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尖
閣
諸
島
問
題
、
こ
じ
れ
た
原
因
は

　

│
昨
年
、
本
格
的
な
政
権
交
代
が
実
現
し
て
、
鳩
山

民
主
党
政
権
の
下
で
日
米
関
係
が
か
な
り
迷
走
し
ま
し
た
。

２
０
１
０
年
６
月
に
菅
政
権
が
発
足
し
、
問
題
先
送
り
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
日
米
間
の
緊
張
も
一
時
的
に
収
ま
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
９
月
に
な
っ
て
、
尖
閣
沖
で
の
中

国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
の
衝
突
事
件
が
起
き
て
、

突
如
と
し
て
日
中
関
係
が
揺
ら
い
で
い
ま
す
。

　

こ
の
衝
突
事
件
を
機
に
揺
れ
る
日
中
関
係
を
ど
の
よ
う

に
分
析
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

　

朱　

私
は
、
今
回
の
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
日
中
関
係
の

最
近
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
関
係
は
、
日
本
側
の
国
内
要
因

と
し
て
、民
主
党
が
初
め
て
本
格
的
に
政
権
を
取
っ
て
、そ

の
中
で
外
交
に
関
し
て
、
今
ま
で
の
蓄
積
に
つ
い
て
の
継

承
と
理
解
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

の
処
理
に
お
い
て
熟
練
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
前
研
一
さ
ん
が
最
近
、
尖
閣
諸
島
問
題
が
こ
じ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
民
主
党
と
自
民
党
と
の
比
較
で
書
い
て

い
ま
す
。
彼
が
言
う
に
は

│
も
ち
ろ
ん
当
然
、
民
主
党

も
自
民
党
も
「
尖
閣
は
日
本
の
領
土
だ
」
と
い
う
立
場
で

進
め
よ
う
と
す
る
点
で
、
こ
れ
は
変
わ
り
は
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も

│
、
今
ま
で
の
自
民
党
外
交
は
「
二
枚
舌
」

を
う
ま
く
使
っ
て
き
た
。
国
内
向
け
に
は
、
世
論
や
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
も
あ
る
の
で
、「
尖
閣
は
日
本
の
固
有
領
土
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で
、
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と
言
う
一
方
、
外
交
的
に
は

あ
る
程
度
の
配
慮
を
し
、
今
ま
で
暗
黙
の
了
解
も
重
ね
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
民
主
党
政
権
は
、
裏
表
が
使
い
分
け
で

き
な
い
。

　

│
そ
う
で
す
ね
。

　

朱　

国
際
政
治
は
正
面
か
ら
抗
議
し
て
交
渉
で
き
な
い

こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る

十
分
な
理
解
が
な
い
こ
と
と
、
政
治
主
導
が
よ
い
一
面
も

あ
れ
ば
、
機
微
に
配
慮
す
る
よ
う
な
外
交
交
渉
は
、
中
国

の
事
情
を
知
り
、
今
ま
で
中
国
と
長
年
の
交
流
を
も
っ
て

き
た
プ
ロ
で
あ
る
外
交
官
の
知
恵
が
必
要
で
す
け
れ
ど
も
、

（
民
主
党
政
権
下
で
は
）そ
の
部
分
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い

一
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

│
一
言
で
言
う
と
、「
外
交
の
ゲ
ー
ム
」
に
な
っ
て
な

か
っ
た
わ
け
で
す
か
。
ま
さ
に
中
国
が
戦
略
的
思
考
を
す

る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
は
戦
略
的
思
考
が
な
い
と
日
本

国
民
も
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
回
に
限
っ
て
、
中
国
が
日
本
外
交
は
方

針
転
換
し
た
の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
た
と
い
う
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
普
段
の
意
思
疎
通
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

朱　

大
き
な
背
景
と
し
て
、
中
国
側
は
数
年
前
に
比
べ

れ
ば
、
か
な
り
強
い
立
場
で
出
て
く
る
、
そ
う
い
う
一
面

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の
部
分
が
日
本

国
内
で
は
唐
突
に
、
あ
る
い
は
高
圧
的
に
見
え
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
、実
際
は
中
国
は
こ
こ
数
年
、特

に
国
際
金
融
危
機
、
そ
の
前
後
で
世
界
に
お
け
る
地
位
が

明
ら
か
に
上
が
っ
て
、
欧
米
に
対
し
て
も
す
で
に
そ
の
よ

う
な
強
い
立
場
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
を
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、

日
本
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
駐
在
の
外
交
官
が
帰
国
し
て
、
１

年
ほ
ど
前
に
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
し
て
く
れ
た
話
を
、
今
思

い
出
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
中
国
外
交
の

影
響
力
が
す
ご
く
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ワ
シ
ン

ト
ン
に
い
れ
ば
も
う
よ
く
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
国

内
は
依
然
と
し
て
、
古
い
認
識
で
中
国
を
見
て
い
る
ん
で

す
ね
。

　

│
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
国
側
の
方
で
、
力
の
見

せ
方
や
周
り
へ
の
配
慮
も
含
め
て
、
そ
こ
も
外
交
と
し
て

や
ら
な
い
と
、
相
手
に
対
す
る
誤
解
は
増
え
る
わ
け
で
す
。
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例
え
ば
今
回
、
漁
船
の
船
長
が
、
日
本
側
で
ど
う
受
け

止
め
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、「
こ
れ
は
民
兵
に
違
い
な
い
」

と
い
う
説
が
あ
る
わ
け
で
す
。
後
ろ
に
解
放
軍
が
必
ず
い

て
、
や
ら
せ
た
ん
だ
と
受
け
止
め
て
い
る
人
た
ち
が
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
２
０
０
９
年
以

降
、
中
国
側
の
国
際
政
治
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
日
本

側
か
ら
見
る
と
強
圧
的
だ
と
思
え
る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
同
じ
く
２
０
０
９
年
の
地
球
温
暖
化
に
関
連
し

た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
15
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
の
中
国
の
対
応
、
こ

れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
も

含
め
て
、「
中
国
は
強
く
な
る
と
、
や
は
り
こ
う
な
る
ん

だ
」
と
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
に
対
し
て
欧
米
の

メ
デ
ィ
ア
も
含
め
て
「
中
国
は
ご
う
慢
だ
」
と
批
判
し
ま

し
た
が
、
ま
た
そ
う
い
う
態
度
が
出
て
き
て
い
る
ん
だ
と

い
う
受
け
止
め
方
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
日
本
側
か
ら
言
う
と
、
中
国
人
民

解
放
軍
の
海
軍
の
最
近
の
行
動
を
見
る
と
、
２
０
1
０
年

４
月
、
10
隻
の
海
洋
艦
隊
が
連
ね
て
沖
ノ
鳥
島
ま
で
来
て

演
習
を
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

こ
と
も
含
め
て
、
国
民
世
論
が
な
ぜ
敏
感
に
反
応
し
て
し

ま
う
か
と
い
う
と
、「
そ
こ
に
は
中
国
の
何
か
見
え
な
い
意

図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
の
で
す
。
中
国
は

長
い
時
間
的
な
視
点
か
ら
、
20
年
、
30
年
後
を
に
ら
ん
で
、

徐
々
に
膨
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
尖
閣
事
件
は
そ
う
い

う
雰
囲
気
が
あ
る
中
で
起
き
た
事
件
と
い
う
こ
と
で
、「
こ

れ
は
戦
略
的
意
図
が
あ
る
ん
だ
」
と
。
例
え
ば
、
南
シ
ナ

海
の
問
題
も
、
関
係
各
国
、
東
南
ア
ジ
ア
の
各
国
が
中
国

と
対
立
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
あ
あ
い
う
形
で
既
成
事

実
化
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
え
る
わ
け
で
す
。
中

国
が
国
際
政
治
で
、
責
任
あ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
地

位
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
中
国
自
身
が
、
よ
く

考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
。

日
本
側
の
問
題
点

　

朱　

中
国
の
話
に
入
る
前
に
、
日
本
側
の
考
え
方
、
発

想
の
違
い
と
い
う
問
題
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
ん
で
す
が
、

一
つ
は
、
今
回
の
事
件
で
日
本
は
最
初
か
ら
「
ど
う
も
こ

れ
は
解
放
軍
が
裏
に
い
て
、
民
兵
が
動
い
た
」、
と
い
う
よ

う
な
判
断
は
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
中
国
の
動

き
は
全
部
、
戦
略
的
な
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
あ
る
。
で
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も
、
今
度
の
事
件
は
日
本
が
中
国
の
動
き
に
つ
い
て
、
10

年
、
20
年
先
ま
で
考
え
た
戦
略
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
あ

る
も
の
と
、
漁
船
の
行
動
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
簡
単

に
リ
ン
ケ
ー
ジ
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

今
の
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
、
特
に
テ
レ
ビ
が
本
当
に
問
題

だ
と
感
じ
る
の
は
、
ど
ん
な
話
で
も
、
問
題
の
両
面
に
触

れ
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
が
、そ
れ
が
な
い
の
で
す
。特

に
テ
レ
ビ
に
な
る
と
、
一
方
的
に
あ
る
見
方
を
示
す
た
め

に
、
複
雑
な
事
実
を
か
い
つ
ま
ん
で
、
有
利
な
も
の
だ
け

で
結
論
に
持
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な

話
が
積
み
重
な
っ
て
相
手
を
見
る
と
、
結
果
的
に
判
断
を

誤
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
事
件
が
起
き
て
か
ら
長
い
間
、「
中
国
の
工
作
船

で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
、
ビ
デ
オ
が

公
開
さ
れ
て
、こ
の
船
が
ま
さ
に
こ
う
だ
と
。
し
か
し
、そ

れ
以
上
の
話
は
、
今
の
両
国
関
係
を
考
え
て
言
わ
な
く

な
っ
た
。
実
は
、
こ
れ
は
船
長
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
や
っ
た

こ
と
な
ん
で
す
ね
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
や
っ
た
こ
と
と
、
軍

や
民
兵
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
日

本
国
内
で
は
「
ど
う
も
中
国
の
動
き
は
絶
対
何
か
意
図
が

あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

も
う
１
点
は
日
本
国
内
の
事
情
で
、
か
つ
て
の
自
民
党

政
権
と
今
の
民
主
党
政
権
と
の
違
い
で
は
な
く
、
バ
ブ
ル

崩
壊
後
、
全
般
的
に
徐
々
に
自
信
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
さ
ら
に
、
今
年
は
日
中
の
Ｇ
D
Ｐ
逆
転
が
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
、
円
高
で
、
本
当
に
逆
転
す

る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
な
る
と
、
や
は
り

中
国
に
対
し
て
の
見
方
が
複
雑
で
感
情
的
な
も
の
が
入
っ

て
き
て
、
そ
れ
が
余
計
、
相
手
を
悪
い
方
向
に
解
釈
し
て

し
ま
う
の
で
す
ね
。

転
換
点
に
来
て
い
る
中
国
外
交

　

朱　

中
国
側
の
事
情
で
す
け
れ
ど
も
、
全
般
的
に
今
の

中
国
外
交
も
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
転
換
点
に
来
て
い
る
と
私

は
思
う
ん
で
す
。
鄧
小
平
さ
ん
か
ら
は
、
特
に
１
９
８
０

年
代
、
天
安
門
事
件
の
後
、「
韜と

う

光こ
う

養よ
う

晦か
い

」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
言
葉
自
体
は
、「
鷹
が
爪
を
隠
し
て
、
い
つ
か
強

い
と
き
に
な
っ
て
ま
た
見
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
け
れ

ど
も
、
本
当
の
意
味
は
、
外
交
と
は
先
頭
に
立
っ
て
い
ろ

い
ろ
ガ
ン
ガ
ン
と
や
る
の
で
は
な
く
、ま
あ
と
ぼ
け
て
、和
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気
あ
い
あ
い
と
、そ
れ
よ
り
国
内
の
発
展
に
没
頭
す
る
、こ

う
い
う
の
が
本
意
な
ん
で
す
ね
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
ま
で
の
20
、
30
年
間
は
、
外
と
対

決
せ
ず
に
問
題
が
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
我
慢
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
１
、
２
年
、
中
国
の
中
で
、
こ
の
ま
ま

で
よ
い
の
か
と
い
う
気
運
が
出
て
き
て
、
今
、
中
国
の
外

交
方
針
が
数
年
前
か
ら
、「
韜
晦
路
線
は
継
続
す
る
け
れ
ど

も
、
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
積
極
的
に
言
う
べ

き
」と
い
う
表
現
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。そ

の
二
つ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
に
つ
い
て
、
今
の
中

国
外
交
に
一
定
の
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
事
実
で
す
。

　

例
え
ば
、
南
シ
ナ
海
に
対
し
て
「
核
心
利
益
」
と
い
う

表
現
を
こ
の
春
に
使
っ
た
ん
で
す
ね
。「
核
心
利
益
」と
い

う
言
葉
は
、
今
ま
で
中
国
は
主
に
台
湾
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど

に
使
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
外
国
の
方
も
あ
る
程

度
理
解
は
し
て
、
こ
の
部
分
は
中
国
の
核
心
利
益
で
、
譲

れ
な
い
ん
だ
と
、
み
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
南
シ
ナ
海
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
今

ま
で
の
中
国
は
、
島
や
領
海
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
主
張
で
あ
っ
て
も
、
紛
争
を
棚
上
げ
に
す
る
と
か
、
共

同
開
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
主
張
で
は
な
い
部

分
も
容
認
し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を「
核
心
利
益
」

と
い
う
表
現
を
使
う
と
、す
な
わ
ち
「
絶
対
に
譲
ら
な
い
」

と
い
う
ふ
う
に
、
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
そ
こ
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
東
南
ア
ジ
ア
も
ア
メ
リ
カ
も
警
戒
す
る
の
で
す

が
、「
中
国
は
『
核
心
利
益
』
を
使
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

今
ま
で
の
政
策
を
変
え
て
譲
ら
な
い
、
妥
協
し
な
い
と
考

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
米
国
防
総
省
の
ゲ
イ
ツ
国

防
長
官
が
受
け
止
め
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
外

の
声
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
と
、
今
の
中
国
は
こ
の

表
現
を
や
め
た
ん
で
す
。
す
で
に
ア
メ
リ
カ
側
に
、
こ
の

表
現
は
も
う
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
に
伝
え
て
、
現

実
に
こ
こ
数
カ
月
、
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
も
当
面
は
使
わ

な
い
ん
で
す
ね
。

　

や
は
り
、
中
国
は
強
く
な
っ
て
き
て
、
み
ん
な
も
と
も

と
神
経
を
と
が
ら
し
て
い
る
と
き
に
、
中
国
の
こ
う
い
う

慎
重
で
は
な
い
表
現
、
行
動
が
あ
る
と
、
余
計
、
外
の
人

が
恐
怖
感
あ
る
い
は
圧
迫
感
を
感
じ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
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が
あ
る
の
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
中
国
外
交
は
す
で
に
拡
張
主
義
の
方
に

行
っ
て
、
高
圧
的
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
と

は
思
い
ま
せ
ん
。
第
一
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
幾
つ
か

の
こ
と
で
も
、
中
国
に
は
先
進
国
の
立
場
と
途
上
国
と
し

て
の
立
場
の
微
妙
さ
が
あ
り
ま
す
。
中
国
に
言
わ
せ
れ
ば
、

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
会
議
で
中
国
よ
り
も
っ
と
強
硬
だ
っ
た

の
は
イ
ン
ド
で
す
。
中
国
は
む
し
ろ
、
途
上
国
と
先
進
国

の
間
の
ま
と
め
役
を
務
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ど
う

も
問
題
の
厳
し
さ
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
ど
ち

ら
側
か
ら
も

│
先
進
国
か
ら
見
れ
ば
、「
中
国
は
は
っ
き

り
と
何
か
示
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
」。中
国
が
途
上
国
を

ま
と
め
よ
う
と
し
て
、中
国
が
先
に
「
こ
う
す
る
」
と
言
っ

た
ら
、
ほ
か
の
途
上
国
か
ら
は
「
あ
な
た
は
裏
切
っ
た
」

と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
部
分
が
一
つ
あ
っ

た
。

　

│
先
ほ
ど
朱
さ
ん
が
、
今
、
中
国
は
国
力
も
大
き
く

な
っ
て
き
て
、
ま
さ
に
外
交
が
転
換
点
に
来
て
い
る
、
ま

た
「
韜
光
養
晦
」
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
実
際
、

今
、
日
本
の
中
国
研
究
者
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
２
０

０
９
年
７
月
に
全
世
界
か
ら
大
使
を
集
め
た
と
き
に
胡
錦

濤
さ
ん
が
講
話
を
し
て
、「
堅
持
韜
光
養
晦
、
有
所
作
為
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
言
っ
た
意
味
で
す
。
こ
の
こ
と
は

ま
さ
に
今
ま
で
の
中
国
外
交
の
転
換
な
ん
だ
、
そ
う
い
う

ふ
う
に
理
解
す
る
人
が
多
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

実
際
そ
の
後
に
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
会
議
、
あ
る
い
は

沖
ノ
鳥
島
沖
へ
の
10
隻
の
艦
隊
の
演
習
と
か
、「
核
心
利

益
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
よ

り
明
確
に
、「
下
地
は
も
う
あ
る
ん
だ
。
あ
る
戦
略
意
図
で

動
き
始
め
た
ん
だ
」
と
い
う
受
け
止
め
方
が
あ
る
。

　

そ
の
中
で
、
い
ろ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
と
、「
や
は
り

中
国
は
横
暴
だ
っ
た
」
と
な
る
。
例
え
ば
こ
の
前
の
ノ
ー

ベ
ル
賞
の
劉
暁
波
さ
ん
と
奥
さ
ん
に
対
す
る
扱
い
は
、
日

本
も
含
め
て
、
民
主
主
義
と
い
う
価
値
観
を
持
っ
て
い
る

国
か
ら
す
る
と
、「
そ
れ
は
少
し
違
う
」
と
批
判
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
決
し
て
不
当
な
批
判
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
中

国
が
世
界
か
ら
容
認
さ
れ
る
大
国
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
は
考
え
を
改
め
な
く
て
は
い
け
な
い
部
分

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
部
分
を
考
え
る
と
、
ま
さ
に

「
下
心
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
い
う
の
が
ま
ず
あ
る
と
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い
う
こ
と
で
、
今
回
の
事
件
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
に
権
力

内
部
の
事
情
と
の
関
連
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
２

０
１
２
年
、
習
近
平
さ
ん
が
次
の
党
総
書
記
に
な
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
向
け
た
人
事
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
、
権

力
闘
争
が
起
き
て
い
て
、
そ
し
て
そ
の
中
で
胡
錦
濤
主
席

―
温
家
宝
首
相
は
対
日
融
和
外
交
を
進
め
て
き
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
、
あ
る
い
は
自
分
を
有
利
な
闘

い
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
勢
力
の
人
た
ち
か
ら
批
判
が
出

た
。
だ
か
ら
、
逆
に
温
家
宝
さ
ん
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、

世
論
や
、
保
守
派
の
人
た
ち
、
軍
を
後
ろ
盾
に
し
た
人
た

ち
を
意
識
し
て
、
日
本
に
よ
り
強
く
出
な
い
と
い
け
な
い

と
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
と
見
て
い
ま
す
が
、

ど
う
で
す
か
。

　

朱　

今
ま
で
の
よ
う
な
権
力
闘
争
説
の
図
式
で
中
国
外

交
・
内
政
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
私
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
ニ
ュ
ー
リ
ー
ダ
ー
や
、
現
指
導
部
内
の
人
、
あ
る
い

は
江
沢
民
さ
ん
な
ど
引
退
し
た
人
、
私
は
割
に
そ
う
い
う

と
こ
ろ
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
江
沢
民
さ
ん
に
つ
い

て
は
、１
９
２
６
年
の
生
ま
れ
で
、今
84
歳
で
す
の
で
、相

当
老
衰
し
て
、
上
海
で
回
想
録
を
書
い
て
、
権
力
闘
争
と

か
そ
う
い
う
の
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
物
理
的
に
も
不
可
能

に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

政
軍
関
係
と
南
シ
ナ
海
問
題

　

│
最
後
に
伺
い
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、先
ほ
ど
、胡

錦
濤
さ
ん
を
筆
頭
と
す
る
指
導
部
が
軍
を
掌
握
で
き
て
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
指
摘
し
ま
し
た
が
、
一
つ
の
要
因
と

し
て
軍
と
の
力
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
今
後
、
こ
の
巨
大
国
家
で
あ
る
中
国
が
大
国
に
ふ

さ
わ
し
い
国
際
政
治
に
お
け
る
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
た

め
に
は
、
例
え
ば
南
シ
ナ
海
の
問
題
は
２
国
間
で
は
な
く

て
多
国
間
で
話
し
合
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
せ
な
い
と
だ
め
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
い

か
が
で
す
か
。

　

朱　

今
の
中
国
指
導
部
は
、
軍
の
行
動
に
つ
い
て
は
完

全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
い
て
い
る
と
、
私
は
理
解
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
に
勝
手
に
軍
が
艦
隊
な
ど

を
出
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
、
多
様
化
が
進
む
中

で
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
，
軍
人
が
発
言
す
る
と
、
こ

れ
が
外
に
ち
ょ
っ
と
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
。
そ
う
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い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
中
国
の
軍
の
動
き
、
あ
る
い

は
政
府
と
軍
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
く
、
こ
れ
は
当

然
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

外
交
も
、
今
の
「
調
整
期
間
」
は
か
な
り
続
く
と
思
う

ん
で
す
ね
。
第
一
の
中
国
の
問
題
は
、
こ
こ
ま
で
大
き
く

な
っ
て
、
今
、
世
界
か
ら
自
分
た
ち
を
公
平
に
大
国
と
し

て
扱
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
は
分
か
ら
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
中
国
が
大
国
に

ふ
さ
わ
し
い
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
こ
れ
か
ら
取
っ
て
い

く
の
か
、
国
際
貢
献
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
し
、
外
に
見
え
て
こ
な
い
。

　

少
な
く
と
も
、
大
き
く
な
る
こ
と
は
当
然
軍
事
力
も
伴

う
と
い
う
こ
と
で
、
周
辺
諸
国
へ
そ
の
脅
威
を
ア
メ
リ
カ

な
ど
が
あ
お
っ
て
も
、
中
国
と
し
て
は
、
周
辺
諸
国
に
安

心
・
信
頼
さ
れ
る
大
国
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
、そ

の
た
め
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
大
国
の
宿
命
で

も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
確
か
に
十

分
に
応
え
て
い
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

南
シ
ナ
海
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
見
て
、
領

土
問
題
を
多
国
間
で
解
決
す
る
と
い
う
前
例
が
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
常
に
２
国
間
で
交
渉
し
て
い
る
。
そ
れ
が
果

た
し
て
ど
こ
ま
で
多
国
間
と
な
る
か
。
ア
メ
リ
カ
が
入
る

と
す
れ
ば
、
で
は
ロ
シ
ア
は
ど
う
な
の
か
。
こ
う
い
う
部

分
は
お
そ
ら
く
中
国
も
抵
抗
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本

と
し
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
が
す
べ
て
一
方
的
に
中
国
に
敵

対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
必
要

で
す
。

　

実
際
に
東
南
ア
ジ
ア
は
、
日
本
よ
り
先
に
中
国
と
Ｆ
Ｔ

Ａ
を
結
ん
で
い
る
の
で
、
経
済
的
に
は
中
国
と
の
関
係
が

す
で
に
日
本
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
も
含
め

て
、
中
国
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
す
。
そ
の
一
方

で
、
隣
の
大
国
へ
の
心
理
的
な
恐
怖
感
も
あ
る
の
で
、
ほ

か
の
大
国
を
巻
き
込
ん
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
、
そ
う
い
う

気
持
ち
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
単
純
に
、
東
南
ア
ジ
ア
は
み

ん
な
中
国
包
囲
圏
を
つ
く
る
こ
と
に
与く

み

し
た
い
と
い
う
の

と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
南
シ
ナ
海
問
題
は
中
国
外
交
の
一
つ
の
試

金
石
に
も
な
る
の
で
、
中
国
は
内
心
で
、
間
違
い
な
く
ア

メ
リ
カ
の
介
入
を
警
戒
し
て
い
ま
す
。
今
の
多
く
の
中
国

の
外
交
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
、
日
本
の
角
度
か
ら
だ
け
で
は
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見
え
て
こ
な
い
の
は
、
明
ら
か
に
米
中
の
ゲ
ー
ム
だ
か
ら

な
の
で
す
。
米
中
が
協
力
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
今
後

の
た
め
の
布
石
と
し
て
競
争
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の

二
つ
こ
そ
戦
略
的
な
国
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
駆
け
引
き
を

し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
に
も
最
近
、
反
省
が

出
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の

対
応
に
つ
い
て
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
ア
メ
リ
カ
が
い

つ
の
間
に
か
ど
ん
ど
ん
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

例
え
ば
、
北
朝
鮮
と
韓
国
と
の
事
件
で
、
ア
メ
リ
カ
が

韓
国
と
密
接
に
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
10
年
間
、
ア

メ
リ
カ
と
韓
国
の
間
に
は
溝
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近

は
そ
こ
を
一
気
に
埋
め
て
入
っ
て
き
た
。
日
本
と
の
関
係

で
は
、
今
回
の
尖
閣
諸
島
問
題
を
き
っ
か
け
に
日
米
の
距

離
は
近
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係

も
同
じ
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
中
国
自
身
が

反
省
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う

と
こ
ろ
も
、
中
国
外
交
は
こ
れ
か
ら
も
個
々
の
問
題
の
対

処
を
通
じ
て
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
し

か
な
い
の
で
し
ょ
う
。

（
２
０
１
０
年
11
月
２
日
収
録
。
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・
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