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う
な
安
易
な
こ
と
を
し
て
は
悪
例
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
私
自

身
も
非
常
の
大
悪
人
・
大
罪
人
と
な
り
ま
す
。
自
分
は
構
わ
な
い

と
し
て
も
、
悪
例
を
残
す
の
は
私
の
最
も
堪
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
す
か
ら
、
不
本
意
な
が
ら
も
控
え
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
田
中
は
議
会
で
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
の
か
。
当
時
の
読
売
新
聞
は
こ
う
も
評
し
て
い
ま
す
。

「
彼
の
演
説
は
熱
誠
溢
れ
て
ほ
と
ん
ど
涙
を
落
と
す
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
議
員
は
黙
然
と
し
て
こ
れ
を
聞
き
、
傍
聴
人
も
ま
た
黙

然
と
し
て
聞
い
た
。
彼
は
滔
々
一
時
間
、
一
種
の
凄
み
を
帯
び
た

大
演
説
を
し
た
。
こ
の
長
演
説
を
満
場
の
議
員
が
謹
聴
し
た
だ
け

で
な
く
、
そ
の
降
壇
に
際
し
て
拍
手
が
四
方
に
起
こ
っ
た
の
を
見

て
も
、
彼
の
熱
誠
が
よ
う
や
く
満
場
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

初
期
議
会
以
来
最
も
多
く
質
問
演
説
を
試
み
た
者
は
田
中
正
造

で
、
ま
た
こ
れ
を
最
も
よ
く
政
府
弾
劾
の
方
法
と
し
た
者
も
田
中

正
造
で
あ
る
。
田
中
の
演
説
は
、
質
問
演
説
と
し
て
ほ
と
ん
ど
成

功
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
田

中
の
雄
弁
の
た
め
で
な
い
。
田
中
は
質
問
演
説
に
一
心
を
込
め

て
、
詰
問
も
す
る
弾
劾
も
す
る
。
そ
し
て
一
面
に
は
泣
い
て
議
員

と
傍
聴
人
と
に
訴
え
る
。
こ
う
い
う
具
合
に
質
問
演
説
を
自
分
の

生
命
と
し
て
や
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」

連
ね
ま
す
が
、
足
尾
鉱
毒
事
件
の
惨
状
を
め
ぐ
っ
て
明
治
天
皇
へ

の
直
訴
を
行
な
っ
た
田
中
正
造
も
初
当
選
組
の
一
人
で
し
た
。
直

訴
の
印
象
が
あ
ま
り
に
も
強
い
一
方
で
、
第
六
回
ま
で
の
十
年
以

上
に
渡
り
連
続
当
選
を
重
ね
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
戦
前
の
帝

国
議
会
で
は
質
問
数
も
九
十
件
を
数
え
、
そ
の
中
で
も
有
名
な
質

問
演
説
に
は
「
亡
国
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
即
ち
亡
国
」
の
名
文

句
で
知
ら
れ
る
「
亡
国
演
説
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

田
中
の
代
名
詞
で
も
あ
る
、
足
尾
鉱
毒
被
害
の
惨
状
を
訴
え
て

の
明
治
天
皇
へ
の
上
奏
文
。
そ
の
草
稿
は
第
一
回
の
当
選
同
期
で

も
あ
っ
た
中
江
兆
民
の
弟
子
で
、
後
に
桂
太
郎
内
閣
時
の
「
大
逆

事
件
」
で
処
刑
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト・幸
徳
秋
水
（
傳
次
郎
）

の
手
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
を
自
己
完
結
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
独
り
よ
が
り
に
な
ら
な
い
た
め
の
周
到
な
準

備
と
覚
悟
の
賜
物
が
直
訴
の
上
奏
文
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
田

中
は
国
会
議
員
を
自
ら
辞
職
し
、
妻
に
も
離
縁
を
言
い
渡
し
た
う

え
で
直
訴
を
決
行
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
田
中
の
足
跡
を
記
し
た

文
献
で
は
、
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
私
が
議
員
の
籍
に
あ
る
と
き
に
は
、
毎
年
宮
中
年
賀
の
際
な

ど
に
は
一
同
整
列
し
て
い
る
前
を
、
聖
上
陛
下
は
き
わ
め
て
ゆ
っ

く
り
と
ご
通
過
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
、
手
を
伸
ば
さ
ず
と
も
奏
書

を
奉
呈
す
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ

高
橋　

大
輔

（
尾
崎
行
雄
記
念
財
団
研
究
員
・
Ｉ
Ｔ
統
括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）

代
表
的
議
会
人

            

―
記
憶
に
留
め
た
い
六
人
の
政
治
家
た
ち

一
、
【
明
治
期
】
　

田
中
正
造 

―
環
境
問
題
の
始
祖
、
行
動
の
志
士

 

わ
が
国
初
の
国
政
選
挙
で
も
あ
っ
た
第

一
回
総
選
挙
で
は
、
実
に
三
百
名
の
国
会

議
員
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
一
覧
は
憲

政
記
念
館
で
も
顔
写
真
つ
き
で
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
選
者
に
は
憲
政
の
二
柱
と
称
さ
れ
る
咢
堂
・
尾
崎

行
雄
や
木
堂
・
犬
養
毅つ
よ
き

、
吉
田
茂
の
実
父
で
も
あ
る
竹
内
綱
、
後

に
東
洋
の
ル
ソ
ー
と
呼
ば
れ
た
中
江
篤
介
（
兆
民
）
な
ど
が
名
を

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
―
人
物
を
通
じ
て
「
憲
政
史
を
総
覧
」
す
る

今
年
は
明
治
改
元
か
ら
百
五
十
年
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
が
国

の
政
治
史
（
憲
政
史
）
に
お
い
て
は
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三

年
）
の
帝
国
議
会
開
設
か
ら
今
年
で
百
二
十
八
年
目
に
な
り
ま

す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
二
〇
二
〇
年
に
は

百
三
十
年
目
の
節
目
を
迎
え
ま
す
が
、
今
回
は
議
会
開
設
か
ら
現

在
ま
で
を
六
つ
の
時
代
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
切
り
に
お
い
て

特
筆
す
べ
き
政
治
家
を
採
り
上
げ
ま
す
。
そ
ん
な
「
代
表
的
議
会

人
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
憲
政
史
を
総
覧
し
よ
う
、
政
治
の
あ

り
方
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
試
み
で
す
。



特 集 尾崎行雄と憲政史

67

の
雄
弁
家
に
つ
い
て
も
学
ん
で
い
ま
す
。
当
選
回
数
や
在
職
年
数

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
尾
崎
は
そ
れ
だ
け
の
歳
月
を
か
け
て
、
自
ら

の
演
説
を
磨
き
続
け
て
き
た
の
で
す
。

三
、
【
昭
和
初
期
】

濱
口
雄
幸 

―
国
難
に
当
り
、
自
ら
の
言
葉
で
訴
え
続
け
た

 

今
回
取
り
上
げ
る
六
人
の
中
で
、
唯
一

の
総
理
大
臣
が
「
ラ
イ
オ
ン
宰
相
」
と
呼

ば
れ
た
濱
口
雄
幸
で
す
。
濱
口
と
い
え

ば
、
城
山
三
郎
の
小
説
『
男
子
の
本
懐
』

で
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
蔵
省
の
出
身
で
官
僚

政
治
家
の
走
り
で
も
あ
り
ま
す
が
、
政
治
家
へ
の
転
身
間
も
な
い

頃
は
、
選
挙
で
も
落
選
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
不
遇
の
時
代
は
演

説
の
修
養
に
も
努
め
、
模
範
に
し
た
の
は
尾
崎
行
雄
の
演
説
だ
っ

た
と
幾
つ
か
の
評
伝
で
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
濱
口
内
閣
が
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
経
済
的
な
国
難
、
世
界
恐
慌
で
し
た
。
緊
縮
財
政
が
求
め
ら
れ

る
中
、
金
解
禁
と
い
う
経
済
政
策
を
推
し
進
め
ま
す
。
国
民
に
我

慢
と
い
う
我
慢
を
指
導
者
と
し
て
求
め
ま
す
が
、
そ
の
時
の
象
徴

え
、
あ
た
か
も
忠
君
愛
国
は
自
分
の
一
手
専
売
の
如
く
唱
え
て
お

り
ま
す
る
が
、
そ
の
為
す
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
常
に
玉
座
の
蔭
に

隠
れ
て
政
敵
を
狙
撃
す
る
が
如
き
挙
動
を
執
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
ら
は
玉
座
を
も
っ
て
胸
壁
と
な
し
、
詔
勅
を
も
っ
て
弾
丸

に
代
え
て
政
敵
を
倒
さ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。」

文
字
を
追
っ
た
だ
け
で
は
、
何
の
こ
と
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
玉
座
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、一
瞬
考
え
る
。
そ
し
て
閃
く
。

そ
れ
が
分
か
っ
た
と
き
、
何
か
が
頭
の
中
に
生
じ
ま
す
。
詔
勅
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
陛
下
の
お
言
葉
で
す
。
文
脈
が
分
か
っ
た
人
は
、

そ
れ
を
ま
だ
知
ら
な
い
人
に
教
え
た
く
な
る
。
こ
こ
に
当
時
の
熱

狂
、
大
正
政
変
の
秘
密
が
あ
っ
た
と
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。

尾
崎
い
わ
く
、
こ
の
弾
劾
演
説
は
原
稿
の
読
み
上
げ
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
す
。
前
の
登
壇
者
が
い
く
ら
攻
撃
し
て
も
顔
色
ひ
と

つ
変
え
な
い
桂
総
理
に
対
し
て
我
慢
な
ら
ず
、
原
稿
な
ど
お
構
い

な
し
の
即
興
だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。
天
性
と
い
う
見
方
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
「
言
葉
の
引
き
出
し
」
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
加
え
る
な
ら
ば
、
尾
崎
は
み
ず

か
ら
手
掛
け
た
『
公
会
演
説
法
』
を
通
じ
て
、
キ
ケ
ロ
や
ク
イ
ン

テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
な
ど
古
代
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ャ

の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
か
。「
上
手
い
こ
と
を
言
う
」
そ
の
よ
う

な
批
判
に
は
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。

政
治
家
に
な
る
以
前
、
尾
崎
の
職
業
は
新
聞
記
者
（
新
潟
新
聞

主
筆
）
で
あ
り
、
ま
た
日
本
初
の
演
説
指
南
書
『
公
会
演
説
法
』

を
訳
述
す
る
な
ど
の
著
述
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
験

か
ら
磨
か
れ
た
の
が
、
修
辞
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
の
技
法
で
し
た
。

言
葉
の
言
い
換
え
で
相
手
を
煙
に
巻
く
、
そ
ん
な
今
時
の
解
釈
で

は
な
く
、
本
来
の
意
味
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
よ
り
効
果
的
に
相
手

に
伝
わ
り
、
そ
し
て
響
く
か
。
尾
崎
は
時
の
政
敵
、
藩
閥
や
軍
閥

と
の
戦
い
の
中
で
言
葉
を
磨
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
武
器
と
し
て

の
演
説
、
そ
の
取
り
組
み
姿
勢
に
関
し
て
は
、
百
三
十
年
近
く
続

く
議
会
の
歴
史
の
中
で
も
、
今
な
お
尾
崎
が
最
高
レ
ベ
ル
に
位
置

す
る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

田
中
正
造
の
演
説
は
義
憤
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
一
方
で
、
切
れ

味
と
い
う
よ
り
は
斧
や
鉈な

た

を
振
り
ま
わ
す
力
任
せ
の
印
象
が
拭
え

ま
せ
ん
。
逆
に
尾
崎
の
演
説
は
、
情
の
田
中
正
造
に
対
し
て
理
で

訴
え
る
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
日
本
刀
を
思
わ
せ
ま
す
。
桂
内
閣
の

弾
劾
演
説
で
、
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
彼
ら
（
＝
桂
内
閣
）
は
常
に
口
を
開
け
ば
直
ち
に
忠
愛
を
唱

政
界
の
常
套
句
で
「
政
治
生
命
を
賭
け
る
」
と
い
う
言
葉
を
時

お
り
耳
に
し
ま
す
が
、
田
中
正
造
こ
そ
は
文
字
通
り
、
我
が
身
を

顧
み
る
こ
と
な
く
、
真
に
生
命
を
賭
し
て
事
に
臨
ん
だ
政
治
家
で

あ
っ
た
。
そ
の
草
分
け
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

二
、
【
大
正
期
】
　

尾
崎
行
雄 

―
雄
弁
を
支
え
た
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
「
信
念
」

 
尾
崎
行
雄
に
つ
い
て
は
多
く
を
触
れ
ま

せ
ん
が
、
一
般
的
に
雄
弁
家
と
し
て
の
印

象
が
強
い
か
と
思
い
ま
す
。
憲
政
史
に
お

け
る
有
名
な
演
説
の
ひ
と
つ
に
「
桂
太
郎

弾
劾
演
説
」
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
こ
の
演
説
に
、
ふ
た
つ
の
視

点
で
注
目
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、「
憲
政
史
上
、
も
っ
と
も

成
功
し
た
政
府
批
判
」
で
あ
る
と
い
う
点
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
レ

ト
リ
ッ
ク
を
武
器
に
戦
っ
た
政
治
家
の
先
駆
者
で
あ
る
と
い
う
証

拠
を
示
し
た
と
い
う
点
で
す
。

政
府
批
判
は
今
昔
を
問
わ
ず
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

一
、二
年
だ
け
で
も
森
友
学
園
に
加
計
学
園
、
公
文
書
管
理
な
ど

が
記
憶
に
新
し
い
も
の
の
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
言
論
が
人
々
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高
橋
是
清
や
岡
田
啓
介
が
相
次
い
で
襲
わ
れ
ま
し
た
。
先
の
濱
口

雄
幸
も
一
連
の
犠
牲
で
し
た
。
権
力
闘
争
に
明
け
暮
れ
る
ば
か
り

で
国
民
を
顧
み
ぬ
政
党
政
治
に
愛
想
を
つ
か
し
た
有
権
者
は
、
腐

乱
し
き
っ
た
政
党
よ
り
も
、
規
律
に
従
っ
て
行
動
す
る
軍
に
一
定

の
同
情
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
国
家
運
営
の
歯
車
が
狂
い
は
じ
め
、
舵
の
切
り

戻
し
が
効
か
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二

年
）
の
「
支
那
事
変
」
は
そ
う
し
た
ひ
と
つ
の
重
要
な
分
岐
点
、

あ
る
い
は
帰
還
不
能
点
（
ポ
イ
ン
ト
・
オ
ブ
・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
）

で
あ
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
の
対
応
に
つ
い
て
、
軍
部
主
導

と
な
っ
た
政
府
の
方
針
は
ど
う
な
の
か
。
政
治
家
の
意
地
を
見
せ

つ
け
た
の
が
、
斎
藤
隆
夫
の
「
支
那
事
変
処
理
に
関
す
る
質
問
演

説
」、
い
わ
ゆ
る
反
軍
演
説
で
し
た
。
斎
藤
が
立
ち
向
か
っ
た
米

内
内
閣
は
い
わ
ゆ
る
軍
政
で
し
た
が
、
少
し
ば
か
り
当
時
の
、
内

閣
成
立
の
仕
組
み
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

戦
前
の
総
理
大
臣
の
決
ま
り
方
は
、
国
会
議
員
だ
け
で
投
票
さ

れ
る
現
在
の
首
班
指
名
選
挙
と
異
な
り
、
元
老
や
重
臣
会
議
と
い

っ
た
総
理
経
験
者
の
話
し
合
い
で
内
定
し
、
天
皇
が
そ
れ
を
承
認

す
る
「
大
命
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
「
最
後

の
元
老
」
と
呼
ば
れ
た
西
園
寺
公
望
は
、
尾
崎
行
雄
の
政
敵
で
も

の
た
め
で
あ
り
ま
す
。」

四
、
【
昭
和
中
期
】

斎
藤
隆
夫 

―
憲
政
史
上
の
演
説
最
高
峰
「
反
軍
演
説
」

 

私
が
知
る
限
り
、
憲
政
史
に
お
け
る
演

説
の
最
高
峰
は
、
二・
二
六
事
件
後
の
後

に
行
な
わ
れ
た
「
粛
軍
演
説
」、
そ
し
て

米
内
光
政
内
閣
に
向
け
て
放
た
れ
た
「
反

軍
演
説
」
の
二
つ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
演
説
の
主
は
い
ず
れ
も
斎

藤
隆
夫
、
先
ほ
ど
の
濱
口
雄
幸
と
同
じ
民
政
党
所
属
の
代
議
士
で

す
。当

時
の
世
界
情
勢
は
「
食
う
か
、
喰
わ
れ
る
か
」。
世
界
中
が

戦
争
に
よ
っ
て
互
い
の
国
益
を
貪
り
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
争
そ

の
も
の
に
対
し
て
賛
成
か
、
そ
れ
と
も
反
対
か
。
そ
の
是
非
を
こ

こ
で
は
問
い
ま
せ
ん
。

一
方
で
国
内
情
勢
に
目
を
向
け
る
と
、
国
民
の
間
に
は
政
治
不

信
が
つ
の
り
、
時
の
指
導
者
が
相
次
い
で
命
を
狙
わ
れ
ま
す
。

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
の
五・一
五
事
件
で
は
尾
崎
の
盟
友
・

犬
養
が
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
年
）
の
二・
二
六
事
件
で
は

政
策
と
し
て
の
金
解
禁
そ
の
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
失
敗
に
終

わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
様
は
「
窓
を
開
け
た
と
こ
ろ
に
台
風
が
飛

び
こ
ん
で
来
た
」
と
い
わ
れ
る
始
末
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
政
策

実
行
の
分
け
目
と
な
っ
た
第
十
七
回
総
選
挙
で
は
、
自
ら
も
所
属

す
る
立
憲
民
政
党
が
単
独
過
半
数
を
獲
得
す
る
ほ
ど
の
勝
利
を
収

め
て
い
ま
す
。
政
治
家
に
と
っ
て
最
大
の
武
器
は
自
ら
が
発
す
る

言
葉
で
あ
り
、
そ
の
砲
身
で
あ
る
「
人
と
な
り
」
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
体
現
し
た
の
が
、
濱
口
雄
幸
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

冒
頭
引
用
し
た
「
明
日
伸
び
ん
が
た
め
に
…
」
の
句
は
、
濱
口

の
自
著
に
よ
っ
て
し
た
た
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
「
全
国
民
に
訴

う
」
の
結
び
に
あ
り
ま
す
。
以
下
は
そ
の
抜
粋
で
す
。

「
緊
縮
節
約
は
固も

と

よ
り
最
終
の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
之
に

よ
っ
て
国
家
財
政
の
基
礎
を
強
固
に
し
、
国
民
経
済
の
根
底
を
培

養
し
て
他
日
大
い
に
発
展
す
る
の
素
地
を
造
ら
ん
が
た
め
で
あ
り

ま
す
。
明
日
伸
び
ん
が
為
に
今
日
縮
む
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に

伴
う
目
前
の
小
苦
痛
は
前
途
の
光
明
の
為
に
、
暫
ら
く
こ
れ
を
忍

ぶ
の
勇
氣
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
願
わ
く
は
政
府
と
協
力
一

致
し
て
、
難
局
打
開
の
た
め
に
努
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
ま

す
。
こ
れ
決
し
て
政
府
の
為
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
実
に
国
民
全
体

的
な
言
葉
に
「
明
日
伸
び
ん
が
為
に
今
日
縮
む
の
で
あ
り
ま
す
」

と
い
う
声
明
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
濱
口
の
信
念
が
凝
縮
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
分
か
り
や
す
い
。
そ
の

本
当
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
っ
た
一
言
の
陰
に
隠
れ
た
背
景

や
、
前
後
の
時
間
軸
を
捉
え
な
い
と
な
か
な
か
見
え
て
き
ま
せ
ん

が
、
濱
口
の
政
策
論
は
「
な
ぜ
金
解
禁
な
の
か
」
と
い
う
そ
も
そ

も
の
問
い
や
、
そ
の
因
果
関
係
を
演
説
で
当
時
の
国
民
に
訴
え
て

い
ま
す
。

「
元
来
社
会
政
策
は
、
主
と
し
て
生
活
の
困
難
か
ら
生
ず
る
所

の
結
果
を
緩
和
す
る
所
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
に
於
い
て

は
、
生
活
不
安
の
原
因
そ
の
も
の
を
防
ぐ
が
た
め
に
は
物
価
の
調

節
と
い
う
こ
と
が
よ
り
一
層
大
切
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
に

は
「
政
府
が
そ
の
率
先
を
致
し
て
節
約
緊
縮
を
実
行
し
て
国
民
に

範
を
示
」
し
、「
国
民
の
自
覚
を
促
し
、
そ
の
消
極
的
習
慣
を
改

め
し
む
」
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
演
説
に

先
立
ち
、
濱
口
は
実
に
百
頁
に
近
い
物
価
論
を
ま
と
め
て
そ
の
信

念
を
固
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

た
っ
た
一
言
に
想
い
を
込
め
る
に
あ
た
り
、
ど
れ
だ
け
信
念
を

凝
縮
し
、
練
り
上
げ
る
か
。
現
代
の
政
治
家
に
足
り
な
い
点
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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う
な
の
か
と
問
い
正
し
て
い
る
。
そ
し
て
終
盤
で
は
、
衆
議
院
議

員
の
こ
と
を
代
議
士
と
呼
ぶ
、
そ
の
一
番
の
理
由
を
体
現
し
て
い

ま
す
。
有
権
者
の
代
表
と
し
て
国
民
の
憂
い
や
不
安
、
苦
し
み
を

ぶ
つ
け
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
私
た
ち
は
愛
す
る
家
族
や
恋
人
、
大

切
な
人
を
戦
地
に
取
ら
れ
て
も
耐
え
る
の
か
。
政
府
の
人
間
が
戦

地
に
赴
く
わ
け
で
も
な
い
。
国
民
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
、
政
府

は
ど
れ
だ
け
分
か
っ
て
い
る
の
か
。
次
第
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ

な
が
ら
最
高
潮
に
達
し
ま
す
。
尾
崎
も
熟
知
し
て
い
た
漸
層
法（
ぜ

ん
そ
う
ほ
う
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
）
と
い
う
修
辞
法
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
斎
藤
の
大
演
説
が
突
然
変
異
的
に
登
場
し
た

の
で
は
な
く
、
冒
頭
の
田
中
正
造
や
尾
崎
行
雄
と
い
っ
た
「
護
国

の
系
譜
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
を
消
滅

せ
し
め
て
し
ま
う
暴
挙
を
亡
国
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
こ
の
国
が
一

日
で
も
百
日
で
も
千
日
で
も
、
末
永
く
続
い
て
ほ
し
い
。
そ
の
為

に
何
を
す
る
の
か
と
い
う
の
が
護
国
で
す
。
亡
国
か
、
そ
れ
と
も

護
国
か
。
そ
こ
に
は
左
も
右
も
な
い
。
現
在
の
政
治
で
言
わ
れ
る

保
守
や
リ
ベ
ラ
ル
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
い
も
の
で
す
。

斎
藤
は
反
軍
演
説
の
中
で
、あ
る
人
物
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

「
い
つ
ぞ
や
あ
る
有
名
な
老
政
治
家
が
、
演
説
会
場
に
お
い
て

聴
衆
に
向
っ
て
今
度
の
戦
争
の
目
的
は
分
ら
な
い
、
何
の
た
め
に

党
な
の
か
。
メ
デ
ィ
ア
は
一
体
ど
ち
ら
の
味
方
な
の
か
、
分
か
ら

な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
反
軍
演
説
」
に
対
し
て
朝
日
が
付
け

た
見
出
し
は
「
斎
藤
氏
、質
問
中
に
失
言
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

攻
撃
対
象
が
完
全
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
決
し

て
、
特
定
新
聞
の
批
判
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
日
の
み
な
ら
ず
、

多
く
の
新
聞
が
戦
う
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
国
民
も

乗
せ
ら
れ
ま
す
。
誰
も
が
斎
藤
の
覚
悟
を
称
え
た
訳
で
は
な
い
の

で
す
。世
の
中
全
体
が
そ
う
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
行
き
ま
し
た
。

斎
藤
隆
夫
の
演
説
に
関
し
て
注
目
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
沢
山
あ

り
ま
す
が
、
敢
え
て
二
点
に
絞
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
尾
崎
行
雄
の

演
説
と
同
様
、
斎
藤
も
ま
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
い
る
と
い

う
点
で
す
。
反
軍
演
説
に
は
「
羊
の
正
議
論
は
狼
の
前
に
は
三
文

の
値
打
ち
も
な
い
」
と
い
っ
た
比
喩
や
、「
曰
く
国
際
正
義
、
曰

く
道
義
外
交
、
曰
く
共
存
共
栄
、
曰
く
世
界
の
平
和
」
と
い
う
文

言
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
列れ

つ
じ
ょ叙
と
い
う
技
法
で
す
。
列
叙
は
田

中
正
造
の
質
問
演
説
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

部
分
だ
け
で
な
く
全
体
で
見
て
も
、
最
初
は
世
界
情
勢
を
冷
静

に
分
析
し
な
が
ら
も
、
中
盤
か
ら
は
政
府
の
方
針
に
揺
さ
ぶ
り
を

か
け
て
い
ま
す
。
単
純
な
「
現
在
の
否
定
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ

り
前
の
政
治
に
異
を
唱
え
な
が
ら
も
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
は
ど

選
挙
で
、
斎
藤
は
堂
々
の
首
位
当
選
を
果
た
し
国
政
に
返
り
咲
き

ま
す
が
、
一
連
の
除
名
か
ら
復
帰
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
こ
と
を

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

斎
藤
の
反
軍
演
説
で
す
が
、
実
は
そ
の
大
半
が
衆
議
院
の
官
報

速
記
録
か
ら
削
除
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
当
時
の
政
府

に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
、
反
駁
す
る
余
地
の
な
い
演
説
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
削
除
さ
れ
た
記
録
を
私
た
ち
は
読
む

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
議
会
事
務
局
が
速
記
録
と
別
に
円
盤
レ
コ

ー
ド
で
記
録
し
、
こ
れ
が
軍
部
の
目
を
免
れ
た
の
で
す
。
ど
ん
な

に
政
府
が
隠
そ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
は
残
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
覚
悟
を
決
め
た
役
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う

し
た
問
題
は
、
近
年
騒
が
れ
て
い
る
公
文
書
の
あ
り
方
に
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

斎
藤
隆
夫
の
演
説
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
時
の
新
聞
論
調
が
軍
政

に
す
り
寄
っ
て
い
く
様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。
斎
藤
が
二・
二
六

事
件
の
直
後
に
行
っ
た
「
粛
軍
演
説
」
に
対
し
、
当
時
の
朝
日
新

聞
は
次
の
よ
う
な
見
出
し
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。「
軍
当
局
の
決

断
を
望
む
、
斎
藤
隆
夫
氏
の
熱
弁
」。
そ
れ
が
三
年
後
、
尾
崎
行

雄
や
斎
藤
隆
夫
と
並
び
軍
部
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
た
三
重
県
の

選
出
、
濱
田
国
松
の
「
腹
切
り
問
答
」
で
は
「
政
党
の
猛
襲
に
政

府
決
然
反
撃
」
と
取
り
上
げ
ま
す
。
軍
部
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政

あ
っ
た
桂
太
郎
と
と
も
に
「
桂
園
時
代
」
を
築
き
ま
し
た
。
西
園

寺
は
組
閣
の
大
命
を
受
け
る
者
の
心
構
え
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
首
相
の
印い

ん
じ
ゅ綬
を
帯
び
る
程
の
人
物
は
、
三
斗
の
酢
を
鼻
で
吸

う
程
の
苦
難
を
舐
め
た
者
で
な
け
れ
ば
そ
の
資
格
が
な
い
。」

印
綬
と
い
う
の
は
任
命
の
印
で
す
。
三
斗
の
酢
を
鼻
で
吸
う
覚

悟
、
さ
す
が
に
こ
れ
は
き
つ
い
。
総
理
に
求
め
ら
れ
る
資
質
と
し

て
、
こ
の
心
構
え
は
現
代
に
も
当
て
は
ま
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
覚
悟
を
背
負
っ
た
人
物
が
斎
藤
隆
夫

の
政
敵
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

反
軍
演
説
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
す
が
、
軍
部
で
は
下
士
官

か
ら
騒
ぎ
出
し
、
上
層
部
で
あ
る
軍
政
も
抑
え
が
効
か
な
く
な
り

ま
す
。
現
場
か
ら
の
突
き
上
げ
は
五・
一
五
事
件
や
二・
二
六
事

件
、
さ
ら
に
は
支
那
事
変
も
一
緒
の
構
図
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ

の
演
説
が
元
で
、
斎
藤
は
衆
議
院
か
ら
除
名
の
決
議
を
出
さ
れ
、

賛
成
二
九
六
名
、
空
票
一
四
四
名
、
棄
権
一
二
一
名
、
欠
席

二
十
三
名
、
反
対
は
わ
ず
か
七
名
で
除
名
が
決
定
し
ま
し
た
。
尾

崎
は
こ
の
時
、
斎
藤
の
除
名
は
賛
成
／
反
対
以
前
の
問
題
で
あ
る

と
し
て
、
裁
決
を
棄
権
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
当
時
の
除
名
通

知
は
、
原
本
が
憲
政
記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

の
ち
に
尾
崎
も
戦
っ
た
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
）
の
翼
賛
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に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
原
田
マ
ハ
さ
ん
の
小
説
「
本
日
は
、
お

日
柄
も
よ
く
」
の
登
場
人
物
、
今
川
篤
朗
議
員
の
モ
デ
ル
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

が
ん
と
言
え
ば
、
憲
政
史
に
お
い
て
は
一
九
一
三
年
（
大
正
二

年
）
に
亡
く
な
っ
た
総
理
大
臣・桂
太
郎
以
来
の
長
い
戦
い
で
す
。

こ
こ
で
再
び
脇
道
に
そ
れ
、
桂
太
郎
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。

尾
崎
行
雄
が
弾
劾
演
説
で
倒
し
た
桂
太
郎
は
、
脳
血
栓
が
死
因

と
さ
れ
る
一
方
で
、
実
は
末
期
の
が
ん
を
患
っ
て
い
ま
し
た
。
ぎ

り
ぎ
り
の
精
神
力
で
持
ち
こ
た
え
て
い
た
桂
は
総
理
を
三
度
つ
と

め
、そ
の
在
職
期
間
は
歴
代
一
位
（
二
八
八
六
日
）
に
な
り
ま
す
。

西
園
寺
と
と
も
に
桂
園
時
代
を
築
い
た
桂
太
郎
は
、
恐
ら
く
三
斗

ど
こ
ろ
か
、
四
斗
も
五
斗
も
鼻
か
ら
酢
を
す
す
る
ほ
ど
の
苦
難
を

味
わ
っ
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
長
州
藩
士
の
出
身
で
あ
り
陸
軍

軍
人
で
も
あ
っ
た
桂
は
、
つ
ね
に
政
党
と
、
山
県
有
朋
が
君
臨
す

る
軍
部
と
の
板
挟
み
に
遭
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
尾
崎
の
弾
劾

演
説
が
挫
い
た
と
こ
ろ
に
、
言
い
よ
う
の
な
い
歴
史
の
宿
命
を
感

じ
ま
す
。

晩
年
の
桂
は
わ
が
国
初
の
研
究
機
関
・
が
ん
研
究
会
の
総
裁
に

も
就
任
し
、
病
に
冒
さ
れ
た
身
体
を
が
ん
研
究
に
役
立
て
る
べ

務
大
臣
を
歴
任
し
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
に
憲
政
史
上
初

の
女
性
官
房
長
官
を
務
め
ま
し
た
。
衆
議
院
で
は
一
九
九
六
年（
平

成
八
年
）
に
は
土
井
た
か
子
議
長
が
、
参
議
院
で
は
二
〇
〇
四
年

（
平
成
十
六
年
）
に
扇
千
景
議
長
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た

「
道
な
き
道
」
を
切
り
拓
い
て
き
た
の
が
、
近
藤
鶴
代
さ
ん
だ
と

言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
国
会
へ
の
登
院
の
際
は
一
貫
し
て
和
装
、
着
物
で
通
い

続
け
た
人
物
で
も
あ
り
ま
し
た
。
今
の
国
会
で
も
毎
年
正
月
明
け

に
は
、
登
院
初
め
の
時
だ
け
着
飾
る
女
性
議
員
を
多
く
見
か
け
ま

す
。
そ
の
姿
は
近
藤
さ
ん
と
比
べ
る
と
、あ
ま
り
に
も
か
わ
い
く
、

そ
し
て
小
さ
く
見
え
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

六
、
【
平
成
期
】

山
本
孝
史 

―
学
び
と
哀
悼
演
説
に
込
め
ら
れ
た
「
命
の
バ
ト
ン
」

 

い
よ
い
よ
最
後
の
一
人
、
平
成
期
の
国
会
議
員
の
中
で
も
私
が

高
く
評
価
す
る
の
が
山
本
孝
史
・
参
議
院

議
員
で
す
。

が
ん
基
本
法
の
成
立
に
む
け
て
尽
力
し

た
方
で
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）

親
交
の
深
か
っ
た
園
田
天
光
光
さ
ん
（
衆
議
院
議
員
）、
婦
人
参

政
権
運
動
の
中
心
的
な
人
物
で
も
あ
っ
た
市
川
房
枝
さ
ん
（
参
議

院
議
員
）、
初
の
女
性
閣
僚
と
な
っ
た
中
山
マ
サ
さ
ん
（
衆
議
院

議
員
、厚
生
大
臣
）な
ど
が
有
名
で
す
。
そ
の
中
で
も
、下
手
な「
男

性
」
代
議
士
よ
り
も
着
実
に
仕
事
を
こ
な
し
続
け
た
の
が
近
藤
さ

ん
で
し
た
。「
政
治
は
義
理
と
人
情
だ
」、「
猿
は
木
か
ら
落
ち
て

も
猿
だ
が
、
代
議
士
は
選
挙
に
落
ち
れ
ば
た
だ
の
人
だ
」
な
ど
の

言
葉
で
知
ら
れ
る
党
人
政
治
家
の
代
表
格
・
大
野
伴
睦
の
派
閥
に

属
し
な
が
ら
も
、
党
派
の
力
学
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
着
実
に

職
務
を
こ
な
し
続
け
ま
し
た
。

第
三
次
吉
田
内
閣
で
は
現
在
の
副
大
臣
に
あ
た
る
外
務
政
務
次

官
を
務
め
、
第
二
次
池
田
内
閣
で
は
女
性
代
議
士
第
一
期
の
中
で

唯
一
の
閣
僚
（
科
学
技
術
庁
長
官
兼
原
子
力
委
員
長
）
に
抜
擢
さ

れ
、
戦
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
リ
ー
ド
し
ま
し
た
。
そ
の
手
腕

は
池
田
内
閣
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
通
産
大
臣
、
後
の
内
閣
総
理
大

臣
で
も
あ
る
田
中
角
栄
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
七
〇

年
（
昭
和
四
十
五
年
）
に
近
藤
さ
ん
が
六
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た

時
に
も
、
田
中
角
栄
は
葬
儀
委
員
長
を
務
め
て
い
ま
す
。　

初
の
女
性
代
議
士
誕
生
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
ち
、
女
性
が
重

要
な
職
責
を
担
う
場
面
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
政
府
な
ら
ば
、
当

財
団
の
森
山
真
弓
・
前
理
事
長
が
、
尾
崎
と
同
じ
文
部
大
臣
や
法

戦
争
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
自
分
に
は
分
ら
な
い
、
諸
君
は
分

っ
て
い
る
か
、
分
っ
て
い
る
な
ら
ば
聴
か
し
て
く
れ
と
言
う
た
と

こ
ろ
が
、
満
場
の
聴
衆
一
人
と
し
て
答
え
る
者
が
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。」

有
名
な
老
政
治
家
と
は
、
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
。
本
誌
『
世

界
と
議
会
』
読
者
の
皆
様
に
は
、
あ
え
て
説
明
す
る
必
要
も
な
い

で
し
ょ
う
。

五
、
【
昭
和
戦
後
】

近
藤
鶴
代 

―
女
性
代
議
士
第
一
号
に
し
て
唯
一
の
閣
僚

 

第
二
次
大
戦
が
終
わ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

る
民
主
化
の
波
が
押
し
寄
せ
ま
す
。
憲
政

史
に
お
い
て
は
、
大
き
く
三
つ
の
変
化
が

あ
り
ま
し
た
。
貴
族
院
の
廃
止
、
日
本
国

憲
法
の
公
布
施
行
、
そ
し
て
普
通
選
挙
法

の
改
正
に
よ
る
、
女
性
参
政
権
の
実
現
で
す
。
一
九
四
六
年
（
昭

和
二
十
一
年
）、
わ
が
国
初
の
女
性
代
議
士
三
十
九
名
が
誕
生
し

ま
す
。
そ
の
中
で
後
に
唯
一
の
閣
僚
（
科
学
技
術
庁
長
官
）
と
な

っ
た
の
が
、
岡
山
県
選
出
の
近
藤
鶴
代
・
衆
議
院
議
員
で
す
。

女
性
議
員
の
草
分
け
と
い
え
ば
、
尾
崎
三
女
・
相
馬
雪
香
と
も
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有
権
者
ひ
と
り
の
票
は
微
力
で
も
、
そ
れ
が
集
合
体
と
な
っ
た

時
に
公
人
と
し
て
の
政
治
家
は
誕
生
し
ま
す
。
選
挙
に
よ
っ
て
活

躍
の
場
を
与
え
ら
れ
た
政
治
家
た
ち
が
、
こ
こ
一
番
の
要
所
で
踏

ん
張
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
の
積
み
重
ね
が
憲
政
史
で
あ
る
と
同

時
に
、
有
権
者
や
支
援
者
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
奮
闘
の
歴
史
で
も

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
投
票
が
つ
く
っ
て
来

た
。
そ
し
て
わ
が
国
の
未
来
も
、
や
は
り
私
た
ち
の
投
票
が
つ
く

っ
て
行
く
。
本
稿
を
通
じ
て
わ
ず
か
で
も
そ
の
事
を
感
じ
て
い
た

だ
け
た
ら
、
筆
者
と
し
て
も
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
了
）

【
参
考
文
献
】

・
三
浦
顕
一
郎
『
田
中
正
造
と
足
尾
鉱
毒
問
題
』
有
志
舎
、
二
〇
一
七
年

・
弓
狩
匡
純
『
日
本
人
の
誇
り
を
呼
び
覚
ま
す
魂
の
ス
ピ
ー
チ
』
廣
済
堂

出
版
、
二
〇
一
四
年

・
芳
賀
綏
『
言
論
と
日
本
人
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年

・
尾
崎
行
雄
訳
述
『
公
会
演
説
法
』
丸
屋
善
七
、一
八
八
七
年

・
尾
崎
行
雄
『
民
権
闘
争
七
〇
年　

咢
堂
回
想
録
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
一
六
年

・
今
井
清
一
『
濱
口
雄
幸
伝　

上
・
下
』
朔
北
社
、
二
〇
一
三
年

・
斎
藤
隆
夫
『
回
顧
七
〇
年
』
中
公
文
庫
、
一
九
八
七
年

・
中
村
純
介
『
薊
の
記　

近
藤
鶴
代
伝
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
四
年

・
古
川
薫
『
山
河
あ
り
き
』
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
二
年

わ
せ
た
時
代
、
置
か
れ
た
立
場
に
あ
っ
て
「
踏
ん
張
り
続
け
た
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
姿
を
見
届
け
、
背
中
を
支
え
続

け
た
有
権
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
よ
り
も
そ
こ
に
注
目

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
中
正
造
を
行
動
の
人
た
ら
し
め
た
の
は
、
栃
木
・
渡
良
瀬
川

流
域
の
人
々
の
苦
し
み
や
慟
哭
で
し
た
。
国
会
か
ら
除
名
の
処
分

で
追
わ
れ
た
斎
藤
隆
夫
を
支
え
た
の
は
、
兵
庫
・
但
馬
の
人
々
の

悔
し
さ
や
執
念
、
そ
し
て
願
い
で
し
た
。
次
は
絶
対
に
落
選
さ
せ

て
た
ま
る
か
、
必
ず
国
政
に
返
り
咲
か
せ
て
み
せ
る
。
斎
藤
と
い

う
代
議
士
を
通
し
て
、
有
権
者
が
自
ら
の
意
志
に
よ
る
投
票
で
軍

政
の
横
暴
と
闘
い
、
勝
利
し
た
の
で
す
。

咢
堂
・
尾
崎
行
雄
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ど
ん
な
に
非

国
民
や
国
賊
と
罵
ら
れ
よ
う
と
、
こ
の
人
は
こ
の
国
の
未
来
の
た

め
に
必
要
だ
。
伊
勢
の
有
権
者
は
そ
う
信
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想

い
を
一
票
に
託
し
、
尾
崎
を
国
会
に
送
り
続
け
ま
し
た
。
だ
か
ら

こ
そ
の
連
続
当
選
二
十
五
回
、
在
任
期
間
六
十
三
年
な
の
で
す
。

そ
れ
も
第
一
回
か
ら
、
保
険
付
き
の
重
複
立
候
補
や
比
例
名
簿
一

位
と
い
う
シ
ー
ド
席
で
も
な
く
、
選
挙
区
だ
け
で
戦
っ
て
き
た
。

当
選
し
続
け
た
尾
崎
も
立
派
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
凄
い
の
は
尾

崎
よ
り
も
有
権
者
な
の
で
す
。

私
が
読
み
調
べ
た
限
り
で
は
、
浅
沼
稲
次
郎
・
社
会
党
委
員
長
が

右
翼
青
年
に
襲
撃
さ
れ
て
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
に
命

を
落
と
し
た
際
の
、
池
田
勇
人
首
相
に
よ
る
追
悼
演
説
、
そ
し
て

尾
辻
議
員
に
よ
る
山
本
議
員
へ
の
哀
悼
演
説
が
、
衆
参
そ
れ
ぞ
れ

を
代
表
す
る
一
番
の
弔
辞
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
両
方
を
お
読
み
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
慣
例
と
し
て
衆
議
院
の

弔
辞
は
「
追
悼
演
説
」
と
い
い
、
参
議
院
で
は
「
哀
悼
演
説
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

エ
ピ
ロ
ー
グ 

　
―
彼
ら
を
支
え
、
突
き
動
か
し
た
も
の
は
何
か

こ
こ
ま
で
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
平
成
と
各
時
代

で
記
憶
に
留
め
た
い
政
治
家
た
ち
に
注
目
し
て
き
ま
し
た
。
本
来

な
ら
ば
他
に
も
紹
介
し
た
い
人
物
は
沢
山
い
ま
す
が
、
今
回
は
あ

く
ま
で
も
「
私
の
場
合
」
と
い
う
こ
と
で
、
お
読
み
い
た
だ
い
た

皆
様
そ
れ
ぞ
れ
の
六
人
、
あ
る
い
は
忘
れ
が
た
い
政
治
家
を
見
つ

け
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
、
永

田
町
一
丁
目
一
番
地
一
号
、
憲
政
記
念
館
に
は
多
数
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
私
が
選
ん
だ
六
人
に
共
通
す
る
、
あ
る
点
に
つ

い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
六
人
そ
れ
ぞ
れ
が
居
合

く
、
献
体
を
遺
言
に
残
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
治
と

が
ん
の
あ
く
な
き
戦
い
は
、
桂
太
郎
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も

い
い
で
し
ょ
う
。
桂
以
降
も
池
田
勇
人
や
三
木
武
夫
ら
が
、
が
ん

に
倒
れ
て
行
っ
た
。
ま
さ
に
百
年
戦
争
で
す
。

今
年
、
あ
る
衆
議
院
議
員
が
厚
生
労
働
委
員
会
で
、
一
般
の
参

考
人
に
飛
ば
し
た
野
次
が
問
題
に
な
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
の
が
、
三
原
じ
ゅ
ん
子
・
参

議
院
議
員
で
し
た
。
自
ら
も
罹
患
の
経
験
が
あ
り
、
政
治
の
出
発

点
で
も
あ
る
が
ん
対
策
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二

年
）
の
初
当
選
後
、
が
ん
政
策
論
の
第
一
人
者
で
も
あ
っ
た
山
本

議
員
の
議
事
録
を
全
て
読
ん
だ
と
の
こ
と
で
す
。
党
派
に
関
わ
ら

ず
、
こ
う
し
た
学
び
の
姿
勢
、
遺
志
の
継
承
は
大
い
に
評
価
さ
れ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
山
本
議
員
で
す
が
、
元
々
は
細
川
護
煕
内
閣
誕
生
の
原
動

力
と
な
っ
た
新
党
ブ
ー
ム
、
日
本
新
党
が
出
発
点
で
す
。
当
選
同

期
に
は
小
池
百
合
子
・
東
京
都
知
事
や
、
枝
野
幸
男
・
立
憲
民
主

党
代
表
な
ど
が
い
ま
す
。
元
々
は
実
兄
の
事
故
死
を
機
に
、
交
通

遺
児
の
救
済
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
が
ん
に
冒
さ
れ
た
以
降

は
同
対
策
の
旗
じ
る
し
と
し
て
、
一
貫
し
て
弱
者
に
寄
り
添
い
活

躍
し
ま
し
た
。
そ
の
足
跡
や
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
参
議

院
の
尾
辻
秀
久
議
員
が
見
事
な
哀
悼
演
説
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
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