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二
〇
二
一
年
一
月
六
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
、
ふ
た
つ
の
海
外
ニ

ュ
ー
ス
が
配
信
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
香
港
で
民
主
派
議
員
候
補
を

含
む
民
主
化
運
動
家
五
三
名
が
香
港
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
、
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
支
持
派
が
連
邦
議
会
内
に
侵
入
し
一
時
占
拠
し
た
結

果
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト
が
停
止
さ
れ
た
と
い
う
そ

れ
で
あ
る
。

　
前
者
は
、「
政
府
の
機
能
を
妨
害
し
国
家
政
権
の
転
覆
を
ね
ら
っ

た
」
と
い
う
容
疑
で
の
逮
捕
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
昨
年
七
月
の

立
法
会
選
挙
予
備
選
へ
の
関
与
が
罪
に
問
わ
れ
た
（
１
）
。
中
国
外
務
省
の

華
春
瑩
報
道
官
は
同
日
の
記
者
会
見
で
「
香
港
は
法
治
社
会
」
で
あ

り
、
中
国
政
府
は
「
香
港
の
警
察
が
法
に
基
づ
い
て
職
務
を
果
た

し
、
香
港
の
安
全
と
安
定
を
守
る
こ
と
を
支
持
す
る
」
と
述
べ
た
。

後
者
は
、
上
下
両
院
合
同
会
議
が
バ
イ
デ
ン
氏
の
次
期
大
統
領
就
任

承
認
の
手
続
き
を
進
め
る
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
「
議
会
へ
行
っ

て
勇
敢
な
議
員
ら
に
声
援
を
送
ろ
う
」
な
ど
と
呼
び
か
け
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
支
持
派
の
ひ
と
び
と
が
「
選
挙
を
盗
む
な
」
等
と
叫
ん

で
議
事
堂
に
乱
入
し
た
事
件
で
あ
る
。
五
名
の
死
者
を
出
し
て
侵
入

者
が
排
除
さ
れ
た
後
、
各
社
報
道
で
は
、
下
院
議
長
や
民
主
党
の
院

内
総
務
が
、「
大
統
領
が
扇
動
し
た
合
衆
国
へ
の
反
乱
行
為
」
と
し
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て
、
ペ
ン
ス
副
大
統
領
に
対
し
、
憲
法
修
正
二
五
条
に
基
づ
く
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
の
職
務
停
止
を
求
め
た
と
い
う
。
ト
ラ
ン
プ
氏
の
ツ
イ

ッ
タ
ー
と
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
無
期
限
に
停
止
さ
れ

た
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
社
は
、
そ
の
理
由
を
、「
同
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら

の
発
信
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
詳
細
に
検
討
し
た
の
ち
、
さ
ら
な

る
暴
力
を
喚
起
す
る
恐
れ
が
あ
る
」
こ
と
に
求
め
た
（
２
）
。

　
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
い
ず
れ
も
国
内
の
治
安
や
国
家
の
安
全
保

障
に
関
わ
っ
て
い
る
。
国
家
権
力
や
国
家
の
構
成
機
関
、
ま
た
あ
ら

た
な
巨
大
権
力
と
し
て
指
弾
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
大
規
模
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア
が
、
秩
序
維
持
、
治
安
、
安
全
保
障
を
理
由

に
し
て
言
論
や
行
動
の
自
由
を
、（
控
え
め
に
言
っ
て
）
制
限
し
た

と
い
う
と
こ
ろ
に
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
３
）

。
治
安

維
持
や
安
全
保
障
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
法
的
措
置
は
、
騒
乱
、
テ

ロ
や
戦
争
と
い
っ
た
、
国
民
の
人
権
の
基
礎
た
る
生
存
の
権
利
を
深

刻
に
脅
か
す
危
機
を
回
避
・
抑
止
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
予
防
的

措
置
の
性
格
を
持
ち
つ
つ
、
公
安
・
軍
事
上
の
危
機
の
詳
細
が
国
家

機
密
と
し
て
秘
匿
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な

危
機
が
存
在
す
る
の
か
は
不
確
か
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
法
的
措
置
の

結
果
齎
さ
れ
る
、
権
力
者
・
為
政
者
に
と
っ
て
好
都
合
な
大
衆
の
権

利
の
制
限
が
目
的
で
は
な
い
か
と
し
ば
し
ば
疑
わ
れ
る
。す
な
わ
ち
、

そ
も
そ
も
、
国
家
・
社
会
の
安
全
保
障
・
公
安
と
、
社
会
大
衆
の
人

権
保
証
と
の
間
に
は
抜
き
差
し
が
た
い
緊
張
が
あ
る
。
二
〇
年
冬
か

ら
世
界
を
席
巻
し
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
感
染
拡
大
防
止
と
い
う
安

全
保
障
政
策
の
た
め
に
ひ
と
び
と
の
自
由
な
往
来
や
行
動
が
制
限
さ

れ
、
各
国
、
お
よ
び
各
国
民
が
孤
立
を
深
め
る
中
で
、
中
国
と
ア
メ

リ
カ
と
い
う
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
の
国
内
で
起
こ
っ
た
ふ
た
つ
の
事
件

は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た
ひ
と
た
ち
の
多
く
に
、
国
家
の
強
権

や
大
企
業
の
自
主
規
制
が
言
論
の
自
由
を
ま
す
ま
す
制
限
し
て
い
く

恐
れ
と
、
社
会
秩
序
を
尊
重
し
な
が
ら
言
論
の
自
由
を
行
使
す
る
こ

と
の
難
し
さ
を
切
実
に
感
じ
さ
せ
た
と
は
い
え
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
権
力
・
社
会
秩
序
と
人
権
の
間
の
緊
張
関
係
は
、

モ
ノ
と
情
報
の
流
通
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
す
す
む
中
で
、
い
っ
そ
う

先
鋭
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
経
済
の

発
展
は
、
こ
れ
ま
で
貧
困
の
中
で
声
を
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
多
数
の
ひ
と
び
と
に
経
済
力
を
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
普
及
は
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
ひ
と
び
と

に
情
報
発
信
と
受
信
の
自
由
を
与
え
た
。
女
性
や
こ
ど
も
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
、
少
数
民
族
、
難
民
等
、
人
権
を
侵
害
さ
れ
（
て
き
）
た
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
の
声
や
実
情
は
、
以
前
よ
り
、
ず
っ
と
多
く
の
ひ
と
び
と

の
耳
目
に
直
接
届
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、

一
九
九
〇
年
代
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終
わ
り
』

が
読
ま
れ
、
新
自
由
主
義
の
論
客
た
ち
が
経
済
発
展
の
前
提
と
し
て

自
由
主
義
や
民
主
主
義
の
絶
対
的
価
値
を
称
揚
し
て
い
た
時
代
は
、

い
ま
や
か
な
り
遠
く
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
中
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国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
世
界
第
二
位
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の

一
〇
年
来
、
そ
し
て
世
界
が
コ
ロ
ナ
禍
に
脅
か
さ
れ
る
現
在
で
は
と

く
に
、
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
効
用
を
最
大

化
し
よ
う
と
す
る
国
家
統
制
型
の
経
済
の
効
率
性
を
積
極
的
に
評
価

す
る
向
き
は
増
え
つ
つ
あ
る
。
経
済
的
豊
か
さ
や
社
会
生
活
の
安
心

の
増
進
の
た
め
に
は
、
国
家
的
監
視
網
の
高
度
な
展
開
は
、
た
と
え

そ
れ
が
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
し
て
も
有
用
・
必
要

だ
し
、
国
家
主
導
で
な
く
と
も
、
グ
ー
グ
ル
や
ア
マ
ゾ
ン
、
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
な
ど
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
個
人
情
報
を
握
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
民
主
的
で
自
由
主
義
的
な
政
治
・
経
済
シ

ス
テ
ム
は
、衆
愚
的
で
非
効
率
な
組
織
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
情
報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
促
進
し
て
き
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ウ
ェ
ブ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
急
速

な
成
長
は
、
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
十
分
に
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
メ

ッ
セ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
、
世
論
操
作
を
目
的
と
し
た
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ

ー
ス
を
世
界
中
に
広
く
、
ま
た
絶
え
間
な
く
拡
散
し
続
け
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
発
す
る
の
も
信
じ
る
の
も
自
由

な
権
利
の
う
ち
と
い
う
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
悪
意
あ
る

フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
は
、
社
会
の
中
の
ヘ
イ
ト
感
情
を
煽
り
、
ま
た
、

ヘ
イ
ト
感
情
を
持
つ
ひ
と
び
と
を
結
集
し
た
い
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
政

治
家
の
権
力
獲
得
の
た
め
の
道
具
と
し
て
流
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
感

情
が
社
会
の
中
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
攻
撃
や
差
別
の
駆
動
因
と

な
る
場
合
、
人
権
尊
重
の
観
点
か
ら
は
き
わ
め
て
危
険
な
問
題
と
な

る
。
ひ
と
び
と
が
未
曽
有
の
規
模
で
移
動
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
こ
の

二
〇
年
来
、
経
済
的
成
功
を
夢
見
て
先
進
国
に
渡
る
ひ
と
び
と
は
劇

的
に
増
え
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
経
済
的
な
成
功
を
掴
む
者
も
、
掴

め
ず
低
賃
金
労
働
を
担
う
者
も
、
旧
来
の
住
民
た
ち
の
な
か
で
経
済

的
成
功
と
は
縁
遠
い
ひ
と
び
と
の
不
満
と
、
嫌
悪
・
憎
悪
の
感
情
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
が
人
権
侵
害
を
誘
発
す
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
人
類
が

言
論
と
信
仰
の
自
由
、
怖
れ
と
欠
乏
か
ら
の
自
由
を
享
受
す
る
よ
う

な
世
界
の
到
来
」
へ
の
道
筋
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
へ
の

希
望
を
、
い
か
に
し
て
語
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
世
界
情
勢
の
現
状
に
照
ら
せ
ば
、
い
か
に
も
絶

望
的
な
問
い
か
け
に
思
わ
れ
る
が
、
希
望
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
自
由
が
享

受
さ
れ
る
世
界
の
到
来
を
一
般
民
衆
の
最
高
の
切
望
と
宣
言
し
た

一
九
四
八
年
の
「
世
界
人
権
宣
言
」
は
、
そ
の
前
文
以
下
、
ど
の
条

文
で
も
、
民
主
主
義
や
自
由
主
義
と
い
っ
た
言
葉
を
使
っ
て
い
な

い
（
４
）

。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
四
八
年
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
が
終
了
し
た
ば
か
り
、
地
球
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
列
強
諸
国



－  62  －－  63  －

序
（
浦
野
）

の
植
民
地
が
存
在
し
、
社
会
主
義
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
主
主
義
や

自
由
主
義
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
体
制
が
、
強
権
的
・
抑
圧
的
な

そ
れ
ら
を
含
め
、並
び
立
っ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
、

民
主
主
義
や
自
由
主
義
の
尊
さ
や
価
値
の
高
さ
を
謳
い
あ
げ
、
そ
の

採
用
を
要
求
す
る
だ
け
で
は
、
人
権
尊
重
の
取
り
組
み
は
進
展
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
も
、
上
か
ら
目
線
の
西
洋
流
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
の
押
し
付
け
は
反
発
と
分
断
を
生
む
だ

け
と
反
発
す
る
向
き
も
あ
る
。
地
域
の
文
化
的
・
宗
教
的
な
特
性
や

歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
カ
ス
タ
ム
に
人
権
保
護
を
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
監
視
国
家
化
は
け
し
か
ら
ん
」
と

か
、「
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
は
す
べ
て
禁
ず
る
べ
き
だ
」
な
ど
、
特

定
の
価
値
観
か
ら
の
全
否
定
が
生
産
的
な
何
か
を
生
む
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
少
な
か
ら
ず
の
人
々
の
支
持
を
得
て
、
す
で
に
機
能
し
て

い
る
、
な
い
し
機
能
し
つ
つ
あ
る
国
家
組
織
や
社
会
秩
序
が
あ
る
と

し
た
ら
、
そ
の
存
在
の
文
化
的
・
歴
史
的
制
約
の
中
で
、
最
大
限
の

自
由
の
実
現
、
人
権
尊
重
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
積
み
上
げ

式
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
歴
史
家
や
文
化
人
類
学
者
に
こ
そ
で
き

る
こ
と
、
や
っ
て
価
値
の
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
、
世
界
の
西
洋
以
外
の
諸
地
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
特
性

や
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
い
か
な
る
国
家
的
統
合
や
社
会
秩
序

が
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
そ
こ
で
い
か
な
る
人
権
に
ま
つ
わ
る
問
題
が

起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
専
門
家
に
解
説
し
て
い
た

だ
き
、
理
解
の
共
有
を
図
り
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
む
一
方
、
地
域
や
社
会
の
分
断
も
進
む
現
代
世
界
に
お
い
て
、

人
権
の
尊
重
や
自
由
の
進
展
に
い
か
な
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
か
、

議
論
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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註（１
）
東
京
新
聞
の
報
道
で
は
、
香
港
警
察
の
国
家
安
全
部
門
の
幹
部
は
、

立
法
会
で
議
会
の
多
数
派
を
占
め
、
政
府
予
算
案
を
否
決
し
て
政
府

機
能
を
麻
痺
さ
せ
よ
う
と
し
た
な
ど
と
し
、「
成
功
し
て
い
た
ら
経

済
や
市
民
生
活
が
衝
撃
を
受
け
て
い
た
」
と
逮
捕
理
由
を
説
明
し
た
。

https://w
w

w
.tokyo-np.co.jp/article/78303?rct=w

orld

（
東
京

新
聞Tokyo.w

eb. 
二
〇
二
一
年
一
月
六
日
付
。
二
〇
二
一
年
一
二

月
一
二
日
最
終
閲
覧
）。

（
２
）
停
止
の
根
拠
と
さ
れ
た
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
ブ
ロ
グ
の
邦
訳
は
、

https://w
ired.jp/2021/01/09/even-m

ark-zuckerberg-has-
had-enough-of-trum

p/

（W
ired, 

二
〇
二
一
年 

一
月
九
日
付
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）
参
照
。「
あ
な
た
の
痛
み

は
わ
か
る
。
あ
な
た
が
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
選
挙
は
盗

ま
れ
た
。
選
挙
は
圧
勝
だ
っ
た
。
誰
も
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
特

に
相
手
側
だ
。
そ
れ
で
も
、
い
ま
は
家
に
帰
る
必
要
が
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
は
平
和
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
法
と
秩
序
を
保
つ
必
要
が
あ

る
の
だ
。
法
と
秩
序
を
守
る
た
め
に
働
く
偉
大
な
人
々
に
敬
意
を
払

う
必
要
が
あ
る
。
誰
も
傷
つ
い
て
ほ
し
く
は
な
い
。
と
て
も
困
難
な

時
期
だ
。
わ
た
し
た
ち
全
員
が
、
わ
た
し
が
、
あ
な
た
が
、
わ
た
し

た
ち
の
国
が
奪
い
と
ら
れ
る
、
こ
ん
な
大
変
な
こ
と
が
起
き
た
時
代

は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
選
挙
は
不
正
な
も
の
だ
っ
た
が
、
わ
た
し

た
ち
は
相
手
の
術
中
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
平
和

を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
家
に
帰
り
な
さ
い
。
わ
た
し

た
ち
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
。
あ
な
た
は
と
て
も
特
別
な
存
在
だ
。

あ
な
た
は
何
が
起
き
る
の
か
見
て
き
た
。
ほ
か
の
人
が
ど
ん
な
ふ
う

に
ひ
ど
く
邪
悪
な
扱
い
を
受
け
る
か
を
、
あ
な
た
は
理
解
し
て
い
る
。

あ
な
た
の
気
持
ち
は
わ
か
る
。で
も
、家
に
帰
り
な
さ
い
。平
和
を
保
っ

て
家
に
帰
っ
て
ほ
し
い
。」

　W
ired

の
記
事
が
伝
え
る
内
部
資
料
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ
は
、
こ
の
動
画
を
「
暴
力
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
人
々
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
表
明
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る

と
説
明
し
た
と
い
う
。

（
３
）https://forbesjapan.com

/articles/detail/39252

　（Forbes, 

二
〇
二
一
年
一
月
一
三
日
付
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
最
終
閲

覧
）。
欧
州
の
首
脳
や
政
策
責
任
者
か
ら
は
、
こ
れ
は
、
言
論
の
自
由

へ
の
侵
害
で
あ
り
、
そ
う
し
た
規
制
を
政
府
や
裁
判
所
で
は
な
く
民

間
の
テ
ッ
ク
企
業
が
行
っ
た
こ
と
は
問
題
と
の
批
判
が
出
た
と
い
う
。

（
４
）https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/udhr/1b_001.htm
l

（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


