勇
気
、
寛
容
、
貪
欲
、
残
虐
行
為
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ

く
ら
れ
た
、
歴
史
の
産
物
で
あ
る
」
が
「
構
造
や
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き

あ
が
っ
た
の
か
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
慎
治
は
寛
政

蝦
夷
の
乱
を
調
べ
上
げ
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
分
を
取
り
巻
く
状
況
の
成
り
立
ち

や
周
囲
の
人
々
が
抱
く
差
別
意
識
な
ど
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
慎
治
は

そ
の
段
階
で
う
ず
く
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
状
を
変
え
る
た
め
の
「
積
極
的

な
行
動
」
を
彼
は
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
現
状
を
変
え
る
た
め
に
必
要
な
「
積
極
的
な
行
動
」
は
、
慎
治
と
旅
を
共

に
し
た
啓
子
に
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
作
品
の
末
部
に
お
い
て
啓
子
は
自
分
自
身

も
「
和
人
」
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
慎
治
と
の
会
話
の
中
で
獲
得
す
る
。 

  
 

 

あ
ん
た
は
、
な
ん
に
も
知
っ
て
い
な
い
さ
。 

 
 

 

と
彼
は
、
ガ
ム
を
嚙
み
な
が
ら
言
っ
た
。 

 
 

 

夷
人
と
呼
ば
れ
た
人
間
た
ち
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ん
た
だ
っ
て
、
シ
ャ

モ
の
一
人
だ
。
（
中
略
） 

…
…
あ
ん
た
、
シ
ャ
モ
と
呼
ば
れ
る
側
の
人
間
だ
と
、
そ
う
い
う
実
感
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
北
海
道
の
人
間
た
ち
の
問
題
で
し
か
な
い
と
、
は
じ

め
か
ら
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
。
（
二
三
三
頁
‐
二
三
四
頁
） 

 

「
和
人
」
と
し
て
の
自
己
認
識
を
獲
得
し
た
啓
子
は
、「
和
人
」
と
し
て
の
罪
の
意

識
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
う
ず
く
ま
っ
て
し
ま
う
慎
治
を
見
て
次
の
よ
う
な
考
え
を

抱
く
よ
う
に
な
る
。 

 

彼
の
内
側
に
あ
る
シ
ャ
モ
を
、
自
ら
討
ち
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、

彼
の
か
ら
だ
を
流
れ
る
“
佐
兵
衛
の
血
”
を
、
一
滴
も
残
さ
ず
吐
き
捨
て
る

事
が
で
き
な
い
限
り
、
お
そ
ら
く
彼
の
傷
は
癒
え
き
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
た

と
え
癒
え
た
と
し
て
も
、
あ
と
に
大
き
な
傷
痕
を
残
さ
ず
に
は
お
か
な
い
だ

ろ
う
。 

 
 

 

彼
は
、
傷
の
疼
き
に
犯
さ
れ
た
眼
で
、
ぼ
ん
や
り
と
空
を
見
あ
げ
て
動
か

な
い
。 

 
 

 

わ
た
し
は
、
バ
ッ
グ
の
中
の
薬
瓶
を
指
先
で
ま
さ
ぐ
り
な
が
ら
、
彼
を
こ

の
儘
に
し
て
は
置
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
…
…
と
、
ま
た
御
節
介
な
思
い

が
う
ご
め
き
は
じ
め
る
。 

 
 

 

い
や
、
御
節
介
じ
ゃ
な
い
。
い
ま
、
わ
た
し
に
、
彼
の
、
シ
ャ
モ
の
傷
の

疼
き
が
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。 

 
 

（
二
八
〇
頁
） 

 

作
品
の
最
後
で
「
和
人
」
の
傷
の
疼
き
が
慎
治
か
ら
啓
子
へ
伝
播
し
、
啓
子
は
慎

治
が
抱
え
る
「
和
人
」
傷
の
痛
み
を
共
有
す
る
。
し
か
し
啓
子
は
慎
治
と
異
な
り

そ
の
罪
の
重
み
に
う
ず
く
ま
る
こ
と
は
な
い
。
彼
女
は
慎
治
と
と
も
に
、
「
和
人
」

と
し
て
そ
の
痛
み
を
乗
り
越
え
て
行
こ
う
と
い
う
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
る
。
お

そ
ら
く
彼
女
は
自
分
も
含
め
た
「
和
人
」
の
「
心
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
居
す
わ

り
つ
づ
け
る
」
差
別
意
識
を
排
除
す
る
た
め
に
「
積
極
的
な
行
動
」
を
起
こ
す
だ

ろ
う
し
、
慎
治
も
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
疼
き
の
伝
播

と
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
啓
子
の
様
子
か
ら
想
像
で
き
る
。 

こ
の
「
和
人
」
の
痛
み
と
い
う
も
の
は
、
「
和
人
」
と
し
て
感
じ
る
罪
の
重
さ

の
差
な
ど
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
三
好
作
品
で
も
そ
の
ほ
と
ん
ど

の
中
心
人
物
が
抱
え
て
い
た
痛
み
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
痛
み
が

中
心
人
物
以
外
の
他
者
に
伝
播
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
そ
し
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て
そ
の
痛
み
の
伝
播
が
、
北
海
道
の
人
間
か
ら
東
京
の
人
間
へ
伝
わ
っ
た
と
い
う

点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
前
作
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
が
哭
く
」
の
あ
と
が
き
に
お
い

て
三
好
は
「
『
ア
イ
ヌ
問
題
』
と
は
、
実
は
ア
イ
ヌ
人
（
ま
た
は
ア
イ
ヌ
系
日
本
人

と
名
乗
る
人
び
と
）
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
北
海
道
に
住
む
人
間
全
体
の
問
題
、

い
や
、
日
本
人
そ
の
も
の
の
問
題
な
の
で
あ
る
」
八

と
述
べ
て
い
る
。
先
述
し
た

本
作
の
最
後
に
お
い
て
北
海
道
か
ら
東
京
の
人
間
へ
「
和
人
」
の
痛
み
が
伝
播
し
、

そ
の
伝
播
し
た
人
間
が
「
積
極
的
な
行
動
」
を
起
こ
す
だ
ろ
う
描
写
は
、
ま
さ
に

日
本
人
全
体
で
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
三
好
の

意
識
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

五 

「
見
る
」
こ
と
の
再
獲
得 

本
作
は
、
啓
子
に
つ
い
て
の
次
の
一
文
で
終
え
ら
れ
る
。 

 

次
第
に
霧
に
包
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
ク
ナ
シ
リ
の
島
影
を
、
雑
草
越
し
に

望
み
な
が
ら
わ
た
し
は
、
ふ
と
、
死
な
せ
て
や
る
事
も
で
き
な
か
っ
た
全
身

麻
痺
の
若
者
の
、
じ
っ
と
わ
た
し
を
見
上
げ
た
表
情
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。

（
二
八
〇
頁
） 

 

作
品
の
最
終
場
面
で
「
和
人
」
の
痛
み
を
共
有
し
、「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
慎

治
と
と
も
に
乗
り
越
え
て
行
こ
う
と
す
る
啓
子
が
最
後
の
最
後
に
想
起
す
る
の
は
、

彼
女
が
「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
し
た
患
者
で
あ
っ
た
。
本
作
が
啓
子
の
患
者
に
つ

い
て
の
思
い
で
終
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
の
作

品
を
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
起
点
に
よ
り
広
い
問
題
に
接
続
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
り
広
い
問
題
へ
の
接
続
と
い
う
点
は
、
現
代
に
お
い
て
「
ア
イ
ヌ
」「
和

人
」
を
取
り
巻
く
問
題
を
考
え
る
際
に
も
有
益
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

 

平
取
村
生
ま
れ
の
作
家
・
鳩
沢
佐
美
夫
は
「
対
談
・
ア
イ
ヌ
」（
一
九
七
〇

年
）
の
中
で
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ

の
と
き
彼
は
、
「
僕
は
、
人
間
！ 

と
い
う
あ
た
り
か
ら
こ
の
黒
人
問
題
を

見
つ
め
た
い
ん
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。「
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
う
視
点
が
ね
、

ア
イ
ヌ
問
題
に
も
当
て
嵌
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
―
―
。
（
…

…
）
一
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
じ
ゃ
な
く
世
界
の
“
人
間
に
対
す
る
問
題
”
」

と
し
て
捉
え
た
、
そ
の
視
点
で
す
。
「
連
続
す
る
問
題
」
だ
か
ら
こ
そ
、
差

別
に
抗
す
る
力
も
、
常
に
領
域
横
断
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

九 

 

「
対
談
・
ア
イ
ヌ
」
は
一
九
七
〇
年
一
一
月
に
『
日
高
文
芸
』
第
六
号
に
掲
載
さ

れ
た
。
こ
れ
は
鳩
沢
佐
美
夫
と
匿
名
希
望
の
「
お
ん
な
」
と
の
間
で
行
わ
れ
た
対

談
を
文
字
化
し
て
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
談
の
中
で
鳩
沢
は
ア
メ
リ
カ
の

黒
人
問
題
を
話
題
に
し
、
「
お
ん
な
」
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
問
う
。
「
お

ん
な
」
は
次
の
よ
う
に
こ
た
え
る
。 

  
 

 

な
ん
か
こ
う
遠
い
も
の
の
よ
う
に
も
思
う
け
ど
も
ね
。
自
分
が
要
す
る
に

ウ
タ
リ
だ
っ
て
い
う
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
身
近
に
感
じ
る
ね
。
今
は
さ
、

自
分
自
身
が
意
識
し
て
い
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
は
っ
き
り
言
っ
て
埋
も
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
う
い
う
も
の
に
直
接
ふ
れ
た
場
合
、
感
じ
る
だ

ろ
う
ね
。
あ
あ
な
る
の
が
当
然
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ま
た
あ
あ
い
う
パ
ワ
ー
が

ね
、
ウ
タ
リ
に
も
あ
っ
た
ら
な
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
よ
。
十 

 

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
と
「
ア
イ
ヌ
」
の
問
題
を
接
続
し
て
考
え
る
べ
き
と
考
え

( 58 )



 

る
鳩
沢
は
、
こ
の
「
お
ん
な
」
の
返
答
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
接
続
し
て
考

え
る
こ
と
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
力
説
す
る
。 

  
 

ね
、
だ
か
ら
、
僕
は
、
人
間
！
と
い
う
あ
た
り
か
ら
こ
の
黒
人
問
題
を
見
つ

め
た
い
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
う
視
点
が
ね
、
ア
イ
ヌ
問
題
に
も
当
て

嵌
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
―
―
。
今
、
あ
ん
た
が
あ
あ
な
る
の

が
当
然
だ
と
い
っ
た
が
、
最
近
の
国
際
情
勢
一
つ
を
と
っ
て
も
僕
も
そ
ん
な

気
が
す
る
。
一
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
じ
ゃ
な
く
世
界
の
“
人
間
に
対
す
る

問
題
”
だ
っ
て
ね
―
―
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
に
呼
応
し
た
形
の
活
動

は
日
本
に
も
結
構
あ
る
わ
け
だ
。
で
も
ね
、
日
本
自
身
の
国
内
の
人
種
問
題

と
な
る
と
、
な
ん
か
少
し
悠
然
と
か
ま
え
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
だ
。

そ
う
い
う
動
き
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
特
に
ア
イ
ヌ
問
題
と
な
る
と
ね
。
十
一 

 

三
好
が
こ
の
「
対
談
・
ア
イ
ヌ
」
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
が

哭
く
」
の
あ
と
が
き
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
明
確
で
あ
る
。
三
好
は
鳩
沢
の
「
人

間
に
対
す
る
問
題
」
と
い
う
観
点
を
受
け
止
め
、「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
よ
り

領
域
横
断
的
に
と
ら
え
る
必
要
性
に
気
付
い
た
の
だ
ろ
う
。「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」

を
他
の
差
別
問
題
と
接
続
す
る
、
そ
し
て
そ
の
他
の
差
別
問
題
か
ら
「
ア
イ
ヌ
・

和
人
問
題
」
を
見
つ
め
直
す
、
そ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
三
好
は
考
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
好
は
「
人
間
に
対
す
る
問

題
」
で
物
事
を
考
え
る
に
あ
た
り
、「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
に
お
い
て
も
他
の
差

別
問
題
に
お
い
て
も
、「
見
る
」
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
る
と
判
断
し
た
の
で
あ

る
。 

 

六 

お
わ
り
に 

本
作
は
「
和
人
」
社
会
か
ら
「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
さ
れ
た
寛
政
蝦
夷
の
乱
を

題
材
に
、
北
方
領
土
は
か
つ
て
「
和
人
」
が
侵
略
に
よ
っ
て
「
ア
イ
ヌ
」
か
ら
奪

っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
都
合
よ
く
歴
史
を
隠
蔽
す
る
「
和
人
」
の
罪

を
糾
弾
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
他
の
論
者
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ

の
糾
弾
は
過
去
部
の
描
写
と
慎
治
に
よ
る
「
和
人
」
批
判
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い

る
が
、
慎
治
が
「
和
人
」
を
批
判
す
る
時
、
そ
の
「
和
人
」
と
い
う
括
り
に
は
自

ら
も
含
ま
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
彼
は
深
い
自
己
嫌
悪
に
う
ず
く
ま
っ
て
し
ま
う
。

本
作
に
お
い
て
よ
り
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
三
好
作
品
で
描
か
れ

て
い
た
「
和
人
」
の
贖
罪
意
識
、「
和
人
」
の
痛
み
を
他
の
「
和
人
」
が
共
有
す
る

と
い
う
点
、
そ
し
て
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
他
の
問
題
へ
と
接
続
し
よ
う
と

す
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
高
林
啓
子
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
。
啓

子
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
患
者
は
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
の
ジ
ョ
ー
・

ボ
ナ
ム
と
類
似
し
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
身
動
き
が
と
れ
ず
口
も
き
け
な

い
ま
ま
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
状
況
は
確
か
に
ジ
ョ
ー
に
通
ず
る
が
、
そ
の
患

者
は
ジ
ョ
ー
と
異
な
り
四
肢
が
あ
り
、
眼
も
見
え
る
。
そ
の
姿
は
「
物
の
言
え
な

い
ア
イ
ヌ
、
哀
れ
な
ア
イ
ヌ
」
十
二

を
連
想
さ
せ
る
。
患
者
を
「
ア
イ
ヌ
」
と
設
定

す
れ
ば
、
よ
り
鮮
明
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
あ
え
て
「
ア

イ
ヌ
」
を
描
か
な
い
こ
と
で
、「
ア
イ
ヌ
」
に
限
定
し
な
い
様
々
な
社
会
的
弱
者
が

こ
の
患
者
に
代
入
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
患
者
の
設
定
は
「
ジ
ョ
ニ

ー
は
戦
場
へ
行
っ
た
」
を
通
し
て
「
見
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
る
ド
ル
ト
ン
・

ト
ラ
ン
ボ
の
姿
勢
を
借
用
し
つ
つ
、「
見
る
」
こ
と
を
放
棄
さ
れ
た
様
々
な
社
会
的

弱
者
の
存
在
を
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 
最
後
に
啓
子
が
「
見
る
」
こ
と
を
再
獲
得
し
、
彼
女
の
前
向
き
な
姿
勢
で
作
品

が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
様
々
な
差
別
問
題
と
向
き
合
い
、
そ
れ
ら
と
接

続
し
な
が
ら
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
「
人
間
に
対
す
る
問
題
」
と
い
う
視
点

か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
三
好
が
希
望
を
託
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
タ
イ
ト

ル
の
「
人
間
同
志
に
候
え
ば
」
と
い
う
文
言
は
、
寛
政
蝦
夷
の
乱
に
お
い
て
「
和
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人
」
が
「
ア
イ
ヌ
」
を
処
刑
し
た
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
言
葉

で
あ
り
こ
の
言
葉
を
作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
す
る
こ
と
で
「
和
人
」
の
卑
劣
さ
を
痛

烈
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ア
イ
ヌ
」
を
差
別
し
つ
つ
都
合
の
い
い
と
き
だ

け
「
ア
イ
ヌ
も
日
本
人
だ
」
と
考
え
る
、
現
在
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
「
皇
国

史
観
」
を
も
批
判
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
人
間
同
士
に
候
え
ば
」
と

い
う
言
葉
通
り
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
ア
イ
ヌ
」
も
「
和
人
」
も
同
じ
「
人

間
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
「
人
間
に
対
す
る
問
題
」

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
三
好
の
考
え
そ
の
も
の
だ
と
言
え
る
。「
人
間
同

士
に
候
え
ば
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、「
和
人
」
の
過
去
の
罪
業
を
批
判
す
る
と
同

時
に
、
今
後
の
「
ア
イ
ヌ
・
和
人
問
題
」
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
と
な
る
視
点

を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

注 

一 

石
川
郁
夫
『
三
好
文
夫
―
告
発
と
贖
罪
・
短
刀
と
突
き
出
す
腕
の
勁
さ
』
十
四
頁 

二 

岡
和
田
晃
編
『
北
の
想
像
力
―
《
北
海
道
文
学
》
と
《
北
海
道
Ｓ
Ｆ
》
を
め
ぐ
る
思
索

の
旅
―
』
七
五
六
頁 

三 

『
ア
イ
ヌ
民
族
否
定
論
に
抗
す
る
』
一
七
四
頁 

四 

三
好
文
夫
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史
―
神
と
大
地
と
猟
人
と
―
』
一
七
一
頁 

五 

東
村
岳
史
『
戦
後
期
ア
イ
ヌ
民
族
―
和
人
関
係
史
序
説
―1

9
4

0

年
代
後
半
か
ら

1
9

6
0

年

代
後
半
ま
で
』
一
九
二
頁 

六 

『
ジ
ョ
ニ
ー
は
戦
場
へ
行
っ
た 

映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
二
頁 

七 

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
‐
ス
ズ
キ
『
過
去
は
死
な
な
い
―
メ
デ
ィ
ア
・
記
憶
・
歴
史
』
三

四
‐
三
六
頁 

八 

『
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
が
哭
く
』
二
七
六
頁 

九 

岡
和
田
晃
、
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
編
『
ア
イ
ヌ
民
族
否
定
論
に
抗
す
る
』
十

頁 

十 

鳩
沢
佐
美
夫
『
沙
流
川 

鳩
沢
佐
美
夫
遺
稿
』
一
五
八
頁 

十
一 

鳩
沢
佐
美
夫
『
沙
流
川 

鳩
沢
佐
美
夫
遺
稿
』
一
五
八
頁 

十
二 

鳩
沢
は
「
対
談
・
ア
イ
ヌ
」
の
中
で
、
昭
和
四
四
年
に
行
わ
れ
た
参
議
院
の
予
算
委
員

会
の
質
疑
応
答
の
中
で
用
い
ら
れ
た
「
物
の
い
え
な
い
ア
イ
ヌ
民
族
先
住
民
族
」
と
い
う
言

葉
を
、
「
和
人
」
に
対
す
る
皮
肉
と
「
ア
イ
ヌ
」
に
対
す
る
自
虐
の
両
方
の
意
味
で
使
用
し

て
い
る
。 

（
香
川
県
大
手
前
中
学
・
高
等
学
校
） 
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