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一
跨

訓
言濡

天
然
資
源
の
國
際
的
開
放
の
原
則

戸

田

海

市

・

一

国
際
的
共
同
生
活

の
根
本
原
則

豊
寝

る
天
然
轟

を
包
蔵
す
る
國
は
、
之
を
世
界
人
類
の
共
用
に
開
放
す
・
の
耗

を
有
す
・
。
資
源
の
欠

蘇

る
國
が
自
己
の
生
存
椹
蓮

要

し
て
轟

過
剰
國
を
侵
略
す
・
の
不
寝

・
高

鞄

、
資
蔭

が
其
資

源
を
餌

漉

し
て
閉
鎖
す
る
・
毫

不
當
で
あ
・
。
嚢

の
態
度
・
は
積
極
纏

の
形
式
の
差
・
そ
あ
れ
、
實

質
上
は
共

に
不
當
な
る
帝
国
主
義
の
貴
行

で
み

っ
て
、
国
際
共
同
生
活
を
破
壊
せ
ざ
れ
ば
止
ま
な
.い
。
故

に
欧
洲

職
婁

有
意
義

に
終
結

せ
し
め
を

す
れ
ば
犀

利
條
約

に
於
て
資
源
開
放
の
原
則
毒

立
す

る
を
要
す
る
.～

は
・
曾
て
奎

其

他
.に
於
て
繰
返
し
論
述
し
た
所
で
あ
る
が
、
返
球
藥

、
西
北
利
亜
、
北
樺
太
等
の
黍

資
源
開

需

題
が
種
あ

形
に
於
て
解
決
を
待
ち

つ
・
あ
る
か
ら
、
此
際
国
際
共
同
生
活

の
楽

原
則
た
る
資
源
開
警

任
の
本
質
を
明
か
に
す

・
の
必
要
が
迫

っ
て
來
た
。
云
ふ
ま
で
ち
芽

、
資
源
の
国
際
的
開
放
は
軍
に
資
源
.の
欠

乏

せ

る
我
国
の
立
場
の
み
よ
り
表

し
、
養

義

國

漉

し
て
資
源
供
給
の
讐

の
大
な
る
東
洋
惰
洋
方
面
に

時

論

天
然
資
源
の
圃
標
的
欄
放

の
原
則

・

第
十
六
巻

(第
四
號

七

一
)
.
六

五
三

國」



時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
聞
放
の
原
則

第
十
六
巻

(第
四
號

七
二
)

⊥ハ
五
四

射

し
て
の
み
主
張
す

る
の
で
は
な
く
.
國
際
共
伺
生
活

の
普
遍
的
原
則
ε
し
て
主
張
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
め
る
。

資
源
國

の
開
放
責
任
は
国
際
共
同
生
活

の
根
本
原
則
よ
り
當
然

に
起
b
来
る
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
其
根
本
原

則
は
何
ぞ
や
ご
云
ふ
に
、
各
國
は
他
国
を
侵
害
せ
ざ
る
阻
め
如
何
な
る
…対
外
態
度
を
探
る
も
自
由
な
り
ご
云
ふ
こ

ε
で
は
な
く
、
更
.に
積
極
的

に
国
際
共
同
生
活

に
蓼
.加
し
て
共
存
共
榮
を
圖

る
の
権
利
を
有
す
る
ε
同
時

に
義
務

を
有
す
る
ε
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
此
原
則
た
る
や
軍

に
国
際
共
阿
生
活
の
理
想

窪
し
て
考

へ
ら
れ
π
る
も
の
で
は

な
(
、
夙

に
此
共
同
生
活
の
貴
行
の
上

に
認

め
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
此
原
則
を
認

め
な

い
ε
す
れ
ば

今
日
の
國
際
法
上
の
種

々
の
重
大
な

る
基
礎
的
規
定
は
到
底
成
立
す

る
を
得
な

い
。
只
だ
從
來
此
原
則
に
謝
す

る

一
般
文
明
国
民
の
意
識
が
充

分
明
確
ε
な

っ
て
居
な
か
っ
た
か
ら
「
今
後
は
充
分
に
之
を
徹
底
せ
し
む
る
の
必
要

が
あ
る
。
之
を
徹
底
せ
し
め
ざ
れ
ば
、
濁
り
我
国
の
支

那
、
露
西
亜
、
米
国
誓
に
勤
す

る
緊
迫
の
諸
問
題
を
解
決

し
得
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
職
後

に
於
け
る
世
界

一
般
の
卒
和
關
係
を
確
立
す

る
こ
ε
も
不
能
で
あ
る
。
此
原
則
を

明
確
に
せ
ざ
れ
ば
、
如
何
に
軍
備
を
制
限
し
、
国
際
裁
割
を
設
け
、
女
聯
盟
會
議
を
開

い
て
も
、

]
聴
を
彌
縫
す

る
以
上
の
結
果
は
出
て
來
な

い
。

何
を
以

て
此
根
本
原
則
が
夙
に
国
際
共
同
生
活
の
實
際
の
上
に
認

め
ら

れ
て
居
る
か
ご
云
ふ
に
、
先
づ
各
憾
が

他
国
を
侵
害
す

べ
か
ら
ざ
る
責
任
を
有
す
る
こ
ご
は
、
今
日
の
交
明
国
民

が
自
明
の
理

ご
し
て
疑
は
ざ
る
所
で
あ

る
が
、
此
責
任
た
る
や
、
各
国
は
互
に
国
家

ε
し
て
の
卒
等
の
地
位
を
認
め
、
其
澗
立
を
尊
重
せ
ざ
る
べ
か
ら
す



〆

`
云
ふ
原
則
あ
る
が
爲
め
に
獲
生
す

る
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
若
し
各
國
が
本
来
鎖
國
孤
立
す

る
の
自
由
を
有
す

、

る
も
の
こ
し
た
な
ら
ば
、

一
方
に
此

の
如
き
国
家
が
他
国
を
卒
等
税
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
ビ
か
、
其
樹
立
を
愈
竄
せ
ね

ば
な
ら
澱
ε
云
ふ
が
如
き
本
家
の
責
任
を
有
す
る
ご
云
ふ
こ
ε
は
矛
盾
で
あ
る
。
各
国
が
互
に
半
等
の
地
位

に
立

っ
て
美
観
立
を
韓
重
す

べ
し
ε
云
ふ
こ
ε
は
、
各
国
が
永
続
せ
る
規
則
正
し
き
共
同
生
活
を
警
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず

`
云
ふ
こ
ε
を
前
提
ご
し
て
初
め
て
起
り
来
る
原
則
で
あ
る
。
故

に
総
て
の
国
家
は
自
か
ら
欲
す
る
ε
欲
せ
ざ
る

ご
に
拘
は
ら
す
、
他
国
を
侵
害
す

べ
か
ら
ざ
る
本
来
の
責
任
あ
る
こ
ご
が
、
女
明
人
に
取
.つ
て
自
明
の
理
で
あ
る

さ
云
ふ
の
は
、
即
ち
丈
明
人
は
國
際
共
同
生
活

に
参
加
し
て
相
互
扶
助
を
駕
す

こ
ε
が
、
国
家
本
来
の
責
任
た
り

ε
認

め
て
居

る
こ
ご
を
謹
明
す

る
も
の
で
あ
る
。
叉
從
來
各
国
が
国
際
交
通
を
庭
聾
す

る
に
付
き
、
通
商
條
約
を

結

ぶ
ε
否
ε
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
め
っ
た
ご
し
て
も
、
他
国

に
謝
し
て

一
切
の
通
商
を
拒
絶
す
る
こ
ε
は
不
法

な
る
敵
対
行
爲
ご
見
倣

さ
れ
π
が
、
此
事

π
る
や
亦
各
國
が
開
園
通
萌
し
て
有
無
相
通
じ
長
短
相
扶
く
る
の
責
任

.

あ
る
こ
ε
を
讃
す

る
も
の
で
あ
る
。
今
日
露
西
亜
ε
諸
外
國
こ
の
交
通
に
障
碍
の
存
す

る
こ
ご
は
、
其
責
任
の
何

れ
に
在
る
を
筒

は
す
、

二
極
の
融
蜀
關
係
に
立

つ
も
の
で
、
双
方
ご
も
速
か
に
国
交
の
恢
復
を
圖

る
の
責
任
め
る

こ
ε
は

一
般
に
承
認
せ
ら
れ
て
居
る
。
夏
に
我
國
自
身
は
此
根
本
原
則
を
最
も
痛
切
に
艦
験
し
た
こ
ピ
を
擧
げ
ね

ば
な
ら
n
。
即
ち
我
國
は
封
建
時
代
に
於
て
鎖
国
攘
夷
の
椹
利
あ
り

ε
の
見
解
を
探

っ
た
に
反
し
.
欧
米
諸
国
は

強
制
的
に
我
國
を
し
て
開
國
通
商
せ
し
め
た
。
此
事
か
る
や
欧
米
諸
国
が
夙
に
此
根
本
原
則
を
認
め
て
我
国

に
薩

時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

・

第
十
六
巻

〔第
四
號

七
三
)

六
五
五

昌



時

論

天
然
資
源
分
画
際
的
開
放
の
原
則
.

第
十
六
巻

(第
四
號

七
四
)

六
五
大

ん
だ
も
の
ご
解
せ
ね
ば
な
ら

弧
が
、
同
時

に
我
国
民
も
鎖
国
の
不
當
な
る
こ
ご
を
鑑

つ
北
爲
め
、
隊
氷
詰
國
の
開

園
強
要
に
付
て
不
惑
を
訴

へ
ざ
る
に
至
つ
π
。
隣
邦
の
支
那
も
亦
類
似
の
歴
史
を
有
す

る
も
の
で
.あ
る
。
世
間

に

は
國
際
倫
理
の
原
則
は
各
国
の
徴
す

る
ご
欲
せ
ざ

る
ご
を
問
は
す
し
て
當
然

に
.準
寄
す

べ
き
も
の
で
あ
る
に
反
し

国
際

法
の
原
則
は
各
国
が
之
を
承
認
し
て
初
め
て
成
立

つ
も
の
で
あ
り
、
而
も
各
国
が
之
を
認
む

べ
き
ゃ
否
や
は

其
の
自
由

に
存
す
る
蓬
の
論
が
あ
る
。
藪
に
比
論
の
當
否
を

一
般
的

に
吟
味
す
る
の
暇
は
な

い
が
、
少
く
ε
も
国

際
法
則
を
必
要
な
ら
し
む
る
所
の
躍
際
共
同
生
活
を
爲
す
こ
ご
自
身
は
、
各
国
の
認
め
ざ
る
を
得
ざ
る
先
天
的
の
.

国
際
法
則
で
あ
る
ε
云
ひ
得
る
。
今
日
の
文
明
人

㊨
有
す

る
国
家
の
観
念
は
人
類
共
同
生
活
組
織
の

一
.部
を
駕
す

所

の
自
主
的
政
治
團
禮
を
意
味
す
る
こ
ビ
は
、
恰
も
人
間
ご
云

へ
ば
自
存
目
的
を
有
す

る
砒
曾
的
存
在
を
意
味
す

る
ε
同
じ
で
あ
る
。
若

し
弦
に
共
同
生
活
を
拒
否
す

る
政
治
團
麗
あ
り
こ
す
れ
ば
、
其
團
膣
が
如
何
な
る
内
部
組

織
を
有
す
る
巴
も
、
文
明
人
の
眼
よ
り
見
れ
ば
国
家
`
爾
す
る
を
得
な
い
。
故
に
上
述

の
根
本
的
国
際
法
則
は
交

明
人

の
有
す
る
国
家
の
観
念
よ
り
當
然

に
起
り
来
る
も
の
で
あ

っ
て
、
他
の

一
切
の
具
艦
的
な
る
國
際
法
則
や
條

約
は
、、
此
根
本
法
則
が
現
實
に
鯛
れ
境
遇

に
.鷹
じ
て
自
か
ら
獲
現
開
展
し
た
も
の
ご
見

る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
此

根
本
法
則
は
国
際
法
を
成
立
せ
し
む

る
措
導
原
理
ご
考

へ
る
こ
己
も
曲
乗
る
。

從
來
世
人
が
国
法
に
勒
し
て
は
往
々
神
秘
的
の
威
嚴
を
認
め
る
程
で
あ
っ
た
に
反
し
、
国
際
法
を
以
て
極

め
て

便
宜
的
假
設
的
の
も
の
ξ
見
倣

し
、
甚
し
き
は
隊
洲
戦
争
勃
興

の
際

に
凋
逸

が
條
約
を
以
て

一
紙
片
に
過
ぎ
す
ε

9



,

放
言

し
て
怪
ま
な
か

っ
セ
働
も
め
る
.が
弾
国
際
法
を
此
の
如
く
便
宜
的
の
も
の
ご
軽
視
す

る
が
爲
め
ヤ

一
方

に
は

往
々
に
し
て
不
修
理
な
る
国
際
法
規
や
不
公
干
な
る
條
約
の
存
立
を
も
認
め
、
其
結
果

ご
し
て
更

に
盆
国
際
法
を

輕
祝
せ
し
む
る
こ
ε
＼
な

つ
陀
。
然

る
に
若
し
文
明
八
が
深
く
反
省

し
て
國
際
共
存
の
根
本
原
則
に
閲
し
て
有
ゆ

る
意
識
を
充
分
明
確
な
ら
し
め
た
な
ら
ば
、
國
際
法
や
條
約
を
輕
脱
し
て
之
を
輕

々
し
く
便
宜
的

に
取
扱
ふ
の
弊

が
除
か
れ
る
で
あ
ら
う
。
國
際
法
は
國
法
ご
共
に
交
明
人
の
日
常
生
活
ご
緊
密
の
關
係
に
立

つ
も
の
で
め

っ
て
、

両
者
の
距
離
は
従
来
考

へ
ら
れ
た
如
く
に
大
な
る
も
の
で
は
な

い
。

二

天
然
資
源
開
放
の
責
任

各
國
が
国
際
共
同
生
活
に
参
加
し
て
互
に
相
扶
く
る
の
責
任
め
る
こ
ε
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
此
根
本
原

則
よ
り
直
ち
に
各
国
が
如
何
に
共
同
生
活

の
爲
め
に
努

力
す

べ
き
や
の
詳
細
を
決
定
す

る
こ
ε
は
出
家
な

い
。
或

は
各
国
が
共
同
生
活

に
参
加
す
る
の
責
任

め
り
ご
云
ふ
以
上
は
、
國
際
交
通
を

一
切
官
由

に
放
任
す

べ
き

で

あ

る
。
之
に
何
等

の
制
限
を
加

へ
な
け
れ
ば
、
各
国
の
共
同
生
活
に
謝
す

る
参
加
の
方
法
が
自

か
ら
合
理
的

に
決
定

せ
ら
れ
る
ε
云

へ
る
や
う
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
比
熱
に
付
て
は
彼

の
自
由
貿
易
勤
保
護
貿
易
の
論
争

に
於

て
明
か

に
せ
ら
れ
起
る
如
く
、
絶
饗
の
自
由
放
任
が
問
題

の
解
決

ε
は
な
ら
濾
。
「各
国
は

一
面

に
自
然
に
起

る
所

の
国
際

交
通
を
獲
浸
せ
し
む
る
爲
め
種

々
の
努
力
を
寫
す
を
要
す

る
が
、
他
面
に
は
自
然

に
起

る
所
の
交
通

に
制
限
を
加

時

論

・

天
養

源
の
圃
際
的
開
放

の
原
則

第
+
六
巻

(第
四
號

七
五
い

宍
五
七



■

.

時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

〔第
四
號

七
六
)

六
五
八

へ
る
こ
ざ
に
由
り
て
其
図
の
能
力
の
遠
大
の
獲
達
を
圖
り
、
以
て
自
他

に
遠
大
の
利
益
を
生
せ
し
む
る
こ
ε
も
正

常
で
あ
る
。
要
す
る
に
各
国
の
如
何
に
精
…碑
的
物
質
的

に
交
通
す

べ
き
や
は
、
關
係
諸
国
の
合
意
に
・出
っ
て
定
む

べ
き
で
あ
り
、
豫
じ
め
劃

…
の
方
法
を
定
め
て
之
を
各
国
に
強
制
す

る
を
得
な
い
。
.

各
國
が
其
の
長
ず
る
所

に
從
ひ
、
即
ち
其
個
性
を
獲
達
せ
し
め
て
交
通
す
る
こ
ご
が
、
國
際
共
存

の
根
本
原
則

の
精
瀞

に
適
合
す

る
こ
ご
は
勿
論
で
め
る
が
、
各
国
の
長
所
な
る
も

の
は
與

へ
ら
れ
た
る
事
實

で
は
な
く
、
共
努
.

力

に
由

っ
て
創
造
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
初
め
よ
り
各
国
の
長
短
の
何
た
る
や
を
豫
見
す

る
を
得
な
い
。只

だ
各
国
が
其
國
内

に
包
賊
す
る
所
の
天
然
資
源
の
豊
富
な
る
ε
貧
弱
な
る
ε
は
與

へ
ら
れ
π
る
事
實
で
而

っ
て
、

人
力

に
由
り
之
を
如
何
ε
.も
す
る
を
得
な
い
。
故
に
資
源
の
豊
富
な
る
國
が
之
を
開
放
し
、
公
平
の
條
件
を
以
て

資
源
缺
乏
國

に
之
を
亨
用
せ
し
む
る
の

一
事

に
至
っ
て
は
、
上
述

の
根
本
原
則
よ
り
當
然

に
結
論
し
得
る
所

で
め

り
.、
從

っ
て
資
源
開
放
は
各
国
の
否
認
す

る
を
得
ざ
る
本
来
の
責
任
で
あ
る
。
只
だ
問
題
の
起

る
の
は
資
源
の
有

無
多
少
の
事
實

ε
、
之
を
如
何
に
開
放
す

べ
き
か
の
方
法
ざ
に
聞
し
て
貰
あ
る
。
尤
も
世
間

に
は
資
源
の
過
不
及

も
人
な
る
程
度
に
於
て
沓
國
民
の
人
口
に
封
ず
る
態
度
に
由

っ
て
定
ま
る
も
の
＼
如
く
考

へ
、
資
源
欠
乏
國
は
之

を
他
国
に
要
求
す
る
よ
り
も
、
須
ら
く
自
国

の
人

口
を
制
限
づ

べ
し
ピ
論
ず

る
者

も
あ
る
。
特
に
此
論
法
は
世
界

㊨
大
熱
資
源

の
重
な
る
部
分
を
占
領
す

る
英
米
人
の
屡
口
に
す

み
所
で
あ
る
が
、

一
國

の
櫨
、
鎮
、
石
炭
、
石
油
、

棉
花
、
詮
膜

の
欠
乏
の
如

き
は
、
其
人
口
の
制
限
に
由
り
て
救
済
せ
ら

る
、
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
勿
論
で
あ
る
。



叉
食
物
不
足
の
如
き
は
人
口
制
限
に
由
り
大
な
る
程
度
に
救
済
せ
ら
れ
る
ご
し
て
も
、
食
物
不
足
國

に
人
口
を
制

限
せ
し
む
る
こ
ε
を
以
て
、
人
類

の
共
存
共
榮
の
原
則
を
實
行
ず
る
正
當
の
方
法
ざ
断
定
す

る
を
得
な
い
。
食
物

・
の
大
な
る
部
分
を
外
国
に
仰
ぐ
の
必
要
め
る
英
国
は
、
商
工
業
の
方
面
に
異
常
の
進
歩
セ
遂
げ
て
人
類
の
共
同
生

活
に
人
な
る
貢
献
を
鴬
し
つ
、
あ
る
が
、
若
し
英
國
の
如
き
小
國
は
食
物
自
給
の
可
能
な
る
程
度
に
人
日
を
制
限

す

べ
し
ご
云
ふ
た
な
ら
ば
、
今
日
の
如
く
英
國
の
商
工
的
進
歩

に
由
り
て
人
類
の
爲
め
に
貢
献
し
得
ざ
る
こ
ε
が

明
か
で
あ
.る
。

資
源
の
豊
富
な
る
國
は
之
を
外
國
の
使
用

に
開
放
す
る
の
責
任
あ
る
こ
ε
を
認
め
る
ε
し
て
も
、

一
方
に
資
源

欠
乏
國
が
之
を
獲
得
す
る
が
矯
め
に
は
、
共
獲
得
し
た
る
原
料
に
加
工
.し
、
之
を
資
源
國
に
輸
出
し
て
代
償
ε
す

る
の
外
は
な

い
。
故

に
資
源
國
の
其
開
放
責
任
を
實
行
ず
る
に
付
て
は
、
更
に
資
源
欠
乏
國
の
工
業
品
輸
入
を
排

斥
せ
ざ
る
の
義
務
を
も
重
ね
て
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
資
源
國
は
工
業
保
護
の
貿
易
策
を
行

ふ
の
自
由

を
拗
セ
ね
ば
な
ら
鼠
。
然
る
に
自
由
叉
は
保
護
の
貿
易
策
に
付
て
は
、
各
国
の
自
主
椹
を
認
む
る
を
正
當
ε
す
る

こ
ビ
上
述

の
如
く
な
b
ε
す
れ
ば
、
資
源
欠
乏
國
の
資
源
國
に
劃
す

る
開
放
要
求
権
は
有
名
無
實
ご
な
ら
ざ
る
や

の
疑
問
が
起
る
。
併
し
今
日
の
國
際
問
の
取
引
は
特
に
交
換
の
原
始
的
方
法
に
由
る
を
要
し
な
い
。
財
貨
の
獲
得

に
…罰
し
海
運
牧
入
其
他
貿
易
外
の
国
際
的
牧
人
を
以
て
決
済
す
る
こ
ご
も
出
來
る
。
又
甲
國
は
乙
國
よ
り
財
貨
を

輸
入
す
る
も
乙
國
に
謝
し
て
は

一
物
を
も
輸
出
せ
す
、
之
に
謝
す

る
決
済
は
他

の
諸
國
に
封
ず
る
輸
出
代
金
を
以

時

塾酬
.
記入
敵
中資
源
の
國
際
的
開
放
の
盾陣則

第
十
山ハ巻

(鮒死囚
號

七
七
)

山ハ}五
九
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天
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箒
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の
國
除
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騨
放
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原
則

第
+
大
藩
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四
號

七
八
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六
六
〇

て
す

る
こ
巴
も
出
家

る
。
要
す

る
に
資
源

欠
乏

國

は
世

界
市
場

の
需
用

に
適
す

る
何
等

か

の
財
貨
を
生
産

し
動
勢

を
提

供
し

て
資
源
國

に
封
ず

る
決
済

を
駕

し
得

る
か
ら

、
資
源

國

を
し
て
工
.業
保
護

の
自
由
を
弛

た
し
む
る

の
必

要
は
な
い
。
.只
萎

源
の
過
剰
國
臭

乏
國
喜

問
は
す
、

語

に
過
度
の
保
護
努

策
を
探
・
・ど

は
国
際
共

存
の
精
帥
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
。
過
度
の
保
護
策
は
誤
れ
る
帝
国
主
義

の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
今
後
各
個
は
.揖

來
得

る
限
り
自
由
貿
易

に
近
づ
く

べ
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
濾
。
其
方
法
ε
し
て
各
国
の
通
商
は
無
係
件
最
恵
園
主

義

に
由
り
、
諸
外
囲
に
謝
し
て

一
覗
同
仁
の
態
度
を
探
る
.こ
ε
の
有
効
な
る
は
夙

に
認
め
ら
れ
、
世
界
の
文
明
國

を
通
じ
て
此
主
義
を
採
用
せ
る
に
係
は
ら
す
、
濁
り
米
国
は
国
際
協
調
を
無
視
し
て
過
度
の
保
護

に
傾
き
、
特
に

今
侮
ほ
通
商
上
に
根
互
主
義
を
探
り
て
、
諸
外
囲

に
饗
し
差
別
的
待
遇
を
濡
す

こ
ご
は
、
同
国
が
政
治
上
に
國
際

聯
盟
加
入
を
拒
絶
し
た
以
上
の
不
穏
當
な
態
度
ε
云
は
ね
ば
な
ら
諏
。
米
国
を
初
め
ご
し
て
資
源
豊
富
の
國
は
自

給
自
足
の
可
能
の
人
な
る
が
爲
め
、
外
交
上

に
恣
意
専
横
の
態
度
を
探
る
傾
が
強
い
。
資
源
國
の
此
の
専
横

の
態

度
は
資
源
欠
乏
國
の
侵
略
的
態
度
ε
因
果
關
縣

に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
共

に
国
際
共
存
の
根
本
責
任
を
無
視
し

た
も
の
で
あ
る
。

資
源
鼠
に
其
資
源

の
対
外
開
放
σ
責
任
あ
り
ε
云

へ
ば
、
如
何
に
も
資
源
國
は
片
務
的
責
任
を
負
ふ
不
利
の
地

位

に
立
た
ざ

る
を
得
ざ
る
が
如
く
見

へ
る
が
、
資
源
開
放
は
有
償
取
引
の
類

に
於
て
行
は

る
バ
き
は
勿
論
で
あ
っ

て
浄
火
資
源
國
が
其
開
放
責
任
を
果
だ
す

て
ε
.は
、
邸
↓り
一
面
に
資
源
欠
乏
國
を
し
て
人
類
の
共
伺
生
活
に
樹
す



る
責
任
を
遂
行
せ
し
む

る
勝
以
で
あ
る
か
ら
.
片
務
的

の
不
公
挙
な
る
態
度
ε
云
ふ
を
得
な
い
。
加
之
資
源
園
に

し
て
誤
れ
る
帝
團
正
義
的
思
想

に
捕
は
れ
、
徒
ら
に
他
国
の
獲
展
を
抑
座
す
る
こ
ε
を
自
国
の
利
益

ε
考

へ
、
若

く
は
不
當
な
る
排
他
的
保
護
主
義
に
熱
中

し
、
又
は
人
類

の
共
存

に
必
要
な
る
自
国
の
資
源
を
遊
説
的
な
る
国
際

政
治
の
手
昂
の
種
ε
し
て
弄
ば
ん
蔦
す
る
.が
如
き
渦
誤
に
隔
る
こ
ご
な
く
、
冷
静
且
つ
公
李

に
自
国
の
遠
大
の
利

益
を
考
最
す
る
な
ら
ば
、
其
資
源
を
開
獲
輸
出
す

る
こ
ε
を
以
て
最
も
重
人
な
る
自
己
の
利
盆
ご
す

る
こ
ε
を
魁

る
で
あ
ら
う
。
特
に
資
源
國
の
人
口
の
大
な
る
部
分
ば
資
源
開
獲
事
業

に
由

っ
て
生
活
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
其

國
の
政
治

の
少
数
の
特
権
階
級
の
利
益
保
護

に
漏
せ
す
、
民
主
的
精
神
を
坂
て
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
開
放
責
任
の

實
行

に
出

力
其
資
源
開
獲
事
業
.を
獲
達
せ
.し
む
る
こ
ε
を
以
て
最
も
重
要
な
る
経
済
策
ご
認
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

此
の
如
く
資
源
國
は
国
際
共
存
の
責
任
を
器
す
ざ
同
時
に
、
自
国

の
必
要
の
矯

め
に
も
資
源
開
獲
事
業
を
行
ふ

も
の
で
め
ゐ
ε
す
れ
ば
、
資
源
の
欠
乏
せ
る
他

の
諸
国
も
亦
国
際
共
存
の
責
任
上
よ
り
原
始
生
産
物
の
無
制
限
の

輸
入
セ
認
む
る
の
義
務
を
生
ぜ
ざ
る
や
の
疑
問
が
起
乃
。
比
熱
に
付

て
は
貢
源
國
を
し
て
資
源
欠
乏
國
の
.生
産
せ

る
工
業
品
の
輸

入
に
付
て
自
由
貿
易
策
を
探

る
の

責
任
を
負
は
し
む

べ
き
や
の

問
思
ご
同
様
に
飯

扱
ふ

べ
き
で

あ
る
。
即
ち
人
口
の
人
な
る
部
分
が
資
源
開
獲

の
原
始
産
業
に
徒
事
す

る
國
は
、

一
般

の
工
業
品
の
供
給

に
不
足

.

を
威
や

る
國
で
め
る
ε
云

へ
る
が
、
併
し
共
國
自
身
は
之
が
不
足
を
威
す

る
程

度
が
弱
く
、
外
.國
よ
り
工
業
品
を

時
.
論

天
献
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
+
六
巻

(第
四
號

七
九
)
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圃
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第
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六
六
二

仰
ぐ
代
b
に
凾
内

に
於
τ
或
程
度
に
之
を
生
産
す
る
こ
ご
を
.適
當

ε
認
め
た
場
合
に
は
、
・
外
囲
よ
り
自
由
貿
易
を

強
要
す
ろ
こ
ピ
は
穏
當
で
な

い
。
之
蓬
同
じ
く
資
源
の
豊
富
な
ら
ざ

る
國
も
、
術
臓
魯
國
の
資
源
開
獲
に
努
力
す

る
こ
ざ
が
他
國
よ
り
之
を
仰
ぐ
に
比
し
て
勝
れ
り
ε
.考

へ
陀
場
合

に
は
、
原
始
生
産
物
に
關
し
て
自
由
貿
易
を
之

に
曝
要
す
る
を
得
な
い
。
只
だ
資
源
國
の
工
業
保
護
の
場
合

ε
同
じ
く
、
資
源
不
足
國

の
原
始
産
業
保
護
の
場
合

に
も
、
国
際
共
存

の
精
神
に
反
す
る
が
如
き
過
度
の
保
護
を
行

っ
て
は
な
ら
鎗
。
資
源
國
が
原
始
産
業
の
獲
達
を

自
国
の
必
要
ε
す
る
以
上
は
、
他
の
諮
國
は
常
に
資
源
國
の
此
利
益
を
會
重
す

る
公
雫

の
態
度
を
探
ら
ね
ば
な
ら

澱

。我
国
民
は
資
源
缺
乏
を
理
由
ξ
し
て
資
源
國
た
る
支
那
に
謝
し
鐵
石
炭
等
の
開
獲
事
業
を
我
國
に
開
放

す

べ
き

こ
ε
を
要
求
し
乍
ら
、

一
面
動
も
す
れ
ば
園
内

の
鐵
業
、
炭
業
を
保
護
す
る
儒
め
に
鐵
石
炭

の
輸
入
を
制
限
せ
ん

ε
す

る
の
議
論
が
起

っ
て
往

々
優
勢
を
示
し
、
或
は
互
多
の
未
開
資
源
を
包
賊
す
る
佛
領
印
度
に
封
し
、
其

の
甚

し
ぐ
資
源
猫
占
的
な
る
こ
ε
を
批
難

し
乍
ら
、
一
方
に
我
國
内
の
農
業
を
保
護
す
る
爲
め
外
米
に
輸
入
税
を
課

し
、

以
て
佛
領
印
度
の
基
本
産
業
π
る
農
業
の
利
益
を
毀
損
し
で
怪
ま
ざ
る
が
如
き
は
、
決
し
て
資
源
國
の
地
位
狛
公

準
に
取
扱
ふ
も
の
ξ
云
は
れ
な
い
。
我
国
ε
し
て
此

の
如
き
不
公
李
の
態
度
を
探

る
な
ら
ば
、資
源
國
も
赤
誠
國
の
「

資
源
開
放
の
要
求
を
無
観
す
る
こ
`
、
な
る
を
免
れ
な

い
。
要
す
る
に
資
源
開
放
は
國
際
共
存
の
精
神
を
實
現
す

る
の
必
要
手
段
.で
あ
る
以
上
は
、
其
實
行
方
注
は
不
公
年
な
る
片
務
的
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
我
国
を
初



め
こ
し
て
多
く
の
國
に
於
け
る
帝
国
主
義
者
は
、
自
国
の
生
存
椹
を
理
由

ε
し
、
暴
力
に
訴

へ
て
ま
一で
も
他
国
の

資
源
を
古
韻
開
獲
す

る
こ
ξ
を
主
張
し
乍
ら
、

一
面

に
は
妄
り
に
自
国
の
纒
濟
的
猫
立
を
重
大
視
し
て
自
給
自
足

を
圖
ら
ん
ξ
し
、
特
に
國
内
農
業

の
保
護
の
爲

め
に
原
始
生
産
物
の
輸

入
を
排
斥
せ
ん
ε
す
る
こ
ご
は
、
甚
し
き

矛
盾
で
み
b
叉
不
公
李
で
あ
る
。
世
界
雫
和
の
維
持
に
必
要
な
る
資
源
開
放
問
題
を
解
決
す
る
爲

め
に
は
資
源
國

ご
資
源
缺
乏
國
`
の
双
方
が
更

に
国
際
共
存
の
精
綿

に
合
す

る
が
如
く
協
調
的

ε
な
ら
ね
ば
な
む

濾
が
、
自
然
的

不
利
の
地
位
に
立

つ
所
の
資
源
缺
乏
國
の
先
づ
自

か
ら
公
明
の
態
度
を
探

っ
て
資
源
國
を
導

く
の
銑
悟
が
な
く
て
,

は
、
此
問
題
の
解
決
が
甚
だ
困
難

で
あ
る
こ
ε
を
知
ら
ね
ば
な
ら

の
。

一二

資
源
開
放
の
方
法

個
々
の
場
合

に
於
け
る
資
源
開
放
問
題

の
解
決
は
、
之
に
關
す

る
特
種

の
事
情
を
考
量
し
て
決
定
す

べ
き
で
あ

り
、
抽
象
的
な

る
劃

一
の
原
則
に
出
て
之
を
取
扱

ふ
こ
ご
を
得
な

い
が
、

一
般
交
明
国
民
の
国
際
共
存

の
根
本
原

則

に
劃
す
る
意
識
が
明
確
ε
な
れ
ば
、
關
係
薔
國
の
公
正
な
る
合
意

に
由

っ
て
解
決
す

る

こ

`
を
難
し
嬉
し
な

い
。
藪
に
は
開
放
の
方
法
.條
件
の
大
艦

に
付

て
愛
當
`
信
ず
る
所
を
述

べ
て
見
よ
う
。
資
源
開
放
の
方
法
は
三
種

に
分
れ
る
。
第

一
拡
資
源
國
が
資
源
開
獲
の
結
果
だ
る
原
始
生
産
物
の
輸
出
を
自
由
な
ら
し
む
る
こ
ε
で
あ
り
、

第
二
は
資
源
國
が
開
獲
事
業
を
行

ふ
の
實
力
の
不
足
せ
る
場
合
に
、
外
囲

の
企
業
及
資
本

倒
し
て
開
獲
事
業
を
行

時

論

天
然
資
源
の
國
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

(第
四
號

入
こ

六
六
三



時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

(第
四
號

八
二
)

六
六
四

は
し
む
る
こ
ご
で
あ
り
、
第
三
は
原
始
生
産
業

に
適
賞
す
る
未
開
地
を
多
く
有
す

る
國
が
外
囲
移
民
の
来
往

で
認

む
る
こ
ご
で
め
る
。

一

原
始
生
産
物
の
輸
出

各
国
に
於
け
る
各
種
の
資
源
の
過
不
及
を
決
定
す
る
こ
ε
は
容
易

の
業
で
な

い
が
、
各
国
が
原
始
生
産
物
の
輸

出
を
自
由
注
す

る
ε
き
は
、
其
の
過
剰
あ
る
國
よ
り
其
の
不
足

の
國
に
入

る
こ
ご
、
な

っ
て
、
.自
然
に
資
源
開
放

が
貴
行
せ
ら
れ
る
。
故
に
原
始
焦
産
物
に
付

て
は
各
国
が
其
輸
出
の
白
山

に
認

む

る

こ

ε

が
穏
當
の
方
法
で
め

る
。
只
だ
資
源
過
剰
國
ど
雌
こ
も
天
災
、
伺
盟
罷
業
、
職
説
等
に
由
り

一
時

の
欠
乏
を
威
す
る
場
合
が
起

る
。
此

の
如
き
場
合
に
輸
出

の
禁
止
制
限
を
行

ふ
こ
ご
は
正
當
で
あ
る
。
支
那
が
外
國

に
謝
し
て
固
定
的

の
穀
物
輸
出
禁

止
帥
ち
防
穀
倉
を
行
.へ
る
は
、
同
国
の
基
本
産
業
だ
る
農
業

の
獲
達
を
害
す

る
が
故
に
、
漸
々
其
禁
上
を
緩

め
て

成

る
べ
弍
蓮
か
に
之
が
撤
塵
を
期
す
る
こ
ε
を
必
要
ご
す
る
は
争
は
れ
な

い
が
、
現
在
は
防
穀
倉
其
他
の
原
因
の
.

爲
め
支

那
の
農
業
の
幼
稚
な
る
結
果
、
年
々
の
肢
穫
が
國
内

の
需
要
を
充
た
す

に
足
ら
す
し
て
幾
分
の
外
米
を
輸

入
し

つ
、
あ
る
有
様

で
あ
る
ξ
同
時

に
、
米
債
の
騰
貴
は
動
も
す

れ
ば
秩
序
の
紫
働
を
坐
す

る
の
状
態
で
あ
る
か

ら
、
其
防
穀
倉
を
以
て
直
ち
に
不
當
な
る
資
源
閉
鎖
な
b
ε
断
ず

る
を
得
な
い
。

更

に
支
那
や
南
米
諸
国
の
如
き
資
源
國
が
混
く
鹸
…出
視
を
設
く
る
こ
ご
は
、
資
源
開
放
に
重
大
の
障
碍
を
加
ふ

る
も
の
争、
あ
る
が
、
此
等
の
國
は
政
治
組
織
の
不
完
全
な
る
が
爲
め
に
、
自
国
の
経
済
的
進
歩
に
有
害
な
る
こ
ε



の
明
か
な
る
に
係
拡
ら
す
、
或
程
度
ま
で
輸
出
税
に
由
b
中
央
政
府
の
財
政
を
維
持
す
お
の
已
む
を
得
ざ
る
事
情

が
あ
る
。
固
よ
b
此
等
の
國
に
於
て
資
源
開
獲
事
業
が
獲
達
す
れ
ば
自
然

に
財
政
欣
態
も
政
善
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
成
る

べ
く
速
か
に
輸
出
税
を
撤
廃
す

べ
く
努
力
す
る
の
責
任
が
あ
る
、
資
源
國
の
輸
出
の
制
限
又
は
裸

視
に
し
て
最
も
有
害
な
る
は
自
国

の
工
業
に
低
廉
の
原
型
を
得
せ
し
む

る
保
護
策

ε

し

て

之
を
行
ふ
場
合
で
み

る
。
元
來
運
賃
を
要
す

る
こ
ε
の
人
な
る
原
始
生
産
物
に
付
き
、
資
源
國
は
當
然
諾
外
國
よ
り
も
頗

ぶ
る
低
廉

に

之
を
使
用
し
得

る
自
然
的
利
益
を
有
す

る
に
係
は
ら
す
、
更

に
人
爲
的
に
其
の
優
越

の
地
位
を
強
め
ん
こ
.し
て
資

源
閉
鎖
を
行
ふ
.〕
ε
は
不
當
で
あ
る
。
既
に
述

べ
し
如
く
資
源
國
の
基
本
的
産
業
は
原
始
生
産
業
で
あ
っ
て
、
人

口
の
人
な

る
部
分
を
養

ひ
つ
、
め
る
か
ら
、
其
國
の
政
治
が
眞
に
民
主
的
で
め
る
な
ら
ば
、
少
数

工
業
家
の
保
護

の
爲
め
に
基
本
産
業
に
不
利
を
及
ぼ
す

が
如
き
政
策
は
貴
行
し
難

い
。
目
下
支
那
が
自
国

の
紡
績
業
保
護
の
爲

め

綿
花
輸
出
禁
止
を
行
は
ん
ε
し
つ
＼
あ
る
こ
ご
は
、
凋
り
国
際
共
存

の
責
任
に
反
す

る
の
み
な
ら
す
、
支
那
自
身

の
薦
め
に
も
敬
治
上
経
済
上
の
不
利
で
め
る
。

二

資
源
開
講
事
業

の
掛
外
開
放

次
に
資
源
國
が
資
源
開
獲
の
實
力
を
欠
く
場
合
に
は
、
其
實
力
を
有
す

る
外
国
人
を
し
て
開
襲
事
業
を
行
は
し

む
る
の
責
任
が
め
る
。
只
だ
或
資
源
國
が
果
し
て
開
獲

の
實
力
を
欠
く
や
否
や
を
決
定
す
る
こ
ε
は
容
易
で
な

い

か
ち
、
此
種
事
業
の
輕
螢
は
何
れ
の
國
.に
於
て
も
公
李
な
る
修
得
を
以
て
汎
く
之
を
外
国
人

に
開
放
す
る
の
方
洪

時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

(第
四
號

八
三
)

六
六
五

じ



時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
+
六
巻

(第
四
號

八
四
)

杢
ハ六

を
穗
當
ε
す

る
こ
ε
は
、
恰
も
原
始
生
産
物
の
輸
出
を
自
由
ご
す
る
の
方
法
を
穏
當
ご
す
る
ε
異
ら
す
。
而
し
て

資
源
開
獲
事
業
継
替
の
権

利
、
火
は
所
謂
利
権

の
提
供
や
獲
得
の
運
動
は
、
誤
れ
る
帝
国
主
義

ざ
結
び
付
き
て
徒

ら

に
國
際
政
局
を
紛
糾
せ
し
む
る
の
弊
が
ゐ
リ
ハ
特
に
支
那
の
如
く
政
府
の
無
力

に
し
て
且

つ
腐
敗
せ
る
場
合

に

此
弊
が
甚
し
い
・
故

に
資
源
開
放
の
原
則
を
確
立
す
る
高

聴

に
、
国
勢
の
劣
弱
な
る
資
源
國
を
保
全
す

る
国
際

規
約
を
設
一
る
の
必
要
が
あ
る
。
此
讐

付

て
は
戦
時
及
戦
後

に
互

っ
て
本
誌
其
他

に
屡
説
し
た
所
で
あ
る
が
、

之
を
要
約
す
れ
ば
、
資
源
國

に
於

て
所
謂
勢
力
範
囲
を
建
設
す
る
こ
ε
を
禁
じ
、
即
ち
或
國
が
資
源
國
の

一
定
の

地
域
内

に
於
て
種
・
の
業

を
維
督
す
・
響

獲

獲

得
し
、
器

一
定
の
塞

の
緩

に
付

き
慶
大
の
.匠
域

に

亘

っ
て
凋
占
椹
を
獲
得
す
る
・
ε
を
禁
じ
、
資
源
國
を
し
て
諸
微

量

し
門
戸
駿

を
行
は

し
.む
.る

高

様

に
・
資
源
國
に
査

込
み
て
開
獲
事
業
を
行
ふ
所
の
諸
外
囲
相
互
を
し
て
門
戸
開
放
機
會
均
等
を
守
ら
し
め
、
更

に

一
面

に
は
資
源
國
政
府

の
借
歎
に
慮
す
る
こ
ご
、
及
び
勢
力
範
團
の
建
設
黒
堕
し
易
き
鐵
遣
経
管
を
駕
す

こ
`

は
、
之
を
利
害
關
係

の
人
な
る
列
国

の
共
同
事
業

ε
す

る
こ
ε
を
必
要
こ
す
る
。
此
保
全
策
は
A
,
日
支
.那
に
関
し

て
大
鵬

に
列
国
の
合
意
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
・
ε
は
喜
ぶ

べ
き
で
あ
る
が
、
之
に
付
て
吾

あ

甚
慈

幟

痔

る
は
、
屡
説
の
如
く
我
国
が
侵
略
主
義
の
實
行

に
最
も
便
宜
を
有
す

る
欧
洲
戦
争
中

に
大
英
断
を
以
て
此
保
全
策

を
主
唱
し
、
少
.く
ご
も
東
洋
南
洋

の
資
源
開
猴
に
付
き
て
は
列
国
を
し
て
之
を
守
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
ら
し

む
る
こ
ε
を
必
要
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、實
際

に
於
て
我
国
の
政
策
は
之
ε
正
反
射

に
謹
み
、
遂
に
支
那
及
米
菓
が

目



'

r

猛
烈
な
る
排
日
的
態
度
を
探

っ
て
此
原
則
を
主
張
し
、
我
国
は
已
む
を
得
す
し
て
之
に
屈
従
す
る
に
至

つ
π
の
で

あ
る
。
而
も
宙
は
我
國
は
今

に
至
る
も
北
樺
太
の

一
角

に
於
て
、
自
国
が
国
際
共
存
を
無
観
す
る
侵
略
國
た
る
こ

ε
を
世
界

に
贋
告
す
る
以
外

に
何
等

の
意
義
を
有
し
得
ざ
る
愚
暴
を
演
じ

つ

、
あ

る

こ
ご
を
悲
ま
ざ
る
を
得
な

い
。
我
國
が
此
の
如

き
外
交
態
度
を
探
b
乍
ら
、

一
面
資
源
開
放

の
原
則
を
主
張
す
る
も
、
徒
ら
に
資
源
國
の
恐

怖
心
を
起

さ
し
む
る
に
止
ま

る
で
あ
ら
う
。

藪
に
資
源
開
放
に
伜

ふ
所
の
劣
弱
資
源
幽
保
全
策

に
關
嚇
し
て
問
題
ε
な
る
の
は
我
國
の
満
洲
に
於
け

る
特
種

地
位
で
め
る
。
、此
特
種
地
位
ε
し
て
世
界
の
批
判
の
題
目
ご
な

っ
て
居
る
の
は
、
箪

に
載
國
が
満
洲

に
於
て
盛
大

な
る
開
獲
事
業
を
行
ひ

つ
、
あ
る
の
事
實
を
指
す
の
で
は
な
く
、
北
開
獲
事
業

に
従
事
す

る
我
国
氏
の
生
命
財
産

を
保
護
す

る
が
鍋
め
.
支
那
の
領
土
内
に
我
国
権
を
行

へ
る
こ
ε

、
、
南
満
鐵
道
を
維
管
せ
る
こ
ε
、
が
世
間
の

問
題
ざ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
如
く
支
那
が
資
源
開
放
の
責
任
を
否
認
し
、
特

に
訣
れ
る
帝
国
主
義
を
探

る
所
の
他
の
諸
国
が
充
分
に
此
責
任
を
認
め
ざ
る
が
故

に
、
支
那
が
濁
め
此
責
任
を
負

ふ
べ
き
理
由
な
し
ε
主
張
、

.

す
る
限
り
、
我
国
も
亦
既
得
権
を
理
由
ぜ」
し
て
我
國
の
儒
め
且

つ
世
界
纒
濟

の
爲
め
に
満
洲
の
資
源
開
獲
を
行
ふ

の
外
は
な

い
が
、
若
し
支
那
が
華
府

會
議

の
際

に
言
明
し
た

る
が
如
く
真
塗
領
土

に
亘

り
て
資
源
開
放
責
任
を
實

行
ず
る
な
ら
ば
、我
国
も
既
得
権
に
基
き
て
満
洲
の
開
獲
を
主
張
す

る
こ
ε
を
必
要
-し
し
な
い
。
此
場
合

に
は
國
際

共
存

の
精
神

に
訴

へ
、
世
界
経
済
の
上
よ
り
公
正
に
我
国
の
地
位
を
決
定

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
此
立
場
よ
り
満
洲
問

時

論

天
然
資
源
の
國
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

〔第
四
號

八
五
)

六
六
七

」

、



し

「

呼時

筑瓶

}兀
妖
…寵臥源
の
闇
闇際
…的
開
放
の
原
曲則

第
十
六
巻

(縮夘四
回胱

八
⊥ハ)

山く
占ハ
八

題
を
見
る
に
、
今
日
我
国
民

の
多
数
が
深
(
満
洲
の
内
地
に
入
b
込
み
、
幾
多

の
都
市
部
蕗
を
建
設
し
て
慶
大
な
る

層

開
獲
事
業
を
瞥
み
、
之
が
覚
め
満
洲
ぽ
世
界
脛
濟

の
上

に
重
要

の
意
義
を
有
す
る
に
至
り
、
特
に
蛙
ハ特
産
物
た
る

大
豆
が
比
較
的
短
年
月
の
間
に
世
界
的
の
重
要
商
品
ざ
な

っ
た
が
、
撫
順
炭
の
如
き
も
今
後
東
洋
南
洋
方
面

の
工

業
、
.交
通
業
に
重
要

の
關
係
を
有
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
更
㌣
満
洲

の
急
速
な
る
開
獲
の
嬢
め
に
、
北
方
支
那
の

下
層
民
は
慶
大
な

る
活
路
を
見
出
し
、
其
結
果
少
く
ε
も
貧
困
な
る
北
支
那
の
枇
曾
状
態
の
悪
化
が
大

に
緩
和
せ

ら
れ
て
居
る
。
然
る
に
支
那

}
般
の
政
治
組
織
の
不
完
全
な
る
.上
に
、
満
洲
は
馬
賊
の
跋
扈

の
甚

し
き
地

方
で
あ

る
か
ら
、
近
き
將
來
に
支
那
の
實
力

に
由
τ
満
洲

」
於
け
る
生
命
財
産
を
保
護
す
る
こ
ご
は
困
難

で
め
る
。
彼
の

上
海
は
支
那
の
現
代
曳
明
の
中
.心
を
爲
し
て
其
地
位
は
外
国
よ
り
接
近
し
易
く
、
特
に
多
敬
の
外
國
軍
艦
が
常

に

磯
船
し
て
居
留
武
の
保
護
も
容
易
で
あ
る
が
、
此
上
海
居
留
地
に
於
て
す
ら
外
囲
警
察

に
由
り
て
秩
序
を
維
持
す

る
の
必
要
が
認
め
ら
れ
、
特

に
支
那
人
自
身
も
國
内
に
事
攣

の
起
る
毎
に
此
居
留
地

に
逃
れ
、
其
外
國
警
察
の
力

に
由
り
て
生
命
財
産

の
安
全
を
求
め
っ
、
あ
る
現
状
よ
り
見
れ
ば
、
馬
賊
の
巌
窟
す

る
満
洲
の
奥
地

に
ま
で
振
が

れ
る
日
本
人
ε
其
開
獲
事
業
ε
を
保
護
す

る
に
は
、
或
程
度
に
日
本
の
警
察
力
を
必
要

ε
す

る
こ
ε
は
孚
は
れ
な

い
。
叉
満
洲
の
開
獲

.
可
能
な
ら
し
む
る
所
の
南
満
鐵
道
を
支
那
の
純
螢

に
任
す

る
ε
き
は
、
忽
ち
其
輸
送
状
態

の
悪
化
を
來
だ
す

の
み
な
ら
す
、
鐵

道
財
政
が
紫
説
し
て
廣
人
な
る
開
獲
事
業
の
獲
展
に
必
要
な
る
交
通
の
維
持

改
良
が
行
は
れ
難
く
な
る
こ
ピ
も
争

は
れ
な

い
。
故
.に
・支
那
に
強
固
な
る
交
明
的
政
治
が
確
立
す

る
ま
で
は
、
我



國
が
満
洲
の
警
察

ε
鐵
道
ざ
に
得
て
適
當
の
關
係
を
保
.っ
こ
・し
が
、
世
界
纒
濟

の
上
よ
り
見
て
必
要

で
あ
る
。
尤

も
支
那
の

「
般
鐵
道
に
付
て
國
際
共
同
管
理
が
圃
滑

に
行
は
れ
、
事
實
に
於
て
其
好
成
績
が
謹
明
せ
ら
る
、
に
至

れ
ば
、
南
瀟
鐵
道
を
も
共
共
同
管
理

の
下
に
直
ぐ
事
が
正
當
で
あ
る
。

三

移
民
.

多
大
の
未
開
資
源
を
有
す
る
國
が
移
民

の
來
住
を
認
む
る
こ
芝
も
、
資
源
開
放

の
重
要
な
る

一
方
法
で
め
る
か

ら
、
資
源
國
は
移
晟
に
謝
し
て
妄
り

に
制
限
を
加
ふ
る
を
得
な

い
。
只
だ
人
生

の
意
義
は
共
同
生
活

し
参
加
す
る

こ
ご
に
出
て
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間

の
進
歩
す
る
に
從

ふ
て
其
共
同
生
活

の
穂
て
の
方
面
を
自
治
的
に

警
む
こ
ご
が
根
本
的
の
要
求
ご
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
共
同
自
治

の
最
先
の
要
件
は
之
に
参
加
す
る
人
々
が
互
に

相
敬
愛
し
て
、
能
く
全
艦

ε
融
合

↓
致
し
得

る
こ
ε
で
る
る
。
故
に
資
源
國

が
移
民
を
容
る
＼
に
付

て
も
、
能
く

其
竜
會
ε
融
合

一
致
し
得
る
者
を
撰
湧
せ
ん
ε
す

る
ぽ
、
正
當

の
要
求
だ
る
こ
`
を
認
め
ね
ば
な
ら

諏
。
互
に
相

級
愛

し
得
ざ
る
移
民
を
強
て
牧
容
せ
し
め
ん
ざ
す

る
は
恰
も
変
な
き
男
女
を
強
て
夫
婦
た
ら
し

め
ん
こ
す
る
蓬
同

じ
く
、
双
方
の
不
幸

ξ
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

資
源
國
が
移
民
を
撰
澤
す
る
の
標
準
は
二
種
あ
る
。
第

一
は
.心
身
の
優
劣
ご
云

へ
る
個
人
的
能
力

し
由
る
撰
揮

で
あ

っ
て
、
其
標
準
が
過
度
に
嚴
重
な
ら
ざ
る
限
り
は
正
當
で
あ
る
。

.第

二
は
人
種
民
族
の
異
同
に
由
る
撰
揮
で

あ
る
。
丈

明
人
の
問
に
今
街
ほ
偏
狭
な
る
種
族
的
感
情
の
存
す
る
こ
ε
は
人
渣
の
爲
め
に
悲
し
む

べ
き
こ
ご
で
あ

時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

〔第
四
競

八
七
)

六
六
九
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七
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り
、
特

に
廣

く
世
界

に
膨
脹

せ
る
英
人

が
自

か
ら
世
界

の
撰
民

を
以

て
任

じ
、
甚

だ
頑
張

な

る
種
族

的
感
情

を
有

す

る
こ
ε
は
、
人
類

の
共
存

共

榮
の
爲

め
に
甚

だ
有
害

で
め

る
。
併

し
総

て
の
人

種
民

族

が
今
俗

ほ
強

き
種
族
的

.

感
情
を
有
す

る
呈

昼

此
事
寡

無
親
し
て
移
民
問
題
を
解
洗
す

る
を
得
ざ
る
・
ε
が
明
か
で
あ
る
。
元
來
人

口
稠
密
な
る
貧
窮
國
の
下
届
民
が
外
國
に
移
住
す

る
は
、
其
肚
會
的
地
位
を
歌
書
す
る
矯
め
で
あ
る
。
然

る
に
人

間
は
麺
飽

の
み
を
以
て
生
き
る
者
で
は
な

い
。眞

に
下
層
民
が
其
地
位
を
改
善

せ
ん
ご
す
れ
ば
、
彼
等
が
周
園
の
人

な
る
肚
會

ご
能
く
融
合

一
致
し
て
生
活
し
、
即
ち
狭
小
な
る
個
我
よ
う
解
放
せ
ら
れ
て
眞
我
の
開
展
を
寫
し
得
る

こ
ε
が
何

よ
り
も
必
要
で
あ
る
。
如
何
に
移
住

に
由
て
其
物
質
的
の
所
得

が
増
加
心
て
も
、
移
住
地

の
肚
會
ε
能

一
融
合
し
て
精
神
的
に
之
ε
共
存
共
榮
し
得
ざ
る
窪
き
は
、
人
格
の
完
成
は
到
底
肇
ま
れ
な

い
。
故

に
物
質
的
改

善

に
眩
惑
し
て
種
族
的
戚
情

の
上
よ
り
融
和
し
難

き
肚
會

に
移
住
す

る
こ
ξ
は
、
移
住
者
自
身
の
爲
め
に
最
も
悲

し
む

べ
き
こ
ε
で
あ
る
。
此
事
々
る
實

に
財
産

結
婚

の
悲
劇
ご
同
税
す

べ
き
も
.の
で
あ
る
。
今
日
の
如
く
朝
鮮
人

の
妄
り
に
内
地

に
移
住
す
る
こ
蓬
が

、
彼
等
の
自
身
の
爲
め
に
も
不
利
益
な
る
は
光
勲
よ
り
見
て
明
か
で
あ
る
。

斯
く
云

へ
ば
ε
て
吾
々
は
白
人
諸
国
就
中
米
国
の
頑
張
な
る
田
本
移
民
排
斥
を
正
賞
現
す
る
者
で
は
な
い
。
併

し
此
排
日
運
動
は
曾
て
論
じ
た
如
く
外
交
問
題
ε
し
て
よ
b
も
、
寧
ろ
米
国
自
身
の
内
政
問
題
ご
し
て
、
又
は
人

造
問
.題
ε
し
て

一
層
多
く
批
難

さ
る

べ
き
で
あ
る
。
帥
ち
吾

々
が
此
運
動
を
日
本
人
た
る
立
場
か
ら
見
拠
る
場
合

よ
り
も
、寧
ろ
人
肌

把
る
立
場

よ
り
見
た
る
場
合
に

一
層
強
き
不
漁
を
威
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
吾
々
は
飽
く
ま
で
米



、

國
を
し
て
我
移
民
を
無
制
限
に
受
入
し
め
ん
ε
す
る
者

で
は
な

い
。
併

し
既

に
米
国
が
自

か
ら
受
入
れ
る
こ
ご
を

承
認
し
て
其
肚
會
の

一
部
を
駕
し

つ
、
め
る
過
去
の
移
艮
を
今
日

の
如
く
虞
倍
す
る
こ
・し
は
人
道
上
槻
過
す

る
を

得
な

い
。
.過
去
の
移
民
の
殆
ん
ご
全
部
は
米
人
よ
り
愛
せ
ら

る
、
ご
嫌
は
る
、
ε
を
間
は
す
、
米
国
に
於
て
生
活

す

る
の
外
な
き
者
で
あ
っ
て
、
實
際

に
は
米
国
祉
會
の
不
可
分
な
る

]
部
を
駕
す
者

で
あ
る
。
特
に
此
等
移
民

の

子

に
し
て
米
國
に
生
れ
だ
る
者
は
法
律
上
よ
b
見

る
も
米
人
で
あ
る
か
ら
、
其
父
母

は
國
籍
が
外
國
に
め

つ
て
も

米
国
ε
離
る

、
を
得
な
い
。
故
に
米
国
は
此
過
去

の
移
民
に
射
し
て
は
極
力
其
同
胞
化
融
合
の
方
法
を
講
じ
て
善

良
な

る
米
人
ε
な
り
得
る
の
途
を
與

ふ
べ
き
で
あ
る
に
、實
際
は
執
拗
極

ま
る
墜
迫
を
加

へ
る
こ
ε
に
由
り
、
之
を

し
て
米
国
肚
會
の
不
良
危
険
な
る
分
子
た
ら
し
め
つ
＼
あ
る
.
併
し
此
排
日
に
付
て
は

一
面
我
国
民
も
大
に
反
省

せ
ね
ば
な
ら

諏
。
元
来
移
住
な
る
も
の
は
移
住
者
自
身
の
幸
瀟
の
矯
め
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
我
国
民

に
し
て
米
国
に
移
住
す
る
者
が
め
れ
ば
、
吾

々
は
先
づ
其
者
が

一
日
も
早
く
幸

暇
な
る
米
国
の
市
民
,し
な
る
こ
ε

を
希

ふ
べ
き
で
あ
り
、
次

に
吾
々
は
此
移
住
の
矯
め
嗅
實
に
我
國
を
理
解
す
る
新
し
き
水
入
が
増
加
し
だ
も
の
ご

見
て
喜

ぶ
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
我
国

に
は
今
街
ほ
移
践
を
以
て
我
國
力
の
獲
展

の
手
段

ε
考

へ
、
移
民
を
し
て

飽
く
ま

で
我
國
に
封
ず
る
偏
挾
の
愛
国
.心
を
保
持

せ
し
め
ん
ざ
す

る
思
想
が
相
當

に
有
力
で
あ
る
。
叡

に
白
人
諸

國
が
日
本
移
民
を
危
険
税
す
る
の
も
已
む
を
得

な
い
。
要
す

る
に
我
国
民
が
充
分
の
権
威
を
以
て
入
道
の
爲

め
資

源
開
放

の
大
義
を
主
唱
せ
ん
ご
す
る
な
ら
ば
、
先
づ
我
国
自

か
ら
人
類
共
存
の
精
神

に
徹
底
せ
ね
ば
な
ら

漁
。
吾

時

論

天
然
資
源
の
国
際
的
開
放
の
原
則

第
十
六
巻

ハ第
四
號
.
八
九
)

六
七
一
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六
七
二

々
が
此
精
神
に
徹
底
し
て
公
明
且
つ
大
膳
な
態
度
を
探
る
な
ら
ば
、
.支
那
の
二
十

一
箇
條
無
敷
問
題
で
も
、
日
露

國
交
恢
復
問
題
で
も
、
双
方
に
有
利
な
る
解
　樺
は
左
ま
で
困
難
で
あ
る
ま
い
。
曾
て
我
国
勢
の
微
弱
な
爲
め
廠
…米

に
屈
従

し
た
時
代
の
外
交
は
、
表
面
に
屈
従
す

る
も
内
面
に
は
.正
義
我

に
在
り
こ
の
信
念

よ
り
大
な
る
勇
氣
を
藏

し
て
居
た
が
、
今
日
は
外
面
的
行
動
に
於
て
甚
だ
大
膿
不
敵
な
る
が
如
く
し
て
、
内
心
は
戦

々
競

々
た
る
も
の
が

め
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。
是
れ
吾
々
の
大

に
反
省
を
要
す
る
黙
で
あ
る
。

我
国
の
重
大
な
る
外
交
問
題
は
渦
虫

に
於
け
る
が
如
く
現
在
に
於
て
も
霊
く
資
源
開
放

の
要
求
に
…關
保
せ
ざ
る

は
な
い
。
例

へ
ば
今
日
の
封
支
問
題
就
中
満
洲
問
題
の
如
き
、
蜀
露
問
題
就
中
西
北
利
亜
及
北
樺
太
問
題

の
如
き
、

叉
掛
米
問
題
就
中
移
民
問
題
の
如
き
何
れ
も
皆
然
動
で
あ

る
。
我
要
求
は
根
本

に
於

て
衣

明
人
の
認
容
せ
ざ
る
を

得
ざ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
之
を
要
求
す
る
態
度
形
式

の
當
を
得
ざ
る
が
矯
め
、
世
界
は
我
要
求

の
提
起

に
由

っ
て
毫
も
毘
醒
せ
ら
れ
ず
、
却

っ
て
我
國
を
以
て
不
法
の
侵
略
者
で
あ
り
孕
和
の
掩
観
音

で
あ
る
ビ

誤
認
す

る
に
至

っ
た
。
.加
之
我
要
求
態
度
の
時
代
錯
誤
的
な
る
が
儒
め
に
、
萱
醒
し
つ
、
あ
る
國
内

の
民
衆
自
身

毛
亦
我
が
掛
外
行
動
に
反
感
を
懐
き
、
延
ひ
て
現
在

の
政
治
的
肚
會
的
組
織

に
劉
す
る
疑
惑
を
強
め
つ
、
あ
る
。

近
来
我
国
民
の
封
外
的
自
信
の
衰
退
せ
る
は
之
が
爲
め
に
外
な
ら

漁
。
吾

々
の
恐
る

、
所
は
諸
外
囲
の
批
難
で
は

な
く
て
国
民
自
身
の
反
感

で
あ
b
、
外
部
か
ら
の
墜
迫
で
は
な
く
て
内
.心
の
不
安
で
あ
る
。
荷
く
も
吾

々
の
主
張

す

る
所
が
世
界
人
類

の
大
義
で
あ
る
以
⊥
は
、
之
に
似
合
は
し
き
公
明
・こ
大
膳
ε
を
以
て
主
張
す

べ
き
で
あ
る
。

從
來
の
如
き
不
純
な
る
機
會
的
便
宜
的
の
態
度
又
は
所
謂
火
事
泥
的
態
度
を
以

て
す

る
こ
ε
は
自
殺
的

で
め
る
。


