
は
し
が
き

中
国
の
武
漢
か
ら
流
行
が
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
︑
世
界
中
に
広
が
り
パ
ン
デ
ミ

ッ
ク
と
な
っ
た
︒
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
ろ
と
い
う
要
請
の
も
と
︑
自
宅
に
引
き
こ
も
り
な
が
ら
本
書
の
原

稿
を
書
き
進
め
て
い
る
︒

新
た
な
感
染
症
が
流
行
し
た
背
景
と
し
て
︑
感
染
が
は
じ
ま
っ
た
時
期
が
︑
中
国
の
春
節
︵
伝
統
的
な
暦
に
基

づ
く
正
月
︶
の
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
人
が
国
内
で
大
移
動
し
︑
世
界
各
地
に
多
く
の
観
光

客
を
送
り
出
し
て
い
た
︒
中
国
の
人
口
の
多
さ
と
︑
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
が
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
︒

｢

中
国
﹂
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
と
き
︑
大
半
の
人
が
思
い
浮
か
べ
る
中
華
人
民
共
和
国
は
︑
一
九
八
〇

年
代
か
ら
急
成
長
を
遂
げ
︑
国
内
総
生
産
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
二
位
と
な
り
︑
一
帯
一
路
政
策
を
推

し
進
め
る
こ
と
で
世
界
に
お
け
る
存
在
感
を
高
め
る
国
︑
そ
し
て
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
人
民
に
サ
ー
ビ
ス
と
と
も

に
監
視
を
強
め
る
と
い
う
統
治
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
と
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
︒
今
後
の

世
界
に
お
い
て
︑
こ
の
中
国
と
い
う
存
在
は
︑
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

はしがき

i



特
に
日
本
列
島
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ
て
︑
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
よ
ら
ず
︑
隣
国
で
あ
り
続
け
る
︒
か
く

も
巨
大
な
国
と
付
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
は
︑
政
治
・
経
済
・
軍
事
な
ど
の
視
点
も
重
要
だ
が
︑
長
期
的
な
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
を
描
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
視
点
が
︑
人
口
で
あ
る
︒

出
生
数
の
減
少
︑
男
女
比
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
︑
労
働
人
口
の
比
率
の
低
下
︑
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
と
農
村

の
過
疎
︑
超
高
齢
化
社
会
の
到
来
な
ど
の
問
題
に
︑
中
国
が
近
い
将
来
︑
直
面
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
未
来
は
︑
人
口
動
向
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
中
国
人
口
史
を
深
掘
り
す
る
作
業
は
︑
緊

急
性
を
要
す
る
の
で
あ
る
︒

巨
大
な
人
口
を
抱
え
て
い
る
︑
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
中
国
は
語
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る

と
︑
人
口
が
急
増
し
は
じ
め
た
の
は
一
八
世
紀
で
あ
っ
た
︒
本
書
の
目
的
は
︑
現
在
の
中
国
の
人
口
が
ど
の
よ

う
な
道
筋
を
経
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
そ
し
て
今
日
ま
で
続
く
人
口
の
急
増
の
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
︑
歴
史
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒

し
か
し
︑
広
大
な
中
国
の
人
口
史
を
扱
う
に
は
︑
デ
ー
タ
を
収
集
し
︑
解
析
す
る
た
め
に
多
大
な
労
力
を
要

す
る
︒
個
人
の
研
究
者
の
力
で
は
︑
と
て
も
扱
え
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
日
本
で
は
中
国
史
研
究
者
の

養
成
が
︑
王
朝
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
数
千
年
に
わ
た
る
人
口
史
を
通
観
で
き
る
人
材
が
育
っ
て
い

な
い
︒
各
時
代
の
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
人
口
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
︑
な
か
な

か
取
り
組
め
な
い
と
い
う
の
が
︑
日
本
の
中
国
史
研
究
の
現
状
で
あ
る
︒

ii



一
方
︑
中
国
で
は
国
家
的
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
︑
多
く
の
研
究
者
を
動
員
し
て
︑
大
き
な
予
算
を

配
分
し
て
︑
人
口
史
を
ま
と
め
て
い
る
︒
本
書
は
中
国
人
口
史
の
道
筋
を
つ
け
る
た
め
に
︑
主
に
中
国
で
刊
行

さ
れ
た
﹃
中
国
人
口
史
﹄
を
批
判
的
に
読
み
解
き
な
が
ら
︑
人
口
か
ら
中
国
を
理
解
す
る
た
め
の
視
座
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
︒

二
〇
二
〇
年
は
ま
た
︑
中
国
で
一
〇
年
ご
と
の
セ
ン
サ
ス
︵
国
勢
調
査
︶﹁
第
七
次
全
国
人
口
普
査
﹂
が
行
わ
れ

る
︒
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
る
時
期
は
︑
そ
の
翌
年
以
降
と
な
る
︒
二
〇
世
紀
か
ら
現
在
に
い
た
る
現
代
中
国

人
口
史
は
︑
最
新
の
統
計
が
発
表
さ
れ
る
の
を
待
ち
︑
本
書
で
は
そ
の
前
段
階
と
な
る
先
史
時
代
か
ら
一
九
世

紀
ま
で
を
対
象
と
す
る
︒

こ
れ
ま
で
中
国
史
に
触
れ
て
き
た
方
も
︑
人
口
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
こ
と
で
︑
お
そ
ら
く
新
た
な
発
見
が

あ
る
と
思
う
︒
本
書
が
広
く
読
ま
れ
︑
読
者
か
ら
忌
憚
な
い
批
判
や
提
案
を
賜
る
よ
う
︑
願
っ
て
い
る
︒
な
お
︑

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
︑
中
国
で
出
版
さ
れ
た
中
国
人
口
史
に
関
す
る
多
く
の
著
作
を
咀
嚼
し
て
記
し
た

た
め
︑
出
典
は
明
記
し
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
興
味
を
覚
え
て
研
究
の
道
に
進
む
方
は
︑
本
書
の
末
尾
に
添
え
た

参
考
文
献
リ
ス
ト
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

二
〇
二
〇
年
三
月

上
田

信

はしがき
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序

章

人
口
史
に
何
を
聴
く
の
か

人
口
の
原
理

一
七
九
八
年
︑
匿
名
の
著
者
に
よ
る
小
冊
子
が
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
︒
タ
イ
ト
ル
を
直
訳
す
る
と

人
口
の
原
理
に
関
す
る
エ
ッ
セ
ー
袂
袒
そ
れ
は
将
来
の
社
会
の
改
善
に
影
響
す
る
た
め
に
︑
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

氏
︑
コ
ン
ド
ル
セ
氏
︑
お
よ
び
他
の
著
述
家
の
憶
測
に
ふ
れ
な
が
ら
袂
袒

副
題
の
﹁
そ
れ
﹂
と
は
︑
﹁
人
口
の
原
理
﹂
を
指
し
て
い
る
︒

こ
の
小
冊
子
は
出
版
さ
れ
る
と
話
題
と
な
り
︑
一
八
〇
三
年
に
デ
ー
タ
を
補
充
し
︑
議
論
を
詳
細
に
し
た
第

二
版
が
出
版
さ
れ
た
と
き
に
︑
著
者
の
名
が
明
か
さ
れ
た
︒
そ
の
名
は
︑
ト
マ
ス

=

ロ
バ
ー
ト

=

マ
ル
サ
ス
︒

そ
の
後
︑
第
六
版
ま
で
刊
行
さ
れ
る
が
︑
人
口
学
の
扉
を
開
い
た
の
は
︑
一
八
世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
初
版
で

あ
る
︒

序 章 人口史に何を聴くのか

1



こ
の
著
作
が
人
口
史
の
古
典
と
さ
れ
る
理
由
は
︑
シ
ン
プ
ル
な
公
準
︵
原
文

p
o
s
tu
la
ta

︶
と
シ
ン
プ
ル
な
命
題

を
提
示
し
︑
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
社
会
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
な
お
公
準
と
は
︑
そ
の
他
の
命
題
を

導
き
出
す
た
め
の
前
提
と
し
て
導
入
さ
れ
る
︑
最
も
基
本
的
な
仮
定
の
こ
と
で
あ
る
︒

マ
ル
サ
ス
が
提
示
し
た
公
準
は
︑
次
の
二
つ
で
あ
る
︒

一
︑
食
糧
は
人
間
の
存
在
に
︑
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

二
︑
両
性
の
あ
い
だ
の
情
動
は
必
須
で
あ
り
︑
ほ
と
ん
ど
現
状
の
ま
ま
存
続
し
つ
づ
け
る
︒

単
純
化
す
る
と
︑
人
間
が
動
物
で
あ
る
以
上
は
︑
食
欲
と
性
欲
と
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒
食
糧
が
な
け
れ
ば
個
体
と
し
て
の
ヒ
ト
は
生
存
で
き
な
い
し
︑
性
欲
が
な
け
れ
ば
種
と
し
て
の
ヒ
ト

は
絶
滅
す
る
︒

こ
の
公
準
か
ら
︑
有
名
な
﹁
何
の
抑
制
も
な
け
れ
ば
人
口
は
︑
等
比
級
数
的
︵g

e
o
m
e
tr
ic
a
l

︶
に
増
加
す
る
の

に
対
し
て
︑
人
間
の
生
活
物
資
の
増
え
方
は
等
差
級
数
的
︵a

r
ith

m
e
tic

a
l

︶
で
あ
る
﹂
と
い
う
命
題
が
導
き
出
さ

れ
る
︒
直
訳
す
る
と
︑
人
口
は
﹁
幾
何
平
均
的
﹂
に
増
え
る
の
に
対
し
︑
食
糧
は
﹁
算
術
平
均
的
﹂
に
し
か
増

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

マ
ル
サ
ス
が
人
口
を
考
察
し
た
動
機
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
︑
貧

2



困
と
悪
徳
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
︑
解
決
の
道
筋
を
見
出

す
た
め
に
は
︑
根
本
的
な
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
生
物
と
し
て
の
人
間
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
議
論
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
︑
マ
ル
サ
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
マ
ル
サ
ス
の
い
う
﹁
悪

徳
﹂
と
は
︑
十
戒
に
も
記
さ
れ
た
﹁
姦
淫
﹂
︑
す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
︑
生
殖
に
結
び
つ
か
な
い
︑
快
楽
を
目

的
と
す
る
性
行
為
で
あ
る
︒
当
時
の
社
会
問
題
と
し
て
は
︑
売
買
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

彼
が
提
示
す
る
処
方
箋
は
︑
副
題
に
名
指
し
さ
れ
て
い
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
社
会
主
義
的
な
施
策
︑
コ
ン
ド
ル

セ
の
福
祉
国
家
的
な
政
策
で
も
な
く
︑
ま
た
ア
ダ
ム

=

ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
経
済
で
も
な
い
︒
国
内
の
農
業
を

振
興
し
て
食
糧
を
増
産
す
る
一
方
で
︑
あ
る
程
度
の
貧
困
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
で
︑
人
口
増

加
を
抑
制
す
べ
き
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

の
ち
に
社
会
主
義
者
か
ら
も
︑
福
祉
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
も
︑
ま
た
自
由
貿
易
主
義
者
か
ら
も
︑
マ
ル
サ

ス
が
批
判
さ
れ
る
の
は
︑
貧
困
を
社
会
政
策
で
救
済
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
︒
し
か
し
︑

マ
ル
サ
ス
が
副
牧
師
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
︑
貧
困
で
は
な
く
悪
徳
を
︑
人
口
論
の
課
題
に
位
置

づ
け
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒
聖
書
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
貧
し
い
人
々
は
︑
幸
い
で
あ
る
﹂
の
だ
か
ら
︒

政
策
論
で
は
な
く
人
口
の
歴
史
を
考
察
す
る
際
に
は
︑
彼
が
提
示
し
た
公
準
と
命
題
と
は
︑
い
ま
も
有
用
で

あ
ろ
う
︒
食
糧
と
人
口
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
生
産
量
だ
け
で
は
な
く
︑
季
節
的
変
動
や
食
糧
流
通
な
ど
の
テ

ー
マ
が
︑
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
ま
た
︑
出
産
率
と
人
口
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
未
婚
率
・
婚
姻
年
齢
・
出

序 章 人口史に何を聴くのか

3



産
間
隔
・
避
妊
・
合
計
出
生
率
・
嬰
児
殺
し
・
幼
児
死
亡
率
な
ど
の
人
口
学
の
テ
ー
マ
が
︑
演
繹
さ
れ
て
く
る
︒

マ
ル
サ
ス
の
中
国
論

中
国
人
口
史
を
論
じ
よ
う
と
す
る
本
書
の
冒
頭
で
︑
マ
ル
サ
ス
を
取
り
上
げ
た
の
に
は
︑
理
由
が
あ
る
︒
マ

ル
サ
ス
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
を
︑
し
ば
し
ば
中
国
と
対
比
し
な
が
ら
︑
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
当
時
︑

イ
ギ
リ
ス
は
中
国
を
統
治
す
る
清
朝
と
交
渉
し
て
︑
自
由
貿
易
の
門
戸
を
開
こ
う
と
し
て
い
た
︒
中
国
に
関
す

る
具
体
的
な
情
報
が
︑
英
語
の
文
献
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
当
時
の
最
新
の
情
報
に
基
づ
い
て
︑

彼
は
中
国
の
状
況
を
記
し
て
い
る
︒

マ
ル
サ
ス
の
中
国
論
を
拾
い
読
み
し
て
み
よ
う
︒

中
国
は
世
界
で
も
っ
と
も
肥
沃
な
国
で
︑
農
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
︒

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
家
畜
の
糞
で
施
肥
し
な
け
れ
ば
農
業
は
維
持
で
き
な
い
が
︑
中
国
で
は
肥
料
を
与
え

な
く
て
も
米
の
二
期
作
が
で
き
る
地
域
も
あ
る
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
土
地
は
な
い
︒

中
国
で
は
︑
す
べ
て
の
土
地
が
す
で
に
耕
作
さ
れ
て
お
り
︑
生
産
量
の
大
幅
な
増
加
は
見
込
め
な
い
︒

中
国
人
の
す
べ
て
の
階
層
で
︑
早
婚
が
一
般
的
で
あ
る
︒

中
国
の
法
律
で
は
︑
親
自
身
に
よ
る
捨
て
子
を
認
め
て
い
る
︒

4



老
い
た
両
親
の
扶
養
は
︑
息
子
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
︒

中
国
で
は
︑
労
働
の
賃
金
は
き
わ
め
て
低
い
︒
社
会
の
下
層
で
は
︑
最
小
限
の
食
糧
で
生
活
す
る
こ
と

に
慣
れ
て
い
る
︒
平
年
の
食
糧
生
産
量
で
は
︑
貧
困
層
は
か
つ
か
つ
の
生
活
し
か
で
き
ず
︑
凶
年
に
は
飢

饉
に
な
り
や
す
い
︒

中
国
の
人
口
は
停
滞
的
で
あ
る
︒

中
国
は
︑
そ
の
法
律
や
制
度
の
枠
内
で
︑
長
い
あ
い
だ
栄
え
て
き
た
︒

マ
ル
サ
ス
の
中
国
論
は
︑
彼
な
り
の
理
念
的
な
社
会
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
の
も
と

で
土
地
が
限
界
ま
で
耕
作
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
食
糧
が
劇
的
に
増
え
る
可
能
性
は
な
い
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
中
国
社
会
が
維
持
さ
れ
︑
繁
栄
を
維
持
し
て
い
る
理
由
は
︑
貧
困
層
が
生
存
で
き
る
限
界
の
生
活
水
準
に

置
か
れ
︑
さ
ら
に
老
人
の
扶
養
義
務
も
負
っ
て
い
る
た
め
に
︑
産
み
育
て
る
子
ど
も
の
数
を
抑
制
せ
ざ
る
を
得

な
い
た
め
︑
人
口
は
増
加
し
な
い
︒

中
国
の
よ
う
に
早
婚
で
あ
れ
ば
︑
売
春
宿
に
通
う
な
ど
の
悪
徳
も
減
る
に
違
い
な
い
︒
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
持

続
的
な
存
続
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
︑
中
国
の
よ
う
に
貧
困
層
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
だ
︒
他
の
著
述
家
が
提

案
す
る
救
貧
法
や
高
齢
者
扶
養
政
策
な
ど
は
︑
採
る
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
れ
が
マ
ル
サ
ス
の
見
解
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
︒
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人
口
論
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
一
八
世
紀
末
︑
中
国
の
人
口
は
︑
マ
ル
サ
ス
の
言
う
よ
う
に
停
滞
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
こ
に
示
し
た
グ
ラ
フ
︵
図
Ｐ
―
�
︶
を
眺
め
て
い
た
だ
き
た
い
︒
折
れ
線
グ
ラ
フ
は
趙
・
謝
﹃
中
国
人
口
史
﹄
︑

棒
グ
ラ
フ
は
曹
﹃
中
国
人
口
史
袂
袒
清
時
期
﹄
に
掲
げ
ら
れ
た
数
値
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
前
者

は
各
王
朝
の
統
計
値
に
修
正
を
加
え
て
︑
人
口
の
趨
勢
を
示
す
︒
後
者
は
︑
各
時
期
の
人
口
調
査
の
方
法
が
異

な
る
た
め
︑
比
較
的
信
頼
で
き
る
統
計
値
を
選
ん
で
示
す
︒
各
時
期
の
数
値
の
性
格
が
異
な
る
の
で
︑
あ
え
て

線
で
結
ん
で
い
な
い
︒

折
れ
線
グ
ラ
フ
と
棒
グ
ラ
フ
と
で
は
︑
相
違
は
あ
る
も
の
の
︑
一
八
世
紀
な
か
ば
に
人
口
が
急
増
し
て
い
た

こ
と
を
︑
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
八
世
紀
末
の
中
国
の
人
口
は
︑
上
り
坂
の
途
中
に
位
置
し
て
い
た
︒

一
八
世
紀
末
の
中
国
の
人
口
は
︑
け
っ
し
て
停
滞
的
で
は
な
か
っ
た
︒
人
口
爆
発
と
も
い
え
そ
う
な
急
増
が

清
代
に
始
ま
り
︑
二
一
世
紀
ま
で
続
く
︒
こ
の
よ
う
な
人
口
爆
発
が
起
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒
ま
た
︑
一
八

世
紀
以
前
の
人
口
が
せ
い
ぜ
い
一
億
と
い
う
水
準
に
留
ま
っ
て
い
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒

本
書
で
は
︑
あ
ら
た
め
て
中
国
の
人
口
を
︑
先
史
時
代
か
ら
人
口
急
増
後
の
一
九
世
紀
ま
で
︑
た
ど
っ
て
い

く
︒
二
〇
世
紀
以
降
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
︑
巨
大
な
人
口
を
擁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
国
を
︑
近
現
代

世
界
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
︒

そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
︑
マ
ル
サ
ス
が
提
示
し
た
公
準
に
立
ち
返
っ
て
︑
動
物
と
し
て
の
人
間
の
特
質
と
い
う

8



起
点
か
ら
︑
始
め
よ
う
︒

中
国
人
口
史
と
は
何
か

｢

中
国
人
口
史
﹂
を
掘
り
下
げ
る
と
大
見
得
を
切
っ
た
が
︑
そ
の
対
象
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
︒

｢

日
本
人
口
史
﹂
を
横
目
で
見
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
﹁
日
本
列
島
に
暮
ら
す
人
々
﹂
が
対
象
と
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
︒
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
の
場
合
︑
ど
こ
ま
で
が
日
本
の
歴
史
の
範
囲
な
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
︑
沖
縄

と
北
海
道
な
ど
の
地
域
を
除
い
て
︑
あ
ま
り
自
覚
的
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
こ
と
が
中
国
と
な
る
と
︑
歴
史
地
図
を
開
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
一
目
瞭
然
︒
中
国
史
の
範
囲
は
時

期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
︒
﹁
中
国
を
統
一
し
た
﹂
と
さ
れ
る
王
朝
の
版
図
を
見
比
べ
て
み
た
だ
け
で
も
︑

大
き
な
違
い
が
あ
る
︒
中
国
人
口
史
の
範
囲
は
︑
こ
の
よ
う
に
日
本
人
口
史
と
は
異
な
り
︑
自
明
で
は
な
い
︒

論
じ
る
人
の
責
任
で
︑
そ
の
対
象
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
︒

ま
ず
︑
﹁
中
国
史
﹂
と
は
︑
何
な
の
か
︒

中
国
の
起
源
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
い
に
は
︑
﹃
史
記
﹄
に
記
さ
れ
た
三
皇
五
帝
の
神
話
の
時
代
に
相

当
す
る
新
石
器
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
か
︑
王
朝
と
い
う
政
治
形
態
が
始
ま
っ
た
夏
朝
が
起
点
と
な
る
か
︑

文
明
の
大
枠
が
定
ま
る
周
代
な
の
か
︑
秦
の
始
皇
帝
が
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
時
期
な
の
か
︑
い
く
つ
も
の

答
え
が
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
数
千
年
の
歴
史
を
誇
っ
て
い
る
︒

序 章 人口史に何を聴くのか
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｢

中
国
人
口
史
﹂
の
対
象
と
な
る
﹁
中
国
人
﹂
は
︑
ど
の
範
囲
の
人
々
な
の
か
︒

｢

自
分
は
漢
族
だ
﹂
と
自
任
し
て
い
る
人
々
な
の
か
︑
中
華
人
民
共
和
国
の
国
籍
を
有
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
や

ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
も
含
む
の
か
︑
異
な
る
政
治
制
度
の
も
と
に
あ
る
台
湾
が
入
る
の
か
︑
あ
る
い
は
海
外
に
展

開
し
て
い
る
華
人
も
加
え
る
の
か
︑
い
く
つ
も
の
考
え
方
が
あ
る
が
︑
世
界
人
口
の
お
よ
そ
五
分
の
一
を
占
め

て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

視
点
が
異
な
れ
ば
︑
い
く
つ
か
の
﹁
中
国
人
口
史
﹂
が
並
立
で
き
る
が
︑
本
書
で
は
中
国
文
明
が
包
摂
し
た

人
口
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
文
明
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
︑
は
じ
め
て
ヒ
ト
と
い
う
動

物
の
﹁
頭
数
﹂
を
調
べ
る
意
義
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

｢

文
明
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
語
る
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
書
で
は
次

の
よ
う
に
考
え
た
い
︒
ヒ
ト
︵
現
生
人
類
︑
学
名H

o
m
o
sa
p
ien

s
sa
p
ien

s

︶
は
︑
他
の
動
物
と
は
異
な
り
︑
群
の
生

息
域
の
枠
を
越
え
て
︑
他
の
群
の
生
息
域
と
の
あ
い
だ
で
モ
ノ
を
授
受
し
て
い
る
︒
ヒ
ト
は
交
易
を
行
う
動
物

で
あ
る
︒
ヒ
ト
の
歴
史
の
な
か
で
︑
あ
る
時
期
か
ら
社
会
の
な
か
で
交
易
を
専
門
と
す
る
人
々
が
現
れ
る
︒
こ

の
と
き
︑
﹁
文
明
﹂
が
始
ま
る
︒

ヒ
ト
以
外
の
動
物
は
︑
生
息
域
の
生
態
系
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
︑
増
え
続
け
る
こ
と
は
な
い
︒
草
と
ウ
サ

ギ
と
キ
ツ
ネ
の
た
と
え
で
は
︑
ウ
サ
ギ
が
増
え
る
と
︑
ウ
サ
ギ
を
捕
食
す
る
キ
ツ
ネ
が
増
え
る
︒
そ
の
た
め
に

ウ
サ
ギ
の
数
は
︑
増
え
続
け
ら
れ
な
い
︒
ウ
サ
ギ
が
減
っ
て
︑
獲
物
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
キ
ツ
ネ
が
少
な
く
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