
特
集
・
国
際
化
時
代
の
市
民
と
行
政
④

中
村
　
哲
央

一

の
国
際
性
へ
の
提
言
コ
ト
バ
と
国
際
交
流

は
じ
め
に

　
二
人
連
れ
の
旅
人
あ
り
。
一
人
が
腹
を

す
か
し
「
腹
へ
っ
た
。
飯
が
喰
い
た
い
」

と
い
う
。
「
で
は
、
茶
店
で
…
…
」
と
歩

い
て
行
く
が
二
膳
め
し
あ
り
や
な
き
や
」

と
書
い
て
あ
る
旗
を
見
て
、
「
有
り
や
無

き
や
…
…
こ
い
つ
あ
何
だ
、
わ
か
ら
ね
え
、

お
ま
ん
ま
喰
え
ね
え
」
と
い
う
と
、
「
一

膳
飯
あ
り
　
柳
屋
」
と
読
む
の
だ
と
他
方

が
諭
す
。

　
別
な
話

　
あ
る
男
、
文
を
貰
っ
て
開
い
て
み
る
に

「
や
し
ろ
う
と
ん
か
め
い
と
へ
ま
い
り
そ

ろ
」
と
書
い
て
あ
る
。
「
弥
次
郎
ど
ん
が

冥
土
へ
参
り
候
」
と
読
ん
で
、
大
騒
ぎ
に

な
る
話
。
実
は
、
「
弥
次
郎
ど
ん
亀
戸
へ

参
り
候
」

　
ま
た
「
ふ
た
へ
に
ま
げ
て
く
び
に
か
け

る
数
珠
」
を
注
文
す
る
は
な
し
等
、
ど
う

い
う
読
み
方
を
す
る
か
と
い
う
観
点
に
話

し
の
行
き
違
い
の
原
因
が
あ
る
噺
は
、
枚

挙
に
暇
が
な
い
。

　
コ
ト
バ
の
機
能
（
特
に
表
記
）
が
、
不
充

分
で
あ
る
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま

で
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
話
は
、
コ
ト
バ

の
二
つ
の
重
要
な
側
面
、
な
い
し
機
能
を

示
唆
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
コ
ト
バ
は
意

思
伝
達
の
手
段
・
道
具
で
あ
る
こ
と
。
他

の
一
つ
は
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
全
く
異

な
る
意
味
内
容
を
取
り
出
し
得
る
側
面
を

持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
を
拡
大
し
、
実
際
の
諸
言
語
間

の
相
違
を
考
え
て
も
、
同
様
な
る
こ
と
が

言
え
る
。
同
一
現
象
を
、
異
な
る
言
語
を

話
す
者
が
、
能
う
る
か
ぎ
り
詳
細
に
、
精

密
に
記
述
す
る
こ
と
で
、
同
一
情
報
を
伝

達
し
得
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
…
…
何
故
か
？

　
コ
ト
バ
は
、
外
界
を
そ
の
コ
ト
バ
固
有

の
方
法
に
よ
っ
て
切
り
取
る
。
外
界
自
体

は
、
同
一
で
あ
る
が
、
見
る
人
は
、
そ
の

一
―
は
じ
め
に

ニ
―
国
際
的
に
開
か
れ
た
市
民
・
都
市
・
国
家

三
―
英
語
即
国
際
語
？

　
　
　
コ
ト
バ
は
プ
ラ
ス
の
帰
還
係
数
を
持
つ

四
―
横
浜
の
国
際
性

五
―
お
わ
り
に

調査季報89―86.3

人
な
り
に
、
（
コ
ト
バ
に
影
響
さ
れ
た
方

法
で
）
そ
の
特
定
の
も
の
に
の
み
、
注
目

す
る
。
花
の
好
き
な
人
は
、
ど
こ
へ
行
っ

て
も
、
す
ぐ
花
が
目
に
つ
く
が
、
そ
う
で

な
い
人
は
、
意
に
介
さ
ぬ
の
と
同
様
に
、

コ
ト
バ
に
依
存
し
て
着
眼
点
が
異
な
る
。

例
え
ば
、
日
本
語
で
は
、
単
数
、
複
数
の
区

別
を
余
り
明
確
に
し
な
い
が
、
英
語
で
は

い
ち
い
ち
単
・
複
の
区
別
を
し
な
い
と
発

話
で
き
な
い
。
切
り
取
り
方
次
第
で
、
西

瓜
も
四
角
に
な
る
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
①
人
間
相
互
の
意
志

疎
通
を
為
す
手
段
　
②
も
の
が
ア
プ
リ
オ

リ
ル
に
在
っ
て
、
そ
れ
を
諸
言
語
が
別
な
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命
名
―
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
訳
で
は
な
く
、

各
コ
ト
バ
自
身
が
種
々
様
々
な
る
も
の
を

他
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
も
の

と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
、
コ
ト
バ
の
機

能
が
観
察
さ
れ
る
。

　
国
際
間
の
交
流
に
は
、
必
然
的
に
異
な

る
コ
ト
バ
を
介
在
し
、
コ
ト
バ
の
機
能
上

の
相
違
か
ら
、
先
の
落
語
の
例
に
類
す
る

行
き
違
い
を
含
め
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
含

み
得
る
。

　
日
本
語
が
全
世
界
で
一
様
に
母
語

(
M
u
t
t
e
r
s
p
r
a
c
h
e
)
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
国
内
と
同
様
な
コ
ト
バ

の
機
能
を
期
待
出
来
得
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
現
実
に
は
千
を
超
え
る
言
語
が
用

い
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
個
々
の
文
化
と
密
接

に
関
連
し
、
伝
統
を
形
作
り
、
人
の
考
え

方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、
世
界
で
通
用

す
べ
き
コ
ト
バ
を
設
定
し
、
そ
れ
に
依
る

国
際
交
流
を
考
え
た
ら
如
何
で
あ
ろ
う

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
み
に
対
象
を

限
定
す
れ
ば
悪
く
は
な
い
。
し
か
し
、
前

述
②
と
の
関
連
で
、
人
間
の
考
え
の
多
様

性
、
個
の
尊
重
と
い
う
分
は
、
悪
影
響
を

受
け
る
ば
か
り
で
あ
り
、
下
手
を
す
る
と

人
類
の
築
い
て
き
た
文
化
遺
産
、
伝
統
等

の
抹
殺
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
で
あ
る

か
ら
、
特
定
の
一
言
語
を
国
際
語
の
名
の

許
に
国
民
的
規
模
で
捉
え
る
こ
と
は
、
地

球
的
な
（
特
定
の
地
域
の
み
の
交
流
で
は

な
い
）
国
際
交
流
を
目
指
す
限
り
、
大
き

な
マ
イ
ナ
ス
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二

国
際
的
に
開
か
れ
た

市
民
・
都
市
・
国
家

　
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
等
で
よ
く
。

「
国
際
○
○
」
と
か
、
「
国
際
△
△
」
と

か
い
う
表
現
を
見
聞
す
る
。
例
え
ば
、
国

際
交
流
、
国
際
大
会
、
国
際
都
市
、
国
際

結
婚
、
国
際
電
話
…
。

　
し
か
し
、
「
国
際
～
」
と
銘
打
た
れ
れ

ば
う
た
れ
る
程
、
「
国
際
」
と
銘
打
つ
必

要
性
が
高
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と

思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
国
際
的

と
い
う
冠
飾
句
を
用
い
、
他
と
区
別
し
、

こ
れ
は
国
際
的
で
あ
る
ぞ
、
と
い
う
精
神

か
ら
、
こ
の
様
な
命
名
が
出
て
来
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
今
や
、
電
気
冷
蔵

庫
と
は
、
あ
ま
り
い
わ
な
い
。
電
気
式
が

当
た
り
前
だ
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
番
組
で

ク
ラ
シ
ッ
ク
と
銘
打
た
れ
る
も
の
の
内
容

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音

楽
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
番
組
を
国
際
的
音

楽
番
組
と
命
名
す
る
か
？
　
西
洋
音
楽
と

い
う
か
？
　
寧
ろ
、
邦
楽
番
組
に
は
「
邦

楽
」
と
冠
せ
ら
れ
る
確
率
の
方
が
高
い
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
分
野
で
は
、
国

際
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
自
明
な
の
で
あ

る
。
〔
も
っ
と
も
、
コ
ト
バ
の
う
え
で
は

多
か
れ
少
な
か
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
が

無
標
で
、
譬
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
（
こ
う
い

う
ま
と
め
か
た
す
ら
偏
見
が
あ
る
か
も
し

れ
ぬ
が
）
の
音
楽
に
は
、
民
族
音
楽
と
い

う
タ
イ
ト
ル
が
付
き
や
す
い
が
〕
　
先
程

の
例
に
関
し
て
言
う
と
、
私
の
数
年
間
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
活
で
は
、
「
国
際
」
と
銘

打
た
れ
て
い
な
か
っ
た
感
じ
を
も
っ
て
い

る
。
電
話
を
か
け
る
の
に
、
国
内
か
、
国

外
か
等
の
区
別
は
、
余
り
意
識
に
昇
ら
な

い
。
ド
イ
ツ
人
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
結
婚

し
て
も
、
国
際
結
婚
な
ど
と
い
う
話
題
の

さ
れ
か
た
は
な
か
っ
た
。
Ｔ
Ｅ
Ｅ
（
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
横
断
鉄
道
）
は
、
国
際
列
車
に
は

違
い
な
い
が
、
名
称
が
示
す
通
り
、
あ
ま

り
「
国
際
○
○
」
は
意
識
さ
れ
な
い
。
国

境
超
え
と
て
、
走
っ
て
い
る
列
車
中
で
、

簡
単
な
検
札
的
処
理
で
済
む
し
、
寝
台
列

車
で
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
か
ら
パ
リ
に
行

っ
た
時
は
、
旅
券
を
車
掌
に
預
け
て
お
い

た
ら
、
翌
日
パ
リ
に
着
い
て
起
こ
さ
れ
、

返
し
て
も
ら
っ
た
。
（
少
な
く
と
も
西
側

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
）
国
境
は
、
日
本
流
に

例
え
る
と
県
境
的
で
あ
っ
た
し
、
ス
イ
ス

人
だ
オ
ー
ス
ト
リ
ー
人
だ
ド
イ
ツ
人
だ
と

い
う
よ
う
な
、
直
接
的
、
国
籍
を
特
に
取

り
上
げ
て
云
々
す
る
雰
囲
気
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
。

　
日
本
以
外
に
も
同
国
人
（
ま
た
は
宗
教

的
同
門
）
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
他
の
人

々
よ
り
、
親
近
感
、
義
務
感
を
持
つ
人
々

も
い
る
。
ス
イ
ス
人
は
、
ス
イ
ス
に
と
て

も
誇
り
を
も
っ
て
い
る
し
、
オ
ー
ス
ト
リ

ー
人
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
人
の
如
き
精
神
構
造
「
う
ち
」
か

「
そ
と
」
か
…
…
つ
ま
り
よ
そ
者
か
と
い

う
構
え
は
、
出
発
点
で
は
余
り
多
く
は
無

い
と
思
わ
れ
る
。
外
国
人
が
常
に
身
の
廻

り
に
多
い
し
、
更
に
、
外
国
人
を
制
度
上

区
別
す
る
よ
う
な
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が

多
分
、
日
本
に
比
べ
て
少
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
日
本
で
公
立
の
小
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学
校
へ
上
が
っ
た
り
す
る
場
合
、
外
国
人

で
あ
る
が
故
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
例

え
ば
、
西
ド
イ
ツ
に
比
較
し
ず
っ
と
多
い
。

勿
論
、
社
会
の
成
り
立
ち
、
国
家
間
の
取

り
決
め
、
地
理
的
、
歴
史
的
条
件
の
異
な

る
国
々
の
、
そ
れ
も
極
く
一
部
の
み
を
、

他
か
ら
切
り
離
し
比
較
す
る
の
は
、
必
ず

し
も
当
を
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
何
か

独
自
で
、
何
か
優
れ
、
何
が
劣
り
、
他
の

人
々
は
如
何
に
生
き
、
如
何
に
生
活
を
享

受
し
て
い
る
か
等
を
知
る
こ
と
は
、
常
に

良
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
「
ど
の
国
の
ど
ん
な
子
供
に
も
、
十
六

　
歳
に
至
る
ま
で
、
と
に
か
く
〔
住
民
登

　
録
〕
を
し
た
人
の
子
供
に
は
、
〔
子
供
の

　
お
金
〕
（
K
i
n
d
e
r
g
e
l
d
）
と
称
す
る
お

　
金
が
出
る
。
べ
つ
に
こ
の
国
に
生
ま
れ

　
な
く
と
も
よ
ろ
し
い
。
ト
ル
コ
人
が
ト

　
ル
コ
で
生
ま
れ
た
子
供
を
連
れ
て
来
て

　
も
同
じ
こ
と
だ
。
…
…
」
　
（
「
図
書
」
一

　
九
八
六
年
三
月
号
　
小
田
　
実
氏
「
子
供
代
々
」

　
の
国
で
の
歴
史
と
政
治
の
「
体
現
」
の
誕
生
と
い

　
う
見
出
し
で
の
一
文
か
ら
）

　
こ
の
国
と
は
、
西
ベ
ル
リ
ン
の
こ
と
で

あ
る
。
西
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
と
、
日
本
で

は
と
も
す
れ
ば
西
ド
イ
ツ
の
首
都
と
か
、

少
な
く
と
も
西
ド
イ
ツ
に
所
属
す
る
領
土

と
い
う
風
に
思
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な

い
が
、
実
は
、
今
も
っ
て
第
次
二
世
界
大

戦
の
連
合
国
側
の
英
、
米
、
仏
の
三
か
国

の
占
領
統
治
下
に
あ
る
。
但
し
、
実
質
は

西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

を
送
っ
て
い
る
し
、
西
ド
イ
ツ
政
府
が
、

種
々
様
々
な
援
助
協
力
を
し
て
お
り
、
法

制
上
も
、
共
通
の
扱
い
が
多
く
、
人
的
、

物
質
的
交
流
も
多
い
た
め
、
実
際
の
生
活

を
し
て
み
る
と
西
ド
イ
ツ
と
余
り
変
わ

ら
な
い
と
い
う
感
を
い
だ
く
の
も
、
ま
た

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
と

K
i
n
d
e
r
g
e
l
d
に
関
し
て
だ
け
で
も
、
何

と
い
う
国
際
性
の
高
さ
で
あ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
実
質
的
に
は
、
何
等
区
別
を
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
例
は
、
実
は
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
、
た
と
へ
ば
、
「
お

産
の
時
の
病
院
の
費
用
負
担
、
様
々
な
給

付
」
等
で
も
、
国
籍
に
よ
る
区
別
が
つ
け

ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
み
の

特
異
現
象
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
英
国
も

同
様
な
扱
い
が
多
い
と
聞
き
及
ぶ
。
彼
等

は
、
国
際
的
取
扱
と
か
、
人
道
上
無
差
別

的
給
付
と
か
、
大
言
壮
語
的
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
し
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は
何
と
国

際
的
で
あ
る
こ
と
か
。

　
国
際
的
と
い
う
の
は
、
こ
の
例
が
示
す

が
如
く
、
人
間
が
何
処
へ
（
何
処
の
国
へ
）

行
こ
う
と
、
国
籍
や
、
所
属
社
会
に
よ
る

区
別
、
差
別
な
く
、
あ
た
か
も
、
現
地
の

人
々
と
同
じ
様
に
、
生
活
で
き
、
行
動
出

来
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
最
上
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
国
籍
等
の
違
い
を

認
識
す
る
必
要
の
無
い
生
活
が
出
来
る
こ

と
で
あ
る
。
Ａ
国
籍
者
に
は
国
を
挙
げ
て

諸
種
の
便
宜
を
供
与
し
、
Ｂ
国
籍
者
に
は

何
も
知
ら
せ
ず
、
我
関
せ
ず
の
態
度
で
接

し
、
Ｃ
国
籍
者
に
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

偏
見
、
予
断
を
も
っ
て
扱
う
と
い
う
の
は
、

「
国
際
的
に
開
か
れ
た
市
民
・
都
市
・
国

家
」
で
は
・
な
い
。
実
際
の
日
本
で
は
ど
う

か
？

三
―
英
語
即
国
際
語
？
コ
ト
バ
は

プ
ラ
ス
の
帰
還
係
数
を
持
つ

　
前
章
で
は
、
国
際
化
は
、
コ
ト
バ
上
「
国

際
○
○
」
と
扱
え
ば
良
い
の
で
は
な
く
、

寧
ろ
、
こ
う
い
う
断
り
書
が
不
必
要
に
な

る
方
向
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
の
章
で
は
、
更
に
、
実
利
的
な
観

点
か
ら
、
外
国
語
学
習
に
つ
い
て
述
べ
、

併
せ
て
、
英
語
、
即
、
国
際
語
の
見
方
は

誤
り
で
、
国
際
化
に
逆
行
し
、
危
険
な
る

側
面
を
も
持
つ
こ
と
を
示
そ
う
。

　
一
般
個
別
言
語
、
例
え
ば
日
本
語
は
日

本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ト
バ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
語
に
そ
れ
を
当
て
は

め
て
、
ド
イ
ツ
語
と
は
、
ド
イ
ツ
で
（
い
ま

や
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
〈
西
ド
イ
ツ
〉
、

ド
イ
ツ
民
主
主
義
共
和
国
〈
東
ド
イ
ツ
〉

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
）
話
さ
れ
て
い
る

コ
ト
バ
で
あ
る
と
、
簡
単
に
は
言
え
な

い
、
朝
鮮
語
（
韓
国
政
府
は
、
韓
国
語
と

表
記
）
も
同
様
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら

語
学
番
組
「
ハ
ン
グ
ル
講
座
」
は
、
不
適

当
で
あ
る
。
理
由
は
、
ハ
ン
グ
ル
と
は
諺

文
（
お
ん
も
ん
）
、
つ
ま
り
字
母
の
体
系

の
呼
称
で
あ
る
か
ら
。
使
用
さ
れ
て
い
る

コ
ト
バ
に
は
、
国
名
と
、
直
接
の
関
係
が

な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
（
米
）
語
に
し
て
然
り
。

国
家
と
、
そ
の
属
す
る
（
構
成
す
る
）
民
族

と
は
歴
史
的
に
み
て
同
一
で
は
な
い
（
な

か
っ
た
）
し
、
あ
る
民
族
が
別
の
国
に
組

み
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
、
別
な
公
用
語
を

強
制
さ
れ
て
も
そ
う
簡
単
に
は
同
化
し
な
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い
（
な
い
し
は
出
来
な
い
）
ほ
う
が
多
か

っ
た
様
で
あ
る
。

　
世
界
に
目
を
転
ず
る
と
、
非
公
用
語
な

が
ら
、
少
数
の
コ
ト
バ
（
例
、
ス
イ
ス
の

レ
ト
ロ
マ
ン
語
）
が
、
な
お
根
強
く
代
々

語
り
続
け
ら
れ
る
の
は
、
実
に
健
気
で
あ

る
と
思
う
。
し
か
し
、
丁
度
ト
キ
が
絶
滅

寸
前
で
あ
る
が
如
く
、
少
数
言
語
が
風
前

の
灯
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
例
が
幾
つ

か
あ
る
。
コ
ト
バ
の
滅
亡
は
、
そ
の
コ
ト

バ
に
内
在
す
る
精
神
の
、
ま
た
、
過
去
累

々
と
積
み
上
げ
た
文
化
的
遺
産
の
消
失
を

意
味
し
、
人
類
全
体
の
規
模
で
考
え
る
と

残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
は
逆
に
、
勢
力
を
伸
ば
し
て
い

る
コ
ト
バ
も
あ
る
。
日
本
語
に
関
し
て
は

最
近
僅
か
で
は
あ
る
が
、
海
外
で
も
日
本

語
講
座
が
拡
充
さ
れ
た
り
、
日
本
に
関
す

る
紹
介
記
事
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
と
聞
き

及
ぶ
。
こ
れ
は
、
好
ま
し
い
傾
向
（
貿
易

不
均
衡
に
伴
う
攻
撃
的
、
ま
た
は
、
偏
見

を
伴
っ
た
記
事
で
あ
れ
、
な
お
無
視
さ
れ

る
よ
り
は
良
い
と
私
は
考
え
る
）
を
示
し

て
い
る
。
一
般
に
、
コ
ト
バ
の
使
用
層
の

拡
大
は
、
プ
ラ
ス
の
帰
還
係
数
を
持
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
コ
ト
バ
が
新
た
に
学
習

さ
れ
る
と
、
そ
の
国
に
対
す
る
関
心
も
ひ

き
お
こ
さ
れ
、
今
ま
で
は
存
在
す
ら
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
諸
々
の
も
の
、
例
え
ば

そ
の
国
語
圏
特
有
の
文
化
遺
産
、
芸
術
、

伝
統
等
も
新
た
に
紹
介
さ
れ
る
可
能
性
が

増
大
す
る
。
一
旦
、
そ
れ
ら
が
紹
介
さ
れ

る
と
、
刺
激
さ
れ
て
、
新
た
に
興
味
を
抱

く
人
が
増
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
循
環
が
繰

り
返
さ
れ
る
と
、
次
第
に
そ
の
言
語
を
学

ぶ
人
々
、
関
心
を
持
つ
者
が
増
加
し
、
つ

い
に
は
、
辞
書
、
文
法
書
等
の
出
版
に
も

連
が
ろ
う
。
文
献
等
が
整
備
さ
れ
る
と

益
々
学
習
し
易
く
な
る
の
で
、
学
習
人
口

も
増
加
し
よ
う
。
こ
の
コ
ト
バ
が
普
遍
化

し
て
く
る
と
、
色
々
な
催
し
も
の
も
増
え

マ
ス
コ
ミ
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
チ
ャ
ン

ス
も
増
え
る
。
実
際
に
、
そ
の
コ
ト
バ
が

使
用
さ
れ
て
い
る
国
へ
渡
航
す
る
者
も
、

増
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
わ
り
ま
わ
っ
て

こ
の
コ
ト
バ
が
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の
語

学
講
座
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
本
に
い

れ
ば
、
全
国
津
々
浦
々
に
て
、
こ
の
コ
ト

バ
が
学
習
出
来
る
状
態
も
招
来
す
る
の
で

あ
る
。
コ
ト
バ
は
、
数
学
の
学
習
等
と
は

異
な
り
、
必
ず
そ
の
基
盤
で
あ
る
文
化
。

社
会
等
を
含
め
た
学
習
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
コ
ト
バ
が
判
っ
て
来
る
と
、
心
理

的
垣
根
が
取
り
払
わ
れ
、
更
に
そ
の
コ
ト

バ
に
関
す
る
文
化
的
事
情
が
良
く
理
解
出

来
る
場
合
が
多
く
な
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
コ
ト
バ
の
使
用
層
が
拡
大
す
る
こ
と

は
、
プ
ラ
ス
の
帰
還
係
数
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
「
翻
訳
さ
れ
た

も
の
を
読
め
ば
判
る
」
と
か
、
「
ど
の
コ

ト
バ
が
、
国
際
会
議
の
討
論
用
言
語
と
し

て
選
ば
れ
て
も
大
し
た
変
化
は
な
い
」
等

と
い
う
の
は
、
全
く
見
当
外
れ
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
立
場
の
異
な

る
外
国
人
を
相
手
に
、
侃
侃
諤
諤
と
、
こ

ち
ら
の
主
張
を
認
め
さ
せ
得
る
議
論
を
日

本
語
で
や
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
別

な
外
国
語
で
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
か

と
い
う
こ
と
に
は
、
天
と
地
の
差
が
あ

る
。
国
連
の
公
用
言
語
に
世
界
第
二
次
大

戦
の
敗
戦
国
の
コ
ト
バ
ー
日
本
語
も
ド
イ

ツ
語
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
世

界
の
諸
交
流
を
考
え
る
と
き
、
世
界
に
対

し
て
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目

本
に
と
っ
て
、
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
、

相
当
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
で
あ

る
。そ

う
い
う
理
由
か
ら
、
国
際
語
と
い
う

も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
が
実
際
に
広
く
使

わ
れ
て
い
る
、
な
い
し
は
、
そ
れ
を
解
す

る
人
が
多
い
と
い
う
根
拠
の
み
で
、
特
定

の
一
言
語
に
の
み
、
そ
の
役
割
を
担
わ
せ

る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
母
語
と
す
る
人

に
は
都
合
が
良
い
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
以
外
の
人
々
を
不
当
に
扱
い
コ
ト
バ

の
暴
力
を
そ
の
人
々
に
対
し
振
る
い
か
ね

な
い
危
険
が
存
在
す
る
。

　
日
本
の
如
く
、
言
語
も
、
人
種
（
？
）

も
、
宗
教
も
。
生
活
レ
ベ
ル
も
、
考
え
る

こ
と
も
、
や
る
こ
と
も
、
大
同
小
異
、
均

一
的
と
い
う
の
は
少
数
派
に
属
し
よ
う
。

諸
外
国
か
ら
見
た
場
合
、
余
り
に
も
統
一

的
関
心
・
反
応
・
考
え
か
た
と
い
う
の
は

全
体
国
家
の
そ
れ
に
も
似
て
、
良
い
イ
メ

ー
ジ
を
持
た
れ
な
い
。
国
際
化
を
標
榜
す

る
場
合
、
こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
。
国
際
人
と

い
う
の
は
、
決
し
て
、
英
語
を
流
暢
に
話

し
、
外
国
人
と
巧
く
仕
事
が
で
き
る
人
で

は
な
い
。
日
本
人
は
、
何
故
、
こ
う
い
う

も
の
の
考
え
方
を
為
し
、
何
故
、
こ
う
生

き
る
か
を
、
日
本
人
の
立
場
か
ら
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
、
国
際
理
解
に
寄
与
す
る
。

例
え
ば
、
英
語
が
得
意
で
あ
る
か
ら
と
て
、

英
語
の
発
想
か
ら
日
本
を
見
る
こ
と
は
日
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本
人
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
英
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
方
が
、

そ
れ
を
も
っ
と
完
璧
に
や
っ
て
の
け
る
。

し
ば
し
ば
、
そ
の
方
が
説
明
に
楽
だ
か
ら

と
て
、
安
易
な
同
調
を
す
る
（
外
国
語
に

堪
能
な
る
）
日
本
人
を
見
か
け
る
が
、
こ

れ
で
は
国
際
交
流
と
か
、
相
互
理
解
等
、

巧
く
機
能
出
来
な
い
。
相
手
と
自
分
の
考

え
、
も
の
の
見
方
が
、
如
何
に
離
れ
て
い

る
の
か
の
認
識
こ
そ
が
出
発
点
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
コ
ト
バ
に
因
る
要
素
が
し

ば
し
ば
意
見
対
立
の
原
因
で
あ
る
か
ら
と

て
、
そ
の
コ
ト
バ
の
要
素
を
少
な
く
持
つ

人
、
つ
ま
り
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
次

第
に
喪
失
す
れ
ば
、
よ
り
国
際
性
が
増
す

な
ど
と
い
う
こ
と
は
妄
想
で
あ
る
。
日
本

人
は
、
あ
く
ま
で
も
、
日
本
人
の
個
を
持

ち
、
日
本
流
の
考
え
を
他
に
紹
介
し
、
理

解
さ
せ
、
更
に
は
相
手
の
考
え
方
も
理
解

で
き
る
思
考
上
の
柔
軟
性
、
包
容
力
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
異
な
る
考
え
方
、

も
の
の
見
方
の
で
き
る
人
が
三
人
寄
っ
て

初
め
て
「
文
殊
の
知
恵
」
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
個
を
持
た
ぬ
人
が
、
三
人
寄
っ
て

も
「
付
和
雷
同
」
に
異
な
ら
な
い
。

　
個
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

国
際
交
流
を
考
え
る
際
、
コ
ト
バ
に
も
言

え
る
原
則
で
、
猫
も
杓
子
も
英
語
と
い
う

の
で
は
、
特
定
の
国
々
に
と
っ
て
便
利
で

も
、
他
の
人
々
に
、
不
利
益
を
強
い
る
こ

と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
の
日
本
で

　
「
英
語
は
、
国
際
的
に
万
能
で
あ
る
」
従

っ
て
、
国
際
語
と
し
て
、
英
語
を
学
べ

ば
、
そ
れ
が
、
最
善
だ
と
い
う
思
想
は
、

不
充
分
で
あ
る
。
次
の
章
で
、
横
浜
市
の

立
場
を
、
こ
の
英
語
万
能
論
か
ら
見
て
み

四
―
横
浜
の
国
際
性

　
前
の
章
で
は
、
あ
る
特
定
の
コ
ト
バ
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
役
立
つ
か
ら
と

い
う
理
由
の
み
で
、
優
遇
（
？
）
さ
れ
、

そ
の
自
己
増
殖
作
用
が
故
に
、
広
範
囲
に

他
を
圧
し
て
用
い
ら
れ
る
事
態
は
、
も
の

ご
と
を
特
定
の
一
面
か
ら
の
み
捕
ら
え
、

そ
れ
で
以
て
、
全
体
と
錯
覚
す
る
危
険
性

が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
さ
て
我
が
横
浜
市
の
対
応
は
、
こ
の
観

点
か
ら
。
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
横
浜
市
の
発
行
す
る
幾
多
の
出
版
物
で

は
、
「
横
浜
は
国
際
色
豊
か
な
都
市
で
…

…
：
」
、
「
横
浜
は
昔
か
ら
国
際
性
に
富
ん

だ
マ
チ
…
」
、
「
新
た
な
国
際
交
流
の
場

づ
く
り
を
」
、
「
こ
の
よ
う
な
″
国
際
都

市
・
横
浜
”
を
形
成
す
る
た
め
、
本
市
で

は
現
在
、
国
際
活
動
を
中
心
に
、
様
々
な

国
際
化
の
た
め
の
施
策
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
」
等
、
「
国
際
性
、
国
際

的
」
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
文
言
が

多
い
。
英
語
偏
重
病
の
蔓
延
す
る
日
本
の

社
会
で
、
横
浜
市
は
、
コ
ト
バ
か
ら
の
観

点
か
ら
国
際
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
開
か
れ
た
国
際
都
市
『
横
浜
』
へ
3
2

の
提
言
」
（
昭
5
7
年
度
）
に
拠
る
と
、
横

浜
在
住
の
外
国
人
は
、
市
の
人
口
の
一
％

に
満
た
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の

少
数
な
る
人
々
に
、
少
数
な
る
が
故
に
、

種
々
の
施
策
を
国
際
化
の
方
向
で
す
べ
き

と
し
て
い
る
。
同
提
言
に
は
、
い
く
つ
か

の
問
題
点
を
除
き
、
な
る
ほ
ど
と
お
も
わ

せ
ら
れ
る
指
摘
が
多
か
っ
た
。
も
っ
と

も
、
ま
だ
不
備
で
あ
っ
た
の
か
と
、
そ
の

遅
さ
を
嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
局
面
も
あ
っ

た
が
。

　
さ
て
、
同
指
摘
の
問
題
点
の
う
ち
、
コ
ト

バ
に
関
す
る
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
て
み

よ
う
。

・
外
国
人
に
分
か
る
案
内
標
示
―
略
―
主

要
な
標
示
に
は
少
な
く
と
も
英
語
を
併
記

す
る
こ
と
が
…
…

・
１
１
９
番
救
急
電
話
の
英
語
に
よ
る
…

・
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
―
日
本
を
訪
れ

る
外
国
人
に
対
し
て
積
極
的
が
誘
客
Ｐ
Ｒ

を
行
う
。
市
内
観
光
案
内
や
催
物
情
報
を

盛
り
こ
ん
だ
英
文
ガ
イ
ド
・
マ
ッ
プ
を
作

成
、
配
布
す
る
。
―
略
―

　
ま
た
、
同
提
言
に
対
す
る
取
り
組
み
な

ど
の
項
で
、
市
総
務
局
災
害
対
策
室
で
は

英
語
を
話
す
外
国
人
子
弟
の
た
め
に
、
地

震
時
の
心
得
と
手
引
を
冊
子
に
し
―
略
―

　
こ
れ
を
読
む
と
、
関
係
者
一
同
「
国
際

語
＝
英
語
」
病
に
憑
か
れ
て
い
る
と
思
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
「
国
際
性
を

は
ぐ
く
む
学
校
教
育
の
推
進
」
の
項
で
は

―
略
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し

て
の
語
学
教
育
を
強
化
し
―
略
―
世
界
の

知
識
を
正
し
く
、
片
寄
り
な
く
教
え
…
…

と
あ
る
が
、
コ
ト
バ
と
の
関
連
で
些
か
気

に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
極
東
と
か
、

中
近
東
と
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
た
表

現
（
つ
ま
り
、
日
本
語
で
極
東
、
中
近
東

と
い
う
の
は
、
地
理
的
条
件
が
異
な
る
の

で
、
翻
訳
そ
の
ま
ま
の
受
け
売
り
は
お
か
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し
い
）
に
表
さ
れ
て
い
る
が
如
く
、
世
界

の
知
識
を
偏
り
な
く
と
言
い
つ
つ
も
、
他

の
コ
ト
バ
の
、
そ
し
て
、
日
本
で
は
、
英

語
の
影
響
を
否
応
な
し
に
受
け
て
い
る
状

況
で
、
ど
う
い
う
基
準
で
何
が
偏
っ
て
い

な
い
と
い
え
る
の
か
。
地
理
の
教
科
書

　
（
中
学
校
等
で
の
）
に
、
ア
メ
リ
カ
大
陸

は
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と

あ
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
〇
〇
％

英
語
国
民
の
見
方
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
も
と
か
ら
の
住
民
達
に
言
わ
せ
れ
ば
。

「
何
と
い
う
侵
入
、
略
奪
か
」
と
い
う
で

あ
ろ
う
。

　
我
々
は
、
あ
ま
り
に
も
、
特
定
の
外
国

語
に
飼
い
馴
ら
さ
れ
て
、
正
当
で
は
無
い

見
方
に
、
な
い
し
は
、
他
の
見
方
を
最
初

か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
に
慣
れ
す
ぎ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
傾
向
は
、
残
念
な

が
ら
他
の
横
浜
市
の
出
版
物
に
お
い
て

も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
。
も
う

一
つ
例
を
示
そ
う
。
「
昭
和
六
十
年
度
横

浜
帰
国
子
女
教
育
ガ
イ
ド
」
と
い
う
小
冊

子
が
あ
る
。
九
ペ
ー
ジ
「
日
本
語
回
復
教

室
で
の
授
業
と
内
容
」
と
い
う
見
出
し

で
、
日
本
語
が
不
充
分
な
児
童
に
、
早
急

に
日
本
語
を
回
復
す
る
実
際
の
授
業
内
容

に
関
し
て
の
説
明
が
あ
る
。
そ
の
一
部
を

抜
き
出
す
と
「
今
ま
で
英
語
を
使
っ
て
き

た
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
英
語
で
日
記
を

書
か
せ
た
り
、
時
に
は
英
語
の
会
話
を
と

り
入
れ
る
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
滞
在
国

で
身
に
つ
け
た
語
学
力
の
保
持
を
は
か

り
、
使
用
す
る
言
語
が
急
に
変
わ
る
こ
と

に
よ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
や
わ
ら

げ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
」
（
以
上

原
文
の
ま
ま
）
と
あ
る
。

　
非
英
語
圏
か
ら
帰
国
し
た
児
童
に
対
し

て
、
同
様
な
記
載
は
、
ま
っ
た
く
見
当
た

ら
な
い
。
実
際
は
義
務
教
育
で
、
九
九
％

英
語
を
学
習
し
、
英
語
に
た
い
し
て
親
近

感
を
持
ち
、
英
語
を
解
す
る
人
が
一
番
多

い
と
思
わ
れ
る
そ
の
環
境
で
は
、
今
ま
で

英
語
を
使
っ
て
き
た
子
ど
も
こ
そ
が
、
他

の
言
語
環
境
で
育
っ
て
来
た
子
供
達
に
比

較
し
最
も
庇
護
の
必
然
性
が
少
な
い
筈
な

の
に
…
…
…
。

　
同
引
用
文
の
、
英
語
を
、
た
と
へ
ば
、

中
国
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
等
に
入
れ
換
え
て

読
ん
で
み
よ
と
言
い
た
い
。

　
在
日
外
国
人
の
理
解
す
る
言
語
は
、
多

分
英
語
が
一
番
多
い
、
な
い
し
は
、
英
語

圏
か
ら
の
帰
国
子
女
が
一
番
多
い
と
い
う

推
測
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
、
便
宜
主
義
的

考
え
方
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
の
対
象
に
な
ら
な
い
人
々
は
、
一

体
、
ど
う
い
う
救
い
を
期
待
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
商
社
等
の
勤
務
で
、
英
語
圏
以
外

の
国
々
へ
赴
任
す
る
父
親
が
、
日
本
の
英

語
偏
重
社
会
、
帰
国
子
女
の
受
入
で
も
英

語
圏
か
ら
の
そ
れ
の
み
を
優
遇
す
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
時
、
な
お
、
就
学
年
齢

の
子
供
を
伴
っ
て
、
赴
任
す
る
も
の
だ
ろ

う
か
？
。

　
コ
ト
バ
は
、
プ
ラ
ス
の
帰
還
係
数
を
持

つ
。
非
英
語
使
用
者
に
の
み
、
そ
れ
程
大

き
い
重
荷
を
負
わ
せ
て
も
い
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
行
政
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
寧

ろ
少
数
派
へ
の
き
め
細
か
い
配
慮
が
、
よ

り
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
昭
和
五
十
九
年
九
月
庁
内
報
に
、
「
好

評
　
Ｍ
ｙ
　
Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
」
と
い
う
見
出
し

で
、
英
語
版
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
に
寄
せ
ら

れ
た
市
内
在
佐
外
国
人
か
ら
の
反
響
で

す
…
…
と
始
ま
る
報
告
が
あ
る
。
英
語
版

暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
と
い
う
か
ら
に
。
は
、
朝

鮮
語
版
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
続
く
こ
と
を

期
待
す
る
が
、
逆
に
、
英
語
版
＝
国
際
版

の
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
「
ブ
ル
ー
タ
ス
よ

お
ま
え
も
か
」
で
あ
る
。

　
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
が
、
多
重
放
送
で
、
英

語
で
も
聴
け
る
。
Ｔ
Ｖ
の
映
画
は
、
（
統

計
を
と
ら
ず
、
感
じ
で
推
測
す
る
の
で
あ

る
が
）
少
な
く
と
も
六
〇
％
程
は
、
英
語

圏
制
作
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
英
語

で
聴
き
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ラ

ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
等
で
の
フ
ィ
ル
ム
は

少
数
で
あ
る
上
に
、
楽
し
み
に
し
て
い
て

も
、
多
重
放
送
の
対
象
に
す
ら
な
ら
ぬ
こ

と
が
少
な
く
な
い
。

　
日
本
で
は
、
そ
し
て
、
我
が
愛
す
る
横

浜
市
で
も
、
英
語
を
解
せ
ぬ
外
国
人
は

「
来
る
な
」
「
住
む
な
」
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
私
に
は
と
て
も
象
徴
的
に
思
え

た
一
文
を
次
に
引
用
す
る
。

　
「
鈴
木
エ
リ
ザ
ベ
ー
タ
　
ポ
ー
ラ
ン
ド

磯
子
区
―
略
―
買
物
の
話
を
一
つ
し
ま

す
。
近
所
で
は
顔
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か

ら
親
切
で
す
が
、
相
鉄
ジ
ョ
イ
ナ
ス
の
ブ

テ
ッ
ク
に
行
く
と
、
外
人
だ
と
い
う
の
で

英
語
を
話
せ
る
人
を
呼
ん
で
き
ま
す
。
け

れ
ど
私
は
英
語
を
話
せ
な
い
外
人
で
す
」

（
調
査
季
報
第
六
五
号
　
七
―
横
浜
在
住
外
国
人
の

市
民
生
活
「
横
浜
に
住
む
外
国
人
に
聞
く
」
加
藤
勝

彦
氏
か
ら
）

　
つ
ま
り
、
日
本
語
表
記
で
あ
っ
て
も
英
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表－１　横浜市の外国人登録人口

総務局行政部区連絡調整課（単位：人）

語
表
記
で
あ
っ
て
も
差
が
な
い
人
々
は
、

一
体
何
と
す
る
か
？
。
「
日
本
で
生
活
す

る
外
国
人
は
、
英
語
を
学
べ
」
と
、
行
政

サ
イ
ド
が
認
識
し
て
い
る
の
か
。
実
際
、

外
国
人
が
、
横
浜
で
、
日
本
で
生
活
す
る

時
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
少
数
で
あ
れ
ば
あ

る
程
、
諸
種
困
難
な
状
況
も
多
い
と
思
わ

れ
る
。
英
語
を
理
解
し
な
い
人
は
、
想
定

の
通
り
、
少
数
か
も
し
れ
な
い
。
開
題
は

こ
の
少
数
の
人
達
に
は
、
他
の
大
部
分

（
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）
の
人
々
が
知
り

得
る
種
々
情
報
が
伝
達
さ
れ
に
く
い
し
。

そ
の
人
々
の
主
張
が
、
例
え
ば
、
行
政
レ

ベ
ル
に
ま
で
聞
こ
え
て
来
に
く
い
こ
と
に

あ
る
。

　
「
英
語
＝
国
際
語
、
従
っ
て
、
英
語
に

依
る
表
記
、
案
内
、
手
続
き
、
刊
行
が
な

さ
れ
る
」
こ
と
を
以
て
、
あ
ま
ね
く
（
国

際
的
に
）
周
知
（
？
？
）
さ
せ
た
と
い
う

誤
解
乃
至
、
偏
見
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
人
口
比
率
を
根
拠
に
す
る
な
ら

ば
、
寧
ろ
、
朝
鮮
語
が
、
横
浜
市
に
と
っ

て
、
第
ブ
外
国
語
で
は
な
い
の
か
？
（
表

―
１
）

　
人
口
比
率
が
基
準
で
あ
る
べ
し
と
い
う

主
張
を
す
る
の
な
ら
ば
、
上
記
少
数
派
は

同
じ
く
困
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
合
理
的

根
拠
に
基
ず
く
選
択
と
い
え
よ
う
。

　
人
間
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
「
個

の
尊
重
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
良

い
。
つ
ま
り
、
一
〇
〇
人
集
め
た
ら
、
一

〇
〇
人
と
も
同
じ
思
想
・
知
識
信
条
の
持

ち
主
で
、
モ
ノ
の
見
方
、
考
え
方
ま
で
同

じ
で
あ
る
ま
た
は
、
近
似
と
い
う
の
は
、

実
に
恐
ろ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
然
る

に
、
「
英
語
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
国
際

人
の
第
一
歩
」
の
如
き
、
ど
こ
か
の
外
国

語
教
習
所
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
如
き
考
え
方

を
色
々
な
層
に
お
い
て
、
少
数
で
は
な
い

方
々
が
、
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
が
、
も

っ
と
恐
ろ
し
い
。

　
平
凡
社
の
百
科
事
典
の
広
告
の
中
の
一

文
で
あ
っ
た
ろ
う
と
記
憶
す
る
が
、
あ
れ

程
客
観
的
か
つ
公
正
な
る
記
載
を
心
掛
け

て
い
る
百
科
事
典
類
で
も
、
コ
ト
バ
の
影

響
、
各
国
の
社
会
的
情
勢
・
状
況
が
反
映

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
鈴
木
孝
夫
氏

の
指
摘
の
如
く
、
B
u
l
l
d
o
g
の
記
載
は
、

大
英
辞
典
（
一
五
版
）
に
は
殆
ど
な
い
。

数
年
前
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
（
マ
ル
ビ
ナ

ス
）
諸
島
の
紛
争
で
は
、
表
記
の
選
択
が

ど
ち
ら
の
主
張
を
採
用
す
る
か
の
態
度
決

定
に
通
じ
て
い
た
。
た
か
が
″
名
称
・
呼

称
″
と
い
う
こ
と
勿
れ
。

　
崔
牧
師
（
チ
オ
エ
・
チ
ャ
ン
ホ
ア
　
崔

昌
華
）
の
「
自
分
の
名
前
を
、
韓
国
で
呼

ば
れ
て
い
る
呼
び
か
た
で
、
放
送
し
て
く

れ
」
と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

記
者
に
要
請
し
て
お
い
た
の
に
、
無
視
さ

れ
、
日
本
語
読
み
で
放
送
さ
れ
た
こ
と
を

契
機
と
し
、
裁
判
と
い
う
手
段
で
自
分
の

主
張
を
な
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　
一
・
二
審
と
も
、
結
局
、
原
告
の
訴
え

は
却
下
さ
れ
た
・
被
告
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
弁
明
が

日
本
語
の
慣
習
に
は
馴
染
ま
な
い
と
い
う

根
拠
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
後
、

韓
国
大
統
領
全
氏
が
訪
日
す
る
に
際
し

て
、
当
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
瞬
時
に
そ
れ
ま
で
の

「
ゼ
ン
　
ト
カ
ン
」
読
み
か
ら
「
チ
ョ
ン

ト
フ
ァ
ン
」
へ
と
、
読
み
替
え
て
し
ま
っ

た
事
に
は
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
た
。
も
し
、

チ
オ
エ
・
チ
ャ
ン
ホ
ア
（
崔
　
昌
華
）
氏

の
控
訴
審
判
決
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
二

十
一
日
民
一
部
判
決
、
福
岡
高
裁
）
が
、
韓

国
大
統
領
全
氏
の
訪
日
直
後
で
あ
っ
た
な

ら
、
如
何
な
る
内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

国
家
権
力
は
、
コ
ト
バ
ま
で
も
瞬
時
に
変

更
さ
せ
得
る
程
強
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
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す
べ
き
か
。
も
し
く
は
、
日
本
人
の
コ
ト

バ
に
対
す
る
感
じ
方
、
関
わ
り
方
と
い
う

の
が
、
特
異
な
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。

五

お
わ
り
に

　
コ
ト
バ
と
国
際
交
流
と
い
う
テ
ー
マ
の

枠
内
で
考
え
て
き
た
が
。
コ
ト
バ
と
は
た

だ
単
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段

の
み
と
は
看
な
し
得
ず
、
既
に
、
思
考
、

発
想
の
段
階
か
ら
、
深
く
関
わ
り
合
っ
て

い
る
。
あ
る
事
象
、
物
体
（
等
を
、
ど
う

外
界
か
ら
切
り
取
る
か
）
の
、
ど
の
部
分

に
関
心
を
あ
て
、
ど
う
い
う
命
名
を
す
る

か
と
い
う
の
は
、
コ
ト
バ
と
深
く
関
わ
っ

て
お
り
、
た
だ
の
名
前
と
い
う
こ
と
で
は

す
ま
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
必
死
で
自
分

に
都
合
の
良
い
名
称
、
呼
称
、
区
切
り
か

た
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
は
、
外
来
語
が
氾
濫
し
て
い
る

と
い
う
。
日
本
語
に
は
存
在
し
な
か
っ
た

新
し
い
概
念
の
輸
入
で
は
な
く
、
古
く
か

ら
相
応
の
術
語
が
あ
る
も
の
に
も
、
外
来

語
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。
政
府
答
弁
を

聴
く
が
良
い
。
マ
イ
ナ
ス
シ
ー
リ
ン
グ

だ
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
だ
…
…
枚
挙

に
事
欠
か
ぬ
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
は
日

本
の
態
勢
の
裡
に
、
そ
の
培
養
土
的
土
壌

が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
、
こ
れ
の
方

が
、
寧
ろ
、
問
題
と
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。

　
つ
ま
り
、
日
本
人
の
九
九
％
が
既
に
義

務
教
育
で
学
習
す
る
外
国
語
が
指
定
さ
れ

て
い
る
状
況
は
、
健
全
な
こ
と
で
は
な
い
。

コ
ト
バ
の
プ
ラ
ス
の
帰
還
作
用
と
相
侯
っ

で
、
英
語
の
全
能
性
と
い
う
神
話
が
、
副

作
用
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

が
表
面
上
の
国
際
化
推
進
と
は
裏
腹
に
、

広
い
目
で
み
る
と
、
寧
ろ
、
排
他
的
土
壌

を
創
り
だ
し
、
非
国
際
化
の
一
因
に
な
る

虞
が
あ
る
。

　
筆
者
は
、
英
語
を
排
斥
し
た
り
、
そ
の

効
用
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
は
思
わ
な

い
。
た
だ
一
つ
の
コ
ト
バ
の
み
を
国
際
語

の
誤
解
の
許
に
賛
美
し
、
他
の
コ
ト
バ
を

話
す
人
々
を
、
昔
、
ギ
リ
シ
ヤ
で
バ
ル
バ

ロ
イ
〔
聞
き
苦
し
い
コ
ト
バ
を
喋
る
者
の

意
、
現
代
で
も
、
ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｈ

等
（
ま
た
は
似
た
綴
り
）
で
、
野
蛮
な
、
と

い
う
意
味
を
も
つ
言
語
は
、
少
な
く
な

い
〕
と
称
し
た
如
く
、
差
別
、
排
斥
す
る

よ
う
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
切
に
願
う
。

　
国
際
的
交
流
は
、
人
、
文
化
、
思
想
、

物
資
等
、
有
形
無
形
の
も
の
の
交
流
で
も

あ
る
。
コ
ト
バ
は
、
常
に
そ
の
う
ち
の
ど

の
形
態
に
も
関
与
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は

日
本
語
で
話
し
、
先
方
は
、
そ
の
外
国
語

で
話
し
て
、
な
お
相
互
に
理
解
で
き
る
よ

う
な
状
況
に
な
れ
ば
、
な
ん
と
良
い
こ
と

か
。
ま
た
、
特
定
の
言
語
一
辺
倒
で
は
な

く
、
実
利
と
は
必
ず
し
も
結
び
付
か
な
い

言
語
で
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
多
種
多
様
に

学
ば
れ
る
環
境
が
出
来
れ
ば
な
ん
と
素
晴

ら
し
い
こ
と
か
。

　
内
外
を
問
わ
ず
、
外
国
人
に
も
っ
と
日

本
語
学
習
の
機
会
を
提
供
す
べ
き
で
あ

る
。
日
本
を
、
東
洋
の
神
秘
的
な
国
と
し

て
の
み
ア
ピ
ー
ル
す
る
時
代
は
も
う
終
わ

っ
た
。
日
本
人
が
特
別
視
さ
れ
た
り
、
外

国
人
を
特
別
視
す
る
時
代
で
も
な
い
。
自

分
の
体
験
に
日
本
人
と
の
関
わ
り
が
無

く
、
日
本
語
も
判
ら
な
い
外
国
人
は
、
作

ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
信
ず
る
よ
り
他
に
手

段
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本

語
が
学
べ
る
機
会
が
増
え
れ
ば
、
「
富
士

山
・
歌
舞
伎
・
芸
者
」
的
イ
メ
ー
ジ
は
、

直
ぐ
に
、
現
実
の
新
し
い
情
報
に
取
っ
て

か
わ
ら
れ
る
。

過
去
、
何
年
も
の
間
、
外
国
で
主
に
義

務
教
育
で
用
い
ら
れ
て
い
る
教
科
書
等
の

日
本
関
係
の
記
述
を
ア
ッ
プ
ト
ゥ
デ
ー
ト

な
も
の
に
す
る
よ
う
に
、
外
務
省
を
中
心

と
し
て
各
国
に
改
善
の
申
し
入
れ
が
行
わ

れ
た
。
一
国
の
、
あ
る
い
は
一
民
族
の
、

既
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
そ
う
簡
単

に
は
変
え
ら
れ
な
い
ら
し
い
。

　
こ
う
し
た
面
か
ら
も
、
我
々
が
直
接
に

外
国
を
訪
問
し
、
世
界
の
色
々
な
人
々
と

知
り
合
い
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
多
元
的
な
も
の
の
見
方
や
知

識
が
増
大
し
、
延
い
て
は
日
本
々
日
本
人

の
様
々
な
面
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
と
思
う
。

　
横
浜
市
に
は
、
多
く
の
姉
妹
・
友
好
都

市
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

を
通
し
て
も
、
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
理
解

を
深
め
る
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る

と
思
う
。

交
流
の
多
元
化
こ
そ
、
「
国
際
交
流
」

の
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
特
定
の
一
外
国

語
の
み
の
押
し
つ
け
的
選
択
は
好
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
。

　
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
即
、
さ
ま
ざ
ま
な

外
国
語
学
習
を
声
高
に
主
張
ナ
る
も
の
で
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は
な
く
、
英
語
経
由
の
情
報
と
そ
れ
以
外

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の
情
報
と
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
に
も
留
意
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
世
界
中
の
情
報
は
、
な
る
ほ
ど
英
語
経

由
で
で
も
入
っ
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
そ

の
中
に
は
も
は
や
一
次
的
情
報
で
は
な

く
、
英
語
ま
た
は
そ
の
使
用
者
の
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
た
情
報
と
な
っ
た
も
の
も
多

く
あ
る
と
思
う
。

　
昔
か
ら
、
港
を
中
心
と
す
る
先
進
都
市

で
あ
っ
た
横
浜
市
は
、
外
国
人
（
だ
か
ら

区
別
す
る
と
い
う
）
意
識
が
少
な
く
、
国

際
文
化
都
市
を
目
指
す
街
だ
か
ら
、
他
に

先
駆
け
て
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
、
こ
う

し
た
こ
と
を
も
期
待
で
き
る
し
、
ま
た
そ

れ
は
歴
史
的
必
然
で
も
あ
ろ
う
。

世
界
に
は
、
英
語
以
外
の
文
化
文
明
も

豊
富
で
、
横
浜
市
か
ら
、
そ
し
て
海
外
の

諸
都
市
か
ら
情
報
が
往
き
来
し
、
偏
ら
ず

に
多
元
的
に
、
か
つ
直
接
的
に
諸
種
交
流

が
進
む
こ
と
を
国
際
化
時
代
の
市
民
と
行

政
に
期
待
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
〈
大
分
医
科
大
学
助
教
授
〉
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