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毅

島

近
年
、
改
革
開
放
の
進
む
中
園
に
進
出
す
る
外
園
企
業
が
か
か
え
る
大
問
題

と
し
て
、
か
の
地
に
お
け
る
「
契
約
観
念
の
依
如
」
が
云
々
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
一
旦
合
意
に
達
し
た
は
ず
の
事
項
が
、
次
の
交
渉
時
に
再
び
論
題
と
し
て

提
起
さ
れ
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
成
約
に
い
た
っ
た
文
言
が
、
そ
の
通
り
の
形

で
は
質
行
さ
れ
な
い
。
単
な
る
法
制
の
不
備
な
の
か
、
は
た
ま
た
佐
倉
的
慣
習

の
相
還
な
の
か
。
事
は
彼
我
の
文
化
比
較
か
ら
、
中
園
に
お
け
る
近
代
市
民
社

舎
の
存
否
に
ま
で
お
よ
ぶ
。

他
方
、
そ
の
同
じ
中
園
で
、
古
く
か
ら
質
問
貝
契
約
・
貸
借
契
約
等
を
書
面
化

し
、
そ
れ
を
訴
訟
の
誼
接
書
類
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
官
僚
機
構
と

そ
の
職
掌
を
描
い
た
『
周
雄
』
の
中
に
、
「
質
制
聞
を
以
て
信
を
結
び
て
訟
を
止

む
」
と
の
文
言
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
契
約
文
書
の
作
成
に
よ
っ
て
訴
訟
沙
汰

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
と
さ
れ
た
。
古
来
、
儒
数
が
理
想
と
す
る
の
は
人
々
が
字

わ
な
い
吐
舎
で
あ
っ
た
。
孔
子
は

「
必
ず
や
訟
無
か
ら
し
め
ん
か
」
(
『
論
語
』

顔
淵
篇
、
の
ち
『
捜
記
』
大
率
篇
に
も
こ
の
句
を
引
く
)
と
述
べ
た
(
と
さ
れ

る
)
。
と
こ
ろ
が
、
(
あ
る
い
は
、
こ
の
嘆
き
に
示
さ
れ
る
が
ご
と
く
)
、
訴
訟

の
裁
定
は
中
園
の
地
方
官
の
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
。
人
々
は
官
街
の
法
廷
に

お
い
て
自
己
の
利
を
主
張
し
、
互
い
に
争
っ
た
。

そ
こ
で
も
ち
だ
さ
れ
た
霞
銀

資
料
の
一
つ
が
、
契
約
文
書
で
あ
る
。
契
約
文
書
の
作
成
は
中
園
文
明
が
誇
る

停
統
と
す
ら
言
え
よ
う
。

中
園
に
お
い
て
歴
史
的
に
契
約
と
い
う
行
震
が
も
っ
て
い
た
意
味
を
検
討
針

象
と
し
て
い
る
の
が
、
ヴ
ァ

レ
リ
1
・
ハ

ン
セ
ン
氏
の
手
に
な
る
本
書
で
あ

る
。
著
者
は
か
つ
て
京
都
大
祭
で
拳
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
円
U
F
Q
W
吋
同
立
向
。
。

nr

帆
ミ
ミ
ミ
R
d
G
h
h
F
3
p

』』
N
11
』N
1
a
・
可
江
口

S
HOロ
ロ
ロ
Z
o
E
Q

】

V
H巾
凹
回

-

EUO
の
著
者
と
し
て
、
日
本
の
宋
元
史
家
に
も
な
じ
み
の
研
究
者
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
前
作
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
五
一
容
三
続
に
松
本
浩
一
氏
に
よ
る

書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

契
約
文
書
に
関
す
る
研
究
は
内
外
と
も
に
さ
か
ん
で
あ
り
、
評
者
の
よ
う
な

門
外
漢
が
云
々
で
き
る
し
ろ
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
木
書
の
研
究
史

的
な
位
置
づ
け
は
評
者
に
は
荷
が
重
す
ぎ
る
。
た
だ
、
本
書
が
後
述
す
る
二
部

構
成
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
が
考

古
祭
の
成
果
を
活
か
し
な
が
ら
、
「
法
制
史
、
社
曾
経
済
史
」
と
「
民
俗
史
、

思
想
史
」
と
に
裁
然
と
分
化
し
て
な
さ
れ
て
き
た
の
に
封
し
て
、
雨
者
を
統
合

す
る
形
で
の
「
契
約
」
解
棒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の
特
徴
で
あ
ろ

う
c

こ
の
こ
と
は
カ
パ

l
に
刷
ら
れ
た
バ
レ
ン
ト
・
テ
レ
・
ハ
レ
(
回
釦
同
市
ロ
与

件。円回
目白
円
)
氏
の
推
薦
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
池
田
温
氏
が
墓
券
に
つ
い
て

の
論
文
で
、
「
従
来
夫
々
特
定
の
角
度
か
ら
な
さ
れ
た
諸
研
究
の
今
後
の
褒
展
」

を
期
待
さ
れ
て
い
た
(
「
中
園
歴
代
墓
券
略
考
」
東
京
大
皐
東
洋
文
化
研
究
所

紀
要
第
八
六
加
、
一
九
八
一
年
〉
の
に
封
す
る
、
海
の
向
こ
う
か
ら
の
態
答
だ

ろ
う
か
。
本
誌
編
集
部
が
、
経
済
史
で
は
な
く
思
想
史
畑
の
人
閲
で
あ
る
こ
と

を
承
知
の
う
え
で
、
評
者
に
本
書
を
評
す
る
よ
う
に
と
通
知
し
て
き
た
の
も
、
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こ
の
性
格
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
池
田
氏
の
論
文
は
分
量
の
四
分
の
三
を
資

料
録
文
が
占
め
て
お
り
、
本
書
で
も
た
び
た
び
引
か
れ
て
い
る
。

本
書
に
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
一
昨
年
(
一
九
九
六
年
〉
英
文
書
評
が
二
慰

出
て
い
る
。
一
つ
は
ロ
メ
イ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
(
河
口

B
qロ
吋
ミ
-oる
氏
が

E
.5
ミ
~
河
内
S.2ζ

ミ
之
内
H
e
N
W
S
F
4
0
-
-
N品
目
0・
品
に
書
い
た
も
の
、

も
う
一
つ
は
ジ
ェ
ニ
フ
ァ

l

・

w
・
ジ
ェ
イ

Q
gロ
広
向
者
・
同
ミ
〉
氏
が

同J
F
内~。
=
3
a
N
。h
b
h
S苫
匂

H
R
n
m
ご
・
〈
0
7
白
日
ロ
0・ω
に
書
い
た
も
の
。
だ

が
、
ど
ち
ら
も
短
文
で
、

書
評
と
い
う
よ
り
は
皐
な
る
内
容
紹
介
の
域
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
轡
勇
を
ふ
る
っ
て
卑
見
を
披
獲
す
る
所
以
で
あ
る
。

ま
.
す
は
内
容
の
概
観
か
ら
。

第
一
章
「
な
ぜ
契
約
文
書
を
研
究
す
る
の
か
?
」
。

儒
者
た
ち
が
遺
し
た
文
献
の
み
に
よ
る
か
ぎ
り
、
中
園
は
調
和
に
充
ち
た
、

抗
争
の
な
い
社
曾
で
あ
っ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
契
約
文
書
が
示
す
針
人

関
係
(
家
族
関
係
も
含
む
〉
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
く
つ
が
え
し
て
く
れ
る
。

人
々
は
地
方
官
が
開
く
法
廷
に
殺
到
し
た
。
訴
訟
の
場
で
主
張
の
根
援
と
な
っ

た
の
は
、
相
手
方
と
の
私
的
な
合
意
で
あ
っ
た
。
近
代
西
洋
に
お
け
る
「
契
約

(
n
g
R
R
C
」
の
定
義
、
「
篠
件
が
み
た
さ
れ
れ
ば
、
法
律
に
よ
っ
て
強
制
さ

れ
る
、
二
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
嘗
事
者
聞
の
合
意

公開
H
2
5
3
C
」
と

は
異
な
っ
て
い
た
。
(
な
お
、
こ
の
文
面
は
ジ
ョ
フ
リ
l

・
マ
コ

1
7
ッ

ク

〔

0
0
O
R
H
4
7向
尽
の
D
H
S
R
r
〕
氏
の
書
物
か
ら
の
引
用
ら
し
い
。
)
現
在
、

n
O
R
B又
は
強
制
力
を
も
っ
黙
で
、
待
。
L

や
司
円
。
ヨ
広
め
と
区
別
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
作
業
上
の
定
義
と
し
て
、
本
書
に
お
け
る

no
己
S
2、
す
な

わ
ち
中
園
に
お
け
る
契
約
を
、
「
所
奥
の
物
品
の
賓
買
・
貸
借
に
あ
た
っ
て
、

二
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
賞
事
者
聞
で
書
類
を
作
成
し
て
交
さ
れ
た
合
意
」

と
す
る
。
こ
れ
は
原
語
で
は
「
合
同
」
「
券
」
「
契
」
「
契
約
」
な
ど
と
呼
ば

れ
る
。
(
こ
の
書
評
で
は
、
白
本
語
と
し
て
「
契
約
」
も
し
く
は
「
契
約
文

書
」
を
用
い
る
。
〉

西
暦
七
世
紀
初
頭
に
は
空
前
の
集
権
的
統
治
が
し
か
れ
、
官
は
契
約
文
書
で

は
な
く
役
所
の
帳
簿
に
土
地
所
有
を
記
載
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
四

0
0

年
ま
で
に
は
帳
簿
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
契
約
文
書
の
み
が
所
有
の
読
嬢
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
聞
に
は
、
七
五
五
年
に
始
ま
る
安
史
の
飢
が

も
た
ら
し
た
政
治
的
混
鋭
、
十
一
世
紀
か
ら
の
経
済
設
展
、
(
中
園
南
部
で
は
)

一
二
七
六
年
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
帯
園
に
よ
る
統
治
な
ど
の
諸
契
機
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
契
約
文
書
が
祉
舎
的
に
果
た
す
役
割
・
性
格
が
拙
変
化
し
て
い
く
。

た
だ
し
、
ト
ル
フ
ァ
ン
と
敦
煙
か
ら
は
数
百
黙
に
の
ぼ
る
出
土
資
料
が
夜
見
さ

れ
た
の
に
封
し
て
、
十
世
紀
以
降
の
四
百
年
聞
に
つ
い
て
は
、
現
在
利
用
で
き

る
契
約
文
書
は
一
一
一
十
黙
し
か
な
い
。
墓
努
は
ま
た
別
で
、
二
百
黙
を
超
え
る
資

料
が
利
用
可
能
で
あ
る
。
本
書
が
一
四

O
O年
を
も
っ
て
叙
述
を
終
え
る
の

は
、
そ
れ
以
後
の
契
約
文
書
数
が
膨
大
に
な
り
す
ぎ
て
適
切
に
分
析
し
か
ね
る

か
ら
で
も
あ
る
、
と
著
者
は
言
う
。

以
下
の
四
章
は
、
第
一
部
「
人
聞
と
の
契
約
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
私
的
な
契
約
を
認
め
る
こ
と
を
園
家
が
い
や
が
っ
た
時
期
」
。
こ

こ
で
は
西
暦
六
四

O
年
か
ら
七
五
五
年
が
あ
っ
か
わ
れ
る
。
主
要
な
資
料
は
ト

ル
フ
ァ
ン
文
書
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
唐
律
に
お
い
て
、
契
約
を
あ
っ
か
う
濁
立
の
一章
は
な
い
。
意
で
は

な
く
車
濁
の
候
文
と
し
て
雑
律
に
見
え
る
が
、
そ
れ
も
か
な
り
後
に
な
っ
て
か

ら
律
に
加
わ
っ
た
と
み
な
し
う
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
た
る
や
、
園
家
が
契
約

を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
単位、込
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
意
思
表
示
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
貧
に
は
契
約
文
書
は
さ
か
ん
に
作
成
さ
れ
て
い
た
。
著
者
は
山

本
逮
郎
・
池
田
温
雨
氏
に
よ
る
整
理
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
事
例

-185ー
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を
紹
介
し
て
い
く
。
な
か
で
も
、

金
貸
し
左
憧
葱
ハ
六
一
七

l
六
七
一
ニ
)
の
事

例
に
注
目
し
、
恩
惑
に
よ
る
貸
借
帳
消
し
指
令
の
適
用
外
と
す
る
文
言
に
、
皇

-
帝
の
権
威
へ
の
挑
戦
が
う
か
が
え
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

「
官
に
園
法
、

民
に
私
約
」
の
世
界
な
の
だ
。

と
言
っ
て
、
園
家
が
無
干
渉
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
四
パ

ー
セ
ン
ト
の
契

税
徴
牧
ゃ
、
利
息
の
上
限
設
定
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
園
家
の
態
度

は、

一
方
で
図
家
と
か
か
わ
り
な
く
契
約
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
肇
み
な
が
ら
、

他
方
で
僚
件
が
み
た
さ
れ
な
い
時
に
干
渉
す
る
権
利
を
留
保
す
る
も
の
だ
っ

た
第
三
一
翠
「
政
府
が
契
約
を
認
め
て
い
く
時
期
」
。
安
史
の
飢
以
後
、
宋
の
建

図
ま
で
が
あ
っ
か
わ
れ
る
。
主
要
資
料
は
敦
爆
文
書
。

ト
ル
フ
ァ
ン
と
敦
爆
は
六

0
0
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
に
、
一
世
紀
の

時
を
隔
て
て
契
約
文
書
の
種
類
は
一
即
製
す
る
。
ト
ル
フ
ァ
ン
で
は
四

O
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
た
土
地
貸
借

・
土
地
質
買
は
敦
燥
で
は
わ
ず
か
四
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
り
、
か
わ
っ
て
穀
物
や
絹
が
主
役
と
な
る
。
た
だ
、
徳
政
の
針
象
外
に
し
よ

う
と
す
る
志
向
は
縫
『
旅
さ
れ
て
い
る
。

敦
煙
繁
文
に
見
え
る
契
約
の
事
例
、
離
婚
契
約
文
書
、
地
方
官
街
で
の
訴

訟
、
契
税
の
展
開
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
段
落
で
本
章
は
結

ぼ
れ
て
い
る
。
「
均
日
制
の
戸
籍
は
な
く
な
っ
た
。
か
わ
っ
て
、
人
々
は
所
有

を
主
張
す
る
た
め
に
契
約
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
十
世
紀
の
各
閣
の
支
配
者
た

ち
は
そ
れ
ら
の
契
約
に
契
税
を
課
し
た
。
契
約
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
唐

代
初
期
の
統
治
者
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
深
さ
で
、
人
々
は
互
い
に
政
治

的
な
関
係
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」

第
四
章

「政
府
の
税
の
時
期
」
。
九
六

O
年
に
始
ま
る
宋
代
を
あ
っ
か
う
。

こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
使
わ
れ
る
が
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
は

『
名
公
害
剣
清
明
集
』
(
以
下
『
清
明
集
』
と
略
稽
〉
で
あ
る
。

著
者
は
九
八
四
年
に
書
か
れ
た
墓
券
に
見
え
る
次
の
一
句
に
着
目
す
る
。

「
官
に
政
法
あ
り
、
私
約
を
取
ら
ざ
る
を
定
め
と
震
す
」
。
表
面
的
な
意
味
は

ト
ル
フ
ァ
ン
や
敦
爆
の
も
の
と
媛
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
昌
一恵
国
は
異
な

る
。
ど
ち
ら
も
「
官
」
と
「
私
」
の
断
紹
を
言
う
文
言
で
は
あ
る
。
た
だ
、
か

つ
て
は
〈
均
四
制
と
い
う
た
て
ま
え
も
あ
っ
て
)
官
が
と
り
あ
っ
て
く
れ
な
い

か
ら
契
約
文
書
を
作
る
と
い
う
意
味
だ

っ
た
の
に
封
し
、

今
や
官
に
糾
問
し
て
契

約
に
干
渉
し
て
く
れ
る
な
と
い
う
意
味
に
認
め
る
。

官
側
は
一
つ
に
は
契
税
徴
牧
の
た
め
に
干
渉
を
お
こ
な
っ
た
。
契
税
は
徴
牧

容
易
な
間
接
税
と
し
て
、
財
政
逼
迫
を
理
由
に
た
び
た
び
税
率
改
定
が
な
さ

れ
、
十
三
世
紀
の
あ
る
官
僚
の
鐙
言
に
よ
れ
ば
、
税
牧
全
鐙
の
六
分
の
一
以
上

に
達
し
て
い
た
。

以
下
、
『
清
明
集
』
に
も
と
づ
き
、
南
宋
時
代
の
契
約
を
め
ぐ
る
諸
相
が
描

か
れ
る
。
章
の
終
わ
り
に
は
、
徽
州
文
書
か
ら
の
事
例
も
紹
介
さ
れ
る
。

第
五
一軍

「
モ
ン
ゴ
ル
統
治
時
代
お
よ
び
そ
の
後
の
契
約
文
書
」
。
資
料
と
し

て
、
『
元
典
章
』

・
日
用
類
書

・
元
曲

・
徽
州
文
書
な
ど
が
使
わ
れ
、
さ
ら
に

は
漢
語
以
外
の
事
例
に
お
よ
ぶ
。

ま
ず
、
契
税
の
税
率
が
値
の
三

O
分
の
一
に
引
下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
特
記
さ

れ
る
。
そ
の
結
果
、
税
の
徴
枚
は
そ
れ
以
前
よ
り
圏
滑
に
な
っ
た
。

こ
の
時
代
、
女
性
や

「
非
漢
語
話
者
」
を
含
め
た
一
般
庶
民
の
日
常
生
活
に

も
契
約
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
要
す
る
に
、
契
約
の
言
葉
遣
い
や
観

念
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
も
と
で
中
園
人
の
生
活
に
深
く
浸
透
し
た
。
そ
し
て
、

本
書
の
第
二
部
で
主
張
す
る
よ
う
に
、
死
者
の
世
界
で
も
同
様
に
重
要
な
も
の

と
思
い
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
部

「
紳
々
と
の
契
約
」
は
三
つ
の
章
か
ら
な
る
。
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第
六
一
軍
「
墓
券
(
叶
DBσ

の
0
2
5
n仲
間
ど
で
は
、
「
買
地
位
叶
」
と
も
呼
ば
れ

る
(
著
者
は
原
語
と
し
て
こ
ち
ら
を
採
っ
て
い
る
〉
、
墓
に
埋
め
ら
れ
た
冥
界

と
の
契
約
文
書
を
あ
っ
か
う
。
(
評
者
は
原
因
正
己
氏
や
池
田
畑
田
氏
の
所
設
に

し
た
が
い
、
「
墓
券
」
と
総
務
し
て
お
く
。
原
田
正
己
「
墓
券
文
に
見
ら
れ
る

冥
界
の
紳
と
そ
の
祭
紀
」
東
方
宗
教
第
二
九
抗
、
一
九
六
七
年
、
お
よ
び
池
田

前
掲
論
文
参
照
。
)

墓
券
は
現
世
の
契
約
文
書
と
同
様
の
書
式
を
も
っ
。
た
だ
、
そ
の
貰
り
手
が

紳
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
頁
り
手
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
特
定
の
名
し
か
見
ら

れ
な
い
こ
と
(
土
地
神
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
無
人
格
的
に
土
地
紳
で
あ
る
〉
、

頁
債
が
九
九
九
九
九
文
で
あ
る
こ
と
、
〈
冥
界
の
流
儀
に
し
た
が
い
)
字
を
逆

に
書
く
事
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。

第
七
一章
「
地
下
の
法
廷
」
。
墓
券
が
作
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
冥
界
の
裁
剣

所
に
提
出
す
る
讃
擦
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
。
こ
の
章
の
大
半
は
、
墓
券
の

話
題
か
ら
一

E
離
れ
て
中
園
人
の
冥
界
観
の
紹
介
に
費
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
話
が
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
地
下
の
法

廷

(
g
z
Z凹
と
複
数
形
を
用
い
て
い
る
の
で
、
「
朝
廷
」
の
意
味
で
は
な
か
ろ

う
)
組
織
の
紹
介
は
次
の
章
へ
の
伏
線
だ
し
、
た
と
え
ば
、
「
柏
人
」
の
紹
介

で
は
、
形
や
内
容
の
相
這
は
あ
り
な
が
ら
、
墓
券
と
同
じ
衝
動
か
ら
制
作
さ
れ

た
も
の
だ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
八
章

「
生
者
の
法
廷
と
死
者
の
法
廷
」
は
、
わ
ず
か
八
頁
の
短
い
も
の
な

が
ら
、
本
書
全
慢
の
結
語
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
で

時
代
を
お
っ
て
丹
念
に
紹
介
・
分
析
さ
れ
た
「
人
間
と
の
契
約
」
と
、
第
二
部

が
あ
つ
か
っ
た
「
紳
々
と
の
契
約
」
を
統
一
的
に
説
明
す
る
場
と
し
て
、
「
法

廷
」
が
も
ち
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
の
契
約
文
書
が
裁
剣
で
の
詮
接
書

類
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
に
劃
し
て
、
一
神
々
と
の
契
約
文
書
た
る
墓

券
は
、
冥
界
の
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
と
と
を
議
想
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
の

が
、
著
者
の
主
張
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
本
書
の
最
後
に
は
ト
ル
フ
ァ
ン
に
眠
る
左
憧
葱
が
再
び
登
場
す

る
。
彼
の
昔
話
に
埋
め
ら
れ
た
十
五
遁
の
契
約
文
書
。
こ
れ
ら
は
冥
界
の
法
廷
に

提
出
す
る
誼
嬢
書
類
で
あ
っ
た
。
現
世
で
は
債
権
の
回
牧
に
失
敗
し
た
彼
は
、

あ
の
世
で
の
成
功
を
夢
見
、
ま
た
親
族
も
そ
う
願
っ
て
こ
れ
ら
の
文
書
を
埋
め

た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
解
緯
で
あ
る
。
「
現
世
の
法
廷
が
正
義
の
執
行
に
失

敗
し
て
も
、
冥
界
の
法
廷
が
再
審
理
を
し
て
く
れ
た
。
(
中
略
)
地
上
の
法
廷

が
正
義
の
理
念
を
寅
行
す
る
の
に
失
敗
し
て
も
、
そ
の
理
念
が
弱
ま
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
死
者
の
法
廷
が
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
保
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
」
本
書
は
こ
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

「
特
定
の
角
度
か
ら
な
さ
れ
た
諸
研
究
」
(
池
田
氏
〉
の
総
合
を
め
ざ
し
た

の
で
あ
ろ
う
本
書
の
結
び
と
し
て
、
こ
れ
は
完
壁
で
あ
る
。
第
二
章
で
出
さ
れ

た
謎
が
こ
こ
に
い
た
っ
て
解
明
さ
れ
る
わ
け
だ
。
英
語
が
得
手
で
は
な
い
評
者

も
、
苦
労
し
て
讃
ん
だ
甲
斐
が
あ
っ
た
と
満
足
し
て
書
加
を
閉
じ
る
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
本
賞
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
?

本
書
の
特
色
が
、
現
世
に
生
き
る
人
閲
の
経
済
生
活
の
寅
態
を
か
い
ま
見
せ

て
く
れ
る
資
料
と
し
て
の
契
約
文
書
と
、
死
後
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し

て
い
た
か
を
示
す
資
料
と
し
て
の
契
約
文
書
を
、
嫡
総
合
的
・
統
一
的
に
捉
え
、

奮
中
園
の
人
々
の
思
惟
の
あ
り
ょ
う
を
解
明
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と

は
、
繰
返
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
経
済
と
信
仰
を
二
分
す
る
愛
想
を
取
ら

ず
、
爾
者
に
遁
底
す
る
共
通
の
契
約
観
を
探
ろ
う
と
い
う
本
書
の
問
題
設
定
は

正
し
い
し
、
評
者
自
身
も
試
み
て
み
た
い
テ
1
7
で
は
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、

著
者
は
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
も
す
る
。
最
初
に
も

断
っ
た
と
お
り
、
評
者
は
契
約
文
書
を
専
門
的
に
分
析
し
た
経
験
を
も
た
な
い
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の
で
、
寅
設
的
に
ど
こ
が
ど
う
お
か
し
い
と
指
摘
す
る
能
力
に
倣
け
て
い
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
感
じ
た
理
由
を
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
設
定
の
場
に
立
ち
返
っ

て
論
じ
て
み
た
い
。

中
園
祉
舎
で
用
い
ら
れ
た
契
約

(ng可
mnC
に
制
到
す
る
、
著
者
の
定
義
は

す
で
に
紹
介
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
著
者
が
列
摩
す
る
原
語
の
定
義
と
一
致
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
契
約
文
書
が
警
か
れ
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て

飲
か
せ
な
い
「
約
」
と
い
う
観
念
一
つ
取
っ
て
も
、
こ
の
定
義
で
は
包
含
し
き

れ
な
い
、
複
雑
な
用
法
を
も
っ
一
詰
で
あ
る
。
こ
の
「
約
」
に
つ
い
て
は
、
近
年

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
、
寺
田
浩
明
氏
の
す
ぐ
れ
た
考

察
が
あ
る
(
「
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
「
約
」
の
性
格
」
、
溝
口
雄
三
ほ
か
編

『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る

-
4
・
祉
舎
と
園
家
』
所
牧
、
東
京
大
祭
出
版
禽
、
一

九
九
四
年
〉
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
相
互
契
約
的
合
意
を
歓
い
た
一
方
的
な
命

令
・
罰
則
宣
示
で
あ
る
軍
約
も
、
ま
た
反
射
に
封
等
者
閲
で
行
わ
れ
る
盟
約

も
、
ど
ち
ら
も
「
約
」
の
名
を
捲
う
と
い
う
事
質
か
ら
考
え
れ
ば
、
(
中
略
)

そ
こ
に
共
通
し
て
あ
る
事
態
は
、
そ
れ
に
興
る
人
々
の
聞
に
(
何
ら
か
の
仕
方

で
)
一
つ
の
行
動
基
準
・
賞
罰
が
共
有
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
」
。
ハ
ン
セ
ン
氏
が
列
傘
す
る
、
合
同
・
努
・
契
・
契
約
は
い
ず

れ
も
た
し
か
に
氏
の
定
義
す
る

8
2
5
2
を
表
す
語
に
は
違
い
な
い
が
、
そ

れ
の
み
に
と
ど
ま
る
語
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
氏
の
定
義
は
こ
れ
ら
の

語
の
一
部
で
は
あ
っ
て
も
、
全
世
で
は
な
い
。

評
者
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
あ
る
問
題
設
定
を
行
う
に
あ
た
っ

て
、
そ
れ
を
分
析
者
側
の
概
念
枠
で
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
原
語
の

も
つ
績
が
り
を
第
一
に
考
慮
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
大
き
く
か
っ
複
雑
な
問
題
で
、
本
書
の
書
評
と
い
う
場
を
借
り
て

議
論
す
べ
き
筋
合
い
で
は
な
い
。
詳
細
な
方
法
的
議
論
は
、
別
の
場
所
を
用
い

る
の
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
述
べ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
著
者
ハ
ン
セ
ン
氏
が
契
約

(
n
g
Z
E〉
を
上
述
の
よ
う
に
定

義
し
て
し
ま
っ
た
時
貼
で
、
「
合
同
」
や
「
契
約
」
が
も
っ
意
味
の
嫌
が
り
は

つ
み
と
ら
れ
、
著
者
の
行
論
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
(
と
言
う
と
語
弊
が
あ
る

な
ら
、
「
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
」
)
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
寺
田
氏
の
よ
う
に
、
「
約
」
の
定
義
を
あ
え
て
放
棄
し
た

か
の
ご
と
き
物
言
い
を
し
な
が
ら
も
、
数
あ
る
異
質
の
〈
わ
た
し
た
ち
の
自
に

は
少
な
く
と
も
そ
う
見
え
る
)
事
例
を
丹
念
に
ま
と
め
直
し
て
い
く
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
(
?
)
原
理
を
導
き
出
す
と
い
う
ス
リ
リ
ン

グ
な
手
法
に
比
べ
て
、
本
書
の
叙
述
が
特
に
中
盤
に
お
い
て
卒
板
に
流
れ
て
い

る
の
は
、
近
代
西
洋
と
の
劉
比
で
概
念
の
整
理
を
先
に
行
な
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
だ
と
思
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
見
て
い
く
中
で
、
讃
者
が
強
見
し
て

い
た
「
契
約
」
像
が
獲
わ
る
の
で
は
な
く
、
最
初
の
定
義
に
従
っ
て
事
例
が
整

理
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
に
由
来
す
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
中

園
に
お
け
る
契
約
と
は
何
か
と
い
う
大
問
題
が
、
著
者
に
よ
っ
て
岡
県
創
に
思
索

さ
れ
た
の
か
、
評
者
に
は
讃
み
と
れ
な
か
っ
た
。
第
二
部
の
諸
事
例
は
、
人
々

の
宗
数
観
l
1
1
「
宗
数
」
と
い
う
語
も
「
契
約
」
同
様
、
危
険
な
用
語
だ
と
評

者
は
日
頃
考
え
て
い
る
が
、
今
は
置
く
ー
ー
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
ら
が
第
一
部
に
す
り
よ
る
形
で
ま
と
め
ら
れ
、
左
憧
葱
の
話
に
つ
な
げ
ら
れ

て
い
る
。
ヒ
ュ

l
-
T
・
ス
コ

l
ギ
ン
(
出
cmr
吋・

ω
g
m
H
P
γ
・
)
氏
に
よ

る
次
の
指
摘
は
、
劉
象
と
す
る
時
代
こ
そ
這
え
、
本
書
に
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

「
漢
代
に
お
い
て
、
契
約
の
強
制
を
正
嘗
化
す
る
、
正
賞
性
の
さ
ら
な
る
淵
源

は
、
契
約
さ
れ
た
合
意
の
宗
数
的
な
一
面
で
あ
っ
た
。
仁
井
田
と
フ
ル
ス
エ

は
、
一
般
に
契
約
文
書
の
こ
の
面
の
重
要
性
を
軽
視
し
て
い
る
。
現
代
の
中
園
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の
象
者
も
、
彼
ら
が
「
迷
信
」
と
み
な
し
て
い
る
も
の
の
重
要
性
を
過
小
に
評

債
し
て
い
る
」
(
小
口
彦
太
・
喜
多
三
佳
共
-
諜
「
天
と
人
の
閲
|
|
漢
代
の
契

約
と
園
家
1
1
1
」
早
稲
田
法
皐
第
六
八
巻
一
・
一
一
説
、
第
六
九
巻
一
鋭
、
第
六

九
袋
三
鋭
、
第
七
一
巻
一
鋭
、
一
九
九
三
年
J
一
九
九
五
年
。
引
用
箇
所
は
第

七
一
巻
一
貌
掲
載
分
)
。

そ
も
そ
も
、
奮
中
閣
の
思
惟
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
以
来
(
か
ど
う
か
門
外

漢
の
評
者
に
は
わ
か
ら
な
い
が
)
の
俸
統
で
あ
る
、
契
約
主
鎧
の
自
立
的
存
在

を
前
提
と
す
る
契
約
観
は
あ
り
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
と
言
つ
て
は
言
い
過
ぎ

で
、
よ
り
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
骨
田
時
の
人
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
人
閲
観
で

も
の
ご
と
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
祉
舎
の
な
か
で
、
人
と
人
が
個
と
し
て

相
互
に
自
立
し
、
自
己
の
行
盛
岡
に
は
将
来
に
わ
た
っ
て
責
任
を
も
つ
べ
き
主
鐙

で
あ
る
と
い
う
前
提
が
、
奮
中
園
に
は
な
か
っ
た
。
(
「
な
か
っ
た
」
と
言
い

切
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
結
論
の
急
ぎ
す
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
個

人
」
概
念
は
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
た
J

た
し
か
に
、
そ
れ
を
解
回
押
す
る
現

代
の
研
究
者
が
、
嘗
然
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
こ
ん
で
讃
み
込
め
ば
、
そ
う
譲
め

な
い
こ
と
も
な
い
よ
う
な
形
で
、
彼
ら
の
思
惟
の
中
に
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

も
の
」
(
あ
る
い
は
「
人
類
に
と
っ
て
普
遍
的
な
債
値
を
も
つ
も
の
」〉

は
あ

ア
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
中
園
に
お
け
る
契
約
観
念
の
本
質
か
と
言
え
ば
、
そ
れ

は
ま
た
別
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
事
は
す
ぐ
れ
て
思
想
的
な
課
題
で
あ
り
、
評

者
と
し
て
は
そ
う
し
た
形
で
の
第
一
部
と
第
二
部
の
統
合
が
欲
し
か
っ
た
。
先

ほ
ど
言
っ
た
「
急
ぎ
す
ぎ
」
と
は
そ
う
い
う
一
意
味
で
あ
る
。

金
貸
し
左
憧
意
(
と
彼
の
遺
族
)
が
著
者
の
解
四
押
し
た
と
お
り
、

「
死
者
の

法
廷
」
で
の
逆
縛
剣
決
を
願
っ
て
「
人
閲
と
の
契
約
」
の
護
竣
書
類
を
墓
に
埋

め
た
の
か
ど
う
か
、
評
者
に
は
剣
断
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
俵
に
著
者
の
解
穆

が
正
し
い
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
閉
じ
て
し
ま
う
に
は
惜
し
い
大
き
な
規
模

の
問
題
構
成
を
、
本
書
は
備
え
て
い
る
。
現
世
の
恨
み
を
冥
界
に
託
す
の
が
奮

中
園
の
契
約
翻
念
で
あ
っ
た
か
の
ご
と
き
ま
と
め
方
で
は
、
い
さ
さ
か
も
っ
た

t
、。

、しw-ナ
h

、L
V

だ
が
、
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
木
書
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
枠
組
み
の
外

の
こ
と
で
あ
る
。
書
か
れ
た
内
容
を
評
す
る
の
が
書
評
の
マ
ナ
ー
だ
と
す
れ

ば
、
評
者
は
躍
を
逸
脱
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
生
身
の
人
間
同
士
の
も
の
と
、

人
と
紳
と
の
も
の
と
、
二
種
類
の
契
約
文
書
の
繁
濯
を
丁
寧
に
あ
と
づ
け
な
が

ら
、
か
つ
雨
者
の
統
合
を
意
図
し
た
本
書
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
充
分
債
値
の

あ
る
力
作
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
評
者
の
英
語
譲
解
力
の
歓
如
か
ら
、

著
者
が
こ
め
た
深
い
意
闘
を
見
逃
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
黙

に
闘
し
て
は
、
讃
者
諸
賢
が
直
接
本
書
に
あ
た
っ
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
く

思
う
。最

後
に
、
本
書
の
準
備
段
階
で
ま
と
め
ら
れ
た
皐
曾
報
告
に
も
と
づ
く
中
園

語
の
論
考
と
し
て
、
著
者
(
中
閤
名
は
韓
森
〉
に
は
「
宋
代
的
買
地
券
」
(
郵

庚
銘
・
漆
侠
主
編
『
園
際
宋
史
研
討
舎
論
文
選
集
』
、
河
北
大
皐
出
版
社
、
一

九
九
二
年
)
が
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
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附
記
日
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
川
村
康
・
秦
玲
子
商
氏
よ
り
資
料
の
提

供
を
受
け
た
こ
と
に
謝
意
を
表
す
る
。
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