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は
じ
め
に

さ
る
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
と
一
九
日
、
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
さ
れ
た
。
学
会
初
日
に
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

「
学
問
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
」
と
題
し
、そ
の
前
年
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
日

本
学
術
会
議
会
員
任
命
問
題
」
を
受
け
て
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
科
学
（
研
究
）
の

あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

二
〇
二
〇
年
九
月
に
発
足
し
た
菅
内
閣
が
、
日
本
学
術
会
議
の
推
薦
す
る
新
会

員
候
補
任
命
を
拒
否
し
た
問
題
は
、
広
く
「
学
問
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
発

展
し
た
。
そ
こ
で
は
特
に
「
日
本
学
術
会
議
法
」
に
関
す
る
政
府
の
法
解
釈
、
ま
た

任
命
を
拒
否
し
た
具
体
的
理
由
、
さ
ら
に
は
学
術
会
議
の
あ
り
方
な
ど
に
関
心
が
集

ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
中
に
は
、
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
「
学
問

の
社
会
的
責
務
」
つ
い
て
の
理
解
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た

二
〇
二
三
年
六
月
の
時
点
で
こ
の
問
題
に
お
け
る
政
府
・
与
党
の
対
応
が
な
お
流
動

的
で
あ
る
た
め
、
今
後
も
引
き
続
き
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、「
学
問（
学
者
）」が「
政

治
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
今
日
、
多
く
の
大
学
が
国
庫
か
ら
の
補
助
金
に
依
存
し
て
い
る
現
状
か

ら
す
れ
ば
、
学
者
が
「
政
治
」
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
身
を
置
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
科
学
」
が
「
政
治
」
と
の
適
切
な
距
離
を
見
失
い
、

学
問
だ
け
で
な
く
国
家
の
衰
退
を
招
い
た
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
は
、

個
々
の
研
究
者
が
専
門
領
域
を
越
え
て
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
主
に
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
「
学
問
の
価
値
」

や
「
社
会
に
お
け
る
学
問
の
役
割
」
に
つ
い
て
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
三
名

を
お
招
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
専
門
と
し
て
い
る
地
域
や
時
代
に
お
け
る
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
お
願
い
し
た
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
登
壇
の
三
名
に
よ
る
報
告
原
稿

を
も
と
に
し
た
論
考
で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
概
要
を
記
し
て
お

き
た
い
。

第
一
論
文
（
隠
岐
さ
や
香
「
ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
自
由
」
―
―
一
八
世
紀
パ
リ
王

立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
念
と
実
際
」）
で
は
、一
七
世
紀
後
半
に
設
立
さ
れ
た
「
パ

リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
が
、
絶
対
王
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
い
か
に
し
て
「
学
問

の
自
由
」、
特
に
予
算
執
行
に
関
す
る
裁
量
権
お
よ
び
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
任
命
権

を
保
持
し
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
数
学
者
で
政
治
思
想
家
、
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
の

終
身
書
記
だ
っ
た
ニ
コ
ラ
・
ド
・
コ
ン
ド
ル
セ
の
主
張
を
参
照
し
つ
つ
分
析
し
て
い

る
。
王
権
の
圧
倒
的
な
影
響
力
の
前
に
、「
政
治
」
か
ら
の
完
全
な
独
立
が
困
難
だ

っ
た
同
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
な
お
「
予
算
執
行
権
」
や
「
人
事
権
」
を
掌
握
で
き
た
の

は
、
優
れ
た
王
と
い
え
ど
も
科
学
の
こ
と
は
専
門
家
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
い
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う
体
制
側
の
思
惑
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
原
則
は
、
絶
対
王
政
以
上
に
「
国
民
へ

の
奉
仕
」
を
強
い
る
革
命
政
府
の
時
代
に
入
っ
て
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

絶
対
王
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
科
学
探
究
は
、
隠
岐
も
指
摘
し
て
い
る
通

り
「
王
の
栄
光
と
と
も
に
追
求
さ
れ
る
公
共
善
［
…
］
の
領
域
に
属
し
、
そ
の
資
金

は
王
権
か
ら
賄
わ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
」。
そ
れ
で
は
、そ
う
し
た「
価
値
の
源
泉
」

た
る
王
が
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
、
や
が
て
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
へ
と
向

か
う
二
〇
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
科
学
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

続
く
第
二
論
文
（
野
口
雅
弘
「『
価
値
自
由
』
と
政
治
―
―
ド
イ
ツ
社
会
学
会 

（
一
九
〇
九

−

一
九
三
四
年
）
に
お
け
る
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
マ
ン

ハ
イ
ム
」
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
社
会
学
会
で
活
躍
し
た
三
人

の
主
張
を
追
い
な
が
ら
、「
神
な
く
預
言
者
な
き
時
代
」
に
お
け
る
科
学
研
究
の
意

味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
は
、「
学
問
と
は
何
か
？
」

と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
い
わ
ば
「
長
い
一
九
世
紀
」
と
「
極
端
な
二
〇
世
紀
」

が
同
居
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
社
会
学
を
通
じ
進
化
論
的
、
進
歩
主
義
的
な
「
社
会

改
良
」
を
夢
見
る
ル
ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ト
、「
事
実
」
と
「
価
値
」
を
厳

し
く
峻
別
し
、
後
者
の
多
元
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
学
会
を
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内

容
の
比
較
検
討
の
場
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
う
し
た

学
問
上
の
「
禁
欲
的
態
度
」
を
、
社
会
的
分
断
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
拒
絶
し
、

諸
思
想
や
諸
党
派
の
「
媒
介
」
と
「
総
合
」
を
主
張
す
る
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
な

ど
、
価
値
観
が
多
様
化
し
、
政
治
的
対
立
が
激
化
す
る
二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
で
、

「
学
問
的
真
理
」
を
め
ぐ
っ
て
苦
闘
す
る
社
会
学
者
た
ち
が
描
か
れ
る
。

野
口
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
「
価
値
自
由
」
と
は
決
し
て
「
政

治
と
の
没
交
渉
を
意
味
し
な
い
」。
す
な
わ
ち
「
学
問
の
名
の
も
と
で
一
義
的
な
解

答
を
あ
え
て
せ
ず
に
、
お
互
い
の
価
値
の
違
い
を
確
認
し
［
…
］
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠

を
検
討
し
合
う
場
を
確
保
す
る
こ
と
」
は
、「
公
共
」
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
た
と
き
、

政
治
と
り
わ
け
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

こ
の
「
公
共
（
性
）」
と
い
う
問
題
を
戦
後
の
東
ド
イ
ツ
の
状
況
に
即
し
て
考
察

し
た
の
が
第
三
論
文（
伊
豆
田
俊
輔「
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る『
公
共
性
』と『
党
派
性
』

―
―
文
化
同
盟
の
議
論
を
中
心
に
」
で
あ
る
。
戦
後
ま
も
な
く
設
立
さ
れ
た
「
文
化

同
盟
」
は
、
科
学
研
究
に
従
事
す
る
研
究
者
相
互
の
交
流
を
促
し
、
そ
の
知
見
を
広

く
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
設
立
当
初
の
目
標
は
「
超
党
派
的

な
公
共
性
」
で
あ
り
、
そ
の
門
戸
は
ナ
チ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
を
拒
絶
す
る
す
べ
て
の

人
々
（
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
無
党
派
層
」
も
含
ま
れ
る
）
に
開
か
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
前
提
は
一
九
五
六
年
、「
修
正
主
義
知
識
人
」
と
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
の

一
斉
検
挙
に
よ
っ
て
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る
。「
超
党
派
的
」
だ
っ
た
組
織
は
次
第

に
党
派
色
を
帯
び
、ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
の
主
張
に
沿
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

唯
物
史
観
を
掲
げ
、社
会
主
義
建
設
の
推
進
に
賛
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
「
公
共
性
」

と
同
義
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
豆
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
学
術
会
議
も
「
党
派
的
中
立
性
」

や
公
共
性
を
意
識
す
る
が
ゆ
え
に
「
そ
の
自
立
性
が
担
保
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
」。し
か
し
現
在
政
治
の
場
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、菅
内
閣
が
行
な
っ
た
こ
と
、

行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
前
提
を
掘
り
崩
す
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
特
に
歴
史
研
究
者
は
、
し
ば
し
ば
排
他
的
で
寛
容
性
を
失
っ
た
「
国

家
（
民
族
）
神
話
」
の
形
成
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
「
抵
抗
」
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
三
編
の
論
文
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
上
で
有
益
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

最
後
に
、
ご
登
壇
下
さ
っ
た
三
名
の
報
告
者
、
ま
た
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史

学
会
の
運
営
に
あ
た
っ
た
関
係
者
の
皆
様
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
い
う
困
難
な
状
況

に
あ
り
な
が
ら
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
頂
い
た
方
々
、
な
ら
び
に
本
特
集
を
ご
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提
案
下
さ
っ
た
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
編
集
委
員
の
皆
様
に
、心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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い
そ
べ
ひ
ろ
ゆ
き
・
中
央
大
学
教
授
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