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一「
本
書
は
書
評
集
で
あ
る
」
と
著
者
（
宮
平
）
は
「
は
し
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
本
稿
は
書
評
集
の
書
評
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
本
書
は
厳
密
に
い
え
ば
書
評
集
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
書
評
の
形
を
と
っ
て
い
な
い

論
考
も
す
べ
て
本
の
紹
介
」
と
い
う
「
筆
者
の
意
図
」
故
に
著
者
自
ら
「
書
評
集
」
と
呼
ぶ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

著
者
が
「
多
く
の
人
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
文
献
の
紹
介
」
と
は
い
う
も
の
の
、
内
容
か
ら
す
る
と
単
な
る
紹
介
で
は
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
書
評
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
、
自
説
の
展
開
が
主
た
る
目
的
と
思
し
き
も
の
も
あ
り
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
書
評
集
の
体
裁
を
と
っ
た
評
論
集
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
本
稿
は
評
論
集
の
批
評
と
い
う
こ
と

書
　
評宮

平
真
弥
著

『
琉
球
独
立
へ
の
本
標

―
こ
の
111
冊
に
見
る
日
本
の
非
道
』

（
一
葉
社
、
二
〇
一
六
年
）

植
　
村
　
秀
　
樹
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に
な
る
。

書
名
が
そ
の
ま
ま
著
者
の
問
題
意
識
と
本
書
の
目
的
を
示
し
て
い
る
。「
琉
球
独
立
」
論
の
背
景
と
独
立
へ
の
道
程
を
探
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
日
本
の
非
道
」
す
な
わ
ち
「
日
本
国
が
琉
球
・
沖
縄
に
し
で
か
し
た
こ
と
、
現
在
し
で
か
し
て
い
る

こ
と
を
『
本
土
』
の
人
た
ち
に
伝
え
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
文
献
を
読
ん
で
「
琉
球

独
立
を
考
え
る
読
者
が
出
て
く
れ
ば
望
外
の
幸
せ
」
だ
と
い
う
。
著
者
は
沖
縄
な
い
し
沖
縄
人
に
対
比
す
る
か
た
ち
で
本
書
の
読

者
と
し
て
「
本
土
」
の
住
人

―
特
に
「
本
土
」
在
住
の
有
権
者

―
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
読
者
対
象
と
な
る
人

を
「
本
土
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
は
、
著
者
の
用
語
法
に
な
ら
え
ば
「
琉
球
人
」

―
日
本
と
関
係
の
深
い

「
沖
縄
」
で
な
く
、
中
国
由
来
の
「
琉
球
」
を
好
む
の
が
、
独
立
派
の
人
び
と
の
傾
向
の
よ
う
だ

―
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
本
書
で
は
、
こ
の
「
本
土
人
」
と
「
琉
球
人
」
が
鋭
く
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。

ま
ず
紹
介
し
て
お
く
べ
き
は
「
琉
球
民
族
独
立
総
合
研
究
学
会
」

―
長
い
名
称
な
の
で
、
以
下
「
民
族
独
立
学
会
」
と
す
る

―
と
い
う
学
会
が
二
〇
一
三
年
に
沖
縄
で
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
設
立
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
学
会
は
「
琉
球
の

島
々
に
民
族
的
ル
ー
ツ
を
持
つ
琉
球
民
族
の
琉
球
民
族
に
よ
る
琉
球
民
族
の
た
め
の
学
会
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
会
員
資
格
が
限

定
さ
れ
る

―
要
す
る
に
「
血
」

―
こ
と
に
な
る
。
奥
付
に
よ
れ
ば
著
者
は
那
覇
市
出
身
で
沖
縄
県
立
首
里
高
校
に
学
ん
で
い

る
の
で
、
会
員
に
な
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
著
者
は
独
立
学
会
の
会
員
で
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
理
由

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

「
著
者
の
願
い
」
は
「
ど
こ
ま
で
も
他
人
事
と
し
て
し
か
沖
縄
を
見
な
い
『
本
土
』
住
民
や
、
研
究
の
ネ
タ
と
し
て
し
か
沖
縄

を
み
な
い
『
本
土
』
の
研
究
者
が
当
事
者
と
し
て
の
認
識
を
持
つ
こ
と
」
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
「
ふ
だ
ん
沖
縄
人
を
日
本
人

扱
い
し
な
い
で
い
て
」、
沖
縄
独
立
論
に
「
反
発
す
る
日
本
人
が
い
か
に
多
い
か
」
と
、
本
土
人
の
独
立
論
批
判
に
不
満
を
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
評
者
の
知
る
限
り
で
は
、
本
土
で
そ
う
い
っ
た
声
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
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ま
ず
、
沖
縄
研
究
を
専
門
と
す
る
者
や
沖
縄
の
問
題
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
人
以
外
に
は
、
民
族
独
立
学
会
の
存
在
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
基
本
的
な
事
実
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
沖
縄
に
関
心
を
持
つ
本
土
人
の
多
く
は

―
沖
縄
研
究

を
専
門
と
す
る
者
を
含
め
て

―
理
由
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
学
会
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
民
族

独
立
学
会
に
対
し
て
は
、
評
者
の
沖
縄
滞
在
中
（
二
〇
一
三
年
九
月
～
二
〇
一
四
年
三
月
）
に
、
む
し
ろ
沖
縄
の
中
で
少
な
か
ら

ぬ
批
判

―
警
戒
心
と
い
う
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い

―
を
耳
に
し
た
。
評
者
自
身
は
沖
縄
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
沖
縄
研
究
者
と
の
接
触
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
あ
く
ま
で
評
者
の
接
す
る
限
り

で
い
う
な
ら
ば
、
民
族
独
立
学
会
に
対
す
る
批
判

―
な
い
し
警
戒

―
は
主
に
琉
球
人
の
中
か
ら
出
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て

い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
学
会
の
在
り
方
や
そ
の
方
向
性
が
当
の
琉
球
人
の
間
で
も
論
議
を
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か
（
こ
こ
ま
で
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
の
「
は
し
が
き
」
お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
か
ら
。
以
下
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い

限
り
、
す
べ
て
本
文
か
ら
で
あ
る
）。

二本
書
は
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
は
「
歴
史
・
事
実
・
現
況
」
と
し
て
、
八
本
の
評
論

―
本
の
紹
介

―
か
ら
成
っ

て
い
る
。
沖
縄
の
歴
史
と
現
在
抱
え
る
問
題
を
多
く
の
書
物
を
紹
介
し
つ
つ
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
読
み
応
え
が

あ
る
。
琉
球
王
国
、
薩
摩
の
侵
略
、
琉
球
処
分
、
沖
縄
戦
、
そ
し
て
戦
後
の
占
領
と
基
地
問
題
と
い
っ
た
沖
縄
の
苦
難
の
歴
史

―
こ
れ
が
概
ね
沖
縄
史
の
〝
定
番
メ
ニ
ュ
ー
〟
と
し
て
定
着
し
て
い
る

―
を
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
書
物
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
沖
縄
が
日
本
の
「
固
有
の
領
土
」
か
否
か
を
問
う
も
の
か
ら
、
ミ
ソ
ジ
ニ
―
（
女
性
嫌
悪
）
や
警
察
機
動

隊
員
の
「
土
人
」
発
言
ま
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
基
調

―
通
奏
低
音
に
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し
て
主
旋
律

―
は
同
じ
で
あ
る
。「
本
土
人
に
よ
る
琉
球
差
別
」
が
本
書
を
貫
く
主
題
で
あ
る
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「『
本
土
』
住
民
の
誤
解
は
沖
縄
へ
の
偏
見
と
無
関
心
に
よ
る
も
の
」、「
根
底
に
は
沖
縄
人

蔑
視
が
あ
る
」、「
沖
縄
は
日
本
国
（
及
び
米
国
）
の
犠
牲
に
な
っ
て
当
然
で
あ
り
、
基
地
く
ら
い
我
慢
せ
よ
と
の
意
識
が
前
提

に
あ
る
」、「
多
数
の
日
本
人
が
沖
縄
人
を
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
集
団
と
認
識
し
、
差
別
的
言
動
、
差
別
的
扱
い
を
し
て
い
る
」、

「『
沖
縄
を
利
用
し
て
』
自
己
の
安
全
を
は
か
る
と
い
う
」「
日
本
人
の
発
想
」、「
日
本
国
全
体
の
沖
縄
差
別
」、「『
土
人
』
と
見
下

さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
そ
こ
か
し
こ
に
頻
繁
に
顔
を
出
す
。

沖
縄
が
歴
史
的
に
差
別
的
扱
い
を
受
け
て
き
た
と
の
認
識
は
、
今
や
本
土
人
の
間
で
も
か
な
り
広
く
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
（
二
〇
一
七
年
七
月
の
内
閣
改
造
で
沖
縄
及
び
北
方
担
当
大
臣
に
就
任
し
た
江
崎
鉄
磨
も
そ
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
た
）。
と

こ
ろ
が
本
書
を
貫
く
主
張
は
、
過
去
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
本
土
人
の
琉
球
（
人
）
差
別
は
今
も
抜
き
が
た
く
存
在
し
、
そ
れ

が
米
軍
基
地
問
題
の
根
源
で
あ
り
元
凶
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
多
数
の
日
本
人
が
沖
縄
人
を
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
集

団
と
認
識
し
、
差
別
的
言
動
、
差
別
的
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
端
的
に
そ
れ
が

現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
正
確
な

―
特
に
基
地
問
題
を
考
え
る
上
で
の
的
確
な

―
認
識
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
な
歴

史
的
事
実
さ
え
も
知
ら
な
い
本
土
人
の
た
め
の
読
書
案
内
が
本
書
の
目
的
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
差
別
の
歴
史
を
紹
介
す
る
こ
と
の

意
義
は
大
い
に
あ
る
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
書
物
を
読
む
こ
と
で
そ
う
し
た
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
新
型
輸

送
機
オ
ス
プ
レ
イ
の
普
天
間
配
備
や
辺
野
古
埋
め
立
て
に
よ
る
新
基
地
建
設
な
ど
、
最
近
の
事
情
に
つ
い
て
も
参
考
と
な
る
書
物

を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
事
情
に
通
じ
て
い
な
い
読
者
に
は
有
用
な
読
書
案
内
の
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、

そ
う
い
っ
た
事
情
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
理
解
の
段
階
を
超
え
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
土
人
に
よ
る

差
別
（
意
識
）
が
現
在
の
沖
縄
が
抱
え
る
問
題
の
根
源
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
に
み
て
差
別
の
事
実
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
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在
の
基
地
問
題
に
至
る
ま
で
そ
う
し
た
差
別
の
歴
史
で
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

著
者
の
挙
げ
る
差
別
の
事
例
の
中
心
は
明
治
期
か
ら
一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還

―
沖
縄
か
ら
す
れ
ば
本
土
へ
の
復
帰

―
前

後
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
は
差
別
（
意
識
）
が
強
か
っ
た
と
し
て
も
、
安
全
保
障
政
策
を
中
心
と
す
る
戦
後
日
本
の

政
治
外
交
史
を
研
究
し
て
き
た
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
現
在
の
基
地
問
題
に
そ
れ
を
直
結
さ
せ
て
論
ず
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
。

第
Ⅱ
部
「
書
評
と
い
う
訴
状
」
に
は
五
本
の
書
評
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
の
紹
介
と
そ
の
批
評
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
で

も
や
は
り
持
論
の
展
開
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
は
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
と
琉
球
」
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
国
内
で
独
自
の
文
化

を
維
持
し
、
自
立
・
独
立
志
向
の
強
い
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
歴
史
と
運
動
に
琉
球
独
立
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

沖
縄
の
独
立
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
が
経
済
的
自
立
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
で
は
屋
嘉
宗
彦
『
沖
縄
自
立
の
経

済
学
』
を
取
り
上
げ
て
「
沖
縄
経
済
の
自
立
と
い
う
絶
望
的
に
困
難
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
な
が
ら
」「
読
む
と
不
思
議
と
明
る

い
気
持
ち
に
な
る
」
と
著
者
は
言
う
。
評
者
は
こ
の
本
を
読
ん
で
い
な
い
が
、
評
者
が
沖
縄
経
済
に
関
し
て
い
く
ら
か
調
べ
た
経

験
で
は
「
明
る
い
気
持
ち
」
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
貴
重
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
三

本
土
人
が
差
別
意
識
を
拭
い
去
れ
ば
基
地
は
沖
縄
か
ら
撤
去
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
く
、
沖
縄
の
独
立
に
理
解

を
示
す
は
ず
だ
と
い
う
の
も
甘
い
見
通
し
で
あ
る
。
本
書
を
読
ん
で
の
印
象
に
過
ぎ
な
い
が
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
政
治
や
社
会
運

動
に
関
わ
っ
た
経
験
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
自
体
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に

か
、
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の
も
と
と
な
っ
た
原
稿
の
執
筆
・
発
表
年
（
い
ず
れ
も
二
〇
一
五
な
い
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し
二
〇
一
六
年
）
お
よ
び
論
述
の
内
容
か
ら
の
こ
れ
も
推
察
に
過
ぎ
な
い
が
、
沖
縄
の
基
地
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の

は
か
な
り
最
近
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

一
九
九
五
年
に
茨
城
大
学
教
職
員
組
合
が
「
沖
縄
県
の
み
へ
の
基
地
の
集
中
を
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
全
都
道
府
県

に
均
等
に
米
軍
基
地
が
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
べ
き
と
考
え
ま
す
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
た
が
、
著
者
は
、
こ
の
「
選
択

肢
」
を
「
多
く
の
『
本
土
』
在
住
者
は
無
視
し
た
」
と
難
詰
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
日
本
全
都
道
府
県
に
均
等
に
」
と

い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

―
茨
城
県
は
嘉
手
納
の
滑
走
路
を
二
百
メ
ー
ト
ル
分
引
き
受
け
る
と
い
っ
た
こ
と
が
可
能
か

―
現
実
的
な
提
案
と
い
う
よ
り
、
あ
く
ま
で
当
事
者
意
識
を
持
つ
た
め
の
思
考
実
験
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
提
案
は
本
土
人
の
十
万
人
に
ひ
と
り

―
も
ち
ろ
ん
推
測
で
あ
る
が
、
当
時
か
ら
沖
縄
の
基

地
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
評
者
の
耳
目
に
も
届
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

―
程
度
に
し
か
知
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
本
土
人
は
提
案
を
「
無
視
し
た
」
と
い
う
の
は
ど
う
贔
屓
目
に
見
て
も
軽
率

の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
沖
縄
問
題
を
論
じ
る
際
に
評
者
は
「
こ
れ
は
日
本
全
体
の
問
題
で
あ
り
、
当
事
者
と
し
て
考
え
る
べ
き

だ
」
と
述
べ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
が
甚
だ
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
当
事
者
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
は
誰
も
が
い
く
つ
も
抱
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
沖
縄
の
優
先
度
を
上
げ
さ
せ
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
差

別
の
歴
史
を
突
き
つ
け
る
こ
と
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
有
効
だ
ろ
う
か
。

近
年
で
は
普
天
間
・
辺
野
古
問
題
が
こ
じ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
差
別
」
が
頻
繁
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
は
新
崎
盛
暉
が

米
日
沖
の
三
者
の
関
係
を
「
構
造
的
差
別
」
と
表
現
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
「
差
別
」
の
ひ
と
り
歩
き
が

始
ま
り
、
そ
れ
と
と
も
に
「
構
造
」
に
目
が
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
初
め
て
「
差
別
」
を
新
聞
紙
上
で
目
に
し
た
数
年
前
、
こ

れ
は
ま
ず
い
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
と
懸
念
し
た
が
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
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た
と
え
ば
沖
縄
の
米
軍
基
地
面
積
の
七
割
強
を
占
め
る
の
は
海
兵
隊
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
著
者
の
認
識
と
は
異
な
り
、
本
土

人
が
沖
縄
に
押
し
つ
け
た
と
い
う
の
は
正
確
な
理
解
と
は
言
い
難
い
。
海
兵
隊
の
沖
縄
移
駐
の
経
緯
は
複
雑
で
今
な
お
明
ら
か
に

な
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
近
年
少
し
ず
つ
解
明
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
と
軍
部
の
基
地
展
開
戦
略
の
調

整
の
中
で
浮
上
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
基
地
問
題
に
関
心
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
政
治
外
交
史
の
基
礎
的
な
研
究
に
目
を
通

す
こ
と
も
視
野
を
広
げ
る
上
で
必
要
で
あ
ろ
う
。

琉
球
民
族
独
立
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
最
大
の
問
題
は
、
コ
ソ
ボ
や
東
チ
モ
ー
ル
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
際
社
会

―
正
確
に
は
他
の
諸
国

―
が
そ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
琉
球
独
立
を
宣
言
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
米
軍
基
地
の
存

続
を
認
め
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
独
立
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
基
地
存
続
と
な
れ
ば
、
中
国
が
認
め
る
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
、
い
ず
い
れ
に
せ
よ
常
任
理
事
国
の
拒
否
権
に
よ
っ
て
安
全
保
障
理
事
会
が
国
連
加
盟
を
承
認
す
る
見
込
み
は
な
い
。
国

連
に
加
盟
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
独
立
宣
言
も
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
琉
球
民
族
独
立
の
最
大
の
課
題
は
や
は
り
米
軍

基
地
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
。
本
土
人
の
琉
球
（
人
）
差
別
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
戦
後
、
米

軍
が
沖
縄
を
基
地
と
し
て
占
領
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が

―
日
本
国
の
主
権
回
復
の
代
償
で
も
あ
る

―
そ
れ
を

追
認
し
、
沖
縄
返
還
は
基
地
の
存
続
と
そ
の
自
由
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
た
。
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
ア
メ
リ
カ
の

世
界
戦
略
の
一
環
で
あ
り
、
著
者
が
考
え
る
本
土
人
の
琉
球
（
人
）
差
別
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

著
者
は
沖
縄
が
「
国
防
に
最
も
貢
献
し
て
き
た
」
と
言
う
が
、
こ
れ
も
正
し
く
な
い
。
沖
縄
の
基
地
は
、
三
沢
、
横
田
、
横
須

賀
、
岩
国
、
佐
世
保
と
い
っ
た
本
土
の
米
軍
基
地
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
海
外
基
地
展
開
の
一
環
で
あ
り
、
日
本
防
衛
は
米
軍
基

地
防
衛
の
一
環
と
し
て
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
面
積
で
い
え
ば
在
日
米
軍
基
地
の
七
割
以
上
が
沖
縄
に
集
中
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誰
が

―
し
ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
人
が

―
見
て
も
過
大
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
面
積
の
比
率
が
そ
の
ま
ま
防
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衛
へ
の
貢
献
度
合
い
で
は
な
い
。
本
土
で
は
基
地
の
面
積
は
増
え
な
く
と
も

―
む
し
ろ
本
土
全
体
と
し
て
は
減
っ
て
き
た

―

基
地
機
能
を
見
れ
ば
一
貫
し
て
強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
引
用
に
「『
土
人
』
と
見
下
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
説
が
あ
る
が
、「
土
人
」
発
言
を
聞
い
た
時
に
、
評
者

は
あ
き
れ
る
と
同
時
に
「
懐
か
し
い
」

―
い
さ
さ
か
不
謹
慎
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
正
直
に
言
う

―
と
い
う
感
覚
を
覚

え
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
（
一
九
五
八
年
生
ま
れ
）
の
子
ど
も
時
代
に
は
誰
も
が
当
た
り
前
の
よ
う
に

―
沖
縄
に
対
し
て
で
は

な
い
。
こ
の
言
葉
で
沖
縄
を
意
識
し
た
こ
と
は
な
い

―
使
っ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
や
が
て
「
土
人
」
は
本
来
の
意
味
か
ら
離

れ
て
差
別
的
と
さ
れ
、
使
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
死
語
で
あ
る
が
、
大
阪
か
ら
派
遣

さ
れ
た
機
動
隊
員
と
知
っ
て
感
嘆
し
た
。
若
い
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
大
阪
人

―
大
阪
府
警
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
が
、

生
ま
れ
も
育
ち
も
大
阪
に
違
い
な
い
と
評
者
は
思
っ
て
い
る

―
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
。
評
者
が
大
阪
に
対
し
て
偏
見
を
抱
い

て
い
る
こ
と
を
隠
す
つ
も
り
は
な
い
。
今
時
こ
ん
な
言
葉
を
使
う
の
は
、
日
本
中
を
探
し
て
も
大
阪
人
以
外
に
は
見
つ
か
る
ま
い
。

評
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
「
土
人
」
発
言
は
大
阪
人
の
な
せ
る
わ
ざ
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
著
者
の
手
に
か
か
る
と
、
こ
れ

も
本
土
人
全
体
が
こ
う
い
う
認
識
だ
か
ら
ひ
と
り
の
本
土
人
の
口
か
ら
出
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
ひ
と
り
の
大
阪
人
の

言
葉
を
本
土
人
全
体
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
評
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
大
い
な
る
偏
見
で
あ
る
。
愛
知
県
出
身
で

千
葉
県
在
住
の
評
者
は
、
大
阪
人
と
一
緒
に
さ
れ
る
扱
い
に

―
こ
れ
が
差
別
意
識
で
な
く
て
何
だ
と
い
う
の
だ

―
大
い
に
腹

を
立
て
て
い
る
。

本
土
の
各
地
に
も
大
き
な
地
域
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
偏
見
に

―
し
ば
し
ば
差
別
的
意
識
に
さ
え

―
つ
な
が
っ
て
い
る

例
は
無
数
に
あ
る
。
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
離
れ
た
地
域
に
対
す
る
無
理
解
や
誤
解
は
、
世
界
中
に
見
ら
れ
る

―
こ
れ
を
是

認
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
と
い
い
う
る
ほ
ど
で
あ
る

―
現
象
で
あ
り
、
簡
単
に
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
人
は
自
分
の
生
活
に
直
接
関
係
の
な
い
も
の
に
は
関
心
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
首
都
圏
に
も
少
な
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か
ら
ぬ
米
軍
基
地
が
あ
り
、
基
地
の
機
能
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
重
要
な
基
地
は
首
都
圏
に
多
い
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
問
題
を
抱

え
て
い
る
。
厚
木
（
神
奈
川
）
や
横
田
（
東
京
）
で
は
、
長
年
の
騒
音
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
起
き
て
い
る
が
、
評
者
の
住
む
千
葉

県
民
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
（
こ
れ
は
千
葉
人
の
東
京
人
や
神
奈
川
人
へ
の
差
別
か
）。
事
情
は
茨
城
県
民
も

―

た
と
え
沖
縄
出
身
者
で
あ
っ
て
も

―
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
普
天
間
・
辺
野
古
の
問
題
が
沖
縄
で
な
く
、
た
と
え
ば
対
馬
か

小
笠
原
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
展
開
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
違
い
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

沖
縄
の
人
は
「
本
土
」「
本
土
人
」
と
ひ
と
括
り
に
す
る
こ
と
で
、
本
土
の
多
様
性
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
（
こ
れ
も
評
者
の
沖
縄
滞
在
中
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
本
土
出
身
の
沖
縄
在
住
者
も
そ
う
感
じ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
よ

う
だ
）。
大
阪
に
対
す
る
評
者
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
偏
見
を
披
歴
し
た
つ
い
で
に
言
え
ば
、
沖
縄
の
離
島
や
山
原
の
出
身
者
か
ら
首

里
（
那
覇
）
に
対
す
る
不
信
や
不
満
を
し
ば
し
ば
聞
い
た
。
こ
こ
に
も
根
強
い
差
別
の
歴
史
が
あ
る
か
ら
だ
。
本
土
と
同
様
、
沖

縄
も
簡
単
に
ひ
と
括
り
に
し
て
は
い
け
な
い
も
の
だ
と
痛
感
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
首
里
（
那
覇
）
出
身
者
が
沖
縄
を

代
表
す
る
よ
う
な
も
の
言
い
を
す
る
場
合
に
は
、
特
に
気
を
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

い
さ
さ
か
性
急
な
記
述
に
傾
斜
し
が
ち
な
き
ら
い
は
あ
る
が
、
民
族
独
立
派
の
議
論

―
あ
る
い
は
心
情

―
を
知
る
上
で
有

用
か
つ
便
利
な
一
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
が
「
し
で
か
し
た
」「
非
道
」
を
本
書
で
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
琉
球
民
族

独
立
に
理
解
を
示
す
よ
う
に
な
る
本
土
人
は
そ
れ
ほ
ど

―
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど

―
増
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
血
や

遺
伝
子
は
関
係
な
い
」
と
著
者
は
言
う
が
、
民
族
独
立
学
会
の
入
会
資
格
は
明
ら
か
に
「
血
」
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
批
判
な
い

し
警
戒
感
は
、
こ
こ
に
時
代
錯
誤
の
排
除
の
姿
勢
を
感
じ
取
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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本
書
の
カ
バ
ー
と
表
紙
を
飾
る
大
嶺
政
敏
の
二
点
の
絵
画
に
つ
い
て
、
大
嶺
隆
に
よ
る
解
説
が
付
し
て
あ
る
。
表
紙
の
「
ケ
ラ

マ
島
集
団
自
決
供
養
」
は
「
失
敗
作
」
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
。
自
戒
を
込
め
て
引
用
し

て
お
き
た
い
。「
戦
争
の
惨
禍
に
の
め
り
込
み
す
ぎ
て
、
見
る
側
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
意
識
が
欠
け
た
。
戦
争
と
い
う
テ
ー
マ
の

重
さ
に
、
絵
筆
が
つ
い
て
い
け
な
い
」。


