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黄
河
上
流
部
の
同
時
多
発
デ
モ

　

尖
閣
問
題
で
日
中
関
係
が
揺
ら
ぐ
さ
な
か
、
日
本
と
の

経
済
的
関
係
が
比
較
的
薄
い
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
要
衝
・

甘
粛
省
蘭
州
市
で
漢
人
学
生
が
反
日
を
訴
え
る
一
方
、
そ

の
蘭
州
市
の
至
近
・
青
海
省
東
部
で
チ
ベ
ッ
ト
人
学
生
が

省
政
府
の
教
育
政
策
に
反
発
し
た
。
中
国
は
非
常
に
狭
い

範
囲
で
の
同
時
多
発
的
な
デ
モ
に
よ
り
、
ひ
そ
か
に
揺
る

が
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
、
胡
錦
濤
政
権
は
「
和
諧
（
調
和
）
社
会
」
を
掲

げ
、
社
会
的
安
定
こ
そ
中
国
の
持
続
的
な
発
展
を
保
証
す

る
と
説
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
共
産
党
の
指

導
」
が
貫
徹
す
る
限
り
で
の
、
上
か
ら
作
ら
れ
た
「
安
定

と
発
展
」で
し
か
な
い
。
表
面
的
な
繁
栄
が
増
す
ほ
ど
、取

り
残
さ
れ
て
批
判
を
封
じ
ら
れ
た
人
々
の
不
満
も
噴
出
し

や
す
い
。
従
っ
て
、
今
回
の
事
態
は
端
的
に
言
っ
て
、「
和

諧
社
会
」
と
い
う
名
の
「
発
展
」
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
や

す
い
地
域
で
の
社
会
不
安
が
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

筆
者
が
見
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
特
に
民
族
問
題
の
新
た

な
流
動
化
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
蘭
州
市
を
含
む
甘

粛
省
中
南
部
と
西
隣
の
青
海
省
東
部
は
、
漢
・
回
（
漢
語

を
話
す
ム
ス
リ
ム
）・
チ
ベ
ッ
ト
を
は
じ
め
、
複
数
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
が
同
居
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
た
か

も
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
と
同
じ
よ
う
な
人
文
環
境
が
展
開
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
地
域
で
は
19
世
紀

「
発
展
」
で
転
機
を
迎
え
た

中
国
の
民
族
問
題東

京
大
学
准
教
授  

平
野 

聡
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半
ば
以
降
、
漢
・
回
が
凄せ

い

惨さ
ん

な
対
立
を
繰
り
返
し
た
こ
と

も
あ
れ
ば
（
こ
の
地
域
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
影
響

が
強
く
、
官
憲
の
弾
圧
で
殉
教
し
た
聖
者
を
祭
る
廟び

ょ
う

も
あ

る
）、
近
代
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
軍
閥
（
青
海
馬
氏
）
が
台

頭
し
て
チ
ベ
ッ
ト
人
を
圧
迫
・
虐
殺
し
た
歴
史
も
あ
る
。人

民
共
和
国
期
に
は
、
軍
閥
支
配
へ
の
反
発
も
あ
っ
て
共
産

党
の
支
配
が
「
受
容
」
さ
れ
た
の
も
束
の
間
、
１
９
５
０

年
代
後
半
に
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文
化
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化

を
無
視
し
て
機
械
的
に
社
会
主
義
改
造
を
強
要
し
よ
う
と

す
る
共
産
党
へ
の
武
装
蜂
起
が
激
化
し
、
軍
に
よ
る
鎮
圧

の
過
程
で
膨
大
な
殺
り
く
や
寺
院
・
モ
ス
ク
の
破
壊
を
招

い
た
（
チ
ベ
ッ
ト
問
題
や
中
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の

問
題
は
、
決
し
て
チ
ベ
ッ
ト
・
新
疆
ウ
イ
グ
ル
両
自
治
区

だ
け
の
問
題
で
は
な
い
）。
そ
し
て
今
や
、反
日
に
せ
よ
反

政
府
に
せ
よ
、
現
状
を
め
ぐ
る
不
満
の
表
出
が
制
御
不
能

と
な
れ
ば
、
即
座
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
即
し
て

地
域
紛
争
が
生
じ
か
ね
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、中
国
政
府
お
よ
び
地
方
当
局
は
「
和
諧
」

に
反
す
る
動
き
を
断
固
と
し
て
封
じ
込
め
る
。

　

た
だ
し
「
反
日
愛
国
」
は
、
第
１
次
大
戦
の
ベ
ル
サ
イ

ユ
講
和
会
議
で
日
本
が
対
華
権
益
を
確
保
し
た
こ
と
に
反

対
す
る
１
９
１
９
年
の
「
五
四
運
動
」
以
来
、「
愛
国
無

罪
」
の
対
象
で
も
あ
る
。
運
動
す
る
側
と
取
り
締
ま
る
側

の
間
に
は
、
そ
れ
が
「
党
の
指
導
」
へ
の
挑
戦
と
な
ら
な

い
限
り
、
一
定
の
妥
協
の
ゲ
ー
ム
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え

る
。
こ
れ
に
対
し
、
２
０
０
８
年
春
の
チ
ベ
ッ
ト
情
勢
や
、

２
０
０
９
年
夏
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
情
勢
に
も
表
れ

て
い
る
通
り
、
少
数
民
族
の
運
動
・
不
満
表
出
は
過
酷
な

弾
圧
に
直
面
し
や
す
い
。

　

少
数
民
族
問
題
を
含
む
中
国
の
人
権
問
題
は
、
日
本
を

含
め
、
諸
外
国
で
懸
念
が
強
ま
っ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
今
や
単
に
中
国
の
内
政
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
国
際
問

題
で
も
あ
る
。
特
に
、
な
ぜ
チ
ベ
ッ
ト
人
な
ど
幾
つ
か
の

少
数
民
族
は
厳
し
い
弾
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
声

を
上
げ
よ
う
と
す
る
の
か
、
彼
ら
を
そ
こ
ま
で
追
い
詰
め

て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

近
代
史
と
「
中
華
民
族
」

　

中
国
の
少
数
民
族
政
策
は
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
に
揺
れ
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動
い
て
き
た
が
、
総
じ
て
「
主
流
文
化
」
と
位
置
付
け
ら

れ
る
漢
字
文
化
と
縁
遠
い
民
族
で
あ
る
ほ
ど
抑
圧
的
に
作

用
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

本
来
、
チ
ベ
ッ
ト
・
南
（
内
）
モ
ン
ゴ
ル
・
ウ
イ
グ
ル

な
ど
、
居
住
地
域
が
中
国
の
約
半
分
を
占
め
な
が
ら
も
漢

字
文
化
圏
と
は
全
く
異
な
る
文
化
的
環
境
に
あ
っ
た
人
々

は
、
漢
人
と
は
異
な
る
政
治
・
社
会
意
識
を
当
然
の
よ
う

に
持
ち
得
る
。
彼
ら
が
近
現
代
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

包
含
さ
れ
て
い
る
の
は
、
満
洲
人
皇
帝
と
の
強
い
結
び
付

き
ゆ
え
に
朝
貢
国
で
は
な
く
「
藩
部
」
と
い
う
独
特
の
枠

組
み
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
偶
然
に
由
来
す
る
。

辛
亥
革
命
で
清
を
否
定
し
た
は
ず
の
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
は
、
そ
の
排
満
の
姿
勢
を
徹
底
さ
せ
る
と
藩
部
諸
地
域

の
離
反
を
招
く
こ
と
に
気
付
き
（
彼
ら
と
漢
人
の
「
中
国
」

の
政
治
的
関
係
は
満
洲
人
皇
帝
を
介
す
る
間
接
的
な
関
係

で
あ
っ
た
以
上
、
皇
帝
が
不
在
で
あ
れ
ば
「
中
国
」
と
の

関
係
も
お
の
ず
と
消
失
す
る
と
い
う
論
理
）、こ
と
領
域
主

権
に
つ
い
て
は
、
清
の
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
固
執
し

た
に
す
ぎ
な
い
。「
中
国
を
奪
っ
た
」清
を
否
定
し
な
が
ら
、

「
中
国
の
一
王
朝
」
と
し
て
清
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
、中

国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
最
大
の
矛
盾
で
あ
り
、
民
族
問
題
の

一
大
要
因
で
も
あ
る
。

　

も
し
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
地
域
を
統
合
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
ソ
連
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
よ
う
な
連
邦
制
を
採

用
す
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
中
国
共
産

党
は
、
建
党
当
初
の
「
か
つ
て
封
建
王
朝
に
支
配
さ
れ
た

被
圧
迫
民
族
の
独
立
と
、
そ
の
後
の
自
由
意
志
に
よ
る
中

華
連
邦
の
結
成
」
と
い
う
路
線
を
１
９
３
０
年
代
後
半
以

後
否
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
中
央
集
権
に
従
う
「
統
一

多
民
族
国
家
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
上

で
、
あ
る
地
域
で
多
数
を
占
め
る
少
数
民
族
を
形
式
的
に

代
表
さ
せ
、
文
化
面
を
中
心
に
多
少
の
優
遇
を
与
え
る
の

が
「
民
族
区
域
自
治
」
の
要
諦
で
あ
る
。

　

そ
の
変
化
は
、
中
国
近
現
代
史
に
お
け
る
「
弱
者
」
認

識
と
直
結
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
帝
国
主
義
列
強
や
反

中
勢
力
の
介
入
に
直
面
す
る
中
で
は
、
連
邦
制
で
は
国
防

は
心
も
と
な
い
。
中
国
共
産
党
が
中
央
集
権
に
か
じ
を

切
っ
た
の
も
、「
長
征
」
と
い
う
名
の
逃
亡
作
戦
や
延
安
で

の
ゲ
リ
ラ
闘
争
を
経
て
、
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
と
い
っ

た
地
域
を
戦
略
的
後
方
と
し
て
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
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な
っ
た
こ
と
に
加
え
、抗
日
戦
争
期
の
世
論
一
般
で
も「
開

発
西
北
論
」
が
喧け

ん

伝で
ん

さ
れ
る
な
ど
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

論
理（
そ
れ
は
つ
ま
り
圧
倒
的
に
漢
人
の
論
理
で
も
あ
る
）

に
よ
っ
て
、
少
数
民
族
地
域
を
確
保
す
る
こ
と
が
是
と
さ

れ
て
き
た
こ
と
も
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。

　

ま
た
、ひ
と
く
ち
に
中
国
の
少
数
民
族
と
い
っ
て
も
、圧

倒
的
多
数
を
占
め
る
漢
人
と
の
関
係
は
多
様
で
あ
り
、
特

に
漢
人
と
混
住
、
あ
る
い
は
複
数
の
少
数
民
族
が
混
住
し

て
い
る
地
域
も
多
い
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
。

辛
亥
革
命
当
初
は
清
の
支
配
枠
組
み
を
継
承
す
る
こ
と
を

前
提
に
、
漢
・
満
・
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
ト
ル
コ
系

ム
ス
リ
ム
を
対
等
に
扱
う
「
五
族
共
和
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
用
意
す
る
だ
け
で
も
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た
（
そ
し

て
非
漢
人
の
四
族
は
「
五
族
」
と
し
て
の
「
特
権
」
を
盾

に
、
民
国
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
緩
和
要
求
を
繰
り

返
し
た
）。
し
か
し
、日
中
戦
争
で
南
京
を
追
わ
れ
た
国
民

党
が
重
慶
に
遷
都
し
、「
五
族
」
と
は
異
な
る
人
々
（
特
に

西
南
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
が

漢
人
社
会
と
複
雑
に
入
り
組
み
な
が
ら
地
域
社
会
を
作
っ

て
い
る
と
い
う
現
実
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
、

現
実
の
中
国
の
多
民
族
性
は
「
五
族
」
に
限
定
さ
れ
ず
、む

し
ろ
多
様
な
人
々
を
「
抗
戦
」
の
旗
印
の
下
、
漢
人
中
心

の
体
制
に
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
へ
と

変
わ
り
、「
五
族
」
の
う
ち
漢
人
を
除
く
四
族
は
「
少
数
民

族
一
般
」
へ
と
格
下
げ
さ
れ
た
。

　

中
国
の
国
家
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
こ
の
よ
う
な
歴
史

の
延
長
で
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
今
日
そ
の
理

論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
費
孝
通
（
２
０
０
５
年
に
死
去

し
た
社
会
人
類
学
者
・
政
治
家
）
の
「
中
華
民
族
多
元
一

体
」
論
は
、彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
西
南
地
方
や
甘
粛
・

青
海
省
境
の
状
況
に
即
し
、中
国
で
は
「
華
夏
」
文
化
、す

な
わ
ち
漢
字
文
化
の
主
導
性
の
下
で
多
く
の
民
族
が
融

合
・
共
存
し
、
つ
い
に
は
帝
国
主
義
へ
の
抵
抗
と
近
代
国

家
建
設
を
通
じ
て
共
通
の
運
命
を
意
識
す
る
中
で
既
に

「
単
一
民
族
」と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
説
く
。
中
国
は
こ
の

よ
う
な
発
想
を
踏
ま
え
、
各
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
超
え
た
「
中
華
」
と
い
う
名
の
「
単
一

民
族
」
意
識
を
持
つ
よ
う
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
に
従
え
ば
、
既
に
「
多
元
一
体
」
で

あ
る
「
単
一
民
族
」
を
割
る
こ
と
は
、
運
命
共
同
体
を
割
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る
こ
と
で
も
あ
る
。
中
国
共
産
党
・
政
府
が
少
数
民
族
の

自
立
・
独
立
志
向
だ
け
で
な
く
、
政
策
の
問
題
点
に
対
す

る
単
な
る
異
議
申
し
立
て
す
ら
「
分
裂
主
義
分
子
」
と
し

て
過
酷
な
弾
圧
を
加
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
弱
者
の

運
命
共
同
体
」
意
識
の
裏
返
し
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
れ
は
、
中
国
の
場
合
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
発

展
段
階
論
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、「
先
進
的
な
社
会
主
義
段

階
に
あ
る
漢
人
が
、
暗
黒
の
封
建
制
・
農
奴
制
社
会
に
あ

え
ぐ
民
族
を
指
導
し
て
高
い
発
展
段
階
に
移
行
さ
せ
る
こ

と
は
正
義
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
改
造
」
の
美

名
の
下
、
少
数
民
族
へ
の
抑
圧
が
生
じ
た
。
も
っ
と
も
近

年
で
は
一
面
的
な
「
暗
黒
」
イ
メ
ー
ジ
は
影
を
潜
め
た
が
、

観
光
開
発
や
環
境
破
壊
の
中
で
「
清
浄
・
神
秘
的
」
な
少

数
民
族
の
イ
メ
ー
ジ
が
拡
大
再
生
産
さ
れ
、
直
線
的
発
展

段
階
論
と
補
強
し
合
う
か
た
ち
で
「
中
央
政
府
と
漢
族
が
、

《
発
展
》を
欲
す
る
無
垢
な
兄
弟
民
族
の
立
場
を
代
弁
す
る

こ
と
は
善
意
で
あ
り
好
ま
し
い
」
と
い
う
発
想
が
一
般
化

し
て
い
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
裏
切
り
」
に
対
す
る
漢
人
の
許
容
度
は

極
め
て
低
い
。
北
京
五
輪
の
聖
火
リ
レ
ー
が
チ
ベ
ッ
ト
問

題
の
悪
化
で
荒
れ
模
様
と
な
っ
た
際
、単
に
「
聖
火
防
衛
」

の
大
群
が
長
野
に
雲
集
し
た
だ
け
で
な
く
、
ネ
ッ
ト
上
な

ど
で
チ
ベ
ッ
ト
人
へ
の
敵
意
を
燃
や
し
た
漢
人
が
多
か
っ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
い
わ
ゆ
る
愛
国

主
義
教
育
を
通
じ
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ

で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
時
代
の
民
族
問
題

　

中
国
の
少
数
民
族
は
総
じ
て
こ
の
よ
う
な
「
上
か
ら
の

単
一
民
族
づ
く
り
」
に
、
約
１
世
紀
に
わ
た
り
さ
ら
さ
れ

続
け
て
き
た
。
特
に
毛
沢
東
時
代
に
は
、「
悪
い
平
等
」
に

陥
り
破
綻
し
た
人
民
公
社
化
や
、
自
然
環
境
を
無
視
し
た

開
墾
・
森
林
伐
採
・
鉱
山
開
発
に
さ
ら
さ
れ
た
の
み
な
ら

ず
、
独
自
の
文
化
・
宗
教
そ
の
も
の
を
「
遅
れ
た
封
建
・

反
動
的
存
在
」
と
見
な
す
風
潮
の
下
、
経
済
・
社
会
・
文

化
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
深
刻
な
打
撃
が
生
じ
た
。

　

改
革
・
開
放
が
始
ま
る
と
、
１
９
８
０
年
に
開
催
さ
れ

た
「
チ
ベ
ッ
ト
工
作
会
議
」
に
お
い
て
、
漢
人
地
域
の
実

践
を
機
械
的
に
少
数
民
族
地
域
に
適
用
す
る
こ
と
の
弊
害
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が
全
面
的
に
批
判
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
・

地
域
の
実
情
に
即
し
た
発
展
お
よ
び
文
化
の
尊
重
が
掲
げ

ら
れ
た
結
果
、
少
数
民
族
地
域
の
活
力
は
相
当
程
度
回
復

し
た
。
一
方
、
教
育
の
充
実
や
少
数
民
族
エ
リ
ー
ト
の
養

成
を
通
じ
て
、
中
央
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
普
通
話
（
漢
語

標
準
語
）
の
浸
透
、
低
開
発
な
経
済
の
全
国
統
一
市
場
へ

の
組
み
込
み
な
ど
が
図
ら
れ
た
。

　

こ
れ
が
今
日
の
中
国
共
産
党
・
政
府
の
少
数
民
族
政
策

に
関
す
る
基
本
姿
勢
で
あ
る
。
と
り
わ
け
１
９
９
０
年
代

末
以
後
「
西
部
大
開
発
」
の
掛
け
声
の
下
、
急
激
な
経
済

発
展
の
果
実
が
内
陸
の
少
数
民
族
地
域
に
も
振
り
向
け
ら

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
資
本
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の

結
果
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
の
生
活
水
準
が
衣
食
住
に
困
ら

な
い
「
温
飽
」
水
準
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
内
需
拡
大
策
で
あ
る
「
家
電

下
郷
」
政
策
の
追
い
風
も
あ
っ
て
家
電
製
品
が
急
速
に
浸

透
し
つ
つ
あ
る
。
中
国
共
産
党
が
、
少
な
く
と
も
物
質
生

活
の
面
で
少
数
民
族
の
「
発
展
の
権
利
」
を
保
証
し
て
い

る
と
喧
伝
す
る
の
は
必
ず
し
も
誇
大
広
告
で
は
な
い
。

　

し
か
し
「
共
産
党
の
指
導
」
あ
る
い
は
「
中
華
民
族
」

の
論
理
の
下
、
富
国
強
兵
と
「
発
展
」
が
優
先
さ
れ
た
結

果
、
少
数
民
族
に
対
す
る
抑
圧
は
形
を
変
え
て
顕
在
化
し

て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
政
府
資
金
や
沿
海
部
等
の
大

資
本
を
投
じ
て
開
発
が
進
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に

少
数
民
族
地
域
の
経
済
成
長
を
数
値
と
し
て
増
進
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
主
導
す
る
の
は
あ
く
ま
で
党
中
央
・
各

省
ま
た
は
自
治
区
の
党
委
員
会
（
民
族
自
治
地
域
の
政
府

ト
ッ
プ
や
主
要
幹
部
は
少
数
民
族
で
あ
っ
て
も
、
党
委
員

会
は
漢
人
主
導
が
一
般
的
で
あ
る
）・
各
企
業
で
あ
っ
て
、

自
ら
の
身
の
丈
に
合
っ
た
発
展
を
望
む
少
数
民
族
の
側
で

は
な
い
。

　

し
か
も
、
経
済
発
展
に
伴
い
最
新
の
技
術
や
情
報
な
ど

の
事
物
が
流
入
し
、
あ
る
い
は
新
た
な
雇
用
が
創
出
さ
れ

る
と
、
そ
れ
ら
を
享
受
す
る
の
は
出
稼
ぎ
な
ど
で
流
入
す

る
外
来
の
漢
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
少
数
民
族
は
漢
語

を
使
い
こ
な
す
能
力
に
お
い
て
劣
位
に
立
た
さ
れ
、社
会
・

経
済
的
に
従
属
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
少
数
民
族
が
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
悩
み
を

持
た
ず
に
、
一
気
に
自
民
族
の
「
限
界
」
を
踏
み
越
え
て

「
中
華
民
族
の
大
家
庭
」全
体
を
舞
台
に
活
躍
し
得
る
可
能
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性
を
一
層
高
め
よ
う
と
い
う
「
配
慮
」
の
下
、
学
校
教
育

の
早
い
段
階
か
ら
漢
語
に
よ
る
授
業
が
拡
大
さ
れ
、
少
数

民
族
言
語
に
よ
る
教
育
は
急
速
に
縮
減
の
傾
向
に
あ
る
。

漢
人
に
囲
ま
れ
た
少
数
民
族
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
・
経

済
的
現
実
を
踏
ま
え
、
自
ら
の
子
弟
を
民
族
学
校
で
は
な

く
漢
語
に
よ
る
学
校
に
通
わ
せ
る
と
い
う
風
潮
が
増
し
て

い
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
各
地
で
民
族
学
校
へ
の
予
算
が

削
ら
れ
た
こ
と
も
、
少
数
民
族
言
語
に
よ
る
教
育
の
比
重

を
下
げ
る
方
向
に
作
用
し
た
。

　

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
中
国
で
は
先
述
の
「
チ
ベ
ッ
ト

工
作
会
議
」
以
後
、
少
数
民
族
が
自
ら
の
言
語
で
教
育
を

受
け
る
権
利
は
「
民
族
区
域
自
治
法
」
に
お
い
て
お
お
む

ね
保
証
さ
れ
て
き
た
。
漢
語
使
用
が
一
般
的
で
は
な
い
地

域
ほ
ど
、
突
如
ほ
と
ん
ど
の
授
業
を
漢
語
へ
と
移
行
さ
せ

る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
教
育
を
受
け
る
権
利
を
学
生
か
ら

奪
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
筆
者
が
２
０
０
６
年
に
チ
ベ
ッ

ト
自
治
区
を
訪
れ
た
際
（
ト
ヨ
タ
財
団
学
術
助
成
「
市
場

経
済
下
の
チ
ベ
ッ
ト
」
に
よ
る
）、既
に
中
学
校
以
上
で
は

チ
ベ
ッ
ト
語
・
英
語
の
授
業
を
除
き
、
漢
語
に
よ
る
教
育

へ
と
一
本
化
さ
れ
て
い
た
の
を
確
認
し
て
い
る
が
、
今
回
、

青
海
省
で
の
デ
モ
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
た
教
育「
改
革
」

も
、
お
そ
ら
く
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
と
同
じ
方
針
を
適
用
す

る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
チ

ベ
ッ
ト
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、自
治
区
で
の「
改

革
」
の
弊
害
が
自
治
区
以
外
の
チ
ベ
ッ
ト
人
地
域
に
お
い

て
も
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
の
少
数
民
族
は
こ
の
よ
う
に
、「
中
華
民
族
の
大
家

庭
」
を
実
現
す
る
た
め
の
経
済
発
展
と
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

に
よ
り
、
漢
人
の
資
本
・
労
働
力
に
急
速
に
席
巻
さ
れ
つ

つ
あ
り
、
し
か
も
巨
大
化
す
る
漢
語
の
世
界
に
完
全
に
同

化
す
る
の
か
否
か
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
固
有
の
文
字
文
化
の
伝
統
を
誇
る
内
陸
ア
ジ

ア
の
諸
民
族
は
、
漢
人
中
心
社
会
と
の
歴
史
的
な
あ
つ
れ

き
も
あ
っ
て
困
難
を
抱
え
て
い
る
（
こ
れ
に
対
し
、
西
南

地
方
の
多
く
の
少
数
民
族
の
場
合
、
も
と
も
と
体
系
的
な

文
字
文
化
を
持
た
ず
、
エ
リ
ー
ト
は
周
囲
の
漢
人
と
同
じ

く
漢
字
の
書
物
を
学
ぶ
こ
と
で
立
身
出
世
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
漢
人
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
自
民
族
の
利
益
を

守
ろ
う
と
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
た
め
、
言
語
教
育
を
め

ぐ
る
問
題
は
内
陸
ア
ジ
ア
民
族
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
む
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し
ろ
西
南
地
方
の
民
族
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
は
、
高
い

付
加
価
値
を
生
む
産
業
が
乏
し
い
こ
と
に
よ
る
貧
困
で
あ

る
）。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
中
国
の
少
数
民
族
問
題
は
、

①
圧
倒
的
な
独
裁
と
文
化
的
抑
圧
の
下
で
の
激
し
い
緊
張

と
貧
困
が
出
現
し
た
毛
沢
東
時
代
、
②
一
定
程
度
の
多
様

性
や
活
力
が
回
復
し
つ
つ
も
、
前
時
代
の
対
立
を
引
き
ず

り
、
経
済
・
社
会
的
な
「
事
実
上
の
不
平
等
」
が
持
続
し

た
改
革
・
開
放
時
代
、
か
ら
新
た
に
、
③
情
報
化
大
国
時

代
の
民
族
問
題

─
と
呼
び
得
る
段
階
へ
と
変
化
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
フ
ラ
の
充
実
と

Ｉ
Ｔ
社
会
化
に
よ
り
、
従
来
の
地
理
的
・
社
会
経
済
的
障

壁
が
低
く
な
っ
て
漢
語
が
席
巻
す
る
中
、
漢
語
と
の
距
離

を
ど
の
よ
う
に
取
る
か
と
い
う
問
題
そ
れ
自
体
が
、
い
よ

い
よ
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
保
持
と
直
結
し
て

い
る
の
が
新
た
な
時
代
の
一
大
問
題
で
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
、
少
数
民
族
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
・
不
満
が

瞬
時
に
情
報
と
し
て
広
が
り
、
中
国
共
産
党
・
政
府
に
対

す
る
運
動
の
原
動
力
や
中
国
を
牽け

ん

制
す
る
国
際
世
論
と
し

て
作
用
す
る
一
方
、
党
・
政
府
お
よ
び
漢
人
の
、
少
数
民

族
（
お
よ
び
彼
ら
を
支
援
す
る
外
国
世
論
）
に
対
す
る
態

度
を
も
瞬
時
か
つ
複
雑
に
変
え
て
い
く
作
用
も
生
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
現
象
や
展
開
は
、
低
開
発
で
あ
っ
た
１
９
９
０

年
代
ま
で
は
想
像
出
来
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
圧
倒
的

な
漢
人
の
世
界
に
少
数
民
族
が
追
い
詰
め
ら
れ
る
中
、
逆

に
彼
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
駆
使
し
て
示
威
に
訴
え
る

こ
と
自
体
、
形
を
変
え
た
「
民
族
の
活
性
化
」
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
そ
し
て
漢
人
の
民
族
意
識
も
）。

　

日
本
お
よ
び
諸
外
国
も
、
こ
の
よ
う
に
流
動
性
を
増
す

中
国
の
少
数
民
族
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
の
国
際
的
存

在
感
の
増
大
と
も
合
わ
せ
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の

か
が
一
層
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。




