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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
區
建
英
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
報
告
す
る
機
会
を

与
え
て
い
た
だ
き
、
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

限
ら
れ
た
時
間
に
は
限
ら
れ
た
内
容
し
か
話
せ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
私
は

主
に
私
自
身
の
具
体
的
な
体
験
に
基
づ
い
て
話
し
た
い
で
す
。
中
国
の
近
代
的
思

考
の
模
索
と
関
連
し
て
丸
山
眞
男
先
生
を
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
内
容
は
三
つ

の
テ
ー
マ
に
分
け
ま
す
。

第
一
点
は
、
丸
山
眞
男
先
生
と
問
題
意
識
を
共
有
し
た
こ
と
で
す
。

丸
山
先
生
の
思
想
史
学
に
関
心
を
寄
せ
た
背
景
に
は
私
自
身
の
時
代
的
体
験
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
主
に
私
の
少
年
少
女
時
代
か
ら
経
験
し
た
一
〇
年
間
の
文

化
大
革
命
（
一
九
六
六―

七
六
年
）
で
す
。
ま
ず
、
そ
の
時
代
の
問
題
を
簡
単
に

説
明
し
た
い
で
す
。
私
は
新
中
国
に
生
ま
れ
た
者
で
す
が
、
親
の
世
代
は
か
つ
て

帝
国
主
義
列
強
と
の
戦
い
、
お
よ
び
内
戦
の
苦
し
み
を
経
験
し
ま
し
た
の
で
、
彼

ら
は
中
華
人
民
共
和
国
の
誕
生
を
と
て
も
熱
烈
に
歓
迎
し
、
こ
の
新
中
国
は
か
つ

て
な
い
繁
栄
で
民
主
的
な
社
会
に
な
る
だ
ろ
う
と
非
常
に
楽
観
的
に
期
待
し
ま
し

た
。
し
か
し
目
の
前
に
展
開
さ
れ
た
現
実
は
人
々
の
希
望
を
次
第
に
崩
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
多
分
年
輩
の
方
は
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
反
右
派
闘
争

（
一
九
五
七―

五
八
年
）
に
続
い
て
文
化
大
革
命
が
起
こ
り
ま
し
た
。
文
化
大
革

命
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
私
は
小
学
生
で
、
自
分
の
親
類
や
学
校
の
先
生
を
含
め
て

多
く
の
良
い
人
が
打
倒
さ
れ
監
禁
さ
れ
、
ま
た
仏
教
の
寺
や
孔
子
廟
な
ど
が
破
壊

さ
れ
、
そ
の
有
様
を
目
の
当
た
り
に
し
て
と
て
も
悲
し
か
っ
た
で
す
。
な
に
よ
り

も
シ
ョ
ッ
ク
な
の
は
、
加
害
を
行
っ
た
人
も
普
通
の
良
い
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
文
化
大
革
命
は
一
〇
年
間
も
持
続
し
て
私
の
頭
に
蓄
積
し
た
も
っ
と
も
深

刻
な
記
憶
は
、
知
識
人
弾
圧
に
よ
っ
て
社
会
の
良
識
が
消
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

し
た
。

親
の
世
代
は
新
中
国
の
成
立
を
偉
大
な
革
命
と
し
て
、
そ
の
明
る
い
前
途
に
強

丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

丸
山
と
中
国
の
近
代
的
思
考
の
模
索

―

私
の
世
代
の
体
験
を
中
心
に―

區

建

英
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い
期
待
を
託
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
私
の
世
代
が
見
た
の
は
、

再
び
暗
愚
な
状
態
に
陥
っ
た
新
中
国
で
し
た
。
文
化
大
革
命
は
全
人
民
参
加
と
い

う
民
主
的
な
外
観
を
見
せ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
勢
の
大
衆
が
良
識
あ
る
人
へ
の

迫
害
に
参
与
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
民
主
的
だ
と
い
う
な
ら
、
あ
ま
り
に
も
皮
肉
で

す
。
ま
た
文
化
大
革
命
が
終
わ
る
こ
ろ
、
人
び
と
は
独
裁
政
治
を
批
判
す
る
文
章

を
多
く
発
表
し
ま
し
た
が
、
人
民
自
身
の
問
題
と
し
て
は
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
飾
ら
れ
た
権
威
へ
の
絶
対
信
仰
に
よ
っ
て
自
分
の
思
考
を
停
止
し
て
い
た

と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
反
省
し
て
い
な
い
で
す
。
私
は
苦

悩
の
中
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。
あ
の
「
偉
大
」
と
思

わ
れ
る
中
国
革
命
は
一
体
何
が
未
完
成
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
歴
史
研
究
に

よ
っ
て
そ
の
解
答
を
求
め
た
か
っ
た
の
で
す
。

後
に
中
国
は
改
革
開
放
時
代
を
迎
え
、
私
も
お
か
げ
さ
ま
で
大
学
に
入
れ
ま
し

た
が
、大
学
二
年
の
頃
、わ
が
大
学
に
来
て
い
た
日
本
人
教
員
が
丸
山
先
生
の
『
日

本
の
思
想
』
を
薦
め
ま
し
て
、
私
は
そ
れ
を
読
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
丸
山
先
生
の

著
作
と
の
最
初
の
出
会
い
で
す
。
こ
の
著
作
は
、
日
本
の
思
想
を
全
体
的
に
捉
え

て
分
析
し
、
さ
ら
に
歴
史
へ
遡
っ
て
そ
の
中
で
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
思
想

継
起
の
パ
タ
ー
ン
を
え
ぐ
り
出
し
、日
本
の
精
神
構
造
の
欠
陥
や
病
理
を
診
断
し
、

そ
の
病
理
の
構
造
的
原
因
を
突
き
止
め
ま
し
た
。
こ
の
著
作
か
ら
私
は
と
て
も
新

鮮
な
衝
撃
を
与
え
ら
れ
、
と
く
に
二
つ
の
面
で
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

第
一
は
日
本
の
精
神
構
造
に
対
す
る
丸
山
先
生
の
分
析
と
解
剖
の
徹
底
さ
で

す
。
そ
れ
は
日
本
人
の
自
己
批
判
と
し
て
は
心
臓
部
に
迫
る
よ
う
な
手
術
で
す
。

そ
の
解
明
さ
れ
た
も
の
に
日
本
人
自
身
が
直
面
し
て
辛
く
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
自
国
民
を
賞
賛
ば
か
り
し
て
い
る
歴
史
学
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
優
れ

た
価
値
が
あ
る
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。
丸
山
先
生
は
こ
の
仕
事
に
よ
っ
て
、「
こ

れ
ま
で
い
わ
ば
背
中
に
ズ
ル
ズ
ル
と
ひ
き
ず
っ
て
い
た
「
伝
統
」
を
前
に
引
き
据

え
て
、
将
来
に
向
っ
て
の
可
能
性
を
そ
の
中
か
ら
「
自
由
」
に
探
っ
て
い
け
る
地

点
に
立
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
」と
述
べ
て
い
ま
す（『
日
本
の
思
想
』岩
波
新
書
、

一
九
六
一
年
、
一
八
七
頁
）。
こ
こ
に
は
、
真
摯
な
改
革
者
の
非
凡
な
勇
気
が
現

れ
て
い
ま
す
。

第
二
は
方
法
と
し
て
、
現
在
に
接
続
す
る
過
去
の
思
想
史
を
構
造
的
に
捉
え
る

事
に
よ
っ
て
、
今
日
の
問
題
の
歴
史
的
由
来
と
深
層
な
原
因
を
つ
か
む
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
す
ご
く
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。
中
国
の
歴
史
学
は
、
司
馬
遷
を
は
じ

め
歴
史
の
史
実
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
に
教
訓
を
残
す
と
い
う
伝
統
は

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
主
に
歴
史
的
事
象
の
記
述
で
す
。
し
か
し
丸
山
先
生
の
方

法
を
通
じ
て
、
私
は
思
想
史
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
そ
れ
を
構
造
化
す
る
こ
と
の
重

大
な
意
味
を
認
識
し
ま
し
た
。
そ
し
て
文
化
大
革
命
の
独
裁
と
大
衆
運
動
が
結
び

付
け
ら
れ
た
構
造
の
背
後
に
も
思
想
史
の
深
い
構
造
的
原
因
が
あ
る
と
ひ
ら
め
い

た
の
で
す
。

『
日
本
の
思
想
』
と
い
う
著
作
に
述
べ
ら
れ
た
の
は
日
本
の
問
題
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
叡
智
は
中
国
の
歴
史
的
省
察
に
と
っ
て
も
貴
重
な
価
値

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
私
は
自
分
も
一
般
の
歴
史
学
で
は
な
く
、
思

想
史
的
方
法
に
よ
っ
て
自
国
の
問
題
を
深
層
か
ら
解
明
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

後
に
大
学
院
に
進
学
し
て
明
治
維
新
史
を
専
攻
と
す
る
北
京
師
範
大
学
の
教
授
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の
門
下
に
入
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、『
戦
中
と
戦
後
の
間
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
六
年
）
と
い
う
本
を
読
ん
で
、
丸
山
先
生
の
福
沢
諭
吉
論
に
は
じ
め
て
接

触
し
ま
し
た
。
最
初
に
読
ん
だ
の
は
「
福
沢
諭
吉
の
儒
教
批
判
」
で
、
福
沢
が
一

生
を
通
じ
て
儒
教
と
戦
う
と
丸
山
先
生
が
論
じ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
に
少
し
と
ま

ど
い
を
感
じ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
儒
学
を
激
し
く
批
判
す
る
文
化
大
革
命
を

私
は
経
験
し
た
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
福
沢
が
敵
と
し
た
儒
学
を
直
ち
に
中
国
の

儒
学
と
同
一
視
し
な
い
で
、
こ
の
論
文
が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
の
戦
争
時
代
の

文
脈
を
理
解
し
ま
す
と
、
重
要
な
発
見
を
得
ま
し
た
。
日
本
全
国
民
が
天
皇
中
心

の
「
国
体
」
の
た
め
の
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
体
制
の
も
と
で
、
丸
山
先
生
が
問
題

視
し
た
の
は
、
個
人
が
主
体
的
に
自
分
を
修
養
す
る
よ
う
な
儒
学
で
は
な
く
、
五

倫
五
常
の
儒
教
徳
目
が
日
本
社
会
に
染
み
つ
い
て
一
種
の
思
考
様
式
あ
る
い
は
行

動
様
式
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
精
神
構
造
で
す
。
こ
れ
が
独
立
自
尊
の
市
民
精
神

を
妨
げ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
論
文
を
読
ん
で
私
自
身
も
、
儒
教
の
こ
う
し
た

浸
透
の
仕
方
に
深
刻
な
問
題
が
あ
る
と
意
識
し
、
中
国
に
は
ど
の
よ
う
な
浸
透
の

仕
方
を
し
た
の
か
を
真
剣
に
考
え
は
じ
め
た
わ
け
で
す
。

こ
の
論
文
に
続
い
て
読
ん
だ
の
は
「
福
沢
に
於
け
る
秩
序
と
人
間
」
と
い
う
短

い
論
文
で
し
た
。
こ
こ
で
福
沢
の
思
想
の
精
髄
が
丸
山
先
生
の
「
音
楽
演
奏
家
」

と
し
て
の
力
量
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
、
私
に
強
い
共
鳴
を
呼
び
起
こ
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
丸
山
先
生
の
思
想
の
核
心
部
分
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
特
に
共

感
を
覚
え
た
の
は
、「
国
民
の
大
多
数
が
政
治
的
統
制
の
単
な
る
客
体
と
し
て
所

与
の
秩
序
に
ひ
た
す
ら
「
由
ら
し
め
」
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
問
題
に
関
す
る
丸

山
先
生
の
指
摘
で
す
。
ま
た
福
沢
の
独
立
自
尊
の
意
味
は
、「
秩
序
を
単
に
外
的

所
与
と
し
て
受
取
る
人
間
か
ら
、
秩
序
に
能
動
的
に
参
与
す
る
人
間
へ
の
転
換
」

を
図
る
こ
と
、「
個
人
の
自
主
性
」「
自
主
的
人
格
の
精
神
」
を
樹
立
す
る
こ
と
に

あ
る
と
い
う
先
生
の
分
析
に
、
私
は
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
自
国
の
こ
と
を

考
え
ま
す
と
、中
国
の
文
化
大
革
命
は
熱
烈
な
大
衆
運
動
と
し
て
現
れ
ま
し
た
が
、

実
は
人
び
と
が
自
分
の
思
考
を
停
止
し
て
権
威
に
従
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
よ
う
な
愚
行
が
社
会
全
体
に
発
生
し
た
と
私
は
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
意
味
で
、「
独
立
自
尊
」
の
市
民
精
神
の
樹
立
が
中
国
に
と
っ
て
未
完
成
な

課
題
だ
と
私
は
意
識
し
、
こ
の
点
で
、
私
も
丸
山
、
福
沢
と
問
題
意
識
を
共
有
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

第
二
点
は
、
丸
山
思
想
史
学
と
私
の
方
法
的
転
換
で
す
。

中
国
が
改
革
開
放
に
入
っ
て
間
も
な
か
っ
た
こ
ろ
、
歴
史
学
は
依
然
と
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
史
学
の
方
法
論
に
堅
く
固
執
し
、
ほ
と
ん
ど
信
仰
的
あ
る
い
は
公
式

主
義
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
し
た
。
従
っ
て
、
私
の
研
究
は
自
分
が
希
望
す
る
思
想

史
の
よ
う
に
な
ら
ず
、
一
般
の
歴
史
学
、
し
か
も
唯
物
史
観
の
土
台
論
に
基
づ
く

よ
う
に
レ
ー
ル
を
敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
方
法
に
よ
る
と
、
歴
史
上
全
て
の

政
治
と
精
神
の
現
象
が
あ
ら
か
じ
め
生
産
様
式
と
生
産
関
係
の
発
展
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
、
い
か
な
る
思
想
も
結
局
、
物
質
的
基
盤
に
伴
う
必
然
的
な
結
果
に
過
ぎ

な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
中
国
の
福
沢
論
に
は
一
つ
の

決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
唯
物
史
観
に
基
づ
い
て
、
近
代
日
本
を
封

建
的
要
素
の
濃
い
資
本
主
義
、
さ
ら
に
帝
国
主
義
へ
と
発
展
し
た
社
会
と
し
て
捉

え
、
そ
の
中
で
福
沢
を
含
め
た
明
治
の
思
想
家
も
皆
、
不
徹
底
な
啓
蒙
思
想
か
ら
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