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Ⅰ 

国
民
性
と
し
て
の
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
」 

四
季
四
度
の
来
訪
で
日
本
を
知
る 

こ
こ
で
「
国
際
的
」
と
い
っ
て
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
だ
れ
も
が
海
外
へ
出
か
け
る
必
要
は

な
い
の
で
す
。「
コ
ロ
ナ
禍
」
や
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
オ
リ
パ
ラ
」
で
実
感
し
た
よ
う
に
、
こ
の
国
に
い
た

ま
ま
で
「
国
際
性
」
を
意
識
し
な
が
ら
ふ
る
ま
え
ば
、
そ
れ
で
「
国
際
人
」
と
い
え
る
の
で
す
か
ら
。 

と
く
に
「
高
齢
化
」
に
か
ん
す
る
こ
と
で
は
、
こ
の
国
の
今
は
、
世
界
最
先
端
に
い
る
た
め
に
海

外
か
ら
関
心
が
持
た
れ
て
お
り
、
日
ご
ろ
の
あ
り
よ
う
が
国
際
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
「
平
和
団
塊
」
の
み
な
さ
ん
の
活
動
は
、
国
際
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
を
残
し
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。 

よ
く
耳
に
す
る
カ
タ
カ
ナ
語
と
し
て
は
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
」
（
「
お
も
て
な
し
」
の
心
）
で
し

ょ
う
か
。
心
の
こ
も
っ
た
お
も
て
な
し
は
、「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
オ
リ
パ
ラ
」
で
も
十
分
に
発
揮
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
国
民
性
と
し
て
の
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
」
に
つ
い
て
確
か
め
て
共
有
し
て
お
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。 

世
界
中
を
襲
っ
た
「
コ
ロ
ナ
禍
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
」
の
最
中
に
あ
っ
て
、
人
手
で
も
施
設
で
も
費

用
で
も
負
担
の
大
き
い
「
国
際
的
」
な
行
事
で
あ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ホ
ス
ト

国
と
し
て
、
各
国
か
ら
の
参
加
選
手
・
関
係
者
・
報
道
関
係
者
を
迎
え
入
れ
て
、「
お
も
て
な
し
」
の

心
（
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
）
を
発
揮
し
た
ニ
ッ
ポ
ン
。 
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「
コ
ン
ニ
チ
ワ
」「
ア
リ
ガ
ト
ー
」「
オ
イ
シ
イ
」「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
は
国
際
語
に
な
る
ほ
ど
聞
か
れ
ま
し

た
し
、
閉
会
式
で
聖
火
が
消
え
た
あ
と
の
「
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
は
、
一
瞬
で
心
情
を
共
有
で
き
る

い
い
演
出
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
前
回
の
「
Ｓ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
と
と
も
に
、
日
本
語
を

代
表
す
る
国
際
語
と
し
て
の
「
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
。 

 

ど
こ
の
街
も
清
潔
な
こ
と
、
花
の
多
い
こ
と
、
だ
れ
も
が
礼
儀
た
だ
し
い
こ
と
、
乗
り
物
が
時
刻

通
り
に
動
い
て
い
る
こ
と
、
日
本
食
が
「
ト
テ
モ
、
オ
イ
シ
イ
」
な
ど
な
ど
。
暑
熱
を
除
け
ば
コ
ロ

ナ
禍
で
も
「
お
も
て
な
し
」
の
心
は
十
分
に
実
証
さ
れ
た
の
で
し
た
。 

東
京
ば
か
り
か
「
お
も
て
な
し
」
の
心
が
全
国
ど
こ
で
も
お
の
ず
か
ら
溢
れ
出
る
の
は
ど
う
し
て

な
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
国
の
風
土
は
、
古
来
、
た
ど
り
つ
い
た
遠
来
の
客
人
だ
れ
に
対
し
て
も
や
さ
し
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
外
に
航
海
時
代
が
あ
っ
て
列
強
に
よ
る
地
球
規
模
で
の
植
民
地
化
が
進
ん
で
い

た
時
期
に
、
極
東
に
あ
っ
て
そ
の
影
響
を
閉
ざ
し
て
い
た
こ
と
で
、
地
域
に
潜
ん
で
い
る
国
際
交
流

へ
の
期
待
感
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
地
域
資
産
と
し

て
活
か
さ
れ
る
べ
き
潜
在
パ
ワ
ー
と
い
え
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。 

「
人
と
人
」
そ
し
て
「
地
域
か
ら
地
域
へ
」
の
つ
な
が
り
、
と
く
に
海
外
の
自
治
体
と
の
交
流
に
は
、

労
苦
を
は
る
か
に
越
え
る
成
果
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
見
え
て
い
ま
す
。 

「
金
融
緩
和
」
で
生
じ
た
円
安
効
果
で
海
外
か
ら
の
旅
行
客
が
増
え
、
お
も
て
な
し
の
よ
さ
が
知
ら
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れ
て
、
訪
日
外
客
数
は
二
〇
一
三
年
に
一
〇
〇
〇
万
人
を
越
え
、
四
年
後
の
二
〇
一
七
年
に
は
二
六

〇
〇
万
人
ま
で
増
加
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
中
国
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
か
ら
の
客
が
多
い
と
い
う
の
は

注
目
し
て
い
い
こ
と
な
の
で
す
。
（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
研
究
所
） 

こ
の
間
に
多
く
の
日
本
企
業
が
海
外
進
出
を
お
こ
な
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
暮
ら
し
の
近
代
化
、

モ
ノ
の
豊
か
さ
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
遅
れ
て
豊
か
さ
を
手
に
入
れ
た
ア
ジ
ア
の
人
び
と
が
、「
豊
か

さ
の
先
進
国
」
を
成
し
遂
げ
た
わ
が
国
に
来
て
く
れ
る
こ
と
で
、「
非
軍
事
平
和
の
国
」
の
評
価
が
ア

ジ
ア
の
人
び
と
に
納
得
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
な
の
で
す
。 

 

＊
自
然
に
あ
ふ
れ
る
「
お
も
て
な
し
」
の
心 

日
本
人
の
心
の
深
い
層
に
培
わ
れ
て
い
る
繊
細
さ
や
優
し
さ
は
、
四
季
折
り
折
り
変
化
す
る
風
物

と
の
出
会
い
が
も
た
ら
し
て
く
れ
た
自
然
の
恩
恵
（
天
恵
）
と
い
え
る
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

人
生
の
年
輪
と
と
も
に
何
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
新
た
な
季
節
と
の
再
会
・
・
。 

・
春
は
桜
前
線
（
三
月
～
五
月
）
が
北
上
し
、
秋
に
は
紅
葉
前
線
（
一
〇
月
～
一
二
月
）
が
南
下

す
る
。 

・
南
か
ら
は
春
一
番
が
吹
き
荒
れ
、
北
か
ら
は
木
枯
ら
し
が
吹
き
抜
け
る
。 

・
八
十
八
夜
の
晩
霜
を
気
に
か
け
、
二
百
十
日
の
無
風
を
祈
る
。 

・
南
の
海
に
大
漁
を
伝
え
て
い
わ
し
雲
が
湧
き
、
北
の
海
に
ぶ
り
起
こ
し
の
雷
鳴
が
轟
く
・
・
。 
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わ
が
国
の
自
然
は
、
み
ご
と
に
四
季
の
変
化
に
調
和
が
と
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
は
ま
た
海
の
幸
・
野
の
幸
・
山
の
幸
を
等
し
く
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。「
平
分
秋
色
」
と
い

い
ま
す
が
、
実
り
の
秋
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
収
穫
物
を
等
し
く
分
け
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
奪
う
よ

り
は
譲
り
合
い
、
助
け
合
う
と
い
っ
た
「
国
民
性
と
し
て
の
和
の
心
」（
温
和
、
穏
和
、
調
和
、
親
和
、

平
和
、
協
和
、
総
和
・
・
）
が
、
年
輪
を
重
ね
る
う
ち
に
自
然
の
う
ち
に
育
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
国
民
性
と
し
て
の
「
和
の
心
」
は
海
外
の
日
本
研
究
者
が
等
し
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
す
。 

だ
れ
か
れ
の
分
け
隔
て
な
く
萎
え
た
心
を
励
ま
し
、
痛
ん
だ
身
を
癒
し
て
く
れ
る
風
物
。
ど
こ
に

で
も
四
季
の
景
観
を
楽
し
む
自
然
が
あ
り
、
温
泉
が
あ
り
、
郷
土
料
理
が
あ
り
特
産
物
に
事
欠
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
と
と
も
に
先
人
が
貯
え
て
く
れ
た
歴
史
遺
産
・
伝
統
行
事
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

二
〇
一
三
年
六
月
に
は
、「
富
士
山
」
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
霊
峰
富
士
で
あ
り
、

信
仰
と
芸
術
の
源
泉
で
あ
り
、
自
然
遺
産
で
は
な
く
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
に
納
得
が
い
き
ま
す
。

ま
た
「
和
食
」
が
二
〇
一
三
年
一
二
月
に
は
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。「
和
食
」
は
、

四
季
の
旬
の
素
材
か
ら
調
理
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
技
術
が
人
か
ら
人
へ
と
受
け
継
が
れ
磨
き

あ
げ
ら
れ
て
供
さ
れ
て
い
ま
す
。「
地
場
産
業
」
や
「
お
国
ぶ
り
」
と
し
て
地
域
が
み
ず
か
ら
の
暮
ら

し
を
豊
か
に
し
て
き
た
成
果
で
す
。 

 外
国
人
リ
ピ
ー
タ
ー
を
増
や
す
接
客
法 
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来
訪
者
の
も
て
な
し
は
各
地
の
自
治
体
で
も
常
日
頃
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。 

い
ま
「
姉
妹
・
友
好
自
治
体
」
は
一
七
〇
〇
ほ
ど
で
す
が
、
多
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
複
数
都
市

に
す
る
こ
と
や
合
弁
企
業
や
物
産
の
共
同
開
発
と
い
っ
た
経
済
活
動
や
個
別
分
野
の
さ
ま
ざ
ま
な
交

流
が
進
め
ば
、
数
も
内
容
も
お
お
い
に
広
が
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。 

自
治
体
が
海
外
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
を
見
出
し
て
、
地
域
か
ら
地
域
へ
と
お
互
い
の
住
民
同
士
が

親
し
く
行
き
来
し
、
子
ど
も
た
ち
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
も
さ
か
ん
で
す
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
訪
れ
る
青

少
年
は
お
互
い
に
第
二
の
ふ
る
さ
と
を
感
じ
て
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
異
質
な
文
化
の
紹
介
や
コ
ラ
ボ

や
特
産
品
の
共
同
製
作
な
ど
を
通
じ
て
深
ま
る
交
流
の
姿
か
ら
は
将
来
へ
の
成
果
が
う
か
が
え
ま
す
。 

常
に
開
か
れ
た
不
凍
港
の
よ
う
に
、
頼
り
が
い
が
あ
る
存
在
と
し
て
の
日
本
の
都
市
、
町
、
村
。

そ
れ
ぞ
れ
の
海
外
と
の
交
流
は
将
来
か
な
ら
ず
双
方
の
豊
か
さ
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
る
も
の
で
す
。 

地
域
と
地
域
を
結
ぶ
「
姉
妹
都
市
」
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
と
の
間
（
四
四
〇
余
）
で
多
い
で
す
が
、

と
く
に
長
い
民
間
交
流
の
歴
史
を
も
つ
日
本
と
中
国
の
場
合
に
は
、
国
家
間
の
不
和
の
時
期
を
乗
り

越
え
て
、
三
六
〇
余
の
「
友
好
都
市
」
が
あ
り
、
信
頼
を
つ
な
ぎ
、
友
好
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
研
修
生
と
し
て
訪
れ
た
中
国
側
の
若
者
た
ち
が
、
い
ま
や
各
地
で
第
一
線
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。 

い
く
つ
か
の
「
友
好
都
市
」
の
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

首
都
同
士
の
東
京
（
各
区
も
）
と
北
京
（
各
区
も
）
、
近
代
港
湾
都
市
の
大
阪
・
横
浜
と
上
海
、
神
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戸
と
天
津
、
福
岡
と
広
州
、
歴
史
文
物
の
京
都
・
奈
良
と
西
安
、
名
古
屋
と
南
京
を
は
じ
め
、
産
業

で
は
鉄
の
大
分
と
武
漢
、
石
炭
の
大
牟
田
と
大
同
、
伝
統
物
産
の
金
沢
と
蘇
州
、
瓷
都
の
有
田
と
景

徳
鎮
、
ぶ
ど
う
の
勝
沼
と
ト
ル
フ
ァ
ン
、
牡
丹
の
須
賀
川
と
洛
陽
、
紙
の
富
士
と
嘉
興
、
酒
づ
く
り

の
西
宮
と
紹
興
と
い
っ
た
特
産
物
。
そ
し
て
人
物
を
介
し
た
絆
に
よ
る
交
流
で
は
留
学
生
魯
迅
の
ふ

る
さ
と
紹
興
と
藤
野
厳
九
郎
先
生
の
生
地
あ
わ
ら
、
亡
命
期
の
郭
沫
若
に
ち
な
む
市
川
と
ふ
る
さ
と

楽
山
、
中
国
国
歌
の
作
曲
者
聶
耳
の
終
焉
の
地
で
あ
る
藤
沢
と
生
地
昆
明
、
孔
子
ゆ
か
り
の
足
利
と

済
寧
な
ど
幅
広
い
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
そ
れ
を
地
道
に
支
え
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
長
い
日
中
交
流
の
歴
史
を
思
い
、
大
戦
時
の

不
幸
な
記
憶
を
忘
れ
ず
に
信
頼
を
積
み
上
げ
て
き
た
両
国
の
各
地
の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
で
す
。「
政

冷
経
冷
」
で
あ
っ
て
も
「
文
温
の
絆
」
は
し
っ
か
り
と
地
域
と
地
域
を
結
ん
で
い
ま
す
。 

海
外
の
姉
妹
・
友
好
都
市
か
ら
友
好
・
参
観
に
や
っ
て
き
た
人
び
と
は
、
ま
ず
県
都
で
交
流
の
時

を
す
ご
し
、
地
方
を
代
表
す
る
文
化
に
接
す
る
。
そ
れ
か
ら
交
流
の
市
町
村
に
は
い
り
ま
す
。 

 

＊
領
土
小
国
を
四
倍
に
見
せ
る
法 

海
外
か
ら
の
客
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
友
好
市
町
村
」
を
訪
れ
て
、
目
的
で
あ
る
文
化
や
ス

ポ
ー
ツ
や
物
産
に
関
す
る
交
流
の
時
を
す
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
各
地
に
あ
る
温
泉
施
設
に
案
内
さ
れ

て
、
日
本
式
の
も
て
な
し
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
何
よ
り
楽
し
い
と
い
い
ま
す
。
市



8 

 

町
村
が
設
け
る
の
は
、
四
季
折
り
折
り
の
美
し
い
風
物
や
料
理
や
温
泉
を
上
手
に
活
か
し
た
「
地
域

の
国
際
交
流
施
設
」
で
す
。 

海
外
か
ら
の
訪
問
者
は
、
だ
れ
も
が
、 

「
一
生
に
一
度
は
行
っ
て
み
た
い
」 

と
心
躍
ら
せ
て
は
る
ば
る
や
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、 

「
人
生
っ
て
い
い
な
。
日
本
っ
て
す
ば
ら
し
い
。
別
の
季
節
に
ま
た
来
た
い
」 

と
、
野
天
風
呂
に
つ
か
っ
て
、
暮
れ
な
ず
む
異
郷
の
空
の
星
を
眺
め
な
が
ら
、
母
国
語
で
つ
ぶ
や

い
て
く
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
本
音
の
交
流
で
す
。 

そ
し
て
「
和
食
」
の
お
も
て
な
し
。 

宿
の
お
か
み
さ
ん
を
は
じ
め
、
地
元
の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
が
だ
れ
を
も
等
し
く
親
し
く
迎
え
る

姿
は
、
海
外
か
ら
訪
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
友
人
の
心
に
、
母
国
で
暮
れ
な
ず
む
星
空
を
見
上
げ
る
た

び
に
「
ア
リ
ガ
ト
ー
」
と
と
も
に
一
生
の
あ
い
だ
輝
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

こ
れ
は
と
く
に
重
要
な
視
点
で
す
が
、
迎
え
る
側
の
各
地
の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
が
、
日
本
の
四

季
を
「
四
つ
の
変
化
」
と
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
来
の
客
人
た
ち
は
春
・
夏
・
秋
・

冬
（
新
年
）
の
四
回
は
訪
れ
る
楽
し
み
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
、
四
季
を
時
節
の

刻
み
と
し
て
活
か
す
暮
ら
し
の
知
恵
が
、
こ
こ
で
は
「
優
れ
た
小
国
」
の
知
恵
と
し
て
「
国
土
を
四

倍
に
見
せ
る
法
」
と
な
る
の
で
す
。 
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そ
し
て
何
よ
り
も
喜
ば
し
い
こ
と
は
、
海
外
の
市
町
村
が
、
わ
が
国
が
「
恒
久
平
和
を
め
ざ
し
て

い
る
優
れ
た
文
化
大
国
」
で
あ
る
こ
と
を
、
海
外
各
地
か
ら
の
発
信
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
く
れ

る
こ
と
で
す
。 

「
文
化
大
国
」
な
ら
ど
ん
な
に
大
国
意
識
を
競
っ
て
も
誇
っ
て
も
い
い
の
で
す
か
ら
。 

 

戦
後
っ
子
で
あ
る
「
平
和
団
塊
」
の
み
な
さ
ん
の
暮
ら
し
が
そ
の
ま
ま
国
際
平
和
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 「
１
９
９
９
国
際
高
齢
者
年
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ 

「
高
齢
化
」
が
二
一
世
紀
の
国
際
的
な
潮
流
で
あ
る
と
見
通
し
て
、
国
連
は
一
九
九
二
年
に
一
九
九

九
年
を
「
国
際
高
齢
者
年
」
（I

n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
Y
e
a
r
 
o
f
 
O
l
d
e
r
 
P
e
r
s
o
n
s
 
1
9
9
9

）
と
定
め
て
、

一
九
九
五
年
に
そ
の
テ
ー
マ
を
「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
を
め
ざ
し
て
」
（t

o
w
a
r
d
s
 
a
 

s
o
c
i
e
t
y
 
 
f
o
r
 
a
l
l
 
a
g
e
s

）
と
し
た
の
で
し
た
。
二
一
世
紀
に
迎
え
る
地
球
規
模
で
の
「
高
齢
化
」

を
国
際
潮
流
と
し
て
予
測
し
、
国
連
が
テ
ー
マ
を
「
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
の
社
会
を
め
ざ
し
て
」

と
し
た
の
は
、
世
代
を
越
え
た
人
び
と
の
賛
同
と
参
加
を
期
待
し
た
た
め
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
活

動
の
中
心
と
な
る
の
は
、
世
紀
の
初
頭
に
高
年
期
を
迎
え
る
高
齢
者
で
あ
り
、
最
初
に
迎
え
る
こ
と

に
な
る
先
進
諸
国
で
あ
り
、
な
か
で
も
最
速
で
進
む
「
日
本
」
は
そ
の
さ
き
が
け
と
な
る
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。 
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一
九
九
〇
年
代
か
ら
新
世
紀
に
か
け
て
、
次
々
に
国
連
か
ら
発
せ
ら
れ
た
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、

強
い
風
圧
と
し
て
、
こ
の
国
で
高
齢
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
人
び
と
に
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
新
世
紀
二
〇
年
の
取
り
組
み
方
も
そ
の
結
果
も
大
い
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。 

一
九
九
九
年
に
み
な
さ
ん
は
五
〇
歳
代
で
し
た
か
ら
「
高
齢
化
」
に
は
ま
だ
関
心
が
な
く
、
中
心

に
な
っ
て
活
動
し
た
の
は
一
〇
歳
ほ
ど
年
長
の
方
た
ち
で
し
た
。 

 

＊
国
連
の
「
高
齢
者
五
原
則
」
が
国
際
指
針 

一
九
九
九
年
の
「
国
際
高
齢
者
年
」
の
関
連
事
業
は
都
道
府
県
と
市
町
村
で
一
〇
八
四
件
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
参
加
し
た
記
憶
を
も
つ
人
は
少
な
く
な
い
の
で
す
。 

当
時
の
総
務
庁
を
中
心
に
し
て
自
治
体
や
民
間
団
体
も
参
加
し
て
全
国
的
な
活
動
を
展
開
し
ま
し

た
が
、
民
間
の
活
動
団
体
が
結
集
し
た
「
高
連
協
」
（
当
時
は
「
高
齢
者
年
Ｎ
Ｇ
Ｏ
連
絡
協
議
会
」

で
現
在
は
「
高
齢
社
会
Ｎ
Ｇ
Ｏ
連
携
協
議
会
」
に
改
称
）
が
結
成
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
の
こ
と
で
す
。 

各
国
が
新
世
紀
に
迎
え
る
「
高
齢
社
会
」
に
む
か
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
国
連
か

ら
次
々
に
取
り
組
み
が
提
案
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
た
国
際
的
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
の
で

す
。 

 

一
九
九
〇
年
の
総
会
で
、
毎
年
の
一
〇
月
一
日
を
「
国
際
高
齢
者
デ
ー
」
（I

n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 

D
a
y
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o
f
 
 
O
l
d
e
r
 

P
e
r
s
o
n
s

）
と
定
め
た
あ
と
、
国
際
的
な
展
開
へ
の
願
い
を
込
め
て
、 

五
つ
の
「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」 

自
立
（i

n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e

） 

参
加
（p

a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n

） 
 

ケ
ア
（c

a
r
e

） 

自
己
実
現
（s

e
l
f
-
f
u
l
f
i
l
m
e
n
t

） 
 

尊
厳
（d

i
g
n
i
t
y

） 

を
採
択
し
た
の
が
一
九
九
一
年
で
し
た
。 

そ
し
て
「
高
齢
者
に
関
す
る
宣
言
」
と
と
も
に
一
九
九
九
年
を
「
国
際
高
齢
者
年
」
と
決
定
し
た

の
が
一
九
九
二
年
の
こ
と
で
し
た
。 

こ
う
見
て
く
る
と
、
毎
年
一
○
月
一
日
の
「
国
際
高
齢
者
デ
ー
」
に
、
他
国
に
先
ん
じ
た
活
動
を

展
開
し
、
実
質
的
な
成
果
を
積
み
上
げ
て
、
国
際
的
に
発
信
す
る
の
は
、
他
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

わ
が
国
が
推
進
す
べ
き
役
割
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
こ
で
も
繰
り
返
し
ま
す
が
、
一
九
九
九
年
の
「
国
際
高
齢
者
年
」
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
日
本

高
齢
社
会
」
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
提
案
さ
れ
、
国
会
の
議
論
を
経
て
、
具
体
的
な
取
り
組
み
が

次
々
に
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
「
長
寿
社
会
」
へ
の
国
民
の
意
識
も
ま
た
広
く
醸
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 
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自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
に
、
た
と
え
ば
東
大
和
市
、
春
日
市
、
枚
方
市
、

新
居
浜
市
、
柳
川
市
な
ど
先
駆
的
に
「
高
齢
者
（
高
齢
社
会
）
憲
章
」
を
定
め
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

の
で
し
た
。 

「
長
生
き
は
命
の
芸
術
品
」 

で
は
じ
ま
る
の
は
「
南
国
市
高
齢
者
憲
章
」
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
全
国
的
な
活
動
に
ま
で
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
一
九
九
五
年

制
定
の
「
高
齢
社
会
対
策
基
本
法
」
の
将
来
構
想
を
具
体
化
し
な
か
っ
た
政
治
の
側
の
責
任
で
す
。 

わ
が
国
の
場
合
は
、
「
自
立
・
参
加
・
ケ
ア
・
自
己
実
現
・
尊
厳
」
の
国
連
五
原
則
の
う
ち
、
「
ケ

ア
」
だ
け
は
国
際
的
レ
ベ
ル
の
実
質
を
も
っ
て
官
民
協
働
で
推
進
さ
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
「
国

際
高
齢
者
年
」
に
参
加
し
て
そ
の
後
の
高
連
協
を
支
え
て
き
た
福
祉
関
係
の
団
体
、
と
く
に
「
さ
わ

や
か
福
祉
財
団
」
（
堀
田
力
会
長
）
は
、
一
貫
し
て
活
動
を
継
続
し
リ
ー
ド
し
、
「
介
護
保
険
」
の

実
現
、
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
、
現
在
は
地
域
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
地
域
協
議
体
の

設
置
な
ど
の
全
国
展
開
を
果
た
す
な
ど
の
成
果
を
示
し
て
き
て
い
ま
す
。 

「
国
連
五
原
則
」
の
そ
の
ほ
か
の
課
題
、
高
齢
者
と
し
て
の
「
自
立
」
意
識
の
醸
成
、
就
労
や
学
習

と
い
っ
た
「
社
会
参
加
」
、
円
熟
し
た
技
術
や
知
識
の
集
大
成
と
し
て
の
「
自
己
実
現
」
、
敬
愛
さ

れ
る
人
格
の
達
成
で
あ
る
「
尊
厳
」
な
ど
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。 

こ
の
二
〇
年
余
り
を
「
高
齢
化
」
の
準
備
期
と
と
ら
え
て
、
人
口
の
四
人
に
ひ
と
り
に
達
し
て
「
高
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年
世
代
」
が
世
代
的
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
得
た
と
こ
ろ
か
ら
の
本
格
的
活
動
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

「
地
域
共
生
社
会
」
と
し
て
「
三
世
代
平
等
長
寿
社
会
」
の
達
成
を
め
ざ
す
こ
と
。
国
民
み
ん
な
が

「
一
〇
〇
年
人
生
」
時
代
を
意
識
し
て
、
地
域
生
活
圏
に
み
ず
か
ら
の
暮
ら
し
を
充
足
さ
せ
る
居
場

所
を
こ
し
ら
え
、
「
社
会
の
し
く
み
の
高
齢
化
」
を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
。 

 

企
業
は
生
涯
現
役
の
高
齢
社
員
の
活
躍
で
、
「
高
齢
化
社
会
」
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス

を
こ
し
ら
え
、
生
涯
現
役
対
応
の
リ
ス
ト
ラ
に
努
め
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
「
１
９
９
９
年
国
際
高
齢
者
年
」
を
ス
タ
ー
ト
と
し
て
、
「
高
齢
化
先
行
国
」
の
役
割
を

果
た
し
な
が
ら
、
わ
が
国
が
各
種
の
「
高
齢
化
国
際
会
議
」
を
主
宰
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の

で
す
。 

 

Ⅱ 

世
界
に
「
不
戦
不
争
の
灯
か
り
」
を
伝
え
て 

「
小
国
平
和
主
義
」
に
徹
す
る 

 

夏
の
あ
る
日
の
午
後
、
続
い
て
い
た
干
天
に
「
如
滴
の
雨
」
が
あ
っ
た
あ
と
陽
が
さ
し
て
、
快
い

風
が
生
育
期
の
稲
に
と
っ
て
も
、
ま
た
人
間
（
じ
ん
か
ん
）
に
も
心
地
良
く
吹
い
て
い
ま
し
た
。 

カ
フ
ェ
・
Ｈ
の
屋
外
の
テ
ー
ブ
ル
で
の
午
後
の
茶
の
ひ
と
と
き
、「
あ
！
」
と
連
れ
が
い
い
、
見
る

と
風
に
乗
っ
て
草
の
間
を
ノ
ウ
サ
ギ
が
跳
ん
で
い
る
の
で
し
た
。
そ
の
敏
捷
な
姿
が
ひ
と
つ
の
着
想
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を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
こ
と
を
、
季
節
の
め
ぐ
み
で
あ
る
「
如
滴
の
雨
」
に
お
礼
を
い
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

そ
れ
は
「
ノ
ウ
サ
ギ
平
和
主
義
」
で
す
。 

外
敵
の
多
い
原
野
で
、
戦
う
器
官
を
も
た
な
い
ノ
ウ
サ
ギ
は
戦
わ
な
い
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
ま

す
。
危
険
を
察
知
す
る
長
い
耳
と
跳
ん
で
逃
げ
る
後
ろ
足
、
そ
し
て
隠
れ
る
た
め
の
三
つ
の
逃
げ
場

を
も
っ
て
い
て
、
ひ
た
す
ら
外
敵
と
の
出
合
い
を
避
け
る
こ
と
で
「
ノ
ウ
サ
ギ
平
和
」
を
保
ち
つ
づ

け
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
兎
の
生
き
方
を
「
狡
兎
三
窟
」
と
い
う
よ
う
で
す
が
、
ず
る
が
し
こ
い
で

は
な
く
、
か
し
こ
い
で
し
ょ
う
。
ず
る
が
し
こ
い
と
い
う
の
は
、
見
つ
け
て
も
捉
え
ら
れ
な
い
人
間

の
側
の
評
だ
か
ら
で
す
。 

「
非
軍
事
平
和
憲
法
」
を
保
持
す
る
小
国
日
本
の
「
ノ
ウ
サ
ギ
平
和
主
義
」
と
「
三
窟
」
は
何
を
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
活
動
を
先
導
し
実
行
す
る
の
は
み
な
さ
ん
で
す
。
わ
た
し
の
午
後
の
お
茶
の
お
相
手
も
「
団

塊
」
世
代
の
元
町
長
で
す
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

① 

「
戦
争
反
対
」
を
い
い
つ
づ
け
る
こ
と
。 

前
世
紀
の
世
界
大
戦
の
戦
禍
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
叡
知
と
し
て
、
敗
戦
国
の
わ
が
国
に

託
さ
れ
た
「
日
本
国
憲
法
」
の
平
和
条
項
は
、
日
本
国
民
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
日
本
国
民
だ



15 

 

け
の
も
の
で
は
な
い
歴
史
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。
闘
う
武
力
を
持
た
な
い
「
平
和
」
保
持
の

条
文
「
第
九
条
」
を
掲
げ
て
、
あ
と
二
六
年
を
保
ち
つ
づ
け
て
、
二
〇
四
七
年
の
「
日
本
国
憲

法
制
定
＝
世
界
平
和
一
〇
〇
年
記
念
式
典
」
を
、
圧
倒
的
な
国
際
的
オ
ベ
イ
シ
ョ
ン
を
受
け
て

行
う
た
め
に
は
、
い
ま
か
ら
「
二
〇
四
七
年
国
債
記
念
式
典
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
国
際
的
に

広
報
す
る
こ
と
。
国
連
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
国
家
間
の
交
流
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
「
非
軍

事
平
和
主
義
」
へ
の
国
際
的
な
支
持
を 

取
り
付
け
て
、
こ
の
誇
る
べ
き
日
本
主
催
の
二
一
世

紀
最
大
の
平
和
式
典
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
。 

そ
の
中
心
に
あ
っ
て
先
導
す
る
の
は
、
「
平
和
団
塊
」
の
み
な
さ
ん
で
す
。
自
薦
・
他
薦
で
一

〇
〇
歳
を
め
ざ
す
主
役
は
、
世
紀
に
わ
た
る
国
際
平
和
の
旗
じ
る
し
と
し
て
の
「
第
九
条
」
を

掲
げ
て
、
世
界
文
化
遺
産
に
申
請
す
る
。
「
♪
原
爆
ゆ
る
す
ま
じ
」
を
添
え
て
。 

米
中
ロ
の
「
三
大
隣
国
」
の
平
和
志
向
の
市
民
と
と
も
に
、
さ
ら
に
は
中
小
国
の
平
和
愛
好
の

市
民
と
と
も
に
、
国
際
的
平
和
を
訴
え
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
。
い
ま
現
実
の
「
狡
兎
三
窟
」
は
三

つ
の
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
ロ
シ
ア
で
す
。
こ
の
三
大
国
に
か
こ
ま
れ
て
「
非
軍
事
平

和
憲
法
」
を
保
持
す
る
小
国
日
本
の
ノ
ウ
サ
ギ
主
義
は
、
こ
の
隣
国
で
平
和
を
希
求
す
る
市
民
グ

ル
ー
プ
と
結
ん
で
、
等
距
離
の
民
間
自
主
外
交
に
よ
っ
て
国
際
平
和
を
守
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
〇
一
七
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
（
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
核
兵
器
廃
絶
国
際
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
）
の
活
動
は
た
い
へ
ん
に
示
唆
的
で
す
。 
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② 

多
彩
な
「
国
際
会
議
」
「
展
覧
会
」
「
展
示
会
」
「
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
。 

東
洋
の
ス
イ
ス
と
し
て
、
全
国
各
地
に
国
際
会
議
場
を
設
け
て
、
常
時
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ

の
「
国
際
会
議
」
「
展
覧
会
」
「
展
示
会
」
「
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
。
国
際
医
療
セ

ン
タ
ー
（
会
議
に
き
た
メ
ン
バ
ー
が
信
頼
し
て
カ
ル
テ
を
残
す
）
も
。 

③ 

「
和
食
と
日
本
の
四
季
」
（
天
恵
）
を
活
か
す
。 

世
界
各
地
か
ら
の
客
人
が
「
和
食
と
日
本
の
四
季
」
を
堪
能
し
て
、
暮
れ
な
ず
む
温
泉
に
つ

か
っ
て
、
自
国
語
で
「
ニ
ッ
ポ
ン
っ
て
い
い
な
、
別
の
季
節
に
ま
た
来
た
い
」
と
い
っ
て
く
れ

る
よ
う
に
。
一
生
に
春
夏
秋
冬
の
四
回
は
訪
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
。
そ
の
お
も
て
な
し
の

心
は
す
で
に
備
わ
っ
て
い
ま
す
。 

④ 

「
ロ
ー
カ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
交
流
」 

友
好
都
市
・
姉
妹
都
市
を
結
ん
で
地
域
と
地
域
が
連
携
す
る
こ
と
。 

こ
れ
ま
で
も
「
海
外
の
よ
い
も
の
」
を
と
り
こ
ん
で
「
和
風
」
と
し
て
保
存
し
て
き
た
国
民
性

を
活
か
し
て
、
世
界
の
文
化
・
情
報
を
保
持
し
公
開
す
る
。
各
分
野
で
の
文
化
用
品
の
「
正
倉

院
化
」
は
国
是
と
し
て
あ
っ
て
い
い
。
モ
ノ
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
カ
ラ
オ
ケ
セ
ン
タ
ー
と
い

っ
た
世
界
の
音
楽
が
聞
い
て
歌
え
る
施
設
も
設
け
る
。 

欄
外 

自
衛
の
た
め
の
「
軍
備
」
は
国
際
情
勢
に
か
か
わ
る
国
民
の
自
衛
意
識
と
国
力
に
応
じ
て
保

持
を
論
ず
べ
き
で
あ
り
、
国
際
平
和
の
た
め
に
掲
げ
る
「
憲
法
第
九
条
」
の
議
論
と
は
別
個
の
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も
の
。 

「
平
和
主
義
」
を
掲
げ
る
国
家
と
し
て
、
若
者
に
兵
役
を
課
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
国

の
実
情
を
知
り
国
を
守
る
覚
悟
と
活
動
は
青
年
期
に
共
有
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
役
と
し

て
公
平
に
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
主
と
し
て
男
性
は
国
土
保
全
・
災
害
復
興
に
し
た
が

い
、
女
性
は
介
護
・
福
祉
の
支
援
に
ま
わ
る
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

 

＊
あ
り
え
た
国
際
的
「
Ｗ
Ａ
Ａ
２
２
」
会
議
の
招
致 

こ
の
「
国
際
恒
久
平
和
」
と
「
普
遍
的
長
寿
社
会
」
の
推
進
を
合
わ
せ
も
つ
国
際
的
な
活
動
が
、

二
〇
二
二
年
に
開
催
が
期
待
さ
れ
た
「
第
三
回
高
齢
化
世
界
会
議
（
Ｗ
Ａ
Ａ
２
２
）
」
の
日
本
開
催
で

あ
り
、
そ
の
日
本
招
致
で
し
た
。 

こ
の
国
際
会
議
は
、
東
京
が
二
〇
二
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
で
精
い
っ

ぱ
い
の
時
期
な
の
で
、
首
都
圏
（
一
都
三
県
・
成
田
国
際
空
港
や
幕
張
メ
ッ
セ
を
も
つ
千
葉
県
、
友

好
の
船
が
訪
れ
る
神
奈
川
県
、
東
京
至
近
の
さ
い
た
ま
県
は
地
の
利
を
活
か
す
）
を
中
心
に
し
た
共

催
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
九
九
年
「
国
際
高
齢
者
宣
言
」
に
つ
づ
い
て
「
世
界
高
齢
社
会
宣
言
」

の
起
草
を
目
標
に
す
え
て
、
政
・
官
・
産
・
学
・
民
の
代
表
と
全
国
三
五
〇
〇
万
人
の
高
齢
者
の
代

表
が
参
加
し
て
「
先
進
的
高
齢
社
会
」
を
支
え
る
こ
と
で
存
在
感
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。 
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二
〇
二
一
年
に
は
コ
ロ
ナ
禍
で
世
界
の
ア
ス
リ
ー
ト
が
力
と
技
を
競
う
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
「
第
三

二
回
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
が
一
年
遅
れ
て
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ

と
重
ね
て
の
国
際
的
活
動
だ
っ
た
の
で
す
。
第
一
回
は
一
九
八
二
年
に
ウ
イ
ー
ン
で
、
第
二
回
は
二

〇
〇
二
年
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
て
、
二
〇
年
ご
と
に
開
催
が
予
測
さ
れ
る
第
三
回
・
二
〇
二

二
年
の
「
高
齢
化
に
関
す
る
世
界
会
議
」
（W
o
r
l
d
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 
o
n
 
A
g
i
n
g
 

）
を
、
「
高
齢
化
」
の
ト

ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
日
本
へ
招
致
し
開
催
す
る
こ
と
は
、
あ
り
う
べ
き
重
要
な
国
際
会
議
だ
っ
た

の
で
す
。 

二
一
世
紀
の
潮
流
で
あ
る｢

地
球
丸
ご
と
高
齢
化｣

と
い
う
課
題
を
取
り
上
げ
て
、
各
国
の
政
府
関

係
者
、
専
門
家
、
経
済
人
、
報
道
人
、N

G
O

、
市
民
の
代
表
が
一
堂
に
会
し
て
、
一
九
九
九
年
「
国
際

高
齢
者
年
」
、
二
〇
〇
二
年
「
第
二
回
高
齢
化
に
関
す
る
世
界
会
議
」
以
来
の
成
果
を
共
有
し
、
将
来

構
想
を
討
議
す
る
機
会
と
す
べ
き
で
し
た
。
世
界
か
ら
招
い
た
優
れ
た
友
人
と
と
も
に
、「
国
際
平
和

と
普
遍
的
長
寿
社
会
」
の
新
た
な
構
想
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
平
和
国
家
・
長
寿
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
わ
が
国
の
責
務
で
も
あ
り
、
前
世
紀
か
ら
引
き
継
い
だ
歴
史
的
事
業
で
あ
る
と
い
え
ま
し
た
。 

会
議
は
国
連
の
指
針
と
し
て
「
高
齢
者
に
関
す
る
国
連
五
原
則
」
に
う
た
わ
れ
た
「
自
立
、
参
加
、

ケ
ア
、
自
己
実
現
、
尊
厳
」
の
精
神
を
基
調
と
し
て
、
高
齢
者
の
だ
れ
も
が
ど
こ
で
で
も
充
実
し
た

人
生
を
享
受
で
き
る
社
会
を
め
ざ
し
て
新
た
な
行
動
計
画
を
練
り
上
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
世
代

間
・
男
女
間
・
民
族
間
・
地
域
間
の
協
調
を
実
現
す
る
こ
の
第
三
回
日
本
会
議
の
成
功
は
、｢

人
類
の
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平
和
的
共
存｣

の
将
来
を
明
る
い
も
の
に
す
る
礎
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

[
 

会
議
名 

]
 

Ⅰ 

第
三
回
「
高
齢
化
に
関
す
る
世
界
会
議
」
（W
o
r
l
d
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 
o
n
 
A
g
i
n
g

、W
A
A

）2
0
2
2
 

・
国
内
会
議
と
し
て
の
「
高
齢
化
に
関
す
る
国
内
会
議
（
地
方
都
市
）
」 

・
地
域
会
議
と
し
て
の
「
高
齢
化
に
関
す
る
東
ア
ジ
ア
地
域
会
議
」 

を
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
。 

各
国
の
実
情
に
関
す
る
情
報
収
集
・
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
要
請
し
つ
つ
第
三
回
会

議
の
中
心
議
題
を
「
（
仮
）
高
齢
化
と
経
済
社
会
の
革
新
」
と
す
る
。 

Ⅱ 
｢

世
界
平
和
会
議｣
―
平
和
共
存
へ
の
道―

 

２
０
２
２ 

 
 

 

世
界
大
戦
後
の
「
平
和
日
本
」
を
推
進
し
た
各
界
代
表
者
お
よ
び
元
大
統
領
・
首
相
・
学
者
・

宗
教
家 

ほ
か
国
際
的
な
高
齢
リ
ー
ダ
ー
を
招
聘
す
る 

 

Ⅲ 
｢

世
界
高
齢
社
会
活
動
家
会
議｣

―
す
べ
て
の
世
代
の
た
め
に―

 

２
０
２
２ 

Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
学
者
、
経
済
人
、
報
道
人
な
ど
各
界
の
高
齢
社
会
活
動
の
実
践
者
・
市
民
が
地
域

の
成
果
・
課
題
を
語
り
合
う
。 

 
 

 
 

「
高
齢
化
世
界
会
議
」
招
致
推
進
の
会
（
仮
称
） 

二
〇
一
四
年
七
月
よ
り 
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「
戦
後
七
〇
年
」
の
八
月
の
心 

「
戦
後
七
○
年
」
の
二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
、
み
な
さ
ん
は
ど
う
い
う
思
い
で
過
ご
し
た
の
で
し

ょ
う
か
。 

 
戦
後
七
○
回
目
の
八
月
一
五
日
「
終
戦
記
念
日
」
を
前
に
し
て
の
村
山
富
市
（
五
〇
年
目
）
・
小
泉

純
一
郎
（
六
〇
年
目
）
両
首
相
の
談
話
の
継
承
が
注
目
さ
れ
て
い
た
安
倍
晋
三
首
相
に
よ
る
「
戦
後

七
〇
年
首
相
談
話
」
が
八
月
一
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
、
夕
刻
に
安
倍
首
相
か
ら
記
者
発
表
さ
れ

ま
し
た
。 

Ｔ
Ｖ
会
見
で
全
文
を
聞
き
ま
し
た
が
、
主
要
な
課
題
は
網
羅
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
間
接
表
現
が

多
く
首
相
の
強
い
思
い
（
心
臓
音
）
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
か
が

欠
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
後
七
○
年
に
わ
た
っ
て
平
和
を
守
り
ぬ
い
て
き
た
国
民
へ
の
ね

ぎ
ら
い
と
誇
り
が
心
を
こ
め
て
語
ら
れ
な
か
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
。 

翌
八
月
一
五
日
の
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
で
、
戦
争
に
よ
る
荒
廃
か
ら
の
復
興
，
発
展
に
向
け

払
わ
れ
た
国
民
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
を
い
い
、
深
い
悲
し
み
を
伝
え
継
ぐ
天
皇
の
お
こ
と
ば
を
聞
い

て
か
ら
、
全
文
を
新
聞
で
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。 

「
植
民
地
支
配
」「
侵
略
」「
痛
切
な
反
省
」「
心
か
ら
の
お
詫
び
」
と
い
っ
た
文
言
は
入
っ
て
い
る
も

の
の
、
「
二
一
世
紀
構
想
懇
談
会
に
よ
る
提
言
の
上
に
た
っ
て
」
（
記
者
会
見
で
の
冒
頭
発
言
）
い
る

た
め
か
、
「
こ
う
い
う
理
由
で
こ
う
な
っ
た
」
と
い
う
有
識
者
的
な
表
現
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
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付
さ
れ
て
い
た
英
訳
で
み
て
も
「
Ｉ
」
は
四
カ
所
だ
け
、
あ
と
は
「W

e

」
か
「J

a
p
a
n

」
が
主
体
者
で

し
た
。
『
朝
日
新
聞 

八
月
一
六
日
付
』 

 

 
 

 
 

 
 

＊
「
命
」
を
い
う
女
性
と
「
戦
場
」
を
い
う
男
た
ち 

「
戦
後
七
○
年
」
に
つ
い
て
の
発
言
で
は
、
前
述
し
ま
し
た
が
、
内
閣
府
主
催
の
「
高
齢
社
会
フ
ォ

ー
ラ
ム 

ｉ
ｎ 
東
京
」
で
の
「
命
が
主
人
公
」
を
い
う
樋
口
恵
子
・
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の

会
理
事
長
の
基
調
講
演
が
思
い
合
わ
さ
れ
ま
す
。
樋
口
さ
ん
は
、 

「
わ
た
し
た
ち
は
平
和
の
証
と
し
て
戦
後
七
○
年
を
迎
え
て
お
り
、
自
分
で
選
び
と
っ
た
人
生
が
画

け
る
『
命
が
主
人
公
』
が
平
和
の
証
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
若
い
人
に
も
共
通
で
、
一
○
代
の
少
年

少
女
に
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
人
び
と
に
も
『
人
生
一
○
○
年
』
が
あ
る
」 

と
い
う
発
言
を
し
て
い
ま
し
た
。 

日
本
人
の
長
寿
を
支
え
た
も
の
は
平
和
と
一
定
の
豊
か
さ
。
そ
の
結
果
生
じ
て
い
る
新
た
な
問
題

が
社
会
シ
ス
テ
ム
の
修
正
や
新
設
で
あ
り
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
「
人
生
六
五
年
型
」
か
ら
「
人
生
一

○
○
年
型
」
へ
つ
く
り
変
え
る
活
動
、
こ
れ
を
成
し
遂
げ
て
初
代
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
老
い
方
を

し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
覚
悟
を
樋
口
さ
ん
は
実
感
を
に
じ
ま
せ
て
語
り
か
け
て
い
ま
し
た
。 

前
述
し
た
上
田
さ
ん
も
、
国
会
前
で
の
安
保
法
案
阻
止
の
抗
議
集
会
に
ア
ン
ポ
世
代
と
し
て
参
加

し
た
折
り
に
、
か
つ
て
の
騒
動
の
学
生
と
違
っ
て
若
い
母
親
の
姿
に
多
く
出
会
っ
た
と
い
い
ま
す
。
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い
つ
か
現
実
に
こ
の
国
の
子
ど
も
が
戦
場
で
死
ぬ
こ
と
へ
の
危
機
感
は
、「
戦
場
」
で
の
戦
死
ば
か
り

を
議
論
し
て
い
る
男
た
ち
と
違
っ
て
、
根
源
的
な
「
平
和
」
を
望
む
「
生
む
性
」
と
し
て
の
声
と
し

て
理
解
で
き
た
と
い
い
ま
す
。 

 

「
日
本
国
憲
法
一
〇
〇
年
」
の
国
際
的
祝
典 

「
不
争
」
（
争
わ
ず
）
で
お
わ
る
書
物
を
ご
存
じ
で
す
か
。 

『
老
子
』
で
す
。 

何
も
し
な
い
で
争
わ
ず
で
は
な
く
、
「
な
し
て
争
わ
ず
」
（
為
而
不
争
）
で
す
。
争
い
が
常
態
だ

っ
た
不
幸
な
時
代
（
周
朝
末
期
か
ら
戦
国
時
代
）
に
生
き
た
老
子
（
李
耳
）
は
「
不
争
之
徳
」
（
六

八
章
）
を
残
し
て
去
っ
て
い
ま
す
。
人
類
へ
の
遺
言
と
し
て
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。 

「
善
く
士
た
る
者
は
武
な
ら
ず
」
、
「
善
く
戦
う
者
は
怒
ら
ず
」
、
「
善
く
敵
に
勝
つ
者
は
与
（
く

み
）
せ
ず
」
、
そ
し
て
「
善
く
人
を
用
い
る
者
は
之
が
た
め
に
下
と
な
る
」
と
い
い
ま
す
。
「
武
ば

ら
ず
、
怒
ら
ず
、
完
膚
な
き
ま
で
に
せ
ず
、
下
手
に
出
る
」 

 

右
の
四
つ
が
「
不
争
之
徳
」
で
す
。 

「
不
争
（
平
和
）
」
の
側
か
ら
掲
げ
た
わ
が
国
の
「
憲
法
」
は
、
世
紀
を
越
え
て
「
平
和
」
を
崩
そ

う
と
す
る
側
の
論
理
・
営
為
を
「
不
争
之
徳
」
に
ま
な
ん
で
論
駁
・
停
止
さ
せ
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。 
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衰
亡
の
淵
に
あ
っ
た
周
の
王
都
洛
陽
に
い
て
現
下
の
世
情
を
知
り
つ
く
し
、
蔵
書
室
の
官
と
し
て

古
今
の
冊
簡
を
渉
猟
し
た
哲
人
老
子
は
、
一
個
の
人
間
と
し
て
は
人
生
が
か
か
り
、
人
類
に
と
っ
て

は
行
方
が
か
か
る
至
言
と
し
て
、
「
善
く
戦
う
者
は
怒
ら
ず
」
と
い
い
切
っ
て
去
り
ま
し
た
。 

怒
り
に
よ
る
戦
い
で
勝
利
し
て
も
ほ
ん
と
う
の
勝
利
者
に
は
な
れ
な
い
。
敗
者
の
側
に
新
た
な
怒

り
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
体
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
。
紛
争
の
根

本
的
な
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
は
紛
争
の
解
決
策
と
し
て
ほ
ん
と
う
の
成
果
（
勝
利
）
を
得
る

極
意
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
怒
」
（
い
か
り
、
憤
懣
）
で
は
な
く 

「
恕
」
（
ゆ
る
し
）
思
い
や
り
、
憂
慮
）
で
あ
る 

と
い
う
の
が
、
実
践
者
と
し
て
の
東
洋
の
哲
人
の
至
言
で
す
。
漢
字
と
し
て
の
二
字
の
存
在
感
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。 

こ
の
ふ
た
つ
の
字
を
よ
く
見
て
ほ
し
い
。
下
に
心
の
つ
い
た
よ
く
似
た
ふ
た
つ
の
文
字
は
、
人
間

の
「
心
」
の
働
き
の
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
怒
」
も
「
怨
」
も
そ

し
て
「
恕
」
も
、
人
の
心
の
は
た
ら
き
の
「
多
重
存
在
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
怒
」
（
い

か
り
）
を
発
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
人
は
「
恕
」
（
ゆ
る
し
）
と
し
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢

字
を
つ
く
り
用
い
て
き
た
先
人
は
そ
う
し
て
き
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
恕
」
に
つ
い
て
は
、
孔
子
は
弟
子
の
子
貢
か
ら
「
一
言
に
し
て
も
っ
て
終
身
こ
れ
を
行
う
べ
き
も
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の
有
り
や
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、
「
そ
れ
恕
か
。
人
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
」

と
答
え
て
い
ま
す
。 

本
稿
の
終
章
で
、
人
生
の
「
尊
厳
」
を
い
お
う
と
し
て
、
「
怒
」
と
「
恕
」
か
ら
始
ま
っ
た
の
は
、

一
気
に
「
尊
厳
」
に
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
い
ま
高
年
者
は
「
憤
懣
」
を
抑
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に

い
ま
す
。 

本
稿
は
こ
こ
で
は
だ
れ
の
心
に
も
あ
る
「
恕
」
を
活
か
し
て
「
怒
」
を
鎮
め
る
叡
智
と
し
て
先
人

の
こ
と
ば
を
理
解
し
、
「
怒
・
憤
懣
」
を
「
恕
・
憂
慮
」
に
転
ず
る
心
の
は
た
ら
き
を
「
尊
厳
」
と

呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
「
憤
懣
」
を
「
憂
慮
」
に
変
え
る
と
き
、
世
情
は
「
尊
厳
」

に
よ
っ
て
安
寧
さ
を
と
り
も
ど
す
で
し
ょ
う
。
み
ず
か
ら
の
「
円
熟
期
ス
テ
ー
ジ
」
を
「
恕
」
を
も

っ
て
演
じ
き
る
。
演
じ
き
る
と
い
う
の
は
、
高
齢
者
と
し
て
の
自
分
を
見
て
い
る
自
分
の
目
を
意
識

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 

  
 

 
 

 

＊
「
不
戦
不
争
の
灯
か
り
」
を
伝
え
て 

原
子
爆
弾
と
い
う
人
類
を
滅
亡
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
最
終
兵
器
が
登
場
し
た
の
が
先
の
世
界
大
戦
で
す
。 

広
島
と
長
崎
の
何
万
と
い
う
無
辜
の
民
を
殺
傷
し
て
立
ち
の
ぼ
っ
た
原
子
雲
は
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
あ
と
に
「
恒
久
平
和
」
を
掲
げ
た
「
日
本
国
憲
法
」
は
、
戦
乱
で
亡
く
な
っ
た
世
界
中
の
人
び
と
へ
の

「
哀
悼
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
（
歴
史
的
記
念
碑
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
争
に
よ
る
「
人
類
滅
亡
」
と
い
う
究
極
の
イ
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メ
ー
ジ
を
振
り
払
う
希
望
の
灯
火
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
人
類
生
存
」
へ
の
聖
火
で
す
。 

と
く
に
「
第
九
条
」
は
、
世
界
大
戦
の
犠
牲
者
の
「
心
火
」
に
よ
っ
て
燃
え
つ
づ
け
、
後
人
の
心
に
戦
争
の
悲
惨
さ

愚
か
さ
を
伝
え
つ
づ
け
る
「
不
戦
不
争
の
灯
」
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
託
さ
れ
た
「
人
類
の
歴
史
遺
言
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。 

 

い
ま
や
人
類
を
破
滅
さ
せ
る
戦
争
と
い
う
紛
争
解
決
の
手
段
は
、
個
人
に
と
っ
て
、
そ
し
て
人
類
に
と
っ
て
の

悪
夢
で
す
。
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
が
存
在
は
し
て
い
ま
す
。
問
題
は
個
人
で
も
人
類
で
も
な
い
そ
の
中

間
存
在
で
あ
る
「
国
家
」
に
あ
り
ま
す
。
日
本
国
の
国
民
は
「
日
本
国
憲
法
」
の
な
か
の
「
第
九
条
」
を
、
各
国
の

国
民
に
伝
え
て
共
有
し
、
そ
の
上
で
国
の
法
と
し
て
掲
げ
て
共
有
す
る
よ
う
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役

割
を
負
っ
て
い
ま
す
。 

平
成
の
天
皇
・
皇
后
は
戦
争
の
惨
禍
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
慰
霊
の
旅
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
、

長
崎
、
広
島
、
沖
縄
、
サ
イ
パ
ン
、
パ
ラ
オ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
・
。
そ
し
て
八
月
一
五
日
の
「
全
国

戦
没
者
追
悼
式
典
」
で
の
お
こ
と
ば
。
「
深
い
悲
し
み
を
新
た
に
い
た
し
ま
す
」
に
心
を
こ
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

日
本
国
民
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
、
「
不
戦
不
争
の
灯
」
で
あ
る
「
第
九
条
」
を
守
り
、
平
和
の

証
と
し
て
の
「
心
火
」
を
胸
に
灯
し
な
が
ら
「
長
寿
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
す
。 

 

日
本
の
首
相
も
外
相
も
、
外
国
訪
問
の
機
会
を
多
く
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
行
く
先
々
で
貿

易
交
渉
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
平
和
憲
法
」
を
保
持
す
る
「
平
和
国
家
」
で
あ
る
こ
と
を
市
民
に
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訴
え
て
、
各
国
民
に
わ
が
国
の
唱
え
る
世
界
平
和
の
立
場
に
賛
同
す
る
よ
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
し
つ

づ
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

日
本
国
憲
法 

第
九
条 

 

第
一
項 
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動

た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

第
二
項 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 

敗
戦
の
惨
禍
か
ら
七
〇
年
を
越
え
、
新
世
紀
を
迎
え
て
二
〇
年
余
り
、
国
内
に
は｢

憲
法
改
正｣

の

議
論
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
勢
力
の
台
頭
が
み
ら
れ
ま
す
。
議
論
は
お
お
い
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
条
一
条
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
「
第
九
条
」
に
つ
い
て
は
第
三
項
と
し
て
自
衛
隊
の
存

在
を
加
え
て
、
違
憲
を
い
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
自
衛
隊
を
護
憲
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
い
う
意
見

も
出
て
い
ま
す
。 

平
和
条
項
「
第
九
条
」
の
論
議
は
、
成
立
の
経
緯
を
確
認
し
、
党
派
性
を
排
し
て
衆
議
し
て
世
紀

を
通
じ
て
引
き
継
ぐ
べ
き
国
是
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
姿
で
国
際
的
歴
史
的
文
化
的
遺
産
と
し
て
護
り
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つ
づ
け
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
会
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
国
際
的
な
平
和
愛
好
の
市
民
を
つ

な
い
で
「
国
家
」
同
士
に
よ
る
戦
争
の
兆
し
が
あ
る
か
ぎ
り
、
掲
げ
て
訴
え
る
べ
き
も
の
で
す
。 

戦
後
七
〇
年
。
い
ま
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
憲
法
の
条
文
の
改
変
で
は
な
く
、
条
文
の
裏
に
燃
え

つ
づ
け
て
い
る
「
先
人
の
心
火
」
を
感
得
し
、
み
ず
か
ら
引
き
継
ぎ
、
国
際
平
和
へ
の
灯
と
し
て
伝

え
る
こ
と
で
す
。
戦
争
を
知
ら
な
い
若
い
人
た
ち
に
、
先
の
「
戦
争
の
惨
禍
」
を
知
っ
て
い
る
先
人

と
し
て
、
胸
中
か
ら
胸
中
へ
と
世
代
伝
授
す
る
こ
と
。 

 

内
な
る
平
和
を
外
な
る
軍
隊
に
よ
っ
て
守
る
の
で
は
な
く
、
内
な
る
戦
禍
に
よ
っ
て
外
な
る
平
和

を
護
る
の
が
戦
後
平
和
の
本
筋
で
す
。
そ
う
い
う
議
論
の
な
い
国
会
で
の
「
安
保
法
制
」
の
議
論
も

「
憲
法
第
九
条
」
の
議
論
も
「
紙
上
談
兵
」
で
し
か
な
く
、
現
在
の
政
治
家
の
想
像
力
の
深
度
も
構

想
力
の
精
度
も
問
題
の
根
幹
ま
で
届
か
ず
、
「
日
本
国
憲
法
」
を
改
変
す
る
能
力
も
資
格
も
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
お
の
れ
が
納
得
で
き
る
レ
ベ
ル
の
認
識
で
改
憲
を
実

行
し
よ
う
と
す
れ
ば
必
ず
歴
史
的
過
ち
を
お
か
す
こ
と
を
知
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
自
主
憲
法
」
と

称
し
て
根
幹
に
傷
を
つ
け
る
と
な
れ
ば
、
先
人
に
も
後
人
に
対
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
恥
ず
べ
き
行
為
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

憲
法
は
、
今
あ
る
人
び
と
の
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
あ
る
人
び
と
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
ま
の
日
本
の
政
治
家
が
謙
虚
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
平
和
を
希
う
世
界
中
の
人
び
と
に

「
戦
禍
の
歴
史
」
を
伝
え
て
共
有
し
、
戦
争
の
な
い
未
来
を
謳
う
日
本
国
憲
法
の
趣
意
を
「
国
際
世
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論
」
と
す
る
た
め
に
努
め
る
こ
と
。
の
ち
に
迎
え
る
「
日
本
国
憲
法
施
行
一
〇
〇
年
記
念
式
典
」
を
、

国
際
平
和
の
も
と
で
世
界
の
国
々
の
人
び
と
の
オ
ベ
イ
シ
ョ
ン
に
迎
え
ら
れ
て
実
現
で
き
る
よ
う
努

め
る
こ
と
な
の
で
す 

先
行
し
て
た
ど
る
「
日
本
高
齢
社
会
」
形
成
へ
の
歩
み
を
「
平
和
の
メ
ー
セ
ー
ジ
」
と
し
て
重
ね

る
こ
と
。
一
人
ひ
と
り
の
「
一
〇
〇
年
人
生
」
の
灯
が
、
そ
の
ま
ま
歴
史
を
貫
い
て
流
れ
る
不
戦
不

争
の
叡
智
に
つ
な
が
る
「
戦
争
放
棄
・
恒
久
平
和
」
の
明
か
り
と
し
て
灯
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
確
信

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

「
日
本
国
憲
法
」
の
「
不
戦
不
争
」
の
明
か
り
が
途
絶
え
た
と
き
、
わ
が
国
は
半
世
紀
あ
ま
り
を
積

み
上
げ
て
得
た
国
際
的
な
評
価
を
閉
ざ
し
、
歴
史
的
な
輝
き
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

耳
を
す
ま
し
て
過
ぎ
こ
し
一
〇
〇
年
の
声
を
聞
き
、
目
を
見
開
い
て
来
た
る
べ
き
一
〇
〇
年
を
見

透
か
せ
ば
、
選
ぶ
べ
き
道
は
お
の
ず
と
明
瞭
な
は
ず
な
の
で
す
。 

「
非
軍
事
平
和
」
を
ど
う
保
つ
の
か
。 

 

「
憲
法
九
条
」
を
一
〇
〇
年
保
持
し
て
国
際
祝
典
を
「
人
生
一
〇
〇
年
」
と
「
憲
法
保
持
一
〇
〇
年
」

（
二
〇
四
七
年
）
を
と
も
に
め
ざ
す
「
平
和
団
塊
」
の
み
な
さ
ん
は
、
あ
と
二
六
年
を
健
常
の
う
ち

に
す
ご
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
到
達
者
が
二
一
世
紀
の
国
際
祝
典
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
長
寿
を
競

い
合
う
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。 

二
〇
世
紀
に
経
験
し
た
人
類
史
最
大
の
不
幸
で
あ
っ
た
世
界
大
戦
。
八
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
被
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害
者
（
死
者
）
を
出
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
と
、
連
合
国
側
も
枢
軸
国
側
も
と
も
に
当
事
者
と

し
て
、
戦
争
の
な
い
世
界
を
希
い
求
め
た
の
で
し
た
。
最
終
兵
器
と
さ
れ
る
原
子
爆
弾
の
被
災
を
う

け
た
敗
戦
国
日
本
の
「
非
軍
事
平
和
」
に
よ
る
復
興
と
国
づ
く
り
。
そ
れ
は
大
戦
後
の
国
際
社
会
に

と
っ
て
、
“
人
類
の
信
義
”
に
お
い
て
「
戦
力
の
永
久
放
棄
」
の
条
項
が
刻
ま
れ
た
新
憲
法
の
も
と

で
の
国
家
再
建
と
し
て
、
わ
が
国
は
国
際
モ
デ
ル
事
例
の
達
成
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
の
で
し
た
。 

日
本
国
憲
法
は
日
本
の
も
で
あ
っ
て
日
本
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
は
時
を
経
て
、
全
世
界
の
と
く
に
中
小
国
の
平
和
志
向
の
市
民
層
に
広
く
支

持
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
憲
法
九
条
」
の
保
持
は
原
爆
の
完
全
廃
棄
と
と
も
に
二
一
世
紀
を
貫
く
運
動

に
な
り
、
一
九
四
七
年
五
月
三
日
の
施
行
か
ら
一
〇
〇
年
を
経
た
二
〇
四
七
年
に
、
二
一
世
紀
最
大

の
国
際
平
和
行
事
と
し
て
「
日
本
国
憲
法
一
〇
〇
年
記
念
祝
典
」
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
全
世
界
の
平
和
志
向
の
市
民
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
オ
ベ
イ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
。
こ
れ
は
日
本

の
高
齢
者
層
に
と
っ
て
、
な
す
べ
き
事
業
と
し
て
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
主
催

者
の
中
心
に
い
る
の
は
み
な
さ
ん
で
す
。 

 

ニ
ッ
ポ
ン
二
一
世
紀
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
、
世
紀
の
平
和
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
人
び
と
と
し
て
人

類
史
に
記
録
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
世
紀
最
高
の
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
事
業
で
す
。
み
な
さ
ん
は
主
役
で
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
支
え
る
脇
役
と
い
う
の
が
歴
史
上
の
役
割
な
の
で
す
。 

二
〇
年
の
準
備
期
を
終
え
て
、
国
連
が
か
か
げ
た
二
一
世
紀
の
潮
流
で
あ
る
「
平
和
の
高
年
化
」
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の
活
動
は
、
本
格
化
し
た
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

一
人
ひ
と
り
の
「
一
〇
〇
年
健
康
人
生
」
と
「
平
和
憲
法
一
〇
〇
年
」
の
保
持
は
、
歴
史
的
正
夢

と
し
て
日
復
一
日
を
支
え
つ
づ
け
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 


