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二
〇
〇
六
年
三
月
三
日
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
口
承
文
芸
」

と
題
す
る
国
際
会
議
が
千
葉
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
会
議
に
は
ロ
シ

ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
世
界
文
学
研
究
所
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
部
長
ビ
ク
ト
ル
・

Ｐ
・
ガ
ツ
ァ
ー
ク
氏
、
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
モ
ン
ゴ
ル
文
学
の
タ
ヤ
氏
、
立

命
館
大
学
の
真
下
厚
氏
、
和
光
大
学
の
坂
井
弘
紀
氏
、
白
老
ア
イ
ヌ
民
族

博
物
館
の
北
原
次
郎
太
氏
を
講
師
に
迎
え
た
。

　

こ
の
会
議
は
本
学
会
の
年
度
当
初
の
事
業
計
画
に
は
な
く
、
偶
々
、
千

葉
大
学
に
よ
る
「
国
際
会
議
助
成
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現

の
運
び
と
な
っ
た
。
短
い
準
備
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
西
北

大
学
、
新
疆
大
学
か
ら
の
著
名

な
叙
事
詩
研
究
者
五
名
、
国
内

在
住
の
外
国
人
研
究
者
な
ど
を

含
め
参
加
者
は
お
よ
そ
七
〇
名

に
も
な
っ
た
。

　

会
議
は
野
村
純
一
氏
の
挨
拶

で
始
め
ら
れ
、
実
行
委
員
会

の
趣
旨
説
明
の
あ
と
、
各
パ
ネ

国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
口
承
文
芸

荻 

原
　
眞 

子

ラ
ー
の
講
演
に
続
き
石
井
正
己
氏
の
司
会
で
討
論
が
行
わ
れ
た
。
全
体
の

司
会
は
三
浦
佑
之
氏
、
閉
会
の
辞
は
剣
持
弘
子
氏
、
ガ
ツ
ァ
ー
ク
氏
の
通

訳
は
熊
野
谷
葉
子
氏
で
あ
っ
た
。

　

テ
ー
マ
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
口
承
文
芸
」
の
趣
旨
は
、
第

三
十
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
「
口
承
文
芸
の
こ
れ
か
ら
」
と
連

動
さ
せ
、
創
設
三
〇
周
年
を
迎
え
る
学
会
の
節
目
と
し
て
今
後
の
研
究
に

つ
い
て
意
見
交
換
、
議
論
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。「
口
承
文

芸
と
は
な
ん
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
を
学
問
的
な
次
元
で
は
な
く
、
普
遍
的

な
人
類
の
文
化
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
話
す
こ
と
ば
の
営
み
」

と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
口
承
文
芸
は
語
り
手
と
聴
き
手
と
が
直

接
相
対
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
営
ま
れ
て
き
た
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承

と
創
造
の
総
体
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
〇
世
紀
の
後
半
か
ら

急
速
に
進
展
し
た
社
会
状
況
の
変
化
の
な
か
で
、
さ
ら
に
は
こ
こ
二
、三
〇

年
ほ
ど
の
間
に
生
じ
た
世
界
史
的
な
状
況
変
化
の
な
か
で
、
音
声
に
よ
る

口
承
文
芸
は
著
し
い
変
容
を
き
た
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
大
き
く
二
つ

の
局
面
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
多
様
多
岐

に
、
ま
た
限
り
な
く
拡
大
し
つ
つ
あ
る
情
報
化
の
な
か
で
世
界
的
に
「
こ

と
ば
」
の
様
態
の
変
容
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
他
は
、
少
数
者
社
会
の
言

語
の
衰
退
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
、
多
数
者
社
会
に
お
け
る
少
数
民
族

の
言
語
に
つ
い
て
格
別
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
状
況
の

な
か
で
、「
口
承
文
芸
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
、
研

究
者
は
ど
の
よ
う
に『
口
承
文
芸
』に
か
か
わ
っ
て
お
り
、ま
た
、か
か
わ
っ

て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
多
少
な
り
と
も
問
題
を
共
有
す
る

野村純一氏の開会挨拶
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各
巻
に
は
ソ
ノ
シ
ー
ト
か
ら
は
じ
ま
り
今
日
の
コ
ン
パ

ク
ト･

デ
ィ
ス
ク
な
ど
音
声
資
料
が
付
さ
れ
て
い
る
。
音

声
や
映
像
資
料
の
重
要
性
の
証
左
と
し
て
、
氏
は
貴
重

な
映
像
を
披
露
し
た
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年
に
ミ
ル
マ

ン･

パ
リ
ー
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

で
の
叙
事
詩
語
り
の
映
像
で
あ
る
。
文
字
テ
キ
ス
ト
か

ら
は
想
像
で
き
な
い
語
り
の
実
態
が
、
そ
の
映
像
を
ヒ

ン
ト
に
リ
ア
ル
に
再
現
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ル
バ
ー
ト･

ロ
ー
ド
が

画
期
的
な
著
作
『T

he Singers of T
ales

』
を
も
の
に
し
た
由
縁
で
あ
る
。

　

タ
ヤ
氏
は
「
中
国
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ガ
ル
と
そ
の
研
究
に
つ
い
て
」
語

り
手
、
研
究
、
収
集
・
出
版
を
中
心
に
そ
の
動
向
を
紹
介
し
た
。「
ジ
ャ

ン
ガ
ル
」
と
は
モ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
叙
事
詩
の
ひ
と
つ
で
、
そ
の
主
人
公
の

名
に
因
む
歴
史
性
の
強
い
叙
事
詩
で
あ
り
、
本
来
は
数
夜
に
わ
た
っ
て
語

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
伝
統
的
な
語
り
手
」
が
稀
少
に
な
っ
て

い
る
理
由
に
つ
い
て
、氏
は
文
字
文
化
や
テ
レ
ビ･

ラ
ジ
オ
の
普
及
に
よ
っ

て
「
聴
き
手
」
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
、
教
育
の
場
で
民
族
言
語
が
漢
語

に
と
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ジ
ャ
ン
ガ
ル

の
出
版
に
よ
り
テ
キ
ス
ト
を
暗
誦
す
る
演
唱
者
が
舞
台
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
登
場
し
、「
伝
統
芸
術
」
と
し
て
人
気
を
博
し
、
観
光
化
の
一
翼
を
担
っ

て
お
り
、
ま
た
、「
世
界
文
化
遺
産
」
登
録
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
る
と

い
う
。
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
動
向
は
正
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
見

ら
れ
る
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

坂
井
弘
紀
氏
は
「
二
十
一
世
紀
の
叙
事
詩
語
り
～
中
央
ア
ジ
ア
・
カ
ラ

こ
と
が
現
在
学
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
幸
い
、
こ
の
意
図

を
十
分
に
汲
ん
で
な
さ
れ
た
報
告
は
い
ず
れ
も
新
た
な
情
報
と
示
唆
に
富

み
、
続
く
全
体
討
論
を
通
じ
て
多
様
な
課
題
や
宿
題
が
明
る
み
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　

ガ
ツ
ァ
ー
ク
氏
は
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
遺
産
、
継
承
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

後
の
創
造
の
諸
形
態(

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
機
能
と
意
義)

」
と
題

し
て
、
ま
ず
、
欧
米
の
研
究
者
の
間
で
は
す
で
に
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」

の
視
点
か
ら
現
代
音
楽
や
大
衆
文
化
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
議
論
の
俎
上
に

上
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
そ
の
上
で
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
「
研
究
者

の
使
命
」
と
し
て
、現
代
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
今
日
の
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
を
未
来
へ
届
け
る
こ
と
こ
そ
が
研
究
者
の
責
務
で
あ
る
と
主
張
し

た
。「
わ
れ
わ
れ
研
究
者
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
記
録
す
る
こ
と
を
怠
れ
ば
、

未
来
の
人
間
か
ら
『
先
人
た
ち
は
、
あ
れ
ほ
ど
の
技
術
と
手
段
が
あ
り
な

が
ら
、
何
も
遺
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
』
と
い
う
謗
り
を
受
け
る
こ
と
に

な
ろ
う
」。『
ロ
シ
ア
叙
事
詩
大
全
』
二
十
五
巻
、『
シ
ベ
リ
ア･

極
東
諸
民

族
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
作
品
集
』
六
十
二
巻
の
企
画
出
版
が
進
ん
で
お
り
、

ガツァーク氏

タヤ氏
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カ
ル
パ
ク
を
例
に
～
」
と
題
し
、
ウ
ズ
ベ
ク
共
和
国
の
西
に
位
置
す
る
カ

ラ
カ
ル
パ
ク
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
き
、
遊
牧
民
の
も
と
で
盛

ん
に
行
わ
れ
て
き
た
英
雄
叙
事
詩
の
語
り
手
が
今
日
も
な
お
連
綿
と
し
て

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
テ
ュ
ル
ク
語
系
の

民
族
共
和
国
は
ソ
連
崩
壊
後
独
立
し
、
各
地
で
民
族
意
識
の
高
揚
と
民
族

文
化
の
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
英
雄
叙
事
詩
は
「
国
民

統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
」、
そ
う
し
た
社
会
的

な
背
景
の
も
と
に
若
手
の
活
躍
が
あ
る
。
氏
は
中
央
ア
ジ
ア
に
広
く
知
ら

れ
て
い
る
「
ノ
ガ
イ
大
系
」
の
ひ
と
つ
「
エ
デ
ィ
ゲ
」
と
い
う
叙
事
詩
が

弦
楽
器
コ
ブ
ズ
の
伴
奏
で
語
ら
れ
る
映
像
を
紹
介
し
た
。
そ
の
若
い
語
り

手
た
ち
は
父
親
の
語
り
を
継
承
す
る
「
伝
統
的
な
語
り
手
（
ジ
ュ
ラ
ウ
）」

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
英
雄
叙
事
詩
の
異
な
る
流
派
の
系

譜
に
属
す
る
。
一
般
的
に
口
承
文
芸
に
つ
い
て
は
悲
観
的
な
風
潮
が
あ
る

な
か
で
、
こ
の
報
告
は
演
題
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
ジ
ュ
ラ
ウ
」
の
伝
統

が
今
後
に
も
大
い
に
期
待
で
き
る
と
い
う
希
望
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

真
下
氏
は
「
奄
美
・
沖
縄
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
現
状
」
に
つ
い
て
、

昔
話
、
呪
詞
、
島
唄
を
と
り
上
げ
、
そ
の
状
況
の
変
化
を
「
共
通
語
化
」、

「
社
会
的
状
況
の
変
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
一
九
七
五
年
来
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
明
快
に
説
い
た
。
琉
球
方
言
に
は
奄
美･

沖
縄
地

域
と
宮
古
・
八
重
山
地
域
で
大
き
な
差
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
島
々
に
は
固

有
の
方
言
が
あ
る
。
そ
う
し
た
多
様
な
言
語
世
界
で
豊
か
に
営
ま
れ
て
き

た
口
承
文
芸
に
共
通
語
化
の
動
き
が
あ
る
。
家
族
の
な
か
だ
け
で
語
ら
れ

て
い
た
「
知
恵
の
あ
る
話
」（
昔
話
）
が
紙
芝
居
に
よ
っ
て
共
通
語
で
一

般
化
す
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、
即
興
的
な
掛
け
合
い
を
本
領
と
す

る
島
唄
が
歌
謡
大
会
な
ど
で
独
唱
さ
れ
る
に
及
び
、
音
域
や
テ
ン
ポ
の

違
っ
た
歌
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
映
像
な
ど
で
対
照
的
に
示
さ

れ
た
。
宮
古
島
や
竹
富
島
な
ど
で
は
祭
祀
の
神
役
と
な
る
女
性
が
減
少
し
、

そ
の
た
め
に
呪
詞
の
伝
承
が
難
し
く
な
り
、
記
録
ノ
ー
ト
が
書
写
、
受
け

継
が
れ
、
そ
れ
が
朗
誦
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
氏
は
南

西
諸
島
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
広
範
な
研
究
を
踏
ま
え
て
多
様
な
ジ
ャ
ン

ル
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
指
摘
さ
れ
た
状
況
の
変
化
は
い
ず
れ
も
世
界

的
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

北
原
次
郎
太
氏
は
「
ア
イ
ヌ
語
口
承
文
芸
を
聞
く
・
語
る　

近
年
の
事
例
」
と
し
て
、
ま
ず
、
口
承
文
芸
の
前
提
で
あ
る

ア
イ
ヌ
語
が
明
治
以
降
の
諸
政
策
に
よ
り
日
常
生
活
で
話
さ

れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
特
に
、
男
性
の
担
う
ジ
ャ
ン
ル
（
祈

り
言
葉
、
挨
拶
、
葬
送
、
裁
判
な
ど
で
の
口
上
）
が
早
期
に

失
わ
れ
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
口
承
文
芸
は
研

坂井弘紀氏

真下厚氏
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究
者
を
聴
き
手
と
し
て
語

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
は
文
字
や
録
音
に
よ
っ

て
記
録
保
存
さ
れ
た
。
新

し
い
動
き
は
一
九
八
〇
年

代
か
ら
顕
著
に
な
り
、
ア

イ
ヌ
語
学
習
の
機
運
が
高

ま
り
、
ア
イ
ヌ
語
教
室
、
弁
論
大
会
、
儀
礼
の
復
興
な
ど
が
盛
ん
に
な
る
。

実
践
的
に
北
原
氏
は
自
ら
の
結
婚
式
を
ア
イ
ヌ
語
で
ア
イ
ヌ
の
伝
統
に

倣
っ
て
挙
げ
た
。
口
承
に
よ
る
伝
承
が
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
現
在
、
テ
キ

ス
ト
や
音
声
資
料
に
よ
っ
て
習
得
し
復
元
す
る
上
で
の
問
題
は
、「
丸
暗

記
に
よ
る
語
り
の
硬
直
化
」
で
あ
る
。
本
来
、
韻
文
の
語
り
に
は
常
套
句

が
多
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
語
り
の
豊
か
さ
、
即
興
性
が
そ
な
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
文
字
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
口
承
の
復
元
が
も
つ
こ
の
問
題
は
あ

ら
ゆ
る
場
合
に
共
通
す
る
。「
こ
と
ば
」
の
重
み
に
つ
い
て
、「
ア
イ
ヌ
語

は
民
族
の
魂
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
口
承
文
芸
は
『
法
の
御
蔵
』
で

あ
る
」
と
い
う
主
張
も
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
諸
民
族
の
状
況
に
つ
い
て

等
し
く
当
て
は
ま
ろ
う
。

　

全
体
の
討
論
で
は
石
井
氏
の
巧
み
な
誘
導
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
引
き

出
さ
れ
た
。
な
か
で
も
主
要
な
こ
と
の
ひ
と
つ
は
研
究
者
の
役
割
が
記
録

保
存
に
あ
る
と
い
う
ガ
ツ
ァ
ー
ク
氏
の
指
摘
が
、
学
会
の
従
来
の
活
動
を

再
確
認
す
る
上
で
力
強
い
励
ま
し
と
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
文
字
化
、
テ
キ
ス
ト
化
が
伝
承
者
に
と
っ
て
限
界
が
あ
る
こ

と
も
モ
ン
ゴ
ル
の

英
雄
叙
事
詩
、
南

西
諸
島
の
呪
詞
、

ア
イ
ヌ
の
口
承
文

芸
な
ど
の
例
で
示

さ
れ
た
。
こ
れ
と

対
照
的
で
あ
る
の

は
、
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
の
若
手
の
語
り

手
が
父
祖
伝
来
の

語
り
を
継
承
す
る

「
伝
統
的
な
語
り

手
」
で
あ
り
、
そ

の
活
動
に
は
確
た

る
社
会
的
な
基
盤

が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
会
議
を

通
じ
て
本
学
会
が
標
榜
し
て
き
た
「
口
承
」
の
意
義
が
改
め
て
鮮
明
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」
の
な
か
で
こ
の
課
題
を
検
討
す

る
こ
と
は
今
後
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
の
会
議
は
、

石
井
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、
そ
の
「
は
じ
め
の
一
歩
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

（
お
ぎ
は
ら
・
し
ん
こ
／
千
葉
大
学
）

北原次郎太氏

全体討論会


