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一

　
国
民
の
一
人
一
人
が
今
日
ほ
ど
政
治
と
い
ふ
も
の
に
関
心
を
も
つ
て
ゐ
る

時
代
は
未
だ
嘗
て
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
も
う
、
被
治
者
と
し
て
の

消
極
的
な
関
心
で
は
な
い
。
国
民
の
す
べ
て
は
、
自
分
た
ち
の
な
か
ゝ
ら
こ

の
祖
国
を
立
派
に
護
り
育
て
る
有
能
な
政
治
家
が
出
る
こ
と
を
痛
切
に
望
ん

で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
何
処
に
ど
う
い
ふ
人
物
が
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
国
民
の
大
部

が
知
ら
ず
に
ゐ
た
と
い
ふ
の
は
甚
だ
迂
闊
な
次
第
で
あ
つ
た
。
私
も
ご
多
分

に
漏
れ
ぬ
組
で
あ
る
が
、
日
頃
、
政
治
や
政
治
家
に
興
味
を
も
た
な
か
つ
た
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酬
ひ
が
こ
ゝ
に
現
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
今
更
致
し
方
が
な
い
。
新
聞
雑
誌
を

通
じ
て
の
俄
か
仕
込
み
の
知
識
が
ど
れ
ほ
ど
あ
て
に
な
る
か
。
新
し
い
内
閣

が
で
き
る
と
、
新
大
臣
は
例
外
な
く
評
判
が
い
ゝ
。
そ
れ
が
し
ば
ら
く
た
つ

と
、
平
々
凡
々
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
ま
ひ
に
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
人
物
が

国
政
の
重
任
を
負
つ
た
の
か
、
国
民
は
不
思
議
に
思
ふ
の
が
常
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
一
国
の
政
治
は
大
臣
の
み
の
自
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
大
臣
に
な
つ
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か
は
別
問
題
と
し
て
お
く

が
、
今
日
の
や
う
な
時
局
に
、
国
民
は
所
謂
挙
国
内
閣
の
顔
ぶ
れ
に
期
待
す

る
と
こ
ろ
は
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
殊
に
、
こ
の
度
の
近
衛
内
閣
は
、
新
体
制
と
い
ふ
も
の
ゝ
樹
立
が
こ
れ
と

結
び
つ
い
て
、
国
民
に
固
唾
を
呑
ま
せ
て
ゐ
る
。
近
衛
公
の
人
望
は
、
幸
ひ
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に
し
て
、
こ
の
異
常
な
空
気
を
さ
ほ
ど
暗
く
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
、
日
本
の
現
状
を
憂
ふ
る
も
の
に
と
つ
て
、
す
べ
て

の
改
革
は
一
応
、
希
望
の
光
り
に
て
ら
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
よ
い
。

　
私
は
国
民
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
内
閣
を
全
幅
的
に
信
用
し
よ
う
と
思
ふ
。

　
安
井
内
相
の
談
話
と
し
て
、
「
正
し
い
こ
と
を
行
ふ
の
に
張
合
の
あ
る
制

度
を
作
る
」
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
が
新
聞
に
発
表
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
も

私
は
気
に
入
つ
た
。
こ
れ
は
月
並
な
宣
言
で
は
な
い
。
な
か
な
か
よ
く
考
へ

ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
今
日
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ひ
得
る
だ
け
で
も
政
治
家

と
し
て
尊
敬
に
値
す
る
。
ほ
ん
た
う
に
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
国
民
は
ど
ん
な

に
感
謝
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。

　
橋
田
文
相
は
、
科
学
振
興
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
ゐ
た
。
あ
れ
だ
け
の
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内
容
な
ら
別
に
新
し
い
着
眼
で
も
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
橋
田
氏
の
思
想
の

根
柢
は
も
つ
と
深
い
も
の
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
、
私
が
こ
ゝ
で
一
言
こ
の
問
題

に
触
れ
た
い
と
思
ふ
の
は
、
近
頃
科
学
科
学
と
方
々
で
や
か
ま
し
く
云
ひ
だ

し
た
、
そ
の
動
機
が
如
何
に
も
浅
薄
で
外
聞
が
わ
る
い
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、

独
逸
軍
の
優
勢
を
、
科
学
の
勝
利
と
み
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
敗
因
が
、
芸
術
尊
重
の
精
神
に
あ
り
と
考
へ
る
や

う
な
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
独
逸
の
科
学
兵
器
（
こ
の
名
称
も
を
か
し

な
も
の
だ
が
）
は
、
英
仏
の
そ
れ
よ
り
も
一
歩
進
ん
で
ゐ
た
こ
と
は
事
実
と

し
て
、
ま
た
、
赫
々
た
る
戦
勝
の
主
な
る
原
因
の
一
つ
を
こ
れ
に
お
く
の
も

よ
い
と
し
て
、
そ
れ
は
科
学
そ
の
も
の
が
特
に
優
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
よ
り
も

寧
ろ
、
「
科
学
の
軍
事
的
利
用
」
に
於
て
、
彼
に
一
日
の
長
が
あ
つ
た
と
い
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ふ
方
が
正
し
い
と
思
ふ
。

　
周
知
の
如
く
、
科
学
的
精
神
と
戦
闘
的
性
能
と
は
、
本
質
的
に
別
個
の
も

の
と
し
て
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
こ
の
二
つ
の
も
の

を
武
力
の
機
械
化
と
し
て
結
び
つ
け
る
の
が
、
お
そ
ら
く
用
兵
及
び
造
兵
技

術
の
究
極
の
目
的
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
芸
術
家
の
想
像
に
近

い
、
破
壊
と
抵
抗
の
夢
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
戦
闘
に
於
け
る
科
学
の
優
位
を
今
更
他
国
に
数
へ
ら
れ
て
、
若
し
、
わ
れ

わ
れ
の
国
民
教
育
の
重
点
を
そ
こ
に
お
か
う
と
す
る
や
う
な
傾
向
が
生
れ
た

ら
、
私
は
、
そ
の
本
末
転
倒
を
嗤
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
は
甚
だ
「
科
学
的
」
で
な
い
と
い
ふ
一
般
の
事
実
を

否
定
は
せ
ず
、
も
つ
と
も
つ
と
、
こ
の
点
で
は
、
教
育
の
根
本
的
刷
新
が
必
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要
で
あ
る
と
私
も
考
へ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
「
科
学
教
育
」
の
目
的
は
、
仮

に
、
目
前
の
戦
争
に
役
立
た
し
め
る
に
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
、
軍
用
器

材
の
発
明
や
そ
の
操
作
に
向
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
も
そ
の
「
科
学
教
育
」
に
先
だ
つ
て
な
さ
る
べ
き
多
く
の
基
礎
工
作
が

最
も
必
要
な
る
教
育
界
の
現
状
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
科
学
」

と
い
ふ
も
の
を
、
さ
う
い
ふ
も
の
だ
と
思
ひ
が
ち
な
大
多
数
の
指
導
者
の
頭

を
改
良
す
る
こ
と
が
急
務
だ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

　
新
内
閣
と
云
へ
ば
、
そ
の
首
班
た
る
近
衛
公
の
胸
中
に
は
当
然
、
一
大
決

意
が
ひ
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
が
、
い
づ
れ
も
公
の
眼
識
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
椅
子
を
与
へ
ら
れ
た
閣
僚
諸
氏
は
、
そ
の
抱
懐
す
る
政
治
的
理
想
を
こ

の
機
会
に
達
成
せ
ん
と
努
力
す
る
で
あ
ら
う
。
国
民
は
日
々
の
新
聞
を
待
ち
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わ
び
て
、
閣
議
の
ニ
ユ
ー
ス
に
眼
を
吸
ひ
寄
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
折
も
折
、
松

岡
外
相
の
提
議
に
か
ゝ
る
と
い
ふ
官
吏
の
恩
給
問
題
が
具
体
的
な
唯
一
の
事

項
と
し
て
報
道
面
に
浮
び
あ
が
つ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
も
機
宜
に
適
し
た

議
論
に
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
期
待
に
比
し
て
、
な
ん

と
い
ふ
些
末
な
事
項
の
大
袈
裟
な
発
表
で
あ
ら
う
。
殊
に
不
可
解
な
の
は
、

こ
の
問
題
の
提
案
が
松
岡
外
相
に
よ
つ
て
な
さ
れ
、
陸
相
が
こ
れ
に
賛
意
を

表
し
た
と
い
ふ
い
き
さ
つ
ま
で
附
け
足
し
て
あ
る
こ
と
だ
。
か
う
い
ふ
や
う

な
内
輪
話
は
こ
の
際
、
国
民
は
ち
つ
と
も
聞
き
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

発
表
は
公
式
の
も
の
か
ど
う
か
疑
は
し
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
の
楽
屋
落
的

報
道
は
、
政
界
浮
浪
者
の
「
小
感
情
」
に
愬
へ
る
興
味
し
か
な
く
、
国
民
の

望
む
と
こ
ろ
は
、
も
つ
と
堂
々
た
る
形
式
で
、
決
ま
つ
た
こ
と
を
決
ま
つ
た
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と
知
ら
せ
て
貰
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
由
来
、
政
府
側
の
諸
種
発
表
と
、
こ
れ
を
取
扱
ふ
新
聞
の
態
度
と
に
、
私

は
、
も
つ
と
時
局
に
応
は
し
い
慎
重
な
研
究
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
統
制
が
で
き
な
け
れ
ば
、
国
民
全
体
の
足
並
を
揃
へ
さ
せ
る
こ
と
な
ど
考

へ
る
だ
け
で
も
無
理
で
あ
る
。

　
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
と
は
あ
と
で
述
べ
る
つ
も
り
だ
が
、
差
当
り
、
政

府
当
局
に
希
望
し
た
い
こ
と
は
、
国
民
に
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
知

ら
せ
て
も
い
ゝ
こ
と
を
、
も
つ
と
上
手
に
、
国
民
の
心
理
に
ぴ
つ
た
り
と
来

る
や
う
な
方
法
で
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
せ
る
わ
け

に
い
か
ぬ
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
百
も
承
知

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
さ
へ
も
、
そ
の
知
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ら
せ
方
が
あ
ま
り
押
し
つ
け
が
ま
し
く
、
無
味
乾
燥
で
あ
る
た
め
に
、
国
民

は
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
こ
れ
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
自
分
の
判
断
の
基
準
に

迷
ふ
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
急
に
ど
う
す
る
と
い
ふ
わ
け
に
い
か
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
万
止
む

を
得
ざ
れ
ば
、
非
常
手
段
は
い
く
ら
も
あ
る
。
要
は
そ
こ
に
当
局
が
気
が
つ

く
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
例
を
あ
げ
れ
ば
い
く
ら
も
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
、
結
果
は
個
人
の
問
題
に

な
る
か
ら
そ
れ
は
や
め
る
。

　
徒
ら
に
国
民
の
好
奇
心
を
刺
激
し
て
お
き
な
が
ら
、
事
実
の
論
理
的
解
釈

を
無
視
し
た
り
、
努
め
て
教
訓
的
で
あ
ら
う
と
し
て
却
つ
て
責
任
の
あ
り
場

所
を
疑
は
せ
た
り
す
る
こ
と
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
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そ
れ
を
ぼ
ん
や
り
聞
き
流
す
も
の
も
あ
る
に
は
違
ひ
な
い
が
、
今
は
、
常

識
の
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
き
つ
と
、
首
を
ひ
ね
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
個
人

の
手
ぬ
か
り
は
し
か
た
が
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
そ
れ
で
す
ま
せ
て
い
ゝ
時

代
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
が
い
つ
ま
で
も
改
ま
ら
な
い
の
は
、
気
の
つ
い
た

も
の
が
黙
つ
て
放
任
し
て
お
く
か
ら
で
あ
る
。

　
仮
に
も
、
国
家
の
総
動
員
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
、
対
外
的
に
も
、
政
府

の
発
表
は
、
公
に
国
家
の
意
志
と
頭
脳
の
働
き
を
示
し
、
国
民
の
文
化
程
度

を
計
る
最
も
端
的
な
資
料
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
自
身
が
納

得
す
る
し
な
い
は
別
と
し
て
、
こ
れ
が
果
し
て
、
国
外
に
ど
う
響
く
か
と
い

ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
、
転
た
寒
心
に
堪
へ
な
い
。

　
現
在
の
や
う
な
情
勢
に
お
け
る
政
治
の
権
威
と
魅
力
と
は
、
国
民
に
か
ゝ
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る
不
安
と
心
痛
と
を
抱
か
せ
な
い
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
私
は
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
そ
こ
で
、
今
度
は
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
が
、
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ

ム
が
国
民
の
輿
論
を
代
表
す
る
時
代
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
、
国

民
を
し
て
そ
の
信
頼
す
べ
き
政
府
に
信
頼
さ
せ
る
だ
け
の
力
は
現
在
の
新
聞

雑
誌
に
は
あ
る
筈
で
あ
る
。
ま
た
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
、
消
極
的
な
言
論
統

制
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
ゝ
は
別
に
、
国
民
を
健
全
に
指
導
す
る
役
割
は
、
大
新

聞
大
雑
誌
の
誇
り
に
か
け
て
も
、
こ
れ
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
が
近
頃
の
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
慊
ら
な
い
の
は
、
そ
の
言
論
が
時
局
的
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な
統
制
を
受
け
、
報
道
の
範
囲
と
種
類
が
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な

こ
と
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
紙
面
の
低
調
は
必
ず
し
も
こ
ゝ
か
ら
来

る
の
で
は
な
く
、
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
機
構
の
ど
こ
か
に
、
個
人
と
し
て
ヂ

ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ま
た
も
つ
て
ゐ

る
筈
で
あ
る
と
こ
ろ
の
良
識
の
鏡
を
曇
ら
せ
る
も
の
が
恐
ら
く
伏
在
し
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
例
へ
ば
、
最
近
の
某
事
件
の
如
き
を
、
一
様
に
あ
ゝ

い
ふ
風
に
取
扱
ふ
道
理
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
新
聞
は
、
わ
ざ
わ
ざ
、

犯
人
が
平
生
親
日
家
を
装
つ
て
自
分
の
名
を
「
古
楠
」
な
ど
ゝ
称
し
て
ゐ
た
、

と
書
き
た
て
ゝ
ゐ
る
。
「
古
楠
」
と
い
ふ
漢
字
を
欧
名
に
あ
て
ゝ
よ
ろ
こ
ん

で
ゐ
る
の
が
、
な
ぜ
親
日
家
を
装
ふ
こ
と
に
な
る
の
か
、
私
に
は
さ
つ
ぱ
り
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合
点
が
い
か
ぬ
。
か
う
い
ふ
世
間
の
論
法
が
正
し
く
な
い
こ
と
を
発
見
す
る

の
は
先
づ
第
一
に
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
事

実
は
全
く
反
対
で
、
不
合
理
、
卑
俗
な
物
の
考
へ
方
を
第
一
に
今
の
新
聞
が

煽
つ
て
ゐ
る
か
た
ち
で
あ
る
。

　
事
変
以
来
、
一
種
の
排
外
思
想
、
殊
に
反
英
的
空
気
が
濃
厚
で
あ
る
の
は
、

政
治
的
に
も
理
由
の
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
調
子
の
音
頭

取
り
は
甚
だ
不
手
際
で
あ
る
。
国
民
の
「
悪
感
情
」
が
た
と
へ
そ
こ
ま
で
行

つ
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
大
新
聞
は
大
新
聞
ら
し
く
、
日
本
人
の
力
と
技
術
と

を
も
つ
て
所
謂
敵
性
な
る
も
の
に
適
当
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
示
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
同
じ
や
う
な
例
だ
が
、
支
那
に
在
住
す
る
民
主
主
義
国
宣
教
師

の
行
動
に
つ
い
て
云
々
す
る
場
合
で
も
、
嘗
て
か
う
い
ふ
論
法
の
悪
態
を
読
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ん
で
私
は
危
く
吹
き
出
さ
う
と
し
た
　
　
そ
れ
は
、
彼
等
の
一
人
が
布
教
を

看
板
に
人
跡
未
踏
の
山
野
に
わ
け
入
り
、
ひ
そ
か
に
鉱
脈
を
探
し
て
何
者
か

の
為
を
謀
ら
う
と
し
て
ゐ
た
。
そ
の
証
拠
に
い
ろ
い
ろ
な
鉱
石
を
拾
ひ
集
め

て
部
屋
に
積
ん
で
あ
つ
た
。
宗
教
の
名
に
か
く
れ
て
彼
等
の
犯
し
て
ゐ
る
不

徳
行
為
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
さ
う
い

ふ
事
実
が
偶
然
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
の
宣
教
師
の
肩
を
持
た

う
と
す
る
も
の
で
な
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
証
拠
で
は
、
な
ん
ら
不
徳
行
為

と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
或
は
、
単
に
鉱
物
学
に
興
味
を
も
ち
、
研
究

の
か
た
は
ら
、
標
本
の
採
集
を
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
宣
教
師
の
な
か

に
は
さ
う
い
ふ
篤
学
者
が
な
か
な
か
多
い
の
で
あ
つ
て
、
寧
ろ
、
そ
れ
だ
け

の
記
事
を
読
ん
だ
も
の
は
、
き
つ
と
そ
れ
に
違
ひ
な
い
と
判
断
す
る
だ
ら
う
。
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こ
れ
を
取
扱
つ
た
記
者
は
、
誰
か
に
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ゝ
伝
へ
た
の
か
も

知
れ
ぬ
が
、
そ
こ
は
、
ち
よ
つ
と
頭
を
働
か
せ
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
。
こ
れ

で
は
記
事
に
な
ら
な
い
と
云
へ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
出
先
の
記
者
が
う
つ

か
り
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
本
社
に
い
く
ら
も
人
が
ゐ
る
だ
ら
う
。
目
的
が

目
的
で
あ
る
だ
け
に
、
整
然
と
情
理
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
効
果
が
な
い
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
傾
向

が
非
常
に
多
い
。

　
日
本
人
の
特
性
と
し
て
、
思
考
力
の
凝
結
と
い
ふ
こ
と
が
欧
米
人
に
よ
つ

て
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
つ
の
こ
と
を
考
へ
る
と
そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
つ
い

忘
れ
て
し
ま
ふ
。
つ
ま
り
、
頭
脳
活
動
の
重
点
主
義
が
常
に
行
き
過
ぎ
る
と

い
ふ
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
互
に
考
へ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
屁
理
窟
、
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こ
ぢ
つ
け
、
腹
を
見
す
か
さ
れ
る
や
う
な
強
が
り
が
そ
こ
か
ら
生
れ
る
。
美

談
で
も
な
い
美
談
の
強
制
も
そ
こ
か
ら
来
る
。
誰
か
ゞ
大
臣
に
な
つ
た
と
云

へ
ば
、
新
聞
は
き
ま
つ
て
、
こ
れ
を
「
出
世
し
た
人
物
」
と
し
て
し
か
取
扱

は
な
い
な
ど
も
、
や
は
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
と
い
ふ
「
頭
」
の
働
か
せ

方
が
不
足
し
て
ゐ
る
証
拠
で
あ
ら
う
。
さ
て
、
わ
が
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
が
す

べ
て
さ
う
だ
と
云
ふ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
個
人
と
し
て
、
ち
や
ん
と
立

派
な
常
識
を
備
へ
、
犀
利
な
批
判
の
筆
を
取
つ
て
ゐ
る
人
も
な
か
な
か
多
い

の
で
あ
つ
て
、
前
に
も
云
つ
た
や
う
に
、
そ
の
罪
は
、
た
し
か
に
現
在
の
ヂ

ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
機
構
と
、
そ
の
運
用
の
し
か
た
の
う
ち
に
あ
る
の
で
、
こ

れ
は
ひ
と
つ
是
非
と
も
首
脳
部
に
あ
る
人
々
の
考
慮
を
煩
は
し
た
い
も
の
で

あ
る
。
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長
期
に
亘
る
事
変
に
処
し
て
、
国
民
の
士
気
は
あ
く
ま
で
も
鼓
舞
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
当
面
の
敵
を
忘
れ
さ
せ
て
は
む
ろ
ん
な
ら
ず
、
時
に
は
、
頑

迷
な
重
慶
政
府
を
毒
づ
く
こ
と
も
結
構
で
あ
る
が
、
ど
う
か
さ
う
い
ふ
時
に

も
、
国
民
の
品
位
と
余
裕
と
を
十
分
に
示
し
て
ほ
し
い
。
仮
に
も
敵
将
の
家

庭
生
活
を
暴
い
て
快
と
す
る
や
う
な
手
は
用
ひ
て
も
ら
ひ
た
く
な
い
。
国
民

の
一
部
は
か
ゝ
る
ニ
ユ
ー
ス
を
歓
迎
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
さ
う
い
ふ
心
理

は
苟
く
も
国
民
の
名
に
於
て
す
る
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
紙
面
の
声
と
す
る
に
値

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
今
後
、
各
社
で
申
合
せ
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
。

　
序
な
が
ら
、
新
聞
は
、
そ
の
国
民
心
理
へ
の
影
響
力
と
時
代
を
視
る
明
敏

性
と
に
か
け
て
、
政
府
当
局
に
、
宣
伝
報
道
に
関
す
る
必
要
な
建
言
を
し
て

は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
か
う
い
ふ
ニ
ユ
ー
ス
を
出
せ
と
云
は
れ
て
も
、
そ
れ
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は
害
あ
つ
て
益
な
し
と
見
た
ら
、
よ
ろ
し
く
情
を
具
し
て
、
掲
載
見
合
せ
方

を
希
望
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
場
合
は
も

ち
ろ
ん
屡
々
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
ま
た
さ
つ
き
の
例
に
戻
る
が
、

自
殺
し
た
ス
パ
イ
の
遺
骸
に
、
取
調
当
局
の
主
務
官
が
敬
意
を
表
し
た
と
い

ふ
や
う
な
記
事
は
、
差
し
づ
め
遠
慮
し
て
も
ら
つ
た
方
が
国
民
は
あ
り
が
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
吹
聴
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
義
理
合
は
少
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
層
わ
が
国
の
立

場
を
有
利
に
す
る
と
で
も
考
へ
て
の
こ
と
な
ら
、
お
よ
そ
人
心
の
機
微
に
通

じ
な
い
や
り
方
だ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
別
に
大
し
た
こ
と
で
も
な
い
が
、

私
は
気
恥
し
い
。
多
分
、
国
民
の
大
部
分
は
、
国
際
的
な
問
題
だ
け
に
、
お

な
じ
気
持
だ
ら
う
と
思
ふ
。
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そ
の
他
、
国
民
の
愛
国
心
や
友
邦
へ
の
親
善
感
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ら

う
か
、
よ
く
、
誰
そ
れ
が
ヒ
ツ
ト
ラ
ア
総
統
へ
何
を
贈
つ
た
と
か
、
某
女
学

校
の
生
徒
が
フ
ラ
ン
コ
将
軍
に
手
製
の
な
に
を
贈
呈
す
る
と
か
い
ふ
記
事
が

麗
々
し
く
出
る
。
い
つ
た
い
こ
れ
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
？
　
贈
り

た
い
人
は
、
ど
う
い
ふ
名
目
で
あ
れ
、
何
を
贈
つ
て
も
勝
手
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
さ
う
重
大
な
こ
と
に
結
び
つ
け
て
、
天
下
の
新
聞
が
騒
ぎ
た
て
る
こ
と

は
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
か
ら
、
猫
も
杓
子
も
そ
れ
に
似

た
こ
と
を
や
り
た
く
な
る
の
で
、
か
ゝ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
断
じ
て
、

愛
国
の
精
神
と
は
云
ひ
難
い
の
で
あ
る
。

　
戦
地
の
報
道
も
、
年
月
の
久
し
き
に
亘
つ
て
、
さ
す
が
に
変
化
の
つ
け
や

う
が
な
い
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
理
の
な
い
こ
と
で
、
少
し
も
責
め
る
気
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に
は
な
ら
ぬ
。
国
民
の
忍
耐
は
寛
大
に
こ
れ
を
受
け
容
れ
て
ゐ
る
が
、
さ
て
、

若
し
、
望
み
得
る
な
ら
ば
、
や
は
り
安
価
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
一
掃

し
て
も
ら
ひ
た
い
。
自
爆
勇
士
の
愛
犬
が
淋
し
く
帰
ら
ぬ
主
人
を
待
つ
て
ゐ

る
と
い
ふ
や
う
な
描
写
は
、
た
ゞ
国
民
の
心
を
「
い
た
い
た
し
く
」
暗
く
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
血
腥
い
戦
線
を
馳
駆
す
る
若
い
記
者
諸
君
に
対
し
て
は

た
し
か
に
む
づ
か
し
い
註
文
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
十
分
察
す
れ
ば
察
す
る
だ

け
、
記
事
の
整
理
と
調
節
と
を
そ
の
衝
に
当
る
人
々
に
望
み
た
い
。
戦
ひ
つ
ゝ

あ
る
国
民
に
、
仮
に
も
、
余
計
な
涙
を
流
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
日
本
人
の
感

ず
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
深
さ
は
、
一
動
物
の
擬
人
的
感
情
を
借
り
な
く

て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
し
つ
つ
こ
く
、
い
ろ
い
ろ
と
並
べ
た
て
た
け
れ
ど
も
、
私
の
云
ひ
た
い
こ
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と
は
、
今
こ
そ
、
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
が
率
先
し
て
、
国
民
の
健
全
な
知
性
を

眼
覚
め
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
能
力
が
何
処
か
で

休
止
し
て
ゐ
る
現
状
を
早
速
研
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
以
上
の
や
う
な
傾
向
が
、
ま
つ
た
く
国
民
大
衆
の
教

養
を
反
映
し
、
こ
れ
に
迎
合
し
な
け
れ
ば
経
営
が
成
立
た
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で

あ
れ
ば
、
私
は
、
こ
ゝ
で
、
現
在
の
国
民
教
育
に
つ
い
て
、
忌
憚
の
な
い
意

見
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も
決
し
て
批
判
の
た
め
の
批
判
で
は
な
い
。

新
し
い
政
治
体
制
に
応
ず
る
新
し
い
国
民
教
育
が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
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私
も
ま
た
聊
か
教
育
の
仕
事
に
携
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責
任

に
於
て
も
亦
、
為
政
者
及
び
教
育
界
の
識
者
に
訴
へ
た
い
こ
と
が
あ
る
。

　
普
通
、
智
育
、
徳
育
、
体
育
と
並
べ
て
、
こ
れ
を
国
民
教
育
の
三
単
位
と

な
す
の
習
慣
が
あ
る
。
そ
し
て
、
或
は
智
育
偏
重
の
弊
を
云
ひ
、
徳
育
の
欠

如
を
指
摘
す
れ
ば
、
い
つ
ぱ
し
の
口
利
け
る
政
治
家
で
あ
り
、
教
育
家
で
あ

る
と
い
ふ
の
が
、
今
日
ま
で
の
大
勢
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
前
に
挙
げ
た
や
う

な
、
新
文
相
の
声
明
は
、
一
種
の
革
新
的
な
内
容
を
も
つ
か
の
如
き
印
象
を

与
へ
る
の
で
あ
る
が
、
精
神
の
諸
機
能
の
微
妙
な
連
繋
は
、
学
問
と
道
徳
と

が
無
縁
の
も
の
で
な
い
と
い
ふ
結
論
を
導
き
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

勇
気
に
し
ろ
、
誠
実
に
し
ろ
、
質
素
に
し
ろ
、
謙
譲
に
し
ろ
、
物
事
の
生
命

と
真
理
に
徹
す
る
行
為
の
う
ち
に
於
て
、
は
じ
め
て
か
ち
得
ら
れ
る
も
の
で
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あ
る
。

　
私
は
、
国
民
の
一
人
一
人
が
、
偉
大
な
理
想
を
抱
い
て
生
涯
を
こ
れ
に
賭

け
る
こ
と
を
少
し
も
危
い
こ
と
だ
と
は
思
は
な
い
。
危
い
の
は
寧
ろ
、
人
間

と
し
て
、
国
民
と
し
て
、
何
を
「
偉
大
な
理
想
」
と
い
ふ
か
、
そ
れ
を
誤
つ

て
教
へ
込
む
こ
と
だ
と
思
ふ
。

　
大
臣
大
将
を
夢
み
る
少
年
は
近
来
少
く
な
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
小
学
を

終
へ
て
、
順
調
に
中
等
学
校
へ
進
み
得
ぬ
多
数
の
少
年
は
、
人
生
の
第
一
歩

を
既
に
踏
み
外
し
た
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
。
中
等
学
校
か
ら
上
級
の
専
門
学

校
、
又
は
大
学
に
進
む
こ
と
は
、
単
な
る
知
識
欲
か
ら
で
は
な
く
て
、
立
身

出
世
の
道
が
ほ
か
に
な
い
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
青

年
は
、
た
ゞ
将
来
就
職
に
「
有
利
な
」
学
校
を
目
が
け
て
殺
到
し
、
目
的
を
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達
し
な
け
れ
ば
、
当
座
は
半
ば
自
暴
自
棄
と
な
る
。
そ
の
時
は
も
は
や
、
向

学
心
は
停
止
し
た
も
同
然
で
あ
る
。
私
立
大
学
の
あ
る
も
の
は
、
か
ゝ
る
種

類
の
学
生
を
集
め
て
、
ひ
た
す
ら
、
そ
の
歓
心
を
買
は
う
と
努
め
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

　
優
勝
劣
敗
は
世
の
常
だ
か
ら
止
む
を
得
ぬ
と
云
ふ
の
か
？
　
こ
れ
が
国
家

に
と
つ
て
由
々
し
い
こ
と
だ
と
い
ふ
の
は
、
か
く
し
て
、
国
民
の
大
部
は
、

自
ら
、
い
は
れ
な
く
社
会
的
失
敗
者
を
も
つ
て
任
じ
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。

い
く
ぶ
ん
の
諦
め
は
、
そ
の
感
情
を
次
第
に
押
し
こ
め
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
生
涯
を
通
じ
て
、
事
あ
る
毎
に
、
「
学
校
」
に
か
ら
ま
る

卑
下
の
感
情
は
、
社
会
的
成
功
と
い
ふ
誘
惑
的
な
言
葉
と
固
く
結
ん
で
離
れ

る
時
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
幸
は
、
既
に
、
早
け
れ
ば
十
四
歳
、
遅
く
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も
二
十
歳
に
於
て
、
宿
命
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
少
数
の
犠
牲
な
ら

ま
だ
し
も
国
家
と
し
て
は
忍
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
犠
牲
は
国
民
の
大

多
数
な
の
で
あ
る
。
訴
ふ
る
に
由
な
き
こ
の
災
禍
は
、
現
代
日
本
の
社
会
を

ど
れ
だ
け
陰
鬱
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
か
、
こ
れ
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
事
実

で
あ
る
。

　
罪
は
、
教
育
制
度
の
欠
陥
と
、
教
育
者
の
不
見
識
に
あ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
が
、
そ
の
上
、
国
民
教
育
の
根
本
精
神
の
な
か
に
、
人
間
の
価
値
、

生
活
の
意
義
に
つ
い
て
の
、
や
ゝ
時
代
錯
誤
的
な
観
念
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
こ

と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。

　
一
口
に
云
へ
ば
、
日
本
国
民
の
資
格
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
も
「
肩
書
」

が
物
を
云
ひ
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
職
業
に
貴
賤
な
し
と
教
へ
な
が
ら
、
職
業
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以
外
に
自
己
の
生
活
の
恃
む
べ
き
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
自
然
、
職
業

的
習
癖
に
よ
つ
て
人
物
の
品
質
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

　
国
民
の
国
家
と
社
会
へ
の
奉
仕
は
、
そ
の
全
人
格
に
よ
つ
て
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
決
し
て
、
そ
の
生
業
を
通
じ
て
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
わ
か
り
き
つ
た
事
実
が
、
教
育
の
面
で
如
何
に
曖
昧
に
さ
れ
て
ゐ
る
か
、

自
然
そ
の
結
果
は
国
家
に
有
用
だ
と
か
社
会
に
貢
献
す
る
と
か
い
ふ
常
套
語

が
、
何
を
意
味
す
る
の
か
常
識
で
は
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
国

家
の
恩
賞
が
官
吏
に
厚
く
、
民
間
に
薄
い
と
い
ふ
や
う
な
政
治
的
封
建
性
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
般
民
衆
の
間
で
、
如
何
に
あ
る
種
の
地
味
な
努
力
、

献
身
的
な
事
業
が
軽
視
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
殊
に
、
「
そ
の

人
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
世
の
中
の
光
明
で
あ
り
、
幸
ひ
で
あ
る
と
い
ふ
や
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う
な
人
格
的
魅
力
に
対
し
て
、
わ
が
国
民
は
実
に
鈍
感
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と

を
私
は
非
常
に
悲
し
む
。

　
国
民
道
徳
の
教
へ
は
、
表
面
の
「
行
為
」
を
云
々
し
す
ぎ
て
、
深
く
人
間

心
理
の
機
微
を
説
い
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
ゝ
ま
で
書
い
て
来
た
時
、
た
ま
た
ま
、
「
文
政
改
革
の
方
向
」
に
つ
い

て
橋
田
文
相
と
三
木
清
氏
の
対
談
な
る
も
の
が
読
売
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
の

で
、
今
朝
（
八
月
二
日
）
こ
れ
を
熟
読
し
た
。

　
文
相
の
言
に
よ
れ
ば
、
所
謂
「
科
学
振
興
」
の
目
標
は
、
自
然
科
学
の
み

に
あ
る
の
で
な
く
、
文
化
科
学
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
科
学
教
育
の
根
本

は
、
「
科
学
す
る
心
」
を
養
ふ
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
妥
当

な
意
見
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
特
に
私
の
興
味
を
惹
い
た
の
は
、
偶
然
、
こ
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の
文
章
の
な
か
で
私
が
指
摘
し
た
「
科
学
と
道
徳
と
は
対
立
す
る
も
の
で
な

い
」
と
い
ふ
思
想
を
、
文
相
自
身
も
は
つ
き
り
こ
ゝ
で
強
調
し
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
つ
た
。
こ
れ
ま
た
、
近
頃
の
政
治
家
に
は
珍
し
い
声
明
で
あ
つ
て
、
国

民
は
こ
の
見
識
の
も
と
に
生
れ
る
将
来
の
文
教
政
策
に
は
満
幅
の
期
待
を
寄

せ
て
い
ゝ
と
思
ふ
。

　
た
ゞ
、
如
何
な
る
正
し
い
企
図
も
、
社
会
の
現
実
に
直
面
し
て
は
、
よ
ほ

ど
の
決
意
と
政
治
的
手
腕
な
し
に
は
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ら
う
。
国
民
は
当
路
責
任
者
の
善
き
意
志
を
知
つ
た
な
ら
ば
、
極
力
そ
の

方
策
を
支
持
し
、
万
難
を
排
し
て
目
的
を
達
成
し
得
る
や
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
そ
こ
で
、
「
国
民
教
育
」
全
般
に
亘
つ
て
の
改
革
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
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既
に
前
内
閣
に
於
て
小
学
校
を
国
民
学
校
と
す
る
新
制
度
の
発
表
も
行
は
れ
、

教
授
課
目
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
一
応
形
式
上
の
整
理
を
見
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
教
育
の
精
神
と
そ
の
実
践
の
効
果
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
わ
れ
わ
れ
は
多
大
の
疑
問
を
抱
い
て
ゐ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
学
校
を
国

民
学
校
と
改
称
す
る
と
い
ふ
や
う
な
「
名
目
尊
重
」
の
気
風
が
現
在
の
指
導

階
級
に
瀰
漫
し
、
一
種
安
易
な
独
善
主
義
と
も
な
り
、
真
の
改
革
に
何
が
必

要
で
あ
る
か
を
忘
却
し
て
は
ゐ
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
懼
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
、
政
治
技
術
と
し
て
、
何
を
先
に
し
、
何
を
後
に
す
べ
き
か
と
い
ふ

や
う
な
問
題
に
は
不
案
内
で
あ
る
が
、
是
非
こ
れ
だ
け
は
考
へ
て
ほ
し
い
と

思
ふ
こ
と
を
列
記
し
て
見
る
。

一
　
初
等
、
中
等
学
校
教
員
の
待
遇
を
も
つ
と
よ
く
す
る
こ
と
。
第
一
に
俸
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給
の
率
を
、
少
く
と
も
現
在
の
倍
ぐ
ら
ゐ
に
す
る
こ
と
。
最
少
限
度
に
必

　
要
な
自
修
の
余
暇
を
与
へ
る
こ
と
。
適
当
な
国
家
的
賞
与
と
軍
人
並
に
社

　
会
的
恩
典
を
与
へ
る
こ
と
な
ど
。

二
　
教
科
書
の
編
纂
に
当
り
、
各
科
目
を
通
じ
て
、
陳
腐
な
教
科
書
臭
を
脱

　
す
る
た
め
、
局
外
識
者
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
例
へ
ば
国
語
国
文
読
本

　
の
如
き
、
こ
の
方
法
に
よ
つ
て
一
層
時
代
に
適
応
し
た
も
の
と
な
る
で
あ

　
ら
う
。
当
事
者
は
自
己
の
領
域
に
鑑
み
て
、
そ
れ
だ
け
の
雅
量
を
示
し
て

　
も
ら
ひ
た
い

三
　
日
本
人
の
多
く
が
、
自
分
の
考
へ
を
、
公
に
は
つ
き
り
口
で
云
ひ
表
す

　
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
原
因
を
私
は
教
育
者
一
般
に
考
へ
て
も
ら
ひ
た

　
い
が
、
差
当
り
、
文
部
省
で
こ
れ
が
研
究
調
査
の
た
め
の
委
員
会
を
作
る
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こ
と
。
初
等
学
校
に
於
け
る
「
話
し
方
」
の
重
要
視
は
最
近
の
現
象
と
し

　
て
私
も
注
意
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
技
術
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
む
し

　
ろ
心
理
的
に
、
風
俗
的
に
見
て
教
育
の
方
針
を
樹
て
ゝ
ほ
し
い
。

四
　
中
等
学
校
、
殊
に
専
門
学
校
、
大
学
の
数
の
制
限
と
質
の
向
上
を
計
る

　
こ
と
。
殊
に
営
利
を
主
と
す
る
学
校
は
、
情
実
に
囚
は
れ
ず
、
こ
れ
を
廃

　
止
す
る
こ
と
。

五
　
専
門
学
校
以
上
の
教
師
は
、
原
則
と
し
て
一
校
限
り
の
専
任
と
し
、
時

　
間
給
な
ど
ゝ
い
ふ
制
度
を
廃
止
し
て
十
分
生
活
を
保
証
し
、
学
生
と
接
触

　
す
る
機
会
を
多
く
作
ら
し
め
る
こ
と
。
学
生
生
活
の
頽
廃
は
、
学
生
と
一

　
緒
に
時
間
を
過
す
教
師
の
少
く
な
つ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
の
大
き
な
一
つ

　
だ
か
ら
で
あ
る
。
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六
　
上
下
の
学
校
を
通
じ
て
、
男
学
生
に
も
現
代
作
法
を
学
ば
し
め
る
こ
と
。

　
こ
れ
が
た
め
に
は
、
作
法
な
る
も
の
ゝ
観
念
を
ま
つ
た
く
新
た
な
も
の
と

　
す
る
必
要
が
あ
る
。
風
俗
に
現
は
れ
た
社
会
秩
序
の
精
神
と
、
文
化
の
装

　
飾
的
意
義
と
を
ま
づ
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
虚
礼
と
の
混
合
を
避

　
け
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
例
へ
ば
作
法
な
る
も
の
が
「
西
洋
料
理

　
の
正
し
い
食
ひ
方
」
な
ど
ゝ
い
ふ
題
目
で
代
表
さ
れ
る
か
ら
、
現
代
青
年

　
を
作
法
そ
の
も
の
か
ら
遠
ざ
け
る
の
で
あ
る
。

七
　
現
在
の
家
庭
及
社
会
教
育
の
不
備
混
乱
を
補
ふ
た
め
、
学
校
に
於
て
、

　
日
常
生
活
を
健
全
に
、
豊
富
に
す
る
実
際
的
指
導
を
行
ふ
こ
と
。
こ
の
日

　
常
生
活
の
規
律
は
、
日
本
人
の
特
性
を
よ
く
活
か
し
、
し
か
も
形
式
を
脱

　
し
た
合
理
的
、
自
発
的
、
進
歩
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
な
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る
経
済
的
条
件
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
趣
味
と
、
矜
持
と
、
社
交
性
の
涵
養

　
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
、
経
済
、
文
化
に
関
す
る
常
識
は
も
ち
ろ
ん
、
恋

　
愛
並
に
結
婚
の
問
題
に
関
し
て
も
、
両
性
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
於
け
る
正

　
常
な
観
念
が
樹
ゑ
つ
け
ら
れ
る
の
は
こ
ゝ
に
於
て
ゞ
あ
る
。

八
　
軍
事
教
練
は
あ
る
意
味
に
於
て
、
も
つ
と
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
ぬ
。
あ
る
意
味
に
於
て
と
い
ふ
の
は
、
学
校
当
局
の
一
層
理
解
あ
る
協
力

　
を
侯
つ
て
初
め
て
そ
の
目
的
が
達
し
得
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
つ

　
ま
り
学
生
を
し
て
教
練
を
す
る
心
構
へ
を
つ
く
ら
せ
る
の
は
学
校
当
局
の

　
責
任
で
あ
る
。

九
　
学
校
に
於
け
る
諸
儀
式
が
学
生
に
と
つ
て
ま
つ
た
く
魅
力
の
な
い
も
の

　
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
た
な
ら
、
こ
れ
を
ま
づ
な
ん
と
か
工
夫
し
な
け
れ
ば
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な
ら
ぬ
。
十
分
に
反
省
を
要
す
る
問
題
と
考
へ
ら
れ
る
。
儀
式
を
真
に
儀

　
式
ら
し
く
す
る
能
力
は
、
現
代
の
日
本
人
が
是
非
と
も
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ

　
点
で
あ
る
。
青
年
の
元
気
を
鼓
舞
し
、
感
情
を
浄
化
し
、
よ
ろ
こ
ん
で
協

　
同
の
目
標
に
邁
進
す
る
と
い
ふ
厳
粛
な
気
分
を
起
さ
し
め
る
の
は
、
最
も

　
芸
術
的
に
仕
組
ま
れ
た
儀
式
の
う
ち
に
於
て
ゞ
あ
る
。
儀
式
の
尊
重
は
作

　
法
の
そ
れ
の
如
く
、
ま
づ
時
代
に
即
し
た
新
し
い
観
念
と
、
尊
重
す
る
に

　
足
る
形
態
美
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
　
外
国
語
に
つ
い
て
も
、
私
に
は
私
の
考
へ
が
あ
る
が
、
長
く
な
る
か
ら

　
今
こ
ゝ
で
は
述
べ
ぬ
。
た
ゞ
、
文
相
の
英
断
に
よ
つ
て
、
区
々
の
議
論
を

　
整
理
一
致
さ
せ
て
ほ
し
い
。
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ま
だ
い
ろ
い
ろ
述
べ
た
い
こ
と
も
あ
る
が
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
は
こ
れ

く
ら
ゐ
に
し
て
、
次
に
、
や
は
り
文
部
省
の
管
轄
に
属
す
る
社
会
教
育
（
成

人
教
育
を
含
む
）
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

　
従
来
、
わ
が
国
の
政
治
と
い
ふ
も
の
は
、
国
民
の
芸
術
教
育
、
殊
に
芸
術

政
策
な
る
も
の
に
は
お
よ
そ
無
関
心
で
あ
つ
た
。

　
最
近
、
そ
れ
で
も
映
画
を
中
心
と
し
て
、
頓
に
そ
の
気
運
が
高
ま
つ
て
来

た
の
は
、
そ
の
実
績
は
と
も
か
く
、
将
来
の
た
め
慶
賀
に
堪
へ
な
い
の
で
あ

る
が
、
私
は
公
平
に
み
て
、
こ
の
気
運
が
真
に
政
府
首
脳
部
の
覚
醒
に
あ
る

か
ど
う
か
疑
は
し
い
と
思
ふ
。
そ
の
証
拠
に
、
す
べ
て
、
法
的
に
、
又
は
事

務
的
に
解
決
で
き
る
方
向
に
し
か
進
ん
で
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既

成
の
も
の
を
取
締
り
、
或
は
刺
激
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
し
か
考
へ
ら
れ
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て
ゐ
な
い
。
国
家
百
年
の
計
と
し
て
の
、
大
局
に
立
つ
た
政
治
的
創
意
が
看

取
さ
れ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
も
論
じ
だ
す
と
切
り
が
な
い
か
ら
詳
し
く
書
か
ぬ
が
、
二
三
希

望
条
項
を
あ
げ
て
お
く
。

一
、
芸
術
院
を
改
組
し
、
各
専
門
部
門
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
な
活
動

　
を
な
さ
し
め
る
こ
と
。
例
へ
ば
文
学
部
門
で
は
標
準
日
本
語
辞
典
の
編
纂

　
と
い
ふ
や
う
な
。

二
、
官
立
音
楽
学
校
、
美
術
学
校
に
対
し
て
、
速
か
に
、
官
立
演
劇
映
画
学

　
校
を
設
立
す
る
こ
と
。
演
劇
映
画
の
根
本
的
改
善
は
も
は
や
こ
れ
以
外
に

　
道
は
な
い
。

三
、
放
送
局
の
機
構
を
改
め
、
文
部
、
逓
信
二
省
の
管
轄
下
に
置
き
、
文
部
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省
は
放
送
番
組
を
通
じ
て
社
会
教
育
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
。

四
、
図
書
及
び
興
行
検
閲
の
主
体
を
文
部
省
に
移
管
し
、
要
す
れ
ば
内
務
省

　
側
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
。

五
、
全
国
の
都
市
及
農
山
漁
村
の
娯
楽
教
養
施
設
に
関
し
、
そ
の
指
導
者
を

　
本
省
よ
り
派
遣
、
又
は
委
託
す
る
こ
と
。

六
、
文
教
に
関
す
る
新
事
業
が
決
し
て
不
急
事
業
に
非
ざ
る
こ
と
を
戦
時
予

　
算
の
面
に
は
つ
き
り
表
は
し
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
近
衛
内
閣
の
基
本
国
策
声
明
な
る
も
の
が
昨
日
（
八
月
二
日
）
の
新
聞
に
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発
表
さ
れ
た
。
従
来
の
声
明
に
み
る
ご
と
き
抽
象
的
文
字
の
羅
列
で
あ
る
き

ら
ひ
は
ま
だ
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
な
に
か
し
ら
革
新
の
気
が
見
え
な
い
で

は
な
い
。
日
本
人
好
み
の
、
地
味
に
、
見
得
を
切
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
却
つ
て
頼

も
し
い
と
云
へ
ば
云
へ
る
が
、
相
変
ら
ず
、
肝
腎
の
新
政
治
体
制
が
ど
う
い

ふ
も
の
か
と
い
ふ
こ
と
は
語
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
国
民

は
政
府
の
な
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
性
急
に
知
ら
う
と
す
る
よ
り
も
、
も
は

や
そ
の
導
く
と
こ
ろ
に
従
ふ
覚
悟
を
き
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
道
は
多

難
に
し
て
曲
折
を
極
め
、
彼
岸
の
光
明
に
達
す
る
に
は
、
国
民
全
体
の
疑
心

な
き
協
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
正
し
い
こ
と
を
す
る
の
に
張
合
の
あ
る
制
度
」
（
安
井
内
相
の
言
葉
）
は

む
ろ
ん
望
ま
し
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
真
に
国
を
愛
し
、
真
に
国
の
た
め
に
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な
る
人
物
を
徒
ら
に
眠
ら
せ
て
お
か
ぬ
制
度
が
更
に
こ
の
際
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
に
も
、
政
府
当
局
に
よ
つ
て
さ
う
い
ふ
意
図
だ
け
は
示
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
民
間
の
専
門
家
を
い
ろ
い
ろ
な
名
目
で
各
種
の
事
業
部
門
に

参
加
さ
せ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
概
し
て
、
一
種
の
諮
問

機
関
に
す
ぎ
ず
、
本
来
責
任
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
時
間
と

労
力
と
を
割
く
限
度
が
あ
り
、
事
を
行
ふ
真
の
情
勢
は
机
上
よ
り
机
上
へ
と

薄
れ
去
つ
て
行
く
の
だ
か
ら
、
結
局
、
力
の
入
れ
や
う
が
な
く
、
せ
い
ぜ
い

形
式
的
な
意
見
具
申
に
終
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
た
と
へ
、
さ
う
い
ふ

人
々
か
ら
理
想
的
な
具
体
案
が
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
実
現
の
可
能
性
は

行
政
的
な
範
囲
に
止
ま
り
、
寧
ろ
根
本
に
遡
つ
て
の
政
治
的
な
企
画
な
ど
ゝ
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い
ふ
も
の
は
、
全
く
問
題
に
さ
れ
や
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
専

門
的
な
立
場
か
ら
の
最
も
重
要
な
課
題
は
、
決
し
て
事
務
的
処
理
に
よ
つ
て

解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
云
は
ゞ
、
国
策
の
一
つ
と
し
て
今
日
な
ら
ば

先
づ
閣
議
の
決
定
を
み
ね
ば
な
ら
ず
、
一
専
門
委
員
会
の
画
期
的
な
答
申
案

が
、
所
管
大
臣
を
通
じ
て
有
効
に
提
示
さ
れ
、
果
し
て
他
の
閣
僚
を
承
服
せ

し
め
る
か
ど
う
か
は
、
多
大
の
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

今
度
の
文
部
大
臣
が
専
門
の
科
学
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
科
学
の
分
野
に

於
て
は
十
分
の
説
得
能
力
を
も
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
信

じ
、
そ
の
声
明
に
も
期
せ
ず
し
て
千
鈞
の
重
み
が
加
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
文
化
部
門
で
も
、
文
学
芸
術
の
領
域
に
於
て
は
ど
う
で

あ
ら
う
か
？
　
伝
ふ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
新
文
相
は
哲
学
に
於
て
も
一
家

42一国民としての希望



を
な
す
と
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
文
教
が
「
哲
学
的
に
」
考
察
さ
れ
、

支
配
さ
れ
、
再
建
さ
れ
る
希
望
が
、
今
日
は
じ
め
て
「
降
つ
て
湧
い
た
」
と

い
ふ
こ
と
は
、
国
民
に
と
つ
て
、
何
と
い
ふ
仕
合
せ
で
あ
ら
う
。

　
哲
学
的
政
治
の
み
が
、
文
学
芸
術
を
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
機
構
の
な
か

に
於
て
、
そ
の
占
む
べ
き
地
位
を
正
当
に
指
し
示
し
得
る
の
で
あ
る
。
哲
学

的
政
治
の
み
が
、
国
家
の
活
力
と
品
位
と
を
最
も
有
機
的
に
結
び
つ
け
、
民

族
の
真
の
理
想
を
そ
の
行
動
の
う
ち
に
ひ
そ
め
、
祖
国
へ
の
愛
情
と
献
身
と

を
進
ん
で
国
民
に
誓
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五
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国
民
の
一
人
と
し
て
、
私
は
、
な
ほ
軍
官
民
の
各
部
に
こ
の
時
局
下
の
相

互
関
係
に
つ
い
て
希
望
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

　
戦
時
国
家
の
政
治
的
推
進
力
と
呼
ば
れ
る
「
軍
」
の
重
責
に
関
し
て
は
、

固
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
喋
々
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
所
謂
「
軍
」
と

い
ふ
綜
合
名
称
を
必
要
と
す
る
立
場
か
ら
、
一
応
、
軍
部
、
軍
隊
、
軍
人
と

い
ふ
も
の
を
は
つ
き
り
わ
け
て
考
へ
て
み
た
い
。
所
謂
「
軍
」
と
い
ふ
精
神

か
ら
は
、
こ
の
区
別
は
不
必
要
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
が
、
国
民
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
現
象
を
さ
う
高
所
か
ら
達
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
以
上
の
三
つ
の
観
念
は
、
不
即
不
離
に
し
て
か
つ
、
同
時
に
、
ま
つ
た

く
独
立
し
た
機
能
体
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
て
お
い
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
。

厳
密
な
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
は
私
が
不
用
意
に
下
す
こ
と
は
慎
み
た
い
と
思
ふ
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が
、
常
識
で
考
へ
て
、
軍
部
の
意
見
と
か
軍
部
の
態
度
と
か
い
ふ
も
の
が
、

決
し
て
軍
隊
の
力
と
か
軍
人
の
特
権
と
か
を
背
景
と
し
た
も
の
で
な
い
に
も

拘
は
ら
ず
、
動
も
す
れ
ば
さ
う
い
ふ
風
に
響
く
こ
と
が
、
な
ん
と
な
く
、
私

に
さ
う
い
ふ
こ
と
の
必
要
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
な
に
は
お
い
て
も

「
軍
隊
の
絶
対
権
威
」
に
か
け
て
、
「
軍
部
」
の
政
治
的
動
き
や
、
「
軍
人
」

の
個
人
的
言
行
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
於
て
、
責
任
の
限
界
性
を
も
た
せ

る
こ
と
が
、
そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と
で
あ
ら
う
か
。

　
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
軍
人
と
い
ふ
も
の
ゝ
性
格
で
あ
る
。
特
に
専

門
的
な
知
識
と
技
術
と
を
修
得
し
、
帝
国
軍
人
た
る
自
覚
と
矜
恃
と
を
も
つ

て
各
種
の
重
要
職
務
に
つ
い
て
ゐ
る
将
校
な
る
も
の
は
、
こ
の
時
局
下
に
於

て
、
国
民
注
視
の
的
と
な
つ
て
ゐ
る
だ
け
に
、
そ
の
性
格
が
十
分
理
解
さ
れ
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て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
、
将
校
生
徒
と
し
て
青
年
期
の
大
部
分
を

ま
つ
た
く
独
自
な
環
境
の
な
か
に
お
く
り
、
極
め
て
禁
欲
的
な
、
秩
序
立
つ

た
、
清
潔
な
生
活
法
に
慣
れ
、
宗
教
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
国
家
意
識
と
、
最

も
単
純
に
し
て
正
常
な
る
道
徳
と
、
あ
く
ま
で
も
男
性
的
、
攻
撃
的
な
気
力

と
を
養
ひ
、
し
か
も
、
一
面
、
如
何
な
る
日
本
人
も
教
へ
込
ま
れ
て
ゐ
な
い

や
う
な
儀
礼
と
社
交
の
形
式
を
身
に
つ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
今
日
の
他
の
社
会
部
門
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
？
　
す
べ
て
が
反
対

と
は
云
は
ぬ
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
、
実
際
的
に
み
て
、
右
と
左
の
違
ひ
が
、

あ
る
と
云
へ
ば
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
常
に
さ
う
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
社
会
現
象
と
し
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て
、
所
謂
「
思
想
」
の
摩
擦
と
か
「
感
情
」
の
対
立
と
か
ゞ
問
題
に
さ
れ
る

け
れ
ど
も
、
い
つ
た
い
、
さ
う
は
つ
き
り
と
「
思
想
」
の
摩
擦
や
感
情
の
対

立
が
最
初
か
ら
事
を
面
倒
に
す
る
で
あ
ら
う
か
？
　
さ
う
い
ふ
場
合
も
な
い

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
誤
解
、
乃
至
意
志
の
疎
隔
が
一
番
わ
れ
わ

れ
日
本
人
の
間
に
相
互
の
紛
糾
を
か
も
し
だ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
軍
人
か
ら
見
た
所
謂
「
地
方
人
」
が
異
様
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
姿
を

し
て
ゐ
る
こ
と
が
稀
で
な
い
如
く
、
他
の
社
会
か
ら
み
た
「
軍
人
」
が
な
ん

と
な
く
近
づ
き
難
い
観
の
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
双
方
の
「
性
格
」
の
表
面

的
相
違
を
あ
ま
り
に
深
刻
に
考
へ
す
ぎ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
社
会
の
各
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
と
職
能
に
応
じ

て
、
あ
る
点
で
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
そ
の
性
格
の
特
色
を
発
揮
す
る
の
が
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自
然
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
人
間
生
活
の
興
味
あ
る
多
様
性

が
生
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
も
つ
と
共
通
の
、
理
解
し
易
い
、

互
に
認
容
し
得
る
と
こ
ろ
の
面
を
多
分
に
も
ち
合
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
文
明

の
常
態
で
あ
り
、
理
想
な
の
で
あ
つ
て
、
ひ
と
り
、
軍
人
と
軍
人
な
ら
ざ
る

も
の
と
の
間
ば
か
り
で
な
く
、
官
僚
と
民
衆
の
間
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、

現
在
、
わ
が
国
の
各
社
会
層
の
間
に
、
お
よ
そ
人
間
と
人
間
と
の
接
触
協
調

に
必
要
な
基
礎
条
件
た
る
、
「
風
俗
の
共
通
」
を
欠
い
て
ゐ
る
こ
と
を
、
こ
ゝ

で
、
は
つ
き
り
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
つ
の
例
と
し
て
、
議
会
に
於
け
る
議
員
の
質
問
振
り
を
み
よ
う
。
若
し

当
面
の
政
府
委
員
が
仮
に
軍
人
で
あ
る
場
合
、
そ
の
質
問
の
内
容
や
動
機
は

と
も
か
く
、
言
葉
の
調
子
と
か
、
ヂ
エ
ス
チ
ユ
ア
と
か
、
時
に
は
、
そ
の
演
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説
に
対
す
る
同
僚
議
員
の
反
応
と
か
い
ふ
も
の
が
、
如
何
に
屡
々
軍
人
に
は

「
苦
々
し
い
」
印
象
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
私
の
想
像
で
あ
る

が
、
ひ
と
つ
腹
を
割
つ
て
訊
い
て
み
た
い
も
の
だ
と
思
ふ
。

　
人
間
心
理
の
機
微
は
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
だ
と
い
ふ

こ
と
を
、
誰
も
考
へ
て
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も
、
政
治
は
、
そ
の
人

間
心
理
と
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
更
そ
ん
な
こ
と
を
論
議
し
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
ぬ
と
い
ふ
も
の
が
あ
れ

ば
、
私
は
、
敢
て
こ
の
機
会
に
、
こ
ん
な
こ
と
を
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

理
由
を
明
か
に
し
よ
う
。

　
そ
れ
は
、
即
ち
、
待
望
の
新
政
治
体
制
、
並
び
に
国
民
再
組
織
の
本
質
的

な
精
神
に
つ
な
が
る
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
ゝ
で
私
が
先
づ
軍
部
に
希
望
し
た
い
こ
と
は
、
軍
部
が
抱
懐
す
る
理
想

は
、
国
民
全
体
を
少
く
と
も
今
日
に
於
て
は
、
名
実
と
も
に
「
武
人
化
」
す

る
こ
と
に
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
ま
あ
理
想
で
あ
つ
て
、
そ
こ
ま
で

は
望
ま
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
は
つ
き
り
宣
言
し
、
そ
の
代
り
、
新
し
い
国
民
教

育
の
参
考
と
し
て
、
将
校
生
徒
訓
育
の
系
統
的
理
論
と
実
際
と
を
差
障
り
の

な
い
限
り
自
発
的
に
公
開
し
て
は
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
方
、
社
会
各
層
の
軍
人
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
心
あ
る
青
年

の
奮
起
を
促
し
、
軍
人
自
身
に
と
つ
て
も
、
な
ん
ら
か
得
る
と
こ
ろ
あ
る
を

疑
は
ぬ
。

　
私
個
人
の
意
見
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
国
民
全
体
の
「
武
人
化
」
な
ど
ゝ
い

ふ
こ
と
は
、
理
想
と
し
て
芳
し
く
な
い
と
思
ふ
。
「
軍
人
と
し
て
戦
ふ
」
と
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い
ふ
こ
と
は
、
一
旦
緩
急
あ
る
場
合
、
わ
が
国
民
の
す
べ
て
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
武
人
と
し
て
」
そ
の
他
の
職
業
に
携
る
と
い
ふ

こ
と
は
、
ま
つ
た
く
と
云
つ
て
い
ゝ
く
ら
ゐ
無
益
の
こ
と
で
あ
る
。
軍
人
に

は
、
そ
れ
ゆ
え
専
門
家
が
必
要
で
あ
り
、
専
門
家
は
、
専
門
家
と
し
て
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
技
術
と
精
神
と
を
体
得
し
て
ゐ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
こ
の
技
術

と
精
神
と
が
、
短
時
日
に
、
招
集
に
応
じ
た
国
民
の
す
べ
て
を
「
兵
力
化
」

す
る
技
術
と
精
神
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
わ
が
国
の
現
在
の
教
育
は
、

国
民
と
し
て
の
嗜
み
と
い
ふ
点
、
男
子
と
し
て
の
心
身
の
鍛
錬
と
い
ふ
点
、

社
会
秩
序
の
遵
守
と
い
ふ
点
な
ど
で
、
当
然
払
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
用
意

が
閑
却
さ
れ
、
そ
れ
が
偶
々
専
門
的
軍
人
の
社
会
に
於
て
は
、
そ
の
教
育
の

あ
る
種
の
聡
明
さ
に
よ
つ
て
、
所
期
の
結
果
を
挙
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
決

51



し
て
専
門
的
な
ら
ざ
る
そ
の
世
界
に
於
て
、
青
年
指
導
の
一
つ
の
模
範
が
示

さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
軍
人
贔
屓
の
説
で
は
な
い
と
思
ふ
。

　
が
、
私
は
更
に
、
軍
人
な
ら
ざ
る
社
会
の
人
々
に
も
次
の
こ
と
を
希
望
し

た
い
。

　
軍
人
に
対
す
る
時
、
そ
の
う
ち
に
は
こ
れ
を
「
一
般
人
」
の
風
習
か
ら
み

れ
ば
、
い
く
ぶ
ん
同
感
し
が
た
い
節
々
が
あ
つ
た
や
う
な
場
合
で
も
、
こ
れ

を
直
ち
に
「
職
業
意
識
」
な
り
と
考
へ
る
前
に
、
や
は
り
、
軍
人
と
い
ふ
職

分
を
理
解
し
、
そ
れ
に
値
す
る
光
栄
と
満
足
と
を
十
分
に
享
受
せ
し
め
る
同

胞
的
情
誼
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
線
に
あ
る
軍
隊
へ
の
銃
後
国
民
の
感
謝
は
、
も
は
や
今
日
、
絶
頂
に
達

し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
将
士
の
別
も
な
く
、
功
績
の
大
小
も
問
題
で
は
な
い
。

52一国民としての希望



わ
れ
わ
れ
は
均
し
く
「
戦
ふ
人
の
心
」
を
尊
し
と
し
、
そ
の
労
苦
を
偲
び
、

戦
勝
の
報
に
胸
を
躍
ら
し
、
護
国
の
霊
に
拝
跪
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦

闘
は
有
能
な
指
揮
者
な
く
し
て
利
を
得
る
こ
と
難
い
の
で
あ
つ
て
、
帷
幄
の

謀
も
、
軍
政
の
運
用
も
ま
た
前
線
兵
力
の
死
命
を
決
す
る
要
件
な
の
で
あ
る
。

　
現
在
及
び
将
来
の
日
本
は
、
そ
れ
を
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
は
ら
ず
、

深
慮
あ
る
政
治
家
と
機
略
に
富
む
武
官
と
の
合
体
に
よ
つ
て
、
国
防
国
家
と

し
て
の
全
機
能
を
完
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
同
時
に
、
首
相
の
声

明
に
も
あ
る
や
う
に
、
軍
官
民
の
強
力
な
提
携
の
み
が
事
変
処
理
の
鍵
で
あ

り
、
社
会
各
般
の
改
新
と
活
溌
な
進
展
と
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
、
軍
部
、
官
僚
、
国
民
の
三
者
が
、
た
だ
強
制
的
、
便
宜
的
、
形
式
的

な
結
合
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
や
う
で
あ
つ
て
は
、
悔
い
を
千
歳
に
の
こ
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す
こ
と
必
定
だ
と
信
ず
る
が
故
に
、
嘲
か
私
は
歯
に
衣
き
せ
ぬ
物
の
云
ひ
方

を
し
た
。
不
安
と
不
信
と
の
内
訌
は
百
の
論
争
よ
り
危
険
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
以
上
の
希
望
は
、
す
べ
て
、
私
が
一
国
民
と
し
て
こ
の
祖
国
に
大
き
な
期

待
を
か
け
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
如
何
な
る

民
族
を
も
襲
ふ
と
こ
ろ
の
か
の
重
大
な
危
機
を
、
幾
度
と
な
く
、
危
機
と
知

ら
ず
し
て
切
り
抜
け
て
来
た
、
云
は
ゞ
「
無
意
識
的
に
偉
大
な
」
民
族
な
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
力
を
、
今
こ
そ
、
最
も
積
極
的
な
目

的
の
た
め
に
統
合
し
、
日
本
を
名
実
と
も
に
正
し
い
美
し
い
国
に
す
る
と
い

54一国民としての希望



ふ
理
想
の
上
に
た
つ
た
、
自
覚
と
情
熱
と
を
互
に
持
ち
合
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
文
章
は
な
に
ひ
と
つ
新
し
い
説
を
掲
げ
て
は
ゐ
な
い
。
す
べ
て
心
あ

る
国
民
の
胸
裡
に
鬱
積
し
、
そ
れ
を
公
に
云
ふ
こ
と
の
無
益
な
り
と
す
る
考

へ
が
彼
等
を
た
ゞ
黙
さ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
さ
う
い
ふ
考
へ
を
い
さ
ゝ
か
疑
ひ
は
じ
め
た
。
少
く
と
も
、
腹
ふ
く

る
ゝ
が
故
に
の
み
、
あ
へ
て
こ
れ
を
書
き
つ
ら
ね
た
の
で
は
な
い
。
（
昭
和

十
五
年
九
月
）
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