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i：イユタビュー：

ん
ど
い
ま
せ
ん
。
陛
下
で
す
。
世
界
の
中
で
、

む
し
ろ
、
山
、
川
、
草
、
王
様
に
し
ろ
、
皇
族
、
皇

木
と
い
っ
た
、
生
き
と
し
帝
に
し
ろ
、
万
世
一
一
糸
の

生
け
る
も
の
の
全
て
に
神
天
皇
と
い
う
も
の
は
ど
こ

が
宿
っ
て
い
る
、
神
だ
ら
に
も
い
ま
せ
ん
。
日
本
の

け
の
国
と
言
っ
て
も
い
い
天
皇
は
、
連
綿
と
し
て
つ

で
し
ょ
う
。
宗
教
を
原
因
づ
く
日
本
の
歴
史
の
連
続

と
す
る
戦
い
は
世
界
の
ど
性
の
象
徴
な
の
で
す
。

こ
で
も
み
ら
れ
ま
す
が
、

紺
田

憲
法
の
第
1
条

日
本
に
だ
け
は
宗
教
戦
争
に
、
「
天
皇
は
日
本
国
の
象

は
あ
り
ま
せ
ん
。
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統

私
は
、
同
質
的
と
い
う
合
の
象
徴
で
あ
る
」
と
書

き

言
葉
で
、
ま
ず
は
日
本
の
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

－

国
柄
を
語
る
こ
と
が
で
き
渡
辺
こ
れ
自
体
は
い
一

る
の
で
は
な
い
か
と
。
い
で
し
ょ
う
ね
。
象
徴
は

－

紺
田
も
う
1
つ
の

目
に
見
え
な
い
も
の
を
一

「
連
続
的
」
と
い
う
キ
l

「
見
え
る
化
」
す
る
こ
と

一

ワ
l
ド
は
、
ど
の
よ
う
に
な
の
で
、
例
え
ば
日
の
丸

－

考
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
を
見
た
時
に
、

君
が
代
を
－

う

か

。

歌

う

時

に

、

「

あ

あ

、

こ

れ

一

渡
辺

同
質
的
で
あ
る
が
日
本
な
の
だ
」
と
思
っ
－

が
ゆ
え
に
、
連
続
的
で
あ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
哩

る
。
連
続
的
で
あ
っ
た
が
が
象
徴
で
す
。

ゆ
え
に
、
同
質
的
で
あ
る
日
本
の
天
皇
は
他
の
誰

と
も
言
え
ま
す
。
し
も
持
つ
こ
と
の
で
き
な

連
続
的
と
言
わ
れ
た
場
い
権
威
そ
の
も
の
で
す
。

合
に
、
私
が
す
ぐ
に
思
い
権
力
シ
権
威
を
分
離
し
て
、

l

’

浮
か
べ
る
の
権
威
の
み
が
ず
っ
と
持
続

一E
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尽
、
降
雪
司
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』
K
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問
国
Z
刊
・
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’
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は
、
伊
勢
神
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
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E
布
」
日

4

言

者

宮
の
式
年
遷
は
日
本
人
の
相
当
な
知
恵

ー

宮
で
す
。
加
だ
と
思
い
ま
す
。
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司
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紺
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E

G
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憲
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・
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に
、
全
く
同
条
が
、
共
同
体
と
家
族
の

じ
素
材
を
使
い
、
同
じ
技
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
最
悪

術
に
よ
り
宝
物
を
造
つ
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
想
の
、

移
し
変
え
ま
す
。
こ
れ
が
憲
法
上
の
根
拠
で
あ
る
」

6
9
0年
の
持
統
天
皇
の

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま

時
代
か
ら
臼
回
繰
り
返
さ
す
ね
。
ま
ず
憲
法
第
日
条

れ
て
き
ま
し
た
。
に
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、

こ
れ
は
も
う
日
本
の
歴
個
人
と
し
て
尊
重
き
れ
る
」

史
の
連
続
性
を
示
す
も
の
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
。

以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り

渡
辺

個
人
は
英
語
で

ま
せ
ん
。

は

「

イ

ン

デ

ィ

ピ

デ

ュ

ア

も
う
1
つ
は
天
皇
で
す
。

今
上
天
皇
は
1
2
5代
の

内
外
ニ
ュ
ー
ス
「
創
業
必
周
年
記
念
特
集
号
」
の
第
3
弾
と
し
て
、
「
教
育
対
談
」
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
座
談

会
」
に
続
き
、

「憲
法
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
を
実
施
し
た
。
い
ま
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
は
、
多
極
化
、

多
様
化
の
な
か
で
、
極
東
ア
ジ
ア
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ま
さ
に
混
迷
を
深
め
て
い
る
。
ま
た
今
年
は
、

憲
法
施
行
叩
年
目
の
節
目
に
も
当
た
り
、
次
な
る
初
年
に
向
か
っ
て
自
ら
の
手
で
切
り
拓
く

「未
来
に
生

き
る
世
代
が
頑
張
れ
る
よ
う
な
国
創
り
」
を
め
ざ
し
、
「
国
の
道
筋
を
明
確
に
す
る
」
「
家
族
、
共
同
体
、

国
家
の
尊
厳
と
は
何
か
」
な
ど
を
中
心
に
、拓
殖
大
学
学
事
顧
問
の
渡
辺
利
夫
氏
に
、
特
に
憲
法
と
国
体
（
国

柄
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。

紺
田
最
初
に
、
昨
年

9
月
に
成
立
し
ま
し
た
、

平
和
安
全
法
制
に
つ
い
て
、

と
感
想
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。渡

辺
大
騒
ぎ
の
末
に

よ
う
や
く
成
立
。
多
少
、

安
堵
は
し
て
い
ま
す
。

「
集
団
的
自
衛
権
行
使
容

認
」
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
懸
案
が
解
決
の
方
向
に

向
け
て
ハ

l
フ
ス
テ
ッ
プ

前
進
で
き
ま
し
た
。
た
だ

し
、
こ
と
で
の
集
団
的
自

衛
権
は
極
め
て
限
定
的
な

行
使
容
認
で
、
日
本
の
存

。

立
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る

「存
立
危
機
事
態
」
の
よ

う
な
場
合
に
初
め
て
発
動

で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。し

か
し
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
事
態
な
の
か
、

少
々
不
鮮
明
で
す
。
し
か

も
、
あ
の
よ
う
に
限
定
的

に
条
文
を
設
定
し
て
し
ま

う
と
、
実
際
に
事
が
起
こ

っ
た
時
に
、
現
に
今
、
そ

の
状
態
が
や
っ
て
き
そ
う

で
す
が
、
官
邸
も
自
衛
隊

も
極
め
て
動
き
に
く
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
個

別
的
自
衛
権
や
集
団
的
自

衛
権
の
議
論
に
お
い
て
は
、

そ
の
テ
l
マ
が

「い
か
に

国
を
守
る
か
」
ば
か
り
に

集
中
し
て
、
「
何
を
守
る
の

か
」
と
い
ク
議
論
が
全
く

憲法には

拓

殖大

ザ品Lιー

学事顧

問． 
渡思
辺長

利夫
氏

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
l

か
、
そ
の
国
柄
を
ど
の
よ

う
に
守
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
憲
法
の

前
文
に
は
、
国
体
は
も
と

よ
り
国
柄
も
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
の
国

の
憲
法
に
は
、
「
守
る
べ
き

祖
国
と
は
何
か
」
が
書
い

て
あ
り
ま
す
。
憲
法
は
、

そ
の
た
め
に
こ
そ
存
在
す

日
本
は
「
同
質
性
」

な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

す
。
こ
ん
な
こ
と
で
い
い

わ
け
が
な
い
。

紺
田

憲
法
の
前
文
に

は
、
何
を
守
る
の
か
、
国

体
が
書
か
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
か
。

渡
辺

日
本
の
歴
史
、

文
化
、
伝
統
を
含
め
、
「
国

体
」
と
い
う
よ
り
は
「
国

柄
」
で
す
。
ど
う
い
う
国

柄
の
日
本
を
つ
く
る
べ
き

る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

と
こ
ろ
が
我
が
国
の
憲

法
は
、「
平
和
を
愛
す
る
諸

国
民
の
公
正
と
信
義
に
信

頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全

と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と

決
意
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。

日
本
を
守
る
た
め
に
日

本
人
は
、
自
分
の
手
は
汚

さ
ず
に
、
「あ
な
た
任
せ
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。
独
立

自
尊
の
精
神
が
、
全
く
見 内

外
ニ
ュ
ー
ス
・
企
画
担
当

ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に

ひ
ど
い
「
他
力
本
願
」
で
、

こ
れ
が
憲
法
の
全
体
系
の

精
神
を
う
た
う
は
ず
の
前

文
に
あ
る
こ
と
が
、
い
か

に
大
き
な
制
約
に
な
っ
て

い
る
か
。

紺
田
日
本
の
国
柄
を

ど
の
よ

h

つ
に
考
え
て
い
け

ば
と
お
考
え
で
す
か
。

渡
辺
私
は
そ
の
こ
と

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

「
同
質
的
」
と
「
連
続
的
」

と
い
う
2
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
を
あ
げ
た
い
。

日
本
ほ
ど
同
質
的
な
国

家
は
、
世
界
の
ど
こ
に
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
「
人

種
的
同
質
性
」
は
科
学
的

に
も
論
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
の
よ
う
な
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
も
あ
ηま
す
が
、

紺
田
康
夫

そ
れ
を
除
け
ば
全
く
同
じ

人
種
が
一
民
族
に
な
り
、

一
国
家
に
な
っ
て
い
ま
す
。

他
の
国
は
み
ん
な
パ
ッ
チ

ワ
ー
ク
、
多
人
種
の
混
交

な
の
で
す
。

次
に
、
「
言
語
的
同
質

性
」
も
あ
り
ま
す
。
日
本

語
の
起
源
は
ど
こ
か
に
つ

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ

ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
結

局
、
日
本
語
の
起
源
は
ど

こ
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

起
源
は
不
明
な
の
で
す
か
、

日
本
列
島
の
中
だ
け
で
使

わ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
こ
と
が
立
証
さ

れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
「
宗
教
的
同

質
性
」
で
す
。
日
本
に
は

唯
一
絶
対
の
神
が
い
る
と

考
え
て
い
る
人
は
、
ほ
と

3
面
に
続
く
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自
由
な
る
個
人

と
こ
ろ
で
は
絶
対
に
受
け

入
れ
な
い
」
と
、
大
騒
ぎ

に
な
り
ま
し
た
。

自
分
が
因
っ
て
い
る
時

に
、
他
に
助
け
を
求
め
る

の
は
当
然
な
の
に
、
他
人

が
困
っ
た
時
に
は
自
分
は

関
係
な
い
、
助
け
よ
う
と

は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
激
し
い
エ

ゴ
イ
ズ
ム
が
、
蔓
延
し
て

い
ま
す
。
私
は
日
本
人
の

言
う
個
人
主
義
は
、「
個
体

至
上
主
義
」
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
生
き
て
い
る
自

分
だ
け
が
大
事
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
、
個
体
至
ト
宝

義
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
観
念
を

つ
く
り
出
し
た
の
が
、
憲
法

そ 達
のす
他る
の た
戦め
プフ

同襲止！
こ 空
れ軍

が
、
す
さ
ま

じ
い
も
の
に

な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の

う
え
、
朝
鮮

半
島
が
危

h

っ

く
な
り
、
中

国
の
海
洋
膨

張
も
あ
り
ま

す。
集
団
的
自

衛
権
は
保
有

す
る
が
行
使

で
き
な
い
と

い
う
政
府
解

釈
だ
け
で

は
、
と
て
も

や
っ
て
い
け

な
い
と
い
う
状
視
に
な

り
、
平
和
安
全
法
制
が
で

「
個
体
至
上
主
義
」
か
ら

の
第
日
条
と
第
M
条
に
あ

る
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

紺
田

憲
法
第
9
条
に

移
り
ま
す
が
、
こ
の
第
2

項
が
問
題
で
あ
る
と
。

渡
辺

憲
法
第
9
条
第

1
項
の
「
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
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
」
と
い
う
の
は
、

こ
の
ま
ま
で
い
い
と
思
い

ま
す
。問

題
は
憲
法
第
9
条
第

2
項
の
「
前
項
の
目
的
を

を
保
持
し
な
い
。
国
の
交

戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な

い
」
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ

で
は
自
衛
隊
の
存
在
は
明

ら
か
に
違
憲
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
し
、
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
が
容
認
さ
れ

た
と
い
っ
て
も
、
自
衛
隊

に
で
さ
る
こ
と
に
は
限
り

が
あ
り
ま
す
。

米
ソ
冷
戦
の
中
で
日
本

は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘

の
下
で
経
済
成
長
を
し
、

国
防
の
こ
と
な
ど
考
え
も

せ
ず
に
豊
か
な
生
活
を
事

受
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
冷
戦
が
崩
壊

し
て
以
降
、
人
種
や
宗
教
、

言
語
を
要
因
と
す
る
対
立

「9
条
を
守
る
。
変
え
な

い
」
と
い
う
前
提
で
、
憲

法
解
釈
の
マ
キ
シ
マ
ム
を

や
っ
て
み
せ
た
と
い
う
の

が
平
和
安
全
法
制
で
す
。

し
か
し
、
も
う
こ
れ
も

限
界
で
あ
り
、
や
は
り
9

条
2
項
を
変
え
て
、
「
戦
力

を
持
っ
た
国
軍
を
保
有
す

る
」
と
い
う
こ
と
に
し
な

い
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
最
近
は

第
l
項
、
第
2
項
は
そ
の

ま
ま
に
し
て
、
第
3
項
を

つ
く
り
た
い
と
安
倍
さ
ん

は
言
っ
て
い
ま
す
ね
。

紺
田
憲
法
第
9
条
第

2
項
を
変
え
る
た
め
に
必

要
な
こ
と
は
何
で
す
か
。

渡
辺

今
の
極
東
ア
ジ

脱
却
せ
よ

き
た
わ
け
で

寸

す
が
、
残
念

…－

な
が
ら
こ
れ
一甑

で
は
急
場
に
舗

は
間
に
合
わ

…一d

な
い
だ
ろ
う

γ

と
思
い
ま
す
。

紺
田
憲
法
第
9
条
を

改
正
で
き
る
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す

ね。
渡
辺
こ
こ
が
安
倍
政

権
の
最
大
の
力
の
見
せ
ど

こ
ろ
に
な
っ
て
く
る
で
し

ょ
う
。
第
9
条
第
2
項
を

変
え
な
い
で
、
こ
の
解
釈

を
も
う
一
歩
出
た
ら
、
憲

法
違
反
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
安
倍
さ
ん
も

ア
地
政
学
は
非
常
に
危
う

い
の
で
す
が
、
こ
の
危
う

さ
の
中
で
、
日
本
を
ど
う

す
る
か
と
い
う
選
択
を
究

極
的
に
国
民
に
迫
る
状
況

が
出
て
こ
な
い
と
、
第
9

条
を
変
え
る
と
い
う
方
向

に
舵
が
取
れ
な
い
の
で
し

ょ
う
ね
。
困
っ
た
国
論
で

す
よ
。日

本
と
い
う
国
は
、
国

際
的
利
益
は
事
受
し
な
が

ら
、
国
際
的
な
協
力
や
自

《わ
た
な
べ
・
と
し
お
》

1
9
3
9年
6
月
甲
府
市
生

ま
れ
。
慶
応
義
塾
大
学
、
同
大
学
院
修
了
。
経
済
学
博

士
。
筑
波
大
学
教
授
、
東
京
工
業
大
学
教
授
、
拓
殖
大
学
総

長
を
経
て
現
職
。
外
務
省
国
際
協
力
に
関
す
る
有
識
者
会

説
明
議
長
。
外
務
大
臣
表
彰
。
正
論
大
賞
。
著
書
は
『
成
長
の

ア
ジ
ア
停
滞
の
ア
ジ
ア
』
（
吉
野
作
造
賞
）
、
『
開
発
経
済

学
』
（
大
平
正
芳
記
念
賞
）
、『
西
太
平
洋
の
時
代
』
（
ア
ジ
ア

太
平
洋
賞
大
号
、
『
一
神
経
症
の
時
岱
（
開
高
重
正
号
、
震

哉
と
山
頭
火
｜
死
を
生
き
る
』
（
ち
く
ま
文
庫
）
な
ど
多
数
。

紺田康夫

分
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
に

対
し
て
は
、
非
常
に
強
く

塗
巡
す
る
国
家
と
い
う
意

味
で
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
す
。

現
実
と
な
っ
た
今
の
軍

事
的
脅
威
、
例
え
ば
北
朝

鮮
の
金
正
思
が
核
ミ
サ
イ

ル
の
発
射
ボ
タ
ン
を
押
す

可
能
性
は
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
た
め
の
議
論
が
な
さ

れ
な
い
で
い
い
わ
け
が
あ

り
ま
せ
ん
。

「
策
源
地
攻
撃
」
に
つ

い
て
、
こ
れ
か
ら
国
会
で

議
論
し
よ
う
と
い
う
空
気

が
よ
う
や
く
出
て
き
た
の

で
す
が
、
北
朝
鮮
が
今
に

も
ボ
タ
ン
を
押
そ
う
と
思

っ
て
い
る
の
に
、
今
か
ら

議
論
し
て
い
た
の
で
は
間

に
合
い
ま
せ
ん
。
し
か
も

議
論
し
た
と
こ
ろ
で
、
次

の
制
約
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
策
源
地
攻
撃

を
し
て
も
よ
い
と
い
う
法

律
を
つ
く
っ
て
も
、
攻
撃

す
る
た
め
の
実
際
の
ハ
ー

ド
ウ
ェ
ア
が
あ
り
ま
せ
ん
。

「専
守
防
衛
」
と
い
う
考

え
方
は
今
も
生
き
て
い
る

の
で
、
そ
の
た
め
の
対
地

ミ
サ
イ
ル
や
攻
撃
機
な
ど

の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
持
と

う
と
な
っ
て
も
、

4
、
5

年
は
か
か
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
、
「
対
米
従
属
」

ル
」
で
す
が
、
福
沢
諭
吉

は
こ
の
英
語
を
見
て
、
訳

す
に
訳
せ
な
か
っ
た
と
言

っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
は

存
在
し
な
い
観
念
で
す
か

ら
。
そ
れ
で
彼
は
、
「
独
一

個
人
」
と
訳
し
た
の
で
す
。

も
う
こ
れ
以
上
分
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
「
個
」
と

い
う
わ
け
で
す
。

「
個
人
」
と
い
う
の
は

絶
対
的
存
在
で
あ
り
、
権

力
者
が
個
人
の
自
由
や
権

利
を
侵
す
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
思
想
で
す
。
個

ん
が
何
に
も
勝
り
、
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
想
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

伝
統
が
日
本
に
あ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
全

て
の
人
聞
は
家
族
、
血
縁

の
成
員
な
の
で
す
。
つ
ま

り
「
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、

今
な
お
日
本
人
の
中
に
根

付
い
て
い
ま
せ
ん
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個

人
を
尊
重
し
、
共
同
体
を

破
壊
し
つ
づ
け
て
い
ま

す
。
「
個
人
の
生
存
権
」
ば

か
り
が
う
た
わ
れ
、
「
家
族

の
生
存
権
」
が
な
い
が
し

ろ
に
さ
れ
、
家
族
が
崩
壊

し
、
少
子
高
齢
化
と
い
う

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
人

口
構
造
に
日
本
は
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

紺
田

次
に
、
憲
法
第

M
条
に
は
「
婚
姻
は
両
性

の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て

成
立
す
る
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

渡
辺

と
個
人
が
、
誰
の
介
入
も

な
く
結
び
つ
い
て
で
き
あ

が
る
も
の
が
婚
姻
で
あ
り
、

同
時
に
両
性
は
平
等
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
す
－
。

し
か
し
こ
の
中
に
は

「
婚
姻
と
は
、
家
族
と
い

う
共
同
体
の
一
番
基
礎
的

な
べ

l
ス
で
あ
る
家
族
を

つ
く
る
も
の
だ
」
と
い
う

感
覚
が
、
ど
こ
に
も
あ
り

ま
せ
ん
。

出
生
率
の
低
下
が
著
し

い
で
す
ね
。
昨
年
は
出
生

数
が
つ
い
に
1
0
0万
人

を
割
り
ま
し
た
。
日
本
の

人
口
は
2
0
0
4年
の
1

億
2
7
0
8万
人
を
ピ
ー

ク
に
、
い
ず
れ
8
0
0
0

万
人
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
こ

b

’

v

れ
で
は
日
本

1
5へま

と
い
う
国
家

E
E
3
κ
l
i
a
F，
町

が
存
立
で
き

｜

医
長

「
憲
法
9
条
改
正
」
が
安
倍
政
権
の
正
念
場

立
た
な
し

警
察
は
機
能
不
全
に
な

る
。
周
辺
諸
国
と
の
国
力

の
差
が
大
き
く
な
り
、
二

流
国
か
ら
三
流
国
に
落
ち

て
し
ま
い
ま
す
。
第
日
条

と
第
M
条
は
、
「
我
が
内
な

る
敵
」
な
の
で
す
。

東
日
本
大
震
災
の
時
の

廃
棄
物
の
問
題
は
、
今
な

お
残
る
大
問
題
で
す
。
大

地
震
発
生
間
も
な
い
段
階

で
、
が
れ
き
は
発
生
地
、

つ
ま
り
県
内
処
理
と
い
う

原
則
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
県
内
処
理
で
き
な

い
分
を
、
公
域
処
理
と
言

っ
て
、
他
県
が
引
き
取
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
、

各
県
の
反
勢
力
が
「
俺
の

－
東
京
講
演
・
懇
談
会

マ
6
月
6
日
（
火
）
衆

議
院
議
員
、
石
破
茂
氏
「こ

れ
か
ら
の
政
治
課
題
｜

憲
法
改
正

・
北
朝
鮮

・
教

育
を
め
ぐ
っ
て
l
」

※
会
場
H
ザ
・
キ
ャ
ピ

ト
ル
ホ
テ
ル
東
急
l
F

「
鳳
且
」

－
地
方
講
演
・
懇
談
会

マ
6
月
幻
日
（
水
）
周
南

H
大
武
健
一
郎
氏
「
理
局
齢

社
会
に
向
か
う
日
本
経
済

の
行
方

1
パ
ラ
ダ
イ
ム

転
換
の
世
界
の
中
で
i
」

な
ど
と
い
う
自
虐
的
な
物

言
い
は
や
め
て
、
日
米
同

盟
の
信
頼
関
係
を
よ
り
深

め
、
そ
の
抑
止
力
に
よ
り
、

敵
の
行
動
を
抑
止
す
る
こ

と
が
目
下
の
最
重
要
命
題
一
一

で
す
。
日
本
が
生
き
延
び

＝

て
い
く
た
め
に
、
日
米
同

＝

盟
の
抑
止
力
を
最
大
限
有
一
一

効
に
使
い
な
が
ら
、
そ
の
一
一

聞
に
、
日
本
の
自
主
防
衛
一
－

力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
一
『

決
断
を
今
、
選
択
し
な
か

っ
た
ら
、
将
来
の
日
本
は

危
な
い
と
思
い
ま
す
。

紺
田
今
日
は
本
当
に

多
岐
、
多
方
面
に
亘
っ
た

お
話
を
あ
り
が
と
う
む
ざ

い
ま
し
た
。
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