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国
民
融
合
論
の
従
来
か
ら
の
主
張
や
先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
基
調
報

告
」
と
よ
く
比
較
さ
れ
る
こ
と
を
読
者
に
お
ね
が
い
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
河
村
氏
は
、
後
で
も
う
少
し
く
わ
し
く
み
る
つ
も
り
だ

が
、
「
部
落
問
題
の
解
決
は
資
本
主
義
の
枠
内
で
も
実
現
可
能
な
反

独
占
・
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
。
」
と
言
う
点
に
お
い
て
、
杉
之

原
氏
に
賛
意
を
表
し
、
私
（
大
賀
）
に
対
し
て
は
、
断
じ
て
自
分
は

大
賀
と
違
う
と
区
別
を
強
調
さ
れ
ろ
。
解
同
の
大
賀
に
評
価
（
？
）

さ
れ
て
は
、
党
内
も
し
く
は
融
合
論
仲
間
の
な
か
に
居
ず
ら
い
の
で

あ
ろ
う
と
察
す
る
。
所
属
す
る
党
派
が
ち
が
う
と
、
同
じ
仲
間
に
は

甘
く
、
対
立
す
る
者
に
は
辛
く
な
る
と
い
う
組
織
な
り
、
セ
ク
ト
に

つ
き
も
の
の
悲
哀
を
感
じ
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
党
派
的
対
立
を

乗
り
こ
え
て
、
学
者
・
研
究
者
と
し
て
よ
り
真
理
に
近
づ
く
か
た
ち

論
で
議
論
し
た
い
も
の
だ
と
河
村
氏
に
望
む
し
だ
い
て
あ
る
。

運
私
は
、
セ
ク
ト
的
な
ケ
チ
な
心
で
国
民
的
融
合
論
内
部
の
意
見
の

鮒
違
い
を
喜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
の
藤
谷
俊
雄
氏
が
そ
う

蝿
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
党
の
ま
ち
が
っ
た
指
導
さ
え
な
け
れ
ば
、
ま
た

靴
学
者
、
研
究
者
の
良
心
や
節
操
を
し
っ
か
り
も
っ
て
い
て
く
れ
れ
ば

鍬
細
部
の
意
見
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
大
筋
の
一
致
と
真
理
へ
の
接
近

合
が
は
か
れ
る
の
に
と
、
残
念
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
以
下
、
河
村
諭

鋼
文
か
ら
私
が
賛
意
を
表
し
た
い
と
こ
ろ
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
を
引

国
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
理
の
探
究
に
役
立
て
た
い
と
息
っ
し
だ
い

７
 

焔
で
あ
る
。

基
本
的
に
一
致
し
て
い
ろ
と
す
る
見
解
に
河
村
氏
は
賛
意
を
表
し
て

お
ら
れ
ろ
。
河
村
氏
が
「
基
本
的
に
異
存
は
な
い
」
と
さ
れ
る
杉
之

原
氏
の
ま
と
め
ら
れ
た
一
致
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
部
落
差
別
が
封
建
的
身
分
差
別
の
残
淳
で
あ
る
こ
と
、
②
身
分

差
別
は
資
本
主
義
社
会
の
属
性
で
は
な
い
こ
と
、
③
第
二
次
世
界
大

戦
後
部
落
差
別
は
基
本
的
に
解
決
の
方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
、

④
部
落
問
題
の
解
決
は
資
本
主
義
の
枠
内
で
も
実
現
可
能
な
反
独
占

民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
こ
と
。

杉
之
原
氏
の
こ
の
ま
と
め
の
一
致
点
の
な
か
に
、
「
部
落
差
別
を

支
え
る
土
台
が
基
本
的
に
解
消
」
し
た
と
す
る
国
民
的
融
合
論
の
基

本
命
題
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
う
な
が
し
た
い
。

つ
い
で
な
が
ら
、
一
九
八
二
年
、
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
第
十
一
回

部
落
問
題
全
国
研
究
集
会
の
基
調
に
お
い
て
部
落
差
別
と
は
な
に

か
、
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
読
者

の
注
意
を
う
な
が
し
た
い
と
思
う
。

「
部
落
問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
の
封
建
社
会
に
固

定
化
さ
れ
て
い
た
身
分
差
別
制
度
の
残
り
も
の
で
あ
り
ま
す
。
身
分

差
別
は
、
明
治
維
新
で
制
度
的
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
絶
対
主
義

的
天
皇
制
の
新
た
な
身
分
支
配
と
と
も
に
、
封
建
的
土
地
所
有
制
度

が
、
地
主
・
小
作
と
い
う
半
封
建
的
土
地
所
有
関
係
に
再
編
さ
れ
ま

し
た
。
そ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
、
封
建
身
分
差
別
や
慣
習
が
遺
制

と
し
て
残
り
、
部
落
差
別
を
温
存
す
る
土
台
と
な
っ
た
の
で
す
。
戦騰
雁
愚
腱
臘
切
脇
勝
低
匡
重
合
景
鳳
鯵
広
画
…
畷
齢
眺
鰐
瞥
』
際
隊
穆
腰
臓
鮭
膜
懸
塵
騨
鷺
瞬
聯
画
一
懲
野
蕨
慶
欧
腱
隆
砂
鰯
癖
＃
＃
癖
匹
い
ば
鶴
膜
Ｅ
ｒ
ｆ
Ｆ
趾
ｌ
膨
假
ｆ
１
ｉ
い
い
ｆ
０
…
；
鉦
…
鯨
；
圧

後
、
土
地
改
革
で
半
封
建
的
土
地
所
有
関
係
が
基
本
的
に
解
体
し
、

絶
対
主
義
的
天
皇
制
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
君
主
制
の
一
種
に
変
質
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
主
権
在
民
、
基
本
的
人
権
を
確
認
し
た
憲
法
が
制
定

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
よ
う
な
部
落
差
別
を
支
え
る
土
台

が
基
本
的
に
解
消
し
ま
す
。
」
「
部
落
差
別
は
戦
前
に
は
想
像
も
で

き
な
か
っ
た
ほ
ど
、
大
き
く
解
決
の
方
向
に
す
す
ん
で
い
る
こ
と
」

し
か
し
、
「
封
建
的
身
分
差
別
の
傷
痕
が
あ
れ
こ
れ
の
形
で
残
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
残
り
も
の
を
一
掃
し
て
、
す
べ
て
の
国
民
が
自

由
・
平
等
で
国
民
的
な
融
合
を
と
げ
る
こ
と
が
、
日
本
国
民
の
民
主

主
義
的
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
」

こ
こ
で
は
戦
前
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
と
地
主
・
小
作
の
封
建
的

土
地
所
有
制
度
が
部
落
差
別
を
温
存
す
る
土
台
で
あ
っ
た
と
明
確
に

語
ら
れ
て
い
ろ
。
私
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
国
民
的
融
合
論
は
資

本
主
義
と
の
か
か
わ
り
」
を
見
て
い
な
い
と
き
び
し
く
批
判
し
た
わ

け
だ
が
、
杉
之
原
氏
は
、
『
部
落
問
題
論
究
』
八
号
（
’
九
八
三
年

八
月
）
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
い
ず
れ
も
国
民
融
合
論
の
歪
曲
で
し

か
な
い
」
と
し
て
、
戦
前
は
「
反
封
建
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
」
の

課
題
で
あ
り
、
戦
後
は
「
反
独
占
・
民
主
主
義
」
の
課
題
と
な
っ
て

い
ろ
と
ひ
ら
き
な
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
経
過
は
問
わ
な
い
こ
と

と
し
て
、
結
論
と
し
て
、
戦
前
の
よ
う
な
土
台
は
な
く
な
っ
た
が
、

戦
後
も
独
占
資
本
と
言
う
部
落
差
別
の
解
消
を
妨
げ
る
土
台
は
あ
る

こ
と
を
認
め
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

①
「
封
建
的
な
い
し
半
封
建
的
身
分
差
別
と
し
て
の
部
落
差
別
が
、

近
代
社
会
に
ま
で
ひ
き
つ
づ
い
て
存
続
し
て
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は

近
代
の
「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
私
的
所
有
に
も
と
づ
く
不
平
等
に

由
来
す
る
『
社
会
的
身
分
』
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
存
続
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
…
…
現
在
、
学
歴
や
所
得
や
職
業
的
地
位
の
差
異
が
、

社
会
関
係
に
お
け
る
差
別
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
以
上
、
歴
史
的
に

特
定
の
地
域
、
部
落
に
居
住
す
る
人
び
と
に
た
い
す
ろ
差
別
は
、
封

建
的
身
分
差
別
の
た
ん
な
る
遺
制
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
市

民
社
会
」
に
お
け
る
「
私
的
身
分
」
が
必
然
的
に
つ
く
り
だ
す
差
別

の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
ろ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
」
（
「
部
落
問
題
研
究
』
八
一
一
号
、
三
ペ
ー
ジ
上
段
）

②
「
黒
人
差
別
も
奴
隷
制
の
も
と
で
の
差
別
の
た
ん
な
る
遺
制
で

は
な
く
、
資
本
主
義
的
差
別
と
し
て
存
続
し
て
い
っ
て
い
る
よ
う

に
、
部
落
差
別
も
た
ん
に
古
い
身
分
差
別
と
し
て
の
み
あ
る
の
で
は

な
い
。
…
…
現
在
の
部
落
差
別
は
、
性
、
人
種
、
思
想
・
信
条
に
よ

る
差
別
と
同
じ
く
資
本
主
義
的
差
別
の
な
か
の
一
形
態
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
三
ペ
ー
ジ
下
段
）

③
｜
「
現
在
の
独
占
資
本
の
支
配
体
制
が
部
落
差
別
を
不
可
欠
の
部

分
と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在

の
支
配
体
制
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
部
落
差
別
の
根
本
的
解
決
が
不
可

■l■■■■ 
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成
も
白
人
の
そ
れ
と
同
じ
に
な
り
、
黒
人
労
働
者
も
白
人
労
働
者
と

同
一
の
生
活
条
件
、
生
活
環
境
の
も
と
に
お
か
れ
、
就
職
、
結
婚
、

教
育
で
も
差
異
が
な
く
な
る
と
い
う
状
態
を
、
現
在
の
独
占
資
本
が

支
配
す
る
体
制
の
も
と
で
実
現
す
る
こ
と
が
論
理
の
う
え
で
は
考
え

ら
れ
る
に
し
て
も
、
現
実
に
は
、
現
在
の
独
占
資
本
の
支
配
す
る
体

制
の
変
革
な
し
に
は
黒
人
差
別
の
解
決
は
あ
り
え
な
い
こ
と
。
」

（
同
前
、
八
ペ
ー
ジ
上
段
か
ら
下
段
）

⑪
「
資
本
主
義
の
も
と
で
の
階
級
差
別
は
、
そ
れ
以
前
の
社
会
で

の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
た
身
分
差
別
と
し
て
現
象
す
る
の
で
は
な

く
、
所
有
し
て
い
る
財
産
の
量
的
差
異
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
前
資
本
主
義
社
会
か
ら
も
ち
こ
さ
れ
て
き
た
差

別
、
本
来
、
資
本
主
義
と
は
直
接
に
か
か
わ
ら
な
い
差
別
が
、
資
本

主
義
の
発
展
の
の
ち
に
も
、
資
本
主
義
的
差
別
と
結
び
つ
い
て
存
続

鰯
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
十
一
ペ
ー
ジ
下
段
）

鰍
⑫
「
部
落
差
別
の
解
消
を
め
ざ
し
国
民
融
合
の
実
現
を
め
ざ
す
立

繩
場
に
た
つ
も
の
も
、
融
合
が
実
現
す
る
新
し
い
社
会
が
資
本
と
い
う

靴
物
象
化
さ
れ
た
力
の
支
配
す
る
社
会
で
は
な
く
、
真
に
人
間
的
な
共

鍬
同
社
会
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
資
本
主
義

合
的
差
別
を
克
服
し
、
新
し
い
人
間
的
連
帯
を
確
立
す
る
と
い
う
現
代

廟
的
課
題
の
な
か
に
、
戦
後
の
部
落
解
放
の
課
題
も
明
確
に
位
置
づ
け

国
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
十
一
一
ペ
ー
ジ
上

瑚
段
） 能
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
必
要
。
（
同
前
、
三

ペ
ー
ジ
下
段
か
ら
四
ペ
ー
ジ
）

④
「
私
自
身
は
、
社
会
的
不
平
等
と
い
う
意
味
で
の
差
別
は
、
資

本
主
義
社
会
の
枠
の
な
か
で
完
全
に
解
消
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い

し
、
ま
た
、
性
、
人
種
、
信
条
な
ど
に
も
と
づ
く
差
別
と
は
本
質
的

に
異
な
る
も
の
と
し
て
、
身
分
差
別
と
し
て
の
部
落
差
別
を
と
ら
え

て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
立
場
は
、
社
会
的
差

別
は
、
階
級
的
搾
取
関
係
が
解
消
し
、
階
級
的
差
別
の
な
く
な
っ
た

社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
存
続
す
る
と
み
な
す
。
」
（
同
前
）

⑤
「
封
建
的
身
分
差
別
で
あ
る
部
落
差
別
は
、
性
差
別
や
人
種
差

別
と
は
違
っ
て
、
資
本
主
義
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
す
な
わ
ち
近

代
社
会
が
形
成
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
解
消
す
る
よ
う
な
差

別
だ
と
は
、
私
自
身
は
考
え
な
い
」
「
と
く
に
身
分
差
別
の
み
が
、

資
本
主
義
の
も
た
ら
し
た
近
代
合
理
性
や
市
民
的
原
理
に
対
立
す
る

も
の
と
し
て
、
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
ろ
と
は
、
私
は
考
え
て
い
な

い
。
」
（
同
前
、
四
ペ
ー
ジ
下
段
）

⑥
「
日
本
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
、
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
諸

国
に
お
い
て
も
、
古
い
形
態
の
差
別
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
的

発
展
の
特
殊
事
情
の
も
と
で
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
態
の
差
別
の
な
か
の
一
つ
だ
け
を
特
別
扱
い
に
す
る
立
場
を
私

は
と
ら
な
い
。
」
（
同
前
）

⑦
「
国
民
融
合
論
が
、
国
民
の
自
主
的
、
自
覚
的
な
統
合
が
実
現

さ
れ
る
な
か
で
、
部
落
差
別
も
現
実
に
解
決
さ
れ
て
い
く
と
い
う
展

望
を
う
ち
だ
し
て
い
っ
た
こ
と
の
積
極
的
意
義
が
、
ま
ず
強
調
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
部
落

差
別
を
現
在
の
資
本
主
義
的
階
級
関
係
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と

ら
え
る
こ
と
を
怠
り
、
部
落
差
別
を
封
建
社
会
に
お
い
て
固
定
化
さ

れ
て
い
た
身
分
差
別
の
た
ん
な
る
残
存
物
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
同
前
、
五
ペ
ー
ジ
下
段
）

⑧
「
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
た
資
本
主
義
社
会
を
想
定
し
、
階
級
差

別
以
外
の
差
別
は
い
っ
さ
い
考
慮
し
な
い
純
粋
な
資
本
主
義
社
会
で

の
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
対
立
を
問
題
に
す
る
こ
と
と
、

階
級
差
別
が
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
と
か
ら
み
あ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
具
体

的
形
態
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。
」
（
同
前
、

七
ペ
ー
ジ
上
段
）

⑨
「
そ
も
そ
も
、
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
差
別
の
問
題
は

形
式
的
平
等
の
も
と
で
の
実
質
的
不
平
等
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て

あ
ら
わ
れ
ろ
。
」
「
か
か
る
平
等
の
う
え
に
、
経
済
的
、
社
会
的
不
平

等
が
結
果
と
し
て
、
現
実
の
社
会
生
活
の
な
か
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
」
「
こ
の
主
と
し
て
経
済
的
優
劣
の
序
列
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
実
質
的
不
平
等
が
、
別
の
規
準
に
よ
る
格
付
け
と
基
本
的
に
一
致

す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
古
い
形
態
の
差
別
も
存
続
し
、
現
実
に
機

能
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
七
ペ
ー
ジ
下
段
）

⑩
「
黒
人
差
別
の
解
決
の
具
体
的
方
向
と
し
て
、
黒
人
の
階
層
横

⑬
「
天
皇
に
た
い
す
ろ
崇
拝
と
、
部
落
民
に
た
い
す
ろ
蔑
視
と
が

表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
に
お
け
る
天
皇
制
の
か
か
る

か
た
ち
で
の
存
続
は
、
部
落
差
別
の
存
続
に
大
き
な
響
影
を
お
よ
ぼ

す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
」
（
同
前
、
十
四
ペ
ー
ジ
上
段
）

⑭
「
独
占
資
本
は
一
方
で
は
天
皇
制
を
は
じ
め
と
し
て
伝
統
的
な

身
分
関
係
を
温
存
し
、
中
根
千
枝
氏
の
い
う
「
タ
テ
の
社
会
関
係
』

の
存
続
を
意
識
的
に
め
ざ
す
が
、
他
方
に
お
い
て
、
資
本
の
蓄
積
に

と
っ
て
邪
魔
に
な
る
も
の
は
こ
れ
を
解
体
し
、
『
近
代
化
」
を
お
し

す
す
め
て
い
っ
た
」
「
右
に
み
た
よ
う
に
、
戦
後
民
主
主
義
は
反
封

建
の
民
主
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
戦
後
民
主
主
義

の
基
本
的
性
格
は
、
反
独
占
の
民
主
主
義
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
十
五
ペ
ー
ジ
下
段
）

⑮
「
ア
メ
リ
カ
に
つ
ぐ
『
経
済
大
国
」
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
家
を
中
心
と
し
て
共
同
体
的
諸
関
係
は
根
強
く
存
続
し
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
戦
後
の
民
主
化
の
な
か
で
も
戸
籍

制
度
は
廃
止
さ
れ
ず
、
戸
籍
の
存
続
は
戦
後
に
お
け
る
部
落
差
別
の

存
続
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
」
（
同

前
、
十
七
ペ
ー
ジ
上
段
）

⑯
「
黒
人
に
た
い
す
る
差
別
は
、
た
ん
に
古
い
世
代
の
偏
見
と
し

て
の
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
構
造
が
も

た
ら
し
た
も
の
と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
後
の

わ
が
国
に
お
け
る
部
落
差
別
も
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て
選
抜
さ
れ
る
た
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め
に
部
落
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
な
ん
ら
障
害
に
な
ら
な
く
な
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
へ
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
社
会
が
民
主
化
さ
れ
、
部
落

差
別
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
、
一
九
ペ
ー
ジ
上
段
）

以
上
十
六
の
点
に
お
い
て
、
か
な
り
長
い
引
用
を
お
こ
な
っ
た
の

は
、
河
村
氏
の
所
見
を
、
杉
之
原
氏
に
も
ま
た
馬
原
氏
は
じ
め
と
す

る
融
合
論
者
の
人
々
に
じ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
ひ
ろ
く
読
者
に
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
が
故
で
あ
る
。

河
村
氏
は
、
「
私
は
、
部
落
差
別
が
封
建
的
な
身
分
差
別
に
そ
の
起

源
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
部
落
解
放
の
課
題
が
社
会
主
義
の
課
題
で

は
な
く
、
基
本
的
に
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
一
一
つ
の

点
を
認
め
る
か
ぎ
り
で
」
（
同
前
、
一
一
ペ
ー
ジ
下
段
か
ら
三
ペ
ー
ジ

上
段
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
限
り
に
お
い
て
北
原
氏
や
榊
氏

に
賛
同
し
て
い
る
の
み
て
、
「
封
建
的
身
分
の
た
ん
な
る
遺
制
と
し
て

て
な
く
」
（
引
用
①
）
と
か
「
資
本
主
義
的
差
別
の
な
か
の
一
形
態
」

（
引
用
②
）
と
か
「
現
在
の
支
配
体
制
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
部
落
差

別
の
根
本
的
解
決
が
不
可
能
だ
」
（
引
用
③
）
と
し
て
、
北
原
氏
や

榊
氏
と
見
解
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
河
村
氏
が
賛

同
す
る
と
す
る
二
点
は
、
私
（
大
賀
）
自
身
も
何
回
も
認
め
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
の
「
部
落
差
別
が
封
建
的
な
身
分
差
別

を
と
ら
え
、
引
用
⑯
で
は
「
資
本
主
義
の
も
と
で
の
構
造
が
も
た
ら

し
た
も
の
と
し
て
存
続
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
ろ
。
以
上
の
考
察

か
ら
し
て
、
河
村
氏
の
理
論
体
系
は
、
北
原
、
榊
氏
ら
の
体
系
と
は

明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
引
用
は
省
略
し
た

が
、
同
前
論
文
の
六
ペ
ー
ジ
上
段
に
は
北
原
氏
批
判
の
文
章
も
書
か

れ
て
い
ろ
。

次
に
二
点
目
の
「
民
主
主
義
の
課
題
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
私

も
ふ
く
め
部
落
解
放
同
盟
方
針
が
何
度
も
確
認
し
て
き
た
こ
と
で
、

問
題
は
、
こ
れ
が
反
封
建
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
意
味
な
の
か
、

そ
れ
と
も
反
独
占
の
民
主
主
義
な
の
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
『
部

落
問
題
論
究
」
の
八
号
論
文
で
杉
之
原
氏
が
戦
前
は
反
封
建
八
戦
後

は
反
独
占
と
言
い
出
し
た
の
で
「
部
落
解
放
研
究
』
一
一
一
七
号
の
大
賀

論
文
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

馬
原
氏
や
杉
之
原
氏
に
お
聞
き
し
た
い
。
私
が
引
用
し
た
河
村
氏

の
こ
の
体
系
に
賛
成
な
の
か
、
反
対
な
の
か
。
「
国
民
融
合
論
の
主

要
な
論
点
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い

ろ
」
と
ご
ま
か
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
理
論
と
言
う
も
の

は
体
系
が
大
切
な
の
で
、
個
々
の
一
致
点
を
あ
げ
て
つ
く
ろ
う
の
は

ま
ち
が
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
後
者
の
「
民
主
主
義
の
課
題
」
に
関
し
て
は
河
村
氏
も
杉

之
原
氏
も
手
を
た
ず
さ
え
て
、
私
に
い
ど
み
か
か
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
「
部
落
問
題
論
究
」
の
九
号
論
文
で
、
河
村
氏
は
「
私
は
、
部
落

一一一

に
そ
の
起
源
を
も
つ
」
こ
と
は
私
も
ふ
く
め
誰
れ
も
が
認
め
る
自
明

の
こ
と
で
、
問
題
は
、
こ
れ
が
今
日
な
お
存
続
し
て
い
る
の
は
、
そ

れ
が
遺
制
と
し
て
「
残
り
も
の
」
、
「
傷
あ
と
」
程
度
の
問
題
と
し

て
と
ら
え
る
の
か
、
ま
た
「
部
落
差
別
を
さ
さ
え
る
土
台
が
解
消
し

た
」
と
と
ら
え
る
の
か
、
そ
ん
な
簡
単
な
問
題
じ
ゃ
な
い
、
引
用
⑤

⑥
、
⑦
で
河
村
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
現
在
の
資
本
主
義

的
階
級
関
係
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
ろ
」
の
か
、
こ
こ
に

私
と
国
民
融
合
論
者
と
の
争
点
が
あ
る
の
だ
。
杉
之
原
氏
が
「
若
干

の
意
見
の
差
異
が
あ
る
」
と
簡
単
に
と
り
つ
く
ろ
え
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
し
か
も
河
村
氏
は
引
用
⑧
で
階
級
差
別
以
外
の
差
別
の

な
い
「
純
粋
な
資
本
主
義
社
会
」
と
「
階
級
差
別
が
さ
ま
ざ
ま
な
差

別
と
か
ら
み
あ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
具
体
的
形
態
」
つ
ま
り
現
実
の
資

本
主
義
社
会
と
区
別
し
て
資
本
主
義
の
実
質
的
不
平
等
が
、
「
古

い
形
態
の
差
別
」
を
存
続
ざ
せ
機
能
さ
せ
る
と
し
て
い
ろ
（
引
用

⑨
）
。
同
じ
く
引
用
⑩
で
も
「
論
理
」
と
「
現
実
」
を
明
確
に
区
別

さ
れ
て
い
ろ
。
そ
し
て
引
用
⑪
で
き
っ
ぱ
り
と
「
前
資
本
主
義
社
会

か
ら
も
ち
こ
さ
れ
て
き
た
差
別
」
が
「
資
本
主
義
の
発
展
の
の
ち
に

も
、
資
本
主
義
的
差
別
と
結
び
つ
い
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
」
と

断
言
さ
れ
て
い
ろ
。
な
お
引
用
⑬
で
は
、
「
天
皇
制
」
、
引
用
⑮
で
は

「
戸
籍
制
度
」
も
部
落
差
別
の
存
続
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
し
て
引
用
⑭
で
は
独
占
の
二
面
性
、
古
い

も
の
の
「
温
存
」
と
「
解
体
」
に
ま
で
ふ
れ
「
反
独
占
民
主
主
義
」

差
別
の
解
決
を
杉
之
原
氏
と
同
じ
く
、
反
独
占
の
民
主
主
義
の
実
現

の
う
ち
に
も
と
め
る
も
の
で
あ
り
、
部
落
問
題
の
解
決
を
資
本
主
義

制
度
の
廃
止
を
め
ざ
す
社
会
主
義
革
命
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
と
ら

え
る
も
の
で
は
な
い
。
」
（
’
○
九
ペ
ー
ジ
）
と
言
い
、
同
じ
く

「
部
落
問
題
研
究
』
の
八
二
号
論
文
で
も
河
村
氏
は
「
私
が
「
部
落

問
題
の
解
決
は
資
本
主
義
の
枠
内
で
も
実
現
可
能
な
反
独
占
・
民
主

主
義
の
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
に
た
つ
点
で
、
国
民
融
合
論
の

基
本
的
見
解
と
一
致
し
て
い
ろ
と
み
ず
か
ら
を
み
な
し
た
の
は
、
現

在
の
部
落
差
別
が
根
本
的
に
は
資
本
主
義
の
も
と
で
の
階
級
的
差
別

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
階
級
差
別
の
中
心
に
な
っ
て

い
る
の
は
独
占
資
本
で
あ
っ
て
、
独
占
資
本
の
支
配
を
な
く
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
階
級
的
矛
盾
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
が
解
決
さ
れ
る
と

考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
四
ペ
ー
ジ
下
段
）
と
言

わ
れ
ろ
。

「
根
本
的
に
は
資
本
主
義
の
も
と
で
の
階
級
的
差
別
に
規
定
さ
れ

て
い
ろ
」
と
し
な
が
ら
、
「
部
落
問
題
の
解
決
は
資
本
主
義
の
枠
内

で
も
実
現
可
能
」
と
す
る
、
こ
の
文
章
に
は
河
村
氏
の
混
乱
が
あ
る

が
、
そ
の
前
に
河
村
氏
は
、
反
独
占
民
主
主
義
の
課
題
と
す
る
点
で

杉
之
原
氏
や
国
民
融
合
論
と
一
致
す
る
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
な
ら
戦
後
も
部
落
差
別
を
支
え
る
土
台
を
み
と
め
ら
れ
る
わ
け

で
、
部
落
解
放
運
動
は
「
反
独
占
民
主
主
義
闘
争
の
一
翼
」
と
主
張

し
て
き
た
私
（
大
賀
）
の
見
解
と
も
同
じ
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
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と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
河
村
氏
は
反
論
さ
れ
ろ
。
「
大
賀
氏
は
反
独
占
と
反
資

本
主
義
一
般
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
く
、
反
独
占
と
は
反
資
本
主

義
で
あ
る
か
ら
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
」
で
は
な
く
、
社
会
主

義
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
（
「
部
落
問
題
論
究
』
九
号
、
一
○
一
八

ペ
ー
ジ
）
。
同
じ
く
「
大
賀
氏
は
そ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
な

く
、
独
占
資
本
の
支
配
に
反
対
す
る
の
は
、
民
主
主
義
の
課
題
で
は
な

く
社
会
主
義
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
わ
れ
わ
れ

は
資
本
主
義
の
も
と
で
の
階
級
対
立
を
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
解
決
す

る
こ
と
を
め
ざ
す
社
会
主
義
の
課
題
と
、
独
占
資
本
の
支
配
を
廃
絶

し
、
独
占
資
本
と
国
民
の
対
立
を
解
決
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
、
そ
れ

自
体
民
主
主
義
的
課
題
と
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
部

落
問
題
研
究
』
一
八
二
号
論
文
、
五
ペ
ー
ジ
上
段
）
。
「
反
資
本
主
義
と

い
う
立
場
で
は
な
く
、
反
独
占
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
、
反
独
占

民
主
主
義
が
社
会
主
義
の
前
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
意
味
が
、
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
「
部

落
問
題
論
究
』
九
号
論
文
、
’
○
九
ペ
ー
ジ
）
。

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ほ
し
い
。
こ
う
矢
つ
ぎ
ば
や
に
き
め
つ
け
を
さ

れ
て
は
か
な
わ
な
い
。
河
村
氏
に
お
聞
き
し
た
い
。
引
用
⑪
や
⑫
の

所
で
、
あ
る
い
は
「
部
落
問
題
論
究
』
九
号
論
文
、
一
二
六
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
「
資
本
主
義
の
も
と
で
の
上
下
の
階
層
秩
序
と
矛
盾
し
な

い
か
た
ち
で
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
前
近
代
的
身

・
ァ
・
ク
ラ
シ
ン
『
レ
ー
ニ
ン
と
現
代
革
命
』
の
引
用
集
を
参
照
さ

れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
階
級
的
視
点
に
立
っ
て
論
を

展
開
さ
れ
て
き
た
河
村
氏
が
民
主
主
義
・
社
会
主
義
あ
る
い
は
先
進

民
主
主
義
と
言
わ
れ
る
理
論
を
勉
強
さ
れ
て
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
に
足

を
と
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
河
村
氏
が
「
私
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
階
級
差
別

は
、
そ
れ
以
前
の
階
級
差
別
と
異
な
っ
て
身
分
差
別
と
い
う
形
態
を

と
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
社
会
の
も
と
で
、
か
つ
て

の
身
分
差
別
が
、
形
式
的
平
等
の
中
の
実
質
的
不
平
等
と
か
さ
な
り

あ
っ
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
現
実
の
問
題
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た

の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
続
け
て
「
杉
之
原
氏
は
、
さ
き
の
論
文
で
、

「
一
般
に
身
分
制
と
か
身
分
差
別
は
、
洋
の
東
西
を
と
わ
ず
前
近
代

社
会
、
と
り
わ
け
封
建
社
会
の
属
性
で
あ
り
、
封
建
的
階
級
関
係
は

身
分
（
制
）
を
不
可
欠
に
し
て
い
る
が
、
資
本
主
義
的
な
階
級
関
係

は
原
理
的
に
は
身
分
（
制
）
を
不
可
欠
な
も
の
と
は
し
て
お
ら
ず
、

資
本
主
義
の
成
立
・
発
展
に
と
っ
て
は
、
身
分
（
制
）
は
む
し
ろ
妨

げ
に
な
る
』
と
す
る
だ
け
で
、
資
本
主
義
社
会
の
も
と
で
、
か
つ
て

の
身
分
差
別
が
か
た
ち
を
か
え
て
存
続
し
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
強
化

さ
え
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
目
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

（
『
部
落
問
題
論
究
」
九
号
論
文
、
’
○
三
ペ
ー
ジ
）
と
杉
之
原
氏

の
見
解
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
う
な
が
し
た

い
。
こ
こ
で
河
村
氏
は
、
資
本
主
義
の
二
面
性
、
〒
万
で
は
身
分
制

nｍ 

分
差
別
と
し
て
の
部
落
差
別
も
、
資
本
主
義
社
会
の
な
か
で
利
用
さ

れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
存
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
「
資
本

主
義
」
や
「
資
本
」
を
問
題
に
さ
れ
て
、
「
独
占
資
本
」
と
は
特
に

区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
私
（
大
賀
）
も
反
独

占
と
反
資
本
主
義
一
般
の
区
別
そ
し
て
民
主
主
義
を
め
ざ
す
闘
争
と

社
会
主
義
を
め
ざ
す
闘
争
と
の
違
い
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い
や
逆
に
運
動
の
性
格
や
概
念
と
し
て
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
を

積
極
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
幅
広
い
統
一
戦
線
を

つ
く
る
さ
い
に
、
セ
ク
ト
主
義
を
排
す
る
た
め
に
は
、
特
に
重
要
な

こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ろ
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
を
万
里
の
長
城

で
へ
だ
て
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
。
こ
こ
が
レ
ー
ニ
ン
主
義
か
カ

ウ
ッ
キ
ー
主
義
か
の
違
い
で
あ
る
。
民
主
主
義
闘
争
と
社
会
主
義
闘

争
を
切
り
離
し
、
前
者
だ
け
を
と
れ
ば
必
ず
、
そ
の
反
論
と
し
て
、

後
者
の
み
を
と
る
理
論
が
あ
ら
わ
れ
ろ
。
逆
に
後
者
の
逼
論
に
対
置

し
て
必
ず
前
者
の
理
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。
カ
ウ
ッ
キ
ー
主
義
と
ト

ロ
ッ
キ
ズ
ム
は
同
根
の
ウ
ラ
と
表
の
間
柄
で
あ
る
。
反
独
占
の
民
主

主
義
闘
争
の
勝
利
は
反
資
本
主
義
（
社
会
主
義
革
命
）
へ
成
長
転
化

の
必
然
性
を
も
つ
。
こ
の
展
望
の
も
と
に
努
力
す
る
の
が
レ
ー
ニ
ン

主
義
の
立
場
で
は
な
い
の
か
と
言
い
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

「
部
落
解
放
研
究
』
四
一
号
の
井
上
光
一
氏
に
対
す
る
大
賀
論
文
、

さ
ら
に
詳
し
く
は
、
す
で
に
八
年
前
の
「
部
落
解
放
理
論
の
根
本
問

題
』
で
展
開
し
て
あ
る
。
著
作
の
二
五
四
ペ
ー
ジ
以
後
な
ら
び
に
１

を
解
体
し
、
他
方
で
は
こ
れ
を
温
存
す
る
こ
と
、
か
つ
て
の
身
分
差

別
が
、
資
本
主
義
の
実
質
的
不
平
等
と
重
な
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
す
べ
て
は
結
局
、
資
本
主
義
の
都
合
だ
と
言
う
こ

と
を
言
わ
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
私
の
見
解
と
一
致
し
て
い
ろ
。

そ
し
て
河
村
氏
の
次
の
一
文
が
北
原
氏
や
棚
氏
な
ど
の
ま
た
そ
の
尻

馬
に
乗
っ
た
馬
原
氏
な
ど
の
純
粋
国
民
的
融
合
論
に
対
す
る
批
判
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
こ
の
項
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

「
私
は
、
部
落
差
別
が
封
建
的
な
身
分
差
別
の
残
存
で
あ
る
こ
と

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た
ん
な
る
残
存
で
は
な
い
と
主
張

す
る
も
の
で
、
部
落
差
別
が
資
本
主
義
社
会
の
も
と
で
の
経
済
的
、

社
会
的
不
平
等
と
結
び
つ
い
て
実
際
に
機
能
し
て
い
っ
た
こ
と
、
ま

た
現
代
に
お
い
て
は
独
占
資
本
主
義
の
支
配
体
制
の
も
と
で
温
存
、

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け

る
資
本
主
義
化
が
国
家
の
主
導
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
も
の
で
あ
っ

た
た
め
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
天
皇
制
、
地
主
制
、
家
制
度
な
ど

半
封
建
的
な
制
度
が
残
存
し
て
い
っ
た
。
戦
後
、
こ
れ
ら
の
制
度
は

解
体
し
、
天
皇
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
前
近
代
的
身
分
差
別
は
制

度
と
し
て
は
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
差
別
、
女
性
差

別
な
ど
の
身
分
差
別
は
、
根
強
く
残
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
天
皇
制
の
温
存
、
利
用
と
同
じ
く
、
独
占
資
本
に
よ
る
古
い
も
の

の
温
存
、
利
用
を
ぬ
き
に
し
て
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

（
「
部
落
問
題
論
究
」
九
号
論
文
、
二
○
１
’
’
一
ペ
ー
ジ
）

匠
屡
令
肚
ば
斗
厚
宰
什
ｒ
店
信
廣
酋
ら
い
ｆ
＆
か
ｔ
↓
匠
臣
；
▲
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ま
ず
長
谷
川
氏
の
私
へ
の
批
判
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
大
賀
が
、
部
落
差
別
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
な

い
ま
ま
論
を
す
す
め
て
い
ろ
。
そ
の
た
め
「
身
分
的
関
係
や
そ
の
状

態
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
部
落
解
放
と
、
階
級
関
係
か
ら
の
解
放
と

し
て
の
社
会
主
義
の
問
題
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
。
」
（
「
部

落
問
題
研
究
』
八
二
号
論
文
、
二
八
ペ
ー
ジ
上
段
）

②
部
落
問
題
や
部
落
住
民
に
お
け
る
身
分
的
関
係
と
資
本
主
義
的

な
階
級
関
係
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
的
確
な
認
識
を
欠
い
て
い

ろ
。
そ
の
た
め
部
落
差
別
を
身
分
的
差
別
の
残
存
と
み
な
い
で
、
資

本
主
義
の
属
性
と
み
て
し
ま
っ
て
い
ろ
。
「
大
賀
氏
の
理
論
的
な
誤

り
は
、
資
本
主
義
が
、
そ
の
搾
取
・
収
奪
と
支
配
の
た
め
に
、
部
落

差
別
を
『
利
用
」
し
『
温
存
』
し
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
た
だ

ち
に
部
落
差
別
を
資
本
主
義
的
差
別
だ
と
お
き
か
え
、
さ
ら
に
、
部

落
差
別
を
、
あ
た
か
も
資
本
主
義
の
存
続
・
発
展
に
と
っ
て
『
不
可

欠
の
要
因
』
で
あ
る
か
の
ど
と
き
錯
覚
に
お
ち
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ろ
。
」
（
同
前
、
二
四
ペ
ー
ジ
下
段
１
二
五
ペ
ー

ジ
上
段
）

ろ
よ
う
に
、
い
や
私
は
一
応
ど
こ
ろ
か
、
常
に
こ
の
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
い
ろ
。
し
か
し
、
私
の
立
論
は
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
部
落

差
別
は
、
封
建
社
会
の
残
り
も
の
と
か
傷
跡
と
か
言
っ
て
、
間
も
な

く
解
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
（
榊
氏
な
ど
は
民
主
連
合
政
府
が
で
き

た
ら
、
解
消
す
る
と
ま
で
言
い
切
っ
た
）
と
ら
え
方
を
し
て
登
場
し

た
国
民
的
融
合
論
に
対
す
る
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
ん
な
に
単
純

な
も
の
で
は
な
い
、
ま
さ
に
明
治
以
後
の
資
本
主
義
の
問
題
、
今
日

的
課
題
だ
と
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
力
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
長

谷
川
氏
も
論
文
三
一
ペ
ー
ジ
の
下
段
で
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
明
治
以
降
の
部
落
差
別
と
い
う
の
は
、
封
建
時
代
の
エ
タ
・
非
人

に
対
す
る
差
別
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
封
建
時

代
の
エ
タ
・
非
人
に
た
い
す
ろ
差
別
を
核
と
し
手
が
か
り
と
し
な
が

ら
、
新
た
に
作
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
」
と

「
連
続
と
非
連
続
の
関
係
を
正
し
く
お
さ
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
述

べ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
は
、
部
落
差
別
と
部
落
問
題
と
の

概
念
の
区
別
が
十
分
で
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
小
森
龍
邦
氏
の
指

摘
を
知
っ
て
反
省
し
た
の
で
あ
る
。
私
の
右
の
引
用
文
を
正
確
に
言

い
な
お
す
な
ら
ば
、
「
明
治
以
降
の
部
落
問
題
と
い
う
の
は
近
世
封

建
時
代
の
エ
タ
・
非
人
に
対
す
る
差
別
意
識
や
社
会
慣
習
を
温
存
・

利
用
し
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
近
代
資
本
主
義
が
そ
の
階
級

的
搾
取
や
差
別
と
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
組
み
込
み
新
た
に
作
り
出
し

た
社
会
問
題
で
あ
る
」
。
随
所
に
区
別
を
強
調
さ
れ
る
長
谷
川
氏
に

長
谷
川
善
計
論
文
に
つ
い
て

③
大
賀
は
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
理
解
が
十
分
で
な
い
と
し
て
、

河
村
氏
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
ろ
。
「
大
賀
氏
は
反
独
占
と
反
資
本
主

義
一
般
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
反
独
占
は
反
資
本
主
義
で
あ
る
か

ら
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
』
で
は
な
く
、
社
会
主
義
だ
と
考
え

る
の
で
あ
る
」
「
反
独
占
民
主
主
義
が
社
会
主
義
の
前
段
階
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な

い
」
（
同
上
、
二
八
ペ
ー
ジ
上
段
）

長
谷
川
氏
の
「
部
落
問
題
に
お
け
る
身
分
と
階
級
」
と
題
す
る
こ

の
長
文
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
民
融
合
論
系
の
論
文
と
は
少
々

お
も
む
き
が
変
っ
た
力
作
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち
の
自
己
批
判
を
こ
め
て
か
、
し

き
り
に
概
念
の
区
別
を
強
調
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
も

っ
て
、
私
に
対
す
る
批
判
に
な
っ
て
い
ろ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
、

大
賀
の
「
理
解
は
き
わ
め
て
乏
し
い
」
と
か
「
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ

て
い
な
い
」
と
か
の
き
め
つ
け
が
随
所
に
目
だ
つ
。
紙
数
の
関
係

で
、
河
村
氏
に
対
し
た
よ
う
に
論
文
を
い
ち
い
ち
引
用
し
て
の
て
い

ね
い
な
反
論
が
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
基
本
的
な
反
論
は
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。

長
谷
川
氏
の
私
に
対
す
る
批
判
の
第
一
点
で
あ
る
が
、
私
が
部
落

差
別
の
起
源
や
形
態
が
封
建
的
身
分
差
別
で
あ
る
こ
と
を
随
所
で
述

べ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
反
論
と
し
た
い
。
氏
も
大
賀
は
二
応
は
み

と
め
て
は
い
る
も
の
の
」
（
論
文
二
一
ペ
ー
ジ
上
段
）
と
述
べ
て
い

も
小
森
氏
が
指
摘
し
た
こ
の
区
別
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
あ
る
。

今
日
の
部
落
差
別
は
身
分
的
差
別
で
あ
り
、
そ
の
起
源
と
形
態
は

近
世
封
建
社
会
に
あ
り
、
思
想
的
（
社
会
慣
習
を
ふ
く
め
て
）
に
は

封
建
的
賤
視
観
念
の
残
存
物
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
女
性
差
別
や
障

害
者
差
別
な
ど
、
他
の
差
別
と
区
別
す
る
も
の
（
本
質
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
新
平
民
」
や
「
特
殊
部
落
」
な
る
言
葉
は
明
治
以
後
の

産
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
封
建
社
会
か
ら
引
継
い
だ
身
分
的
差
別
が

明
治
以
後
の
資
本
主
義
に
利
用
さ
れ
温
存
さ
れ
、
つ
く
り
か
え
ら
れ

て
、
そ
し
て
資
本
主
義
が
生
み
出
す
貧
富
の
差
別
や
実
質
的
不
平
等

と
結
び
つ
い
て
今
日
な
お
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
前
の
天

皇
制
や
華
族
・
士
族
の
存
在
は
、
そ
し
て
戦
後
の
象
徴
天
皇
制
の
存

続
は
、
根
強
く
国
民
の
間
の
身
分
意
識
を
支
え
て
き
た
し
、
今
日
な

お
支
え
て
い
ろ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
身
分
意
識
や
身
分
的
差
別
観
念

と
結
び
つ
い
て
、
明
治
以
降
の
近
代
社
会
の
中
で
資
本
主
義
の
搾
取

や
差
別
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
て
部
落
問
題
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

「
部
落
問
題
研
究
」
八
一
号
に
お
い
て
、
箕
面
東
高
校
の
畑
中
論

文
の
中
に
、
「
部
落
」
は
明
治
以
降
の
産
物
と
す
る
主
張
が
あ
る
の

に
意
を
強
く
し
た
。
ま
た
『
部
落
問
題
論
究
」
九
号
の
小
林
論
文
の

中
に
、
「
今
日
な
お
国
民
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
身
分
差
別
意
識
は

封
建
的
身
分
差
別
の
残
津
で
は
な
く
」
（
二
四
一
ペ
ー
ジ
）
あ
る
い

！ 
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は
「
身
分
は
古
代
に
も
近
代
に
も
存
在
す
る
。
封
建
社
会
の
み
の
属

性
と
は
い
え
な
い
」
（
二
一
八
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
長
谷
川
氏
に

も
十
分
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
で
長
谷
川
氏

の
批
判
の
第
二
点
へ
の
反
論
と
す
る
。
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
河
村
論
文
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
で
省
略
す
る
。

長
谷
川
氏
の
こ
の
論
文
は
、
私
へ
の
曲
解
に
も
と
ず
く
批
判
と
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
従
来
の
国
民
的
融

合
論
と
は
ち
が
っ
た
、
そ
し
て
私
に
近
い
結
論
を
導
く
結
果
に
な
っ

て
い
ろ
。

た
と
え
ば
「
部
落
差
別
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
身
分
的
差
別
と

し
て
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
明
治
以
降
の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
な
か
で
、

部
落
民
が
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
な
か
に
く
み
こ
ま
れ
な
か
っ
た

と
か
、
資
本
主
義
的
階
級
関
係
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
」
「
そ
の
現
実
の
生
活
実
態
は
、
と
う
ぜ
ん
「
身
分
的
関
係
』

や
「
身
分
的
差
別
」
と
、
「
階
級
関
係
』
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら

と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
三
五
ペ
ー
ジ
上
段
か
ら
下
段
）

と
述
べ
て
い
ろ
。
こ
れ
な
ら
私
の
観
点
と
そ
う
大
し
た
違
い
は
な
い
。

ま
た
長
谷
川
氏
は
北
原
泰
作
氏
の
文
章
を
し
ば
し
ば
引
用
し
な
が

ら
、
す
な
わ
ち
「
部
落
民
に
差
別
と
搾
取
の
二
重
の
苦
し
み
を
あ
た

か
ら
「
人
民
的
融
和
」
へ
は
先
に
み
た
階
級
的
視
点
が
貫
か
れ
て
い

る
が
、
「
国
民
的
融
合
」
に
は
そ
れ
が
欠
落
し
て
い
ろ
。
だ
か
ら
新

し
い
融
和
主
義
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
長
谷
川
氏
は
じ
め
融
合

論
者
や
全
解
連
は
解
同
の
朝
田
理
論
は
「
部
落
民
以
外
は
皆
散
」
と

す
る
理
論
だ
と
曲
解
し
て
、
「
国
民
的
融
合
」
こ
そ
巾
広
い
正
し
い

解
放
理
論
だ
と
う
そ
ぶ
く
。
読
者
の
皆
さ
ん
に
判
断
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
｜
体
ど
ち
ら
が
実
際
に
お
い
て
幅
広
い
国
民
運
動
を
展
開
し

て
い
る
か
を
。
「
実
践
は
思
想
の
真
実
だ
」
と
言
う
ロ
シ
ア
の
チ
ェ

ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
言
葉
は
、
長
谷
川
氏
ら
に
か
み
し
め
て
も

ら
い
た
い
も
の
だ
。

長
谷
川
氏
は
論
文
の
四
八
ペ
ー
ジ
上
段
に
お
い
て
「
最
初
に
あ
げ

た
大
賀
正
行
氏
の
論
文
を
み
た
と
き
、
わ
た
し
の
頭
に
ま
ず
浮
ん
だ

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
ん
な
問
題
は
、
す
で
に
戦
前
の
水
平
社
運

動
発
展
の
中
で
、
理
論
的
に
は
解
決
ず
み
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
ろ
。
私
は
こ
の
言
葉
を
そ
っ
く

り
そ
の
ま
ま
長
谷
川
氏
や
融
合
論
者
に
か
え
し
た
い
。
そ
の
こ
と
は

論
文
の
二
五
ペ
ー
ジ
上
段
、
長
谷
川
氏
の
次
の
文
章
で
あ
る
。
「
大

賀
氏
は
『
部
落
解
放
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
体
は
、
「
部
落

民
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
差
別
（
Ⅱ
部
落
差
別
）
か
ら

の
解
放
で
な
く
て
、
よ
り
一
般
的
に
『
労
働
者
階
級
』
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
う
む
る
差
別
や
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
に
す
り

か
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
こ
こ
に
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
論

■■■■■■ 

￣ 

え
て
い
る
現
在
の
資
本
主
義
社
会
を
改
革
し
な
け
れ
ば
真
の
解
放
は

の
ぞ
ま
れ
な
い
」
（
三
九
ペ
ー
ジ
上
段
）
と
か
、
「
部
落
民
が
「
身

分
的
」
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
「
階
級
的
』
存
在
で
あ
る
こ
と
へ
の

認
識
」
と
か
「
部
落
民
は
、
「
封
建
的
遺
制
と
資
本
主
義
的
搾
取
と
い

う
二
重
の
圧
迫
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
ろ
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
部
落
民
の
貧
困
は
、
資
本
主
義
的
搾
取
に
加
え
て
、

部
落
差
別
と
い
う
身
分
的
圧
迫
の
た
め
に
「
倍
加
』
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
」
（
四
一
ペ
ー
ジ
下
段
）
、
「
部
落
民
が
「
身
分
的
関
係
』

で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
『
階
級
的
」
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
他
の
労
働
者
や
農
民
と
連
帯
し
て
『
階
級
闘
争
』
を
た
た
か

い
、
統
一
し
て
「
民
主
主
義
の
闘
争
」
を
た
た
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
自
覚
が
」
（
四
三
ペ
ー
ジ
上
段
か
ら
下
段
へ
）
と
階
級
的
視

点
を
紹
介
さ
れ
て
い
ろ
。
国
民
的
融
合
論
に
対
す
る
私
の
批
判
は
国

民
的
融
合
論
が
階
級
的
視
点
を
欠
落
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
「
身
分
的
関
係
」
と
「
階
級
的
関
係
」
の

両
者
の
関
連
性
を
み
る
視
点
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
論
争

は
不
必
要
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

長
谷
川
氏
も
こ
こ
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
日
の
「
国
民
的
融

合
」
は
「
水
平
社
解
消
論
」
の
中
で
主
張
さ
れ
た
「
階
級
的
融
和
」

の
思
想
が
、
一
九
三
五
年
の
民
主
統
一
戦
線
の
も
と
で
「
人
民
的
融

和
」
の
思
想
へ
発
展
し
、
そ
れ
が
今
日
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い

ろ
。
こ
れ
は
大
き
な
ご
ま
か
し
だ
と
言
い
た
い
。
「
階
級
的
融
和
」

が
出
て
い
る
。
現
実
の
部
落
民
は
、
北
原
氏
も
言
い
、
長
谷
川
氏
も

認
め
て
い
ろ
「
身
分
的
関
係
」
と
「
階
級
関
係
」
の
二
重
の
存
在
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
部
落
解
放
は
当
然
こ
の
両
者
か
ら
の
解
放
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
観
念
的
に
分
離
し
て
、
や
は
り
部
落
解
放

と
は
「
身
分
関
係
」
か
ら
の
解
放
で
、
こ
れ
を
ま
ず
資
本
主
義
の
中

で
や
り
と
げ
て
、
次
は
労
働
者
と
し
て
の
解
放
は
、
労
働
運
動
の
中

で
、
社
会
主
義
を
め
ざ
し
て
解
放
、
と
い
う
榊
氏
な
ど
に
そ
の
典
型

を
み
た
二
元
論
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
立
つ
か
ら
、
反
独
占
と
反
資

本
主
義
を
区
別
す
る
の
は
い
い
が
対
立
的
に
切
り
は
な
し
て
し
ま
う

の
だ
。
ま
た
中
川
信
義
氏
の
よ
う
に
「
階
級
差
別
以
外
の
い
っ
さ
い

の
差
別
の
な
い
社
会
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
と
で
実
際
に
実

現
さ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
が
か
り

に
実
現
さ
れ
る
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
、
『
極
限
と
し
て
の

資
本
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
い
」
（
「
部
落
問
題
研
究
』

五
七
号
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
よ
う
な
議
論
に
な
る
の
だ
。
中

川
氏
の
言
う
「
極
限
と
し
て
の
資
本
主
義
」
つ
ま
り
純
粋
資
本
主
義

は
、
頭
の
中
だ
け
の
資
本
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
行
く
ま
で
に
現

実
は
社
会
主
義
に
転
化
し
て
い
く
し
、
ま
た
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
こ
う
し
た
二
元
論
的
立
場
は
階
級
的
に
は
、
部
落
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
層
や
プ
チ
ブ
ル
・
イ
ン
テ
リ
層
の
気
分
を
反
映
し
て
い
ろ
。

私
の
著
作
「
部
落
解
放
理
論
の
根
本
問
題
」
に
お
い
て
す
で
に
批
判

ず
み
の
こ
と
で
あ
る
。
（
著
作
三
一
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
）
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長
谷
川
氏
が
論
文
の
五
一
ペ
ー
ジ
下
段
か
ら
五
二
ペ
ー
ジ
に
か
け

て
「
し
か
し
、
北
原
氏
や
杉
之
原
氏
の
国
民
的
融
合
論
は
、
部
落
問

題
の
封
建
的
側
面
と
資
本
主
義
の
問
題
を
「
対
立
』
さ
せ
た
わ
け
で

も
「
切
り
雛
」
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
部
落
解
放
運
動
と
労
働
運
動

が
そ
れ
ぞ
れ
に
担
う
べ
き
目
的
や
任
務
を
混
同
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
社
会
主
義
を
拒
否
」
し
た
わ
け
で
も
あ
る

ま
い
。
」
と
弁
解
さ
れ
て
い
ろ
。

こ
れ
は
大
へ
ん
な
「
国
民
的
融
合
論
」
に
対
す
る
修
正
で
あ
る
。

ど
う
せ
い
つ
か
は
誰
れ
か
が
こ
う
言
い
出
す
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て

い
た
が
、
つ
い
に
長
谷
川
氏
が
あ
ら
わ
れ
た
。
杉
之
原
氏
が
、
北
原

氏
な
ど
の
理
論
を
そ
れ
は
近
代
化
論
と
し
て
批
判
し
、
反
独
占
を
言

い
出
し
た
よ
う
に
、
「
国
民
的
融
合
論
」
も
ど
ん
ど
ん
変
っ
て
く
る

よ
う
だ
。
「
解
消
の
方
向
に
あ
る
」
と
言
う
意
味
を
、
間
も
な
く
（
最

近
で
は
一
一
十
一
世
紀
ま
で
に
）
な
く
な
る
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
、

そ
の
よ
う
に
人
々
に
印
象
づ
け
て
お
い
て
、
そ
れ
が
実
現
し
な
く
な

る
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
お
ぼ
え
は
な
い
と
ひ
ら
き
な
お
る
の

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
長
谷
川
氏
が
「
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
よ

っ
て
、
部
落
差
別
の
解
消
は
大
き
く
前
進
し
、
明
る
い
展
望
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
（
四
九
ペ
ー
ジ
下
段
）
と
言
っ

て
お
い
て
す
ぐ
「
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
部
落
差
別
が
な
く
な

っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
「
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
」
式
の
文
章
は
よ
く
注
意
し
て
お
か
な
い
と
、
あ
と

た
だ
部
落
解
放
連
動
は
、
長
谷
川
氏
に
指
摘
さ
れ
る
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
自
体
は
階
級
組
織
で
は
な
く
、
部
落
差
別
か
ら
の
解
放
を

目
的
と
し
た
運
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
部
落
解
放
団
体
に
加
盟
す
る

と
同
時
に
労
働
組
合
や
政
党
に
も
入
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が
当
然
必

要
で
あ
る
。
ま
さ
に
昼
間
は
労
働
組
合
員
、
夜
や
休
日
は
解
放
同
盟

員
と
言
う
姿
で
あ
る
。
と
同
時
に
部
落
解
放
団
体
が
、
身
分
的
要
求

に
結
合
し
て
階
級
的
要
求
を
闘
う
こ
と
も
ま
た
他
の
階
級
的
な
組
織

と
連
帯
共
闘
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。
長
篝
谷
川
氏
が
論
文

の
五
一
ペ
ー
ジ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
任
務
を
区
別
す
る
の
は
よ

い
。
し
か
し
現
実
は
複
雑
で
あ
り
、
具
体
的
で
あ
っ
て
、
す
ぱ
、
す

ぱ
と
単
純
に
区
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

部
落
民
の
二
重
の
存
在
と
「
身
分
」
と
「
階
級
」
の
複
雑
な
か
ら

み
あ
い
が
十
分
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
ま
た
水
平
社
は
「
身

分
的
組
織
」
で
あ
る
こ
と
を
教
条
主
義
的
に
と
ら
え
た
た
め
に
、
ま

た
当
時
の
曰
共
の
ま
ち
が
っ
た
指
導
の
た
め
に
、
水
平
社
の
若
き
革

命
的
幹
部
は
「
水
平
社
解
消
論
」
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
部

落
委
員
会
活
動
の
経
験
を
通
し
て
、
部
落
大
衆
の
経
済
的
、
階
級
的

要
求
を
身
分
差
別
の
問
題
と
結
び
つ
け
、
い
わ
ば
、
階
級
的
要
求
を

身
分
的
に
提
起
し
て
い
く
道
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
戦
後
の

行
政
闘
争
の
理
論
の
中
に
生
か
さ
れ
、
そ
の
後
の
運
動
の
高
揚
を
つ

く
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
二
元
論
的
立
場
を
克
服
し
き
れ
な
い

と
長
谷
川
氏
の
よ
う
に
、
私
（
大
賀
）
が
「
大
衆
運
動
と
し
て
の
部

落
解
放
運
動
は
、
資
本
主
義
の
枠
の
中
に
お
い
て
も
解
決
可
能
な
は

ず
だ
、
と
政
府
ｌ
独
占
に
部
落
解
放
を
迫
る
。
部
落
解
放
運
動
は
、

決
し
て
社
会
主
義
を
求
め
る
運
動
で
は
な
く
、
ま
さ
に
民
主
主
義
の

課
題
を
求
め
る
運
動
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
二
て
い
る
こ
と
と
「
結
局
の
と

こ
ろ
、
社
会
主
義
に
い
き
つ
か
な
い
で
は
、
真
に
勝
利
し
え
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
間
に
橋
が
か
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

大
賀
は
、
「
た
ん
に
政
府
や
独
占
に
た
い
す
ろ
方
便
」
と
か
「
二
重

の
使
い
わ
け
」
を
し
て
い
ろ
と
長
谷
川
氏
は
と
ら
え
る
の
だ
。
社
会

主
義
体
制
が
生
ま
れ
、
独
占
資
本
が
国
家
独
占
資
本
と
な
り
、
帝
国

主
義
が
そ
の
全
般
的
危
機
を
深
め
て
い
ろ
と
言
う
現
代
世
界
に
お
い

て
、
民
主
主
義
を
求
め
る
運
動
が
、
社
会
主
義
を
求
め
る
運
動
と
結

び
つ
き
成
長
転
化
し
て
い
く
必
然
性
、
も
ち
ろ
ん
自
然
成
長
的
に
い

く
の
で
は
な
く
、
前
衛
党
の
正
し
い
指
導
と
大
衆
自
身
の
経
験
を
通

し
て
、
ま
た
権
力
や
独
占
側
の
弾
圧
的
な
出
方
に
触
発
さ
れ
て
て
あ

る
が
、
民
主
主
義
闘
争
は
社
会
主
義
闘
争
と
結
合
し
て
い
く
。
だ
か

ら
早
ま
っ
て
へ
た
に
社
会
主
義
だ
、
革
命
だ
と
言
っ
て
運
動
を
ひ
き

ま
わ
し
た
り
分
裂
さ
せ
る
こ
と
に
断
固
と
反
対
し
、
運
動
の
民
主
的

性
格
を
重
ん
じ
、
こ
れ
を
大
切
に
し
、
ど
ん
ど
ん
成
功
ざ
せ
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
民
融
合
論
者
も
こ
の
意
味
で
反

独
占
民
主
主
義
闘
争
の
意
義
を
強
調
す
る
な
ら
い
い
。
し
か
し
、
社

会
主
義
を
避
け
ろ
た
め
に
、
こ
れ
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ

ウ
ッ
キ
ー
主
義
に
転
落
す
る
。

で
大
へ
ん
な
逆
ね
じ
を
く
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
「
解

消
の
方
向
に
あ
る
」
と
の
意
味
は
、
大
き
な
歴
史
的
流
れ
の
意
味
で

言
っ
て
お
い
た
の
だ
と
ひ
ら
き
な
お
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
内

閣
の
同
対
審
答
申
が
す
で
に
、
「
同
和
問
題
は
明
治
維
新
以
後
の
近

代
か
ら
解
消
へ
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
い
で
だ
が
、
こ
れ

を
き
び
し
く
批
判
し
た
の
が
、
藤
谷
俊
雄
氏
の
次
の
文
章
で
あ
っ

た
。
「
そ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
明
治
維
新
以
後
の
部
落
差
別
は
解

消
の
過
程
に
あ
る
と
断
定
し
、
近
代
の
部
落
問
題
を
た
ん
に
『
封
建

遺
制
」
で
あ
る
と
し
て
い
ろ
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
」
「
近
代
に

お
け
る
部
落
差
別
は
た
ん
な
る
封
建
遺
制
と
し
て
で
は
な
く
、
明
治

以
後
の
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
は
資
本
の
必
要
に

も
と
づ
い
て
再
生
産
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
」
「
部
落
差
別
が
強

化
さ
れ
て
い
ろ
と
い
う
事
実
」
「
日
本
の
「
近
代
化
』
の
な
か
で
、

少
し
も
解
消
の
方
向
に
む
か
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
拡
大
さ

れ
て
き
た
事
実
」
「
ど
う
し
て
「
封
建
遺
制
論
」
に
よ
っ
て
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
。
読
者
の
皆
さ
ん
、
こ
れ
は
私
の
文
章
で

は
な
い
、
ま
さ
に
部
落
問
題
研
究
所
の
藤
谷
所
長
が
、
’
九
六
五
年

十
月
の
「
部
落
』
’
九
四
号
の
六
ペ
ー
ジ
下
段
か
ら
七
ペ
ー
ジ
上
段

に
書
い
た
文
章
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し
た
い
。
同
じ
く
北

原
氏
が
、
私
の
北
原
運
論
批
判
の
反
論
と
し
て
一
九
七
八
年
、
「
部

落
問
題
研
究
』
五
七
号
に
お
い
て
、
「
私
は
資
本
主
義
の
な
か
で
満






