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竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
基
づ
い
た 

私
の
若
い
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と 

二
〇
〇
九
年
九
月
五
日
（
日
比
谷
公
会
堂
） 

一
、
は
し
が
き 

 

栂
野
理
事
長
、
安
藤
副
理
事
長
、
ご
来
賓
の
皆
様
、
青
年
会
議
所
の
会
員
の
皆
様
。
こ
ん
に
ち

は
！
台
湾
の
李
登
輝
で
す
。 

 

今
年
の
四
月
三
日
、
東
京
青
年
会
議
所
の
栂
野
慶
太
（
ト
ガ
ノ 

ケ
イ
タ
）
理
事
長
、
安
藤
公

一
（
ア
ン
ド
ウ 

タ
カ
カ
ズ
）
副
理
事
長
を
は
じ
め
、
幹
部
の
方
々
が
台
湾
を
訪
問
さ
れ
、
九
月

五
日
の
「
東
京
青
年
会
議
所
六
〇
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
講
演
す
る
よ
う
、
私
の
も
と
に
わ

ざ
わ
ざ
依
頼
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
ご
依
頼
で
し
た
の
で
、
熱
心
な
日
本
の
若

き
青
年
に
対
し
て
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
再
確
認
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
目
前
に
存
在
す

る
日
本
の
政
治
的
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
方
法
に
つ
い
て
お
話
し
で
き
な
い
か
と
考
え
て
ま
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い
り
ま
し
た
。 

 

折
し
も
、
日
本
で
は
民
主
党
政
権
が
誕
生
し
ま
し
た
。
日
本
国
民
の
民
意
に
よ
り
、
鳩
山
内
閣

が
発
足
す
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
日
本
で
、
二
大
政
党
に
よ
る
、
よ
き

政
権
交
代
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
、
定
着
す
る
か
ど
う
か
は
、
鳩
山
民
主
党
政
権
が
国
民
か
ら
評

価
さ
れ
る
政
治
を
行
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
僭
越
な
が
ら
、
新
し
い
総
理
大
臣
が
、

つ
ね
に
国
民
の
幸
福
、
安
寧
を
第
一
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
申
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。 

 

と
同
時
に
、
日
本
が
国
際
社
会
か
ら
一
層
の
尊
敬
を
受
け
る
よ
う
な
外
交
政
策
を
展
開
さ
れ
る

よ
う
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
日
米
協
調
路
線
を
基
軸
に
大
陸
中
国
と
節
度
あ
る
交
流
を
す
る

と
と
も
に
、
独
立
し
た
存
在
と
し
て
の
台
湾
と
の
一
層
の
連
携
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 
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日
本
政
治
が
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
、
こ
の
節
目
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
お
話
を
す
れ
ば

よ
い
か
、
色
々
と
考
え
た
結
果
、
本
日
は
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
て
お
話
し
し
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

二
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」 

 

近
代
日
本
の
幕
開
け
に
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
人
物
と
言
え
ば
、
ま
ず
坂
本
竜
馬
で
し
ょ
う
。

徳
川
幕
府
の
末
期
、
倒
幕
、
佐
幕
と
各
藩
が
分
裂
し
て
い
た
頃
、
又
倒
幕
派
も
薩
摩
、
長
州
と
い

う
大
藩
が
分
か
れ
て
い
た
中
で
、
こ
れ
を
う
ま
く
調
停
し
て
日
本
を
戦
火
か
ら
救
っ
た
の
は
、
奇

才
坂
本
竜
馬
で
し
た
。
彼
の
生
涯
は
僅
か
三
十
三
年
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
明
治
維
新
の
成

功
に
彼
の
遺
し
た
業
績
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。 
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現
代
日
本
の
課
題
を
考
え
る
人
々
の
心
中
に
も
彼
の
精
神
は
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
多
く
の
作
家

が
違
っ
た
表
現
で
竜
馬
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
海
を
翔
け
る
龍
」、
「
竜
馬
が
ゆ
く
」
、「
竜
馬
が
歩

く
」
と
云
わ
れ
る
様
に
、
土
佐
藩
を
脱
藩
し
て
勝
海
舟
の
門
下
に
入
っ
た
竜
馬
が
暗
殺
さ
れ
る
ま

で
の
五
年
間
に
、
竜
馬
は
地
球
を
一
周
す
る
く
ら
い
、
海
に
陸
に
と
旅
を
し
て
い
ま
す
。
彼
は
忙

し
く
動
き
回
り
、
新
し
い
国
づ
く
り
に
全
身
全
霊
を
注
ぎ
ま
し
た
。
中
で
も
大
仕
事
だ
っ
た
の
は
、

倒
幕
に
対
す
る
薩
長
両
藩
の
異
な
る
意
見
を
調
整
す
る
こ
と
で
し
た
。 

  

こ
の
間
に
彼
の
行
っ
た
政
治
活
動
は
数
え
切
れ
な
い
程
多
い
も
の
で
し
た
が
、
中
で
も
、「
船

中
八
策
」
は
、
彼
の
遺
し
た
最
重
要
の
政
治
的
功
績
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
政
奉
還
へ
の

動
き
を
促
進
す
べ
く
長
崎
か
ら
京
都
に
上
る
船
の
中
で
、「
国
是
七
条
」
を
手
本
に
、
竜
馬
が
提

示
し
た
新
し
い
国
家
像
、
そ
れ
が
「
船
中
八
策
」
で
す
。
将
軍
が
新
し
い
国
づ
く
り
案
を
理
解
し
、

幕
府
が
政
権
を
朝
廷
に
返
せ
ば
、
内
戦
な
し
で
日
本
は
近
代
国
家
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
そ
う
し
た
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希
望
を
託
し
た
日
本
の
将
来
像
「
船
中
八
策
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。 

 

一
、
天
下
の
政
権
を
朝
廷
に
奉
還
せ
し
め
、
政
令
宜
し
く
朝
廷
よ
り 

 
 

出
づ
べ
き
事
。 

一
、
上
下
議
政
局
を
設
け
、
議
員
を
置
き
て
万
機
を
参
賛
せ
し
め
、
万
機
宜
し
く
公
議
に
決
す
べ

き
事
。 

一
、
有
材
の
公
卿
・
諸
侯
及
天
下
の
人
材
を
顧
問
に
備
へ
、
官
爵
を
賜 

 
 

ひ
、
宜
し
く
従
来
有
名
無
実
の
官
を
除
く
べ
き
事
。 

一
、
外
国
の
交
際
広
く
公
議
を
採
り
、
新
に
至
当
の
規
約
を
立
つ
べ
き
事
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
、
古
来
の
律
令
を
折
衷
し
、
新
に
無
窮
の
大
典
を
撰
定
す
べ
き
事
。 

一
、
海
軍
宜
し
く
拡
張
す
べ
き
事
。 

一
、 

御
親
兵
を
置
き
、
帝
都
を
守
衛
せ
し
む
べ
き
事
。 
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一
、
金
銀
物
貨
宜
し
く
外
国
と
平
均
の
法
を
設
く
べ
き
事
。 

 

 

以
上
八
策
は
、
方
今
（
ほ
う
こ
ん
＝
こ
の
頃
の
）
天
下
の
形
勢
を
察
し
、
之
を
宇
内
（
う

だ
い
＝
世
界
）
万
国
に
徴
す
る
に
、
之
を
捨
て
て
他
に
済
時
（
さ
い
じ
＝
世
の
中
の
困
難
を

救
う
）
の
急
務
（
＝
日
本
を
急
い
で
救
う
た
め
の
手
立
て
は
）
あ
る
な
し
（
＝
あ
る
は
ず
も

な
い
）。
苟
（
い
や
し
く
）
も
、
此
（
こ
の
）
数
策
を
断
行
せ
ば
、
皇
運
を
挽
回
し
、
国
勢
を

拡
張
し
、
万
国
と
並
立
（
へ
い
り
つ
）
す
る
も
亦
（
ま
た
）
敢
て
難
し
と
せ
ず
。
伏
し
て
願

く
は
（
ふ
し
て
ね
が
わ
く
ば
）
公
明
正
大
の
道
理
に
基
き
、
一
大
英
断
を
以
て
天
下
と
更
始

一
新
（
こ
う
し
い
っ
し
ん
）
せ
ん
。 

 
 

こ
の
「
船
中
八
策
」
に
は
、
幕
府
と
藩
に
代
わ
っ
て
議
会
制
度
を
持
つ
近
代
国
家
「
日
本
」
の

実
現
を
目
指
す
竜
馬
の
心
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
大
政
奉
還
が
な
り
、
朝
廷
の
許
し
を
得
た
後
、
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竜
馬
は
喜
び
の
う
ち
に
、「
船
中
八
策
」
を
も
と
に
し
て
、
新
し
い
政
府
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

新
政
府
綱
領
を
書
き
上
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
政
府
成
立
後
に
示
さ
れ
た
五
箇
条
の
御
誓
文
や
政
治
改
革
の
方
向
は
、
や
は
り
竜
馬
の
「
船

中
八
策
」
に
沿
う
も
の
で
し
た
。 

 

三
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
た 

江
口
先
生
の
私
へ
の
提
言 

 

明
治
維
新
を
動
か
し
た
憂
国
の
志
士
は
丁
度
み
な
さ
ん
の
よ
う
な
三
十
代
前
後
の
青
年
達
で
す
。

徳
川
末
期
の
若
者
達
が
、
そ
の
置
か
れ
た
立
場
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う

に
政
治
改
革
の
必
要
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
は
実
に
印
象
的
で
す
。 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
竜
馬
が
長
崎
か
ら
京
に
上
る
船
の
中
で
、
改
革
案
を
八
箇
条
に

ま
と
め
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
青
年
達
は
、
た
だ
血
気
に
は
や
っ
て
こ
と
を
進
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め
た
の
で
は
な
く
、
よ
く
国
勢
を
了
解
し
、
国
運
を
己
の
使
命
と
受
け
と
め
て
活
動
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
は
、
古
今
を
問
わ
ず
、
日
本
の
若
い
青
年
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
あ
り
、

若
い
青
年
た
ち
の
命
を
賭
し
た
実
践
は
、
永
く
歴
史
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
と
同
じ
く
周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
た
台
湾
に
住
む
私
自
身
も
、

「
船
中
八
策
」
に
大
い
に
励
ま
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。 

 

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
四
月
二
十
九
日
、
私
が
総
統
と
し
て
台
湾
の
民
主
化
と
自
由
化
に

努
力
奮
闘
し
て
い
る
時
、PHP

総
合
研
究
所
社
長
の
江
口
克
彦
先
生
か
ら
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」

に
託
し
た
激
励
の
お
手
紙
と
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。  

 
 

江
口
社
長
は
、
私
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
友
人
の
ひ
と
り
で
あ
り
ま
す
が
、
と
く
に
、
当
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時
の
台
湾
が
置
か
れ
て
い
た
内
外
の
情
勢
と
私
の
主
張
を
実
に
適
確
に
理
解
し
て
お
り
、「
船
中

八
策
」
に
託
し
て
の
私
へ
の
提
言
は
非
常
に
意
義
深
く
、
総
統
で
あ
る
私
に
大
き
な
勇
気
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

江
口
社
長
の
提
言
は
又
台
湾
に
住
む
我
々
に
も
非
常
に
重
要
な
政
治
改
革
の
方
向
で
あ
っ
た

こ
と
。
こ
れ
が
私
の
言
う
脱
古
改
新
、
即
ち
中
国
的
政
治
文
化
に
対
す
る
離
脱
で
あ
っ
た
と
共
に
、

私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
誇
り
を
持
っ
て
実
践
に
当
た
る
使
命
感
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
時
間
の
都

合
上
、
本
日
の
講
演
で
は
江
口
社
長
の
台
湾
の
提
言
は
、
残
念
な
が
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 四
、「
船
中
八
策
」
に
託
し
た
私
の
日
本
へ
の
提
言 

 

明
治
維
新
は
、
東
西
文
明
の
融
合
を
促
進
し
、
日
本
を
し
て
封
建
的
制
度
か
ら
近
代
的
立
憲
国

家
へ
と
発
展
し
て
い
く
方
向
を
決
め
た
政
治
改
革
で
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
日
本
が
世
界
五
大
強
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国
に
列
せ
ら
れ
る
基
礎
が
作
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
日
本
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
敗
戦
国
と

な
り
ま
し
た
が
、
焦
土
の
中
か
ら
立
ち
上
が
り
、
つ
い
に
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
を
創
り
上
げ

ま
し
た
。
政
治
も
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
民
主
的
平
和
国
家
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
世
界
各

国
と
の
友
好
・
共
存
関
係
を
築
い
て
き
ま
し
た
。 

  

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
日
本
は
戦
後
に
於
け
る
種
々
の
束
縛
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
出
来
ず
、

窒
息
状
態
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
こ
そ
、
明
治
維
新
と
並
び
う
る
平
成
維
新
を
行
う
べ
き
時
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
江
口
克
彦

先
生
に
倣
っ
て
、
私
も
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
て
、
今
後
の
日
本
の
政
治
改
革
の
方
向
に

つ
い
て
の
私
見
を
、
若
い
皆
さ
ん
に
お
話
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

日
本
の
内
情
に
つ
い
て
台
湾
人
で
あ
る
私
が
あ
れ
こ
れ
申
し
上
げ
る
の
は
差
し
出
が
ま
し
い

こ
と
と
承
知
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
日
本
の
外
側
の
、
心
あ
る
友
人
か
ら
は
こ
う
見
え
る
と
い
う
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こ
と
で
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

で
は
ま
ず
、「
船
中
八
策
」
の
第
一
義
で
す
。 

 

 

第
一
議･･

天
下
の
政
権
を
朝
廷
に
奉
還
せ
し
め
、
政
令
宜
し
く
朝
廷
よ
り
出
づ
べ
き
事
。 

 

何
よ
り
も
ま
ず
、
主
権
の
所
在
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
戦
後
の
日
本
は
完

全
な
自
由
民
主
主
義
国
家
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
治
家
と
霞
が
関
官
僚
と
一
部
の
業
界
団

体
が
癒
着
す
る
既
得
権
政
治
が
今
な
お
横
行
し
て
お
り
、
真
の
意
味
で
国
民
主
権
が
確
立
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

官
僚
主
導
政
治
を
許
し
て
い
る
根
本
原
因
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
総
理
大
臣
の
政
治
的
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
弱
さ
に
あ
り
ま
す
。
日
本
の
総
理
大
臣
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
や
台
湾

の
総
統
の
よ
う
に
、
国
民
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
小
選
挙
区
比
例
代
表

並
立
制
と
い
う
特
殊
な
方
法
で
衆
議
院
議
員
が
選
ば
れ
、
そ
の
議
員
の
投
票
結
果
で
総
理
大
臣
が
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決
ま
っ
て
い
ま
す
。
総
理
大
臣
の
政
策
実
践
能
力
が
弱
い
の
は
、
ひ
と
え
に
国
民
の
直
接
的
な
支

持
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。 

 

し
か
も
、
一
般
の
国
民
が
、
国
会
議
員
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
典
型
が

世
襲
議
員
で
す
が
、
彼
ら
は
、
父
親
か
ら
、
た
と
え
能
力
が
な
く
と
も
、
旧
来
の
地
縁
、
血
縁
を

引
継
ぎ
、
担
ぎ
上
げ
ら
れ
、
議
員
に
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
烈
々
た
る
使
命
感
、

日
本
と
い
う
国
を
良
く
し
た
い
、
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
国
に
し
た
い
と
い
う
強
烈
な
志
を
持
っ

て
政
治
の
道
に
進
む
の
で
は
な
く
、
単
な
る
職
業
と
か
家
業
と
し
て
政
治
家
に
な
る
議
員
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
は
主
権
在
民
と
い
う
民
主
主
義
の
原
則
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
総
理
大
臣
に
な
っ
て
も
、
志
も
、
実
践
能
力
も
弱
く
、
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国
民
の
期
待
に
、
ほ
と
ん
ど
応
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。 

 

そ
れ
は
、
や
は
り
国
民
の
意
思
を
直
接
受
け
て
い
な
い
総
理
大
臣
、
い
わ
ば
、
総
理
大
臣
の
後

ろ
に
国
民
が
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
際
的
に
お
い
て
も
、
自
信
に
満
ち

た
発
言
や
提
案
を
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
さ
ら
に
は
世
界
各
国
か
ら
、
必
ず
し
も
日
本
が
尊
敬
さ

れ
な
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

 

第
二
議･

･

上
下
議
政
局
を
設
け
、
議
員
を
置
き
て
万
機
を
参
賛
せ
し
め
、
万
機
宜
し
く
公
議
に
決

す
べ
き
事
。 

 

竜
馬
は
立
法
府
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
広
い
意
味
で
の
「
国
の
か
た
ち
」
を
論
じ
た

も
の
と
解
釈
で
き
る
で
し
ょ
う
。
今
日
の
日
本
の
「
国
の
か
た
ち
」
の
最
大
の
問
題
は
、
都
道
府
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県
行
政
が
、
法
的
に
も
制
度
的
に
も
、
霞
が
関
官
僚
の
意
向
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
地
域

の
リ
ー
ダ
ー
が
十
分
実
力
を
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

日
本
の
雑
誌
、
新
聞
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
の
と
こ
ろ
、
日
本
で
は
、
勇
気
あ
る
知
事
の
人
た

ち
が
出
て
き
て
、
国
政
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
す
み
や
か
に

霞
が
関
官
僚
体
制
、
言
い
換
え
れ
ば
、
中
央
集
権
体
制
を
破
壊
し
て
、
「
新
し
い
国
の
か
た
ち
」

に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
日
本
で
は
、
地
域
主
権
型
道
州

制
の
議
論
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
方
向
で
、
日
本
は
「
国
の
か
た
ち
」

を
代
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

地
域
の
こ
と
は
地
域
に
任
せ
、
権
限
も
財
源
も
委
譲
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
自

主
独
立
の
精
神
で
独
自
の
政
策
を
展
開
し
、
競
い
合
っ
て
日
本
を
高
め
て
い
く
。
社
会
の
閉
塞
感
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を
打
ち
破
る
に
は
、
中
央
集
権
体
制
を
打
破
転
換
す
る
地
域
主
体
の
発
想
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
。

若
い
皆
さ
ん
が
、
先
頭
に
立
っ
て
、
新
し
い
国
・
日
本
を
つ
く
る
活
動
を
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。 

 

 

第
三
議･

･

有
材
の
公
卿
・
諸
侯
及
天
下
の
人
材
を
顧
問
に
備
へ
、
官
爵
を
賜
ひ
、
宜
し
く
従
来
有

名
無
実
の
官
を
除
く
べ
き
事
。 

 

資
源
を
持
た
な
い
日
本
に
と
っ
て
、
人
材
こ
そ
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
未
来
を
担
う
人
材
を
ど
う
育
成
し
て
い
く
か
。
日
本
に
お
い
て
は
、
日
本

人
の
高
い
精
神
性
と
自
然
と
が
調
和
し
て
、
禅
や
俳
句
な
ど
、
独
自
の
美
意
識
を
も
つ
文
化
、
芸

術
が
生
み
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
日
本
文
化
を
背
景
に
、
品
格
と
価
値
観
を
、
よ
く
わ

き
ま
え
た
教
育
者
が
、
教
養
を
中
心
に
教
え
て
い
た
の
が
、
私
の
受
け
た
戦
前
の
日
本
の
教
育
で

し
た
。 
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こ
れ
か
ら
の
日
本
の
教
育
は
、
高
い
精
神
性
や
美
意
識
と
い
っ
た
日
本
人
の
特
質
を
更
に
高
め

て
い
く
も
の
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
戦
前
の
教
育
の
長
所
を
思
い
起
こ
し
、

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
式
教
育
か
ら
離
脱
し
、
日
本
本
来
の
教
育
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

安
倍
内
閣
時
代
に
教
育
基
本
法
の
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
更
に
日
本
の
伝
統
文
化
に

適
っ
た
方
向
に
教
育
を
改
革
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
日

本
人
の
精
神
性
や
美
意
識
は
、
世
界
に
誇
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

第
四
議･･

外
国
の
交
際
広
く
公
議
を
採
り
、
新
に
至
当
の
規
約
を
立
つ
べ
き
事
。 

 

現
在
の
日
本
外
交
は
、
敗
戦
の
ト
ラ
ウ
マ
に
よ
る
自
虐
的
、
か
つ
自
己
否
定
的
精
神
か
ら
抜
け

出
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
反
省
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
反
省
も
過
ぎ
て
は
自
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虐
、
卑
屈
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
虐
、
卑
屈
の
精
神
で
は
、
健
全
な
外
交
は
不
可
能
で
す
。

そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
世
界
中
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。
事
実
、
い
ま
だ
か
っ
て
、

私
は
「
尊
敬
で
き
る
日
本
」
と
い
う
言
葉
を
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 

ア
メ
リ
カ
へ
の
無
条
件
の
服
従
や
中
華
人
民
共
和
国
へ
の
卑
屈
な
叩
頭
外
交
、
す
な
わ
ち
、
頭

を
地
に
つ
け
て
拝
礼
す
る
よ
う
な
外
交
は
、
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
日

本
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
す
。 

 

特
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
関
係
は
、
「
君
は
君
、
我
は 

我
な
り
、
さ
れ
ど
仲
良
き
」
と
い
う
武
者
小
路
実
篤
（
む
し
ゃ
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ
）
の 

言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
け
じ
め
あ
る
関
係
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
言
葉
を
、
先
日
、
私
は
「
台
湾
は
中
国
と
け
じ
め
を
つ
け
て
付
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
」
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
の
な
か
で
も
使
い
ま
し
た
が
、
中
国
の
将
来
の
不
確
実
性
を
考
え
れ
ば
、

日
本
も
台
湾
も
、
目
の
前
の
「
中
国
の
に
ん
じ
ん
」
に
幻
惑
さ
れ
ず
、
「
君
は
君
、
我
は
我
」
と

い
う
毅
然
と
し
た
、
主
体
性
を
持
っ
た
態
度
、
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
良
き
関
係
を
構
築

す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

  
 

こ
れ
ま
で
日
本
は
、
外
交
に
お
い
て
、
相
手
の
主
張
を
唯
々
諾
々
（
い
い
だ
く
だ
く
）
と
受

け
止
め
、
で
き
る
だ
け
波
風
を
立
て
な
い
よ
う
留
意
し
て
き
た
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

残
念
な
が
ら
、
い
く
ら
謙
虚
さ
を
示
し
て
も
、
外
国
人
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
態
度
姿

勢
は
、
外
国
か
ら
、
か
え
っ
て
軽
ん
じ
ら
れ
、
軽
蔑
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
方
は
し
っ

か
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
今
こ
そ
日
本
は
、
自
主
独
立
の
気
力
を

持
っ
て
、
ま
た
、
主
体
性
を
持
っ
て
、
い
ず
れ
の
国
と
も
、
積
極
的
な
堂
々
た
る
外
交
を
展
開
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 
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第
五
議･･

古
来
の
律
令
を
折
衷
し
、
新
に
無
窮
の
大
典
を
撰
定
す
べ
き
事
。 

 

国
の
基
本
法
た
る
憲
法
を
ど
う
す
る
か
は
、
今
日
の
日
本
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
通
り
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
が
、
日
本
を
二
度
と
軍
事
大
国
に
さ
せ
な
い
た
め

に
押
し
付
け
た
の
が
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
で
す
。
日
本
国
憲
法
の
第
九
条
は
、
日
本
の
再
軍
備

を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
安
全
保
障
を
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
実
、
日
本
の
自
衛
隊
は
種
々
の
軍
事
行
動
を
ア
メ
リ
カ
の
必
要
に
応
じ
て
要
請

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
に
、
い
い
よ
う
に
使
わ
れ
る
と
い
う
の
が
実
情

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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う
ず
く
ま
り
、
行
動
を
起
こ
さ
な
い
日
本
政
府
に
対
し
、
多
く
の
、
心
あ
る
有
識
者
が
「
ア
メ

リ
カ
に
ノ
ー
と
言
え
る
日
本
を
」
と
求
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
ひ
弱
な
指
導
者
た
ち
は
、
こ
う

し
た
意
見
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
、
理
解
し
た
と
し
て
も
行
動
を
起
こ
す
勇
気
も
あ
り
ま
せ
ん
。

気
骨
な
き
政
治
家
ば
か
り
で
、
日
本
は
大
丈
夫
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

日
本
が
真
に
自
立
す
る
た
め
に
何
が
必
要
で
あ
る
か
、
歴
史
を
ふ
ま
え
、
そ
の
具
体 

策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
憲
法
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

日
本
で
は
、
「
国
民
投
票
法
」
の
本
格
的
な
施
行
（
し
こ
う
）
が
来
年
に
迫
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
憲
法
審
査
会
も
機
能
を
開
始
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
、
頓
挫
（
と
ん
ざ
）
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
今
回
の
衆
議
院
選
挙
で
も
、
憲
法
問
題
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
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ん
で
し
た
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
国
民
の
間
で
も
、
憲
法
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
ず
、
む

し
ろ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
す
ら
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
日
本
国
民
の
憲
法
問
題
に

対
す
る
無
関
心
が
、
次
第
に
「
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
不
明
確
に
さ
せ
、
国

民
の
精
神
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

六
十
年
以
上
も
一
字
一
句
、
改
正
も
変
更
も
さ
れ
な
い
の
は
、
私
に
は
、
異
常
と
し
か
思
え
ま

せ
ん
。
歴
史
は
移
り
変
わ
り
、
時
代
は
変
化
し
、
日
本
お
よ
び
日
本
の
皆
さ
ん
が
置
か
れ
た
状
況

も
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
の
根
幹
で
あ
る
憲
法
を
放
置
し
て
い
て

は
、
日
本
国
家
は
遠
か
ら
ず
、
世
界
の
動
き
、
時
代
の
動
き
に
取
り
残
さ
れ
、
衰
退
し
始
め
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 第
六
議
・
・
海
軍
宜
し
く
拡
張
す
べ
き
事
。 
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近
年
、
海
洋
国
家
日
本
が
直
面
す
る
世
界
の
情
勢
は
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
一

極
支
配
が
終
わ
り
を
告
げ
、
五
～
六
の
地
域
大
国
が
し
の
ぎ
を
削
る
多
極
化
世
界
に
移
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
特
に
西
太
平
洋
の
主
導
権
争
い
は
、
中
国
の
軍
事
的
膨
張
に
よ
り
、
米
国
に
大
き
な
負

担
を
強
い
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
日
米
同
盟
を
い
か
に
運
用
す
べ
き
か
、
日
本
が
ど

の
よ
う
な
役
割
を

担
う
べ
き
か
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
民
主
党
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
、
率

直
な
対
話
に
基
づ
く
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
築
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

の
考
え
方
は
、
お
お
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

  

今
こ
そ
日
本
は
、
日
米
関
係
の
重
要
さ
を
前
提
に
し
つ
つ
、
日
米
同
盟
の
あ
り
方
を
根
本
的
に

考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
日
米
同
盟
は
、
あ
ま
り
に
も
片
務
的
で
は
な
い
か
、
日
本

が
負
担
を
背
負
い
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
若
い
皆
さ
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ん
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。 

 

第
七
議･･
御
親
兵
を
置
き
、
帝
都
を
守
衛
せ
し
む
べ
き
事
。 

 

も
と
も
と
は
防
衛
の
重
要
性
を
述
べ
た
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
日
本

防
衛
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
影
響
を
持
つ
台
湾
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

台
湾
の
変
化
に
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
、
日
本
に
と
っ
て
思
わ
ぬ
危
険
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
か

ら
で
す
。 

 
 

私
が
総
統
時
代
に
掲
げ
た
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
」
に
基
づ
い
て
、
台
湾
は
民

主
化
と
近
代
化
に
向
け
て
、
大
き
く
舵
を
切
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年

以
後
の
三
回
に
わ
た
る
総
統
選
挙
で
、
台
湾
の
民
主
化
は
進
歩
ど
こ
ろ
か
、
後
退
し
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。 
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先
日
亡
く
な
っ
た
『
文
明
の
衝
突
』
で
有
名
な
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
教
授
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、
民
主
化
へ
の
反
動
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
。
民
主
化
に
反
対
す

る
保
守
派
が
政
権
を
掌
握
し
、
皇
帝
型
統
治
に
よ
る
腐
敗
が
続
き
、
政
府
に
よ
る
国
民
の
権
利
の

侵
害
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
逆
行
し
た
中
華
思
想
の
浸
透
も
は

か
ら
れ
て
い
ま
す
。
台
湾
政
治
が
、
今
中
国
に
傾
き
、
ゆ
が
み
始
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。 

 
 
 今

回
の
台
風
被
害
へ
の
対
処
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
政
権
に
お
い
て
、
国
民
の
側
に
立
っ
た

政
治
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
私
は
憂
え
て
い
ま
す
。 

 
 

私
は
、
台
湾
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
繁
栄
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
日
台

の
経
済
関
係
を
安
定
さ
せ
、
文
化
交
流
を
促
進
し
、
日
本
と
台
湾
の
人
々
の
間
の
心
の
絆
を
固
め

る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
指
導
者
の
方
々
に
は
、
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
と
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い
う
枠
組
み
を
考
え
る
前
に
、
崩
れ
つ
つ
あ
る
日
台
関
係
の
再
構
築
と
強
化
に
、
積
極
的
に
力
を

注
い
で
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。 

 

日
本
が
台
湾
を
、
も
し
軽
視
で
も
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、

日
本
の
国
の
危
機
を
意
味
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
政
学
的
に
も
、

台
湾
は
、
い
わ
ば
日
本
の
命
運
を
握
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
も
っ
と
日
本
の
指
導
者
の
方
々
は
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
「
木
を
見
て
森
を
見
な
い
」
外
交
政
策
は
、
日
本
に
重
大
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と

必
定
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

 

第
八
議･･

金
銀
物
貨
宜
し
く
外
国
と
平
均
の
法
を
設
く
べ
き
事
。 
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最
後
に
、
経
済
政
策
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
私
の
み
る
と
こ
ろ
、
日
本
経
済
が
「
失

わ
れ
た
十
年
」
の
大
不
況
に
み
ま
わ
れ
た
根
本
原
因
は
、
日
本
の
金
融
政
策
を
担
う
日
本
銀
行
が
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
間
違
っ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
総
量
規
制
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま

す
。 

 

そ
の
後
日
本
経
済
は
一
時
的
に
回
復
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
の
経
済
成
長
は
あ
く
ま
で
輸
出
に

頼
っ
た
も
の
で
し
た
。
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
世
界
を
リ
ー
ド

す
る
イ
ノ
べ
ー
シ
ョ
ン
に
国
家
を
あ
げ
て
取
り
組
む
べ
き
と
こ
ろ
を
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
取

り
組
ま
ず
、
ま
た
、
国
内
の
需
要
不
足
と
い
う
根
本
問
題
を
放
置
し
た
ま
ま
、
日
本
は
、
昨
年
秋

の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
世
界
金
融
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 
 

経
済
の
苦
境
を
打
開
す
る
に
は
、
日
本
は
、
イ
ン
フ
レ
目
標
を
設
定
す
る
な
ど
、
大
胆
な
金
融

策
を
採
用
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
同
時
に
大
規
模
な
財
政
出
動
に
よ
っ
て
経
済
を
強
化
す
る
こ
と
も



27  

必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

日
本
は
莫
大
な
個
人
金
融
資
産
を
抱
え
る
国
で
す
。
こ
の
金
融
資
産
が
投
資
資
金
と
し
て
市
場

に
き
ち
ん
と
流
れ
る
道
筋
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
民
の
将
来
不
安
、

す
な
わ
ち
、
老
後
の
不
安
を
い
か
に
解
消
さ
せ
る
か
、
老
後
の
医
療
、
年
金
、
介
護
な
ど
の
、
「
老

後
安
心
政
策
」
を
、
政
治
家
の
人
た
ち
は
、
明
確
に
打
ち
出
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な

れ
ば
、
高
齢
者
は
安
心
し
て
個
人
の
金
融
資
産
を
市
場
に
提
供
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

加
え
て
、
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
、
海
外
に
対
す
る
投
資
も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば 

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
よ
り
、
日
本
は
世
界
経
済
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。 

 

五
、
結
び 

 

以
上
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
現
在
の
日
本
政
治
改
革
の 
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要
点
を
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
時
代
と
平
成
の
現
在
と
で
は
政
治
・

社
会
・
経
済
・
外
交
の
各
面
で
、
大
き
く
実
情
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
船
中
八
策
」

を
道
標
（
み
ち
し
る
べ
）
と
し
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
の
日
本
の
青
年
が
、

誇
り
と
自
信
を
も
っ
て
、
現
実
的
実
践
に
よ
る
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
私
は
確
信

し
て
い
ま
す
。 

 

政
治
は
つ
ね
に
改
革
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
今
、
明
治
維
新
以
来
最
大
の

改
革
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
改
革
を
為
し
遂
げ
る
た
め
に
は
若
い
皆
さ
ん
方
が
志
を
髙
く
も
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
す
ば
ら
し
い
日
本
を
築
く
た
め
、
若
い
皆
さ
ん
方
が
立
ち
あ
が
り
、
行
動

を
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
、
私
は
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま
す
。 
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加
え
て
、
東
ア
ジ
ア
の
一
層
の
安
定
平
和
の
た
め
に
、
台
湾
と
日
本
の
さ
ら
に
よ
い
関
係
を
構

築
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ア
ジ
ア
お
よ
び
世
界
の
平
和
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
、
日
本
の
若
い
皆
さ
ん

た
ち
が
、
高
い
志
を
持
っ
て
、
積
極
的
に
台
湾
の
若
者
た
ち
と
力
と
心
を
合
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
切
に
お
願
い
し
、
私
の
皆
さ
ん
た
ち
へ
の
、
私
の
思
い
を
込
め
た
お
話
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 


