
第
二
講
要
約

二
〇
二
一
年
度

は
じ
め
に

「
非
戦
」
と
い
う
こ
と

　

今
年
度
第
二
回
の
し
ん
ら

ん
講
座
と
な
り
ま
す
。
今
回

も
最
初
に
前
回
の
質
問
、
感

想
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
質
問
の
中
に
、
国
土

建こ
ん
り
ゅ
う立と
い
う
事
に
つ
い
て
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ご
承
知
の
よ

う
に
、『
大
無
量
寿
経
』
に
説

か
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八

願
の
初
願
は
、
国
土
建
立
の

願
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

「
設せ

つ
が
と
く
ぶ
つ

我
得
佛
、
国こ

く
う有
地じ

ご
く獄
餓が

き鬼

畜ち
く
し
ょ
う
し
ゃ

生
者
、
不ふ

し
ゅ
し
ょ
う
が
く

取
正
覚
」
と
い

う
願
で
す
ね
。『
大
無
量
寿
経
』

に
も
異
訳
が
あ
っ
て
、
願
の
数

も
違
い
ま
す
し
、
内
容
も
異
な

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

初
願
は
、
共
通
し
て
い
る
の
で

す
ね
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の

国
土
建
立
の
願
い
、
と
い
う
の

は
、
法
蔵
の
願
い
の
礎

い
し
ず
えに
あ
る

も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ご
質

問
に
あ
る
、
国
土
と
は
一
人
ひ

と
り
が
建
立
す
る
も
の
な
の
で

は
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私

は
国
土
建
立
は
あ
く
ま
で
、
仏

の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
建
立
さ
れ
た
国
土
に

誕
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
し

て
誕
生
す
る
も
の
の
責
任
と
し

て
、
阿
弥
陀
の
国
を
自
ら
の
本

国
と
し
て
、
こ
の
濁
世
を
生
き

る
、
担
う
と
い
う
こ
と
が
出
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
人
間

を
回
復
で
き
て
い
な
い
私
た
ち

は
、い
つ
、ど
の
よ
う
に
し
て
、

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
人
た
ち

と
響き

ょ
う
ぞ
ん存で
き
る
の
か
と
い
う
ご

質
問
で
す
が
、
私
は
、
そ
の
問

い
が
発
せ
ら
れ
た
今
、す
で
に
、

響
存
と
い
う
こ
と
が
実
現
し
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
響
存
と
は
、
横
並
び
の
関
係

で
は
な
く
、
向
き
合
い
の
関
係

だ
と
思
い
ま
す
。
回
復
者
の
存

在
、
苦
悩
に
向
き
合
い
、
そ
の

問
い
か
け
の
声
を
受
け
止
め
よ

う
と
す
る
姿
が
、
ま
た
回
復
者

の
方
に
力
を
与
え
て
い
く
、
そ

の
よ
う
な
往
復
の
関
係
そ
の
も

の
が
、
す
で
に
響
存
と
い
う
在

り
方
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

講師・訓覇浩氏

▼
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
、
ア

イ
ヌ
差
別
、
水
平
社
宣
言
。

講
座
を
通
じ
て
学
ぶ
な
か

で
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は

私
自
身
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
。
私
は
赤
表
紙

と
新
聞
の
間
に
正
し
く
身

を
置
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

コ
ロ
ナ
禍
や
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
な
ど
、
人
間
社
会

の
在
り
様
が
揺
ら
い
で
い

る
今
、
テ
ー
マ
に
あ
る
私

た
ち
が
本
当
に
生
き
た
い

と
願
う
世
界
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
を
、
こ
れ
か
ら
も

皆
さ
ん
と
と
も
に
問
い
続

け
た
い
と
思
い
ま
す
。（
Ｓ
）

▼
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
で
、
今
の
世
に
ど
う

し
て
こ
ん
な
事
が
起
き
て

し
ま
う
の
か
理
解
に
苦
し

み
ま
す
。
か
つ
て
の
日
本

の
大
戦
や
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
へ
の
隔
離
政
策
に
も
繋

が
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
戦
時
下
に
お
い

て
戦
争
を
絶
対
に
否
定
し

て
、
毅
然
と
し
て
非
戦
を

訴
え
た
先
達
の
生
き
ざ
ま

に
共
感
し
ま
す
。
非
戦
と

不
戦
の
違
い
が
分
か
り
ま

し
た
。

▼
水
平
社
宣
言
百
年
の
節

目
の
年
に
、
全
国
水
平
社

の
創
立
が
、
親
鸞
聖
人
の

思
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
事
を
初
め
て
知
り

ま
し
た
。
西
光
万
吉
さ
ん

今
後
の
開
催
予
定

講
師　
訓
覇 

浩 

師

　
③
五
月
十
七
日（
火
）

　
　
会
場　
長
浜
別
院

　
④
六
月
十
五
日（
水
）

　
　
会
場　
五
村
別
院

＊
十
三
時
受
付

＊
十
三
時
半
〜
十
六
時

＊
日
程
は
状
況
に
よ
り

　
変
更
・
中
止
に
な
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
三
月
十
五
日
）

＊
紙
面
の
都
合
で
、
す
べ
て
の

ご
意
見
や
ご
感
想
が
掲
載
で
き

な
い
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
っ
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
今

回
は
当
初
の
筋
書
き
を
変
え

て
、
今
ま
さ
に
起
こ
っ
て
い
る

戦
争
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
で
す
ね
、こ
の
事
か
ら「
非

戦
」
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
非

戦
を
貫
い
た
僧
侶
、
高
木
顕
明

の
事
績
か
ら
少
し
確
認
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
高
木
顕
明
は
大
谷
派
の
僧
侶

で
、
非
戦
と
平
等
を
貫
い
た
が

ゆ
え
に
、
一
九
一
〇
年
に
起

き
た
「
大
逆
事
件
」
に
連
座

し
、
獄
中
で
命
を
失
っ
た
人
で

す
が
、
そ
の
著
作
で
あ
る
「
余

が
社
会
主
義
」
の
中
で
「
極
楽

世
界
に
は
他
方
の
国
土
を
侵

害
し
た
と
云
う
事
も
聞
か
ね

ば
、
義
の
為
に
大
戦
争
を
起
し

た
と
云
う
事
も
一
切
聞
れ
た
事

は
な
い
。
依
て
余
は
非
開
戦
論

者
で
あ
る
。
戦
争
は
極
楽
の
分

人
の
成
す
事
で
無
い
と
思
う
て

お
る
」
と
い
う
事
を
言
い
切
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
す
ご
く
大

き
い
事
で
す
。
国
全
体
が
戦
争

に
突
き
進
ん
で
い
く
。
戦
争
賛

美
の
価
値
観
で
国
が
支
配
さ
れ

て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
真
っ

只
中
で
は
っ
き
り
と
、「
余
は

非
開
戦
論
者
で
あ
る
」
と
言
い

切
っ
て
い
く
の
で
す
。
私
は
、

極
楽
と
い
う
世
界
、
浄
土
と
い

う
世
界
は
、
単
に
、
争
い
が
な

い
、
平
和
で
穏
や
か
な
世
界
、

あ
ぁ
極
楽
、
極
楽
と
い
う
よ
う

な
で
す
ね
、
そ
う
い
う
世
界
と

は
違
う
と
思
い
ま
す
。
ま
ぁ
当

然
で
す
が
。
戦
争
は
極
楽
の
分

人
の
な
す
事
で
は
な
い
。
阿
弥

陀
の
国
の
住
人
は
戦
争
を
し
な

い
と
言
い
切
る
わ
け
で
す
。『
大

無
量
寿
経
』
の
言
葉
で
言
う
な

ら
、「
兵ひ

ょ
う
が戈
無む

よ
う用
」
と
言
い
切

る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
義
」

も
否
定
す
る
わ
け
で
す
。
戦
争

に
大
義
を
与
え
る
事
も
否
定
す

る
。
義
の
た
め
に
と
い
う
、
そ

の
義
を
も
否
定
し
て
い
く
精

神
。
む
し
ろ
こ
の
義
を
否
定
す

る
と
い
う
事
が
と
て
も
大
き
な

事
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま

す
。
戦
争
そ
の
も
の
の
絶
対
否

定
で
す
。ま
さ
し
く
非
戦
で
す
。

そ
う
す
る
と
、「
非
戦
」
と
い

う
こ
と
は
、
単
な
る
戦
争
が
な

い
と
い
う
状
態
を
表
す
言
葉
で

も
な
く
、
ま
た
戦
わ
な
い
と
い

う
行
為
を
表
す
事
で
も
な
い
、

戦
争
の
絶
対
否
定
、
そ
う
な
る

と
そ
れ
は
生
き
様
で
す
。
戦
争

や
阪
本
清
一
郎
さ
ん
は

じ
め
、
当
時
の
指
導
者

が
ど
の
よ
う
に
聖
人
の

教
え
と
出
あ
わ
れ
た
の

か
、
水
平
社
宣
言
に
ど

う
結
び
つ
い
た
の
か
を

知
り
た
い
で
す
。

▼
戦
争
や
部
落
差
別
、

ハ
ン
セ
ン
病
差
別
な
ど

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
、
今
ま
で
は
自
分

の
事
と
し
て
考
え
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仏

さ
ん
の
ま
な
ざ
し
で
問

題
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、

問
題
を
課
題
と
し
て
捉

え
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
自
分
の
問

題
と
し
て
、
考
え
続
け

た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
「
救
済
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
、
真
宗
大

谷
派
は
、
国
の
ハ
ン
セ

ン
病
患
者
隔
離
政
策
を

補
完
す
る
た
め
に
、「
隔

離
は
救
済
で
あ
る
」
と

し
て
差
別
を
正
当
化
し

た
事
を
知
り
ま
し
た
。

時
代
背
景
が
あ
る
と
は

い
え
、
教
団
に
長
い
も

の
に
は
巻
か
れ
ろ
的
な

体
質
が
あ
る
の
な
ら
、

残
念
な
事
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

▼
私
の
目
は
外
に
ば
か
り

向
い
て
い
て
、
な
ぜ
お
寺

で
差
別
の
問
題
を
学
ぶ
の

か
、
長
ら
く
は
っ
き
り
し

な
い
ま
ま
で
し
た
。
が
、

今
回
の
講
座
で
の
「
徹
底

し
た
自
己
凝
視
」「
差
別

し
て
や
ま
な
い
自
ら
へ
の

悲
し
み
」「
差
別
さ
れ
る

も
の
、
差
別
す
る
も
の
が

共
に
解
放
さ
れ
る
世
界
」

と
い
う
お
話
か
ら
、
こ
れ

は
ま
さ
に
信
心
の
課
題
で

あ
り
、
解
放
さ
れ
る
べ
き

は
、
差
別
し
て
や
ま
な
い

私
な
の
だ
と
い
た
だ
き
ま

し
た
。



と
い
う
も
の
を
絶
対
否
定
す
る

生
き
方
、
そ
れ
が
「
極
楽
の
分

人
の
生
き
ざ
ま
」
だ
と
顕
明
は

頷
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
今
回
の
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に

対
し
て
は
、
宗
派
も
声
明
を
出

し
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
改
め

て
高
木
顕
明
の
生
き
様
に
照
ら

し
て
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
、
今
回
取

り
上
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
が
、
今
年
三
月
三
日
が
、

水
平
社
創
立
百
年
と
い
う
大
き

な
節
目
に
当
た
る
日
で
あ
る
と

い
う
事
で
す
。
全
国
水
平
社
の

創
立
と
そ
の
精
神
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
折
に
触
れ
て

話
題
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
今

日
は
少
し
ま
と
ま
っ
た
形
で
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
前
の

一
九
二
二
年
三
月
三
日
「
人
の

世
に
熱
あ
れ
、人
間
に
光
あ
れ
」

と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
る
「
水

平
社
宣
言
」
を
採
択
し
、
全
国

水
平
社
は
誕
生
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
「
部
落
民
自
身
の
行
動
に

よ
っ
て
絶
対
の
解
放
を
期
す
」

と
「
綱
領
」
に
謳う

た

わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
部
落
差
別
を
受
け
て

き
た
人
た
ち
自
身
に
よ
る
、
は

じ
め
て
の
自
主
的
、
自
立
的
な

部
落
解
放
運
動
の
始
ま
り
で
し

た
。「
呪
は
れ
の
世
の
悪
夢
の

う
ち
に
も
、
な
ほ
誇
り
得
る
人

間
の
血
は
涸
れ
ず
に
あ
つ
た
」

「
人
間
を
尊
敬
す
る
事
に
よ
つ

て
自
ら
解
放
せ
ん
」と
い
う「
宣

言
」
の
言
葉
や
、「
吾
等
は
人

間
性
の
原
理
に
覚
醒
し
人
類
最

高
の
完
成
に
向
つ
て
突
進
す
」

と
い
う
「
決
議
」
の
一
文
が
表

す
と
お
り
、
水
平
社
は
、
差
別

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
人
間
と
し

て
の
誇
り
を
獲と

り
も
ど
す
事
を

基
盤
に
、
差
別
へ
の
怒
り
と
悲

し
み
、
そ
し
て
人
間
解
放
へ
の

希
求
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

　
こ
の
水
平
社
創
立
の
精
神
の

底
に
流
れ
て
い
る
の
が
、
親
鸞

の
教
え
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
水
平
社
創
立

メ
ン
バ
ー
の
中
心
で
あ
っ
た
阪

本
清
一
郎
は
、
水
平
社
が
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問

い
に
対
し
て
「
云
ふ
な
れ
ば
、

親
鸞
の
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
と

云
は
れ
る
可
き
も
の
で
す
」
と

述
べ
、同
じ
く
米
田
富
は
、「
親

水
平
社
創
立
百
年

ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
と

                         

大
谷
派
教
団

鸞
の
流
を
汲
む
穢
多
の
子
よ
、

水
平
運
動
の
た
め
健
在
な
れ
」

と
叫
び
、
西
光
万
吉
は
、「
水

平
運
動
を
見
る
人
よ
、
業
報
に

喘
ぎ
つ
ゝ
白
道
を
進
む
人
間
の

姿
を
見
よ
。
善
人
な
ほ
も
て
往

生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を

や
、
の
世
界
に
於
い
て
の
み
、

吾
等
は
抱
き
合
う
こ
と
が
出
来

る
」
と
い
う
言
葉
を
刻
ん
で
お

り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
親
鸞
聖
人
の
精

神
に
生
き
よ
う
と
し
た
水
平
社

同
人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
は
、
被

差
別
部
落
の
人
た
ち
の
大
多
数

を
ご
門
徒
と
し
な
が
ら
も
、
差

別
的
体
質
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か

る
本
願
寺
教
団
に
厳
し
く
向
け

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
問

わ
れ
た
も
の
は
、
根
強
く
残
る

貴
賤
の
意
識
、
寺
格
や
堂
班
と

い
っ
た
差
別
制
度
、
親
鸞
聖
人

を
貴
人
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な

宗
祖
観
な
ど
、
教
団
の
根
幹
に

関
わ
る
も
の
ば
か
り
で
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
特
に
力
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の
が
「
解
放
の
精

神
を
麻
痺
せ
し
む
る
が
如
き
一

切
の
教
化
運
動
を
排
す
」(
水

平
社
第
三
回
大
会
決
議)
と
い

う
教
学
、
教
化
の
在
り
方
に
対

す
る
問
い
か
け
で
す
。
こ
の
問

題
提
起
は
、
水
平
社
が
な
ぜ
創

立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
、
創
立
の
必
然

性
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
、

本
紙
で
こ
こ
ま
で
確
か
め
て
き

た
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
同

化
政
策
へ
の
協
力
や
、
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
慰
安
教
化
活
動
の

本
質
を
も
言
い
当
て
る
、
大
変

大
き
な
問
い
か
け
で
あ
る
と
言

え
ま
す
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
大
谷
派
教

団
は
、
水
平
社
の
創
立
か
ら
百

年
を
経
た
今
も
、
こ
れ
ら
の
問

い
か
け
に
対
し
て
、
真
に
応
え

得
る
教
団
で
あ
る
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
同
朋
会
運
動
が
提
唱
さ

れ
て
か
ら
も
、
差
別
の
問
題
に

向
き
合
う
事
と
、
信
心
の
課
題

は
別
だ
と
い
う
考
え
が
公
に
語

ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
教
団
の
責

任
あ
る
立
場
の
人
た
ち
に
よ
る

差
別
事
件
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
た
び
に
、
部
落
解
放
運
動

を
闘
う
人
た
ち
か
ら
、「
親
鸞

の
精
神
に
帰
れ
」
と
い
う
厳
し

い
問
い
か
け
を
受
け
続
け
て
き

た
の
で
す
。
水
平
社
百
年
、
そ

れ
は
、
差
別
か
ら
の
解
放
を
願

う
人
た
ち
か
ら
、
大
谷
派
教
団

が
問
わ
れ
続
け
た
百
年
で
も
あ

る
の
で
す
。

　
水
平
社
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

る
解
放
運
動
は
、「
自
ら
の
焔

ほ
む
ら

に
燒
け
つ
つ
自
ら
を
打
つ
形
相

こ
そ
水
平
運
動
の
眞
相
で
あ
る

の
だ
」
と
い
う
自
身
の
運
動
を

語
る
言
葉
か
ら
も
窺う

か
がえ
る
よ
う

に
、
徹
底
し
た
自
己
凝
視
の
上

に
成
り
立
つ
運
動
で
し
た
。
そ

こ
か
ら
、
差
別
さ
れ
る
も
の
、

差
別
す
る
も
の
が
共
に
解
放
さ

れ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
、
熱
と

光
あ
る
「
人
の
世
」
が
願
求
礼

讃
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
「
静
か
に
己
を
悲
し
む
心
よ

り
、
真
実
の
力
は
生
る
」。
大

谷
派
の
解
放
運
動
の
先
駆
者
武

内
了
温
の
言
葉
で
す
。
水
平
社

百
年
を
迎
え
た
今
、
私
た
ち
に

求
め
ら
れ
る
事
、
そ
れ
は
、
こ

の
差
別
か
ら
の
解
放
と
い
う
、

差
別
の
現
実
か
ら
発
せ
ら
れ
る

痛
切
な
願
い
を
、
差
別
し
て
や

ま
な
い
自
ら
の
へ
の
悲
し
み
と

し
て
受
け
止
め
、
そ
し
て
、
あ

な
た
が
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
私

も
解
放
さ
れ
な
い
と
い
う
そ
の

願
い
を
、こ
の
濁
世
に
お
い
て
、

同
朋
社
会
の
顕
現
に
向
け
て
歩

む
私
の
力
と
し
て
い
く
事
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
い
ま
取
り
上
げ
た
、
水
平
社

か
ら
の
本
願
寺
教
団
へ
の
三
つ

の
問
い
か
け
、「
問
わ
れ
る
差

別
的
制
度・貴
賤
の
意
識
」「
教

学
、
教
化
の
在
り
方
」
そ
し
て

「
宗
祖
観
」
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
親
鸞
聖
人
の
行
実
に

照
ら
し
て
、
次
回
以
降
触
れ
る

こ
と
が
出
来
れ
ば
、
も
う
少
し

お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
も
う
時
間
も
あ
ま

り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と

今
日
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
て

お
り
ま
し
た
内
容
に
入
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
前
回
、「
隔

離
の
時
代
」
と
い
う
こ
と
で
、

ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
が
も
た

ら
し
た
被
害
に
つ
い
て
、
玉
城

し
げ
さ
ん
の
証
言
な
ど
を
紹
介

し
な
が
ら
お
話
し
い
た
し
ま
し

た
が
、
今
回
は
そ
の
隔
離
政
策

に
協
力
し
た
大
谷
教
団
の
歴
史

に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
真
宗
大
谷
派
は
、
ハ
ン
セ
ン

病
絶
対
隔
離
政
策
に
、
当
初
か

ら
積
極
的
に
協
力
し
て
き
ま
し

た
。
国
の
隔
離
政
策
開
始
直
後

の
『
宗
報
』
に
は
次
の
よ
う
な

一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
立
の
癩
病
患
者
収
容
所
は
此

国
立
の
癩
病
患
者
収
容
所
は
此

程
東
京
府
下
に
新
設
せ
ら
れ
た

程
東
京
府
下
に
新
設
せ
ら
れ
た

る
事
な
る
が
、
世
に
最
も
憐
れ

る
事
な
る
が
、
世
に
最
も
憐
れ

む
べ
き
境
遇
に
在
る
此
等
の
患

む
べ
き
境
遇
に
在
る
此
等
の
患

者
に
対
し
、
如
来
の
慈
光
に
浴

者
に
対
し
、
如
来
の
慈
光
に
浴

せ
し
め
、
慰
安
を
与
ふ
る
の
必

せ
し
め
、
慰
安
を
与
ふ
る
の
必

要
を
認
め
、…
彼
の
天
平
の
頃
、

要
を
認
め
、…
彼
の
天
平
の
頃
、

光
明
皇
后
の
垂
救
の
慈
懐
の
事

光
明
皇
后
の
垂
救
の
慈
懐
の
事

な
ど
偲
ば
れ
て
尊
し
。

な
ど
偲
ば
れ
て
尊
し
。

((

真
宗
大
谷
派
『
宗
報
』

真
宗
大
谷
派
『
宗
報
』

１
９
１
０
年
２
月
号
）

１
９
１
０
年
２
月
号
）

　
短
い
一
文
で
す
が
、
大
谷
派

の
取
り
組
み
が
国
策
へ
の
応
答

で
あ
る
こ
と
、「
憐
れ
な
も
の
」

へ
の「
慰
安
」と
い
う
質
を
も
っ

た
「
救
済
」、
そ
し
て
「
皇
恩
」

の
強
調
と
、
そ
の
後
長
く
続
け

ら
れ
る
「
慰
安
教
化
」
活
動
の

特
徴
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
が
国

民
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
は
、

ひ
と
つ
は
国
辱
論
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
隔
離
政
策
の
正
当

性
を
、
国
民
に
も
、
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
に
も
納
得
さ
せ
る
事
は

困
難
で
し
た
。
そ
こ
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
の
が
「
隔
離

は
救
済
」
と
い
う
概
念
で
す
。

国
辱
論
か
ら
は
生
み
出
せ
な
い

こ
の「
救
癩
」と
い
う
仮
面
を
、

隔
離
政
策
に
か
ぶ
せ
る
た
め
に

不
可
欠
で
あ
っ
た
の
が
、
宗
教

の
は
た
ら
き
で
し
た
。
そ
の
役

割
を
積
極
的
に
担
っ
た
の
が
真

宗
大
谷
派
で
す
。
療
養
所
内
外

に
、「
隔
離
は
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
に
対
す
る
救
済
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
植
え
付
け
て
い
っ

た
こ
の
教
化
活
動
こ
そ
、
隔
離

の
非
道
さ
に
覆
い
を
か
け
る
、

究
極
の
人
権
侵
害
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
宗
教

が
隔
離
政
策
に
果
た
し
た
役
割

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
資
料

で
す
が
、
次
の
資
料
か
ら
浮
か

び
上
が
り
ま
す
。

「
療
養
所
は
犠
牲
の
礎
の
上
に

「
療
養
所
は
犠
牲
の
礎
の
上
に

築
か
れ
た
地
上
の
楽
園
で
な
け

築
か
れ
た
地
上
の
楽
園
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
世
の
す
べ

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
世
の
す
べ

て
の
希
望
を
絶
た
れ
た
者
に
対

て
の
希
望
を
絶
た
れ
た
者
に
対

し
て
、
私
た
ち
は
最
大
の
同
情

し
て
、
私
た
ち
は
最
大
の
同
情

を
そ
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
そ
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
分
か
ら
す
す
ん
で
療
養

い
。
自
分
か
ら
す
す
ん
で
療
養

所
に
入
る
患
者
は
、
自
分
の
養

所
に
入
る
患
者
は
、
自
分
の
養

生
の
た
め
ば
か
り
で
行
く
の
で

生
の
た
め
ば
か
り
で
行
く
の
で

は
な
い
。
祖
国
の
血
を
浄
め
る

は
な
い
。
祖
国
の
血
を
浄
め
る

た
め
に
、
人
間
最
高
の
犠
牲
を

た
め
に
、
人
間
最
高
の
犠
牲
を

あ
え
て
す
る
の
で
あ
る
。
私
は

あ
え
て
す
る
の
で
あ
る
。
私
は

こ
う
し
た
人
に
対
し
て
社
会
は

こ
う
し
た
人
に
対
し
て
社
会
は

敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
る
と
思

敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
る
と
思

う
。
わ
が
復
生
病
院
は
、
…
こ

う
。
わ
が
復
生
病
院
は
、
…
こ

の
犠
牲
に
も
と
づ
い
た
楽
園
の

の
犠
牲
に
も
と
づ
い
た
楽
園
の

建
設
に
向
か
っ
て
は
、
他
の
ど

建
設
に
向
か
っ
て
は
、
他
の
ど

の
療
養
所
に
も
劣
ら
ぬ
努
力
を

の
療
養
所
に
も
劣
ら
ぬ
努
力
を

し
て
い
る
。　

し
て
い
る
。　

((

『
祖
国
の
血
を
浄
化
せ
よ
』

『
祖
国
の
血
を
浄
化
せ
よ
』
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最
後
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

の
中
で
隔
離
の
四
十
年
を
生
き

ら
れ
た
大
谷
派
僧
侶
伊
奈
教
勝

さ
ん
の
言
葉
を
紹
介
し
て
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
回

は
お
話
の
内
容
が
予
定
と
大
き

く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
お

詫
び
い
た
し
ま
す
。

「
排
除
さ
れ
、
隔
離
さ
れ
た
者

が
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
同

最
後
に

歓
同
苦
の
心
を
結
び
、
捨
て
ら

れ
た
も
の
の
み
が
持
つ
「
世
を

捨
て
た
」
思
い
が
、
隔
離
の
島

を
「
楽
土
」
と
し
た
い
と
い
う

悲
願
に
生
き
た
と
し
て
も
責
め

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て

そ
こ
に
足
を
運
ん
だ
人
も
、
そ

れ
を
受
け
容
れ
た
人
も
、
隔
離

を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
動
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し

て
う
べ
な
っ
た
こ
と
は
覆
う
べ

く
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
…　

真
実
の
「
浄
土
」
と
は
、
本
当

の
も
の
を
知
り
う
る
智
慧
に

よ
っ
て
、
本
当
の
も
の
が
見
え

て
く
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。

排
除
し
て
浄
化
さ
れ
た
国
土

が
、
本
当
の
世
界
で
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
強
制
隔
離
を

う
た
っ
て
い
る
現
行
の「
ら
い
」

予
防
法
が
改
正
さ
れ
、
失
っ
た

人
格
を
と
り
も
ど
し
、
人
権
が

確
立
し
、「
特
別
の
人
た
ち
で

は
な
い
。
普
通
の
人
た
ち
と
し

て
友
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
の

で
あ
る
。
排
除
さ
れ
、
隔
離
さ

れ
た
者
が
真
に
「
人
間
回
復
」

を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

時
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
こ

が「
浄
土
」と
な
る
の
で
あ
る
。」

（『
ハ
ン
セ
ン
病・隔
絶
四
十
年
』

伊
奈
教
勝
）


