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理
に
卓
越
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
。

そ
の
う
え
国
際
金
融
の
専
門
家
で
あ
り
、
世
界

銀
行
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
も
人
脈
が
あ
る
。
習
の
周
り

で
は
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
有
能
な
人
物
だ
。

　

王
は
六
十
九
歳
に
な
り
党
の
役
職
を
引
退
し

た
が
、
ま
っ
た
く
の
ヒ
ラ
に
な
っ
た
ら
、
身
の

安
全
も
保
障
さ
れ
な
い
の
が
中
国
で
あ
る
。

　

国
家
副
主
席
と
い
う
地
位
は
、
か
つ
て
孫
文

夫
人
の
宋
慶
齢
も
長
く
そ
の
任
に
あ
っ
た
よ
う

に
名
誉
職
に
も
な
り
得
る
か
ら
、
習
は
安
心
だ
。

　

王
岐
山
が
岡
田
の
研
究
成
果
を
政
治
に
利
用

す
る
な
ら
、
日
本
人
で
は
な
く
中
国
人
が
国
際

的
な
指
導
力
を
発
揮
す
る
一
助
に
な
っ
た
わ
け

だ
が
、
岡
田
が
責
務
を
負
う
筋
合
い
は
な
い
。

（
み
や
わ
き
・
じ
ゅ
ん
こ
／
東
洋
史
）

推
し
進
め
た
。
こ
の
お
か
げ
で
中
国
は
世
界
第

二
の
経
済
大
国
に
な
っ
た
の
だ
が
、
習
近
平
の

一
連
の
政
策
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
こ
の
「
改

革
開
放
」
の
流
れ
に
逆
行
し
て
い
る
。

　

今
回
注
目
を
あ
つ
め
た
の
は
国
家
副
主
席
の

ポ
ス
ト
で
、
国
家
主
席
と
同
じ
く
再
選
制
限
規

定
を
撤
廃
さ
れ
た
副
主
席
に
な
っ
た
の
が
、
習

近
平
の
右
腕
と
い
わ
れ
る
王
岐
山
で
あ
る
。

　

今
後
、「
習
・
王
体
制
」
で
さ
ら
な
る
強
国

を
め
ざ
す
わ
け
だ
が
、
王
岐
山
が
副
主
席
に

な
っ
た
意
味
を
書
く
よ
う
に
と
依
頼
さ
れ
て
、

何
と
い
う
無
茶
ぶ
り
だ
と
私
は
思
っ
た
。

　

王
岐
山
は
確
か
に
、
私
の
亡
き
夫
の
岡
田
英

弘
の
歴
史
観
を
高
く
評
価
し
た
。
二
○
一
五

年
四
月
、
中
国
共
産
党
指
導
部
の
招
待
で
北
京

を
訪
問
し
た
日
系
ア
メ
リ
カ
人
学
者
フ
ラ
ン
シ

ス
・
フ
ク
ヤ
マ
と
青
木
昌
彦
両
氏
に
、
台
湾
で

漢
訳
が
刊
行
さ
れ
た
岡
田
の
著
書
『
世
界
史
の

誕
生
』
の
内
容
に
つ
い
て
延
々
と
論
じ
、「
モ

ン
ゴ
ル
史
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
の
間
の
地

域
に
対
す
る
ミ
ク
ロ
的
な
調
査
が
素
晴
ら
し
く
、

民
族
言
語
学
に
対
し
て
も
非
常
に
深
い
技
術
と

知
識
を
持
っ
て
お
り
、
と
く
に
語
根
研
究
に
長

け
て
い
る
」「
文
明
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必

ず
し
も
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

歴
史
と
文
明
が
と
も
に
あ
る
の
は
世
界
上
、
地

中
海
世
界
と
中
国
だ
け
だ
、
と
岡
田
は
言
っ
て

い
る
」
な
ど
と
話
し
た
そ
う
だ
。

　

今
で
も
、
王
岐
山
に
つ
い
て
語
る
際
に
岡
田

英
弘
の
名
前
は
と
き
ど
き
見
受
け
ら
れ
る
。
習

近
平
の
「
一
帯
一
路
」
や
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経

済
ベ
ル
ト
」
構
想
に
は
、
史
学
研
究
者
で
あ
っ

た
王
の
影
響
が
あ
る
と
も
さ
れ
る
。

岡
田
史
学
と
王
岐
山

　

二
○
一
八
年
三
月
二
十
日
に
閉
幕
し
た
中
国

の
全
国
人
民
代
表
大
会
で
、
一
票
の
反
対
票
も

な
く
再
選
さ
れ
た
習
近
平
国
家
主
席
（
党
総
書

記
）
は
、
憲
法
改
正
に
よ
り
二
○
二
三
年
以
降

も
主
席
で
い
続
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

か
つ
て
毛
沢
東
が
終
身
主
席
の
独
裁
者
だ
っ

た
た
め
、
大
躍
進
や
文
化
大
革
命
で
何
千
万
人

も
の
国
民
が
餓
死
や
迫
害
死
を
し
た
。
こ
れ
に

懲
り
た
鄧
小
平
は
、
個
人
の
暴
走
を
止
め
る
た

め
に
国
家
主
席
の
任
期
を
二
期
十
年
と
定
め
て

集
団
指
導
体
制
を
取
り
、「
社
会
主
義
市
場
経

済
」
と
い
う
造
語
を
創
り
だ
し
て
経
済
発
展
を

部
だ
け
で
も
数
百
名
を
取
り
調
べ
て
失
脚
さ
せ
、

そ
の
辣
腕
は
国
民
か
ら
拍
手
喝
采
さ
れ
た
が
、

暗
殺
未
遂
は
四
年
間
で
二
十
七
回
と
言
わ
れ
る
。

習
近
平
の
九
回
の
暗
殺
未
遂
事
件
を
は
る
か
に

超
え
る
数
で
あ
る
。

　

国
民
の
人
気
が
自
分
よ
り
も
王
岐
山
に
あ
る

と
嫉
妬
し
た
習
が
、
王
と
疎
遠
に
な
っ
た
と
い

う
報
道
も
一
時
は
あ
っ
た
が
、
互
い
に
必
要
な

存
在
だ
か
ら
、
二
期
目
も
組
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　

習
近
平
は
一
期
目
で
、
次
世
代
指
導
者
と
な

り
そ
う
な
リ
ー
ダ
ー
は
す
べ
て
失
脚
さ
せ
た
う

え
、
軍
も
百
名
の
将
軍
と
四
千
名
の
幹
部
を
粛

清
し
、
地
方
幹
部
も
大
幅
に
入
れ
替
え
て
、
す

べ
て
自
分
に
忠
誠
を
誓
う
若
い
子
分
で
固
め
た
。

国
内
の
権
力
集
中
に
は
成
功
し
た
が
、
金
融
や

外
交
な
ど
内
外
で
問
題
は
山
積
み
で
あ
る
。

　

王
岐
山
は
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
騒
ぎ
の
時
に
は
北
京
市

長
の
リ
リ
ー
フ
に
送
り
込
ま
れ
、「
ミ
ス
タ
ー

消
防
夫
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
よ
う
に
、
危
機
管
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習
へ
の
権
力
一
極
集
中
に
加
担

　

も
と
も
と
歴
史
学
者
に
な
り
た
か
っ
た
と
い

う
王
岐
山
が
、
岡
田
史
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

の
世
界
史
を
相
対
化
し
て
み
せ
、
中
国
史
の
特

異
性
を
発
見
し
、
日
本
建
国
を
も
外
の
視
点
か

ら
論
じ
た
点
に
惹
か
れ
た
の
は
本
当
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
が
、
王
岐
山
の
政
治
力
を

判
断
す
る
材
料
に
な
っ
た
り
、
日
本
へ
の
評
価

に
影
響
を
与
え
る
と
は
、
私
に
は
思
え
な
い
。

　

王
岐
山
は
、
習
近
平
へ
の
権
力
一
極
集
中
に

も
っ
と
も
貢
献
し
た
腹
心
で
あ
る
。
習
の
反

腐
敗
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
大
幹

習
近
平
政
権
に
お
け
る 

王
岐
山
副
主
席
の
意
味
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