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一
九
八
〇
年
九
月
、
世
界
的
な
経
済
危
機
が
ト
ル
コ
を
襲
い
、
国
内
で
は
左
右
闘
争
や
民
族
主
義
運
動
の
激
化
に
よ
り
多
数
の
死
者
が

出
る
ほ
ど
に
社
会
の
混
乱
が
極
ま
る
な
か
、
軍
部
は
こ
れ
を
鎮
め
る
べ
く
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
た
。
ク
ー
デ
タ
を
率
い
た
参
謀
総
長
ケ
ナ

ン
・
エ
ヴ
レ
ン
（K

enan�Evren, 
一
九
一
七
―
二
〇
一
五
年
）
を
大
統
領
と
す
る
軍
事
政
権
は
、
国
民
統
合
を
目
的
と
し
て
ト
ル
コ
・
イ

ス
ラ
ー
ム
総
合
論
を
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
採
用
し
、
公
教
育
の
分
野
で
は
こ
れ
を
教
育
内
容
へ
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
国
父
で
あ
る

ア
タ
テ
ュ
ル
ク
に
関
す
る
教
育
内
容
の
強
化
に
努
め

）
（
（

た
。
一
方
、
宗
教
教
育
に
関
し
て
は
、
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
総
合
論
を
取
り
入
れ

る
と
と
も
に
、
選
択
希
望
制
の
宗
教
科
と
必
修
の
道
徳
科
を
統
合
し
、
そ
の
受
講
を
義
務
づ
け
た
。

一
九
八
二
年
に
ケ
ナ
ン
・
エ
ヴ
レ
ン
は
、
国
民
に
向
け
て
行
っ
た
演
説
の
な
か
で
、
宗
教
教
育
の
必
修
化
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説

明
し
た
。

子
ど
も
を
政
府
の
学
校
に
通
わ
せ
ず
、
秘
密
裏
の
反
逆
の
野
心
を
実
現
す
る
た
め
の
ク
ル
ア
ー
ン
教
室
を
開
く
無
知
蒙
昧
な
人
々
に

預
け
て
い
る
母
親
、
父
親
に
呼
び
か
け
ま
す
。［
…
］
こ
れ
か
ら
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
に
お
い
て
、
宗
教
の
授
業
が
必
修

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
あ
な
た
方
の
子
ど
も
た
ち
は
、
宗
教
の
知
識
を
こ
れ
ら
の
学
校
で
得
る
こ
と
が
で
き
る

の
で

）
（
（

す
。
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こ
の
演
説
に
は
、
軍
事
政
権
が
、
宗
教
反
動
へ
の
恐
怖
を
喚
起
す
る
こ
と
で
宗
教
の
国
家
管
理
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
国
家
の
提
供

す
る
宗
教
教
育
の
み
を
是
と
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
諸
政
権
が
行
っ
て
き
た
宗
教
教
育
政
策
を
踏
襲
し
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
ア

タ
テ
ュ
ル
ク
の
遺
志
を
受
け
継
い
で
い
る
は
ず
の
軍
事
政
権
が
宗
教
教
育
科
目
を
必
修
化
に
し
た
こ
と
か
ら
は
、
国
家
が
積
極
的
に
宗
教

を
管
理
す
る
と
い
う
形
で
の
政
教
関
係
が
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
わ
ず
規
定
路
線
と
さ
れ
た
転
換
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
科
目
の
必
修
制
が
科
目
の
導
入
と
同
じ
一
九
八
二
年
に
改
定
さ
れ
た
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
普
通
教
育
、
す
な
わ
ち
全
国
民
が
受
け
る
初
等
・
中
等
教
育
の
な
か
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
科
目
の

必
修
化
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
選
択
か
ら
は
、
こ
の
年
に
、
国
家
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
権
威
と
し
て
の
役
割
を
全
う
す
る
方
向
へ
と
完
全
に

舵
を
切
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
小
学
校
四
年
生
か
ら
高
校
最
終
学
年
の
三
年
生
（
当

）
（
（

時
）
ま
で
宗
教
文
化
・
道
徳
科
が
必
修
科
目
と
し
て
教
授
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
科
目
は
宗
教
科
と
同
様
、
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
を
前
提
と
し
た
宗
派
教
育
を
行
う
も
の
と
な
っ

）
（
（

た
。
宗
教
・

道
徳
科
で
は
な
く
、
宗
教
文
化
・
道
徳
科
と
い
う
名
称
の
選
択
に
は
、
実
際
に
は
宗
派
教
育
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な

く
宗
教
に
根
ざ
し
た
文
化
を
教
え
る
科
目
と
し
て
同
科
目
が
定
義
さ
れ
、
宗
教
教
育
の
必
修
化
を
あ
く
ま
で
文
化
の
教
育
と
し
て
位
置
づ

け
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
達
成
さ
れ
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
ト

ル
コ
国
民
性
と
統
合
さ
せ
、
国
民
文
化
に
包
含
す
る
と
い
う
政
治
的
意
図
の
結
実
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ト

ル
コ
人
の
国
民
性
と
切
り
離
せ
な
い
文
化
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
一
九
八
二
年
の
宗
教
文
化
・
道
徳
科
の
必
修
化
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ

共
和
国
の
公
的
見
解
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

宗
教
教
育
科
目
の
必
修
化
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
ク
ー
デ
タ
後
、
軍
事
政
権
が
各
分
野
に
お
い
て
新
た
な
方
針
を
模
索
す

る
な
か
、
当
時
ア
ン
カ
ラ
大
学
神
学
部
の
学
部
長
で
あ
っ
た
ヒ
ュ
セ
イ
ン
・
ア
タ
イ
が
宗
教
教
育
の
必
修
化
を
求
め
、
軍
部
に
文
書
を
送

っ
た
こ
と
が
、
必
修
化
の
道
を
開
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
ア
タ
イ
は
、
エ
ヴ
レ
ン
を
含
む
軍
関
係
者
や
教
育
相
と
面
会
し
、
宗
教
教
育

の
現
状
の
不
足
点
、
す
な
わ
ち
選
択
希
望
制
に
起
因
す
る
規
律
や
統
一
性
の
な
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
、
国
民
統
合
の
強



255

終　章

化
を
目
指
し
て
い
た
エ
ヴ
レ
ン
ら
を
説
得
し
、
結
果
と
し
て
、
必
修
化
が
決
定
さ
れ
た
と
い

）
（
（

う
。
ア
タ
イ
の
試
み
は
当
時
の
神
学
部
関
係

者
か
ら
全
面
的
な
賛
同
を
得
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
宗
教
教
育
の
必
修
化
は
、
彼
個
人
の
尽
力
と
、
エ
ヴ
レ
ン
ら
軍
事
政
権

幹
部
の
決
定
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

ク
ー
デ
タ
や
そ
の
後
の
軍
事
政
権
が
、
宗
教
文
化
・
道
徳
科
の
導
入
に
至
る
直
接
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
宗
教
教
育
科
目
の
必
修
化
は
、
こ
う
し
た
短
期
的
な
政
治
変
動
の
結
果
か
ら
の
み
理
解
す
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
一

九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の
あ
い
だ
の
政
治
家
た
ち
の
、
各
時
代
に
お
け
る
政
治
、
社
会
情
勢
に
応
じ
た
政
策
と
国
民
形
成
、
そ

し
て
国
是
で
あ
る
ラ
イ
ク
リ
キ
と
そ
れ
ら
の
兼
ね
合
い
を
め
ぐ
る
試
行
錯
誤
と
い
う
背
景
を
受
け
て
実
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き

事
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
紆
余
曲
折
の
過
程
は
、
ま
さ
に
ト
ル
コ
の
政
教
関
係
の
転
換
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。

本
書
で
は
、
宗
教
教
育
が
必
修
化
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
、
二
〇
世
紀
中
葉
に
お
け
る
公
教
育
内
で
の
宗
教
教
育
の
再
開
に
ま

で
遡
っ
て
見
て
き
た
。
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
は
ト
ル
コ
共
和
国
を
建
国
す
る
と
、
宗
教
に
関
わ
る
分
野
に
お
い
て
抜

本
的
な
改
革
を
行
っ
た
。
青
年
ト
ル
コ
世
代
た
る
彼
や
そ
の
周
辺
の
政
治
家
た
ち
は
、
科
学
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
融
合
を
説
く
新
し
い

「
宗
教
」、
す
な
わ
ち
ケ
マ
リ
ズ
ム
の
も
と
、
政
治
や
社
会
か
ら
宗
教
と
そ
の
担
い
手
の
影
響
力
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
ト
ル
コ
共
和
国
の

近
代
化
に
不
可
欠
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
建
国
当
初
は
小
学
校
、
中
学
校
、
大
学
で
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
教
育

を
一
九
三
〇
年
代
末
ま
で
に
す
べ
て
廃
止
し
た
。
そ
し
て
、
共
和
人
民
党
の
綱
領
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
ラ
イ
ク
リ
キ
を
一
九
三
七
年
に

国
是
と
す
る
こ
と
で
、
共
和
国
の
世
俗
化
改
革
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
三
八
年
に
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
が
死
去
す
る
と
、
徐
々
に
、
彼
の
急
進
的
な
政
策
に
対
す
る
反
発
が
表
面
化
し
て
い

く
。
宗
教
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
て
い
た
た
め
、
当
初
、
そ
れ
は
道
徳
の
頽
廃
を
喧
伝
す
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
、
一
九
四
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
宗
教
教
育
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
共
和
人
民
党
政
権
に
と
っ
て
国
民
の
要
望

に
応
え
、
宗
教
教
育
を
再
開
す
る
た
め
に
は
大
き
な
課
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
世
俗
化
政
策
を
否
定
せ
ず
に
、
い

か
に
宗
教
教
育
を
導
入
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
共
和
人
民
党
政
権
内
で
そ
れ
は
当
初
、
公
教
育
の
外
部
で
宗
教
教
育
を
行
う
と
い
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う
構
想
に
結
び
つ
い
た
が
、
そ
の
後
、
ラ
イ
ク
リ
キ
の
解
釈
を
読
み
替
え
る
こ
と
で
公
教
育
の
内
部
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
再
開
す
る
方

向
に
移
行
し
て
い
く
。
そ
の
背
後
に
は
、
複
数
政
党
制
の
導
入
に
伴
い
、
宗
教
的
実
践
を
望
む
国
民
の
支
持
獲
得
の
た
め
に
宗
教
を
政
治

利
用
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
当
初
は
、
国
家
と
宗
教
の
分
離
を
堅
持
す
る
方
向

性
が
政
権
内
部
で
優
勢
だ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
四
八
年
以
降
、
国
家
に
よ
る
宗
教
の
管
理
と
促
進
を
目
指
す
方
向
性
が
こ
れ
を
上
回
っ

て
い
く
。

一
九
四
九
年
に
小
学
校
に
選
択
希
望
科
目
と
し
て
宗
教
科
が
設
け
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
一
九
五
六
年
に
中
学
校
へ
、
一
九
六
七
年
に
は

高
校
へ
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
宗
教
教
育
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
支
持
獲
得
を
目
指
す
手

法
は
、
政
権
交
代
や
軍
事
ク
ー
デ
タ
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
論
理
は
時
代
に
応
じ
て
変
化
し

て
い
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
、
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
と
と
も
に
革
命
の
時
代
を
生
き
た
政
治
家
た
ち
が
姿
を
消
し
て
い
く
な
か
で
、
ラ
イ
ク
リ

キ
の
政
教
分
離
の
側
面
に
代
わ
り
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
良
心
の
自
由
と
い
う
概
念
だ
っ
た
。
民
主
党
政
権
は
良
心
の
自
由
を
、

ト
ル
コ
国
民
が
ム
ス
リ
ム
と
し
て
信
仰
を
持
ち
続
け
る
こ
と
と
い
う
意
味
に
転
換
さ
せ
、
国
家
が
そ
れ
を
保
障
す
る
と
い
う
論
理
の
も
と
、

公
教
育
の
な
か
で
積
極
的
に
宗
教
教
育
を
拡
充
さ
せ
て
い
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
、
ク
ー
デ
タ
後
の
新
政
権
下
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
宗

教
教
育
は
継
承
、
拡
大
さ
れ
て
い
き
、
こ
の
時
代
に
そ
れ
は
、
宗
教
教
育
に
国
民
教
育
と
し
て
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ト
ル
コ
国
民
性
を
結
び
つ
け
、
両
者
を
分
か
ち
が
た
く

統
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
理
解
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

宗
教
科
の
教
育
内
容
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
基
礎
的
な
教
義
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
点
か
ら
道
徳
的
な

行
動
や
殉
教
と
い
っ
た
信
仰
実
践
を
国
家
へ
の
奉
仕
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
一
九
七
〇
年
代

に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
と
ト
ル
コ
国
民
の
性
質
を
同
じ
も
の
だ
と
す
る
言
説
に
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
性
格
は

一
九
七
四
年
に
設
置
さ
れ
た
道
徳
科
に
も
見
ら
れ
、
道
徳
科
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
根
拠
と
し
た
道
徳
が
説
か
れ
る
と
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー

ム
と
ト
ル
コ
国
民
性
と
の
親
和
性
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
転
換
は
、
世
俗
性
に
依
拠
し
た
ト
ル
コ
国
民
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
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策
の
代
わ
り
に
、
ト
ル
コ
人
の
国
民
性
と
イ
ス
ラ
ー
ム
を
結
び
つ
け
る
理
解
が
教
育
政
策
の
既
定
路
線
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
ト
ル
コ
国
民
の
文
化
と
見
な
す
動
き
の
な
か
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
単
に
宗
教
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
文
化
と
し

て
も
扱
う
姿
勢
が
共
和
国
政
府
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
ト
ル
コ
を
見
る
と
、
国
家
が
国
民
の
信
仰
を
管
理
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
支
え
る
と
い
う
状
況
は
自
明
で
あ
り
、
こ
う
し
た
状

況
は
建
国
初
期
以
来
、
続
い
て
き
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
ル
コ
の
政
教
関
係
の
な
か
で
は
、
宗
教
の
排
除
や

国
家
と
宗
教
の
分
離
が
目
指
さ
れ
て
い
た
時
代
は
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
政
教
関
係
の
様
相
は
一
九
四
〇
年
代
か
ら
七
〇
年

代
を
通
じ
て
、
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
政
教
関
係
の
転
換
の
契
機
と
な
り
、
ま
た

そ
の
関
係
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
が
、
他
で
も
な
い
宗
教
教
育
、
そ
し
て
道
徳
教
育
に
関
す
る
政
策
だ
っ
た
。

一
九
八
二
年
、
宗
教
教
育
科
目
が
選
択
希
望
科
目
か
ら
必
修
科
目
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
宗
教
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
取
り
ま
く
時
代
状
況

の
変
化
に
よ
り
、
ア
レ
ヴ
ィ
ー
を
は
じ
め
、
一
部
の
国
民
は
宗
教
文
化
・
道
徳
科
が
必
修
科
目
で
あ
る
こ
と
に
反
対
の
意
を
示
し
て
い
る
。

二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
二
四
年
現
在
ま
で
与
党
の
座
を
維
持
す
る
公
正
発
展
党
政
権
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
内
の
少
数
派
や
こ
れ
ま
で
認
め
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
信
仰
を
国
家
が
許
容
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
範
囲
に
組
み
込
む
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
反
対
意
見
を
封
じ
よ

う
と
し
て
い

）
（
（

る
。
二
〇
一
二
年
か
ら
は
、
中
学
校
、
高
校
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
必
修
制
の
宗
教
教
育
科
目
に
加
え
、
選
択
制
の
宗
教

教
育
科
目
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
公
教
育
に
お
け
る
宗
教
教
育
は
さ
ら
に
拡
大
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
勢
い
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な

い
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

）
（
（

る
。
公
正
発
展
党
は
、
そ
の
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
共
和
人
民
党
と
対
比
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
同
党
の

こ
う
し
た
宗
教
教
育
政
策
は
、
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
亡
き
後
の
共
和
人
民
党
政
権
に
よ
る
政
策
転
換
の
試
み
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
今
日
の
宗
教
教
育
の
あ
り
方
は
、
軍
事
政
権
を
含
む
そ
の
後
の
諸
政
権
が
そ
の
政
策
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
結
果

だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。




