
は
じ
め
に
こ
の
報
告
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
と
の
ズ
レ
に
つ
い

て
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
・

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
を
相
談
す
る
場
で
私
が
提
案
し
た

の
は
、
強
靭
な
る
個
人
を
思
想
史
の
問
題
と
し
て
議
論
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
の
周
辺
に
い
る
人
た
ち
、
と
り
わ
け
学
生

た
ち
か
ら
受
け
る
感
触
、
つ
ま
り
自
己
を
強
く
押
し
出
そ
う
と
す
る

傾
向
、
あ
る
い
は
自
己
を
全
面
に
押
し
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ

に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

［
平
成
十
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
近
代
思
想
史
に
お
け
る
「
異
郷
」
と
し
て
の
日
本

一
、
は
じ
め
に

福
沢
諭
吉
Ｉ
そ
の
思
琴
法
Ｉ

う
い
う
状
態
の
な
か
で
少
な
か
ら
ぬ
人
が
息
苦
し
さ
を
覚
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
代
の
社

会
状
態
か
ら
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
た
。
多
国
籍
企
業
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
、
あ
る
い
は
年
功
序

列
制
や
終
身
雇
用
制
の
終
焉
と
い
っ
た
企
業
社
会
の
変
質
、
ま
た
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
社
会
の
飛
躍
的
進
展
な
ど
、
社
会
全

体
が
資
格
・
能
力
・
業
績
を
個
人
を
基
準
と
す
る
方
向
に
む
か
っ
て

い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
価
値
の
多
様
化
と
い
う
こ
と

も
、
つ
き
つ
め
れ
ば
価
値
の
主
体
が
、
そ
し
て
責
任
の
主
体
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
個
人
と
い
う
地
平

に
収
數
し
て
ゆ
く
。
言
論
界
で
「
私
」
と
は
何
か
、
自
己
決
定
権
な

ど
が
、
あ
る
い
は
個
人
が
「
国
民
」
と
い
う
幻
想
に
い
か
に
取
り
込

露
回
卓
也

福沢諭吉ラ



ま
れ
て
い
た
か
を
論
じ
て
い
る
西
川
長
夫
氏
ら
の
「
国
民
国
家
論
」

な
ど
が
さ
か
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
個
人
の
問
題
が
今
、

切
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
個
人
は
価
値
判
断
主
体
で
あ
り
、
ま

た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
責
任
主
体
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
学
生
た

ち
（
も
ち
ろ
ん
我
々
に
も
）
の
意
識
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
ん
な
折
、
自
民
党
代
議
士
の
新
井
将
敬
氏
の
自
殺
が
報
じ
ら
れ
た
。

事
件
や
新
井
氏
に
つ
い
て
新
聞
報
道
以
上
の
こ
と
は
知
ら
な
い
の
だ

が
、
そ
の
論
評
の
な
か
で
二
つ
の
文
章
が
心
に
残
っ
た
。
一
つ
は
新

井
氏
を
個
人
的
に
も
知
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
も
の
で
、
政

治
家
と
し
て
は
致
命
傷
と
な
る
ほ
ど
の
嫌
疑
で
も
な
か
っ
た
の
に
自

殺
に
ま
で
至
っ
た
の
は
氏
が
田
中
角
栄
に
お
け
る
新
潟
の
よ
う
な
故

郷
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
、
氏
の
依
拠
し
た
の
は
将
来
に
し
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
あ
る
作
家

の
も
の
で
、
簡
単
に
い
え
ば
氏
に
と
っ
て
家
族
も
支
え
に
は
な
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
感
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
摘
が
ど
れ
程
の
的
確

性
を
も
っ
た
も
の
な
の
か
は
測
れ
な
い
が
、
こ
の
事
件
が
個
人
の
存

立
所
在
を
考
え
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
強
靭
な
る
個
人
の
思
考
力
を
問
題
と
し
て

立
て
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
は
な
は
だ
直
感

的
で
、
で
は
何
を
論
じ
る
の
か
と
い
う
具
体
性
を
も
た
な
い
提
案
で

あ
っ
た
が
、
ひ
と
ま
ず
考
盧
し
て
い
た
だ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
議
論

を
へ
て
福
沢
、
内
村
、
丸
山
が
選
び
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
様

強
靭
な
個
の
思
考
力
を
問
題
と
す
る
上
で
経
験
の
も
つ
意
味
は
決

定
的
に
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
思
想
が
い
か
ほ
ど
見
事
で
あ

っ
た
と
し
て
も
成
立
の
要
因
が
明
ら
か
で
な
い
か
ぎ
り
実
践
的
な
範

と
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

福
沢
諭
吉
は
明
治
元
年
に
は
も
は
や
三
十
五
歳
に
達
し
て
お
り
、

そ
れ
以
後
は
慶
応
義
塾
を
本
拠
に
実
に
旺
盛
な
著
述
活
動
を
行
っ
た
。

そ
の
後
半
生
は
い
わ
ば
安
定
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
問
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
前
半
生
の
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
わ
な

式
の
う
ち
に
、
「
異
郷
」
と
し
て
の
日
本
を
模
索
し
え
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
。
強
靭
な
る
個
人
の
思
考
力
と

い
う
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
限
定
的
な
も
の
に
思
わ
れ
、
場
合
に
よ

っ
て
は
意
図
と
は
ち
が
っ
た
こ
と
に
な
る
と
も
思
わ
れ
た
が
、
た
だ

そ
の
と
き
私
は
裏
方
を
務
め
る
つ
も
り
で
い
た
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
な
か
で
参
加
す
れ
ば
よ
い
と
幾
分
気
楽
に
構
え
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
結
果
的
に
報
告
者
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
報
告
は
、
主
題
に
即
し
て
修
正
で
き
ず
自
分
の
関
心
に
よ

っ
て
ま
と
め
た
応
急
処
置
で
あ
り
、
主
題
に
対
す
る
直
接
的
な
応
答

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ま
ず
お
断
り
し
て
お
き
た

い
０

二
、
経
験
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け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も

主
要
な
こ
と
の
み
を
述
べ
る
。
『
福
翁
自
伝
』
は
父
百
助
の
死
去
に

よ
っ
て
福
沢
一
家
が
大
阪
か
ら
中
津
に
帰
国
す
る
こ
と
か
ら
語
り
は

じ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
一
家
が
中
津
に
混
和
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
い
わ
れ
、
そ
の
原
因
は
上
方
風
の
生
活
を
堅
持
し
学
者
武

士
た
る
父
の
遺
風
を
も
っ
て
一
家
の
精
神
的
支
柱
と
し
た
母
お
順
の

意
志
に
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

一
母
五
子
、
他
人
を
交
へ
ず
世
間
の
附
合
は
少
く
、
明
け
て
も

暮
れ
て
も
唯
母
の
話
を
聞
く
斗
り
、
父
は
死
ん
で
も
生
き
て
る

や
う
な
も
の
で
す
。
ソ
コ
デ
中
津
に
居
て
、
言
葉
が
違
ひ
着
物

が
違
ふ
と
同
時
に
、
私
共
の
兄
弟
は
自
然
に
一
団
体
を
成
し
て
、

言
は
ず
語
ら
ず
の
間
に
高
尚
に
構
へ
、
中
津
人
は
俗
物
で
あ
る

と
思
て
、
骨
肉
の
従
兄
弟
に
対
し
て
さ
へ
、
心
の
中
に
は
何
と

な
く
之
れ
を
目
下
に
見
下
し
て
居
て
、
夫
等
の
者
の
す
る
こ
と

は
一
切
答
め
も
せ
ぬ
、
多
勢
に
無
勢
、
答
立
て
し
や
う
と
云
て

も
及
ぶ
話
で
は
な
い
と
諦
ら
め
て
居
な
が
ら
、
心
の
底
に
は
丸

で
歯
牙
に
掛
け
ず
に
、
云
は
ず
人
を
馬
鹿
に
し
て
居
た
や
う
な

も
の
で
す
。

と
い
う
条
り
な
ど
は
少
し
異
様
な
感
を
受
け
る
。
た
し
か
に
武
家
社

会
に
あ
っ
て
家
長
を
う
し
な
っ
た
十
三
石
二
人
扶
持
の
家
に
あ
っ
て

は
、
た
と
え
縁
者
の
い
る
郷
里
で
あ
っ
て
も
生
計
の
維
持
さ
え
困
難

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
母
の
語
る
亡
父
を
支
え
と
し
て
精
神
的
平
衡

を
保
と
う
と
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
家
の

帰
国
は
諭
吉
の
生
後
一
年
半
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然
に
な
じ
む
こ
と

が
で
き
る
の
は
末
子
の
諭
吉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、
中
津
社

会
と
の
融
和
を
も
っ
と
も
頑
固
に
拒
否
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
諭
吉
で

あ
っ
た
。
自
伝
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
一
人
遊
び
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
そ
の
孤
立
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
諭
吉
は
早
く
か
ら

中
津
脱
出
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。

：
：
：
抑
も
私
の
長
崎
に
往
た
の
は
、
唯
田
舎
の
窮
屈
な
の
が
忌

で
Ｉ
、
堪
ら
ぬ
か
ら
、
文
学
で
も
武
芸
で
も
何
で
も
外
に
出
る

こ
と
が
出
来
さ
へ
す
れ
ば
難
有
い
と
云
ふ
の
で
出
掛
け
た
こ
と

だ
か
ら
、
今
日
こ
そ
宣
い
心
地
だ
と
独
り
心
で
喜
び
、
後
向
て

唾
し
て
楓
々
と
足
早
に
か
け
出
し
た
の
は
今
で
も
覚
え
て
居
る
。

中
津
脱
出
を
語
る
こ
の
条
り
は
六
十
六
歳
の
回
顧
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
生
々
し
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
津
社
会
と
の
乖

離
意
識
が
い
か
に
強
固
で
あ
っ
た
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
独
力
で

生
き
ぬ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
覚
悟
の
強
さ
で
も
あ
っ
た
。
福
沢

諭
吉
は
故
郷
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

福
沢
に
中
津
脱
出
を
決
意
さ
せ
独
立
心
を
植
付
け
た
の
は
門
閥
制

度
で
あ
る
。
「
私
の
為
め
に
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
い

う
科
白
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、
門
閥
制
度
に
対
す
る
敵
意
に
も

似
た
批
判
意
識
は
終
生
の
も
の
で
あ
っ
た
。

：
：
：
余
は
元
と
旧
中
津
藩
の
小
士
族
に
し
て
、
生
来
藩
風
の
窮

福沢諭吉7



屈
な
る
を
悦
ば
ず
、
藩
士
の
家
に
生
れ
て
却
て
自
か
ら
藩
士
の

身
の
境
遇
を
厭
ひ
、
弱
冠
に
し
て
洋
学
に
志
し
、
長
崎
大
阪
に

遊
学
し
て
、
後
に
江
戸
に
来
り
し
は
年
二
十
五
歳
の
時
な
り
。

夫
れ
よ
り
米
国
に
行
き
又
欧
洲
に
行
き
、
学
業
も
漸
く
進
歩
す

る
と
同
時
に
、
親
し
く
欧
米
諸
国
文
明
の
活
劇
に
接
し
て
欽
慕

に
堪
へ
ず
、
就
中
そ
の
人
権
を
重
ん
ず
る
の
一
事
は
、
封
建
制

度
の
門
閥
風
に
呼
吸
し
た
る
日
本
人
の
夢
に
も
想
像
せ
ざ
る
所

に
し
て
、
眼
前
に
之
を
見
れ
ば
唯
荘
然
と
し
て
心
酔
す
る
の
み
。

（
略
）
帰
来
旧
に
依
て
書
を
読
み
又
著
書
翻
訳
の
事
に
忙
し
く

す
る
も
、
社
会
全
体
の
為
め
に
期
す
る
所
は
門
閥
打
破
の
一
事

に
し
て
、
学
友
談
笑
の
間
に
も
之
を
聞
か
ざ
る
は
な
し
。
…
…

明
治
維
新
の
世
の
中
と
為
り
て
、
維
新
勿
々
門
閥
廃
止
の
端
緒

を
聞
き
た
る
こ
そ
千
載
の
大
愉
快
な
れ
。
（
「
福
翁
百
余
話
」
）

門
閥
制
度
に
対
す
る
福
沢
の
批
判
の
要
点
は
、
制
度
自
体
と
い
う

よ
り
、
身
分
、
家
柄
、
役
職
を
生
得
の
特
権
と
す
る
傲
慢
や
そ
れ
を

甘
受
す
る
卑
屈
心
と
い
う
よ
う
な
、
制
度
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

、
、
、
、
、
、
、

社
会
的
精
神
構
造
に
あ
っ
た
か
ら
、
制
度
の
組
み
換
え
は
あ
っ
て
も

そ
の
精
神
構
造
は
容
易
な
こ
と
で
は
改
ま
ら
な
か
っ
た
。
福
沢
は
こ

の
精
神
構
造
を
日
本
社
会
の
根
源
的
な
病
巣
と
認
定
し
、
か
つ
個
の

独
立
を
阻
害
す
る
障
害
物
と
見
な
し
た
か
ら
、
「
封
建
制
度
の
門
閥

風
に
呼
吸
し
た
る
日
本
人
」
を
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
問
題
と
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
官
尊
民
卑
」
と
「
独
立
自
尊
」
と
は

福
沢
は
く
り
返
し
ノ
ー
独
立
を
説
い
た
。
「
一
身
独
立
し
て
一
国

独
立
す
」
「
人
民
独
立
の
気
力
」
「
自
主
独
立
」
「
自
身
独
立
自
力
自
活
」

「
独
立
自
尊
」
等
々
、
福
沢
ほ
ど
独
立
を
連
呼
し
た
人
は
め
ず
ら
し
い
。

独
立
論
は
福
沢
思
想
の
中
核
で
あ
る
。
福
沢
は
「
独
立
は
吾
れ
に
在

て
存
す
」
（
『
福
翁
百
話
』
）
と
題
す
る
文
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

独
立
と
は
先
づ
他
人
の
厄
介
た
る
を
免
か
れ
、
一
切
万
事
自
分

の
身
に
引
受
け
て
自
分
の
力
に
衣
食
し
、
親
子
の
間
に
て
も
其

分
界
を
明
に
し
て
然
る
後
に
我
思
ふ
所
を
言
ひ
我
思
ふ
所
を
行

ふ
の
義
に
し
て
、
其
基
礎
立
つ
上
は
筍
も
本
心
に
恥
る
所
を
犯

し
て
他
に
屈
す
る
こ
と
を
為
す
可
ら
ず
。
大
事
に
臨
ん
で
節
を

柾
げ
ざ
る
は
無
論
、
一
言
一
行
の
微
に
至
る
ま
で
も
自
分
の
気

に
済
ま
ぬ
こ
と
を
等
閑
に
附
す
る
は
独
立
の
旨
に
非
ざ
る
が
故

に
、
他
に
対
し
て
遠
盧
会
釈
に
あ
る
可
ら
ず
。
世
の
中
の
人
情

に
連
れ
て
余
儀
な
く
云
々
、
一
時
の
方
便
の
為
め
に
止
む
を
得

ず
云
々
と
て
、
右
す
可
き
を
左
し
東
す
可
き
を
西
す
る
が
如
き

福
沢
の
根
本
的
視
座
で
あ
っ
た
。

中
津
社
会
で
の
孤
立
、
門
閥
制
度
、
そ
れ
に
加
え
て
欧
米
文
明
の

発
見
と
い
う
経
験
が
日
本
を
「
異
郷
」
視
す
る
観
点
に
立
た
し
め
た

の
で
あ
る
。

三
、
独
立
論
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は
、
独
立
の
真
面
目
に
非
ず
し
て
、
君
子
の
槐
る
所
な
り
。
斯

く
云
へ
ば
人
間
の
行
路
は
至
極
窮
屈
に
し
て
色
も
艶
も
な
く
、

到
底
打
解
け
て
人
に
交
わ
る
こ
と
叶
ふ
ま
じ
と
思
は
る
、
や
う

な
れ
ど
も
、
実
際
は
決
し
て
然
ら
ず
。
抑
も
差
に
云
ふ
独
立
と

は
、
之
を
外
面
に
装
ふ
て
身
の
飾
に
用
る
も
の
に
非
ず
、
唯
深

く
心
の
底
に
蔵
め
て
か
ら
自
ら
守
る
ま
で
の
主
義
に
し
て
、
其

心
の
寛
大
な
る
は
大
海
の
物
を
容
る
、
に
異
な
ら
ざ
れ
ば
、
人

に
向
て
多
を
求
め
ず
、
人
は
人
た
り
、
我
れ
は
我
れ
た
り
、
筍

も
人
の
来
り
て
直
に
我
独
立
を
妨
げ
又
こ
れ
を
妨
げ
ん
こ
と
を

試
る
に
非
ざ
れ
ば
、
悠
々
と
し
て
交
る
こ
と
甚
だ
易
し
。

独
立
の
具
体
相
、
そ
の
胸
の
内
、
他
者
と
の
関
係
の
仕
方
、
こ
こ

に
は
福
沢
の
云
う
「
独
一
個
」
の
人
（
福
沢
自
身
で
も
あ
る
）
と
は
い

か
な
る
も
の
か
が
率
直
か
つ
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
独
立
人

の
気
位
は
そ
の
人
間
観
に
基
づ
く
。
福
沢
は
人
間
存
在
の
意
義
は
一

個
の
独
立
者
た
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
人
は
各
々
個
有
の
身

体
・
知
恵
・
情
感
・
意
志
を
も
ち
、
そ
の
独
自
な
能
力
を
自
覚
的
か

つ
意
志
的
に
運
用
し
て
強
固
な
主
体
意
識
を
も
っ
た
存
在
者
た
る
こ

と
に
こ
そ
意
義
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
に
人
は
身
体
の
煩
労
を
厭
わ

ず
学
問
に
励
み
智
力
を
養
い
身
心
を
働
か
せ
、
当
面
す
る
こ
と
に
対

し
て
は
己
れ
の
問
題
と
し
て
取
り
組
み
独
立
を
目
的
と
し
て
決
断
す

る
、
そ
の
と
き
も
っ
と
も
肝
心
な
こ
と
は
判
断
の
主
体
が
己
れ
に
あ

る
こ
と
、
つ
ま
り
己
れ
以
外
の
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
こ
と
、
責

任
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
自
業
自
得
と
、
心
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
学
問
の
す
、
め
』
第
十
三
・
十
四
・
十
五
編
に
、
他
人
を
羨
み

己
れ
は
努
力
も
せ
ず
他
に
多
く
を
求
め
、
得
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ

て
他
人
を
損
な
お
う
と
す
る
怨
望
は
人
と
し
て
最
悪
の
も
の
だ
、
世

話
を
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
指
図
も
う
け
る
こ
と
だ
、
他
人
を
羨
み

模
倣
す
る
の
は
自
発
の
疑
い
を
も
て
な
い
者
の
す
る
こ
と
だ
、
と
い

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
自
身
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
知

ら
な
い
者
の
所
業
だ
と
言
挙
げ
し
つ
つ
独
立
の
何
た
る
か
を
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
福
沢
に
と
っ
て
学
問
を
す
る
と
は
独
立
す
る
こ
と

に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
害
は
「
独
立
の
す
、
め
」
と
し
て
読
ま

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

『
通
俗
民
権
論
』
の
目
次
は
、

第
一
章
総
論

第
二
章
官
民
職
分
之
事

第
三
章
煩
労
を
憧
ら
ざ
る
事

第
四
章
知
識
見
聞
を
博
く
す
る
事

第
五
章
家
産
を
脩
る
事

第
六
章
品
行
を
脩
る
事

第
七
章
身
体
を
健
康
に
す
る
事

第
八
章
諸
力
平
均
之
事

と
な
っ
て
い
る
。
煩
労
を
厭
わ
ず
人
民
の
側
か
ら
事
業
に
着
手
し
て

抜
目
な
く
剛
情
に
な
す
こ
と
、
相
応
の
智
見
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
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財
産
は
人
の
智
徳
を
伸
ば
し
実
業
を
行
う
方
便
で
あ
る
こ
と
、
品
行

を
修
め
る
こ
と
、
身
体
の
養
生
と
健
康
に
つ
と
め
る
こ
と
、
こ
う
述

べ
て
き
て
智
力
・
財
力
・
品
行
・
健
康
の
四
者
を
備
え
て
こ
そ
、
己

が
分
を
主
張
す
る
民
権
を
張
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
結
論
す
る
の

で
あ
る
。
制
度
や
組
織
、
人
民
の
権
利
な
ど
を
論
じ
た
通
常
の
民
権

論
と
は
よ
ほ
ど
趣
を
異
に
し
た
民
権
論
で
あ
っ
た
。
福
沢
の
言
い
分

に
即
せ
ぱ
人
民
の
側
に
備
え
る
べ
き
こ
と
を
明
確
に
し
て
こ
そ
の
民

権
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
民
と
は
「
独

一
個
」
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

福
沢
の
独
立
論
で
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
福

沢
が
第
一
義
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
己
れ
あ
る
い
は
人
民
の
在
り

方
如
何
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
己
れ
に
備
え
て
こ
そ
己
が
権
利
を

知
り
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
独
立
論
は
「
依
り
す
が
る
心
」

な
き
こ
と
が
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
は
他
者
と
の
関
係
は
ど
う
か
、
福
沢
は
、
他
者
と
の
関
係

は
そ
れ
ぞ
れ
に
本
分
が
あ
る
、
そ
の
本
分
は
互
い
の
便
宜
の
た
め
に

設
け
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
努
力
す
る
の
が
当
然
な
の
だ
が
、
そ
の
本

分
を
肥
大
化
し
た
り
軽
視
す
る
の
は
理
に
反
す
る
、
と
考
え
る
。
た

と
え
ば
夫
婦
関
係
な
ら
ば
協
力
と
分
担
に
よ
っ
て
家
族
を
維
持
し
て

ゆ
く
の
が
本
分
で
あ
り
、
本
分
を
尽
く
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
権
利
は

対
等
で
あ
る
が
、
妾
を
も
っ
た
り
一
方
的
な
従
順
を
強
い
る
の
は
本

分
を
忘
れ
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
主
人

と
使
用
人
、
政
府
と
人
民
と
い
う
関
係
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
本
分
を
福
沢
は
「
分
限
」
と
か
、
「
職
分
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
た
。
つ
ま
り
人
は
職
分
を
尽
く
す
限
り
に
お
い
て
対
等
で
あ
り
、

関
係
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

抑
も
政
府
と
人
民
と
の
間
柄
は
、
：
：
：
唯
強
弱
の
有
様
を
異
に

す
る
の
み
に
て
権
理
の
異
同
あ
る
の
理
な
し
。
百
姓
は
米
を
作

て
人
を
養
ひ
、
町
人
は
物
を
売
買
し
て
世
の
便
利
を
達
す
。
是

即
ち
百
姓
町
人
の
商
売
な
り
。
政
府
は
法
令
を
設
け
て
悪
人
を

制
し
善
人
を
保
護
す
。
是
即
ち
政
府
の
商
売
な
り
。
こ
の
商
売

を
為
す
に
は
莫
大
の
費
な
れ
ど
も
、
政
府
に
は
米
も
な
く
金
も

な
き
ゆ
へ
、
百
姓
町
人
よ
り
年
貢
運
上
を
出
し
て
政
府
の
勝
手

方
を
賄
は
ん
と
、
双
方
一
致
の
上
相
談
を
取
極
め
た
り
。
是
即

ち
政
府
と
人
民
と
の
約
束
な
り
。
故
に
百
姓
町
人
は
年
貢
運
上

を
出
し
て
固
く
国
法
を
守
れ
ば
、
其
職
分
を
尽
し
た
り
と
云
ふ

可
し
。
政
府
は
年
貢
運
上
を
取
て
正
し
く
其
使
払
を
立
て
人
民

を
保
護
す
れ
ば
其
職
分
を
尽
し
た
り
と
云
ふ
可
し
。
政
府
は
年

貢
運
上
を
取
て
正
し
く
其
使
払
を
立
て
人
民
を
保
護
す
れ
ば
其

職
分
を
尽
し
た
り
と
云
ふ
可
し
。
双
方
既
に
其
職
分
を
尽
し
て

約
束
を
違
ふ
る
こ
と
な
き
上
は
、
更
に
何
等
の
申
分
も
あ
る
可

ら
ず
、
各
其
権
理
通
義
を
暹
ふ
し
て
少
し
も
妨
を
為
す
の
理
な

、
‐
し
○

（
『
学
問
の
す
、
め
』
）

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
っ
と
も
肝
要
な
の
は
「
分
限
を
守
る
」
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こ
と
で
あ
り
「
職
分
を
尽
す
」
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は

分
限
や
職
分
の
意
識
が
未
成
熟
な
た
め
に
性
々
に
し
て
領
分
侵
犯
や

依
頼
主
義
が
生
れ
る
。
政
府
は
分
限
を
こ
え
て
宗
教
や
教
育
な
ど
に

塚
を
容
れ
る
し
、
人
民
は
職
分
を
忘
れ
て
政
府
に
入
る
を
立
身
と
し

た
り
何
事
を
な
す
に
も
官
許
を
求
め
る
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
そ

れ
は
例
の
「
政
府
の
専
制
抑
圧
、
人
民
の
卑
屈
不
信
」
と
い
う
精
神

構
造
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
私
立
の

実
行
で
あ
る
。
己
れ
や
人
民
の
担
当
を
重
く
し
私
立
の
実
績
を
積
み

上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
人
民
は
人
民
の
地
位
に
居
て
自
家
の
領
分

内
に
沢
山
な
る
事
務
に
力
を
尽
く
さ
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
み
」
（
「
学

者
安
心
論
」
）
。
し
か
し
て
私
立
の
実
行
を
可
能
に
す
る
も
の
は
何
か
、

そ
れ
は
智
力
で
あ
る
。

智
力
発
生
す
る
者
は
能
く
自
か
ら
其
身
を
支
配
し
、
恰
も
一
身

の
内
に
恩
威
を
行
ふ
が
故
に
他
の
恩
威
に
依
頼
す
る
を
要
せ
ず
。

（
『
文
明
論
之
概
略
』
）

徳
義
が
他
の
恩
威
に
依
頼
す
る
の
に
対
し
て
智
力
は
自
か
ら
の
内

に
恩
威
を
も
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
知
恵
は
他
者
と
の
間
に
平

等
な
関
係
を
つ
く
り
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
知
力
を
高
め

る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
競
争
で
あ
る
。

情
愛
は
競
争
の
反
対
な
り
。
情
愛
の
極
度
は
争
ふ
の
心
な
き
極

度
な
り
。
書
へ
ば
家
族
親
子
の
間
柄
の
如
し
、
○
忠
僕
の
愛
せ

ら
る
、
者
は
必
ず
愚
に
し
て
律
儀
な
る
も
の
な
り
。
○
娼
妓
の

客
に
接
す
る
に
、
其
術
は
千
状
万
態
な
る
も
、
極
意
の
秘
方
は

其
婿
痴
の
処
に
在
て
存
す
る
も
の
な
り
。
（
略
）
○
故
に
情
愛

（
マ
マ
）

の
二
字
の
内
に
は
、
自
か
ら
無
礼
の
味
意
を
含
有
せ
り
。
○
競

争
は
相
抗
す
る
の
義
な
り
。
同
権
同
等
の
義
な
り
。
レ
シ
プ
ロ

シ
チ
の
在
る
処
な
り
。
レ
ス
ペ
ク
ト
の
生
ず
る
源
な
り
。
不
自

由
の
際
に
生
ず
る
自
由
と
は
正
に
此
辺
に
あ
る
も
の
な
り
。

（
「
覚
書
」
）

独
立
論
に
お
い
て
徳
義
が
他
の
恩
威
へ
の
依
頼
を
生
む
と
し
て
排

除
さ
れ
る
な
ら
情
愛
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
そ
の
反
対
た
る
智
力
や

競
争
の
も
つ
意
味
は
大
き
く
な
る
。
「
依
り
す
が
る
心
な
き
」
「
独
一

個
」
の
精
神
は
、
他
者
関
係
に
お
い
て
分
限
・
職
分
の
意
識
を
も
ち

己
れ
の
責
任
を
重
く
す
る
私
立
の
実
行
を
な
す
に
知
恵
の
競
争
に
よ

る
と
い
う
態
度
に
通
徹
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
分
限
・
職
分
可
私
立
、

、
、
、

智
力
、
競
争
が
他
者
関
係
に
お
け
る
福
沢
独
立
論
の
原
理
的
範
晴
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
社
会
や
国
家
の
レ
ベ
ル
の
議
論
に
も

適
用
さ
れ
た
。

抑
も
文
明
の
自
由
は
他
の
自
由
を
費
し
て
買
ふ
可
き
も
の
に
非

ず
。
諸
の
権
義
を
許
し
諸
の
利
益
を
得
せ
し
め
、
諸
の
意
見
を

容
れ
諸
の
力
を
暹
ふ
せ
し
め
、
彼
我
平
均
の
間
に
存
す
る
の
み
。

或
は
自
由
は
不
自
由
の
際
に
生
ず
と
云
ふ
も
可
な
り
。
故
に
人

間
の
交
際
に
於
て
、
或
は
政
府
、
或
は
人
民
、
或
は
学
者
、
或

は
官
吏
、
其
地
位
の
如
何
を
問
は
ず
、
唯
権
力
を
有
す
る
者
あ
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ら
ば
、
仮
令
ひ
智
力
に
て
も
腕
力
に
て
も
、
其
力
と
名
る
も
の

に
就
て
は
必
ず
制
限
な
か
る
可
ら
ず
。
（
「
文
明
論
之
概
略
』
）

文
明
社
会
は
諸
力
の
拮
抗
に
よ
っ
て
進
展
す
る
と
い
う
文
明
論
の

要
点
を
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
職
分
を
尽
く
す
こ
と
、

智
力
の
競
争
と
い
う
原
理
が
働
い
て
い
る
。
ま
た
、

抑
も
社
会
の
生
民
に
固
有
す
る
私
権
と
政
権
と
執
れ
が
軽
重
と

尋
れ
ぱ
、
私
権
の
重
き
、
素
よ
り
論
を
俟
た
ず
。
私
権
先
ず
固

く
し
て
然
る
後
に
政
見
の
沙
汰
に
及
ふ
可
き
は
誠
に
当
然
の
順

序
な
る
に
、
我
日
本
国
民
は
未
だ
私
権
の
重
き
を
知
ら
ず
、
安

ん
ぞ
重
き
を
知
ら
ん
や
。
（
「
日
本
国
会
縁
起
」
『
時
事
新
報
』
）

と
い
う
国
会
開
設
に
対
す
る
意
見
は
、
職
分
と
私
立
の
未
成
熟
の
観

点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
福
沢
は
教
育
は
民
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
学
校
は
す
べ
て
私
立
に
す
べ
き
だ

と
も
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
外
国
交
際
の
要
点
は
智
恵
の
競
争
に

あ
り
と
は
福
沢
が
く
り
返
し
言
い
立
て
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
福
沢
の
思
想
に
お
い
て
そ
の
独
立
論
は
、

い
わ
ば
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
を
通
貫
す
る
基
軸
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
た
の
は
「
独
一
個
人
」

の
精
神
で
あ
っ
た
。

次
に
福
沢
の
論
法
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
そ
の
論
法

が
独
立
論
の
現
実
主
義
的
性
格
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
二
つ
の
文
章
を
引
い
て
み
る
。

…
…
心
を
労
す
る
仕
事
と
力
を
役
す
る
仕
事
と
、
賃
銭
に
は
莫

大
の
相
違
は
あ
れ
ど
も
、
其
事
柄
を
見
て
何
れ
を
貴
し
と
し
何

れ
を
賤
し
と
す
可
ら
ず
。
世
の
中
の
人
を
し
て
悉
皆
学
者
た
ら

し
め
又
役
人
た
ら
し
め
な
ば
、
誰
れ
あ
り
て
衣
食
住
の
物
を
作

る
可
き
や
。
（
略
）
故
に
力
役
者
は
心
労
者
の
命
の
親
と
云
ふ

も
可
な
り
。
（
略
）

右
は
一
と
通
り
理
屈
の
話
な
れ
ど
も
、
今
日
の
事
実
を
見
れ

ば
力
役
者
は
唯
賃
銭
の
少
な
き
の
み
に
非
ず
、
兎
角
世
に
侮
ら

れ
て
常
に
人
の
下
に
就
く
は
何
ぞ
や
。
亦
謂
れ
な
き
に
非
ず
。

第
一
、
力
役
の
人
は
身
代
な
く
し
て
人
の
世
話
に
な
る
こ
と
多

き
が
故
な
り
。
（
略
）
第
二
、
智
識
見
聞
狭
く
し
て
分
別
に
乏

し
く
、
常
に
人
に
相
談
し
て
人
の
智
恵
を
借
用
す
る
こ
と
多
き

が
故
な
り
。
（
『
民
間
経
済
録
』
）

四
、
論
法

万
国
公
法
の
如
き
、
其
言
最
も
公
平
に
し
て
よ
く
道
理
に
叶
ひ

よ
く
人
の
口
に
唱
る
所
の
も
の
な
れ
ど
も
、
口
に
唱
る
も
の
は
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必
ず
し
も
実
際
に
行
は
る
、
に
非
ず
。
今
日
の
実
際
を
評
す
れ

ば
、
人
の
言
論
は
道
理
公
平
の
世
界
に
し
て
、
其
現
行
は
武
力

侵
略
の
活
劇
場
と
云
ふ
可
し
。
数
千
万
言
の
万
国
公
法
は
硝
鉄

一
声
の
煙
を
以
て
抹
殺
す
可
し
と
云
ふ
も
可
な
り
。
（
『
兵
論
』
）

ま
ず
「
理
屈
」
や
「
道
理
」
の
方
面
か
ら
な
が
め
て
み
て
、
つ
ぎ

に
「
事
実
」
や
「
実
際
」
の
方
面
か
ら
見
て
み
る
、
そ
の
上
で
後
者

を
も
っ
て
議
論
の
本
位
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
論
法
は
、
福
沢
の
常

用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
い
く
ら
も
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
名
な
『
学
問
の
す
、
め
』
の
冒
頭
で
は
、
「
天
は
人
の
上
に
人
を

造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
述
べ
て
お
い
て
つ
ぎ
に
「
さ
れ

ど
も
今
広
く
此
人
間
世
界
を
見
渡
す
に
、
か
し
こ
き
人
あ
り
、
お
ろ

か
な
人
あ
り
、
貧
し
き
も
あ
り
、
富
め
る
も
あ
り
、
貴
人
も
あ
り
、

下
人
も
あ
り
て
、
其
有
様
雲
と
泥
と
の
相
違
あ
る
に
似
た
る
は
何
ぞ

や
」
と
そ
の
実
際
を
問
い
、
そ
し
て
「
学
問
を
勤
て
物
事
を
よ
く
知

る
者
は
貴
人
と
な
り
富
人
と
な
り
、
無
学
な
る
者
は
貧
人
と
な
り
下

人
と
な
る
な
り
」
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
時
事
小
言
』
冒

頭
で
は
「
天
然
の
自
由
民
権
論
は
正
道
に
し
て
人
為
の
国
権
論
は
権

道
な
り
」
と
述
べ
て
お
い
て
「
我
輩
は
権
道
に
従
ふ
者
な
り
」
と
言

う
の
で
あ
る
。
事
柄
を
論
ず
る
に
は
道
理
方
面
か
ら
と
実
際
方
面
か

ら
と
が
あ
り
、
実
践
的
課
題
を
取
り
出
す
に
は
実
際
か
ら
す
る
議
論

で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
福
沢
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
た
と
え
ば
権
義
と
し
て
の
自
由
や
平
等
を
い
く
ら
説
い
て
み
て
も

人
の
貴
賤
貧
富
の
有
様
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
万
国

公
法
を
ど
れ
ほ
ど
会
得
し
た
と
し
て
も
砲
弾
に
は
屈
せ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
独
立
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
で
あ
り
、

具
体
的
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
議
論
は
あ
く
ま
で
実
際

か
ら
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
福
沢
は
道
理
の
論
を
無
用

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
福
沢
が
道
理
と
実

際
と
い
う
論
法
を
と
っ
た
の
は
、
道
理
の
論
を
否
定
す
る
た
め
で
は

な
く
、
ま
た
道
理
の
論
を
実
際
の
論
の
た
ん
な
る
手
段
と
し
て
利
用

す
る
た
め
で
も
な
く
、
事
の
二
面
性
と
し
て
あ
げ
て
お
く
こ
と
で
議

論
の
一
義
性
を
避
け
た
か
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
独
立
の
実
行
と
い

、
、

う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
確
か
に
道
理
よ
り
実
際
で
あ
る
が
、
独
立

、

の
理
念
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
道
理
と
実
際
な
の
で
あ
る
。
独
立、

の
実
行
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
力
役
者
が
命
の
親
で
あ
る
こ
と
よ

、

、
、

り
っ
ね
に
人
の
下
に
就
く
こ
と
で
あ
る
し
、
万
国
公
法
よ
り
砲
で
あ

、
、

、

り
、
天
賦
の
人
権
よ
り
貴
賤
貧
富
で
あ
り
、
天
然
の
自
由
民
権
論
よ

、り
人
為
の
国
権
論
で
あ
る
。
独
立
の
理
念
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、

実
際
の
論
に
は
い
つ
も
道
理
の
論
あ
る
を
承
知
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
。
心
労
者
が
多
額
の
収
入
や
栄
誉
を
得
な
が
ら
も
力
役

者
が
命
の
親
で
あ
る
を
自
覚
し
て
お
く
こ
と
、
砲
の
強
化
を
主
張
し

な
が
ら
万
国
公
法
を
知
っ
て
お
く
こ
と
、
人
の
有
様
に
雲
泥
の
差
が

あ
り
な
が
ら
も
天
賦
の
人
権
を
承
知
し
て
お
く
こ
と
、
正
道
あ
る
を
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福
沢
の
思
考
法
を
経
験
、
独
立
論
、
論
法
と
い
う
順
で
見
て
き
た
。

最
後
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
と
関
連
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
・

福
沢
が
旺
盛
な
言
論
活
動
を
行
な
っ
た
の
は
国
民
国
家
形
成
の
時

期
で
あ
り
、
福
沢
も
ま
た
国
民
の
創
出
を
説
い
た
一
人
、
い
や
有
力

な
言
論
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
福
沢
の
論
説
に
日
本
を
相
対
化

し
た
り
超
克
す
る
が
ご
と
き
議
論
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
福
沢
は
日
本
の
独
立
を
説
い
て
や

ま
な
か
っ
た
。
「
国
の
独
立
は
目
的
な
り
、
国
の
文
明
は
此
目
的
に

達
す
る
の
術
な
り
」
（
『
文
明
論
之
概
略
』
）
と
は
福
沢
終
生
の
課
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
独
立
の
気
力
」
を
も
っ
た
国
民
は
依
然

た
る
目
標
で
あ
っ
て
現
実
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
福
沢
は
独
立
の
何
た
る
か
を
く
り
返
し
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

、
、
、

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
伝
統
的
日
本
に
対
す
る
批
判
意
識
は
人
一
倍

、

知
っ
て
権
道
に
つ
く
こ
と
ｌ
福
沢
が
道
理
と
実
際
の
論
法
を
と
っ

た
意
図
の
一
つ
は
こ
こ
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
独
一
個
人
」
の

尊
厳
は
、
た
だ
私
立
の
実
行
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
と
同
権
同

、

等
の
位
置
に
立
つ
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
。
福
沢
が
道
理
と
実
際
と
い

う
問
題
の
た
て
方
を
し
た
の
は
こ
の
点
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

五
、
主
題
と
の
関
連
で

の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
思
想
形
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
さ
え
あ
っ
た
。

聖
明
の
天
子
、
賢
良
の
臣
、
難
有
御
代
、
楽
き
政
府
な
ど
、
は
、

元
来
何
物
を
指
し
て
云
ふ
こ
と
な
る
や
。
偽
に
非
ず
し
て
何
ぞ

や
。
俵
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
人
心
の
愚
な
る
こ
と
以
て
見
る

可
し
。
斯
る
不
都
合
な
る
言
葉
を
公
然
と
用
る
の
風
を
成
し
て

よ
り
、
偽
詐
詣
誤
は
人
の
品
行
に
於
て
恥
る
に
足
ら
ざ
る
も
の

と
為
れ
り
。
活
眼
を
開
て
古
今
の
歴
史
を
見
よ
。
支
那
の
湯
武

は
何
事
を
為
し
た
る
や
。
耆
経
な
ど
は
湯
武
の
奴
隷
た
る
史
官

の
筆
な
り
。
何
ぞ
之
を
証
す
る
に
足
ら
ん
。
仁
徳
天
皇
何
の
功

あ
る
や
。
詣
訣
を
恥
と
せ
ざ
る
家
来
共
の
口
碑
に
伝
へ
た
る
ま

で
の
こ
と
な
り
。
況
ん
や
近
代
の
天
子
将
軍
に
至
て
は
、
其
人

物
の
取
る
に
足
ら
ざ
る
は
事
実
に
於
て
明
に
見
る
可
く
し
て
、

天
下
衆
人
の
心
の
内
に
認
る
所
な
れ
ど
も
、
之
を
敢
て
外
に
見

は
す
者
な
し
。

（
「
覚
書
」
）

中
津
の
藩
風
に
対
す
る
異
和
感
、
と
い
う
よ
り
嫌
悪
感
と
も
い
う

べ
き
敵
煽
心
は
強
固
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
精
神
構
造
は
明
治
の
世

に
入
っ
て
も
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
出
さ
れ
た
か
ら
、
伝
統
的
日
本

に
対
す
る
批
判
意
識
は
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
す
で
に

見
た
よ
う
に
そ
の
独
立
論
の
う
ち
に
は
日
本
な
る
も
の
を
価
値
と
す

る
要
素
は
皆
無
な
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
日
本
（
伝
統
的
日
本
）
を
マ
イ

ナ
ス
価
値
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
福
沢
に
と
っ
て
の

日
本
は
新
た
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
在
来
の
日
本
か
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ら
組
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
福
沢
ほ
ど
伝
統

と
切
れ
て
い
る
人
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
思
考
法

に
お
け
る
伝
統
と
の
断
絶
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

福
沢
が
日
本
の
独
立
に
多
く
の
言
葉
を
費
や
し
た
の
は
、
小
国
日

本
が
い
か
に
し
て
独
立
を
達
成
し
う
る
か
が
切
実
な
課
題
と
し
て
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
個
の
独
立
を
軸
と
し
た
関
心
と
ア

ナ
ロ
ジ
ヵ
ル
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
沢
が
日
本
の
独
立

を
言
う
と
き
欧
米
諸
国
と
の
競
争
を
強
調
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

日
本
の
内
在
的
価
値
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
報
国
心
」

や
「
偏
頗
心
」
は
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
心
性
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な

価
値
は
言
い
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
た
だ
独
立

を
達
成
す
る
た
め
の
自
他
の
差
別
が
言
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

福
沢
は
幕
末
期
、
尊
穰
論
に
反
発
し
長
州
征
伐
の
献
言
さ
え
行
な

っ
た
が
、
幕
府
が
江
戸
城
を
明
け
渡
す
と
「
読
書
渡
世
の
一
小
民
」

と
し
て
一
身
の
文
明
開
化
を
ひ
そ
か
に
心
が
け
た
。
こ
の
事
実
は
伝

統
的
日
本
へ
の
嫌
悪
と
一
身
の
独
立
と
が
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
穰
夷
政
府
と
思
い
込
ん
で
い
た
明
治
政

府
が
廃
藩
置
県
を
断
行
す
る
や
「
吾
々
同
友
は
三
五
相
会
す
れ
ば
則

ち
相
祝
し
、
新
政
府
の
此
盛
事
を
見
た
る
上
は
死
す
る
も
憾
な
し
と

絶
叫
し
た
」
し
、
日
清
戦
争
の
勝
利
を
見
て
は
「
官
民
一
致
の
勝
利
、

愉
快
と
も
あ
り
が
た
い
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
」
と
歓
喜
し
た
。
こ

れ
は
伝
統
的
日
本
打
破
の
端
緒
と
一
定
の
成
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
に

感
激
し
た
の
で
あ
り
、
福
沢
が
い
か
に
伝
統
的
日
本
と
対
時
し
て
き

た
か
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
福
沢
評

論
を
支
え
た
も
の
は
伝
統
的
日
本
と
の
対
時
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
日
清
戦
争
に
歓
喜
し
た
と
こ
ろ
で
福
沢
の
思
想
家
と
し

て
の
生
命
は
終
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
福
沢
の
生
き
た
時
代
は
近
代
国
家
形
成
の
途
上
に
あ
り
日

本
は
い
ま
だ
「
故
郷
」
と
も
い
う
べ
き
包
容
力
を
も
っ
た
土
台
と
い

う
観
念
は
成
熟
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
在
来
の

日
本
の
う
ち
に
価
値
を
認
め
な
か
っ
た
福
沢
に
と
っ
て
日
本
は
「
異

郷
」
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
異
郷
と
し
て
の

日
本
」
が
そ
の
独
立
論
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

事
を
為
す
に
外
物
を
目
的
と
し
て
為
に
す
る
所
あ
る
も
の
は
独

立
の
事
に
非
ず
。
独
立
の
事
に
非
ざ
れ
ば
永
遠
に
持
続
し
て
其

功
徳
を
後
世
に
遣
す
に
足
ら
ず
。
名
誉
の
為
に
勉
強
せ
ん
歎
、

名
誉
を
得
れ
ば
勉
強
も
亦
共
に
止
む
可
し
。
利
財
の
為
に
刻
苦

せ
ん
歎
、
利
財
を
取
る
の
後
は
又
刻
苦
す
る
を
須
ひ
ず
。
名
の

為
に
非
ず
、
利
の
為
に
非
ず
、
正
に
独
一
個
人
の
精
神
を
発
達

せ
ん
が
為
に
勉
強
刻
苦
す
る
者
に
し
て
、
始
て
之
を
不
覇
独
立

の
士
と
称
す
可
き
な
り
。

（
「
故
大
槻
盤
水
先
生
五
十
回
追
遠
の
文
」
『
福
沢
文
集
』
）

場
も
あ
っ
て
や
や
教
訓
臭
の
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
独
立

を
追
い
求
め
た
福
沢
の
真
情
が
あ
ら
わ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
や
は
り

福沢諭吉Iラ



福
沢
思
想
の
真
骨
頂
は
「
身
外
無
一
物
、
唯
我
金
玉
の
一
身
あ
る
の

み
」
（
『
徳
育
如
何
』
）
と
い
う
「
独
一
個
人
」
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
大
主
義
や
官
尊
民
卑
へ
の
批
判
は
そ
の
評

論
を
精
彩
あ
る
も
の
と
し
か
っ
豊
か
な
生
産
力
を
も
っ
た
要
因
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
個
そ
れ
自
体
以
外
は
帰
属
点
を
も
た

な
い
「
独
一
個
人
の
精
神
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
同
志
社
大
学
教
授
）
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