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は
し
が
き

二
一
世
紀
も
第
二
の
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
後
半
に
入
っ
て
い
る
が
、
世
界
に
も
日
本
に
も
大
き
な
問
題
が
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
中
東
を

震
源
地
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
広
が
る
一
方
、
核
兵
器
が
、
北
朝
鮮
の
核
実
験
や
ミ
サ
イ
ル
発
射
な
ど
に
よ
っ
て
、
依
然

と
し
て
人
類
へ
の
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
日
本
は
、
立
憲
主
義
の
原
則
を
危
う
く
し
て
ま
で
、

事
実
上
の
戦
争
行
為
が
で
き
る
体
制
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
や
沖
縄
の
基
地
問
題

を
初
め
と
す
る
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
、
そ
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
。
社
会
学
は
、
他
の
諸
学
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
課
題
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

序
に
詳
述
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
日
本
の
社
会
学
は
、
そ
の
歴
史
認
識
を
再
確
認
し
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
あ

い
だ
に
真
に
友
好
的
な
関
係
を
打
ち
立
て
る
方
向
を
示
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
あ
い
だ
で
も
真
に
自
主
的
な
あ
り
方
を
確
立
す
る
方
途
を
示

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
日
本
は
、
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
旧
帝
國
主
義
・
旧
植
民
地
主
義
に
か
か
わ
っ
た
諸
国
に
呼
び

か
け
、
こ
の
五
世
紀
余
の
世
界
史
に
た
い
す
る
認
識
を
明
確
に
し
、
相
互
の
戦
争
責
任
ば
か
り
で
な
く
旧
植
民
地
・
従
属
諸
国
へ
の
加
害

責
任
を
率
直
に
認
め
て
、
テ
ロ
や
核
兵
器
の
恐
怖
を
も
克
服
す
る
真
の
意
味
で
新
し
い
平
和
へ
の
道
を
、
率
先
し
て
開
い
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
の
呼
び
か
け
を
受
け
た
社
会
学
者
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
研
究
教
育
歴
を
ふ
り
返
り
、
実
践
と

の
関
わ
り
を
も
意
識
し
な
が
ら
、
全
力
を
こ
め
て
お
こ
な
う
問
題
提
起
の
書
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
当
初
「
民
主
主
義
深
化
と
ア
ジ
ア
友

好
の
社
会
学
」
と
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
集
ま
っ
た
諸
論
を
ふ
ま
え
て
四
部
編
成
と
し
、
タ
イ
ト
ル
を
「
現
代
民
主
主
義
と
海
外

発
信
の
社
会
学
」
に
ひ
と
た
び
変
更
し
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
最
終
的
に
は
「
歴
史
認
識
と
民
主
主
義
深
化
の
社
会
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学
」
と
し
た
。
問
題
意
識
を
詳
細
に
展
開
し
た
序
を
受
け
て
、
戦
後
か
ら
現
代
の
日
本
に
か
け
て
、
社
会
学
の
分
野
で
意
欲
的
な
研
究
教

育
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
者
た
ち
が
、
戦
後
社
会
学
に
お
け
る
社
会
学
と
社
会
運
動
論
を
ふ
り
返
り
（
第
Ⅰ
部
）
、
苦
闘
し
つ
つ
開
拓
し

て
き
た
日
本
的
な
地
域
・
企
業
・
階
層
の
社
会
学
を
展
開
し
（
第
Ⅱ
部
）
、
そ
の
う
え
で
日
本
か
ら
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
た
村
や
企
業
の
研
究

（
第
Ⅲ
部
）
、
さ
ら
に
は
日
本
か
ら
世
界
に
広
げ
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
国
際
意
識
、
自
治
論
、
日
本
社
会
学
の
み
な
ら
ず
社
会
科
学
お
よ

び
自
然
科
学
の
全
分
野
に
ま
で
視
野
を
広
げ
た
研
究
分
野
の
総
括
と
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
理
論
の
視
座
を
提
起
し

て
い
る
（
第
Ⅳ
部
）
。

本
書
企
画
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
戦
後
の
社
会
学
に
足
跡
を
残
さ
れ
た
北
川
隆
吉
氏
の
逝
去
に
あ
る
。
氏
は
二
〇
一
四
年
四
月
に
亡

く
な
ら
れ
た
が
、
静
か
に
見
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ご
遺
族
の
意
向
で
広
報
が
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
人
に
知

れ
渡
る
の
が
遅
れ
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
名
古
屋
で
偲
ぶ
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
つ
い
で
、
二
〇
一
五
年
五
月
に
東
京
で
も
偲
ぶ
会

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
お
り
、
氏
の
功
績
を
記
念
し
て
な
ん
ら
か
の
出
版
企
画
を
実
現
し
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
話
に
な
っ
た
。
ご
遺

族
は
、
上
の
ご
意
向
か
ら
、
追
悼
論
文
集
な
ど
の
刊
行
を
望
ん
で
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
北
川
氏
の
功
績
を
知
っ
て
い
る
者
た
ち

が
、
自
分
た
ち
の
意
志
で
、
現
代
社
会
学
の
課
題
に
応
え
る
意
欲
的
な
書
物
を
刊
行
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

北
川
氏
が
生
前
の
一
時
期
関
わ
り
の
あ
っ
た
東
信
堂
の
協
力
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
偲
ぶ
会
に
参
集
し
た
者
の
う
ち
数
人
が
集
ま

り
、
志
あ
る
人
び
と
に
呼
び
か
け
、
現
代
社
会
学
の
課
題
に
応
え
る
論
集
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
集
ま
っ
た
数
人
と
東
信
堂
社
長
の
意

向
で
呼
び
か
け
文
と
論
集
の
序
文
を
編
者
が
書
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
執
筆
候
補
者
に
送
り
、
二
〇
一
六
年
の
早
い
時
期
ま
で
に
な

ん
ら
か
の
論
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
候
補
者
の
範
囲
は
、
東
京
で
の
偲
ぶ
会
に
参
集
し
た
東
京
大
学
の
関
係
者
の
ほ
か
、
北

川
氏
が
法
政
大
学
、
名
古
屋
大
学
、
専
修
大
学
な
ど
で
育
て
た
り
、
影
響
を
あ
た
え
た
り
し
た
研
究
教
育
者
た
ち
で
あ
る
。
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本
書
は
こ
う
し
て
な
っ
た
問
題
提
起
の
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
現
代
日
本
の
社
会
学
が
直
面
し
て
い
る
重
要
な
諸
問
題
に
ど

の
程
度
応
え
て
い
る
か
、
判
断
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
。
執
筆
者
の
一
人
か
ら
は
、
社
会
学
者
の
研
究
教
育
活
動
に
有
機
的
に
組

み
込
ま
れ
る
べ
き
「
実
存
的
決
断
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
編
者
と
し
て
は
、
そ
れ
を
第
Ⅰ
部
の
冒
頭
に
位
置
づ
け
、
世
界
と
日
本
の

巨
視
的
把
握
を
自
他
の
身
体
認
識
に
関
連
づ
け
る
べ
き
と
考
え
た
が
、
論
者
は
自
ら
の
論
を
序
論
と
四
部
構
成
の
全
体
に
た
い
す
る
批
判

と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
本
書
で
は
そ
れ
を
《
特
別
寄
稿
》
と
し
て
巻
末
に
位
置
づ
け
、
本
書
の
問
題
意
識
と
構
成
と

内
容
へ
の
こ
の
批
判
的
言
説
を
も
含
む
全
体
構
成
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
。

執
筆
者
一
同
と
し
て
は
、
今
回
の
成
果
を
こ
こ
ま
で
に
と
ど
め
ず
、
な
お
研
鑽
を
積
み
、
今
回
の
論
集
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
者
た
ち

の
成
果
も
含
め
て
、
さ
ら
な
る
成
果
を
世
に
問
う
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
は
、
戦
後
日
本
社
会
学
の
も
っ
と
も
良

き
遺
産
を
引
き
継
い
で
、
現
代
社
会
の
諸
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
れ
ら
と
格
闘
す
る
に
た
る
だ
け
の
社
会
学
を
築
き
上
げ
て
い

く
た
め
で
あ
る
。

読
者
諸
氏
の
忌
憚
の
な
い
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

　
　

二
〇
一
六
年
九
月　
　
　
　

 

　

編　

者　
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