
 
土
曜
市
民
セ
ミ
ナ
ー 

「

北
海
道
大
学
総
合
博
物
館
・
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
共
催 

 

 

シ
リ
ー
ズ
「
知
ら
れ
ざ
る
北
の
国
境
」
第
４
回 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
〇
年
二
月
六
日 

北
海
道
大
学
総
合
博
物
館
一
階
「
知
の
交
流
」
コ
ー
ナ
ー 

  

『
浮
游
す
る
樺
太
』 
講
師 

工
藤
信
彦 

講
演
要
旨
―
補
足
し
な
が
ら
主
旨
を
記
し
て
み
る
な
ら
ば
― 

 

 



 
卒
業
し
て
五
十
六
年
ぶ
り
の
母
校
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
講
演
や
講
義
は
十
分
馴
れ
て
き
た

と
は
言
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
思
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
時
間
的
な
切
り
変
え
や
要
約
力
が
ス
ム
ー
ズ
に

働
ら
か
ず
、
も
と
も
と
の
話
題
の
過
剰
さ
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
独
走
し
て
、
散
漫
と
な
っ
た
の
は
否
め
な

か
っ
た
。
リ
タ
イ
ヤ
し
て
十
七
年
経
つ
か
ら
や
む
を
え
ぬ
か
、
と
も
思
う
。
ス
ラ
イ
ド
の
機
器
を
使
い
こ

な
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
致
し
方
な
か
っ
た
が
、
聴
い
て
下
さ
っ
た
方
々
に
申
し
わ
け
な
く
、
ま
た
定
員
の

二
倍
半
と
い
う
方
々
で
、
ス
ラ
イ
ド
が
見
え
な
い
場
所
の
方
々
が
多
か
っ
た
の
に
、
そ
の
方
々
へ
の
配
慮

ま
で
気
が
廻
ら
ず
、
こ
れ
も
申
し
わ
け
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。 

 

内
容
に
入
る
前
に
、
お
断
わ
り
し
て
、
私
に
と
っ
て
樺
太
が
生
地
で
あ
る
と
と
も
に
〈
ふ
る
さ
と
〉
で

あ
る
と
心
し
て
い
る
こ
と
を
少
し
話
し
た
。
一
九
六
五
年
に
上
京
し
て
以
来
出
会
っ
た
こ
と
の
一
つ
に
、

東
京
生
ま
れ
の
若
者
が
挙
っ
て
〈
東
京
に
ふ
る
さ
と
が
無
い
〉
と
言
い
切
る
こ
と
が
あ
る
。
小
林
秀
雄
の

「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
な
ど
を
片
手
に
、
故
郷
論
を
よ
く
語
っ
て
き
た
の
だ
が
、
生
地
イ
コ
ー
ル
故
郷

は
、
郊
外
団
地
族
の
登
場
に
よ
っ
て
、
当
然
の
よ
う
に
壊
滅
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
念
頭
に
し
な
が

ら
、
か
つ
て
の
犀
星
詩
の
研
究
者
と
し
て
、
彼
の
〈
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
〉
を
引
い
た
。

三
十
年
間
、
ほ
と
ん
ど
金
沢
に
帰
ら
な
か
っ
た
室
生
犀
星
は
、
ふ
る
さ
と
は
、〈
遠
く
に
あ
り
て
思
う
も
の
〉

で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
出
自
も
あ
る
が
、
彼
一
流
の
、
い
か
に
も
田
舎
者
ら
し
い
プ
ラ

イ
ド
の
な
せ
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
詩
人
の
中
で
、
彼
ほ
ど
計
算
高
く
合
理
的
で
あ
り
な
が
ら
泥
々
（
ど
ろ

ど
ろ
）
と
し
た
土
着
の
匂
い
を
も
つ
、
極
度
に
シ
ュ
ー
ル
な
詩
人
は
居
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
実

感
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
が
〈
遠
き
に
あ
り
て
思
う
も
の
〉
と
は
、
言
う
な
ら
、
犀
星
の
覚
悟
の
表
明
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
娘
の
朝
子
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、
舌
の
肥
え
た
美
食
家
犀
星
の
日
々
の
食
材
は
、
ふ

る
さ
と
金
沢
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
と
。
彼
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
は
、
日
々
の
舌
が
感
じ
る
最
高
の
美

味
で
も
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
話
を
し
て
、
私
に
と
っ
て
の
樺
太
は
、
今
日
の
私
を
育
て
て
く
れ
た
、
実
に

豊
か
な
生
地
で
あ
る
故
に
、
今
、
遠
く
か
ら
味
わ
っ
て
い
る
〈
ふ
る
さ
と
〉
で
あ
る
と
話
し
た
つ
も
り
で

あ
る
。
そ
の
か
け
が
え
の
な
い
な
つ
か
し
さ
と
、
充
実
し
た
か
つ
て
の
日
々
の
中
に
、
も
ち
ろ
ん
悲
劇
も

含
め
て
、
あ
た
た
か
く
み
つ
め
、
書
き
記
し
て
い
き
た
い
と
い
ま
は
願
っ
て
い
る
と
。
そ
ん
な
気
持
ち
を
、

先
に
伝
え
て
お
き
た
か
っ
た
。 

  

こ
こ
か
ら
本
題
に
入
っ
た
。
今
日
の
話
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
紹
介
し
た
上
で
、
極
め
て
課
題
の
多
い
日

露
戦
争
最
末
期
の
樺
太
占
領
の
説
明
に
入
る
。
講
演
で
は
説
明
し
き
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
、

補
足
し
な
が
ら
、
私
の
意
図
し
た
内
容
を
こ
こ
で
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。
私
の
作
成
し
た
「
樺
太
占
領

略
史
」
を
み
な
さ
ん
に
配
布
し
、
そ
れ
を
資
料
に
説
明
す
る
。 

 

講
演
で
は
紹
介
出
来
な
か
っ
た
が
、
岩
波
新
書
の
原
田
敬
一
著
『 

日
清
・
日
露
戦
争
』
の
中
の
「
ポ
ー

ツ
マ
ス
講
和
」
の
項
の
記
述
は
、
樺
太
占
領
の
不
思
議
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
の
講
和

が
、
十
七
回
の
本
会
議
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
最
大
の
対
立
は
、
日
本
政
府
か
ら
の
賠
償

金
の
請
求
と
樺
太
の
割
譲
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
月
二
十
八
日
、
日
本
の
御
前
会
議
と
閣
議
は
、
〈
た

と
え
償
金
・
割
地
の
二
問
題
を
抛
棄
す
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
る
も
、
こ
の
際
講
和
を
成
立
せ
し
む
る

こ
と
〉
と
い
う
公
電
を
小
村
全
権
に
打
っ
て
い
る
。
樺
太
も
要
ら
な
い
か
ら
は
や
く
講
和
を
せ
よ
、
と
。



と
こ
ろ
が
、
同
日
、
た
ま
た
ま
イ
ギ
リ
ス
公
使
の
仲
介
で
ロ
シ
ア
皇
帝
が
樺
太
南
部
の
割
譲
を
認
め
た
た

め
、
翌
二
十
九
日
に
合
意
し
、
九
月
五
日
の
調
印
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
天
皇
裁
可
の
小
村
全
権
へ
の

公
電
が
、
一
日
早
か
っ
た
ら
、
樺
太
は
誕
生
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
ゃ
あ
一
体
、
こ
の
樺

太
占
領
は
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
企
画
さ
れ
、
実
行
さ
れ
た
と
い
う
の
か
。 

 

こ
の
樺
太
作
戦
の
提
案
か
ら
実
行
に
移
す
ま
で
の
経
緯
も
、
正
直
、
驚
く
こ
と
の
方
が
多
く
、
歴
史
と

し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
事
の
発
端
は
、
時
の
大
本
営
の
参
謀
部
次
長
の
長
岡
外
史
少
将
で
あ
る
。
樺

太
が
手
薄
な
状
況
を
よ
く
知
っ
た
上
で
の
樺
太
占
領
作
戦
は
、
前
年
の
内
か
ら
長
岡
次
長
が
提
案
を
す
る

が
、
漠
大
な
戦
費
を
使
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
余
裕
が
政
府
に
な
く
、
と
い
う
よ
り
、
山
県
有
朋
参
謀

総
長
は
も
と
よ
り
、
寺
内
陸
相
、
山
本
海
相
が
反
対
で
あ
っ
た
。
サ
プ
ラ
イ
ズ
は
日
本
海
海
戦
の
思
わ
ぬ

大
勝
利
で
、
六
月
十
七
日
天
皇
裁
可
、
七
月
四
日
、
第
十
三
師
団
の
樺
太
へ
の
青
森
大
湊
港
か
ら
の
出
港

と
い
う
、
慌
し
い
作
戦
開
始
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
七
月
七
日
の
上
陸
か
ら
そ
の
月
の
三
十
一
日
の
島
の

完
全
制
覇
、
実
動
十
五
日
間
ほ
ど
の
あ
っ
け
な
い
戦
闘
勝
利
で
あ
っ
た
。
私
が
樺
太
連
盟
に
来
て
驚
い
た

こ
と
の
一
つ
に
、
元
理
事
や
主
た
る
会
員
、
樺
太
研
究
者
を
自
認
す
る
樺
太
生
ま
れ
の
人
た
ち
の
中
に
、

こ
の
樺
太
占
領
は
無
か
っ
た
と
し
て
、
樺
太
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
の
講
和
で
平
和
裡
に
領
土
化
さ
れ
た
と
信

じ
て
い
る
人
や
、
〈
樺
太
占
領
〉
と
い
う
も
の
言
い
を
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
私
に
訂
正
を
命
じ
よ
う
と
す

る
人
が
居
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
背
景
に
は
、
靖
国
神
社
の
遊
就
館
の
日
露
戦
争
パ
ノ
ラ
マ
が
、
日
本
海
海

戦
で
終
わ
っ
て
樺
太
占
領
が
全
く
記
録
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
あ
り
、
現
在
店
頭
に
あ
る
『
も
う
一
度
読
む

山
川
日
本
史
』
に
も
話
題
の
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
に
も
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
ろ

う
。
先
の
原
田
の
岩
波
新
書
で
す
ら
、
〈
そ
の
間
に
日
本
の
意
図
し
た
樺
太
占
領
は
終
わ
り
〉
の
、
こ
の
一

行
の
叙
述
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
か
、
サ
ハ
リ
ン
島
か
ら
三
万
人
ほ
ど
の
島
民
が
大
陸
へ

引
揚
げ
た
こ
と
な
ど
、
記
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
無
い
。
日
本
軍
の
七
十
五
名
の
戦
死
者
の
慰
霊
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。 

  

こ
の
長
岡
次
長
に
よ
る
思
い
つ
き
樺
太
作
戦
の
経
緯
は
、
谷
寿
夫
著
『
機
密
日
露
戦
史
』
に
詳
細
に
記

さ
れ
て
い
る
。
谷
大
佐
が
陸
軍
大
学
校
で
講
義
し
た
も
の
の
出
版
で
、
最
も
信
頼
の
お
け
る
資
料
で
あ
る
。

樺
太
占
領
が
、
歴
史
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
思
い
付
き
と
偶
然
で
終
わ
っ
た
戦
闘
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、「
略
史
」
を
利
用
し
て
、
講
和
以
前
の
、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
領
に
、
軍
や
道
庁
が
、

規
則
を
作
っ
て
ど
ん
ど
ん
渡
島
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
さ
り
げ
な
く
説
明
し
て
お
い
た
。
こ
れ
が
領
土
侵

犯
に
当
た
る
こ
と
は
歴
然
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。 

 

「
樺
太
は
浮
游
」
｜
、
最
初
、
私
が
こ
こ
で
話
そ
う
と
思
っ
た
の
は
、
実
は
現
行
地
図
の
不
可
思
議
で

あ
っ
た
り
、
私
の
著
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
、
〈
外
地
で
あ
り
内
地
で
あ
っ
た
〉
の
〈
浮
游
〉

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
私
が
本
に
書
い
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
少
し
専
門
的
に
考
究
す
る
必
要
の

あ
る
、
と
同
時
に
、
極
め
て
今
日
的
な
政
治
課
題
と
切
り
結
ぶ
点
の
あ
る
こ
と
を
十
分
思
う
の
で
避
け
て
、

も
う
少
し
一
般
化
を
と
心
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
な
ぜ
樺
太
占
領
が
記
さ
れ
な
い
の
か
。
昨
年

出
た
す
ぐ
れ
た
日
露
戦
史
、
山
田
朗
著
『
世
界
史
の
中
の
日
露
戦
争
』
で
す
ら
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
を
説

明
す
る
中
に
、〈
日
本
軍
は
す
で
に
こ
の
段
階
で
樺
太
占
領
の
既
成
事
実
を
作
り
〉
の
一
行
で
ま
ず
紹
介
し
、



そ
の
後
で
占
領
作
戦
の
実
態
は
わ
ず
か
八
行
ほ
ど
で
終
わ
っ
て
い
る
。
私
に
そ
の
こ
と
の
是
非
を
問
う
力

も
資
格
も
な
い
。
〈
面
白
い
所
で
生
ま
れ
育
っ
た
も
の
〉
と
言
っ
て
み
る
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
な
あ
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
音
を
言
え
ば
、
消
さ
れ
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
る
と
記
し
て
お
こ
う
。

二
月
七
日
、
東
京
九
段
会
館
で
行
な
わ
れ
る
「
北
方
領
土
返
還
要
求
全
国
大
会
」
に
、
毎
年
参
加
し
て
い

る
が
、
そ
の
場
で
〈
樺
太
〉
の
二
文
字
は
絶
対
に
禁
句
で
あ
る
。
故
末
次
一
郎
氏
が
壇
上
に
あ
る
時
か
ら
、

樺
太
の
話
題
は
ご
法
度
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
記
し
て
お
こ
う
。
今
年
は
こ
の
札
幌
行
で
参
加
し
な
か
っ

た
。 

 

 



 
さ
て
、
私
は
、
「
樺
太
占
領
」
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
あ
と
二
つ
お
話
し
た
。
新
聞
報
道
の
不
思
議
と
、
渡

島
者
の
誕
生
と
い
う
二
つ
で
あ
る 

  

一
つ
は
渡
島
者
の
三
分
の
二
を
占
め
る
北
海
道
民
。
当
時
北
海
道
で
発
行
さ
れ
て
い
た
新
聞
三
大
紙
に
、

こ
の
樺
太
占
領
が
ど
う
報
じ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
サ
ハ
リ
ン
島
周

辺
の
漁
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
海
馬
島
を
基
地
と
し
た
密
漁
は
公
然
で
あ
り
、
明
治
三
十
八
年
の
一

月
か
ら
八
月
ま
で
で
も
、
二
百
艘
の
三
半
船
が
往
来
し
た
と
新
聞
は
伝
え
て
い
る
。
七
月
四
日
に
大
湊
（
青

森
）
を
出
航
し
た
五
十
九
雙
の
樺
太
作
戦
大
船
団
。
七
日
の
メ
レ
イ
上
陸
ま
で
、
津
軽
と
宗
谷
の
二
つ
の

海
峡
を
渡
っ
て
い
る
。
北
海
道
民
た
ち
に
は
、
待
ち
に
待
っ
た
樺
太
占
領
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
分
に
情
報

は
伝
わ
っ
て
い
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
三
大
紙
の
、
明
治
三
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
を
隈
な

く
調
べ
た
結
果
わ
か
っ
た
こ
と
は
何
と
も
不
思
議
で
あ
る
。
第
一
報
は
、
七
月
五
日
の
「
北
海
タ
イ
ム
ス
」

二
面
の
二
段
目
に
、
六
行
の
記
事
で
、
〈
薩
島
の
天
候
回
復
・
快
報
近
し
・
同
島
の
敵
兵
数
四
千
〉
と
の
み

報
じ
る
。
次
ぎ
は
八
日
の
「
小
樽
新
聞
」
の
二
面
の
中
央
に
囲
み
で
、
〈
薩
島
占
領
の
公
報
接
せ
ば
、
本
社

は
三
発
の
煙
火

は

な

び

で
急
報
〉
と
記
す
。
四
行
で
ゴ
チ
活
字
で
大
き
く
。
こ
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。〈
樺
太
占
領
〉

の
陸
軍
公
報
が
、
三
紙
同
時
に
初
め
て
紙
面
で
報
じ
ら
れ
る
の
は
、
七
月
十
一
日
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
道

民
十
分
承
知
の
樺
太
占
領
の
新
聞
報
道
の
実
態
で
あ
る
。
表
面
上
は
、
極
秘
の
軍
事
行
動
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
。
日
露
戦
争
は
メ
デ
ィ
ア
戦
争
と
言
わ
れ
、「
戦
果
・
戦
死
者
・
美
談
」
を
主
に
し
て
、
新
聞
各

紙
は
そ
れ
ぞ
れ
従
軍
記
者
を
中
国
本
土
に
派
遣
し
、
人
々
は
挙
っ
て
新
聞
を
読
み
，
戦
勝
を
祝
っ
た
。
「
報

知
新
聞
」
は
、
戦
前
九
万
部
の
部
数
を
戦
後
は
三
十
四
万
部
に
伸
ば
し
、
大
阪
毎
日
は
、
一
日
に
三
回
号

外
を
出
し
、
博
文
館
は
、
日
露
戦
争
開
始
三
日
目
か
ら
、
月
三
回
の
「
日
露
戦
争
実
記
」
と
い
う
雑
誌
を

発
行
し
て
い
る
。
速
報
性
こ
そ
が
競
わ
れ
、
新
聞
に
写
真
が
載
る
の
も
、
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。
樺
太
占

領
の
こ
の
極
端
な
軍
の
報
道
規
制
は
奇
妙
き
て
れ
つ
で
あ
る
。
従
軍
記
者
の
同
行
も
禁
止
し
て
民
間
人
は

唯
一
人
函
館
の
衆
議
院
議
員
内
山
吉
太
氏
を
乗
船
さ
せ
同
行
さ
せ
て
い
る
。
氏
は
サ
ハ
リ
ン
島
の
〈
水
産

漁
業
組
合
長
〉
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
原
因
が
こ
こ
に
あ
り
と
も
見
え
る
し
、
事
実
、
、
「
北
海
タ
イ
ム
ス
」

が
、
内
山
氏
を
名
指
し
で
指
弾
し
て
い
る
。
サ
ハ
リ
ン
島
の
漁
業
権
を
め
ぐ
る
暗
闘
は
十
分
に
想
像
つ
く
。

三
島
由
紀
夫
の
祖
父
、
樺
太
三
代
目
長
官
平
岡
定
太
郎
受
難
の
大
騒
動
の
発
端
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
北
海
道
三
大
紙
の
樺
太
占
領
の
不
可
思
議
を
示
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
に
言
及
は
し
な
か
っ

た
。
講
和
の
有
利
な
条
件
づ
く
り
の
た
め
の
極
秘
作
戦
樺
太
占
領
。
軍
は
一
刻
も
早
く
占
領
統
治
を
す
す

め
よ
う
と
し
、
国
民
は
一
刻
も
早
く
渡
島
し
よ
う
と
犇
き
、
新
聞
は
樺
太
領
土
化
を
大
々
的
に
報
じ
て
ゆ

く
。
ど
こ
に
も
、
領
土
侵
犯
の
思
い
は
記
さ
れ
て
な
い
。
樺
太
は
本
来
わ
が
領
土
と
い
う
国
民
感
情
が
、

三
大
紙
の
紙
面
に
踊
る
の
は
、
日
露
戦
争
開
始
と
同
時
で
あ
っ
た
。 

  

私
が
語
っ
た
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
そ
れ
で
は
ど
ん
な
人
た
ち
が
、
戦
後
樺
太
に
渡
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
私
の
関
心
は
も
と
も
と
日
露
戦
争
に
な
か
っ
た
。
樺
連
に
非
常
勤
で
出
る
よ
う
に
な
る
と

同
時
に
調
べ
始
め
た
の
は
、
こ
の
〈
樺
太
に
渡
っ
た
人
た
ち
は
誰
か
〉
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
樺
連
が
発



行
す
る
『
樺
太
年
表
』
の
明
治
三
十
八
年
八
月
十
六
日
の
項
に
あ
る
〈
日
本
郵
船
（
株
）
田
子
浦
丸
、
樺

太
定
期
航
海
の
た
め
小
樽
を
発
す
〉
の
一
行
が
、
何
と
も
不
思
議
で
あ
っ
た
。
講
和
も
な
ら
ぬ
ロ
シ
ア
の

島
へ
〈
定
期
航
海
〉
？
と
い
う
こ
と
と
、
な
ぜ
〈
入
港
〉
で
な
い
の
か
、
と
。
『
樺
太
沿
革
行
政
史
』
を
始

め
と
す
る
、
見
う
る
資
料
に
当
た
り
、
日
本
郵
船
の
百
二
十
年
史
な
ど
、
ず
い
分
当
た
っ
た
が
、
み
な
ま

ち
ま
ち
で
根
拠
な
く
、
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
六
月
末
、
年
に
一
度
も
な
い
札
幌
行
、

北
大
恵
迪
寮
の
同
期
会
終
了
後
、
一
人
で
は
じ
め
て
江
別
に
北
海
道
立
図
書
館
を
訪
れ
、
樺
太
の
資
料
を

コ
ピ
ー
し
て
い
る
時
、
館
員
の
方
か
ら
見
せ
ら
れ
た
の
が
、
当
時
の
新
聞
に
載
っ
た
田
子
浦
丸
関
係
の
記

事
の
拡
大
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
、
田
子
浦
丸
第
一
船
の
乗
船
者
名
簿
の
載
る
八
月
十
八
日
の
「
小

樽
新
聞
」
二
面
の
「
樺
太
初
航
の
田
子
浦
丸
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
雨
の
中
、
そ
の
新
聞
記
事
を
鞄

に
入
れ
、
な
ぜ
か
身
ぶ
る
い
が
し
涙
が
流
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
新
聞
を
調
べ
れ
ば
い

い
の
だ
と
気
付
き
、
リ
タ
イ
ア
し
て
長
く
な
っ
た
こ
と
で
、
調
査
の
基
本
も
忘
れ
て
い
た
か
と
悔
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
何
度
も
国
会
図
書
館
に
通
い
、
マ
イ
ク
ロ
の
拡
大
コ
ピ
ー
を
百
六
十
枚
ほ
ど
と
っ

て
き
た
ろ
う
か
。
つ
い
で
に
、
旅
順
で
戦
死
し
た
祖
父
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
日
露
戦
争
実
記
」
も
、
半
分

ほ
ど
は
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
み
た
。 

 

は
や
く
か
ら
、
堀
江
満
智
著
『
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
日
本
人
街
』
な
ど
を
通
し
て
、
ロ
シ
ア
社
会
に

日
本
人
が
ど
う
い
う
形
で
入
り
こ
む
か
を
読
ん
で
き
て
い
る
の
で
、
流
刑
の
島
と
は
言
え
、
政
治
犯
の
多

く
居
た
と
い
う
サ
ハ
リ
ン
の
社
会
を
少
し
は
想
像
出
来
た
か
ら
、
渡
島
者
の
夢
見
た
生
活
環
境
へ
の
興
味

は
前
か
ら
あ
っ
た
。
根
拠
と
な
る
資
料
を
手
に
し
た
の
で
樺
連
の
書
棚
に
眠
る
資
料
を
改
め
て
探
索
し
つ

つ
、
ま
た
、
樺
太
研
究
者
の
竹
野
学
君
の
協
力
も
え
て
、
た
と
え
ば
、
日
露
戦
争
後
の
大
連
の
都
市
造
り

も
調
べ
た
り
し
て
い
た
の
で
、
時
間
は
か
か
っ
た
が
、
田
子
浦
丸
の
初
航
記
事
に
端
を
発
し
た
、
私
の
言

う
〈
島
民
の
誕
生
〉
探
求
の
諸
々
は
、
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
〈
定
期
航
路
〉
の
意
味

も
、
田
子
浦
丸
入
港
の
日
時
な
ど
も
、
新
聞
三
社
を
通
し
て
私
な
り
の
判
断
は
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
背
景
に
基
づ
い
て
、
私
が
講
演
で
話
し
た
「
樺
太
占
領
」
三
つ
め
の
話
題
は
、
札
幌
と
は
異

な
る
、
樺
太
に
お
け
る
都
市
社
会
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
向
か
っ
た
。
『
外
交
文
書
』
か
ら
、
明
治
三
十
八

年
十
二
月
末
現
在
の
在
島
者
職
業
一
覧
表
を
知
り
、
そ
の
中
に
〈
点
燈
夫
二
人
〉
と
あ
る
こ
と
に
興
味
が

あ
っ
た
。
サ
ン
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
『
星
の
王
子
さ
ま
』
を
す
ぐ
思
い
出
し
た
が
、
こ
の
仕
事
何
だ
ろ
う
と

思
う
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
判
明
し
た
の
が
、
博
文
館
が
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
五
日
に
発
刊
し
た

『
樺
太
写
真
帖
』
の
中
の
一
枚
の
写
真
で
あ
っ
た
。
占
領
軍
上
陸
時
に
ロ
シ
ア
軍
が
火
を
放
っ
た
と
い
う

コ
ル
サ
コ
フ
（
大
泊
）
の
街
の
、
焼
失
前
の
街
並
み
の
中
の
、
立
派
な
街
路
灯
の
写
真
で
あ
る
。
注
意
し

て
他
を
探
し
て
、
樺
太
占
領
南
部
軍
の
竹
内
司
令
官
が
書
く
〈
百
十
戸
ほ
ど
が
住
む
農
牧
地
〉
の
ウ
ラ
ジ

ミ
ロ
フ
カ
（
豊
原
）
に
さ
え
立
派
な
街
路
灯
の
あ
る
こ
と
を
知
る
。
日
露
戦
後
、
三
十
九
年
に
樺
太
で
最

初
に
酒
造
り
を
始
め
た
小
森
商
店
の
息
子
さ
ん
の
小
森
良
彦
さ
ん
は
、
家
に
ガ
ス
燈
が
あ
っ
た
と
話
さ
れ

る
。
〈
点
灯
夫
二
人
〉
の
意
味
も
わ
か
る
と
同
時
に
、
樺
太
に
は
す
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仕
込
み
の
都
市
文

化
が
、
そ
れ
な
り
に
栄
え
て
い
た
こ
と
を
初
め
て
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
毎
年
七
、
八
千
人
の

や
ん
衆
が
サ
ハ
リ
ン
で
季
節
労
働
者
と
し
て
滞
在
し
て
い
る
か
ら
、
島
の
街
の
様
子
は
十
分
に
知
り
尽
く

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
植
民
地
が
、
統
治
の
た
め
行
政
機
関
が
集
中
す
る
都
市
の
開
発
か
ら
始



め
る
の
は
、
札
幌
と
て
同
じ
こ
と
。
樺
太
を
語
る
の
に
、
豊
原
が
語
ら
れ
な
い
の
は
、
私
た
ち
の
同
世
代

者
は
当
時
子
供
だ
か
ら
豊
原
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
一
つ
あ
ろ
う
。
樺
太
連
盟
の
現
理
事
中
豊
原
在

住
者
は
二
十
一
人
中
三
人
、
ほ
と
ん
ど
が
地
方
出
身
者
で
あ
る
。
昭
和
五
年
に
豊
原
に
自
動
電
話
が
引
か

れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
豊
原
は
、
植
民
地
の
都
市
ら
し
く
十
分
に
洒
落
て
文
化
的
で
、
生

活
水
準
も
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
の
渡
島
者
の
職
業
一
覧
は
、
ま
さ
に
商
業
都
市
の
生
活
者

を
夢
見
た
人
た
ち
が
占
め
て
い
る
と
思
っ
て
ま
ち
が
い
な
い
。
流
刑
者
の
島
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
文

化
文
明
の
後
れ
た
島
と
し
て
、
暗
い
苦
闘
の
島
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
修
正
が
、
今
回
の

私
の
話
の
一
つ
の
意
図
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
何
枚
も
の
ガ
ス
燈
の
写
真
を
お
見
せ
し
、
明
治
四
十
二

年
の
マ
ウ
カ
の
街
の
町
名
が
花
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
市
街
図
と
、
私
が
カ
ラ
ー
化
し
て
み
た
、
吉
田
初
三

郎
の
作
か
と
も
言
わ
れ
る
豊
原
市
の
昭
和
十
三
年
頃
の
鳥
瞰
図
、
そ
し
て
現
在
の
ユ
ジ
ノ
の
航
空
写
真
を

お
見
せ
し
て
、
樺
太
を
豊
か
な
生
活
文
化
の
島
と
し
て
見
て
も
ら
う
よ
う
心
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
敗
戦

時
の
悲
劇
の
み
で
語
ら
れ
る
樺
太
の
貧
し
さ
は
、
あ
ま
り
に
も
淋
し
い
。
私
が
樺
太
で
ペ
チ
カ
の
官
舎
で

生
活
し
て
い
る
同
じ
時
、
ラ
ン
プ
で
避
地
の
厳
し
い
生
活
を
し
て
い
た
人
た
ち
が
居
ら
れ
た
こ
と
も
、
十

分
知
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
樺
太
で
あ
る
。
悲
劇
を
悲
劇
の
み
で
語
っ
て
は
喜
劇
に
も
な
ら
な
い
。
国
家

の
樺
太
放
棄
を
し
ら
ず
に
心
豊
か
に
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
こ
と
こ
そ
、
言
う
な
ら
悲
劇
だ
ろ

う
。
歴
史
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
極
秘
の
思
い
つ
き
軍
事
占
領
で
日
本
の
領
土
と
な
り
、

大
連
と
比
較
し
て
も
ほ
と
ん
ど
国
家
投
資
も
な
く
、
つ
い
に
地
方
議
会
も
置
か
れ
ず
、
南
洋
庁
並
み
の
樺

太
庁
と
し
て
、
わ
ず
か
四
十
年
で
終
わ
っ
た
樺
太
。
そ
こ
が
私
の
生
地
で
あ
る
。
な
ぜ
か
樺
太
の
人
も
樺

太
を
記
さ
ず
に
過
ぎ
た
の
が
、
私
の
故
郷
で
あ
る
。
不
思
議
な
土
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
も
の
よ
、
と
、
し

み
じ
み
と
思
う
と
も
話
を
し
た
。 

  

以
上
で
「
樺
太
占
領
」
の
紹
介
を
了
え
、
つ
い
で
北
緯
五
十
度
の
国
境
に
つ
い
て
語
っ
た
。
こ
の
講
演

の
話
が
岩
下
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
の
は
、
七
月
で
あ
っ
た
と
思
う
。
あ
れ
こ
れ
散
策
し
な
が
ら
十
月
頃
は
、

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
、
か
ね
て
か
ら
読
み
、
関
心
の
あ
っ
た
志
賀
重
昴
の
『
大
役
小
志
』
を
解
体
し
『
樺

太
境
界
劃
定
事
蹟
』
を
援
用
し
て
、
北
緯
五
十
度
の
線
国
境
策
定
作
業
の
紹
介
を
し
よ
う
と
考
え
て
、
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
き
た
。
し
か
し
国
境
と
は
を
問
え
ば
問
う
ほ
ど
、
戦
争
の
結
果
と
し
て

の
線
分
作
業
の
あ
り
よ
う
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
結
局
は
、
知
ら
れ
ざ
る

「
樺
太
占
領
」
を
メ
イ
ン
と
し
て
話
す
こ
と
に
し
た
経
緯
が
あ
る
。 

 

北
緯
五
十
度
の
国
境
を
考
え
る
時
、
前
提
と
な
る
の
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
第
九
条
に
あ
る
、
両
国
共

に
国
境
を
挟
ん
で
軍
事
工
作
物
を
築
造
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
条
項
で
あ
る
。
私
の
心
に
あ
っ
た
の
は
、
初

め
て
樺
太
を
史
の
視
点
で
読
ん
だ
Ｊ
・
Ｊ
・
ス
テ
フ
ァ
ン
の
『
サ
ハ
リ
ン
』
の
中
で
書
か
れ
た
次
の
よ
う

な
文
章
で
あ
る
。
こ
う
書
く
。
〈
境
界
線
は
北
緯
五
〇
度
線
に
沿
っ
て
冷
た
い
一
本
の
線
と
な
っ
て
〉
〈
森

を
つ
き
切
っ
て
理
性
を
失
っ
た
か
の
よ
う
に
突
走
っ
て
い
た
。
〉
と
。
北
大
出
版
会
刊
『
日
本
の
国
境
・
い

か
に
こ
の
「
呪
縛
」
を
解
く
か
』
に
書
い
た
「
国
境
幻
想
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
丁
寧
に
書
い
て
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
・
ア
ル
ザ
ス
地
方
に
一
年
住
ん
だ
体
験
で
、
こ
の
唯
一
の
地
続
き
の
国
境
を
、
い
か
に
人
跡
未

踏
の
森
林
地
帯
と
は
言
え
、
杉
本
・
岡
田
の
無
謀
な
恋
の
逃
避
行
と
ソ
連
軍
の
侵
攻
の
み
で
語
る
の
は
、



い
か
に
も
貧
し
い
吉
説
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
樺
太
連
盟
に
来
て
、
敷
香
で
生
ま
れ
育
っ

た
同
世
代
の
、
杉
本
・
岡
田
事
件
に
よ
っ
て
日
常
生
活
が
一
変
し
、
い
わ
ば
警
察
国
家
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
、
今
な
お
激
怒
し
、
杉
本
・
岡
田
事
件
を
決
し
て
許
さ
ぬ
と
語
る
人
々
の
居
る
こ
と
も
知
っ
た
。

な
ぜ
い
ま
も
ロ
マ
ン
で
語
ら
れ
る
の
か
、
と
。
大
江
志
乃
夫
の
『
日
本
植
民
地
探
訪
』
さ
え
、
こ
の
事
件

を
懐
旧
の
思
い
で
回
想
し
て
い
る
事
が
あ
る
。
こ
こ
を
ど
う
解
き
放
つ
か
。
時
間
を
か
け
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
探
し
求
め
た
の
が
、
観
光
地
国
境
を
訪
れ
た
家
族
写
真
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
付
い
た
の
は
、
神
沢

利
子
さ
ん
の
童
話
『
流
れ
の
ほ
と
り
』
で
あ
っ
た
。 

 

講
演
の
ス
ラ
イ
ド
で
使
っ
た
の
は
、
道
連
の
事
務
局
に
頼
ん
で
樺
太
関
係
資
料
館
の
資
料
の
中
か
ら
届

け
て
も
ら
っ
た
写
真
で
あ
る
。
上
手
に
使
え
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、
安
別
の
第
四
号
標
石
に

坐
る
三
人
の
少
女
の
写
真
は
、
私
に
も
鮮
烈
で
あ
っ
た
。
小
学
五
、
六
年
生
の
遠
足
写
真
に
し
ろ
、
真
岡

町
民
の
商
店
主
た
ち
の
観
光
写
真
に
し
ろ
、
北
緯
五
十
度
の
国
境
標
石
を
、
私
が
豊
原
で
、
博
物
館
前
庭

の
標
石
の
レ
プ
リ
カ
を
裏
表
撫
で
て
遊
ん
だ
と
同
じ
感
覚
で
、
標
石
を
中
に
写
真
を
撮
っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
が
、
昭
和
七
年
か
ら
十
二
年
ま
で
で
あ
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る
。
杉
本
・
岡
田
事
件
が
昭
和
十
三

年
の
一
月
で
あ
る
。
以
降
、
初
め
て
国
境
に
警
察
の
警
備
隊
が
置
か
れ
、
警
戒
が
厳
重
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
杉
本
・
岡
田
事
件
は
、
敷
香
の
街
の
人
た
ち
に
、
国
家
が
ス
パ
イ
容
疑
を
か
け
、
徹
底
し
た
家
宅
捜

索
を
し
た
り
、
警
官
を
首
に
し
、
旅
館
の
営
業
を
停
止
を
す
る
な
ど
、
い
わ
ば
生
活
破
壊
を
生
じ
た
犯
罪

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
の
思
想
や
芸
術
の
社
会
で
の
極
端
な
閉
塞
状
態
か
ら
の
彼

ら
の
夢
想
は
そ
れ
な
り
の
役
割
り
を
も
っ
た
に
し
ろ
、
な
ぜ
国
境
が
、
生
活
す
る
者
の
目
線
で
論
じ
ら
れ

記
録
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
か
。
私
に
は
何
と
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。 

 

実
は
当
日
、
も
う
一
枚
の
写
真
を
お
見
せ
し
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
北
海
道
新
聞
に
載
っ
た
、
北
大
博

物
館
の
三
人
の
美
女
た
ち
が
、
博
物
館
二
階
に
展
示
し
て
い
る
第
二
号
標
石
の
実
物
を
み
つ
め
て
い
る
写

真
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
ま
さ
に
、
標
石
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、
三
人
の
少
女
と
標
石
を
写
し
た
写
真
は
、

彼
女
ら
が
標
石
と
共
に
あ
る
自
分
た
ち
、
三
人
の
全
体
を
見
て
い
る
、
と
話
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国

境
を
喪
っ
た
日
本
と
い
う
国
家
。
国
民
は
誰
一
人
、
国
境
が
地
上
の
線
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
ず
、
海
の
中
の
ロ
マ
ン
と
し
て
、
権
益
と
し
て
、
条
文
と
し
て
し
か
認
識
し
て
な
い
。
い
わ
ば
標
石
を

他
者
と
し
て
、
無
縁
な
も
の
と
し
て
、
古
代
の
遺
跡
を
見
る
よ
う
に
し
か
見
て
い
な
い
。
三
人
の
美
女
た

ち
の
眼
に
映
る
標
石
こ
そ
、
そ
の
見
方
こ
そ
、
か
つ
て
の
私
自
身
を
含
め
、
今
日
の
日
本
人
一
般
の
国
境

観
と
見
た
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
人
の
少
女
の
写
真
は
、
国
境
と
共
に
在
る
、
親
し
み
つ
つ
共
生
し
合

う
生
活
者
の
目
が
そ
こ
に
在
る
。
ア
ル
ザ
ス
で
知
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
日
常
は

共
に
親
し
み
合
い
、
一
旦
戦
争
が
始
ま
る
と
、
そ
こ
は
敵
対
す
る
修
羅
場
に
な
る
と
い
う
。
私
た
ち
が
樺

太
で
、
平
和
に
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
た
の
も
、
実
は
あ
の
北
緯
五
十
度
の
国
境
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
言
え

よ
う
。
あ
の
三
人
の
少
女
た
ち
は
い
ま
ど
う
し
て
い
る
か
。
八
十
の
中
半
だ
ろ
う
。
と
。 

  

も
う
一
つ
は
、
志
賀
重
昂
の
『
大
役
小
志
』
を
少
し
紹
介
し
な
が
ら
話
し
た
、〈
直
線
と
し
て
の
国
境
〉

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
長
約
一
三
二
キ
ロ
と
い
う
、
見
事
な
線
国
境
を
、
策
定
事
案
の
委
員
長
大
嶋
少

将
の
提
供
に
な
る
国
境
地
図
で
ま
ず
示
し
て
み
た
。
榎
本
武
揚
が
「
は
し
が
き
」
を
書
い
た
『
樺
太
地
誌
』



か
ら
の
資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陸
軍
省
の
『
樺
太
境
界
劃
定
事
跡
』
も
心
に
し
な
が
ら
、
見
事
な
ほ
ど

の
国
境
を
二
枚
の
写
真
で
示
し
て
み
た
。
一
つ
は
「
林
空
」
、
一
つ
は
「
塹
壕
」
と
記
さ
れ
た
写
真
で
あ
る
。

厳
寒
の
五
十
度
線
、
夏
は
二
ケ
月
半
、
四
十
度
の
暑
熱
の
中
で
一
気
に
直
線
に
伸
び
て
、
四
十
メ
ー
ト
ル

の
大
木
に
な
る
が
、
冬
は
マ
イ
ナ
ス
四
十
度
。
大
地
は
凍
土
だ
か
ら
根
は
浅
く
、
倒
木
が
大
量
に
出
る
人

跡
未
踏
の
森
林
に
、
日
露
双
方
で
協
力
し
て
作
っ
た
北
緯
五
十
度
の
線
国
境
。
そ
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
と
、

両
国
人
の
交
流
、
何
よ
り
も
、
シ
ー
ム
レ
ス
の
大
地
に
国
境
を
つ
く
る
こ
と
の
ナ
ン
セ
ン
ス
さ
も
含
め
、

志
賀
の
日
記
は
実
に
楽
し
い
。
い
つ
か
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
私
の
心
を
と
ら
え
た
の

は
、
北
緯
五
十
度
の
国
境
劃
定
の
作
業
を
〈
林
空
〉
と
名
付
け
た
、
こ
の
言
葉
に
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
初

め
て
訪
れ
た
時
の
、
草
に
埋
も
れ
た
た
だ
の
林
道
を
、
改
め
て
思
い
出
し
、
翻
訳
語
と
し
て
も
深
み
の
あ

る
い
い
表
現
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

 

私
が
こ
こ
で
話
し
た
の
は
、
国
境
が
線
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
半
田
沢
を
通
る
一
本
の
道
に

置
か
れ
た
警
備
派
出
所
に
駐
在
し
た
人
の
眼
を
、
か
な
り
の
越
境
者
が
容
易
に
掠
め
て
通
っ
て
い
る
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
タ
イ
ガ
と
ツ
ン
ド
ラ
は
無
理
と
し
て
も
、
本
来
国
境
は
線
で
あ
る
。
時
系
列

で
み
て
も
、
杉
本
・
岡
田
事
件
と
ソ
連
軍
の
越
境
で
の
み
国
境
を
語
る
の
も
、
点
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
流

れ
で
と
ら
え
る
歴
史
を
無
視
し
た
見
方
し
か
あ
の
国
境
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、
先
住
民
た

ち
の
国
境
の
利
用
や
、
隔
週
に
交
わ
さ
れ
る
郵
便
物
の
交
換
所
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
日
常
が
知
ら
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
変
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
私
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
、
東
京
を
発
つ
前
夜
、
最
後
の
ま
と
め
と
思
っ
て
書
き
記
し
た
国
境
観
の
メ
モ
を
そ
の
ま
ま
書

き
写
し
て
み
よ
う
。
語
り
言
葉
は
ど
う
し
て
も
散
漫
に
流
れ
る
の
で
。
私
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
こ
の
時
、

岩
下
明
裕
教
授
の
国
境
論
の
解
説
と
、
杉
田
敦
著
『
境
界
線
の
政
治
学
』
の
二
つ
の
論
稿
を
頭
に
置
い
て

い
る
。 

 

『
国
境
』
は
本
来
、
在
る
も
の
で
は
な
く
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
可
変
な
も
の
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
私
は
い
ま
、
こ
う
考
え
る
。
「
国
境
」
と
は
、
シ
ー
ム
レ
ス
な
地
表
に
、
国
家
権
力
が
意

図
的
に
線
分
化
す
る
こ
と
で
機
能
さ
せ
る
、
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
に
、
国
民

は
国
境
に
よ
っ
て
境
界
化
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
二
分
化
さ
れ
た
住
空
間
の
種
々
の
変
動
は
避
け
ら

れ
な
い
し
（
引
揚
げ
も
そ
の
一
つ
）
、
そ
の
責
任
は
、
本
来
国
家
に
あ
る
。
し
か
し
、〈
線
分
〉
が
、
個
々

の
国
民
の
合
意
に
基
づ
か
な
い
、
非
民
主
的
な
権
力
の
行
使
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
生
じ
る
〈
責
任
〉

を
国
家
が
と
る
こ
と
も
な
い
。
三
人
の
少
女
の
写
真
が
示
す
よ
う
な
、
生
活
者
の
眼
で
見
る
国
境
観
を

喪
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
「
国
境
」
は
、
ま
す
ま
す
国
家
の
も
の
と
な
っ
て
、
国
民
の
も
の
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
北
緯
五
十
度
の
国
境
線
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
以

上
、
杉
田
の
言
う
〈
国
境
の
相
対
化
〉
さ
え
存
在
し
な
い
国
家
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
日
本
と
い

う
島
国
で
あ
る
。
せ
め
て
、
唯
一
の
地
続
き
の
国
境
を
体
験
し
た
樺
太
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
た
ち
で
、

あ
の
国
境
の
意
味
し
た
も
の
、
ま
た
国
境
が
島
民
の
日
常
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
見
直
し
、
記
録
し
て

ゆ
く
こ
と
を
果
た
す
こ
と
で
、
も
は
や
無
い
に
し
て
も
、
「
国
境
」
あ
っ
て
の
領
土
、
国
家
で
あ
る
こ
と

の
、
今
後
の
糧
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
責
務
の
よ
う
な
気
も
し
て
い
る
。
い
た
ず
ら

に
敗
戦
時
の
戦
争
の
悲
劇
の
情
に
埋
も
れ
て
い
て
も
、〈
樺
太
〉
は
、
歴
史
に
名
を
止
ど
め
る
こ
と
に
は



な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
国
境
」
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
の
足
元
に
、
一
人
一
人
の
足
元
に
引

か
れ
る
一
本
の
線
で
あ
る
認
識
を
持
と
う
よ
。 

 

こ
う
い
う
こ
と
を
果
た
し
て
話
し
果
た
せ
た
か
ど
う
か
。
「
三
人
の
少
女
」
か
ら
「
三
人
の
美
女
」
へ
の

変
遷
の
中
に
、
戦
後
か
ら
今
日
の
、
特
に
北
朝
鮮
の
拉
致
問
題
の
対
応
に
見
ら
れ
る
日
本
の
孤
立
化
の
様

相
を
思
う
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
〈
相
対
化
〉
と
は
全
く
逆
の
姿
勢
が
ほ
の
見
え

る
。
沖
縄
の
現
状
を
、
日
本
国
民
は
い
っ
た
い
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
国
境
の
内
外
と
い
う
意
味
で
も
、

極
め
て
本
質
的
な
課
題
を
示
し
て
い
る
と
思
う
が
、
国
境
観
で
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う

か
。
湾
岸
戦
争
以
来
の
新
し
い
帝
国
主
義
の
課
題
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
私
に
は
、
北
緯
五
十
度
の
地
続
き

の
国
境
喪
失
は
、
そ
の
意
味
で
も
大
き
な
損
失
と
思
え
る
。
と
同
時
に
日
本
と
い
う
国
は
、
あ
の
国
境
を

国
境
と
し
て
は
た
し
て
認
識
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
。
単
な
る
軍
事
境
界
線
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
問
う
べ
き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
そ
ん
な
思
い
で
、
「
国
境
」
の
話
を
し
て
い
た
。 

  

講
演
で
は
、
最
後
に
、
「
樺
太
引
揚
げ
」
の
話
を
し
た
。
〈
樺
太
引
揚
げ
者
〉
と
一
括
さ
れ
る
こ
と
へ
の

異
議
申
立
て
を
す
る
と
同
時
に
、
「
樺
太
引
揚
げ
」
が
、
〈
内
地
か
ら
内
地
へ
の
引
揚
げ
〉
と
い
う
論
理
矛

盾
を
内
在
す
る
こ
と
で
、
満
州
引
揚
げ
な
ど
、
他
の
引
揚
げ
と
は
全
く
異
な
る
課
題
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
て
お
い
た
。
『
わ
が
内
な
る
樺
太
』
に
書
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
で
あ
る
。 

 

は
じ
め
に
、
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
の
公
文
書
館
収
納
の
、
「
樺
太
引
揚
げ
者
乗
船
者
名
簿
」
の
一
ペ
ー

ジ
の
コ
ピ
ー
を
ス
ラ
イ
ド
で
映
し
て
説
明
を
始
め
た
。
こ
れ
は
、
若
い
樺
太
研
究
者
竹
野
学
君
が
、
昨
年

三
月
六
日
夕
刻
、
外
交
資
料
館
で
の
資
料
調
査
の
過
程
で
私
に
報
告
し
て
く
れ
た
こ
と
で
初
め
て
知
っ
た

事
実
で
あ
る
。
彼
の
報
告
は
、
外
交
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
の
中
に
、
こ
の
乗
船
者
名
簿
が
九
年
前
か
ら
す

べ
て
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
昨
年
の
十
一
月
の
ユ
ジ
ノ
滞
在
中

に
、
こ
の
原
簿
二
〇
八
冊
を
公
文
書
館
資
料
で
発
見
し
て
い
て
、
ス
ラ
イ
ド
に
使
っ
た
の
は
、
そ
の
時
の

彼
の
撮
っ
た
写
真
の
一
枚
で
あ
る
。
樺
太
の
人
口
統
計
が
、
昭
和
十
六
年
末
で
終
了
し
、
敗
戦
後
の
一
斉

消
却
で
戸
籍
簿
も
な
い
状
況
の
中
で
は
、
こ
の
、
ユ
ジ
ノ
に
あ
る
二
〇
八
冊
の
乗
船
者
名
簿
こ
そ
、
貴
重

な
第
一
級
資
料
で
あ
る
。
こ
の
乗
船
者
名
簿
は
、
戦
後
の
米
ソ
協
定
で
実
施
さ
れ
た
正
規
引
揚
げ
者
の
も

の
で
、
す
べ
て
ロ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
、
渡
島
時
期
か
ら
賞
罰
の
有
無
に
至
る
ま
で
十
項
目
、
一
人
一
人
に

記
す
記
録
で
、
二
十
九
万
二
千
五
百
九
十
人
分
の
名
簿
で
あ
る
。
外
交
資
料
館
の
資
料
は
、
そ
の
簡
略
版

と
な
っ
て
い
る
が
、
全
員
の
も
の
が
あ
る
と
言
う
。
マ
イ
ク
ロ
一
万
三
千
コ
マ
あ
る
と
の
こ
と
。 

 

こ
の
資
料
が
私
に
語
り
か
け
て
く
れ
た
も
の
は
極
め
て
重
い
。
加
藤
陽
子
が
か
つ
て
中
国
引
揚
げ
で
書

い
た
よ
う
に
、
敗
戦
後
の
〈
引
揚
げ
〉
は
、
敵
国
の
協
力
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
璧
に
行
わ
れ
た
、
と
。
昭
和

二
十
一
年
の
十
二
月
か
ら
第
五
次
に
わ
た
る
樺
太
引
揚
げ
。
帰
国
を
希
望
し
た
日
本
国
籍
を
も
つ
者
は
、

全
部
帰
国
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
の
引
揚
げ
。
そ
の
氏
名
が
全
部
記
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
敗
戦

時
、
全
く
の
泥
縄
に
し
ろ
、
緊
急
強
制
疎
開
と
い
う
樺
太
庁
命
令
に
よ
っ
て
、
内
地
樺
太
か
ら
内
地
の
、

北
海
道
や
本
土
へ
引
揚
げ
さ
せ
ら
れ
た
者
は
、
密
航
と
い
う
自
由
渡
航
者
を
含
め
た
約
十
一
万
人
と
い
う

が
、
そ
の
〈
強
制
疎
開
者
〉
の
人
数
も
氏
名
も
記
録
し
て
は
い
な
い
。
私
は
こ
れ
を
皮
肉
な
ど
と
言
え
な

い
な
あ
と
思
っ
て
い
る
。
昭
和
十
八
年
四
月
か
ら
の
、
島
民
全
体
の
意
志
に
反
し
て
強
引
に
内
地
へ
編
入



さ
せ
て
、
一
切
の
記
録
を
放
棄
し
た
国
家
意
図
の
な
せ
る
業
。
言
う
な
ら
無
念
と
い
う
し
か
な
い
こ
の
樺

太
放
棄
こ
そ
が
、
実
は
、
調
べ
る
こ
と
で
知
る
植
民
地
樺
太
。
石
風
社
の
福
元
満
治
さ
ん
が
私
の
本
の
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
く
れ
た
〈
外
地
で
あ
り
内
地
で
あ
っ
た
植
民
地
樺
太
〉
の
、
見
事
な
証
明
で
あ
っ
た
。

〈
樺
太
放
棄
〉
と
い
う
言
葉
は
、
講
演
で
は
一
切
使
わ
な
か
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
、
著
名
人
で
故

人
だ
か
ら
と
断
っ
て
音
楽
家
広
瀬
量
平
君
の
名
を
挙
げ
、
以
上
三
つ
の
分
類
「
一
、
強
制
疎
開
、
二
、
自

由
渡
航
、
三
、
正
規
引
揚
げ
」
の
ほ
か
に
、
「
四
、
早
期
退
島
」
と
い
う
人
た
ち
が
か
な
り
居
る
こ
と
を
紹

介
し
て
、
話
を
了
え
た
。
そ
れ
は
一
九
四
四
年
八
月
八
日
の
最
高
戦
争
指
導
会
議
議
事
録
中
、
敗
戦
前
の

対
ソ
連
と
の
和
平
工
作
の
条
件
の
中
に
、〈
樺
太
返
還
〉
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
持
物
な
く
疎
開
さ
せ
ら
れ
、
八
月
二
十
三
日
最
後
の
宗
谷
丸
は
、
定
員
七
九
〇
名
に
四
五
〇
〇
人
乗

せ
た
と
時
の
船
長
が
、
『
稚
泊
連
絡
船
史
』
の
中
で
回
想
し
て
い
る
。
だ
が
、
早
期
退
島
者
は
、
政
府
の
樺

太
放
棄
を
い
ち
早
く
知
っ
て
、
全
財
産
を
も
っ
て
本
土
に
帰
国
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
を
含
め
て
「
樺
太

引
揚
げ
」
と
言
っ
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
き
た
。
こ
れ
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
豊
原
中
学
二
年
生
の
一

年
間
だ
け
居
て
札
幌
一
中
に
転
校
し
て
い
っ
た
彼
は
、
七
、
八
年
前
、
東
京
で
の
札
幌
南
高
校
の
同
窓
会

で
会
っ
て
話
し
た
時
、〈
国
家
が
捨
て
た
樺
太
に
長
く
居
る
こ
と
は
無
い
よ
〉
と
事
も
無
げ
に
話
し
て
い
た
。

今
、
樺
太
、
樺
太
と
言
っ
て
い
る
人
の
中
に
、
こ
の
早
期
退
島
者
が
、
結
構
居
る
こ
と
も
書
い
て
お
こ
う
。 

  

「
浮
游
す
る
樺
太
」
と
題
し
て
、
〈
浮
游
〉
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
講
演
を
了
え
た
が
、
み
な
さ
ん
の
心

に
ど
う
届
い
た
ろ
う
か
。
北
大
ス
ラ
研
で
作
っ
て
い
た
だ
い
た
チ
ラ
シ
に
は
〈
記
憶
こ
そ
浮
游
〉
と
書
い

て
お
い
た
。
〈
岸
辺
無
き
海
に
漂
う
〉
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
サ
ハ
リ
ン
島
で
も
あ
る
。
こ
れ
で
一
つ
の
ま
と
め

と
し
よ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
〇
日 

 

自
宅
に
て
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


