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凡

例

一
、
こ
の
巻
に
は
、
上
田
貞
次
郎
先
生
の
貿
易
理
論
と
そ
の
政
策
問
題
に
関
す
る
著
作
お
よ
び
論
文
を
収
録
し
た
。

二
、
著
書
は
『
外
国
貿
易
原
論
』
『
商
業
政
策
』
『
最
近
商
業
政
策
』
の
三
冊
で
あ
る
。
論
文
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
貿
易
政
策
、
特
に
関
税

　
問
題
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
貿
易
政
策
に
つ
い
て
公
表
さ
れ
た
先
生
の
論
考
・
時
論
等
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
あ
る
が
、
著

　
書
と
の
内
容
重
複
等
を
考
慮
し
て
割
愛
し
、
こ
こ
に
は
重
要
な
る
も
の
七
篇
を
収
め
た
。

三
、
本
書
で
は
、
著
書
の
附
録
と
な
っ
て
い
る
法
令
や
諸
規
約
等
も
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
ら
は
現
状
と
は
異
な
る
過
去
の
事
実

　
で
は
あ
る
が
、
史
的
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
全
巻
を
通
じ
て
著
者
の
原
文
を
、
能
う
か
ぎ
り
正
確
に
再
現
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
た
だ
『
商
業
政
策
』
に
つ
い
て
は
、
先
生
の

　
御
蔵
書
自
用
本
の
中
に
、
先
生
自
ら
改
訂
増
補
の
つ
も
り
で
若
干
の
書
き
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
書
き
入
れ
部
分
を
〔
…
〕
で
挿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
入
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
『
外
国
貿
易
原
論
』
の
註
は
、
印
刷
の
関
係
か
ら
例
え
ば
六
十
九
を
（
六
九
）
の
如
く
改
め
、
当
時
「
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ダ
ム
、
ス
、
・
・
ス
」
「
．
ハ
ス
テ
ー
ブ
ル
・
マ
ー
シ
ャ
ル
」
等
の
形
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
を
、
現
代
風
に
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
「
バ
ス
テ
ー
プ

　
ル
、
マ
ー
シ
ャ
ル
」
等
に
改
め
た
。
な
お
誤
植
た
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
編
集
者
に
お
い
て
こ
れ
を
訂
正
し
た
。

五
、
こ
の
巻
の
編
集
に
は
大
泉
行
雄
が
当
り
、
校
正
は
宇
津
木
正
が
当
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
泉
　
行
雄
記
）
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解

説

1

説解
梱

　
上
田
貞
次
郎
全
集
第
五
巻
に
収
録
し
た
も
の
は
、
貿
易
の
理
論
と
そ
の
政
策
、
わ
け
て
も
関
税
政
策
に
関
す
る
諸
問
題
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
三
冊
の
著
書
と
七
篇
の
論
文
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
『
外
国
貿
易
原
論
』
『
商
業
政
策
』
お
よ
び
『
最
近
商
業
政
策
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ

単
行
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
広
く
世
に
行
わ
れ
、
啓
蒙
の
指
導
書
と
し
て
、
ま
た
わ
が
国
の
貿
易
理
論
と
政
策
の
指
針
と
し
て
極
め
て
重

要
な
先
駆
者
的
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
書
の
中
心
課
題
を
な
す
も
の
は
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
学
説
・
理
論
と
、
そ

れ
を
め
ぐ
る
政
策
手
段
の
諸
問
題
で
あ
る
が
、
同
時
に
わ
が
上
田
先
生
の
研
究
は
、
明
治
の
末
期
か
ら
大
正
年
間
を
経
て
、
昭
和
の
初
頭

に
い
た
る
わ
が
国
の
国
際
経
済
関
係
を
、
そ
の
発
展
と
推
移
の
跡
に
即
し
て
、
大
所
高
所
か
ら
冷
静
に
観
察
し
、
そ
の
将
来
向
う
べ
き
方

向
に
た
い
し
て
公
正
に
し
て
適
切
な
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
の
か
か
る
思
索
と
研
究
の
成
果

は
、
ひ
と
り
学
問
研
究
者
に
た
い
し
て
大
き
な
啓
発
と
刺
激
を
あ
た
え
た
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
一
国
の
為
政
者
と
政
策
担
当
者
に
た
い

し
て
も
、
実
践
的
な
指
南
車
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
学
者
と
し
て
の
上
田
先
生
を
貫
い
て
い
た
信
条
は
、
学
問
と
実
際

と
の
相
互
提
携
で
あ
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
あ
る
べ
き
任
務
と
意
義
を
発
揚
し
て
、
そ
こ
に
理
論
と
現
実
と
の
相
乗
的
成
果
を
期

待
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
労
せ
ら
れ
る
が
、
貿
易
に
関
す
る
理
論
と
政
策
の
課
題
に
つ
い
て
も
ひ
と
し
く
そ
の
典
型
的
な
例
証
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
先
生
の
学
問
的
業
績
を
、
現
代
の
世
界
情
勢
に
立
ち
向
い
な
が
ら
、
静
か
に
こ
れ
を
か
え
り
み



朧
　
る
と
き
、
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
学
問
的
生
命
の
躍
動
が
感
得
せ
ら
れ
、

説
　
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
の
経
過
を
超
え
て
開
拓
者
的
意
義
の
か
が
や
き
が
維
持
さ
れ

解

2

　
『
外
国
貿
易
原
論
』
（
明
治
三
十
六
年
普
及
舎
）
は
、
も
と
上
田
先
生
が
東
京
高
等
商
業
学
校
専
攻
部
に
お
け
る
学
士
論
文
と
し
て
、
明

治
三
十
五
年
六
月
四
日
に
脱
稿
さ
れ
た
「
外
国
貿
易
論
」
を
骨
子
と
し
、
後
若
干
の
修
訂
を
加
え
、
翌
三
十
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
書
の
学
問
的
価
値
が
当
時
の
わ
が
学
界
に
お
い
て
い
か
に
水
準
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
上
田
先
生
の
論
文
審
査
に
当

っ
た
福
田
徳
三
博
士
が
、
先
生
の
提
出
論
文
に
た
い
し
て
最
高
の
評
価
を
下
さ
れ
た
こ
と
に
徴
し
て
も
お
よ
そ
絶
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
い
わ
く
「
こ
の
論
文
は
考
証
該
博
、
而
し
て
紛
糾
せ
る
学
理
を
寸
糸
乱
れ
ず
、
明
快
流
暢
に
論
断
し
去
り
て
殆
ん
ど
遺
憾
な
し
。
著

者
の
造
詣
の
深
き
は
其
学
理
的
思
索
の
鋭
と
工
事
て
、
此
一
篇
を
成
す
。
独
り
卒
業
論
文
中
の
白
眉
た
る
の
み
な
ら
ず
亦
我
邦
幾
百
の
経

済
論
中
稀
に
見
る
所
」
で
あ
る
と
。
ま
こ
と
に
こ
の
『
外
国
貿
易
原
論
』
を
ひ
も
と
く
と
き
、
福
田
博
士
の
激
賞
は
け
っ
し
て
過
当
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
（
『
上
田
貞
次
郎
日
記
』
第
3
巻
所
収
「
上
田
貞
次
郎
年
譜
」
）
。

　
さ
て
、
本
書
の
全
体
系
は
、
ま
ず
人
間
の
経
済
生
活
一
般
に
わ
た
る
広
い
視
野
に
そ
の
考
察
の
基
礎
を
お
き
、
人
間
生
活
の
変
遷
・
発

達
・
推
移
の
う
ち
に
経
済
生
活
と
そ
の
現
象
の
動
向
を
た
ど
り
な
が
ら
、
外
国
貿
易
の
生
成
過
程
が
克
明
に
究
明
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
前
提

と
し
て
貿
易
現
象
に
関
す
る
学
説
・
理
論
が
紹
述
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
に
お
け
る
上
田
先
生
の
貿
易
理
論
が
拠
っ
て
立
つ

学
問
的
基
調
は
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
の
経
済
学
説
で
あ
り
、
自
由
貿
易
思
想
へ
の
強
い
傾
倒
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
貿
易
政
策

の
た
め
の
基
本
原
理
と
し
て
、
先
生
が
確
信
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
国
際
分
業
の
必
然
性
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
こ
れ
に
立
脚
し
て
の
自

由
な
る
貿
易
の
実
現
で
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
先
生
の
理
論
体
系
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
溢
流
の
単
純



素
朴
な
自
由
放
任
政
策
を
無
批
判
に
容
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
厳
正
周
到
な
省
察
の
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。

　
『
外
国
貿
易
原
論
』
は
、
上
田
先
生
の
学
問
研
究
歴
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い
時
期
、
い
わ
ば
先
生
の
学
問
的
草
創
期
の
所
産
で
あ
る
と

い
わ
れ
よ
う
。
そ
の
後
の
先
生
の
研
究
行
路
は
、
し
だ
い
に
そ
の
視
界
を
広
く
し
、
研
究
対
象
と
し
て
の
課
題
も
多
岐
に
わ
た
り
、
思
索
は

い
よ
い
よ
深
さ
を
加
え
、
し
か
も
現
実
に
地
歩
を
お
い
た
研
究
成
果
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
つ
い
て
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
学
問
的
業
績

と
し
て
結
実
し
た
こ
と
は
、
本
全
集
の
各
巻
が
如
実
に
こ
れ
を
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
上
田
先
生
が
経
済
学
研
究
の
出
発
点
と
し

て
、
、
ま
ず
取
り
組
ま
れ
た
貿
易
の
原
理
と
そ
の
政
策
論
、
わ
け
て
も
関
税
問
題
の
課
題
は
そ
の
後
も
長
く
先
生
の
学
問
的
興
味
と
関
心
を

捉
え
つ
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
た
え
ず
先
生
の
脳
裡
に
去
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
歩
を
す
す
め
て
い
え
ば

全
集
第
七
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
先
生
の
新
自
由
主
義
論
も
、
そ
の
思
想
の
淵
源
を
さ
か
の
ぼ
り
た
ず
ね
れ
ば
、
先
生
が
青
春
の
日
の
学

問
的
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た
、
こ
の
『
外
国
貿
易
原
論
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3

説解
棚

　
『
商
業
政
策
』
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
か
年
）
に
現
代
経
済
学
全
集
の
第
十
七
巻
と
し
て
日
本
評
論
社
か
ら
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
『
外
国
貿
易
原
論
』
か
ら
、
お
よ
そ
三
十
年
を
経
て
世
に
問
わ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
明
治

四
十
四
年
に
関
税
自
主
権
の
確
立
を
み
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
的
不
況
は
、
世
界
の
諸
国
を
し
て
、
自
国
産
業
の
保
護
を
極

度
に
強
化
す
る
政
策
を
と
ら
せ
た
。
そ
の
間
、
先
生
は
大
学
に
お
い
て
商
業
政
策
の
講
座
を
担
当
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
の
書
は
そ
の

講
義
を
基
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
基
調
を
成
す
思
考
に
お
い
て
は
、
前
著
と
の
あ
い
だ
に
特
に
い
ち
じ
る
し
い

相
違
が
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
こ
の
間
の
消
息
は
、
先
生
自
身
が
こ
の
書
の
序
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か



鰻
説解

し
三
十
年
に
わ
た
る
現
実
の
変
遷
推
移
に
た
い
す
る
先
生
の
広
汎
な
観
察
と
深
い
思
索
と
は
、
問
題
の
分
析
に
一
層
の
精
緻
さ
と
周
到
さ

を
加
え
た
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
こ
の
著
書
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
注
目
さ
れ
る
べ
き
性
格
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
、
複
雑
多
岐
な
世
界
の
政
治
的
、
経
済
的
そ
し
て
思
想
的
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
外
国
貿
易
と
そ
の
政
策
問
題
が
取

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
与
件
が
本
書
の
も
つ
重
要
な
特
色
の
前
提
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
こ
の
書
に
お
い
て
著
者
は
、
貿
易
政
策
の
手
段
と
し
て
の
関
税
に
重
点
を
お
き
、
そ
の
制
度
と
政
策
に
格
別
の
関
心
を
示
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
全
巻
七
章
三
百
三
十
頁
よ
り
成
る
が
、
は
じ
め
の
二
章
約
四
十
頁
を
も
っ
て
対
外
商
業
政
策
の
意
義
、
外
国
貿
易
と
国
際

貸
借
の
問
題
が
解
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
章
以
下
は
、
も
っ
ぱ
ら
関
税
問
題
に
焦
点
が
絞
ら
れ
、
関
税
の
制
度
、
そ
の
理
論
・
関
税
の

種
類
・
自
由
貿
易
と
保
護
関
税
の
対
比
・
関
税
政
策
に
関
す
る
学
説
と
各
国
の
歴
史
的
情
況
等
に
つ
い
て
詳
細
な
紹
述
と
分
析
批
判
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
後
に
、
世
界
の
主
要
国
に
現
れ
た
関
税
政
策
の
動
向
が
綿
密
仔
細
に
分
析
検
討
せ
ら
れ
、
中
正
な
観
点
か

ら
、
客
観
的
に
観
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
に
し
て
な
お
、
そ
の
学
問
的
意
義
を
失
わ
ぬ
も
の
と
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
著
作
に
お
く
れ
る
こ
と
約
三
年
、
先
生
の
『
最
近
商
業
政
策
』
が
昭
和
八
年
に
同
じ
日
本
評
論
社
か
ら
公
刊
せ
ら
れ
た
。
前
著
の

公
刊
か
ら
比
較
的
短
期
の
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
ね
て
同
じ
趣
旨
の
著
作
が
公
に
せ
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
先
生
自
身
が
新
著

の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
短
か
い
期
間
に
、
世
界
の
諸
国
お
よ
び
日
本
の
関
税
政
策
の
上

に
種
々
の
大
問
題
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
空
前
の
世
界
恐
慌
に
よ
る
影
響
と
、
同
時
に
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
貨
幣
制
度
の
極

度
な
混
乱
に
因
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
世
界
情
勢
の
急
激
な
変
化
が
、
前
著
の
大
増
補
を
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
と
。
こ

の
趣
旨
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
『
最
近
商
業
政
策
』
は
、
一
九
三
〇
年
か
ら
同
三
二
年
（
昭
和
五
～
七
年
）
に
か
け
て
の
、
世
界

情
勢
の
変
動
を
直
視
し
つ
つ
、
一
次
大
戦
の
残
し
た
長
い
深
刻
な
後
遺
症
と
し
て
の
関
税
政
策
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
に
注
目
し
、

こ
れ
に
冷
静
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
本
書
は
、
さ
き
の
著
作
に
た
い
し
て
そ
の
姉
妹
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晒
篇
と
み
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
書
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
に
ま
ず
一
九
三
一
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
の
世
界
経
済
に
見
ら
れ
る
極
度
な
混
乱
が
取
り
あ
げ
ら

れ
、
そ
の
原
因
の
最
大
な
も
の
と
し
て
関
税
障
壁
の
強
化
増
大
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
関
税
問
題
は
本
書
の
中
心
課
題
を
成
す
も

の
で
あ
り
、
関
税
の
目
的
と
方
法
に
関
す
る
理
論
的
解
明
を
基
底
と
し
て
当
時
の
現
実
分
析
へ
と
す
す
み
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
成
立
、
わ

が
国
の
情
勢
と
外
国
貿
易
等
の
問
題
を
か
え
り
み
、
更
に
具
体
的
な
問
題
分
析
を
追
及
し
て
、
鉄
鋼
・
化
学
製
品
・
人
造
絹
糸
・
砂
糖
・

木
材
・
小
麦
・
米
穀
等
の
商
品
個
々
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
関
税
の
実
際
が
解
明
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
提
出
さ
れ
る
先
生
の
総
括

的
省
察
は
、
わ
が
国
の
関
税
政
策
に
対
す
る
反
省
と
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
が
含
む
危
険
へ
の
警
告
で
あ
り
、
そ
し
て
将
来
政
策
に
対
す
る

慎
重
さ
の
要
求
で
あ
る
。

　
な
お
『
最
近
商
業
政
策
』
に
は
、
附
録
と
し
て
各
国
関
税
改
正
一
覧
、
最
近
世
界
各
国
に
於
け
る
為
替
管
理
其
他
通
商
障
碍
一
覧
、
本

邦
関
税
表
、
最
近
の
英
国
関
税
、
輸
出
入
の
禁
止
及
藤
蔓
撤
廃
の
嵩
め
の
国
際
条
約
、
輸
入
制
限
に
関
す
る
本
邦
法
令
、
不
当
廉
買
に
関

す
る
参
考
資
料
、
米
国
の
伸
縮
関
税
及
関
税
委
員
会
の
諸
項
目
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
は
昭
和
五
年
乃
至
同
七
年
に
い

た
る
世
界
各
国
の
関
税
改
正
や
通
商
障
碍
の
事
実
が
綿
密
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
わ
が
国
の
場
合
に
つ
い
て
、
大
正
十
五
年
以

降
昭
和
七
年
に
い
た
る
関
税
改
正
の
経
過
、
そ
の
品
目
と
税
率
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
上
田
先
生
は
、
世
界
各
国
に
生
起

す
る
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
つ
ね
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
れ
、
世
界
の
動
向
と
日
本
経
済
の
関
連
や
わ
が
国
産
業
の
将
来
に
関
し
て

易
ら
ざ
る
思
索
を
つ
づ
け
ら
れ
て
お
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
附
録
資
料
は
、
そ
の
後
の
世
界
の
推
移
を
た
ど
り
な
が
ら
、

現
在
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
過
去
に
お
け
る
重
要
な
道
標
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
三
冊
の
著
作
と
共
に
こ
の
第
五
巻
に
収
め
た
七
篇
の
論
文
は
、
最
初
の
一
篇
だ
け
を
別
に
す
れ
ば
、
他
の
す
べ
て
が
関
税
問
題
に

関
す
る
、
い
わ
ぽ
時
局
的
、
時
事
的
論
考
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
上
田
先
生
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
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さ
れ
た
国
際
経
済
会
議
に
日
本
代
表
委
員
の
一
人
と
し
て
出
席
さ
れ
た
が
、
帰
朝
後
は
国
内
に
お
い
て
、
自
由
通
商
協
会
の
設
立
に
奔
走

さ
れ
、
昭
和
二
年
十
二
月
に
こ
れ
が
成
立
し
、
先
生
は
協
会
の
啓
蒙
運
動
に
も
一
役
を
荷
な
わ
れ
て
活
動
さ
れ
た
。
さ
ら
に
翌
昭
和
三
年

八
月
に
は
、
ふ
た
た
び
外
遊
の
機
会
を
え
ら
れ
、
同
年
十
月
に
は
プ
ラ
ー
グ
で
の
国
際
連
盟
協
会
主
催
に
よ
る
会
議
に
出
席
さ
れ
た
。
こ

の
会
議
は
自
由
貿
易
の
促
進
を
意
図
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ブ
デ
ン
・
ク
ラ
ブ
や
国
際
協
会
等
が
国
際
連
盟
協
会
に
働
き
か
け
て
開
催
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
出
席
さ
れ
た
上
田
先
生
は
諸
国
の
代
表
者
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
日
本
の
自
由
通
商
協
会
と
の
連
繋
を
緊

密
に
す
る
こ
と
に
力
を
つ
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
か
か
る
先
生
の
実
践
的
活
動
に
か
え
り
み
て
も
、
世
界
の
通
商
と
関
税
政
策
の

問
題
は
、
上
田
先
生
に
と
っ
て
最
大
関
心
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
が
将
来
の
世
界
経
済
に
た
い
し
て
深
刻
な
難
問
題
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
に
も
脅
威
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
深
い
思
い
を
致
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
黒
い
知
る
。

4

　
こ
の
第
五
巻
収
録
の
論
文
七
篇
の
う
ち
、
最
初
の
「
国
際
価
値
学
説
」
は
、
同
文
館
版
『
経
済
大
辞
書
』
中
の
一
項
目
と
し
て
執
筆
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
国
貿
易
理
論
に
関
す
る
古
典
派
学
説
の
な
か
で
、
リ
カ
ー
ド
、
J
・
S
ー
ミ
ル
等
に
よ
る
国
際
価
値
の
学

説
を
紹
介
解
説
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
批
判
論
争
の
経
緯
に
及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
こ
の
学
説
の
生
成
に
つ
い
て
、
そ
の
創
始
者
た

る
リ
カ
ー
ド
と
、
そ
の
祖
述
者
と
し
て
の
ミ
ル
の
学
説
を
中
心
と
し
て
理
論
の
骨
子
を
詳
細
に
解
明
し
、
さ
ら
に
こ
の
学
説
を
発
展
拡
充

せ
し
め
た
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
の
所
説
に
も
論
及
さ
れ
る
。
進
ん
で
こ
の
学
説
に
関
す
る
批
判
を
取
り
あ
げ
、
タ
リ
フ
・
レ
ス
リ
ー
、
ホ
ブ
ソ

ン
、
ク
ー
ル
ノ
：
、
さ
ら
に
は
レ
キ
シ
ス
等
の
諸
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
国
際
価
値
学
説
に
つ
い
て
の
上
田
先
生
の
こ
の
論
考
は
、
そ
れ
が

辞
典
の
た
め
の
一
項
目
で
あ
る
と
い
う
制
約
も
あ
っ
て
、
自
説
を
特
に
打
出
す
こ
と
を
抑
え
、
先
生
自
ら
も
「
成
る
べ
く
自
説
を
立
つ
る

こ
と
を
避
け
て
専
ら
諸
家
の
所
説
を
紹
介
し
、
此
等
の
諸
説
と
以
上
解
説
し
た
る
学
説
と
の
論
理
的
関
係
を
公
平
に
攻
究
す
る
こ
と
に
勉
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む
べ
し
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
と
い
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
行
論
の
う
ち
に
察
せ
ら
れ
る
先
生
の
所
見
は
、
国
際
価
値
学
説
が
現

実
か
ら
離
反
す
る
仮
定
的
状
態
を
前
提
と
し
て
構
成
せ
ら
れ
て
お
る
こ
と
に
反
省
を
促
し
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
演
繹
論
的
推
論
か
ら
絶
対

的
自
由
貿
易
主
義
が
導
き
だ
さ
れ
る
論
理
へ
の
批
判
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
自
由
貿
易
の
重
要
性
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
高
く
評
価
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
論
拠
と
し
て
単
純
に
比
較
生
産
費
学
説
や
国
際
価
値
学
説
を
認
容
す
る
こ
と
に
た
い
し
て

は
、
先
生
は
細
心
周
到
な
批
判
を
も
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
際
価
値
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
の
べ
た
『
外
国
貿
易
原
論
』
の

な
か
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
篇
は
そ
れ
を
さ
ら
に
補
充
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
各
国
保
護
関
税
の
比
較
に
つ
い
て
」
（
一
橋
新
聞
部
編
）
こ
の
論
文
で
は
、
保
護
関
税
政
策
を
安
易
・
無
批
判
に
支
持
し
主
張
す
る
世
論

の
傾
向
に
た
い
し
て
、
こ
れ
に
厳
し
く
反
省
を
も
と
め
、
理
論
的
に
そ
の
不
合
理
な
理
由
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
関
税
の
引
上
げ
政
策
に

つ
い
て
は
十
分
慎
重
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
が
警
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
ダ
ン
ピ
ン
グ
」
（
経
営
学
論
集
第
五
輯
）
で
は
、
ま
ず
ダ

ン
ピ
ン
グ
の
概
念
を
経
営
経
済
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
な
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
意
義
の
規
定
、
そ

し
て
貿
易
す
る
国
々
の
あ
い
だ
に
発
生
す
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
種
々
相
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
す
す
ん
で
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
関

税
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
カ
ル
テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
独
占
的
支
配
の
関
係
等
が
多
角
的
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ケ
イ
ン
ズ
氏
の
収
入
関
税
論
」
（
大
学
と
社
会
第
五
号
）
は
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
、
ケ
イ
ン
ズ
が
収
入
関
税
の
提
案
を

な
し
、
こ
れ
が
朝
野
を
あ
げ
て
の
一
大
論
議
を
惹
き
起
し
た
問
題
を
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
一
面
に
お
い
て
は
極
め
て
犀
利
な
理
論

家
で
あ
る
ケ
イ
ン
ズ
が
、
他
面
で
は
ま
た
経
済
政
策
の
す
ぐ
れ
た
実
際
家
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
興
味
ふ
か
い
一
論
と
い
え
る
。
も
と

も
と
自
由
貿
易
の
支
持
者
で
あ
る
ケ
イ
ン
ズ
が
、
名
目
上
は
収
入
関
税
と
称
し
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
産
業
保
護
の
効
果
を
も
た
ら
す
べ

き
関
税
の
設
定
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
。
先
生
の
解
説
に
よ
れ
ぽ
、
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
の
政
策
的
提
案
は
、

い
わ
ば
「
自
由
貿
易
論
者
の
一
時
的
保
護
論
」
と
で
も
う
け
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
方
策
に
よ
っ
て
、
政
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府
の
赤
字
を
解
消
し
、
企
業
に
は
利
潤
を
あ
た
え
、
さ
ら
に
労
働
老
の
賃
金
闘
争
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の

提
案
に
た
い
し
て
は
各
方
面
か
ら
こ
れ
に
反
対
す
る
議
論
が
あ
ら
わ
れ
て
烈
し
い
論
争
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
上
田
先
生
は

そ
の
経
過
を
観
察
さ
れ
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
提
案
に
も
、
現
実
政
治
の
立
場
か
ら
一
面
の
理
の
あ
る
こ
と
を
公
平
に
認
め
ら
れ
て
お
ら

れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
世
界
の
将
来
に
た
い
し
て
大
所
か
ら
展
望
を
あ
た
え
、
む
し
ろ
諸
国
に
見
ら
れ
る
保
護
政
策
の
傾
向
に
た
い

し
て
深
い
憂
慮
を
い
だ
き
、
こ
れ
に
た
い
す
る
警
戒
の
必
要
な
こ
と
に
世
の
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
世
界
関
税
政
策
の
危
機
」
（
外
交
時
報
第
六
二
六
号
）
「
世
界
の
関
税
並
通
貨
問
題
」
（
東
洋
第
三
十
五
巻
八
号
）
「
近
時
の
関
税
論
に

就
い
て
」
（
公
民
講
座
三
十
六
号
）
。
こ
れ
ら
の
諸
論
考
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
的
不
況
に
直
面

し
て
、
各
国
が
自
国
の
自
衛
的
立
場
か
ら
採
用
し
た
関
税
政
策
を
冷
静
に
観
察
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
危
機
的
実
体
が
把
握

せ
ら
れ
、
諸
国
が
相
競
っ
て
実
行
し
つ
つ
あ
る
関
税
引
上
げ
の
政
策
に
た
い
す
る
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
諸
国
間
の
関
税
引
上
げ
競
争
は

い
わ
ゆ
る
関
税
戦
争
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
冷
た
い
戦
争
に
踵
を
接
す
る
も
の
は
ま
さ
し
く
熱
い
戦
争
の
危
険
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
国
際
間
の
摩
擦
と
軋
礫
は
、
い
か
に
深
刻
な
影
響
を
わ
が
国
に
た
い
し
て
及
す
こ
と
に
な
る
か
。
‘
こ
れ
に
対
処
す
る
わ
が
国
の
方
向
と

し
て
、
通
商
自
由
の
政
策
の
確
立
と
実
践
が
い
か
に
急
務
で
あ
る
か
を
上
田
先
生
は
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

5

　
さ
て
、
全
集
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
上
田
貞
次
郎
先
生
の
著
作
と
論
文
を
通
じ
て
、
総
括
的
に
わ
れ
わ
れ
が
う
け
る
印
象
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
上
田
先
生
の
外
国
貿
易
理
論
と
、
そ
の
政
策
に
関
す
る
研
究
と
主
張
、
わ
け
て
も
関
税
政
策
を
中
心

と
す
る
先
生
の
見
解
と
提
案
は
、
昭
和
の
初
頭
、
す
な
わ
ち
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
、
世
界
的
不
況
と
国
際
経
済
関
係
の
不
安
定
な
情
況
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を
背
景
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
歴
史
的
与
件
の
認
識
で
あ
る
。
大
戦
後
の
世
界
各
国
に
見
ら
れ
る
政
治
的
、
経
済
的

そ
し
て
社
会
的
情
勢
の
変
化
、
そ
の
危
機
的
兆
候
、
加
え
て
そ
こ
に
現
れ
た
国
家
主
義
的
対
立
の
激
化
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
一
次
大
戦

後
の
世
界
の
動
向
は
、
ま
こ
と
に
皮
肉
に
も
国
際
連
盟
の
理
想
な
ど
と
は
凡
そ
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
戦
争
の
教
訓
を
無
視
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
世
界
平
和
の
理
想
か
ら
は
い
ち
じ
る
し
く
か
け
離
れ
、
か
え
っ
て
各
国
が
他
国
を
制
圧
し
て
そ
の
国
家
的
利
益
の
追

求
に
汲
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
田
先
生
の
貿
易
理
論
と
政
策
の
提
言
は
、
か
か
る
歴
史
的
現
実
を
背
景
と
す
る
と
き
そ
こ
に
格
別
の
深

慮
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
想
い
到
る
の
で
あ
る
。
…
歩
を
す
す
め
て
論
ず
れ
ば
、
上
田
先
生
が
親
し
く
眺
め
ら
れ
た
現
実
は
、
い

わ
ば
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
夜
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
先
生
の
自
由
通
商
に
た
い
す
る
確
信
は
、
こ
の
世
界
的
な
将
来
の
不
安
を

予
感
し
て
の
遠
い
配
慮
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
ま
さ
し
く
世
界
歴
史
の
動
向
に
対
す
る
科
学
者
と
し

て
の
冷
徹
な
洞
察
が
覗
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
上
田
先
生
の
学
問
的
態
度
で
あ
る
。
貿
易
と
そ
の
政
策
論
を
課
題
と
さ
れ
た
先
生
は
一
面
に
お
い
て
こ
れ
を
理
論
的
に
分
析
究

明
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
さ
れ
た
。
同
時
に
他
面
で
は
、
問
題
を
国
際
経
済
の
現
実
と
世
界
情
勢
の
歴
史
的
動
向
に
即
し
て
、
こ
れ
を
現
実
政

治
の
課
題
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
上
田
先
生
の
信
条
で
あ
る
理
論
と
現
実
、
学
問
と
実
際
と
の

関
連
に
つ
い
て
、
そ
の
一
方
に
偏
止
す
る
こ
と
な
く
、
．
つ
ね
に
現
実
の
地
歩
を
定
め
つ
つ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
理
論
の
照
明
を
あ
た
え
る

こ
と
に
つ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
直
後
、
世
界
の
貿
易
を
回
復
再
建
せ
し
め
よ
う
と
の
要
請
は
、
一
九
四
七
年
に
国
際
連
合
の
特
別
機
関
と
し

て
国
際
貿
易
機
構
を
設
立
し
、
同
四
八
年
に
は
「
ハ
バ
ナ
貿
易
憲
章
」
の
制
定
を
見
る
に
い
た
っ
た
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
国
の
批
准
を

う
る
に
い
た
ら
ず
い
わ
ぽ
空
文
化
し
た
。
し
か
し
前
年
一
九
四
七
年
に
は
国
際
貿
易
機
構
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
専
門
機
関
と
し

て
「
関
税
お
よ
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」
（
ガ
ッ
ト
）
が
成
立
し
、
貿
易
に
お
け
る
差
別
の
撤
廃
と
自
由
通
商
の
達
成
に
そ
の
役
割
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を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
生
が
世
界
経
済
の
将
来
に
た
い
し
て
、
夙
に
そ
の
在
る
べ
き
方
向
を
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
実
は
正
し
く
そ
れ
を
実
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
一
九
七
〇
年
代
の
現
在
に
お
い
て
、
国
連
の
国
際
貿
易
機
構
に
う
た
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
自
由
に
し
て
無
差
捌
な
状
態
が
、
世
界
経
済
の
現
実
に
見
ら
れ
る
と
は
到
底
い
わ
れ
な
い
。
事
実
は
む
し
ろ
そ
の
逆
と
さ

え
い
わ
れ
よ
う
。
上
田
先
生
が
戦
前
に
お
い
て
深
く
憂
慮
さ
れ
、
世
界
の
将
来
の
た
め
に
心
を
労
せ
ら
れ
た
問
題
が
、
決
し
て
杷
憂
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
、
い
ま
に
し
て
知
ら
さ
れ
る
思
い
で
あ
る
。
世
界
各
国
の
利
害
は
相
容
れ
ず
、
相
互
に
相
譲
る
こ
と
な
く
、
国
民
感
情

は
極
度
に
尖
鋭
化
し
、
資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
資
源
小
国
・
開
発
途
上
国
の
諸
問
題
・
食
糧
不
安
・
人
口
の
危
機
等
の
困
難
な
問
題
が

錯
綜
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
自
由
な
る
国
際
通
商
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
、
は
る
か
に
遠
い
も
の
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
今
日
単
純
に
、
自
由
貿
易
は
す
で
に
過
去
の
名
残
り
で
あ
り
、
国
内
産
業
の
自
立
こ
そ
が
そ
の
望
ま
し
い
目
標
で
あ
る
と
規
定

す
る
こ
と
は
妥
当
な
方
途
で
あ
ろ
う
か
。
上
田
先
生
は
学
問
的
思
索
と
現
実
の
観
察
を
通
じ
て
、
自
由
貿
易
の
基
本
に
つ
い
て
は
そ
の
真

理
性
を
確
信
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
過
去
の
自
由
放
任
主
義
が
そ
の
ま
ま
通
用
し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
な

省
察
を
下
さ
れ
、
自
由
競
争
の
原
則
に
た
い
す
る
調
整
の
必
要
を
指
摘
さ
れ
た
。

　
思
う
に
世
界
の
現
状
が
、
古
典
的
な
自
由
貿
易
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
現
実
の
諸
与
件
に
徴
し
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
か
つ
て
の
金
本
位
制
度
の
基
盤
は
す
で
に
な
く
、
諸
国
の
通
貨
と
為
替
は
管
理
温
度
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
さ
ら
に
函
家
の

積
極
的
な
支
配
力
も
強
く
作
用
す
る
。
国
際
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
連
合
、
ア
メ
リ
カ
や
ソ
連
を
中
心

と
す
る
経
済
圏
、
＝
爵
に
し
て
世
界
を
通
じ
て
の
ブ
ロ
ヅ
ク
化
の
形
勢
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
複
雑
多
端
な
現
実
に
直
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
上
田
先
生
か
ら
な
に
を
学
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
先
生
は
『
最
近

商
業
政
策
』
の
第
四
章
で
特
に
「
所
謂
ブ
ロ
ッ
ク
組
織
」
と
い
う
表
題
の
下
に
、
ソ
連
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
お
よ
び
欧
州
経
済
連

盟
を
取
り
あ
げ
て
分
析
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
論
と
し
て
、
プ
ロ
ヅ
ク
形
成
に
よ
り
自
給
自
足
の
経
済
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
も
、



現
実
は
す
で
に
各
国
が
世
界
経
済
の
中
に
深
く
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
同
書
の
終
章
で
先
生
は
「
経
済
組
織
進
展
の
方
向
は
、
何
れ
の
国
で
も
計
画
経
済
」
に
向
っ
て
い
る
こ
と
を
冷
静
に
認
め
な
が
ら
、

し
か
し
「
放
任
主
義
が
棄
て
ら
れ
計
画
経
済
の
運
動
が
起
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
国
際
分
業
の
利
益
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
前
は
、
国
際
分
業
を
盛
な
ら
し
め
る
た
め
に
自
由
放
任
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
今

日
は
そ
の
た
め
に
国
際
的
計
画
経
済
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
相
違
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
、
計
画
経
済
は
、
む
し
ろ
国
際
的
に
な
ら
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
高
め
ら
れ
た
次
元
に
お
い
て
の
自
由
通
商
の
理
念
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
国
際
的
計
画
経
済
を
通
じ
て
、
世
界
の
通
商
を
い
か
に
実
現
し
て
ゆ
く
か
が
、
七
〇
年
代
以
降
の
世
界
各
国
に
あ
た
え
ら
れ
た
課

題
と
い
わ
れ
よ
う
。
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「
解
説
」
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
一
、
二
の
点
に
つ
き
大
方
の
寛
宥
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
上
田
先
生
は
昭
和
二
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
こ
の
巻
に
収
録
し
た
貿
易
関
税
の
問
題
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
幾
多
の
論

考
・
論
策
を
世
に
問
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
雑
誌
「
自
由
通
商
」
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
「
中
央
公
論
」
「
経
済
往
来
」
「
外
交
時
報
」
等
に
発
表
さ

れ
た
。
本
来
な
れ
ぽ
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
収
録
す
べ
き
で
あ
る
が
、
全
集
構
成
上
の
制
約
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
諸
論
文
の
要
旨

は
、
特
に
本
巻
収
録
の
『
最
近
商
業
政
策
』
中
の
諸
君
に
こ
れ
を
買
い
知
る
と
い
う
点
も
あ
り
、
重
複
に
よ
る
冗
長
を
避
け
る
意
図
か
ら

も
、
こ
こ
に
は
主
要
な
る
も
の
を
選
択
し
た
。
な
お
先
生
の
重
要
な
著
書
『
新
自
由
主
義
と
自
由
通
商
』
は
、
さ
き
に
述
べ
た
一
九
二
七

年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
経
済
会
議
に
出
席
し
た
先
生
が
、
そ
の
会
議
の
結
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
か
ら
み
て
、
こ
の
第

五
巻
に
収
録
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
全
集
各
巻
と
の
量
的
均
衡
を
も
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
第
七
巻
『
新
自
由
主
義
』
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に
移
し
た
。
第
五
巻
と
の
関
連
に
お
い
て
、

　
　
　
昭
和
五
十
年
　
六
月
二
十
七
日

特
に
留
意
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

大
　
泉
　
行
　
雄
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