
モ
ン
ゴ
ル
﹁
獨
立
﹂
問
題
と
漢
語
槪
念

︱
︱
キ
ャ
フ
タ
協
定
に
い
た
る
�
涉
を
中
心
に
︱
︱

岡

本

隆

司

は

じ

め

に

一

露
蒙
協
定

︱
︱
｢自
立
﹂
か
﹁
自
治
﹂
か
︱
︱

二

露
中
宣
言
�
涉

︱
︱
｢宗
�
權
﹂
か
﹁
�
權
﹂
か
︱
︱

三

キ
ャ
フ
タ
會
議

む
す
び
に
代
え
て

︱
︱
｢外
蒙
撤
治
﹂
へ
︱
︱

は

じ

め

に

一
九
一
一
年
一
〇
	
一
〇
日
︑
武
昌
で
は
じ
ま
っ
た
辛
亥
革
命
︒
淸
�
の
荏
�
を
脫
す
る
動
き
が
︑
ま
た
た
く
閒
に
南
方
の
各
省
に
ひ
ろ
が

り
︑
淸
�
そ
の
も
の
の
滅
�
と
中
華
民
國
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
︑
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
趨
勢
は
し
か
し
︑
漢
人
の
居
�
す
る
中
國
各
省
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
︒
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
も
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
︑
そ

れ
ぞ
れ
北
京
政
權
か
ら
離
脫
︑﹁
獨
立
﹂
を
宣
言
し
︑
淸
�
を
後
繼
し
た
中
華
民
國
政
府
と
�
涉
を
重
ね
た
す
え
︑
事
實
上
﹁
自
治
﹂
の
政
權

を
樹
立
す
る
︒

こ
れ
ま
た
硏
究
�
上
︑
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ
の
精
細
な
�
實
經
�
も
︑
と
り
わ
け
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
の
立
場
か
ら
︑
ほ
ぼ
�
ら
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か
に
な
っ
て
い
る(1

)
︒
筆
者
も
そ
れ
に
應
じ
た
中
國
側
の
�
勢
・
態
度
︑
な
か
ん
づ
く
漢
語
槪
念
・
秩
序
觀
念
の
變
�
に
考
察
を
く
わ
え
た(2

)
︒

も
っ
と
も
︑
そ
れ
で
問
題
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
筆
者
が
�
ら
か
に
し
た
中
國
側
の
�
勢
・
觀
念
︑
具
體
�
に
い
え
ば
︑
そ
の

﹁
宗
�
權
﹂﹁
�
權
﹂﹁
領
土
﹂
槪
念
の
理
解
に
も
と
づ
く
な
ら
︑
こ
れ
ま
で
解
�
ず
み
だ
と
さ
れ
て
き
た
歷
�
�
�
に
も
︑
一
定
の
み
な
お
し

が
必
�
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

小
稿
は
そ
う
し
た
關
心
の
も
と
︑
辛
亥
革
命
後
の
モ
ン
ゴ
ル
﹁
獨
立
﹂
問
題
と
い
う
�
�
で
︑
具
體
�
な
�
涉
經
�
の
推
移
と
中
國
側
の
言

動
と
の
相
互
作
用(3

)
を
み
な
お
す
試
み
で
あ
る
︒
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
を
と
り
あ
げ
た
の
は
︑
關
聯
の
硏
究
と
�
料
が
比
�
�
そ
ろ
っ
て
お
り
︑
い

ま
の
と
こ
ろ
考
察
に
�
も
 
宜
だ
か
ら
で
あ
る
︒

現
代
中
國
の
對
外
關
係
を
規
定
し
︑
現
實
に
目
!
の
紛
爭
を
も
惹
"
せ
し
め
て
い
る
﹁
領
土
�
權
﹂
槪
念
は
︑
歷
�
上
ど
の
よ
う
な
性
格
を

も
つ
も
の
な
の
か
︒
#
代
中
國
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
︑
あ
る
い
は
對
外
秩
序
再
%
の
�
點
は
︑
い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
︒

ご
く
細
か
い
︑
個
別
具
體
�
な
數
年
閒
の
�
實
を
對
象
と
し
た
小
稿
の
考
察
は
︑
ひ
ろ
く
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
た
め
の
︑
ひ
と
つ
の
素
材

を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

一

露
蒙
協
定

︱
︱
｢
自
立
﹂
か
﹁
自
治
﹂
か
︱
︱

一
九
一
二
年
一
一
	
三
日
︑
ロ
シ
ア
&
國
と
﹁
獨
立
﹂
を
宣
言
し
た
モ
ン
ゴ
ル
と
の
あ
い
だ
で
︑
露
蒙
協
定
が
結
ば
れ
た
︒
そ
の
い
き
さ
つ

な
ど
︑
ほ
ぼ
�
ら
か
に
な
っ
て
い
る(4

)
の
で
︑
そ
の
あ
た
り
は
お
お
む
ね
省
略
に
し
た
が
い
︑
小
稿
の
論
旨
に
關
わ
る
問
題
だ
け
︑
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
し
た
い
︒

露
蒙
協
定
の
閲
結
は
︑
!
年
の
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
獨
立
﹂
宣
言
に
'
る
と
も
劣
ら
な
い
衝
擊
を
︑
中
國
側
に
與
え
た
︒
中
國
と
一
體
を
成
す
べ

き
﹁
領
土
﹂
の
モ
ン
ゴ
ル
が
︑
中
國
か
ら
の
離
脫
を
口
先
だ
け
に
と
ど
め
ず
に
︑
獨
自
の
外
�
活
動
を
お
こ
な
っ
た
︑
そ
し
て
そ
れ
を
�
も
警

戒
す
べ
き
列
强
の
ひ
と
つ
︑
ロ
シ
ア
が
*
め
た
︑
と
い
う
事
實
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
衝
擊
を
測
っ
て
や
ら
ね
ば
︑
以
後
の
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中
國
の
動
き
は
理
解
し
づ
ら
い
︒

露
蒙
協
定
は
�
字
ど
お
り
︑
ロ
シ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
が
と
り
む
す
ん
だ
協
定
で
あ
る
か
ら
︑
中
國
は
も
と
よ
り
︑
そ
の
內
容
策
定
に
關
知
し
て

い
な
い
︒
そ
れ
な
ら
閲
結
當
事
者
は
︑
雙
方
一
致
し
た
理
解
を
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
え
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
露
・
蒙
の
閒

で
淺
か
ら
ぬ
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
モ
ン
ゴ
ル
の
國
際
�
地
位
の
問
題
が
あ
る
と
同
時
に
︑
中
國
が
衝
擊
を
,
け
︑
あ
ら

た
め
て
行
動
を
"
こ
す
契
機
も
ひ
そ
ん
で
い
る
︒

そ
の
核
心
は
す
な
わ
ち
協
定
の
第
一
條
︑
以
下
の
よ
う
な
趣
旨
の
�
言
に
あ
る

(引
用
�
の
傍
線
は
︑
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
)
︒

ロ
シ
ア
&
國
政
府
は
︑
確
立
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
︹
國
︺
の
自
治
︹
自
立
自
�
︺
制
度
︑
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
領
內
に
中
國
軍
を
入
れ
ず
︑
中

國
人
に
よ
る
.
民
地
/
を
許
さ
ず
に
モ
ン
ゴ
ル
國
軍
を
%
成
す
る
權
利
を
維
持
す
る
こ
と
に
對
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
︹
國
︺
を
荏
0
す
る
︒

こ
の
ご
く
短
い
一
�
に
︑
容
易
な
ら
ぬ
1
味
內
容
と
そ
の
齟
齬
が
藏
さ
れ
て
お
り
︑
以
後
十
年
以
上
も
の
關
係
を
左
右
し
た
︒

〔

︺
內
が
モ
ン
ゴ
ル
語
の
協
定
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
て
︑
ロ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
�
言
︑
傍
線
部
が
ロ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
て

モ
ン
ゴ
ル
語
テ
キ
ス
ト
に
な
い
�
言
で
あ
る
︒
つ
ま
り
露
�
が
﹁
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治

(ав
т
о
н
о
м
н
ы
й

)
﹂
と
す
る
と
こ
ろ
︑
蒙
�
は
﹁
モ
ン
ゴ

ル
國

(ул
с

)
の
自
立
自
�

(өө
р
т
ө
ө
т
о
г
т
н
о
ж

ө
ө
р
ө
ө
э
з
э
р
х
э
х

)
﹂
と
作
る
︒
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
︑
同
一
類
似
の
表
現
が
﹃
萬
國
公

法
﹄
に
も
あ
っ
て
︑
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
獨
立
を
記
し
た
く
だ
り
で
は
﹁
自
�
自
立
之
權

(
th
e
so
v
e
re
ig
n
ty
a
n
d
in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
)
﹂
と
い
い
︑

と
り
も
な
お
さ
ず
︑
モ
ン
ゴ
ル
が
﹁
獨
立
﹂﹁
國
﹂
と
な
る
こ
と
を
1
味
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
同
一
の
協
定
な
が
ら
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
地
位
に
關

わ
る
重
大
な
衣
同
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
は
あ
ら
た
め
て
詳
論
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い(5

)
︒
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
︑
直
接
の
當
事
者
に
非
ざ
る
中
國
が
︑
こ
の
露
蒙
協
定
を

ど
う
み
た
か
︑
に
あ
る
︒
言
C
す
る
先
行
硏
究
は
︑
お
お
む
ね
反
對
︑
反
撥
し
た
︑
と
み
な
す
だ
け
で
︑
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
反
撥
し
た
か
︑
に

ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
を
や
や
く
わ
し
く
跡
づ
け
よ
う
︒

露
蒙
協
定
の
閲
結
を
中
國
側
が
は
じ
め
て
知
っ
た
の
は
︑
D
一
一
	
四
日
︑
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
報
E
に
よ
っ
て
で
あ
る(6

)
︒
モ
ン
ゴ
ル
の
離
脫
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を
そ
も
そ
も
*
め
て
い
な
い
中
國
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
が
ロ
シ
ア
と
直
接
獨
自
に
と
り
き
め
を
結
ぶ
こ
と
も
容
*
で
き
な
い
︒
北
京
政
府
は
七
日
︑

そ
の
旨
を
ロ
シ
ア
側
に
F
知
し
た(7

)
︒

し
か
し
そ
の
と
き
は
ま
だ
︑
協
定
の
內
容
を
問
題
に
し
て
い
な
い
︒
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
が
G
�
し
た
の
は
︑
同
じ
日
の
︑

や
は
り
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
の
﹁
怨
時
報

(Но
в
о
е
в
р
ем

я

)
﹂
に
よ
る
報
E
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
れ
を
讀
ん
だ
H
露
公
I
劉
鏡
人
が
︑
ロ
シ
ア

外
務
省
に
抗
議
を
申
し
入
れ
た
︒

そ
の
顛
末
を
記
し
た
D
八
日
附
の
本
國
外
�
部
あ
て
電
報
に
は
︑
ま
ず
協
定
四
ヵ
條
の
內
容
を
漢
譯
�
K
す
る
︒
う
ち
第
一
條
を
訓
讀
で
引

い
て
お
こ
う
︒

俄
は
蒙
の
自
�
お
よ
び
養
兵
を
允
し
︑
中
國
の
H
軍
お
よ
び
殖
民
を
准
さ
ず
︒

劉
鏡
人
は
そ
の
う
え
で
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
ロ
シ
ア
外
相
サ
ゾ
ノ
フ

(С.
Д
.
С
а
з
о
н
о
в

)
と
や
り
と
り
し
た
內
容
を
傳
え
る
︒

｢現
協
定
を
協
議
し
な
お
し
ま
す
か
﹂

｢も
う
遲
い
で
し
ょ
う
︒
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
に
し
て
も
︑
貴
國
は
現
協
定
に
依
據
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
﹂

｢そ
れ
で
は
︑
本
國
政
府
に
と
り
つ
ぐ
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
︒
し
か
も
協
定
に
は
︑︿
自
�
を
*
め
る
﹀
と
い
う
條
項
が
あ
り
ま
す
か

ら
﹂

｢︿
自
�
を
*
め
る
﹀
と
は
︿
獨
立
を
*
め
る
﹀
の
と
1
味
が
衣
な
り
ま
す
︒
貴
國
が
も
し
協
議
に
應
じ
た
ら
︑
な
お
上
國
�
權
を
も
つ
こ

と
に
な
り
ま
す
が
︑
さ
ら
に
遲
れ
れ
ば
︑
事
態
は
い
よ
い
よ
惡
/
す
る
で
し
ょ
う
︒
⁝
⁝
﹂(8

)

傍
線
部
の
漢
語
は
︑
原
�
ど
お
り
︒
こ
の
う
ち
︑
末
尾
の
サ
ゾ
ノ
フ
の
發
言
を
ロ
シ
ア
側
の
�
料
で
み
る
と
︑

中
國
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
を
完
L
に
離
脫
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
も
し
中
國
政
府
が
わ
が
協
定
に
加
入
す
れ
ば
︑
中
國
の
宗

�
權
は
承
*
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
⁝
⁝
モ
ン
ゴ
ル
問
題
で
ロ
シ
ア
と
合
1
す
る
氣
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
中
國
に
對
す

る
屬
國
關
係
の
承
*
を
拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒(9

)
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と
あ
る
︒
漢
語
の
﹁
獨
立
﹂
は
﹁
離
脫

(от
т
о
р
ж
е
н

i

я

)
﹂︑﹁
上
國
�
權
﹂
は
﹁
宗
�
權

(сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т
ъ

)
﹂
も
し
く
は
﹁
屬
國
關
係

(ва
сса
-

л
ь
н
ы
х
ъ
о
т
н
о
ш
е
н

i

й

)
﹂
に
あ
た
り
︑
ま
た
そ
れ
が
漢
語
の
﹁
自
�
を
*
め
る
﹂
と
同
義
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
︒
劉
鏡
人
・
中
國
側
が
こ
の

﹁
自
�
﹂
を
﹁
獨
立
﹂︑﹁
完
L
に
離
脫
さ
せ
﹂
る
こ
と
と
同
一
視
し
て
反
撥
し
た
の
を
う
け
︑
そ
れ
は
N
解
で
あ
っ
て
︑
反
撥
に
は
あ
た
ら
な

い
︑
と
サ
ゾ
ノ
フ
が
答
え
た
�
�
で
あ
り
︑
そ
れ
は
漢
�
・
露
�
と
も
く
い
ち
が
い
は
な
い
︒

劉
鏡
人
が
み
た
露
蒙
協
定
は
︑
も
と
よ
り
露
�
テ
キ
ス
ト
の
そ
れ
だ
っ
た
︒
そ
の
第
一
條
に
い
う
“ав

т
о
н
о
м
н
ы
й

”
を
︑
か
れ
は
﹁
自
�
﹂

と
漢
譯
し
︑
し
か
も
そ
れ
を
﹁
獨
立
﹂
と
解
釋
し
て
反
撥
し
た
わ
け
で
あ
る
︒а

в
т
о
н
о
м
и
я

と
い
う
語
は
︑
い
ま
は
自
治
と
譯
す
の
が
F
例

だ
し
︑
當
時
の
辭
書
に
も
﹁
自
治
﹂
と
い
う
對
譯
の
漢
語
を
載
せ
て
お
り
︑
ロ
シ
ア
側
の
解
釋
も
そ
れ
に
ま
ち
が
い
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

劉
鏡
人
は
な
ぜ
︑
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
﹁
自
�
﹂﹁
獨
立
﹂
と
譯
し
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
究
極
�
な
眞
相
は
︑
本
人
あ
る
い
は
そ
の
ス
タ
フ
に
訊
か
ね
ば
わ
か
る
ま
い
︒
し
か
し
い
く
つ
か
︑
お
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
あ
る
︒

ま
ず
フ
ラ
ン
ス
留
學
の
經
驗
を
も
つ
劉
鏡
人
が
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
考
え
た
可
能
性
で
あ
る
︒
ロ
シ
ア
と
の
�
涉
で
の
I
用
言
語
も
︑
お
お
む

ね
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
︒
そ
こ
で
露
蒙
協
定
第
一
條
の
“ав

т
о
н
о
м
н
ы
й

[ав
т
о
н
о
м
и
я

]
”
を
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の

a
u
to
n
o
m
e
[
a
u
to
n
o
m
ie
]

と
解
し
た
と
す
れ
ば
︑
a
u
to
n
o
m
ie
に
は

in
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
に
#
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
あ
る
の
で
︑
劉
鏡
人
が
あ
え
て
こ
れ
を
﹁
自
�
﹂
と
譯
し

﹁
獨
立
﹂
と
解
し
た
の
も
︑
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
肯
え
な
く
は
な
い
︒

そ
し
て
そ
こ
に
作
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︑
い
っ
そ
う
大
き
な
動
機
も
あ
っ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
が
現
實
に
中
國
か
ら
の
離
脫
を
は
か
り
︑
ほ
か

な
ら
ぬ
ロ
シ
ア
が
そ
れ
を
指
嗾
し
て
い
る
︑
と
い
う
中
國
側
で
廣
鋭
に
V
か
れ
て
い
た
猜
疑
で
あ
る(10

)
︒

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
W
譯
と
解
釋
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
で
き
る
劉
鏡
人
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
︒
北
京
政
府
內
に
は
︑
先
に
引
い
た
露
蒙

協
定
第
一
條
の
同
じ
�
面
を
︑

&
國
政
府
は
蒙
古
の
現
已
に
成
立
せ
る
の
自
立
秩
序
を
保
守
す
る
︑
C
び
蒙
古
の
國
民
軍
を
%
練
す
る
を
扶
助
し
︑
中
國
の
兵
Y
の
蒙
境

に
入
る
の
︑
お
よ
び
華
人
の
蒙
地
に
移
殖
す
る
の
各
權
利
を
准
さ
ず
︒
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と
漢
譯
す
る
テ
キ
ス
ト
も
存
在
し
て
い
た(11

)
か
ら
で
あ
る
︒
傍
線
部
の
﹁
自
立
﹂
と
は
︑﹁
自
�
﹂
よ
り
も
い
っ
そ
う

in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
に
#
い

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
漢
語
槪
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
客
觀
�
に
み
て
︑
自
ら
の
地
位
を
﹁
自
�
自
立
﹂
と
稱
し
た
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
の
1

向
と
行
動
に
卽
し
た
も
の
で
も
あ
る
︒
ロ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
の
字
面
に
か
か
わ
ら
ず
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
1
を
體
し
︑
ロ
シ
ア
と
の
內
F
を
疑
っ
た

解
釋
だ
と
み
な
せ
よ
う
か
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
シ
ア
外
務
省
の
囘
答
は
︑
中
國
側
に
み
な
お
し
の
轉
機
を
與
え
た
︒
劉
鏡
人
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
打
電
し
た
同
じ
一

一
	
八
日
︑
北
京
で
も
H
在
公
I
の
ク
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
(В.

Н
.
К
р
у
п
е
н
ск
и
й

)
が
﹁
未
だ
︿
蒙
古
は
中
國
よ
り
脫
離
獨
立

(не
з
а
в
и
си
м
о
ст
и

)

す
﹀
の
語
を
提
C
せ
ず
﹂
と
申
し
入
れ
て
い
る(12

)
︒
外
�
部
は
こ
れ
を
う
け
て
︑
露
蒙
協
定
第
一
條
の
“ав

т
о
н
о
м
н
ы
й

”
を
﹁
自
治
﹂
と
い
う

漢
譯
で
一
定
さ
せ(13

)
︑
そ
の
解
釋
に
も
と
づ
き
︑
以
後
の
�
涉
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
た
︒

な
お
そ
こ
に
は
︑
ロ
シ
ア
の
態
度
に
對
す
る
ひ
と
ま
ず
の
安
�
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
︑
つ
け
く
わ
え
て
も
よ
い
︒
モ
ン
ゴ
ル
と
內
F

し
︑
そ
の
﹁
自
�
﹂﹁
自
立
﹂
を
う
け
い
れ
︑﹁
獨
立
﹂
に
荷
擔
し
た
と
恐
れ
て
い
た
の
に
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
そ
う
し
た
安
�
が
正
し
い
見
F
し
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
自
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
る
︒

二

露
中
宣
言
�
涉

︱
︱
｢
宗
�
權
﹂
か
﹁
�
權
﹂
か
︱
︱

(1
)

�
涉
�
�

そ
う
し
た
中
國
側
の
態
度
が
對
外
�
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
︑
同
じ
年
の
一
一
	
末
に
は
じ
ま
っ
た
露
中
宣
言
�
涉
に
お
い
て
で
あ
る
︒
中
華

民
國
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
が
そ
の
﹁
領
土
﹂
で
あ
る
の
は
︑
す
で
に
去
る
三
	
一
一
日
制
定
の
臨
時
K
法
に
記
さ
れ
︑
四
	
二
一
日
の
大
總
瓜

令
で
も
�
言
し
た
︑
動
か
し
が
た
い
!
提
だ
っ
た(14

)
︒
露
蒙
協
定
の
趣
旨
を
そ
れ
と
い
か
に
整
合
さ
せ
る
か
︒
以
後
の
�
涉
に
お
け
る
か
れ
ら
の

利
[
關
心
は
︑
そ
こ
に
收
斂
し
て
ゆ
く
︒
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ロ
シ
ア
は
そ
れ
に
對
し
︑
す
で
に
み
た
と
お
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
は
﹁
自
治
﹂
で
︑
中
國
に
は
﹁
宗
�
權

(сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т

)
﹂
で
折
り
合
お
う

と
し
て
い
た
︒
一
一
	
三
〇
日
に
提
"
し
た
ロ
シ
ア
側
の
�
案
に
は
︑
そ
れ
を
﹁
!
�
﹂
に
具
體
/
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
記
す
︒
漢
�
テ
キ

ス
ト
の
原
語
を
殘
す
た
め
訓
讀
で
引
き
︑
重
�
な
部
分
に
は
歐
�
も
\
記
し
た
︒

將
來
蒙
古
の
上
國

(сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т
ъ

)
の
中
國
と
俄
國
の
︑
蒙
古
問
題
に
對
す
る
の
N
會
を
]
除
し
︑
竝
び
に
蒙
古
の
自
治

(ав
т
н
о
м

i

я

)

の
基
礎
を
確
定
せ
ん
が
爲
に
︑
茲
に
條
件
を
提
出
せ
る
こ
と
︑
下
が
如
し
︒(15

)

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
﹁
上
國
﹂
は
﹁
領
土
﹂﹁
�
權
﹂
と
矛
盾
し
て
︑
容
*
で
き
な
い
︑
と
い
う
の
が
一
九
〇
五
年
以
來
の
北
京
政
府
の

立
場
で
あ
る(16

)
︒
そ
こ
で
中
國
側
は
一
二
	
^
ば
︑
ロ
シ
ア
側
の
原
案
に
代
え
て
︑
以
下
の
よ
う
な
對
案
を
示
し
た
︒

將
來
蒙
古
の
�
國

(
so
u
v
e
ra
in
)
爲
る
の
中
國
と
俄
國
の
︑
庫
倫
の
現
狀
に
對
し
發
生
す
る
能
ふ
`
の
悞
會
を
解
除
せ
ん
が
爲
に
︑
茲
に

條
件
を
提
出
せ
る
こ
と
︑
下
が
如
し
︒

上
が
!
�
︒
そ
し
て
第
二
條
に
も
︑
こ
の
よ
う
な
�
言
を
揷
入
し
た
︒

蒙
古
は
旣
に
中
國
の
完
L
な
る
領
土
爲
れ

(
fa
it
p
a
rtie
in
té
g
ra
n
te
d
e
la
C
h
in
e
)
ば
︑
俄
國
は
永
g
に
中
國
の
彼
に
在
け
る
の
�
權

(
se
s

d
ro
it
so
u
v
e
ra
in
)
を
h
崇
す
る
を
擔
任
し
︑
竝
び
に
軍
Y
を
i
j
せ
ざ
る
︑
彼
に
在
り
て
殖
民
せ
ざ
る
︑
印
た
條
K
の
許
す
`
の
領
事
を

除
く
の
外
︑
他
官
を
設
け
ざ
る
を
擔
任
す
︒(17

)

｢上
國
﹂
に
代
え
て
﹁
�
國
﹂﹁
�
權
﹂︑﹁
自
治
﹂
に
代
え
て
﹁
領
土
﹂︒
ま
っ
た
く
ロ
シ
ア
の
方
針
を
否
定
す
る
內
容
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
ロ
シ
ア
が
︑
こ
れ
で
收
ま
る
は
ず
は
な
い
︒
年
が
�
け
て
一
九
一
三
年
一
	
四
日
︑
以
下
の
よ
う
な
�
案
を
再
提
示
す
る
︒

爲
解
除
從
蒙
古
現
狀
在
將
來
`
能
發
生
之
N
會
︑
中
國
與
俄
國
茲
議
定
訂
立
協
K
︑
以
下
開
各
款
爲
張
本
︒

一
︑
俄
國
承
*
蒙
古
`
以
聯
結
於
中
國
之
種
種
繫
鏈
︑
茲
擔
任
不
謀
斷
絕
此
項
繫
鏈
︑
竝
擔
任
h
崇
中
國
由
此
繫
鏈
上
液
出
之
種
種
權
利
︒

二
︑
中
國
擔
任
h
崇
外
蒙
古
歷
來
`
l
之
國
家
行
政
制
度

(
le
ré
g
im
e
a
d
m
in
istra
tif
h
isto
riq
u
e
e
t
n
a
tio
n
a
l)
︑
因
外
蒙
古
之
蒙
古
人
在
其

領
土
內
︑
l
防
禦
C
維
持
治
安
之
責
︑
故
印
擔
任
承
*
其
l
軍
備
C
警
察
之
組
織
之
獨
l
權
利
C
不
許
非
蒙
古
籍
人
在
其
境
內
殖
民
之
權
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利
︒

中
國
は
そ
れ
に
對
し
て
も
︑
あ
ら
た
め
て
手
を
く
わ
え
て
︑
同
	
一
一
日
に
對
案
を
提
出
し
た
︒

爲
解
除
從
蒙
古
現
狀
在
將
來
`
能
發
生
之
N
會
︑
中
國
卽
蒙
古
之
�
國
與
俄
國
彼
此
商
定
訂
立
協
K
︑
以
下
開
各
款
爲
張
本
︒

一
︑
俄
國
承
*
蒙
古
爲
中
國
領
土
完
�
之
一
部
分
︑
茲
擔
任
不
謀
斷
絕
此
項
繫
鏈
︑
竝
擔
任
h
崇
由
此
繫
鏈
上
生
出
歷
�
上
中
國
之
種
種

權
利
︒

二
︑
中
國
擔
任
不
�
動
外
蒙
古
歷
來
`
l
之
地
方
自
治
制
度

(
l’a
u
to
n
o
m
ie
lo
ca
le
h
isto
riq
u
e
)
︑
因
外
蒙
古
之
蒙
古
人
在
其
領
土
內
︑

l
防
禦
C
維
持
治
安
之
責
︑
故
印
許
其
l
軍
備
C
警
察
之
組
織
之
權
利
C
不
�
非
蒙
古
籍
人
在
其
境
內
殖
民
之
權
利
︒(18

)

原
�
の
引
用
に
と
ど
め
た
の
は
︑
出
入
を
正
確
に
示
す
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
で
雙
方
の
利
[
關
心
と
そ
の
推
移
が
︑
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
ゴ

チ
ッ
ク
・
イ
タ
リ
ッ
ク
が
中
國
側
對
案
の
修
改
部
分
で
あ
る
︒
ロ
シ
ア
は
爭
點
に
な
っ
た
﹁
上
國
﹂﹁
�
國
﹂︑﹁
自
治
﹂﹁
領
土
﹂
の
y
語
を

い
っ
さ
い
落
と
し
て
︑
z
協
を
は
か
ろ
う
と
し
た
︒
と
こ
ろ
が
中
國
側
は
︑
な
お
!
年
の
趣
旨
と
變
わ
ら
ず
︑
自
ら
と
な
え
る
﹁
�
國
﹂﹁
領

土
﹂
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
こ
の
時
點
で
は
ま
だ
︑
步
み
寄
り
は
難
し
か
っ
た
︒

そ
し
て
以
後
の
�
涉
は
︑
中
國
側
の
態
度
の
ほ
う
が
强
硬
で
︑
五
	
末
に
い
た
っ
て
︑
ほ
ぼ
こ
の
ま
ま
の
�
面
で
い
っ
た
ん
ま
と
ま
り
か
け

た
︒
つ
ま
り
︑

ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
が
中
國
領
土
の
完
L
な
る
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
承
*
す
る

こ
の
領
土
關
係
か
ら
生
じ
る
中
國
の
こ
れ
ま
で
の
種
々
の
權
利
を
︑
ロ
シ
ア
は
h
重
す
る

中
國
は
モ
ン
ゴ
ル
が
こ
れ
ま
で
l
し
て
き
た
地
方
自
治
制
度
を
變
}
し
な
い
こ
と
を
保
證
す
る

と
い
う
趣
旨
で
︑
な
か
ん
づ
く
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
と
こ
ろ
︑
中
國
側
の
反
駁
修
改
案
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
一
	
時
點
の
對
案
と
つ

き
あ
わ
せ
れ
ば
︑
中
國
が
﹁
蒙
古
の
�
國
﹂︑
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
に
﹁
�
權
﹂
を
l
す
る
︑
と
い
う
�
言
が
落
ち
た
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
だ

け
で
も
中
國
側
は
︑
不
滿
を
隱
そ
う
と
し
な
か
っ
た(19

)
︒
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と
こ
ろ
が
同
年
七
	
に
な
っ
て
︑
ロ
シ
ア
は
に
わ
か
に
態
度
を
轉
奄
︑
硬
/
さ
せ
︑
五
	
末
時
點
の
案
�
を
大
幅
に
改
め
て
︑
�
涉
に
臨
ん

だ
︒
今
度
は
ロ
シ
ア
側
が
强
硬
を
貫
き
︑
そ
の
怨
た
な
案
�
が
基
礎
と
な
っ
て
︑
一
一
	
五
日
︑
よ
う
や
く
露
中
宣
言
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
あ

る(
20
)

︒
あ
わ
せ
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
も
く
わ
え
た
三
者
協
議
を
~
っ
て
行
う
こ
と
も
決
ま
っ
た
︒

そ
の
關
聯
部
分
を
あ
げ
る
と
︑

第
一
條
︑
ロ
シ
ア
は
外
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
中
國
の
宗
�
權
を
承
*
す
る

第
二
條
︑
中
國
は
外
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
を
承
*
す
る

�
奄
公
�
第
一
條
︑
ロ
シ
ア
は
外
モ
ン
ゴ
ル
が
中
國
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
承
*
す
る

に
な
る
︒
ほ
ぼ
ロ
シ
ア
側
の
�
張
の
F
っ
た
�
面
だ
が
︑
傍
線
部
を
み
る
か
ぎ
り
︑
雙
方
の
�
張
を
折
衷
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
︒﹁
宗
�

權
﹂
は
元
來
ロ
シ
ア
︑﹁
領
土
﹂
は
中
國
の
案
�
に
あ
っ
た
槪
念
で
あ
り
︑﹁
自
治
﹂
は
ロ
シ
ア
側
の
�
張
に
も
と
づ
く
�
言
な
が
ら
︑
中
國
側

も
﹁
地
方
自
治
﹂
と
記
す
對
案
は
出
し
て
い
た
の
で
︑
容
*
で
き
な
く
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
�
面
は
�
す
る
に
︑
z
協
の
`
產
な
の
で
あ
る
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
槪
念
に
︑
い
か
な
る
解
釋
と
利
[
が
あ
っ
た
の
か
︒﹁
領
土
﹂
は
す
で
に
�
ら
か
な
の
で
︑
あ
ら
た
め
て
つ
け

く
わ
え
る
こ
と
は
な
い
︒
殘
る
は
﹁
自
治
﹂
と
﹁
宗
�
權
﹂︑
い
ず
れ
も
ロ
シ
ア
が
提
案
し
た
�
言
で
あ
る
︒
そ
の
1
義
が
�
の
段
階
で
大
き

な
問
題
と
な
る
た
め
︑
あ
ら
か
じ
め
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
︒

(2
)

｢自
治
﹂
槪
念

︱
︱
ロ
シ
ア
と
中
國

一
九
一
二
年
一
一
	
三
〇
日
︑
ロ
シ
ア
が
原
案
を
出
し
た
段
階
で
︑
外
�
總
長
の
陸
�
祥
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
は
﹁
實
に
承
*
し
が

た
い
﹂
と
難
色
を
示
し
た
︒
以
下
は
そ
れ
を
示
す
中
國
側
の
記
錄
で
︑
傍
線
は
や
は
り
原
�
ど
お
り
で
あ
る
︒

こ
の
案
で
は
︑﹁
蒙
古
自
治
﹂
と
い
う
�
面
が
多
す
ぎ
る
の
に
對
し
︑﹁
中
國
�
權
﹂
と
い
う
�
言
は
入
っ
て
い
な
い
︒(21

)

そ
の
口
吻
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
自
治
﹂
と
﹁
�
權
﹂
は
矛
盾
す
る
對
立
槪
念
だ
と
い
う
の
が
︑
中
國
側
の
原
則
�
な
考
え
で
あ
り
︑
言
い
分
だ
っ
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た
こ
と
が
わ
か
る
︒

け
だ
し
こ
れ
は
﹁
自
治

(ав
т
н
о
м

i

я

)
﹂
を
元
來
﹁
自
�
﹂﹁
自
立
﹂
と
解
釋
し
て
い
た
經
雲
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
の
�
勢
︑

動
靜
か
ら
み
て
︑
よ
し
ん
ば
ロ
シ
ア
の
1
向
に
は
�
得
で
き
て
も
︑
そ
れ
で
﹁
自
治
﹂
が
﹁
自
�
﹂﹁
自
立
﹂
(=

獨
立
)
に
轉
/
す
る
可
能
性

を
拂
拭
で
き
な
い
︒
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
段
階
で
は
︑
中
國
側
は
﹁
自
治
﹂
槪
念
を
み
と
め
な
か
っ
た
し
︑
そ
の
後
一
二
	
に
出
し
た
對
案
に
も
︑

あ
え
て
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
自
ら
が
求
め
る
﹁
領
土
﹂﹁
�
權
﹂
の
揷
入
を
實
現
す
べ
く
︑
中
國
側
は
年
を
越
し
て
の
�
涉
に
入
る
と
︑
こ
れ
と
合
わ
せ
て
﹁
自

治
﹂
の
�
面
を
殘
し
た
草
案
を
示
し
た
︒
た
だ
し
!
ø
(18
)
の
引
用
�
に
み
え
る
と
お
り
︑
か
れ
ら
は
あ
え
て
こ
れ
を
﹁
地
方
自
治
制
度

(
l̓a
u
to
n
o
m
ie
lo
c
a
le
h
isto
riq
u
e
)
﹂
と
し
︑
ロ
シ
ア
原
案
の
﹁
國
家
行
政
制
度

(
le
ré
g
im
e
a
d
m
in
istra
tif
h
isto
riq
u
e
e
t
n
a
tio
n
a
l)
﹂
と
い
う
�
言

に
置
き
奄
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
が
い
わ
ば
︑
中
國
側
の
讓
れ
な
い
一
線
だ
っ
た
︒﹁
自
�
自
立
﹂
と
解
さ
れ
か
ね
な
い
﹁
自
治
﹂
を
殘
し
た
こ
と
が
︑
す
で
に
讓
步
で

あ
る
︒
そ
の
﹁
自
治
﹂
に
は
し
た
が
っ
て
︑
齒
止
め
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
去
る
一
一
	
は
じ
め
︑
露
蒙
協
定
に
い
う
﹁
自
治
﹂
に
關

わ
る
ロ
シ
ア
側
の
說
�
を
う
け
い
れ
た
の
も
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
を
狹
い
﹁
地
方
自
治
﹂
の
1
味
に
解
し
た
こ
と
に
よ
る
蓋
然
性
が
高
い
︒﹁
地

方
﹂
で
あ
る
以
上
︑﹁
國
家
﹂
と
い
う
槪
念
と
相
容
れ
な
い
の
も
當
然
で
あ
る
︒

一
	
一
一
日
︑
中
國
側
が
出
し
た
對
案
に
つ
い
て
︑
自
國
案
と
大
い
に
矛
盾
す
る
︑
と
ロ
シ
ア
側
が
批
G
し
た
の
に
對
し
︑
陸
�
祥
は
︑

そ
れ
は
N
り
だ
︒
今
囘
の
案
�
は
ほ
と
ん
ど
ロ
シ
ア
案
を
引
き
寫
し
た
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
第
三
條
に
い
う
﹁
自
治
﹂
の
�
言
を

ご
覽
あ
れ
︒
こ
れ
は
ロ
シ
ア
が
�
も
重
視
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
︒(22

)

と
語
っ
た
︑
と
中
國
側
の
會
談
記
錄
に
あ
る
︒
�
涉
の
現
場
で
︑
ほ
ん
と
う
に
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
︑
定
か
で
は
な
い
︒

け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
記
錄
が
殘
る
事
實
は
︑
中
國
政
府
が
內
外
に
示
し
た
か
っ
た
�
張
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒﹁
地
方
自
治
﹂
で

あ
れ
ば
︑
ロ
シ
ア
の
と
な
え
る
﹁
自
治
﹂
に
も
︑
中
國
の
讓
れ
な
い
﹁
領
土
﹂
に
も
抵
觸
し
な
い
は
ず
だ
︑
と
い
う
G
斷
だ
っ
た(23

)
︒
そ
れ
が
實
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際
に
︑
ロ
シ
ア
な
い
し
モ
ン
ゴ
ル
の
理
解
・
利
[
に
抵
觸
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
も
と
よ
り
別
の
問
題
で
あ
る
︒

(3
)

｢宗
�
權
﹂
槪
念

︱
︱
ロ
シ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
︱
︱

一
九
一
二
年
一
一
	
三
〇
日
に
案
�
を
提
出
し
︑
陸
�
祥
と
會
談
し
た
ク
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
公
I
は
︑
本
國
外
務
省
に
以
下
の
よ
う
に
報
吿
し

て
い
る
︒

陸
�
祥
は
﹁
宗
�
權
﹂
と
﹁
自
治
﹂
と
い
う
用
語
に
︑
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
が
中
國
の
不
可
分
の
一
部
だ
と
�
記
し
て
い
な
い
こ
と
に
衣
議
を

と
な
え
た
︒(24

)

こ
の
う
ち
﹁
自
治
﹂
に
つ
い
て
は
︑
!
ø
(21
)
の
漢
�
�
料
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
宗
�
權
﹂
も
ま
た
︑
中

國
側
は
こ
れ
を
く
り
か
え
し
﹁
�
權
﹂
と
い
う
�
言
に
置
き
奄
え
よ
う
と
し
た
︒

ロ
シ
ア
側
は
そ
れ
に
對
し
︑﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
槪
念
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
︒
ロ
シ
ア
は
確
か
に
結
果

と
し
て
︑
中
國
が
﹁
宗
�
權
﹂
に
代
え
て
揷
入
す
る
こ
と
に
固
執
し
た
﹁
�
權
﹂
を
容
*
し
て
い
な
い
︒
け
れ
ど
も
引
用
�
の
よ
う
に
︑
い
っ

た
ん
中
國
側
の
反
駁
を
う
け
る
と
︑
D
年
か
ら
の
對
案
に
﹁
宗
�
權
﹂
と
記
す
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
あ
く
ま
で
こ
の
y
語
を
殘
そ
う
︑

入
れ
よ
う
と
い
う
1
思
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
︒

言
い
奄
え
れ
ば
︑
ロ
シ
ア
の
�
涉
當
事
者
は
﹁
宗
�
權
﹂
を
︑
中
國
側
が
考
え
て
い
た
ほ
ど
に
︑﹁
�
權
﹂
を
否
定
す
る
槪
念
と
は
と
ら
え

て
い
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
以
!
か
ら
︑
兩
槪
念
を
區
別
す
る
感
覺
に
乏
し
く
︑
さ
ほ
ど
�
た
ら
な
い
y
語
槪
念
と
み
て
い
た
ふ
し
も
あ
る(25

)
︒
そ

う
し
た
い
わ
ば
]
極
�
な
�
勢
が
︑
一
九
一
三
年
五
	
末
の
�
面
に
つ
な
が
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
︒

と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
側
は
七
	
以
後
︑
態
度
を
一
變
さ
せ
︑
�
�
�
に
決
ま
っ
た
露
中
宣
言
で
は
︑﹁
宗
�
權
﹂
が
入
っ
た
︒
こ
れ
は
元
ロ
シ

ア
H
華
公
I
で
︑
露
蒙
協
定
を
閲
結
し
た
ロ
シ
ア
側
代
表
の
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ

(И.
Я
.
К
о
р
о
ст
о
в
е
ц

)
が
六
	
︑
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
も
ど
っ

て
奔
走
︑
�
動
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
︑
そ
の
い
き
さ
つ
は
す
で
に
�
ら
か
で
あ
る(26

)
︒
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か
れ
は
五
	
末
の
案
�
︑
と
り
わ
け
﹁
宗
�
權
﹂
を
缺
い
た
�
面
で
は
︑
不
可
だ
と
力
說
し
た
︒
そ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
�
權
﹂
と
は
︑
イ
ギ

リ
ス
が
チ
ベ
ッ
ト
に
對
し
想
定
し
て
い
た
﹁
�
權
に
非
ざ
る

(
th
e
su
z
e
ra
in
ty
,
b
u
t
n
o
t
th
e
so
v
e
re
ig
n
ty
)
﹂
槪
念
だ
っ
た(27

)
か
ら
︑
當
時
の
ロ
シ

ア
當
局
者
の
閒
で
は
︑
き
わ
だ
っ
て
衣
な
る
*
識
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒

で
は
︑
か
れ
は
な
ぜ
そ
う
し
た
*
識
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
當
時
の
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
ロ
シ
ア
の
利
[
と
︑
そ
の
ほ
か
な
ら

ぬ
モ
ン
ゴ
ル
現
地
に
滯
在
し
て
い
た
︑
か
れ
獨
自
の
立
場
に
あ
る
︒

コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
は
こ
の
露
中
�
涉
の
さ
な
か
︑
フ
レ
ー
で
モ
ン
ゴ
ル
側
と
�
涉
を
重
ね
て
い
た
︒
五
	
末
の
案
�
が
ま
と
ま
ろ
う
と
し
て

い
た
時
�
の
そ
れ
が
︑
と
り
わ
け
�
目
に
値
す
る
︒

モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
わ
た
し
に
わ
た
し
た
報
吿
に
は
︑
ロ
シ
ア
の
北
京
�
涉
に
關
す
る
�
報
を
引
き
︑
ま
る
で
中
國
の
�
權
を
*
め
る

(пр
и
з
н
а
н
и
е
к
и
т
а
й
ск
о
г
о
су
в
е
р
е
н
и
т
е
т
а

)
方
向
へ
ゆ
く
と
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
・
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
獨
立
を
保
證
す
る
露
蒙
協
定
に
背

い
た
と
抗
議
し
︑
裏
切
り
を
非
難
し
て
い
る
︒
⁝
⁝
來
た
る
べ
き
合
1
で
は
︑
ロ
シ
ア
は
中
國
の
宗
�
權
は
*
め
る
け
れ
ど
︑
そ
れ
は
名

目
�
な
も
の
で

(мы
п
р
и
з
н
а
е
м
сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т
К
и
т
а
я
,
н
о
т
а
к
о
в
о
й
б
у
д
е
т
н
о
м
и
н
а
л
ь
н
ы
м

)
︑
ホ
ト
ク
ト
政
府
の
破
壞
と
中
國
權
力
の

恢
復

(во
сст
а
н
о
в
л
е
н
и
е
к
и
т
а
й
ск
о
й
в
л
а
ст
и

)
を
1
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
表
�
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒(

28
)

以
上
は
五
	
一
日
附
︑
ロ
シ
ア
外
務
省
あ
て
�
電
の
一
�
で
︑
こ
こ
か
ら
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
の
考
え
方
が
讀
み
取
れ
よ
う(29

)
︒

か
れ
は
﹁
�
權
﹂
と
﹁
宗
�
權
﹂
と
を
�
確
な
對
立
槪
念
と
み
な
し
て
お
り
︑
こ
と
さ
ら
後
者
を
﹁
名
目
�
な
も
の
﹂
と
定
義
し
た
︒
別
の

と
こ
ろ
で
は
﹁
法
律
�
な
性
格

(юр
и
д
и
ч
е
ск

i

й
х
а
р
а
к
т
е
р
ъ

)
﹂
と
も
表
現
す
る
も
の
の
︑
含
1
は
ほ
ぼ
變
わ
ら
な
い(30

)
︒
つ
ま
り
︑
モ
ン
ゴ
ル

の
中
國
か
ら
の
完
L
な
﹁
獨
立
﹂
離
脫
は
*
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
同
時
に
︑
中
國
の
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
荏
�
﹁
權
力
﹂
を
も
*
め
な
い

の
が
︑
か
れ
な
り
の
﹁
宗
�
權
﹂
の
1
味
內
容
だ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
露
蒙
協
定
が
定
め
る
外
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
と
緊
密
に
聯
關
す
る
︒

コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
は
サ
ゾ
ノ
フ
外
相
の
囘
訓
を
う
け
︑
引
用
�
の
趣
旨
を
モ
ン
ゴ
ル
側
に
傳
え
た
︒
と
こ
ろ
が
モ
ン
ゴ
ル
側
は
︑
�
得
し
な

い
︒
自
分
た
ち
が
不
在
の
場
で
︑
ロ
シ
ア
が
﹁
中
國
の
宗
�
權
を
承
*
す
る
こ
と
﹂
は
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
の
利
[
﹂
に
反
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る(31

)
︒
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そ
こ
で
か
れ
ら
は
︑
執
拗
に
露
中
�
涉
へ
の
參
加
を
も
と
め
︑
露
中
宣
言
成
立
後
の
キ
ャ
フ
タ
�
涉
で
︑
そ
れ
が
實
現
す
る
こ
と
に
な
る
︒

モ
ン
ゴ
ル
側
が
難
色
を
示
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
の
說
�
を
聞
こ
う
︒
そ
の
日
記
︑
五
	
一
二
日
附
の
記
営
で
あ
る
︒
か

れ
が
﹁
宗
�
權
の
名
目
�
な
性
格
を

(но
м
и
н
а
л
ь
н
о
го
х
а
р
а
к
т
е
р
а
сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т
а

)
說
�
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
諸
公

(кн
я
з
ь
я

)
が
営

べ
た
﹂
こ
と
ば
と
し
て
︑

中
國
人
は
ま
ち
が
い
な
く
舊
�
の
恢
復
を

(во
с
с
т
а
н
о
в
л
е
н
и
ю
п
р
е
ж
н
е
г
о
п
о
л
о
ж
е
н
и
я

)
志
向
し
て
お
り
︑
⁝
⁝
︹
宗
�
權
は
︺
モ

ン
ゴ
ル
の
︑
對
外
�
の
み
な
ら
ず
對
內
�
な
獨
立
の

(М
о
н
го
л
и
е
й
н
е
т
о
л
ь
к
о
в
н
е
ш
н
е
й
,
н
о
и
в
н
у
т
р
е
н
е
й
н
е
з
а
в
и
си
м
о
ст
и

)
損
[
に

轉
/
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
⁝
⁝
モ
ン
ゴ
ル
人
は
中
國
・
ロ
シ
ア
が
軍
Y
の
j
i
や
.
民
を
し
な
い
義
務
︹
を
定
め
た
露
中
宣
言
の
案
�
︺

を
重
視
し
て
い
な
い
︒
ロ
シ
ア
に
は
そ
れ
は
現
實
の
制
限
か
も
し
れ
な
い
が
︑
中
國
は
宗
�
權
を
口
實
に
し
な
が
ら

(со
сл
а
в
ш
и
сь
н
а

сю
з
е
р
е
н
н
ы
е
п
р
а
в
а

)
︑
軍
Y
を
j
i
す
る
た
め
機
會
が
あ
れ
ば
利
用
し
︑
そ
れ
を
呼
び
寄
せ
さ
え
す
る
だ
ろ
う
︒
⁝
⁝
モ
ン
ゴ
ル
は
中

國
と
の
關
係
を
斷
っ
た
︑
そ
し
て
ロ
シ
ア
は
そ
の
事
實
を
み
と
め
た
︒
と
こ
ろ
が
い
ま
︑
�
に
モ
ン
ゴ
ル
が
�
從
す
る
こ
と
に
つ
い
て
�

涉
し
て
い
る
︒
し
か
も
大
淸
王
�
で
は
な
く
怨
た
な
民
國
政
府
に
︑
で
あ
る
︒
こ
れ
は
理
解
で
き
な
い
︒(32

)

と
記
す
︒
か
れ
が
い
わ
ば
手
を
燒
い
て
い
た
の
は
︑
こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
側
の
頑
な
な
�
勢
で
あ
る
︒
そ
れ
を
�
い
た
の
が
︑﹁
宗
�
權
﹂
槪

念
の
理
解
に
あ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
當
時
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
︑﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
抽
象
語
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
相
當
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
譯
は
︑﹁
制
限
附
で

荏
�
す
る
關
係

(хэм
ж
ээт
эй
эз
эр
х
эх
х
о
л
б
о
гд
о
л

)
﹂
で
あ
り(33

)
︑
か
れ
ら
は
�
字
ど
お
り
の
具
體
�
な
1
味
で
解
し
た
は
ず
で
あ
る
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
す
で
に
露
蒙
協
定
で
﹁
自
立
自
�

(=

獨
立
)
﹂
し
︑
中
國
と
﹁
關
係
を
斷
っ
た
﹂
は
ず
の
モ
ン
ゴ
ル
が
︑﹁
制
限
附
﹂
で
は

あ
れ
︑
そ
の
﹁
荏
�
﹂
を
,
け
る
こ
と
に
難
色
を
示
す
の
は
︑
感
�
の
上
ば
か
り
で
は
な
く
︑
論
理
�
に
も
當
然
だ
っ
た
︒﹁
宗
�
權
﹂
を
,

け
入
れ
る
こ
と
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
﹁
從
屬

(ва
сса
л
ь
н
у
ю
з
а
в
и
си
м
о
ст
ь

)
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
モ
ン
ゴ
ル
側
の
立
場
で
あ
っ
て(34

)
︑
コ

ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
が
こ
と
さ
ら
﹁
宗
�
權
﹂
を
﹁
名
目
�
﹂﹁
法
律
�
﹂
と
形
容
し
て
︑
說
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
︒
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そ
し
て
上
の
引
用
�
か
ら
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
は
そ
の
﹁
制
限
﹂
が
︑
中
國
に
對
し
﹁
荏
�
﹂
の
制
限
と
し
て
l
效
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
︑
に

も
疑
念
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
﹁
荏
�
﹂
の
﹁
口
實
﹂
を
與
え
て
し
ま
う
と
︑
中
國
が
一
方
�
に
﹁
荏
�
﹂

を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
か
ね
な
い
︑
と
い
う
危
惧
だ
っ
た
︒
後
営
す
る
と
お
り
︑
そ
の
疑
懼
は
長
�
�
に
み
る
と
︑
�
中
し
た
こ
と
に
な
る
︒

｢宗
�
權
﹂
と
い
う
抽
象
槪
念
で
外
モ
ン
ゴ
ル
の
國
際
�
地
位
を
定
め
よ
う
と
し
た
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
・
ロ
シ
ア
は
︑
つ
い
に
モ
ン
ゴ
ル
側

を
完
L
に
說
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た(35

)
︒
そ
れ
が
外
來
語
・
抽
象
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
中
國
に
對
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
猜
疑
を
い
っ
そ
う

か
き
た
て
た
か
ら
で
あ
る
︒

す
で
に
こ
う
し
た
�
況
で
あ
っ
た
か
ら
︑
時
を
同
じ
く
し
て
す
す
ん
で
い
た
北
京
�
涉
の
經
�
は
︑
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
を
な
お
さ
ら
失
�
さ

せ
る
も
の
だ
っ
た
︒﹁
ロ
シ
ア
の
優
柔
不
斷
と
z
協
﹂
で
︑
中
國
側
の
1
向
に
沿
っ
た
案
�
に
な
っ
た
こ
と
に
危
機
感
を
つ
よ
め
︑﹁
ロ
シ
ア
が

裏
切
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
を
中
國
に
ひ
き
わ
た
そ
う
と
し
て
い
る
︑
と
モ
ン
ゴ
ル
人
が
疑
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
﹂
と
い
う
の
が
︑
そ
の
�
價
で

あ
る(

36
)

︒
モ
ン
ゴ
ル
側
の
1
向
を
よ
く
知
り
︑
と
も
す
れ
ば
ロ
シ
ア
か
ら
も
離
反
し
か
ね
な
い
と
み
て
い
た
か
れ
は
︑
し
た
が
っ
て
︑
本
國
政
府

の
方
針
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
ロ
シ
ア
側
の
態
度
硬
/
は
︑
そ
れ
に
應
じ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

三

キ
ャ
フ
タ
會
議

(1
)

露
中
宣
言
の
內
容
を
め
ぐ
っ
て

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
︑
z
協
の
產
物
だ
っ
た
露
中
宣
言
の
內
容
は
︑
ロ
シ
ア
・
中
國
・
モ
ン
ゴ
ル
の
い
ず
れ
を
も
滿
足
さ
せ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
う
し
た
事
態
は
︑
宣
言
の
條
�
を
�
成
す
る
y
語
槪
念
に
"
因
し
て
い
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方

を
一
瞥
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
ロ
シ
ア
︒
こ
の
露
中
宣
言
は
L
體
と
し
て
︑
十
分
な
整
合
性
に
缺
く
と
み
な
し
て
い
た
︒
焦
點
は
﹁
中
國
の
領
土
の
一
部
﹂
に
關
わ
る
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く
だ
り
で
あ
る
︒
宣
言
が
成
立
す
る
!
の
一
〇
	
五
日
︑
臨
時
外
務
大
臣
の
ネ
ラ
ト
フ

(А.
А
.
Н
е
р
а
т
о
в

)
は
︑

ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
中
國
の
宗
�
權
を
*
め
て
い
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
モ
ン
ゴ
ル
の
地
を
中
國
の
一
部
と

(ея
т
е
р
р
и
т
о
р

i

ю

ч
а
ст
ь
ю
т
е
р
р
и
т
о
р

i

и
К
и
т
а
я

)
*
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
︑
中
國
の
宗
�
權
承
*
か
ら
生
じ
る
こ
の
�
を
︑
協
定
の
ひ
と
つ
と
し

て
そ
の
は
じ
め
に
置
い
た
な
ら
︑
協
定
の
1
味
は
歪
曲
さ
れ
よ
う
︒(37

)

と
北
京
H
在
公
I
に
打
電
し
︑
け
っ
き
ょ
く
﹁
領
土
の
一
部
﹂
と
い
う
趣
旨
が
入
っ
た
の
は
︑
�
奄
公
�
だ
っ
た
︒
そ
の
揷
入
じ
た
い
は
︑
中

國
と
の
z
協
だ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
宣
言
の
正
�
に
入
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
こ
の
論
�
の
1
味
が
あ
る
︒

ロ
シ
ア
が
揷
入
し
た
﹁
宗
�
權
﹂
は
︑﹁
自
治
﹂
と
矛
盾
し
な
い
の
と
同
時
に
︑
論
理
�
に
モ
ン
ゴ
ル
が
中
國
に
屬
す
る
︑
と
い
う
1
味
を

も
も
ち
う
る
︒
そ
の
ね
ら
い
は
當
時
の
︑
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
荏
O
保
L
﹂﹁
領
土
保
L
﹂
と
い
う
國
際
輿
論
に
背
か
な
い
�
慮
に
あ
っ

た
︒
し
か
し
そ
の
關
係
を
︑
直
接
に
つ
づ
け
て

“ча
ст
ь
К
и
т
а
я

[
p
a
rtie
d
e
la
C
h
in
e
]
(中
國
の
一
部
)
”
と
表
現
し
て
し
ま
う
と
︑
同
じ
く

正
�
に
謳
う
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
に
抵
觸
し
か
ね
な
い
︒﹁
中
國
の
宗
�
權
の
本
質

(су
щ
е
ст
в
а
сю
з
е
р
е
н
н
ы
х
ъ
п
р
а
в
ъ
К
и
т
а
я

)
﹂
が
﹁
爭

論
﹂
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る(38

)
︒

｢宗
�
權
﹂
槪
念
が
も
つ
本
來
の
曖
昧
さ
を
生
か
し
︑
か
つ
﹁
領
土
﹂
槪
念
に
固
執
す
る
中
國
と
折
り
合
う
︑
と
い
う
條
件
の
も
と
︑
い
か

に
ロ
シ
ア
の
ね
ら
い
を
實
現
す
る
か
︒
そ
の
方
策
と
し
て
︑
�
奄
公
�
で
の
﹁
領
土
﹂
揷
入
に
な
っ
た
︒

實
際
そ
れ
が
杞
憂
で
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
中
國
側
の
1
向
を
み
れ
ば
了
解
で
き
る
︒
自
ら
の
�
張
が
必
ず
し
も
F
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
條
件

を
强
い
ら
れ
た
中
國
側
は
︑
も
と
よ
り
滿
足
し
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
︑
ロ
シ
ア
と
一
定
の
合
1
に
�
し
た
︑
と
い
う
事
實
は
重
い
し
︑

中
國
側
の
L
面
讓
步
と
も
い
い
き
れ
な
い
︒﹁
領
土
﹂
の
規
定
は
入
っ
て
い
る
し
︑﹁
自
治
﹂
も
上
営
の
と
お
り
︑
定
義
さ
え
十
分
に
し
て
お
け

ば
︑
容
*
で
き
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

そ
こ
で
露
中
宣
言
の
規
定
を
テ
コ
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
と
の
あ
る
べ
き
關
係
を
﹁
恢
復
﹂
す
る
の
が
︑
そ
の
基
本
方
針
と
な
る
︒
あ
る
べ
き
關
係

と
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
﹁
�
權
﹂
保
持
に
ほ
か
な
ら
な
い(39

)
︒
つ
ま
り
﹁
領
土
﹂﹁
自
治
﹂
と
い
う
槪
念
表
現
を
用
い
て
︑
い
か
に
�
權
に
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#
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
︑
そ
れ
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
︒
こ
の
點
で
︑
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
が
描
い
た
モ
ン
ゴ
ル
側
の
見
F
し
︑
な
い
し
疑

懼
は
正
[
を
射
て
い
た
︒

中
國
側
に
と
っ
て
︑
來
る
べ
き
露
・
蒙
と
の
�
涉
は
︑
そ
の
た
め
に
こ
そ
存
在
︑
擧
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
當
面
︑
露
中
宣
言
を
强

い
た
ロ
シ
ア
よ
り
も
︑
中
國
か
ら
の
離
脫
に
向
か
う
モ
ン
ゴ
ル
の
擧
動
を
︑
か
れ
ら
が
恐
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
モ
ン

ゴ
ル
の
言
動
が
あ
く
ま
で
︑
自
ら
の
露
蒙
協
定
の
�
言
解
釋
に
準
據
し
て
︑
露
中
宣
言
の
﹁
宗
�
權
﹂
な
ど
の
槪
念
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
︑
と

い
う
立
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
好
例
と
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
D
一
九
一
四
年
六
	
は
じ
め
︑
英
米
佛
獨
の
北
京
H
在
公
I
に
對
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
と
條
K
を
結
ぶ
よ

う
呼
び
か
け
た
事
實
を
あ
げ
よ
う
︒
そ
の
さ
い
自
ら
を
﹁
モ
ン
ゴ
ル
&
國
政
府

(
T
h
e
Im
p
e
ria
l
M
o
n
g
o
lia
n
G
o
v
e
rn
m
e
n
t)
﹂
と
稱
し
︑﹁
獨
立

國

(
in
d
e
p
e
n
d
e
n
t
S
ta
te
)
﹂
で
﹁
も
は
や
中
國
政
府
に
屬
さ
な
い

(
n
o
lo
n
g
e
r
u
n
d
e
r
th
e
G
o
v
e
rn
m
e
n
t
o
f
C
h
in
a
)
﹂
と
い
う
地
位
を
�
記
す
る

�
書
を
各
國
公
I
に
�
附
し
た(40

)
︒

こ
の
]
息
を
北
京
H
在
の
フ
ラ
ン
ス
公
I
コ
ン
テ
ィ

(
A
le
x
a
n
d
re
-R
o
b
e
rt
C
o
n
ty
)
か
ら
得
た
ロ
シ
ア
は
︑
不
快
感
を
隱
し
て
い
な
い
︒
ネ

ラ
ト
フ
は
北
京
の
公
I
館
に
打
電
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
こ
う
し
た
行
動
は
露
中
宣
言
に
背
き
︑﹁
ロ
シ
ア
の
¦
停
で
モ
ン
ゴ
ル
と
中
國
の
合
1

を
す
す
め
が
た
く
す
る
﹂
た
め
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
自
身
の
[
に
な
る
﹂
と
営
べ
︑
フ
ラ
ン
ス
な
ど
各
國
に
傳
え
て
︑
默
殺
さ
せ
る
よ
う
�
¨
し
た(41

)
︒

中
國
も
見
の
が
し
て
は
い
な
い
︒
そ
し
て
そ
の
反
應
は
︑
い
っ
そ
う
�
目
に
値
す
る
︒﹃
北
京
日
報
﹄
と
い
え
ば
︑
袁
世
凱
政
權
の
い
わ
ば

御
用
怨
聞
︑
そ
れ
が
こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
動
き
を
記
事
に
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒
傍
線
部
は
原
語
の
ま
ま
表
記
し
た
箇
`
で
あ
る
︒

露
中
宣
言
が
閲
結
さ
れ
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
經
っ
て
︑
わ
が
國
の
外
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
宗
�
權
は
︑
確
固
と
し
て
動
か
し
が
た
い
も
の
と

な
っ
た
︒
⁝
⁝
と
こ
ろ
が
�
日
︑
庫
倫
僞
政
府
は
そ
れ
で
も
敢
え
て
一
©
だ
に
せ
ず
︑
あ
ろ
う
こ
と
か
北
京
H
在
の
各
國
公
I
に
F
知
し
︑

各
國
が
外
�
官
を
モ
ン
ゴ
ル
に
j
i
し
て
條
K
を
結
ば
せ
る
よ
う
�
¨
し
た
︒

く
わ
え
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
﹁
&
國
政
府
﹂
が
各
國
公
I
に
�
附
し
た
�
書
︑
す
な
わ
ち
﹁
蒙
古
僞
&
國
之
國
書
﹂
の
漢
譯
を
引
用
揭
載
す
る(42

)
︒
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こ
こ
で
�
1
し
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
宗
�
權
﹂
に
對
す
る
中
國
側
の
考
え
方
で
あ
っ
て
︑
露
中
�
涉
で
あ
れ
ほ
ど
忌
«
し
て
い
た
﹁
宗
�

權
﹂
を
︑
こ
こ
で
は
む
し
ろ
擁
護
す
べ
き
對
象
と
し
て
い
る
︒
こ
の
﹃
北
京
日
報
﹄
の
見
出
し
も
﹁
對
蒙
宗
�
權
豈
容
喪
失
﹂
と
あ
っ
て
︑
モ

ン
ゴ
ル
の
擧
動
を
放
任
し
て
は
︑﹁
對
蒙
宗
�
權
﹂
の
﹁
喪
失
﹂
を
﹁
容ゆ

る

﹂
す
こ
と
に
な
る
︑
と
い
う
に
あ
っ
た
︒
一
怨
聞
の
論
¦
で
あ
っ
て

も
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
は
ず
は
な
い
︒

そ
こ
に
み
る
べ
き
は
︑
中
國
側
の
方
針
轉
奄
で
あ
ろ
う
︒﹁
宗
�
權
﹂
の
否
定
か
ら
是
*
︑
そ
こ
に
は
當
然
︑
か
れ
ら
の
考
え
る
﹁
宗
�
權
﹂

槪
念
の
變
/
・
定
義
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
�
の
段
階
の
一
焦
點
を
な
す
︒

(2
)

�
涉
と
﹁
宗
�
權
﹂

露
中
宣
言
で
定
め
ら
れ
た
露
・
中
・
蒙
の
三
者
協
議
が
︑
一
九
一
四
年
九
	
八
日
に
キ
ャ
フ
タ
で
始
ま
っ
た
︒
D
年
六
	
七
日
に
協
定
が
閲

結
さ
れ
る
ま
で
︑
九
ヵ
	
の
長
き
に
わ
た
り
︑
公
式
會
談
だ
け
で
四
十
數
囘
を
か
ぞ
え
た
︒
い
か
に
難
澁
な
�
涉
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
︒

こ
の
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
フ
タ
�
涉
は
︑
長
�
に
わ
た
っ
た
だ
け
に
︑
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
て
考
え
る
と
︑
理
解
し
や
す
い
︒
そ
の
う
ち
�

も
重
�
な
の
は
︑
は
じ
め
の
第
一
段
階
︑
一
九
一
四
年
中
の
第
九
囘
會
議
ま
で
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
!
年
に
む
す
ば
れ
た
露
中
宣
言
の
條
�
の

®
い
な
ど
︑
原
則
�
な
こ
と
が
激
し
い
論
爭
と
な
り
︑
小
稿
の
關
心
に
�
も
¯
合
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

�
涉
が
實
質
�
に
は
じ
ま
っ
た
の
は
︑
九
	
一
五
日
の
第
二
囘
會
議
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
中
國
側
代
表
の
畢
桂
芳
・
陳
籙
は
︑
そ
の
原
則

�
な
條
件
を
示
し
た
︒
つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
が
露
中
宣
言
を
承
*
し
︑
獨
立
と
&
號
︑﹁
共
戴
﹂
の
年
號
を
取
り
]
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
︑
露
中
宣
言
に
い
う
﹁
宗
�
權
﹂
は
ど
う
解
す
る
の
か
︑
と
モ
ン
ゴ
ル
側
が
質
問
す
る
と
︑
中
國
側
は
そ
れ
に
答
え
ず
︑
宣
言

の
承
*
を
ま
ず
�
求
し
た
た
め
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
は
反
撥
︑
ロ
シ
ア
が
仲
裁
に
入
り
︑
以
後
の
會
議
で
﹁
宗
�
權
の
範
圍
・
領
土
の
關
係
お
よ
び

外
蒙
自
治
の
解
釋
﹂
を
討
論
す
る
こ
と
を
求
め
た(43

)
︒
端
な
く
も
露
中
宣
言
に
潛
在
し
て
い
た
問
題
が
︑
表
面
/
し
た
恰
好
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
も
ち
あ
が
っ
た
の
は
︑
九
	
二
三
日
の
第
四
囘
會
議
︒
ま
ず
中
國
側
代
表
が
提
出
し
た
﹁
草
案
﹂
四
ヵ
條
を
讀
み
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上
げ
た
う
え
で
︑
討
議
が
始
ま
っ
た
︒
以
下
︑
中
國
側
の
議
事
錄
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
︒

外
モ
ン
ゴ
ル
の
代
表
は
︑
草
案
を
み
る
と
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
⁝
⁝
し
か
し
中
國
代
表
が
宗
�
權
か
ら
發
生
す
る
自
治
外
モ
ン
ゴ
ル
の
權

利
・
義
務
を
ど
う
解
釋
な
さ
っ
て
い
る
の
か
︑
や
は
り
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
願
い
た
い
﹂
と
い
っ
た
︒

⁝
⁝

ロ
シ
ア
代
表
は
﹁
⁝
⁝
中
國
の
宗
�
權
と
外
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
權
か
ら
發
生
す
る
外
モ
ン
ゴ
ル
の
權
利
・
義
務
を
�
ら
か
に
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
︒
モ
ン
ゴ
ル
人
は
こ
の
二
語
の
1
味
に
�
る
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
﹂
と
い
い
︑
さ
ら
に
�
鮮
・
エ
ジ
プ
ト
な
ど
保
護
國
の
!

例
を
引
き
︑
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
の
稱
號
が
宗
�
權
と
抵
觸
し
な
い
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒﹁
共
戴
﹂
の
年
號
に
つ
い
て
︑
ロ
シ
ア
代
表

は
﹁
公
�
書
上
で
は
民
國
の
年
曆
と
竝
列
し
て
よ
い
﹂
と
い
い
︑
ま
た
﹁
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
は
ス
ル
タ
ン
・
ア
ミ
ー
ル
・
ベ
イ
な
ど
の
よ

う
に
特
殊
な
稱
號
で
あ
っ
て
︑
各
國
の
言
語
に
相
當
す
る
譯
語
は
存
在
し
ま
せ
ん
﹂
と
く
り
か
え
し
た
︒

中
國
代
表
は
﹁
ロ
シ
ア
代
表
の
引
い
た
諸
例
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
か
た
に
よ
る
も
の
で
︑
東
方
の
²
慣
見
解
に
よ
れ
ば
︑
宗
�
權
の
下

に
³
克
多
汗

ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン

の
稱
號
や
年
號
は
あ
り
え
な
い
の
で
︑
や
は
り
四
ヵ
條
を
提
出
し
︑
す
べ
て
承
*
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
1
見
は
か
わ
り

ま
せ
ん
︒
さ
も
な
く
ば
北
京
の
訓
令
に
し
た
が
い
︑
會
議
の
繼
續
は
困
難
に
な
り
ま
す
﹂
と
営
べ
た
︒
あ
わ
せ
て
︑
露
中
宣
言
の
�
奄
公

�
第
一
條
﹁
外
モ
ン
ゴ
ル
は
中
國
の
領
土
の
一
部
を
な
す
﹂
を
引
き
︑﹁
同
一
領
土
の
上
に
二
�
は
あ
り
え
な
い
﹂
と
い
っ
た
︒(44

)

北
京
外
�
部
か
ら
の
﹁
訓
令
﹂
と
は
︑﹁
宗
�
權
の
下
に
&
號
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
指
示
し
た
も
の
で(45

)
︑﹁
同
一
領
土
の
上
に
二
�
は
あ

り
え
な
い
﹂
と
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
︑
そ
の
企
圖
が
�
ら
か
に
な
ろ
う
︒

中
國
側
に
お
い
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
�
權
﹂
槪
念
は
︑
す
で
に
﹁
領
土
﹂
と
一
體
不
可
分
と
な
っ
て
い
た
︒
中
國
の
﹁
領
土
﹂
で
あ
る
か
ら

こ
そ
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
中
國
政
府
の
*
め
な
い
獨
自
の
﹁
&
號
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
國
號
﹂
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
そ
う
し
た
中
國
の

論
理
論
法
が
︑
他
國
に
F
じ
る
か
ど
う
か
は
︑
自
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
る
︒

ロ
シ
ア
當
局
も
こ
れ
に
は
︑
�
得
し
て
い
な
い(46

)
︒
會
議
で
﹁
保
護
國
の
!
例
﹂
を
も
ち
だ
し
た
の
は
︑
そ
の
疑
念
を
表
�
す
る
も
の
だ
っ
た
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し
︑
さ
ら
に
三
日
後
の
第
五
囘
會
議
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
錄
も
あ
る
︒
ロ
シ
ア
代
表
は
モ
ロ
ッ
コ
な
ど
の
國
の
先
例
を
引
い
て
︑
外
モ
ン

ゴ
ル
の
﹁
自
治
地
方
﹂
に
&
號
が
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
い
︑
ま
た
﹁
な
お
�
鮮
の
事
例
に
︹
中
國
側
は
︺
言
C
し
て
い
な
い
が
︑

�
鮮
は
さ
き
に
中
國
の
宗
�
權
の
下
に
あ
り
︑
つ
い
で
日
本
の
宗
�
權
の
下
に
あ
り
︑
い
ず
れ
の
場
合
も
王
・
皇
&
を
l
し
た
﹂
と
指
摘
︑
そ

の
う
え
で
﹁
以
上
種
々
の
!
例
に
よ
っ
て
﹂︑﹁
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
の
稱
號
は
︑
中
國
の
外
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
宗
�
權
に
ま
っ
た
く
抵
觸
し
な

い
﹂
と
斷
じ
た
︒

中
國
側
は
こ
れ
に
對
し
︑﹁
�
鮮
・
モ
ロ
ッ
コ
・
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の
國
の
!
例
は
︑
い
ず
れ
も
外
モ
ン
ゴ
ル
に
は
¯
用
で
き
な
い
﹂︑
な
ぜ
な

ら
﹁
外
モ
ン
ゴ
ル
は
中
國
の
領
土
で
あ
る
﹂
か
ら
だ
と
反
駁
す
る
︒
よ
う
や
く
そ
の
論
理
を
�
確
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒

こ
の
や
り
と
り
を
う
け
︑
ロ
シ
ア
側
は
﹁
蒙
人
は
宗
�
權
お
よ
び
自
治
權
の
1
義
に
�
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
﹂︑
あ
ら
か
じ
め
議
論
を
せ
ず
に

わ
か
に
承
*
で
き
る
は
ず
も
な
い
の
で
︑
�
囘
の
會
議
で
あ
ら
た
め
て
︑
そ
の
1
味
內
容
を
討
論
し
よ
う
と
提
案
し
た(47

)
︒

く
り
か
え
し
中
國
側
の
記
錄
が
强
¦
す
る
︑﹁
�
ら
か
な
ら
﹂
ず
︑
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
モ
ン
ゴ
ル
側
の
﹁
能
力
の
缺
如
﹂﹁
無
知
無
能(48

)
﹂
を
示

す
の
で
は
な
い
︒
露
中
宣
言
に
あ
る
﹁
宗
�
權
﹂﹁
自
治
﹂
と
い
う
y
語
に
關
わ
る
槪
念
と
利
[
の
相
»
を
あ
ら
わ
し
た
�
言
で
あ
っ
て
︑
モ

ン
ゴ
ル
の
み
な
ら
ず
︑
ロ
シ
ア
・
中
國
の
閒
で
も
そ
れ
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
︑
以
上
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒

中
國
側
と
し
て
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
が
こ
の
よ
う
に
重
ね
て
出
し
た
﹁
宗
�
權
﹂
說
�
�
求
に
こ
た
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
一
〇
	
八
日
の

第
七
囘
會
議
で
︑
よ
う
や
く
系
瓜
�
な
說
�
を
示
し
た
︑
と
記
錄
す
る
︒

宗
�
權
の
下
・
領
土
の
中
に
は
︑
た
だ
一
國
し
か
あ
り
え
な
い
︒
露
中
宣
言
は
外
モ
ン
ゴ
ル
地
方
に
は
︑
自
治
の
權
し
か
許
し
て
い
な
い
︒

⁝
⁝
い
わ
ゆ
る
宗
�
權
な
る
も
の
は
︑
一
國
の
內
で
︑
あ
る
地
方
へ
の
完
L
な
�
權
が
︑
一
定
の
制
限
を
,
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
世

界
歷
�
の
先
例
お
よ
び
法
理
に
よ
れ
ば
︑
完
L
な
�
權
を
も
つ
國
が
︑
あ
る
權
利
を
國
內
の
あ
る
地
方
に
あ
た
え
て
︑
そ
こ
を
自
治
と
な

し
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
︑
そ
の
國
が
そ
の
地
方
に
對
し
若
干
の
�
權
を
ゆ
だ
ね
て
宗
�
權
の
地
位
に
¼
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
範
圍
は
も

と
も
と
完
L
な
�
權
を
も
つ
國
だ
け
で
規
定
す
る
︒
一
方
�
な
1
思
で
決
め
︑
一
方
�
な
命
令
で
行
う
の
だ
︒(49

)
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｢世
界
歷
�
﹂
を
知
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
て
︑
と
て
も
一
般
�
︑
�
½
�
で
說
得
�
な
﹁
宗
�
權
﹂
の
說
�
と
は
い
え
ま
い
︒
露
中
宣
言
が
規

定
し
た
﹁
領
土
﹂︑
そ
し
て
自
ら
が
﹁
恢
復
﹂
す
べ
き
﹁
完
L
な
�
權
﹂
と
組
み
合
わ
せ
た
︑
中
國
�
﹁
宗
�
權
﹂
の
定
義
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
︒
そ
も
そ
も
﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
槪
念
じ
た
い
︑
歷
�
�
に
み
れ
ば
多
分
に
曖
昧
な
も
の(50

)
な
の
で
︑
そ
ん
な
特
性
を
�
大
限
に
利
用
し
て
︑

自
ら
の
﹁
領
土
﹂﹁
�
權
﹂
觀
念
に
結
び
つ
け
た
と
も
い
え
よ
う
か
︒

こ
れ
が
實
際
の
會
議
の
場
で
︑
ど
の
�
度
ま
で
强
く
�
張
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
確
か
な
の
は
︑
こ
の
說
�
で
は
相

手
の
�
得
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
同
じ
中
國
側
の
議
事
錄
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
が
﹁
い
か
に
し
て
も
︑
自
治
外
モ
ン
ゴ
ル
を
自
治
地

方
に
お
と
し
め
る
こ
と
に
同
1
は
で
き
な
い
﹂
と
反
撥
し
た
︑
と
い
い
︑
ロ
シ
ア
側
の
反
應
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
︑

外
モ
ン
ゴ
ル
の
1
見
に
つ
い
て
︑
ロ
シ
ア
政
府
は
確
か
に
單
離
せ
る
自
治
國
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
︒
中
國
は
宗
�
權
し
か
l
し
て
い
な

い
の
で
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
は
當
然
︑
政
府
を
l
す
る
︒
そ
の
領
土
お
よ
び
權
力
の
範
圍
內
で
は
︑
そ
の
行
動
は
自
�
で
あ
り
︑
中
國
の
中
央

政
府
の
¾
治
を
,
け
な
い
︒(51

)

と
表
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
�
1
し
た
い
︒
と
り
わ
け
原
語
ど
お
り
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
あ
え
て
﹁
單
離

(
oтд

е
л
ь
н
о
е

)
﹂﹁
領
土

(те
р
р
и
т
о
р
и
я

)
﹂﹁
自
�

(не
з
а
в
и
си
м
о

)
﹂
と
い
う
漢
語
の
W
譯
槪
念
を
用
い
て(52

)
︑
そ
の
中
國
と
相
容
れ
な
い
論
點
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

さ
ら
に
一
〇
	
二
〇
日
の
第
九
囘
會
議
で
は
︑

モ
ン
ゴ
ル
代
表
は
﹁
露
中
宣
言
の
第
一
條
に
よ
れ
ば
︑
ロ
シ
ア
は
外
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
中
國
の
宗
�
權
を
承
*
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
︑
獨
立
國
と
自
治
國
の
關
係
を
承
*
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
こ
た
え
︑
さ
ら
に
﹁
宗
�
權
と
い
う
語
は
︑
斷
じ
て
自
治
地

方а
в
т
о
н
о
м
н
а
я
м
е
ст
н
о
ст
ь

や
自
治
省
分а

в
т
о
н
о
м
н
ы
й
о
к
р
у
г

に
は
用
い
な
い
﹂
と
営
べ
た
︒

中
國
代
表
は
こ
れ
に
對
し
︑﹁
外
モ
ン
ゴ
ル
代
表
は
�
ら
か
に
宗
�
權
の
1
味
が
わ
か
っ
て
い
な
い
﹂
と
駁
し
た
︒

と
い
う
や
り
と
り
が
あ
っ
た
︑
と
記
錄
が
あ
る(53

)
︒
根
本
�
な
槪
念
と
利
[
は
︑
な
お
¿
行
線
を
た
ど
っ
て
い
た
︒
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も
っ
と
も
こ
の
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
も
園
頭
園
尾
ロ
シ
ア
の
1
向
に
�
ら
っ
て
ま
で
︑
中
國
か
ら
の
離
脫
獨
立
を
と
な

え
る
こ
と
は
︑
も
は
や
で
き
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
露
中
宣
言
の
趣
旨
に
沿
い
つ
つ
︑﹁
自
治
國
﹂
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
の
方
針
に
轉
奄
す

る
︒そ

れ
で
も
︑
中
國
と
の
�
た
り
は
大
き
い
︒
ロ
シ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
が
步
¦
を
合
わ
せ
て
き
た
以
上
︑
中
國
側
も
何
の
讓
步
も
な
い
ま
ま
に
す

ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

(3
)

外
モ
ン
ゴ
ル
册
封

キ
ャ
フ
タ
會
議
の
當
初
︑
中
國
側
の
一
貫
し
た
�
張
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
が
獨
立
と
﹁
&
號
﹂︑﹁
共
戴
﹂
の
年
號
を
取
り
]
す
こ
と
に
あ
っ
た
︒

モ
ン
ゴ
ル
は
そ
れ
に
對
し
︑﹁
獨
立
﹂
は
ロ
シ
ア
の
荏
持
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
あ
き
ら
め
た
も
の
の
︑
&
號
・
年
號
の
保
持
は
讓
ろ
う
と
は

し
て
い
な
い
︒
そ
こ
が
讓
步
で
き
な
い
一
線
で
も
あ
っ
た
︒

!
ø
(44
)
で
も
引
い
た
と
お
り
︑
ロ
シ
ア
代
表
が
つ
と
に
第
四
囘
會
議
で
︑﹁
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
の
稱
號
が
宗
�
權
と
抵
觸
し
な
い
﹂
こ
と

を
営
べ
た
の
で
︑
モ
ン
ゴ
ル
と
し
て
は
︑
こ
れ
に
乘
じ
て
中
國
の
一
方
�
な
�
求
に
抵
抗
を
試
み
る
︒
�
に
中
國
側
が
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た

の
が
︑
ま
さ
に
そ
の
點
に
あ
っ
た
︒

で
は
︑
そ
の
爭
點
に
な
っ
た
﹁
&
號
﹂
問
題
の
內
實
と
は
何
か
︒
中
國
代
表
の
言
を
聽
い
て
み
よ
う
︒
以
下
は
九
	
二
六
日
の
第
五
囘
會
議

を
�
え
た
直
後
の
外
�
部
あ
て
電
報
︑
上
で
も
営
べ
た
と
お
り
︑
ひ
と
と
お
り
露
・
蒙
の
反
駁
が
出
そ
ろ
っ
た
段
階
で
の
�
面
で
あ
る
︒

ロ
シ
ア
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
皇
&
﹂
を
﹁
³
克
多
汗

ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン

﹂
と
譯
す
︒
咸
豐
以
!
の
中
露
條
K
は
す
べ
て
︑
歐
�
テ
キ
ス
ト
が

こ
れ
を
﹁
皇
&
﹂
と
稱
し
て
い
た
︒
⁝
⁝
二
十
六
日
の
會
議
で
は
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
は
自
ら
を
自
治
國
と
承
*
す
る
よ
う
中
國
に
求
め
て
き

た
︒
⁝
⁝
議
論
を
く
り
か
え
し
た
結
果
︑
ロ
シ
ア
代
表
は
�
囘
︑
こ
ち
ら
の
草
案
第
一
條
を
檢
討
す
る
こ
と
を
よ
う
や
く
*
め
た
︒
ま
た

ロ
シ
ア
代
表
は
︑
宗
�
權
の
解
釋
を
了
解
し
な
く
て
は
露
中
宣
言
を
承
*
で
き
な
い
︑
と
い
う
外
モ
ン
ゴ
ル
の
1
向
も
�
言
し
︑
宗
�
權
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の
解
釋
を
�
囘
に
あ
ら
た
め
て
議
論
し
た
い
︑
と
い
っ
た
︒
そ
の
企
圖
を
は
か
る
に
︑
ロ
シ
ア
は
日
本
が
韓
國
に
對
し
て
用
い
た
手
段
を

踏
襲
し
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
を
保
護
國
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
&
號
の
保
存
を
�
張
し
て
い
る
の
だ
︒
⁝
⁝(54

)

｢
&
號
﹂
を
殘
せ
ば
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
が
﹁
自
治
國
﹂
と
な
り
︑
そ
れ
は
そ
の
﹁
保
護
國
﹂
/
を
*
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
︒
か
つ
て
日
本
が

韓
國
を
保
護
國
/
し
\
合
し
た
﹁
手
段
﹂
に
ひ
と
し
い
︒
ゆ
く
ゆ
く
は
ロ
シ
ア
の
外
モ
ン
ゴ
ル
\
合
と
な
ろ
う
と
い
う
の
が
︑
そ
の
危
機
感
の

正
體
な
の
で
あ
り
︑
あ
え
て
日
本
の
﹁
對
韓
手
段
﹂
に
論
C
す
る
と
こ
ろ
︑
そ
れ
が
み
て
と
れ
る
︒

同
	
三
〇
日
の
第
六
囘
會
議
の
の
ち
︑
中
國
代
表
の
二
人
は
﹁
何
度
も
會
議
を
か
さ
ね
︑
筆
舌
と
も
に
窮
ま
り
︑
時
日
は
�
À
す
る
も
︑

ま
っ
た
く
み
と
お
し
が
も
て
な
い
﹂
と
歎
き
︑
ま
た
ロ
シ
ア
側
の
﹁
態
度
が
大
い
に
變
わ
っ
て
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
左
袒
し
た
﹂
と
も
い
っ
て
︑

か
な
り
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
︒
一
定
の
z
協
が
な
く
て
は
︑
ロ
シ
ア
が
﹁
I
�
を
召
Á
し
て
會
議

を
打
ち
切
る
﹂
か
も
し
れ
ず
︑
そ
う
な
っ
て
は
︑
い
よ
い
よ
外
モ
ン
ゴ
ル
の
危
機
が
增
大
し
か
ね
な
い(55

)
︒

で
は
︑
そ
の
z
協
と
は
何
か
︒﹁
&
號
﹂
で
の
讓
步
だ
っ
た
︒

中
國
側
が
*
め
が
た
か
っ
た
﹁
&
號
﹂
た
る
﹁
³
克
多
汗

ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン

﹂
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
モ
ン
ゴ
ル
語
で
あ
っ
て
漢
語
で
は
な
い
︒
だ
か
ら
そ
れ
だ
け

で
︑
中
華
民
國
の
元
首
・
漢
語
の
﹁
大
總
瓜
﹂
と
何
ら
か
の
直
接
の
關
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
1
味
し
︑
表
現
す
る
語
彙
槪
念
で
は
必
ず
し
も

な
か
っ
た
︒
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
宗
�
權
﹂
と
兩
立
し
う
る
し
︑
ま
た
﹁
領
土
﹂
槪
念
と
折
り
合
え
る
可
能
性
も
あ
る
︒

た
だ
し
﹁
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
﹂
が
か
つ
て
淸
�
皇
&
の
稱
號
だ
っ
た
こ
と
は
︑
か
く
れ
も
な
い
歷
�
事
實
で
あ
る
︒
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
外
モ

ン
ゴ
ル
に
*
め
て
は
︑
淸
�
を
相
續
し
た
は
ず
の
中
華
民
國
の
地
位
を
自
ら
否
定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ず
︑
國
內
の
人
心
を
�
得
さ

せ
ら
れ
な
い
︒

そ
こ
で
外
�
部
が
發
案
し
た
の
が
︑﹁
大
總
瓜
﹂
に
よ
る
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
の
册
封
で
あ
る
︒
一
定
地
域
の
首
長
を
任
命
す
る
册
封
を
お
こ

な
え
ば
︑
中
華
民
國
と
外
モ
ン
ゴ
ル
の
上
下
關
係
が
�
確
に
な
っ
て
︑﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
規
定
に
も
か
な
う
︒

た
だ
し
こ
の
場
合
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
君
�
號
は
あ
く
ま
で
﹁
譯
Ã
﹂
の
﹁
³
克
多
汗
﹂
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
漢
語
に
譯
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
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N
っ
て
漢
譯
の
﹁
皇
&
﹂
と
解
さ
れ
な
い
た
め
に
も
︑
册
封
と
い
う
儀
禮
手
續
を
必
須
と
し
た
と
い
え
よ
う
︒

｢册
封
﹂
す
る
以
上
︑
正
朔
を
奉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
中
國
人
の
常
識
と
す
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
か
ら
︑
中
國
と
衣
な
る
年
號

﹁
共
戴
﹂
の
I
用
は
︑
論
外
だ
っ
た(56

)
︒

こ
う
し
て
中
國
側
の
z
協
案
は
固
ま
る
︒
し
か
し
そ
う
鯵
單
に
は
�
ば
な
か
っ
た
︒﹁
&
﹂
は
*
め
ず
と
も
︑
屬
國
な
ど
﹁
國
﹂
の
存
在
は

可
能
だ
か
ら
で
あ
り
︑
ロ
シ
ア
が
﹁
�
鮮
比
例
﹂
を
も
ち
だ
し
て
反
駁
し
て
い
た
の
も
︑
そ
こ
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
&
號
﹂
の
z
協
と
册
封

だ
け
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
國
﹂
と
い
う
�
張
を
く
つ
が
え
す
に
は
︑
な
お
足
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
以
後
は
︑
執
拗
に
條
�
か
ら

﹁
國
﹂
字
を
落
と
す
よ
う
︑
モ
ン
ゴ
ル
と
ロ
シ
ア
に
�
求
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
來
る
べ
き
條
K
の
フ
ラ
ン
ス
語
テ
キ
ス
ト
に
あ
る

“
P
a
y
s”
,

“
a
u
to
rité
s”
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
國
﹂﹁
政
府
﹂
で
は
な
く
︑﹁
地
方
﹂﹁
官
Å
﹂
と
よ
り
限
定
�
に
漢
譯
し
よ
う
と
し
た
︒

も
と
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
側
は
︑
!
ø
(53
)
の
引
用
�
に
見
え
る
と
お
り
︑
中
國
側
の
言
い
分
に
は
頑
强
に
抵
抗
し
た
︒
ロ
シ
ア
代
表
の
ミ

ル
レ
ル

(А.
Я
.
М
и
л
л
е
р

)
も
外
モ
ン
ゴ
ル
を
﹁
國
家
で
は
な
く

(не
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
о
м

)
﹂︑
中
華
民
國
の
一
﹁
自
治
地
方
に

(ав
т
о
н
о
м
н
ы
м

о
к
у
го
м

)
﹂
し
よ
う
と
す
る
企
圖
を
察
知
し(57

)
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
に
荷
擔
し
て
い
る
︒

も
っ
と
も
か
れ
は
︑
ロ
シ
ア
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
保
護
國

(в
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
о
п
о
д
н
а
ш
и
м
п
р
о
т
е
к
т
о
р
а
т
о
м

)
﹂
/
と
﹁
\
合

(ан
н
е
к
-

си
е
й

)
﹂
を
憂
慮
す
る
中
國
側
の
懸
念
に
も
理
解
を
し
め
し
て
い
た(58

)
し
︑
こ
の
ま
ま
で
は
合
1
を
う
る
に
は
︑
中
國
と
モ
ン
ゴ
ル
の
閒
で
﹁
自

治
﹂
槪
念
が
︑
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
る
の
も
︑
�
ら
か
だ
っ
た
︒
中
國
は
﹁
領
土
﹂
內
の
地
方
﹁
自
治
﹂
と
解
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
は
﹁
自

立
｣
し
た
別
個
の
﹁
自
治
﹂
國
と
解
す
︑
と
い
う
當
初
か
ら
の
W
譯
槪
念
に
對
す
る
固
定
觀
念
が
あ
っ
た
か
ら
︑
容
易
に
す
り
あ
わ
せ
る
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
あ
え
て
﹁
國
﹂
を
揷
入
せ
ず
︑
兩
義
性
を
保
っ
た
ま
ま
の
ほ
う
が
︑
�
涉
を
z
結
さ
せ
る
に
は
む
し
ろ
無
難
で
あ
っ
た
︒
中

國
側
も
﹁
政
府
﹂
に
代
わ
る
﹁
官
府
﹂
と
い
う
漢
譯
を
*
め
る
こ
と
で
讓
步
す
る
︒
キ
ャ
フ
タ
會
議
は
か
く
て
す
す
め
ら
れ
︑
合
1
に
い
た
っ

た
︒
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外
モ
ン
ゴ
ル
は
露
中
宣
言
を
承
*
す
る

外
モ
ン
ゴ
ル
は
中
國
の
宗
�
權
を
承
*
す
る

中
國
・
ロ
シ
ア
は
外
モ
ン
ゴ
ル
が
自
治
し
︑
中
國
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
承
*
す
る

外
モ
ン
ゴ
ル
の
³
克
多
哲
布
h
丹
巴
呼
圖
克
圖
汗

ボ

グ

ド

・

ジ

ェ

ブ

ツ

ン

ダ

ム

バ

・

ホ

ト

ク

ト

・

ハ

ー

ン

は
︑
大
中
華
民
國
大
總
瓜
の
册
封
を
,
け
る

外
モ
ン
ゴ
ル
の
公
�
書
で
は
民
國
の
年
曆
を
用
い
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
の
干
荏
紀
年
を
Ñ
用
し
て
も
よ
い

以
上
が
キ
ャ
フ
タ
協
定
の
大
綱
を
な
す
︒
し
か
し
そ
こ
に
は
︑
根
本
�
な
對
立
が
殘
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
︒
そ
れ
を
象
�
す
る
の
は
︑
協
定
の
モ

ン
ゴ
ル
語
テ
キ
ス
ト
が
︑
中
國
の
﹁
宗
�
權
﹂
と
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
に
相
當
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
そ
の
ま
ま
﹁
Ã
寫
﹂
し
て
い
る
︑
と
い

う
事
實
で
あ
る
︒

モ
ン
ゴ
ル
側
は
一
貫
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
﹁
權
利
な
く
制
限
附
で
荏
�
す
る
權
利

(эр
х
ү
г
ү
й
х
э
м
ж
э
э
т
э
й
э
з
э
р
х
э
х
э
р
х

)
﹂﹁
自
ら
荏
�
す

る

(өө
р
ө
ө
эз
эр
х
эх
=

自
�
)
﹂
と
譯
し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
自
國
と
中
國
に
對
す
る
見
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に

抽
象
槪
念
を
も
た
ず
︑
具
體
�
な
表
現
を
«
け
ら
れ
な
い
自
國
語
で
の
そ
う
し
た
表
記
を
︑
つ
い
に
斷
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た(59

)
︒

そ
う
し
た
經
�
は
︑
中
國
が
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
稱
號
を
撤
囘
せ
し
め
ら
れ
ず
︑﹁
譯
Ã
﹂
の
﹁
³
克
多
汗
﹂
で
承
*
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
に
も
似
て
︑
ま
さ
し
く
モ
ン
ゴ
ル
・
中
國
閒
の
齟
齬
・
相
剋
を
あ
ら
わ
す
︒
自
國
語
を
F
じ
た
W
譯
槪
念
の
具
體
�
な
定
義
を
«
け
る
こ
と

を
F
じ
て
︑
對
立
の
顯
在
/
を
ま
ぬ
か
れ
︑
合
1
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
こ
と
を
1
味
し
て
い
た
︒

し
た
が
っ
て
キ
ャ
フ
タ
�
涉
・
協
定
は
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
地
位
を
確
定
し
て
も
︑
關
係
國
の
矛
盾
を
解
]
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し

ろ
以
後
の
紛
糾
の
は
じ
ま
り
を
吿
げ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の
歸
結
が
い
ま
の
モ
ン
ゴ
ル
國
の
存
在
そ
れ
自
體
で
あ
る
と
い
っ
て
も
︑

�
言
で
は
あ
る
ま
い
︒
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む
す
び
に
代
え
て

︱
︱
｢
外
蒙
撤
治
﹂
へ
︱
︱

一
九
一
一
年
の
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
獨
立
﹂
宣
言
に
は
じ
ま
り
︑
露
蒙
協
定
・
露
中
宣
言
を
へ
て
︑
一
九
一
五
年
六
	
に
成
立
し
た
キ
ャ
フ
タ
協

定
で
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
國
際
�
地
位
は
︑
ひ
と
ま
ず
決
ま
っ
た
︒
し
か
し
小
稿
で
み
て
き
た
と
お
り
︑
協
定
條
�
を
�
成
す
る
槪
念
に
は
振
幅

が
大
き
い
︒
成
�
/
は
そ
れ
を
す
り
あ
わ
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
す
す
ん
で
︑
そ
の
振
幅
は
そ
の
ま
ま
溫
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

た
と
え
ば
﹁
宗
�
權
﹂
な
ら
︑﹁
名
目
﹂
か
ら
﹁
荏
�
﹂
ま
で
︑﹁
自
治
﹂
な
ら
︑﹁
獨
立
國
﹂
か
ら
﹁
地
方
自
治
﹂
ま
で
を
含
1
し
︑
兩
極

を
と
っ
て
比
べ
れ
ば
︑
ま
っ
た
く
正
反
對
の
事
態
に
な
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
當
時
︑
モ
ン
ゴ
ル
を
め
ぐ
る
各
國
の
利
[
關
係
の
實
態

だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
ど
ち
ら
に
振
れ
る
か
は
︑
け
っ
き
ょ
く
力
關
係
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒

協
定
を
結
ん
だ
の
ち
︑
そ
の
1
味
で
優
位
に
立
っ
た
の
は
︑
中
國
で
あ
る
︒
中
國
側
は
自
ら
の
W
譯
槪
念
と
條
�
解
釋
に
し
た
が
っ
て
︑
外

モ
ン
ゴ
ル
の
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
に
對
す
る
册
封
を
擧
行
し
た
︒
こ
れ
を
F
じ
て
︑
自
ら
の
﹁
領
土
﹂
に
對
し
行
I
す
る
﹁
宗
�
權
﹂
の
存
在
と

實
效
性
を
あ
か
し
だ
て
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
册
封
は
キ
ャ
フ
タ
�
涉
の
�
�
に
お
い
て
︑
中
國
側
・
漢
語
固
l
の
W
譯
・
觀
念
か
ら
生
じ
た
︑
中
國
人
じ
し
ん
が
�
得
す
る
た
め
の

手
續
に
す
ぎ
ず
︑
當
事
者
が
ひ
と
と
お
り
共
F
し
て
了
解
す
る
一
定
の
﹁
秩
序
原
理
﹂
に
由
來
し
た
﹁
準
則
﹂﹁
行
事(60

)
﹂
で
は
あ
り
え
な
い
︒

モ
ン
ゴ
ル
側
に
は
そ
も
そ
も
不
可
解
な
儀
禮
で
あ
る
︒
�
鮮
・
べ
ト
ナ
ム
・
瑛
球
と
い
っ
た
淸
代
漢
語
圈
の
屬
國
と
衣
な
っ
て
︑
北
京
政
府
と

そ
の
よ
う
な
關
係
を
と
り
む
す
ん
だ
經
驗
な
ど
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
に
は
な
か
っ
た
し
︑
キ
ャ
フ
タ
�
涉
で
も
册
封
の
具
體
�
な
內
容
・
1
味
に
立

ち
入
ら
な
い
ま
ま
︑
合
1
を
優
先
し
た
よ
う
に
お
ぼ
し
い
︒
し
た
が
っ
て
實
地
に
册
封
を
お
こ
な
う
段
に
な
る
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
側
か
ら
反
撥
が

"
こ
っ
て
︑
Ó
Ô
に
困
難
を
き
た
し
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
人
硏
究
者
に
は
︑
中
國
は
﹁
册
封
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
見
る
向
き
さ
え
あ
る(61

)
︒

そ
の
た
め
︑
い
か
に
關
係
を
l
利
に
す
す
め
よ
う
と
︑
中
國
側
は
不
安
を
拂
拭
で
き
な
か
っ
た
︒
キ
ャ
フ
タ
�
涉
で
中
國
の
代
表
を
つ
と
め

た
陳
籙
は
︑
協
定
成
立
後
︑
都
護
I
を
拜
命
し
た
う
え
に
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
册
封
I
に
も
な
り
︑
フ
レ
ー
に
H
在
し
て
い
た
︒
そ
の
か
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れ
が
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
外
相
ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ

(Ба
л
и
н
ги
й
н
Ц
эр
эн
д
о
р
ж

)
と
會
談
し
た
さ
い
︑
自
ら
の
發
言
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
を

記
し
て
い
う
︒

｢
#
ご
ろ
聞
く
と
こ
ろ
で
は
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
人
民
は
多
く
﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
三
字
の
1
味
が
わ
か
ら
ず
︑
中
國
が
宗
�
權
を
利
用
し

て
外
モ
ン
ゴ
ル
を
欺
き
抑
壓
す
る
と
疑
っ
て
い
ま
す
が
︑
實
に
と
ん
で
も
な
い
N
解
で
す
︒
キ
ャ
フ
タ
協
定
で
き
ま
っ
た
宗
�
權
は
︑

も
っ
ぱ
ら
外
モ
ン
ゴ
ル
の
利
益
の
た
め
に
設
け
た
も
の
な
の
で
す
︒
と
い
う
の
も
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
は
自
治
と
な
っ
て
い
る
以
上
︑
一
切
の

內
政
は
中
國
が
干
涉
し
な
い
こ
と
を
承
*
し
て
お
り
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
を
抑
壓
す
る
す
べ
も
な
い
か
ら
で
す
︒
宗
�
權
が
ど
の
よ
う
に
機
能

す
る
か
︑
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
︒
た
と
え
ば
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
が
ほ
か
か
ら
詐
欺
凌
辱
を
,
け
た
な
ら
︑
中
國
は
す
ぐ
宗
�
權
の
名
義

に
よ
っ
て
︑
干
涉
に
の
り
だ
し
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
を
0
助
で
き
ま
す
︒
で
す
か
ら
協
K
上
で
領
土
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
︑
特
別
に
�
1
を

は
ら
っ
た
わ
け
で
す
︒
⁝
⁝
﹂

⁝
⁝
つ
い
で
ロ
シ
ア
が
バ
ル
カ
ン
の
小
國
に
對
し
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
政
策
︑
お
よ
び
安
南

(ベ
ト
ナ
ム
)
・
�
鮮
が
中
國
の
保
護
を
離

脫
し
て
か
ら
,
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
苦
痛
を
つ
ぶ
さ
に
営
べ
る
と
︑
ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ
は
大
い
に
表
�
を
動
か
さ
れ
た
︒
⁝
⁝(62

)

記
営
の
眞
僞
は
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
�
言
を
中
國
人
の
目
に
ふ
れ
る
日
記
に
書
き
Ö
ま
ね
ば
な
ら
な
い
陳
籙
︑
な
い
し

中
國
側
の
利
[
關
心
と
課
題
1
識
が
重
�
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
る
か
ぎ
り
︑
中
國
側
は
册
封
や
宗
�
權
に
對
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
反
撥
そ
れ
自
體
を
︑
必
ず
し
も
深
刻
に
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
︒
む
し
ろ
そ
の
背
後
に
い
る
ロ
シ
ア
の
存
在
と
そ
の
行
動
樣
式
が
︑
は
る
か
に
重
大
だ
っ
た
︒
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
︑
協
定
�
涉
時
か
ら

一
貫
し
た
﹁
安
南
・
�
鮮
﹂
の
﹁
苦
痛
﹂
再
現
︑
當
時
の
歷
�
觀
で
い
え
ば
﹁
藩
屬
﹂
の
喪
失
に
對
す
る
懸
念
・
恐
怖
で
あ
る
︒

中
國
に
と
っ
て
﹁
保
護
﹂
か
ら
離
れ
︑﹁
獨
立
﹂
し
た
屬
國
が
た
ど
っ
た
末
路
の
二
の
舞
は
許
さ
れ
な
い
︒
屬
國
を
失
っ
て
﹁
瓜
分
﹂
が
"

こ
り
︑
內
憂
外
患
を
も
た
ら
し
た
︑
と
い
う
の
が
︑
客
觀
�
な
因
果
關
係
の
眞
僞
は
ど
う
あ
れ
︑
そ
の
當
時
か
ら
一
貫
し
た
歷
�
*
識
で
あ
る
︒

一
九
〇
五
年
以
來
︑﹁
�
權
﹂﹁
領
土
﹂
槪
念
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
と
と
も
に
確
立
し
た
*
識
で(63

)
︑
そ
れ
に
照
ら
せ
ば
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
*
め
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た
﹁
自
治
﹂
は
︑
な
お
危
機
感
を
拂
拭
で
き
な
い
底
の
も
の
だ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
�
上
︑
屬
國
が
實
踐
し
︑
中
國
か
ら
離
脫
す
る
契
機
を
な
し

た
﹁
自
�
﹂﹁
獨
立
﹂
と
い
う
槪
念
が
︑
當
初
よ
り
濃
厚
に
混
入
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

キ
ャ
フ
タ
協
定
は
︑
名
目
上
は
外
モ
ン
ゴ
ル
の
獨
立
を
取
り
]
し
た
も
の
だ
が
︑
內
政
は
完
L
に
自
�
さ
せ
て
い
る
し
︑
外
�
も
一
部
制

限
を
,
け
て
い
る
︒
こ
れ
で
は
︑
そ
の
﹁
自
治
﹂
な
る
名
辭
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
や
は
り
﹁
獨
立
﹂
と
い
う
�
字
を

變

相

カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

し
た
に
す

ぎ
ず
︑
當
時
の
ロ
シ
ア
人
か
ら
み
れ
ば
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
\
呑
に
利
用
す
る
�
渡
�
な
一
手
段
に
ひ
と
し
い
︒(64

)

と
い
う
の
が
︑
や
や
極
端
な
表
現
な
が
ら
︑
中
國
側
の
お
お
む
ね
共
F
し
た
*
識
だ
っ
た
ろ
う
︒
な
れ
ば
こ
そ
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
を

撤
廢
す
る
﹁
外
蒙
撤
治
﹂
が
現
實
/
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

以
下
は
そ
の
十
ヵ
	
ほ
ど
!
︑
陳
籙
の
後
任
・
陳
毅
と
や
は
り
ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ
外
相
と
の
會
談
︑
今
度
は
後
者
の
發
言
と
し
て
書
き
留
め

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
く
ま
で
中
國
を
﹁
中
央
﹂﹁
�
國
﹂︑
外
モ
ン
ゴ
ル
を
﹁
活
佛
﹂﹁
藩
屬
﹂
と
表
記
す
る
と
こ
ろ

に
�
1
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

｢こ
れ
ま
で
外
モ
ン
ゴ
ル
の
獨
立
問
題
で
は
︑
中
央
・
外
モ
ン
ゴ
ル
と
も
に
N
り
が
あ
り
ま
し
た
︒
中
央
が
も
し
當
初
か
ら
︑
外
モ
ン
ゴ

ル
の
自
治
を
*
め
て
い
た
な
ら
︑
活
佛
は
中
露
雙
方
と
自
ら
條
K
を
結
び
︑
×
政
を
除
去
し
た
う
え
で
︑
あ
と
は
一
切
こ
れ
ま
で
ど
お
り
︑

ロ
シ
ア
に
干
涉
は
さ
せ
な
か
っ
た
は
ず
で
し
て
︑
こ
れ
が
�
善
で
し
た
︒
と
こ
ろ
が
當
時
︑
中
央
は
面
子
に
こ
だ
わ
っ
て
︑
藩
屬
と
對
等

な
條
K
は
結
べ
な
い
と
考
え
た
の
で
す
︒
外
モ
ン
ゴ
ル
に
も
不
埒
な
人
々
が
い
て
︑
ロ
シ
ア
人
の
誘
�
を
信
じ
て
︑
利
權
を
犧
牲
に
し
ま

し
た
︒
�
國
を
排
す
る
た
め
外
力
を
借
り
た
の
で
す
︒
そ
れ
で
今
ま
で
種
々
の
牽
制
を
,
け
︑
!
Ø
は
い
よ
い
よ
困
難
と
な
り
ま
し
た
︒

外
�
權
は
本
來
す
べ
て
中
央
に
歸
す
べ
き
で
し
て
︑
も
し
日
本
が
露
蒙
商
務
專
條
を
0
用
し
�
求
し
て
き
た
ら
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
は
堪
え
ら

れ
ま
せ
ん
︒
キ
ャ
フ
タ
會
議
の
と
き
︑
ロ
シ
ア
・
モ
ン
ゴ
ル
が
﹁
自
�
﹂
の
二
字
で
﹁
自
治
﹂
を
�
張
し
た
の
を
憶
え
て
お
り
ま
す
︒
そ

れ
に
對
し
︑︹
!
︺
都
護
︹
I
の
陳
籙
︺
が
︿
自
�
し
た
ら
恐
ら
く
は
高
麗
に
な
っ
て
し
ま
う
﹀
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
︒
い
ま
に
至
る

ま
で
︑
な
お
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
﹂
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こ
れ
を
う
け
た
陳
毅
と
の
や
り
と
り
も
み
て
お
こ
う
︒

｢外
�
權
の
み
な
ら
ず
︑
H
兵
も
中
央
の
自
由
に
し
た
が
う
べ
き
で
︑
そ
れ
で
外
モ
ン
ゴ
ル
を
保
護
で
き
る
よ
う
に
な
る
﹂
と
答
え
る
と
︑

ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ
も
う
な
づ
い
た
︒

い
ま
ひ
と
つ
︒

｢中
央
は
た
だ
領
土
�
權
が
日
々
鞏
固
と
な
り
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
を
保
障
で
き
る
こ
と
を
�
す
ば
か
り
で
︑
他
1
は
な
い
﹂

｢︹
外
モ
ン
ゴ
ル
︺
官
府
の
宗
旨
と
し
て
は
︑
中
央
の
宗
�
權
を
h
重
し
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
權
を
保
守
す
る
の
み
で
す
﹂

�
後
の
ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ
の
發
言
は
︑﹁
我
が
官
府
は
た
だ
中
國
の
�
權
の
下
で
︑
自
治
を
保
守
す
る
の
を
求
め
る
ば
か
り
で
す
﹂
と
も
言
い

奄
え
ら
れ
て
お
り(65

)
︑﹁
宗
�
權
﹂
は
中
國
に
と
っ
て
︑
や
は
り
﹁
�
權
﹂
の
代
替
槪
念
だ
と
わ
か
る
︒

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
︑
あ
る
べ
き
モ
ン
ゴ
ル
の
地
位
が
語
ら
れ
る
︒
い
か
に
﹁
自
治
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
そ
も
そ
も
﹁
藩
屬
﹂
た
る
モ
ン
ゴ
ル

は
︑
中
國
の
﹁
領
土
�
權
﹂
の
も
と
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︑
そ
れ
を
逸
脫
し
︑
や
が
て
は
\
合
さ
れ
た
﹁
高
麗

(
�
鮮
)
﹂
を
先
例
と
す
る
よ

う
な
﹁
自
�
﹂
/
は
︑
お
よ
そ
以
て
の
外
だ
っ
た
︒

引
用
に
い
う
﹁﹁
自
�
﹂
の
二
字
で
﹁
自
治
﹂
を
�
張
し
た

(持
自
治
用
自
�
兩
字
)
﹂
と
は
︑
決
し
て
�
字
ど
お
り
の
�
實
で
は
な
い
︒﹁
高

麗

(
�
鮮
)
﹂
の
例
を
出
す
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
む
し
ろ
モ
ン
ゴ
ル
を
中
國
の
﹁
領
土
﹂
で
は
な
い
別
の
﹁
國
﹂
に
し
よ
う
と
し

た
︑
と
い
う
1
味
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
﹁
屬
國
﹂
で
あ
れ
﹁
獨
立
﹂
で
あ
れ
同
じ
だ
っ
た
︒﹁
自
�
﹂
槪
念
は
い
ず
れ
に
も
F
用
し
た
も
の(66

)
で
︑

上
の
﹁
�
國

(
so
v
e
re
ig
n
ty
)
を
排
す
﹂
と
呼
應
し
た
y
語
表
現
な
の
で
あ
る
︒

ツ
ェ
レ
ン
ド
ル
ジ
は
中
國
の
庇
護
の
も
と
に
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
を
守
っ
て
い
こ
う
と
し
た
立
場
の
人
で
あ
る
︒
そ
の
�
勢
を
い
い

あ
ら
わ
す
の
に
︑﹁
自
�
﹂
を
否
定
す
る
�
�
で
I
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
看
�
で
き
な
い
︒
以
て
﹁
自
�
﹂
に
對
す
る
恐
怖
感
を
讀
み
取
る
べ

き
で
あ
る
︒
中
國
に
と
っ
て
︑
そ
ん
な
猜
疑
を
生
む
可
能
性
の
殘
る
﹁
自
治
﹂
權
は
︑
廢
す
に
し
く
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
い
っ
た
ん
﹁
自

治
﹂
を
﹁
一
方
�
に
﹂
許
し
た
以
上
は
︑
や
は
り
自
發
�
に
�
上
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
西
北
籌
邊
I
徐
樹
錚
の
手
で
�
�
�
に
そ
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れ
を
實
現
し
た
の
が
︑
一
九
一
九
年
一
一
	
二
二
日
の
﹁
外
蒙
撤
治
﹂
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
﹁
外
蒙
撤
治
﹂
は
︑
ロ
シ
ア
勢
力
が
減
¼
し
た
ロ
シ
ア
革
命
の
局
面
で
︑
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
中
國
の
W
譯

槪
念
に
の
っ
と
っ
た
こ
の
よ
う
な
論
理
と
行
動
は
︑
條
件
が
變
わ
れ
ば
︑
そ
の
ま
ま
繼
續
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
そ
れ
が
以
後
の
モ
ン
ゴ

ル
革
命
に
接
續
す
る
動
向
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た(67

)
︒

こ
の
時
�
あ
る
い
は
以
後
の
︑
中
國
を
め
ぐ
る
國
際
�
勢
を
考
え
る
に
は
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
か
ぎ
ら
ず
︑
そ
の
鍵
と
な
る
槪
念
*
識
と
そ
れ

を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
動
機
を
ま
ず
お
さ
え
た
う
え
で
︑
�
涉
經
�
や
勢
力
關
係
な
ど
の
實
態
分
析
を
お
こ
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
さ
も
な

く
ば
︑
そ
の
事
態
の
本
質
を
十
分
に
解
�
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

�(1
)

外
國
語
の
硏
究
も
少
な
く
な
い
も
の
の
︑
�
も
す
ぐ
れ
た
日
本
の

代
表
�
︑
か
つ
基
本
�
な
論
�
を
あ
げ
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
︒
中

見
立
夫
﹁
モ
ン
ゴ
ル
の
獨
立
と
國
際
關
係
﹂
�
口
雄
三
ほ
か
%
﹃
ア

ジ
ア
か
ら
考
え
る

[3
]
周
緣
か
ら
の
歷
�
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑

一
九
九
四
年
︑
`
收
︑
橘
Û
﹁
辛
亥
革
命
と
モ
ン
ゴ
ル
﹂︑
小
林
亮

介
﹁
辛
亥
革
命
�
の
チ
ベ
ッ
ト
﹂
辛
亥
革
命
百
周
年
記
念
論
集
%
集

委
員
會
%
﹃
總
合
硏
究

辛
亥
革
命
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︑

`
收
︒

(2
)

拙
稿
﹁﹁
�
權
﹂
の
生
成
と
﹁
宗
�
權
｣
︱
︱
二
〇
世
紀
初
頭
の

中
國
と
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
﹂
石
川
禎
浩
・
狹
閒
直
樹
%
﹃
#
代

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
W
譯
槪
念
の
展
開
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究

`
︑
二
〇
一
三
年
︑
同
﹁
中
國
に
お
け
る
﹁
領
土
﹂
槪
念
の
形
成
﹂

拙
%
﹃
宗
�
權
の
世
界
�

︱
︱
東
西
ア
ジ
ア
の
#
代
と
W
譯
槪
念
﹄

名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
四
年
︑
`
收
︒

(3
)

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
中
國
側
か
ら
詳
細
に
た
ど
り
︑﹁
中
華
世
界
秩

序
原
理
﹂
の
貫
園
と
理
論
づ
け
た
代
表
�
な
硏
究
に
︑
張
Þ
雄
﹃
外

蒙
�
權
歸
屬
�
涉

1
9
1
1
-
1
9
1
6﹄
中
央
硏
究
院
#
代
�
硏
究
`
︑
一

九
九
五
年
が
あ
り
︑
中
國
側
の
關
聯
ã
料
も
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
え
て
小
稿
を
も
の
し
た
目
�
は
︑
そ
の
假

說
・
論
證
・
結
論
に
對
す
る
一
定
の
批
G
に
あ
る
︒

(4
)

中
見
!
揭
論
�
︑
九
三
～
九
九
頁
︑
橘
Û
﹃
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政

權
の
硏
究
︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
円
國
�
序
說

1
9
1
1
-
1
9
2
1﹄
風
閒
書
å
︑

二
〇
一
一
年
︑
九
九
～
一
一
一
頁
︒

(5
)

同
上
︑九
九
︑
一
六
〇
頁
︒
“өө

р
т
ө
ө
т
о
г
т
н
о
ж

ө
ө
р
ө
ө
э
з
э
р
х
э
х

”

を
直
譯
す
る
と
︑
﹁
自
ら
確
立
し
自
ら
荏
�
す
る
﹂
と
な
る
︒

(6
)

｢
中
華
民
國
外
�
檔
案
・
中
俄
關
係
﹂
中
央
硏
究
院
#
代
�
硏
究
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`
`
藏

(以
下
﹁
外
�
檔
案
﹂
と
略
す
)
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
0
2﹁
收

H
俄
劉
代
表
電
﹂
民
國
元
年
一
一
	
五
日
︒

(7
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
1
0﹁
電
H
俄
劉
代
表
﹂
民
國
元

年
一
一
	
七
日
︒

(8
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
1
7﹁
收
H
俄
劉
公
I
電
﹂
民
國

元
年
一
一
	
九
日
︒Н

о
в
о
е
в
р
е
м
я

,
2
6
-

г
о
о
к
т
я
б
р
я

(
8
-

г
о

н
о
я
б
р
я

)
1
9
1
2г

.№

1
3
1
5
6
.

(9
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
еск

и
х
ъ
д
о
к
у
м
ен
т
о
в
ъ
п
о
М
о

-

н
го
л
ьск

о
м
у
в
о
п
р
о
су

,СП
б

,
1
9
1
4
,№

2
9
,Са

з
о
н
о
в
К
у
р
п
е
н

-

ск
ю
,
т
е
л

.,
2
7О

к
т
я
б
р
я

,
1
9
1
2г

.,с

.
3
3
.

(10
)

た
と
え
ば
﹁
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
1
6﹁
庫
倫
瑣
聞
﹂
民

國
元
年
一
〇
	
二
五
日
︒

(11
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
2
0﹁
總
瓜
府
祕
書
廳
函
一
件
﹂

民
國
元
年
一
一
	
一
〇
日
︒

(12
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
0
2﹁
俄
I
來
部
會
晤
問
答
﹂
民

國
元
年
一
一
	
一
一
日

(補
﹁
初
八
日
入
收
﹂
)︒С

б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п

-

л
о
м
а
т
и
ч
еск

и
х
ъ
д
о
к
у
м
ен
т
о
в
ъ

,№

2
8
,Ку

р
п
е
н
ск
и
й
С
а

-

з
о
н
о
в
у

,те
л

.,
2
6ок

т
я
б
р
я

,
1
9
1
2г

.,с

.
3
2
.

上
の
﹁
俄
I
來
部
會
晤
問
答
﹂
に
添
附
さ
れ
た
﹁
譯
俄
I
�
來
法

�
譯
件
﹂
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
條
�
を
﹁
自
治
﹂
と
漢
譯
し
て
い
る
︒

こ
れ
が
精
確
に
い
つ
譯
さ
れ
た
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑

!
ø
(8
)
`
引
の
劉
鏡
人
の
�
面
と
對
比
し
て
︑
�
確
な
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
を
な
す
︒

(13
)

た
と
え
ば
﹁
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
5
4
-
0
2
-
0
1
9﹁
電
H
日
汪
代

表
・
H
俄
劉
公
I
竝
轉
H
歐
各
館
・
H
美
代
表
﹂
民
國
元
年
一
一
	

九
日
夜
十
鐘
︒

(14
)

!
揭
拙
稿
﹁﹁
�
權
﹂
の
生
成
と
﹁
宗
�
權
﹂﹂
︒

(15
)

｢
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
0
4﹁
總
長
與
俄
I
會
晤
問
答
一

件
﹂
民
國
元
年
一
一
	
三
〇
日
︒

(16
)

!
揭
拙
稿
︒

(17
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
0
7
﹁
陸
總
長
面
�
俄
I
條
件
六

件
﹂
民
國
元
年
一
二
	
一
七
日
︑
0
3
-
3
2
-
1
6
2
-
0
2
-
0
1
6﹁
陸
總
長
面

�
俄
I
蒙
K
稿
﹂
民
國
元
年
一
二
	
一
七
日
︒С

б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о

-

м
а
т
и
ч
еск

и
х
ъ
д
о
к
у
м
ен
т
о
в
ъ

,№

4
7
,Ку

р
п
е
н
ск
и
й
С
а
з
о

-

н
о
в
у

,те
л

.,
5д

е
к
а
б
р
я

,
1
9
1
2г

.,с

.
4
6
-
4
7
.

(18
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
1
1
﹁
總
長
會
晤
俄
國
參
贊
格
問

答
﹂
民
國
二
年
一
	
四
日
；
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
1
2﹁
陸
總
長
面
�
俄

I
條
件
五
款
﹂
民
國
二
年
一
	
一
一
日
︒С

б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а

-

т
и
ч
еск

и
х
ъ
д
о
к
у
м
ен
т
о
в
ъ

,№

5
0
,Ку

р
п
е
н
ск
и
й
С
а
з
о
н
о
в
у

,

т
е
л

.,
2
9д

е
к
а
б
р
я

,
1
9
1
2г

.,с

.
5
0
-
5
1
.

(19
)

そ
の
た
め
こ
の
案
を
客
觀
�
に
み
る
な
ら
︑
北
京
政
府
總
瓜
府
©

問
だ
っ
た
モ
リ
ソ
ン

(
G
e
o
rg
e
E
.
M
o
rriso
n
)
の
よ
う
に
︑﹁
永

久
に
失
わ
れ
た

(
fo
r
e
v
e
r
lo
st)﹂
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
中
國
の
權

利
の
復
活
と
み
な
し
て
も
當
然
だ
っ
た

(
L
o
H
u
i-m
in
,
e
d
.,
T
h
e

C
o
rresp
o
n
d
en
ce

o
f
G
.
E
.
M
o
rriso
n

1
9
1
2
-
1
9
2
0
,
V
o
l.2
,

C
a
m
b
rid
g
e
,
e
tc
.,
1
9
7
8
,
M
o
rriso
n
to
T
s̓
a
i
T
i̓n
g
-k
a
n
(蔡
廷

幹
)
,
Ju
n
e
2
,
1
9
1
3
,
p
.1
5
7
.
ま
た
中
見
!
揭
論
�
︑
一
〇
〇
頁
︑
同

﹁
一
九
一
三
年
の
露
中
宣
言
︱
︱
中
華
民
國
の
成
立
と
モ
ン
ゴ
ル
問

題
﹂
﹃
國
際
政
治
﹄
第
六
六
號
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
二
六
頁
)︒
し
か

し
こ
う
語
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
モ
リ
ソ
ン
自
身
が
總
瓜
府
の
©
問
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で
あ
り
な
が
ら
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
中
國
側
の
利
[
關
心
を
正
確

に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
別

稿
で
論
じ
た
い
︒

(20
)

中
見
!
揭
論
�
︑
一
一
二
～
一
二
〇
頁
︑
橘
!
揭
書
︑
三
三
三
～

三
六
五
頁
︒

(21
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
0
4﹁
總
長
與
俄
I
會
晤
問
答
﹂

民
國
元
年
一
一
	
三
〇
日
︒

(22
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
1
-
0
1
2﹁
總
長
會
晤
俄
國
參
贊
格
問

答
﹂
民
國
二
年
一
	
一
一
日
︒

(23
)

た
と
え
ば
︑
民
國
二
年
四
	
七
日
の
會
談
記
錄
に
は
︑
ク
ル
ペ
ン

ス
キ
ー
の
發
言
と
し
て
︑

｢地
方
自
治

a
u
to
n
o
m
ie
の
宗
旨
に
背
く
l
れ
ば
︑
本
國
政
府

*
可
す
る
能
は
ず
﹂

と
い
う
一
�
が
あ
る

(﹁
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
3
-
0
2
-
0
0
3﹁
總
長

會
晤
俄
庫
I
問
答
﹂
)︒
ロ
シ
ア
側
の
發
言
に
い
う
單
な
る

“
a
u
to
-

n
o
m
ie
”
を
︑
こ
と
さ
ら
﹁
地
方
自
治
﹂
と
譯
し
て
記
錄
に
殘
し
た

と
こ
ろ
が
重
�
で
あ
る
︒

な
お
﹁
地
方
自
治
﹂
と
い
う
漢
語
槪
念
︑
と
り
わ
け
そ
の
"
源
に

つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
黃
東
蘭
﹃
#
代
中
國
の
地
方
自
治
と
�

治
日
本
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
〇
三
～
一
〇
六
頁
を
參
照
︒

現
代
中
國
の
﹁
自
治
區
﹂
も
ふ
く
め
︑﹁
自
治
﹂
と
い
う
漢
語
槪
念

が
�
上
い
か
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
l
す
る
か
︑
そ
の
系
瓜
�
な
解

�
は
︑
む
し
ろ
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

(24
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
ъ
д
о
к
у
м
е
н
т
о
в
ъ

,№

4
0
,

К
у
р
п
е
н
ск
и
й
С
а
з
о
н
о
в
у

,те
л

.,
1
7н

о
я
б
р
я

,
1
9
1
2г

.,с

.
4
1
.

(25
)

そ
の
內
�
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
中
國
へ
の
�
慮
と
い
う
考
え
方

も
で
き
る
し
︑
ロ
シ
ア
政
府
內
の
方
針
が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
側

面
も
あ
ろ
う
︒
中
見
!
揭
論
�
︑
一
一
二
頁
は
︑
兩
者
の
差
衣
を
重

視
し
て
﹁
初
め
ロ
シ
ア
側
に
は
中
國
の
�
權

“су
в
е
р
е
н
и
т
е
т

”
を

*
め
う
る
餘
地
が
あ
っ
た
が
︑
露
蒙
協
定
の
成
立
で
︑
そ
れ
を
宗
�

權

“сю
з
е
р
е
н
и
т
е
т

”
へ
と
向
け
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
︒
ま
た
同

!
揭
﹁
モ
ン
ゴ
ル
の
獨
立
と
國
際
關
係
﹂
九
六
頁
も
參
照
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
外
�
�
書
を
F
觀
し
た
か
ぎ
り
で
指
摘
で
き
る

の
は
︑
や
は
り
槪
念
の
問
題
で
あ
る
︒
小
稿
で
営
べ
る
!
後
の
經
雲

か
ら
み
て
︑
ロ
シ
ア
と
し
て
は
︑
少
な
く
と
も
一
九
一
三
年
五
	
末

の
時
點
ま
で
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
﹁
自
治
﹂
を
保
證
す
べ
く
︑
中
國
と
の

具
體
�
な
關
係
を
決
め
て
お
い
た
う
え
で
︑
な
お
か
つ
中
國
か
ら
離

脫
﹁
獨
立
﹂
を
し
な
い
よ
う
に
規
定
す
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
︑
そ
れ

が
モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
中
國
のс

ю
з
е
р
е
н
и
т
е
т

で
あ
ろ
う
とс

у
в
е

-

р
е
н
и
т
е
т

で
あ
ろ
う
と
︑
實
質
上
さ
し
た
る
頓
着
は
な
か
っ
た
︑
と

い
う
の
が
む
し
ろ
眞
相
に
#
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
兩
者
い
ず
れ

も
外
來
語

(
フ
ラ
ン
ス
語
)
で
あ
り
︑
元
來
の
語
義
か
ら
し
て
も
︑

區
別
の
つ
き
に
く
い
y
語
槪
念
で
あ
っ
た

(
!
揭
拙
稿
︑
二
一
〇
～

二
一
一
頁
)
︒
後
ø
(
37
)
に
引
く
ネ
ラ
ト
フ
の
發
言
も
︑
そ
う
し
た

�
�
の
ほ
う
が
整
合
�
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
ロ
シ
ア

L
體
の
傾
向
か
ら
み
れ
ば
︑
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
の
感
覺
は
や
は
り
衣

例
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒

(26
)

橘
!
揭
書
︑
三
三
六
～
三
三
九
頁
︒

(27
)

!
揭
拙
稿
︑
一
八
七
～
一
八
八
頁
︒

(28
)

А
р
х
и
в
в
н
е
ш
н
е
й
п
о
л
и
т
и
к
и
Р
о
сси

й
ск
о
й
и
м
п
е
р
и
и

,ф

.
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К
и
т
а
е
й
с
к
и
й
с
т
о
л

,
1
9
1
3г

.,д

.
6
6
0
,те

л

.К
о
р
о
с
т
в
е
ц
а

,№

8
2
4
,
1
8а

п
р
е
л
я

,
1
9
1
3г

.,л

.
7
4
.

(29
)

こ
の
�
電
に
關
わ
る
モ
ン
ゴ
ル
側
と
の
折
衝
に
つ
い
て
は
︑И

.

Я
.К

о
р
о
с
т
о
в
е
ц

,Д
е
в
я
т
ь
м
е
с
я
ц
е
в
в
М
о
н
г
о
л
и
и

:Д
н

-

ев
н
и
к
р
у
сск

о
го

у
п
о
л
н
о
м
о
ч
ен
н
о
го

в
М
о
н
го
л
и
и
,
А
в
гу
ст

1
9
1
2
-М

а
й

1
9
1
3г

.,Со
ст
а
в
и
т
е
л
ь

:О.
Б
а
т
са
й
х
а
н

,Ул
а

a-

н
б
а

aт

aр

,
2
0
0
9
,с

.
3
6
4
を
參
照
︒

(30
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
ъ
д
о
к
у
м
е
н
т
о
в
ъ

,№

6
8
,

К
о
р
о
ст
в
е
ц
ъ
С
а
з
о
н
о
в
у

,те
л

.,
3
0а

п
р
е
л
я

,
1
9
1
3г

.,с

.
6
1
.

｢名
目
�
﹂
に
ひ
と
し
い
﹁
法
律
�
﹂
と
い
う
含
1
は
︑
コ
ロ
ス

ト
ヴ
ェ
ツ
の
モ
ン
ゴ
ル
政
權
總
理
大
臣
ナ
ム
ナ
ン
ス
レ
ン

(Тө
г
с

-

О
ч
и
р
ы
н
Н
а
м
н
а
н
с
ү
р
эн

)
あ
て
書
N
︑
共
戴
三
年
三
	
二
十
四

日

(一
九
一
三
年
四
	
二
九
日
)
に
︑
そ
の
﹁
宗
�
權
﹂
を
﹁
た
だ

規
則
の
よ
う
な
名
目
�
な
も
の

(дү
р
э
м
м
э
т
н
э
р
т
ө
д
и
й
х
ө
н

)

と
し
て
定
め
﹂
と
表
現
し
た

(М
о
н
го
л
У
л
сы
н
Ү
н
д
эсн

и
й
Т
ө
в

А
р
х
и
в

,Ф

A
4
-Д

1
-ХН

1
6
0
,
y
e
k
e
o
ru
s
u
lu
s-u
n
b
ü
rin
e
rk
e

b
a
riq
u
e
lc
in
sa
y
id
-u
n
b
ic
ig
.
こ
の
�
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑
橘

Û
氏
の
示
敎
を
え
た
︒
記
し
て
謝
1
を
あ
ら
わ
す
)
と
こ
ろ
か
ら
も

裏
づ
け
ら
れ
る
︒
ま
た
橘
!
揭
書
︑
三
四
二
頁
も
參
照
︒

(31
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
ъ
д
о
к
у
м
е
н
т
о
в
ъ

,№
6
8
,

К
о
р
о
с
т
в
е
ц
ъ
С
а
з
о
н
о
в
у

,те
л

.,
3
0а

п
р
е
л
я

,
1
9
1
3г

.,с

.
6
1
.

К
о
р
о
ст
о
в
е
ц

,Дев
я
т
ь
м
еся

ц
ев

,с

.
3
7
4
.

(32
)

Т
а
м
ж
е

,с

.
3
7
5
-
3
7
6
.﹁
諸
公
﹂
と
は
︑
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政

權
の
總
理
大
臣
ナ
ム
ナ
ン
ス
レ
ン
・
外
務
大
臣
ハ
ン
ダ
ド
ル
ジ

(М
и
ж
и
д
д
о
р
ж
и
й
н
Х
а
н
д
д
о
р
ж

)
を
指
す
︒

(33
)

橘
Û
﹁
モ
ン
ゴ
ル
﹁
獨
立
﹂
を
め
ぐ
る
W
譯
槪
念
︱
︱
自
治
か
︑

獨
立
か
﹂
!
揭
拙
%
﹃
宗
�
權
の
世
界
�
﹄
`
收
︑
二
四
四
︑
二
四

五
頁
︑
同
!
揭
書
︑
三
四
一
～
三
四
二
︑
三
四
五
︑
三
四
七
頁
︒

(34
)

К
о
р
о
ст
о
в
е
ц

,Дев
я
т
ь
м
еся

ц
ев

,с

.
3
5
6
.

(35
)

た
と
え
ば
︑
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
の
後
任
と
し
て
フ
レ
ー
に
H
在
し

た
ミ
ル
レ
ル
が
︑
露
中
宣
言
成
立
直
後
に
そ
れ
を
モ
ン
ゴ
ル
側
に

F
吿
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
一
九
一
三
年
一
一
	
一
六
日
附
報
吿

(Кр
а
с
н
ы
й
а
р
х
и
в

:ис
т
о
р
и
ч
е
с
к
и
й
ж
у
р
н
а
л

,т

.
3
7
,
1
9
2
9
,

М
и
л
л
е
р
К
у
р
п
е
н
с
к
ю

,те
л

.№

3
0
4
,
3н

о
я
б
р
я

,
1
9
1
3г

.,с

.

2
2
)
は
︑
そ
の
典
型
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
橘
!
揭

書
︑
三
四
三
～
三
四
四
頁
も
參
照
︒

(36
)

К
о
р
о
ст
о
в
е
ц

,Дев
я
т
ь
м
еся

ц
ев

,с

.
3
9
7
-
3
9
8
.

(37
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
ъ
д
о
к
у
м
е
н
т
о
в

,№

9
3
,

Н
е
р
а
т
о
в
ъ
К
у
р
п
е
н
с
к
ю

,те
л

.,
2
2се

н
т
я
б
р
я

,
1
9
1
3г

.,с

.
8
0
.

こ
の
引
用
�
でт

е
р
р
и
т
о
р
и
я

を
あ
え
て
﹁
領
土
﹂
と
譯
し
て
い
な

い
の
は
︑
ネ
ラ
ト
フ
の
含
1
が
そ
う
と
は
斷
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
か
れ
個
人
の
﹁
宗
�
權
﹂
理
解
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
︑
ま

た
﹁
宗
�
權
﹂
槪
念
じ
た
い
の
多
義
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
て
︑

い
っ
そ
う
の
考
察
を
必
�
と
す
る
︒

(38
)

С
б
о
р
н
и
к
ъ
д
и
п
л
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
ъ
д
о
к
у
м
е
н
т
о
в
ъ

,№

8
9
,

Н
е
р
а
т
о
в
ъ
К
у
р
п
е
н
ск
ю

,те
л

.,
1
1се

н
т
я
б
р
я

,
1
9
1
3г

.,с

.
7
6
.

(39
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
4
-
0
1
-
0
0
2
﹁
上
大
總
瓜
�
﹂
民
國
三
年

一
	
一
七
日
︒

(40
)

N
o
rth
C
h
in
a
D
a
ily
N
ew
s,Ju
n
e
2
,
1
9
1
4
,
“
In
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
f

M
o
n
g
o
lia
.”
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(41
)

М
еж

д
у
н
а
р
о
д
н
ы
е
о
т
н
о
ш
ен
и
я
в
эп
о
х
у
и
м
п
ер
и
а
л
и
з

-

м
а

:до
к
у
м
е
н
т
ы
и
з
а
р
х
и
в
о
в
ц
а
р
с
к
о
г
о
и
в
р
е
м
е
н
н
о
г
о

п
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
т
в

1
8
7
8
-
1
9
1
7
,С

е
р
и
я

III
:
1
9
1
4
-
1
9
1
7
,
1
0т

.,

1
9
3
1
-
1
9
3
8
,М

о
ск
в
а

,т

.
3
,Н

е
р
а
т
о
в
Г
р
а
в
е

,те
л

.№

1
0
3
7
,
2
2

м
а
я

,
1
9
1
4г

.,с

.
1
8
5
-
1
8
6
.

(42
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
1
-
0
1
-
0
2
4﹁
政
事
堂
摘
報
一
件
﹂
民
國

三
年
六
	
一
〇
日
︒

(43
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
7
-
0
2
-
0
0
8﹁
收
赴
恰
議
K
畢
陳
專
I
電
﹂

民
國
三
年
九
	
一
七
日
︒

な
お
こ
の
﹁
宗
�
權
﹂
と
い
う
漢
語
は
︑
第
二
囘
會
議
の
モ
ン
ゴ

ル
側
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
“хэ

м
ж
э
э
т
э
й
г
э
э
р
э
з
э
р
х
э
х

”
(制
限
附

で
荏
�
す
る
)
あ
る
い
は
“хэм

ж
ээт
эй
г
ээр

эз
эр
х
эх
эр
х

”
(制

限
附
で
荏
�
す
る
權
)
と
表
記
さ
れ
て
お
り
︑
も
ち
ろ
ん
モ
ン
ゴ
ル

側
に
�
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

(Хя
т
а
д
,
О
р
о
с,
М
о
н
-

го
л
гу
р
в
а
н
у
л
сы
н

1
9
1
5о
н
ы
Х
и
а
гт

ы
н
гэр

ээ

(Өд
ө
р
т
у
-

т
м
ы
н
т
эм

д
эгл

эл

)
,Эм
х
э
т
г
э
ж
т
а
й
л
б
а
р
б
и
ч
сэ
н
О

.Ба
т
-

с
а
й
х
а
н

,Ул
а
а
н
б
а
а
т
а
р

,
1
9
9
9
,
2
7д

а
х
ь
т
а
л

)︒
モ
ン
ゴ
ル
側

の
會
議
錄
と
そ
の
表
記
に
つ
い
て
は
︑
橘
Û
氏
の
示
敎
を
え
た
︒
記

し
て
謝
1
を
表
す
︒

(44
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
7
4
-
0
1
-
0
0
4﹁
恰
克
圖
會
議
錄

第
四
�

會
議
錄
﹂︒
な
お
﹁
草
案
﹂
四
ヵ
條
の
趣
旨
お
よ
び
議
論
の
槪
略
は
︑

張
Þ
雄
!
揭
書
︑
二
〇
〇
頁
を
參
照
︒

(45
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
7
-
0
2
-
0
0
8﹁
致
畢
陳
專
I
電
﹂
民
國
三

年
九
	
一
七
日
︒

(46
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
7
-
0
2
-
0
0
9﹁
總
長
會
晤
俄
庫
I
問
答
﹂

民
國
三
年
九
	
一
八
日
︒

(47
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
7
4
-
0
1
-
0
0
5
﹁
恰
克
圖
會
議
錄

第
五
�

會
議
錄
﹂
︒

(48
)

こ
の
表
現
は
︑
田
中
克
彥
﹃
草
原
の
革
命
家
た
ち
︱
︱
モ
ン
ゴ

ル
獨
立
へ
の
E
﹄
增
補
改
訂
版
︑
中
公
怨
書
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
五

頁
よ
り
拜
借
し
た
︒
同
上
が
示
唆
す
る
ロ
シ
ア
側
の
モ
ン
ゴ
ル
に
對

す
る
*
識
・
�
價
は
︑
お
そ
ら
く
中
國
側
の
記
錄
に
據
っ
た
う
え
で

の
敍
営
で
あ
る
た
め
︑
な
お
再
考
の
餘
地
が
あ
る
︒
﹁
宗
�
權
﹂﹁
自

治
﹂
に
對
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
W
譯
槪
念
が
︑
ロ
シ
ア
と
も
中
國
と
も

衣
な
り
︑
わ
れ
わ
れ
も
�
F
に
想
"
す
る
1
味
內
容
で
解
し
て
い
な

い
事
態
を
︑
ロ
シ
ア
側
が
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

(49
)

｢
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
7
4
-
0
1
-
0
0
7﹁
恰
克
圖
會
議
錄

第
七
�

會
議
錄
﹂︒

(50
)

!
揭
拙
%
﹃
宗
�
權
の
世
界
�
﹄
を
參
照
︒

(51
)

｢
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
7
4
-
0
1
-
0
0
7﹁
恰
克
圖
會
議
錄

第
七
�

會
議
錄
﹂︒

(52
)

そ
れ
ぞ
れ
に
相
當
す
る
ロ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
は
︑Х

я
т
а
д
,

О
р
о
с,
М
о
н
го
л
гу
р
в
а
н
у
л
сы
н

1
9
1
5о

н
ы
Х
и
а
гт

ы
н
гэр

ээ

,

3
3
4д

а
х
ь
т
а
л

に
よ
る
︒﹁
單
離
﹂
は
熟
さ
な
い
漢
語
表
現
だ
が
︑

﹁
獨
立
﹂
﹁
離
脫
﹂
と
ま
で
は
い
わ
ず
に
︑
そ
れ
に
#
い
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
表
現
し
よ
う
と
し
た

用

字

ワ
ー
デ
ィ
ン
グ

だ
と
み
ら
れ
る
︒
﹁
領
土
﹂
﹁
自
�
﹂

は
補
足
に
お
よ
ぶ
ま
い
︒
露
�
テ
キ
ス
ト
の
y
語
は
︑
い
ず
れ
も
別

の
漢
語
で
十
分
に
W
譯
表
現
で
き
る
措
辭
だ
ろ
う
︒

(53
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
7
4
-
0
1
-
0
0
9
﹁
恰
克
圖
會
議
錄

第
九
�

會
議
錄
﹂
︒
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(54
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
7
-
0
2
-
0
2
0﹁
收
外
蒙
會
議
畢
陳
專
I
電
﹂

民
國
三
年
九
	
二
七
日
︒

な
お
引
用
�
に
い
う
﹁
咸
豐
以
!
﹂
の
﹁
條
K
﹂
と
は
︑
一
八
五

八
年
の
天
津
條
K
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
﹁
洋
�
﹂
つ
ま
り
ロ
シ
ア
語
テ

キ
ス
ト
は
︑
た
し
か
に
“Бо

гд
о
х
а
н

”
を
用
い
て
︑
漢
�
・
滿
洲
�

の
﹁
皇
&

(
h
ū
w
a
n
g
d
i)﹂
號
に
あ
て
て
い
る

(黛
秋
津
・
�
	
直

人
・
岡
本
隆
司
﹁
東
西
の
君
�
號
と
秩
序
觀
念
﹂︑
!
揭
拙
%
﹃
宗

�
權
の
世
界
�
﹄
`
收
︑
一
四
五
～
一
四
六
頁
を
參
照
)︒

(55
)

｢外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
8
-
0
1
-
0
0
3﹁
收
恰
克
圖
畢
陳
專
I
電
﹂

民
國
三
年
一
〇
	
二
日
︒

(56
)

た
と
え
ば
︑﹁
外
�
檔
案
﹂
0
3
-
3
2
-
1
6
7
-
0
2
-
0
1
1﹁
祕
書
劉
符
Û

赴
俄
館
晤
俄
庫
I
問
答
﹂
民
國
三
年
九
	
二
二
日
を
參
照
︒

(57
)

М
еж

д
у
н
а
р
о
д
н
ы
е
о
т
н
о
ш
ен
и
я
в
эп
о
х
у
и
м
п
ер
и
а
л
и
з
м
а

,

т

.
6
,ч

.
2
,с

.
4
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MONGOLIAʼS “INDEPENDENCE” AND WESTERN CONCEPTS

TRANSLATED INTO CHINESE WITH SPECIAL REFERENCE TO

THE NEGOTIATIONS PRIOR TO THE KIAKHTA TREATY OF 1915

OKAMOTO Takashi

This paper aims to examine the diplomatic negotiations relating to Mongoliaʼs

“independence” and international status after the 1911 Revolution and clarifying the

Chinese notion of the world order and its transformation.

I first trace the process of the tripartite negotiations between Mongolia, Russia

and China from the conclusion of the Russo-Mongolian Agreement in 1912 to the

Kiakhta Treaty in 1915. Secondly, I focus on the language and actions of the

Chinese and reexamine the correlation between Chinese interests and wording in

the negotiations by chiefly conducting an special analysis of some Western concepts

translated into Chinese, such as zizhu 自&/zizhi 自治 [independence/autonomy],

zhuquan &權/zongzhuquan 宗&權 [sovereignty/suzerainty], lingtu 領土/fanshu

藩屬 [territory/ dependency], and so on.

As a result, I clarify that although Russia and China recognized Outer

Mongoliaʼs autonomy as a Chinese territory and Mongolia recognized Chinaʼs

suzerainty in the treaty, both the Chinese and the Mongols were dissatisfied and

imposed their own interpretations on such concepts as zongzhuquan [suzerainty],

zizhi [autonomy], and so on. In addition, I point out that this not only necessitated

Chinaʼs investiture, cefeng 册封, of “Bogd Khaan” and the abolition of Outer

Mongoliaʼs autonomy only a few years later in 1919, but also brought about the

conditions leading to the Mongolian Revolution in 1921.

This historical process cannot be said to be unrelated to the concepts of

“sovereignty” and “territorial integrity” that govern foreign relations in contempo-

rary China. It can be regarded as a key source in examining the formation of

nationalism in China and surrounding countries.
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