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【
第
四
〇
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
日
本
列
島　
世
界
の
中
の
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
】

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
視
点
か
ら

丹 

菊　

逸 

治

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
は
、
近
年
の
研
究
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

問
題
点
、
お
よ
び
新
た
な
位
置
づ
け
の
可
能
性
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

パ
ネ
ル
報
告
で
は
、
奥
田
統
己
は
孤
独
な
主
人
公
が
活
躍
す
る
ア
イ
ヌ

の
叙
事
詩
の
特
徴
を
、
坂
井
弘
紀
は
チ
ュ
ル
ク
世
界
に
広
が
る
歴
史
叙
事

詩
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
叙
事
詩
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。

荻
原
眞
子
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
広
が
る
叙
事
詩
世
界
と
い
う
視
点
か
ら
、
地

域
を
越
え
た
共
通
性
を
指
摘
し
た
。
坂
井
弘
紀
は
叙
事
詩
に
共
通
す
る
特

徴
を
あ
げ
、
ま
た
チ
ュ
ル
ク
叙
事
詩
の
歴
史
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
れ

ら
3
報
告
を
受
け
て
の
後
半
の
討
論
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
叙
事
詩
研
究
の
立

場
か
ら
藤
井
真
湖
、
日
本
古
代
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
三
浦
佑
之
、
ニ
ヴ

フ
叙
事
詩
研
究
の
立
場
か
ら
丹
菊
逸
治
が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
参
加

し
た
が
、
そ
の
内
容
も
ユ
ー
ラ
シ
ア
規
模
で
の
再
検
討
を
視
野
に
入
れ
た

も
の
と
な
っ
た
。

「
日
本
古
代
文
学
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
叙
事
詩
の
共
通
性
と
差
異
」
三
浦
の
視
点

ま
ず
、
三
浦
は
自
ら
の
問
題
意
識
と
し
て
「
書
か
れ
た
も
の
」
と
し
て

の
日
本
古
代
文
学
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的
な
音
声
に

よ
る
伝
承
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
に
注
目
し
て
き
た
と
い
う
。

「
日
本
の
古
代
文
学
に
は
書
か
れ
た
も
の
し
か
な
い
。
だ
が
、
日
本
古
代

文
学
研
究
に
お
い
て
は1947

年
か
ら1950

年
ま
で
の
短
期
間
で
は
あ
っ

た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
英
雄
時
代
」
を
巡
る
議
論
が
あ
っ
た
。
古
事
記
に
お

け
る
ス
サ
ノ
オ
、
オ
オ
ナ
ム
チ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
な
ど
「
英
雄
」
と
呼
ば

れ
る
神
や
人
物
の
背
景
に
は
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
。
彼
ら
は
古
代

国
家
の
成
立
期
に
、
様
々
な
苦
難
を
戦
い
抜
い
て
成
長
し
、
や
が
て
王
と

な
っ
て
い
く
。
国
家
の
成
立
と
こ
れ
ら
の
人
物
の
姿
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た

「
英
雄
時
代
」
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
叙
事
詩
と
こ
れ
ら
の
古
代
文
学
を
比
較
す
る
と
ど
の
よ
う

な
可
能
性
が
あ
る
の
か
。」

日
本
古
代
文
学
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
の
叙
事
詩
と
の
共
通
性
と
差
異
に

つ
い
て
の
三
浦
の
指
摘
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
浦
は
ま
ず「
悲

劇
性
」
に
着
目
す
る
。

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
規
模
の
叙
事
詩
世
界
を
考
え
て
坂
井
弘
紀
が
提
案
し
た

特
徴
の
う
ち
「
超
自
然
的
な
誕
生
、
驚
異
的
な
成
長
、
誇
張
的
表
現
、
援
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助
者
の
登
場
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
代
文
学
も
確
か
に
共
有
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
語
り
の
要
素
に
お
け
る
共
通
性
は
、
叙
事
詩
全
体
の
問
題
と
し

て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
の
叙
事
詩
に
お
い
て
重
要
と
な
る
「
戦
い
」

と
い
う
要
素
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
古
代
文
学
に
お
け
る「
英

雄
」
の
戦
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
は
貴
種
で
は
あ
る
が
、
父
に
愛
さ
れ
な
い
「
孤
独
な
英
雄
」
で
あ

る
。
こ
の
「
孤
独
」
と
い
う
要
素
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
叙
事
詩
群
と
共
通
し

て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
は
妻
子
を
得
て
も
悲
劇
的
な
最
期
を
迎
え
る
。

悲
劇
的
な
死
に
よ
っ
て
完
結
す
る
一
代
記
に
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
は
そ

の
先
の
幸
せ
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
死
ぬ
。
こ
の
「
死
に
向
か

う
」
と
い
う
要
素
は
日
本
的
な
好
み
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
叙
事
詩
に
共
通
す
る
「
悲

劇
的
性
格
」
と
い
う
要
素
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

と
え
ば
オ
オ
ナ
ム
チ
を
考
え
て
み
よ
う
。
貴
種
で
あ
り
神
の
子
で
あ
り
、

英
雄
の
特
徴
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
悲
劇
的
な
死
を
迎
え

ず
に
王
と
な
る
。
彼
は
「
死
に
向
か
う
」
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
最
終
的

に
は
、
よ
り
強
い
神
に
負
け
て
出
雲
の
社
に
鎮
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
や
は
り
「
幸
せ
な
最
期
」
と
は
言
い
難
い
。
こ
こ
に
は
「
死

に
向
か
う
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
も
う
少
し
広
い
意
味
で
の
悲
劇
的
性

格
を
読
み
取
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。」

一
方
で
三
浦
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
叙
事
詩
群
と
の
相
違
点
も
指
摘
し
た
。

「
荻
原
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
叙
事
詩
に
お
い
て
「
女
性
が
戦
う
」
こ
と
に
注
目

す
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
主
人
公
を
援
助
し
て
自
ら
も
刀
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
日
本
古
代
文
学
に
は
見
ら
れ
な
い
と
三
浦
は
指
摘
す
る
。

ク
シ
ナ
ダ
姫
は
ス
サ
ノ
オ
を
援
助
し
な
い
の
で
あ
る
。
櫛
に
変
え
ら
れ
て

ス
サ
ノ
オ
の
髪
に
さ
さ
れ
た
ク
シ
ナ
ダ
姫
が
直
接
戦
う
こ
と
は
な
い
。
守

り
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
う
と
具
体
的
に
語
ら
れ

る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
叙
事
詩
群
に
お
い
て
、
女
性
が

戦
う
の
が
特
徴
的
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
日
本
古
代
文

学
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。」

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
広
が
る
叙
事
詩
同
士
の
つ
な
が
り
」
藤
井
の
視
点

モ
ン
ゴ
ル
口
承
文
学
研
究
の
藤
井
真
湖
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
叙
事

詩
同
士
の
つ
な
が
り
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

「
荻
原
が
「
歌
う
／
語
る
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
形
式
の
民
族
や
地

域
を
越
え
た
比
較
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
エ
ヴ
ェ
ン
キ
の
一
部
が
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可

能
性
が
見
え
て
く
る
。
両
者
の
関
係
は
深
く
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
エ
ヴ
ェ
ン

キ
の
叙
事
詩
を
伝
承
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
極
東
の
サ

ハ
民
族
の
伝
承
に
「
オ
ラ
ン
ハ
イ
・
サ
ハ
」
と
い
う
人
々
が
登
場
す
る
。

南
シ
ベ
リ
ア
か
ら
レ
ナ
川
流
域
に
移
住
し
て
き
た
サ
ハ
の
先
祖
の
人
々
で
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あ
る
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
西
方
に
い
る
「
ア
ル
タ
イ
・
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
」

と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
坂
井
に
よ
れ
ば
カ

ザ
フ
民
族
に
は
モ
ン
ゴ
ル
系
の
カ
ル
マ
ク
民
族
が
敵
と
な
る
叙
事
詩
が
あ

る
と
い
う
が
、
モ
ン
ゴ
ル
に
は
逆
に
カ
ザ
フ
が
敵
と
な
る
叙
事
詩
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
（
前
者
は
明
示
的
・
後
者
は
非
明
示
的
に
）。
こ
う
し
た
逆

転
し
た
関
係
性
も
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
内
容
だ
け
で
な
く
、

チ
ュ
ル
ク
と
モ
ン
ゴ
ル
の
叙
事
詩
の
文
学
的
表
現
に
も
共
通
性
が
み
ら
れ

る
。
チ
ュ
ル
ク
叙
事
詩
で
は
登
場
人
物
の
驚
異
的
成
長
に
つ
い
て
「
3
日

で
成
長
し
、
4
日
目
に
話
し
は
じ
め
、
5
日
目
に
帯
を
締
め
、
6
日
目
に

歩
き
始
め
た
」
と
い
う
常
套
的
表
現
が
あ
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
叙
事
詩
に
も

「
3
歳
で
城
を
攻
め
、
4
歳
で
別
の
城
を
攻
め
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
ま

た
誇
張
と
し
て
は
チ
ュ
ル
ク
叙
事
詩
の
「
1
月
分
を
1
日
で
成
長
、
1
年

分
を
1
月
で
成
長
、
1
日
で
立
ち
上
が
り
」
と
、
モ
ン
ゴ
ル
叙
事
詩
の
「
一

年
の
行
程
を
一
月
で
行
き
、
一
か
月
の
行
程
を
一
日
で
い
き
、
一
日
の
行

程
を
一
時
間
で
い
き
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
共
通
性
に
は
古
層
の
存
在
、
伝
播
や
文
化
背
景
の
共

通
性
な
ど
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
文
化
背
景
は

何
ら
か
の
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
西
部
で
は

「
叙
事
詩
は
他
集
団
（
こ
の
集
団
は
モ
ン
ゴ
ル
系
下
位
集
団
を
指
す
こ
と
が

多
い
が
他
民
族
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
）
か
ら
学
ん
で
は
い
け
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
慣
行
な
ど
に
つ
い
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
規
模
で

の
比
較
を
行
う
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。」

ま
た
、
藤
井
は
坂
井
に
よ
る
「
チ
ュ
ル
ク
叙
事
詩
に
お
け
る
戦
い
は
歴

史
性
を
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
を
受
け
て
、
モ
ン
ゴ
ル
叙
事
詩
の

歴
史
性
と
「
戦
い
の
目
的
」
に
つ
い
て
の
モ
ン
ゴ
ル
地
域
の
叙
事
詩
の
東

西
差
を
指
摘
し
た
。

「
モ
ン
ゴ
ル
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
異
民
族
と
の
戦
い
（
と
い
う

形
で
の
歴
史
性
）
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の

系
譜
上
の
王
が
主
人
公
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
東
の
ハ
ル
ハ

英
雄
叙
事
詩
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
チ
ン
ギ
ス･

カ
ン
の
一
族
の
物
語
」

と
表
現
）
で
は
、
主
人
公
の
妻
が
敵
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
、チ
ン
ギ
ス･

カ
ン
一
族
と
姻
族
関
係
に
な
っ
た
集
団
の
リ
ー

ダ
ー
を
主
人
公
に
対
応
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
西
の
オ
イ
ラ
ト
英
雄

叙
事
詩
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
チ
ン
ギ
ス･

カ
ン
の
姻
族
の
一
族
の
物

語
」
と
表
現
）
で
は
、
主
人
公
が
妻
を
娶
り
に
行
く
と
い
う
展
開
が
多
い
。

東
西
の
内
容
的
な
差
に
は
関
わ
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
英
雄
叙
事
詩
は
現
在

で
こ
そ
娯
楽
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
過
去
に
お
い
て
は
娯
楽
的
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
モ
ン
ゴ
ル
英
雄
叙
事
詩
が
チ
ン
ギ
ス

･

カ
ン
と
い
う
存
在
の
影
響
下
に
展
開
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し

て
お
り
重
要
で
あ
る
。」

「
孤
独
な
戦
い
」
丹
菊
の
視
点

丹
菊
は
ニ
ヴ
フ
の
叙
事
詩
が
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
叙
事
詩
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群
と
の
中
間
点
に
位
置
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
サ
ハ
リ
ン
島
と
ア
ム
ー
ル
河
口
地
域
に
ま
た
が
る
ニ
ヴ
フ
民
族
だ
が
、

叙
事
詩
は
サ
ハ
リ
ン
島
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
サ
ハ
リ
ン
島
は
地
理
的
に

モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ュ
ル
ク
、
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
の
叙
事
詩
と
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩

を
つ
な
ぐ
中
間
地
点
に
位
置
す
る
。
こ
の
サ
ハ
リ
ン
島
の
ニ
ヴ
フ
の
叙
事

詩
は
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
と
類
似
し
て
い
る
が
、

ア
ム
ー
ル
地
方
で
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
叙
事
詩
と
い
う
点
で

は
サ
ハ
リ
ン
の
ニ
ヴ
フ
と
ア
イ
ヌ
に
共
通
性
が
あ
り
、
ア
ム
ー
ル
地
方
の

ニ
ヴ
フ
と
は
断
絶
し
て
い
る
。
こ
の
分
布
の
偏
り
は
こ
の
地
域
に
お
け
る

叙
事
詩
の
起
源
あ
る
い
は
伝
播
経
路
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ハ
リ
ン
の
ニ
ヴ
フ
の
叙
事
詩
と
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
に
は
形
式
上
の
共

通
性
が
大
き
い
。
内
容
的
に
も
主
人
公
が
と
も
に
無
名
で
し
ば
し
ば
孤
児

で
あ
る
こ
と
、
味
方
に
は
ほ
と
ん
ど
軍
勢
が
登
場
し
な
い
こ
と
（
孤
独
な

主
人
公
）、
登
場
す
る
地
名
の
具
体
的
な
位
置
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
、

な
ど
の
共
通
性
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
は
「
不
思
議
な
護
符
」「（
ヒ

ロ
イ
ン
を
の
ぞ
く
）
主
人
公
の
援
助
者
」
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い

点
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
叙
事
詩
と
異
な
る
が
、
そ
の
点
で
は
ニ
ヴ
フ
叙
事
詩
も

同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
散
文
物
語
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
要
素
を
含
ん
で

い
る
点
で
も
両
者
は
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
で
は
ニ
ヴ
フ
と
ア
イ
ヌ

の
叙
事
詩
に
は
差
異
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
結
末
の
差
は
大
き
い
。
ア
イ

ヌ
叙
事
詩
の
結
末
は
基
本
的
に
次
の
戦
い
へ
の
休
止
で
あ
り
、
結
末
ら
し

い
結
末
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
ニ
ヴ
フ
叙
事
詩
に
は
も
う
少
し
明
確
な
結

末
が
あ
る
こ
と
が
多
い
。」

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
3
名
の
コ
メ
ン
ト
は
、
パ
ネ
ラ
ー
3
名
に
よ
る
報
告

で
な
さ
れ
た
問
題
提
起
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
日
本
列
島
・
モ
ン
ゴ
ル
地

域
・
サ
ハ
リ
ン
地
域
と
他
地
域
と
の
形
式
お
よ
び
内
容
に
み
ら
れ
る
共
通

性
と
差
異
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
西
部
か
ら
中

央
ア
ジ
ア
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
お
よ
び
日
本
列
島
ま
で
、
つ
ま
り
ユ
ー
ラ

シ
ア
全
域
に
広
が
る
叙
事
詩
の
連
続
性
が
改
め
て
見
え
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
丹
菊
が
司
会
進
行
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

パ
ネ
ラ
ー
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
も
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
そ
ろ
っ
て
い
な

が
ら
、
広
が
り
と
深
ま
り
が
足
り
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
思
い
切
り
の
悪

い
丹
菊
の
責
任
で
あ
る
。
会
場
か
ら
は
「
今
回
の
議
論
は
起
源
や
分
類
に

偏
り
す
ぎ
て
い
な
い
か
、
例
え
ば
語
り
手
の
問
題
な
ど
も
重
要
で
は
な
い

か
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
も
あ
っ
た
。
叙
事
詩
を
巡
っ
て
は
、
ま
だ
多
く

の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
叙
事
詩
研
究
は
日
本
で
は
必
ず
し
も
盛
ん
で

は
な
い
。
専
門
家
も
全
国
に
散
っ
て
い
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
今
後
の

叙
事
詩
研
究
を
少
し
で
も
後
押
し
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
た
ん
ぎ
く
・
い
つ
じ
／
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
）


