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馬

刊
紙
に
人
口
政
策
と
い
ふ
の
は
、
所
謂
人
口
問
題
に
封
ナ
る
針
策
で
あ
る
。
人
口
問
溜
と
い
ふ
も
の
が
少
〈
も
共
近
代
的
な
る
形
態

に
於
て
は
、
二
の
方
面
を
も
っ
て
ゐ
る
。

一
は
人
口
過
剰
の
問
題
で
あ
り
、
他
は
人
円
過
少
の
問
題
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
表
現

し
て
来
る
と
、
人
口
問
題
は
全
く
反
封
し
て
ゐ
る
二
の
方
面
を
含
み
、
そ
れ
に
統
一
的
な
る
針
策
を
提
示
す
る
と
と
は
全
〈
不
可
能

帽
じ

b
る
か
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、

と
れ
は
一
一
同
か
ら
の
観
察
で
あ
る
、
他
面
か
ら
の
、
而
し
て
恐
ら
〈
更
に
根
本
的
な
る
観
察
か

ら
す
れ
ば
、

さ
う
い
ふ
針
策
の
提
示
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
思
は
れ
ぬ
。

近
年
の
日
本
に
つ
い
て
は
か
つ
て
、
人
口
過
剰
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
寅
際
的
に
は
、

一
面
人
口
食
糧
問
題
と
し
て
、
他

人
口
政
策
に
ヲ
い
で

第
四
十
豆
巻

策

強



人
口
政
策
に
つ
い
て

停
四
十
五
拳

事事

量量

両
失
業
問
題
と
し
て
。
理
論
的
に
は
マ
ル
サ
ス
人
口
法
則
に
も
と
づ
く
絶
封
的
人
口
過
剰
論
と
し
て
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
京
揚

か
ら
す
る
相
針
的
人
口
過
剰
論
と
し
て
υ

と
れ
ら
の
各
方
面
を
一

k

分
析
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
Y
大
憶
に
つ
い
て
い
ふ
と
人

口
食
糧
問
題
と
し
て
の
人
口
問
題
は
ほ
ピ
消
滅
し
た
と
も
い
ひ
得
ょ
う
、
最
近
は
農
産
物
こ
と
に
米
の
過
剰
の
針
策
が
解
決
を
迫
ら

れ
て
ゐ
る
姿
で
あ
る
。
肥
料
の
債
絡
を
下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
|
|
而
し
て
肥
料
の
生
産
が
制
限
せ
ら
れ
て
居
り
、
電
力
の

債
格
に
低
下
の
絵
地
が
る
る
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
現
欣
に
於
て
は
、
そ
れ
も
困
難
で
は
な
い
u
l
-
-氷
作
忙
け
に
勺
い
て
み
て
も
、
む

ほ
二
伯
父
は
そ
れ
以
上
の
増
取
が
相
州
事
情
」
は
抵
い
と
い
同
れ
て
ゐ
る
。

ど
れ
K
つ
れ

π
尚
刺
人
口
の
問
題
が
失
業
の
問
題
と
し
て
の

み
存
在
す
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
人
口
問
題
が
た
E

此
過
剰
人
口
の
問
題
と
い
ふ
一
面
の
み
を
有
す
る
友
ら
ば
、
問
題
は
資
質

に
於
て
枇
曾
問
題
と
な
っ
て
し
ま
ふ
。

人
口
問
題
の
か
L

る
取
扱
に
劃
し
て
、
私
は
か
つ
て
、
其
限
界
の
狭
臨
を
非
難
し
た
と
と
が
あ
る
。
人
口
問
題
に
は
他
の
重
要
左

る
一
一
回
が
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
の
立
揚
か
ら
人
口
を
見
る
と
と
で
あ
る
。
率
直
に
い
へ
ば
、
す
べ
て
の
政
策
は
何
等
か
の
世
界
観
乃

至
枇
舎
観
を
前
提
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
を
串
間
的
に
確
立
す
る
こ
と
は
形
而
上
撃
的
の
と
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
う
い

ふ
事
悶
の
範
固
に
る
っ
て
は
、
結
局
常
に
相
針
立
し
て
最
後
ま
で
一
を
他
に
還
元
す
る
こ
と
の
出
来
た
い
二
又
は
若
干
の
立
揚
が
る

る
。
政
策
的
主
張
が
統
一
を
も
ち
う
る
震
に
は
、

さ
う
い
ふ
皐
間
的
究
明
を
形
而
上
島
一
止
ま
か
せ
、
若
く
ば
最
後
の
根
擦
を
宗
教
的

確
信
に
ま
か
せ
る
と
と
が
、

一
の
方
法
で
る
る
と
共
に
、
更
に
恐
ら
〈
更
に
多
〈
の
客
観
性
を
も
ち
う
る
主
張
と
し
て
は
吹
の
乙
と

が
る
り
得
る
は
・
?
で
あ
る
。

一
定
の
民
族
に
於
け
る
支
配
的
危
る
要
求
、

い
は
ピ
客
観
的
な
る
民
族
意
識
か
ら
出
設
す
る
。
こ
の
民

族
意
識
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
民
族
の
歴
史
的
た
る
傍
統
に
根
ざ
し
、
民
捗
の
成
立
と
切
り
は
た
し
が
た
き
も
の
で
あ
る
と
と
も



に
、
ま
た
様
に
は
世
外
の
思
潮
そ
の
も
の
の
此
民
族
に
於
け
る
民
映
で

b
る
。
時
代
と
侍
統
と
の
此
民
族
に
於
け
る
交
叉
で
・
あ
る
と

も
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
私
は
現
代
の
日
本
に
於
け
る
此
民
族
意
識
、

つ
ま
り
今
の
日
本
民
放
を
根
本
に
於
て
動
か
し
て
ゐ
る
要
求

と
し
て
吠
の
も
の
を
あ
げ
得
る
と
忠
ふ
。

一
は
民
族
と
し
て
の
日
本
の
自
衛
、
又
は
更
に
進
み
て
、
民
族
の
撹
充
の
要
求
、
他
は
此

民
族
の
成
員
の
生
活
の
要
求
。
個
人
の
生
命
と
民
族
の
存
頼
、
此
二
の
要
求
と
し
て
‘
表
現
し
う
る
で
る
ら
う
。
か
L

る
立
揚
に
立

っ
・
と
き
、
民
族
生
命
の
擁
定
の
要
求
と
い
ふ
も
の
が
此
二
百
を
含
む
根
本
と
し
て
考
へ
ら
れ
う
る
。

乙
の
腕
角
か
ら
見
る
と
き
、
人

口
問
題
は
全
く
民
族
の
問
題
と
な
る
。
民
族
生
命
の
機
充
の
鋳
に
、
人
口
の
上
K
如
何
な
る
政
策
が
加
へ
ら
る
る
こ
と
を
要
す
る

か
③
と
れ
が
民
族
四
叫
極
左
」
し
亡
の
人
口
問
閣
の
内
容
で
あ
る
。

今
や
、
西
欧
文
明
の
浸
落
が
一
五
K

せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
此
淡
落
の
可
能
叉
は
危
険
と
い
ふ
乙
と
は
、
何
故
に
問
題
と
た
っ

て
ゐ
る
か
。

い
ふ
ま
で
も
友
く
、
人
口
増
加
の
停
止
、
又
は
減
少
が
目
前
に
迫
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
u

死
亡
率
の
減
少
に
は
限
度

が
あ
り
、
出
生
寧
の
低
下
に
は
そ
れ
が
た
い
。
出
生
率
減
少
の
傾
向
の
進
行
す
る
と
こ
ろ
、
各
民
族
の
人
口
の
減
少
と
た
ら
ざ
る
を

得
た
い
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
見
方
に
た
つ
隈
り
、
人
口
問
題
は
出
生
率
の
や
誌
も
す
れ
ば
減
少
し
て
、
人
口
過
少
を
来
す
の
で
は

友
い
か
、

こ
の
形
勢
を
如
何
に
し
て
防
止
す
る
か
の
問
題
と
友
る
で
る
ら
う
。
勿
論
こ
れ
は
、
民
族
的
立
揚
忙
立
つ
揚
合
陀
於
げ
る

人
口
問
題
の
全
部
で
は
左
い
が
、
少
く
も
其
最
も
重
要
在
る
方
面
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
私
共
は
日
本
に
於
で
も
す
で
に
、
此
意
味

に
於
け
る
人
口
問
題
が
眼
前
に
迫
っ
て
ゐ
る
と
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
。
更
に
進
み
て
い
ふ
と
、
過
剰
人
口
印
ち
失
業
の
問
題
と
て

も

一
面
か
ら
見
る
と
、
民
族
問
題
の
中
に
吸
牧
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。

こ
れ
は
次
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。

日
本
の
民
族
が
共
民
族

生
命
を
讃
充
し
て
ゆ
か
ろ
と
す
る
た
ら
ぼ
、
成
員
た
く
し
て
民
族
た
く
、
成
員
の
生
活
を
離
れ
て
民
族
の
生
活
は
危
い
。

か
う
し
て

人
日
政
策
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

宮存

続



人
口
政
策
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

四

事事

挽

四

人
口
過
剰
の
問
題
と
人
口
過
少
の
問
題
と
が
一
一
回
相
反
す
る
が
如
く
見
え
て
、

そ
れ
ら
に
針
し
て
統
一
的
な
る
併
合
解
の
興
へ
ら
る
る

飴
地
が
る
る
。
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の
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h

に
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や
、

こ
れ
に
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統
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す
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、
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何
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ら
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。
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に
闘
す
る
政
策
と
に
分
れ
る
。

今
日
、
民
族
生
命
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
に
、
人
口
の
減
少
が
最
も
逝
く
べ
き
事
責
で
あ
る
と
と
は
、

い
ふ
ま
で
も
友
い
。
文
明

の
湖
熟
は
白
人
の
出
生
率
を
減
少
せ
し
め
、
其
前
途
に
一
抹
の
暗
雲
を
投
じ
た
。

日
本
の
民
族
が
彼
等
に
封
す
る
最
後
の
強
み
は
人

〈

pb

口
の
増
加
率
に
あ
る
と
い
ふ
の
が
無
理
で
あ
ら
う
か
。
私
が
か
つ
て
産
め
よ
植
え
よ
、
園
中
に
充
て
よ
、
と
い
っ
た
の
は
全
く
か
L

る
有
色
人
の
将
来
を
考
へ
た
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
た
ピ
か
う
い
ふ
と
と
を
主
張
し
て
来
る
と
、
人
口
過
剰
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
ふ

問
題
が
投
ぜ
ら
る
る
で
る
ら
う
。
と
れ
に
封
ず
る
私
の
答
解
は
大
剛
閥
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

人
口
過
剰
の
針
策
に
は
こ
の
方
針
が
あ
る
。

-
は
消
極
的
友
る
方
針
で
あ
る
。
他
は
積
極
的
た
る
方
針
で
あ
る
。
前
者
は
産
児
制

限
で
あ
る
。
後
者
は
人
口
の
増
加
の
抑
慶
を
企
て
ざ
る
所
の
針
策
に
外
な
ら
ぬ
。
出
生
の
減
少
を
目
ざ
す
政
策
が
民
族
の
立
場
か
ら

と
り
が
た
き
こ
と
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
積
極
的
た
る
方
針
に
は
種
K

在
る
も
の
が
あ
ら
う
。

一
時
、
資
木
主
義
組
織
は
淡
落
の

前
夜
に
あ
り
、

一
九
二
九
年
以
後
の
世
界
恐
慌
は
引
き
つ
Y
き
此
制
織
の
壊
滅
に
ま
で
つ

T
tも
の
と
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
現
前



の
事
貨
は
此
主
張
を
根
こ
そ
ぎ
に
否
定
し
た
。
資
本
主
義
組
織
の
究
極
の
運
命
に
つ
い
て
は
、
種
々
な
る
考
察
を
必
要
と
す
る
に
せ

上
、
近
き
照
来
の
問
題
と
し
て
は
、
今
の
組
織
の
下
に
於
て
友
ほ
人
口
吸
散
の
政
策
を
講
じ
う
べ
き
は
や
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
過

判
人
口
に
封
ず
る
針
策
が
、
自
ら
突
の
如
を
も
の
と
友
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。

一
は
産
業
的
活
動
の
振
興
一
じ
る
る
。

は
移

権
民
に
よ
る
海
外
へ
の
設
展
で
あ
る
。
而
し
て
此
二
者
に
つ
い
て
は
何
入
も
注
目
を
怠
ら
十
、
凶
家
も
亦
不
断
の
努
力
を
排
ひ
っ
L

あ
る
。
け
れ

H

と
も
、

と
れ
と
た
ち
び
て
、
左
ほ
こ
の
方
法
の
存
す
る
こ
ん
一
を
忘
れ
て
は
宏
ら
ね
。

一
は
枇
合
政
策
的
な
る
人
口
政
策

で
あ
り
、
二
は
間
尺
の
生
活
水
準
に
開
閉
す
る
考
慮
?
あ
る
。

弘
は
ま
づ
.
陀
来
的
活
動
乃
主
連
業
的
資
一
連
比
(
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
戦
後
に
於
げ
る
法
慌
付
帯
し
〈
犬
弐
を
増
加
せ
し
め
た
。
こ

れ
を
今
欧
米
の
諸
問
れ
円
い
て
諭
や
る
と
と
を
や
め
る
。
日
本
に
於
け
る
失
業
の
統
計
は
な
い
が
、

-
時
は
推
算
五
十
高
乃
至
百
寓

と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
漸
突
に
景
気
の
恢
復
に
つ
れ
て
新
し
き
持
働
人
口
と
と
も
に
吸
牧
せ
ら
れ
た
。
此
恢
復

を
来
し
た
る
も
の
が
、
幾
つ
か
の
事
情
と
と
も
に
、
金
本
位
の
離
脱
、
満
洲
事
受
頃
か
ら
の
矯
替
相
揚
の
下
落
及
び
世
界
を
週
中
る

軍
備
機
張
の
大
勢
で
あ
っ
た
と
と
、

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
考
へ
て
来
る
と
貨
幣
制
度
の
工
作
と
軍
備
損
張
と
の
こ
は
、
世
界
資
本
主

義
の
恐
慌
か
ら
の
自
己
恢
復
の
作
別
で
あ
っ
た
。
い
は
ピ
、
景
気
立
直
り
の
必
要
が
無
意
識
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
ら
そ
と
に
導
い

た
と
い
び
得
る
で
あ
ら
う
。

日
本
に
於
て
も
、
此
共
通
の
大
勢
が
賓
現
せ
ら
れ
て
来
た
と
い
ふ
に
外
た
ら
向
。
け
れ
ど
も
、
此
方
向

に
よ
っ
て
、
今
後
ど
れ
だ
け
の
人
口
が
吸
牧
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
封
外
の
鹿
迫
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
友

ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
邸
ち
、
各
国
に
於
け
る
フ
ロ
ッ
ク
経
済
的
自
給
経
済
的
傾
向
に
よ
っ
て
検
出
が
著
し
き
障
碍
に
出
曾
ひ
っ

L
b
る

こ
と
は
注
目
を
要
す
る
。

そ
の
上
、
園
内
に
於
け
る
生
活
標
準
は
結
局
徐
々
で
は
あ
っ
て
も
必
然
に
幾
分
か
づ
L
上
昇
す
る
で
あ
ら
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~ 
/、

ぅ
。
否
、
物
僚
が
金
再
禁
止
後
、
久
し
く
割
合
に
低
位
に
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
財
政
の
膨
脹
其
他
の
事
情
の
潟
に
、

念
に
上
日
升
し
た
。
こ
れ
は
轍
入
に
か
L

る
原
料
の
騰
貴
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
に
せ
よ
、
世
界
的
な
る
上
井
の
歩
調
陀
比
し
て
徐
り

に
急
で
あ
る
。
そ
の
新
は
今
詳
論
し
な
い
。
か
i
A

司
令
欣
勢
の
間
に
あ
っ
て
、
産
業
が
愈
と
増
加
し
て
ゆ
く
人
口
を
吸
牧
し
ろ
る
潟
に

は
‘
技
術
の
改
善
、
そ
れ
の
飛
躍
的
友
る
設
建
の
外
に
と
る
べ
き
方
法
は
な
い
。
比
貼
か
ら
人
口
問
題
の
眼
目
は
技
術
の
問
題
に
あ

り
と
す
ら
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
日
本
は
資
源
に
乏
し
い
園
で
る
る
、
資
源
に
椴
乏
し
て
ゐ
る
か
ら
、
貿
易
そ
の

他
の
針
外
交
渉
に
ど
っ
て
生
活
の
資
料
を
ー

若
し
き
範
閣
ま
で
抽
出
得

L
怠
ゆ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
U

ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
生
産
の
い
飢

術
的
優
越
、
攻
に
は
生
産
組
織
に
於
け
る
長
所
に
よ
っ
て
の
み
、
人
口
支
持
力
を
擦
張
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
而
も
、
此
技
術
に
於

け
る
進
歩
と
い
ふ
と
と
が
急
に
は
期
待
し
が
た
い
と
す
る
な
ら
ば
、
此
方
面
か
ら
の
人
口
吸
牧
力
は
、
人
口
増
加
と
の
相
釘
的
関
係

か
ら
み
て
漸
突
に
窮
屈
に
な
る
と
見
る
外
は
左
い
で
あ
ら
う
。

そ
乙
で
、
人
口
吸
収
の
た
め
の
積
極
的
方
針
と
し
て
は
移
植
民
の
活
動
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
此
方
針
の
必
要
は
皐
に
人
口

吸
牧
の
鮪
か
ら
の
み
来
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
明
治
以
来
、
移
植
民
に
よ
っ
て
海
外

に
は
け
口
を
見
出
し
た
る
人
口
は
割
合
に
少
い
。
大
障
か
ら
見
て
現
在
に
於
け
る
在
外
の
同
胞
は
一
年
の
自
然
増
加
入
口
と
略
と
相

匹
敵
す
る
か
と
思
ム
。
け
れ
ど
も
、
何
よ
り
も
こ
れ
は
徳
川
三
百
年
に
亙
る
鎖
園
政
策
の
結
果
に
負
ふ
と
思
は
る
る
園
民
性
か
ら
妨

げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
乙
ろ
も
少
く
な
い
し
、
国
家
の
功
長
保
護
の
十
分
で
た
か
っ
た
の
に
負
ふ
と
と
ろ
も
あ
る
で
あ
ら
う
。

一
方
に
漏

蒙
、
他
方
に
は
若
干
の
制
限
も
る
る
が
南
米
と
い
ふ
新
天
地
に
於
け
る
開
拓
の
地
鮪
は
、
着
々
と
し
て
開
け
つ
L
あ
る
。
先
だ
て
る

も
の
の
成
功
と
意
気
と
に
よ
っ
て
後
た
る
も
の
が
一
定
の
比
率
に
於
て
増
加
す
る
と
い
ふ
形
勢
が
、
漸
く
に
し
て
成
り
立
ち
つ
h

あ



る
と
忠
ふ
。
日
本
人
の
簡
素
な
る
生
活
と
、
其
技
術
こ
と
に
農
耕
券
働
に
於
け
る
技
術
ー
と
、
更
に
背
後
か
ら
こ
れ
を
保
護
す
る
資
本

の
力
を
以
て
す
る
た
ら
ぽ
、
な
ほ
開
拓
せ
ら
る
べ
き
徐
地
が
こ
れ
ら
の
諸
方
面
か
ら
同
胞
を
ま
っ
て
ゐ
る
は
や
で
あ
る
。
け
れ

εも

移
植
民
の
意
義
は
決
し
で
と
札
ら
に
止
ま
ら
ぬ
。

と
れ
図
案
が
全
力

E
あ
げ
極
度
の
犠
牲
を
忍
び
で
も
、

そ
れ
そ
助
長
し
な
け
れ
ば

夜
ら
ぬ
所
以
で
あ
る
。

と
れ
は
も
と
よ
り
民
族
人
口
の
分
布
の
問
題
と
も
関
聯
す
る

Q

手
近
に
は
満
洲
園
に
於
て
、

一
定
の
同
胞
人

ロ
を
維
持
す
る
と
い
ふ
と
と
は
、
園
防
の
識
か
ら
見
て
必
要
な
る
と
と
で
あ
る
と
共
に
、
耕
地
の
割
営
さ
へ
相
首
の
も
の
で
あ
る
友

ら
ぽ
、

日
本
人
。
生
右
程
度
が
士
有
の
人
口
に
比
し
高
位
に
あ
る
と
し
て
も
、
移
住
に
遁
し
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
信
ぜ
ら
れ
て

ゐ
る
け
此
見
仙
怖
か
ら
刊
小
一
世
間
胞
が
各
地
代
移
他
民
と
し
て
、
分
布
す
る
こ
去
の
有
意
義
な
る
こ
1

三
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に

よ
り
て
ま
づ
商
品
の
輸
出
と
、
資
本
の
輸
出
と
が
侭
さ
れ
、
海
道
そ
の
仙
の
活
動
に
劃
す
る
刺
激
の
興
へ
ら
る
る
と

2
を
息
ふ
と
き

に
、
移
植
民
と
し
て
の
吐
け
口
の
絶
針
数
以
外
、
そ
れ
は
特
殊
の
意
義
を
も
つ
は
や
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
結
局
、
移
植
民
に
よ
る
人
口
の
吸
収
は
ど
れ
だ
け
順
調
に
進
行
し
て
も
、
恐
ら
〈
一
年
の
自
然
増
加
の
一
一
割
を
こ
え

難
い
で
あ
ら
う
。
明
治
の
中
葉
以
来
農
業
の
人
口
は
殆

E
増
加
せ
示
、
年
々
の
自
然
増
加
の
殆
左
全
部
を
あ
げ
て
都
舎
の
商
工
業
医

吸
牧
せ
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
最
近
に
於
け
る
針
外
貿
易
の
障
碍
、
物
僚
の
騰
貴
は
あ
る
に
し
て
も
、
今
後
そ
れ
が
急
建
に

行
き
つ
ま
る
考
ふ
ぺ
き
積
僅
的
理
由
は
見
出
し
が
た
い
。
結
局
、
都
市
産
業
の
人
口
は
大
韓
に
於
て
進
行
す
る
も
の
と
見
得
る
は
宇

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

と
れ
は
た
立
大
績
の
議
論
で
あ
る
。
ま
づ
、
此
吸
牧
が
近
き
将
来
に
於
て
す
ら
窮
屈
陀
友
る
と
考
へ
ね
ば
な

ら
や
、
透
き
将
来
に
は
ぎ
う
い
ふ
愛
調
を
来
ナ
か
も
分
ら
ぬ
。
近
き
終
楽
の
こ
と
と
い
ふ
の
は
、
世
界
の
軍
横
競
争
の
停
止
せ
ら
る

る
と
き
を
指
し
、
叉
停
止
さ
れ
左
く
て
も
、
生
産
力
構
克
の
一
わ
た
り
完
成
し
て
、
横
張
の
た
め
の
生
産
財
需
要
の
念
減
ナ
る
揚
合
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雄

ft. 

を
さ
す
。

一
因
の
人
口
政
策
に
つ
い
て
十
分
に
安
固
な
る
方
針
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
と
き
、
会
く
別
の
方
商
に
射
し
で
も
考
慮

が
梯
は
れ
ね
ば
た
ら
ね
。一一一

積
極
的
な
る
針
策
が
過
剰
人
口
を
取
除
き
符
ざ
る
と
き
に
、
ま
づ
枇
命
日
政
策
的
な
る
施
設
が
賢
行
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ね
。
私
は
今

と
れ
の
内
容
に
立
入
る
だ
け
の
徐
裕
を
有
し
な
い
。
た
ピ
図
家
権
力
の
作
用
に
よ
っ
て
、
所
得
の
再
分
配
が
行
は
れ
h
M

ば
な
ら
む
事

祉
部
め
る
。

J
2
づ
就
山
誌
の
機
命
l
f
f
m
J
り
川
何
十
、
従
つ

τ
、
経
情
的
に
収
入
を
も
た
ざ
る
も
の
に
剖
し
℃
司
役
ほ
仕
事
伊
一
布
ず
あ
に
し

て
も
、
経
済
的
危
る
弱
宥
で
あ
る
が
震
に
牧
入
の
不
足
す
る
も
の
に
針
し
て
、
共
生
活
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
政
策
が
打
た
て
ら
れ
ね

ぽ
な
ら
ね
。

い
は
官
経
済
的
怠
る
相
針
的
過
剰
人
口
を
、
政
治
的
に
過
剰
人
口
な
ら
ざ
る
も
の
に
唆
形
せ
し
め
た
け
れ
ば
な
ら
ね
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
を
以
て
、
過
剰
人
口
の
完
全
友
る
除
却
が
友
し
逐
げ
ら
る
る
や
、

こ
れ
が
一
の
問
題
と
し
て
残
る
。

一
園
の

資
源
と
技
術
と
、
資
本
数
量
ム
」
、
生
産
の
一
粧
台
的
組
織
と
に
よ
っ
て
、

一
園
の
生
産
カ
、
従
っ
て
図
民
所
得
は
定
ま
る
。
園
民
所
得

の
階
級
的
分
配
が
此
杭
合
政
策
的
方
針
に
よ
っ
て
修
訂
せ
ら
る
る
に
し
て
も
、
園
民
所
得
そ
の
も
の
が
一
定
の
生
指
標
準
に
於
で
る
一

図
民
を
支
持
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
得
る
る
や
如
何
。
事
費
は
常
に
そ
れ
の
甚
だ
困
難
泣
る
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
は
友

ぃ
。
民
族
の
立
揚
は
、
人
口
の
不
断
友
る
自
然
増
加
を
要
求
し
て
ゐ
る
上
に
、
前
に
仮
定
し
た
る
が
如
き
駐
舎
政
策
的
施
設
の
進
行

友
ほ
未
だ
遅
k

た
る
も
の
が
あ
る
。

と
れ
ら
の
薪
か
ら
し
て
最
後
の
方
策
が
要
望
せ
ら
れ
て
来
る
。

そ
れ
は
園
民
的
生
活
棋
準
の
合
理
的
統
制
で
あ
る
。
園
民
生
活
の
賓
質
的
低
下
を
件
は
ざ
る
と
こ
ろ
生
活
標
準
統
制
で
あ
る
。

私
が
乙
れ
に
よ
っ
て
意
味
し
で
ゐ
る
と
と
ろ
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
今
日
各
個
人
の
生
活
内
容
は
す
べ
て
各
自
の
殆
ど
完
全
友



る
自
由
に
委
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
其
結
果
国
民
の
生
活
は
合
理
的
に
見
て
極
め
て
不
必
要
な
る
方
面
に
冗
費
を
投
己
、

そ

の
震
に
生
活
資
質
上
の
損
害
、
快
乏
を
招
い
て
ゐ
る
。

と
れ
に
封
じ
て
、
ま
づ
闘
家
は
国
民
生
活
内
容
の
合
理
的
友
る
指
導
陀
首
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
進
み
で
は
強
制
的
に
、
生
活
内
容
を
あ
る
範
固
ま
で
法
定
寸
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ら
う
。

徳
川
時
代
に
於
け
る
種
々
な
る
法
令
(
禁
容
令
そ
の
他
)
を
草
に
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
尽
く
る
こ
と
も
出
来
ま
い
。
別
し
て
こ
の

こ
と
は
、
牧
入
の
割
に
多
〈
の
生
活
交
を
姿
す
る
階
級
、
過
大
な
る
収
入
の
潟
に
生
活
程
度
の
高
き
階
級
(
ザ
ラ
リ
イ
メ
シ
と
資
本
家
階

級
を
さ
す
}
に
つ
い
て
考
慮
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ね
と
思
ふ
。
勿
論
副
家
の
凶
民
生
活
内
容
に
闘
す
る
統
制
は
た

Y
K
か
L

る
消
極
的
方

聞
に
止
ま
る
と
と
は
汗
さ
れ
な
い
。
今
日
。
国
史
生
活
に
於
て
、
最
も
古
一
大
な
る
閥
、
心
を
要
す
る
方
珂
は
食
物
で
は
な
い
。

こ
の
方

r
q
I
t
.
z
E
t
t
hぼ
t
H
J
G
1
凡
手

t
y品、
o

u
i
h
f
J
J
u

才
V
J
h
-
E
l
f
-
v

ム一の
m
M
川日以
h
u
し
九
似
ド
町
必
設
と
す
る
阿
ど
に

h

少
〈
も
中
等
階
級
の
水
却
が
高
ま
っ
て

ゐ
る
。
負
捨
の
多
く
し
て
而
も
保
健
の
見
地
か
ら
見
て
十
分
で
な
い
の
は
住
宅
の
現
状
で
あ
る

3

闘
家
は
翠
に
一
世
舎
政
策
的
見
地
か

ら
ば
か
り
で
は
友
い
、
生
活
統
制
の
見
地
か
ら
見
て
、
此
貼
に
根
本
的
た
る
考
慮
を
捌
は
ね
ば
左
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
更
に
ま
た
、
兵

器
の
充
賓
の
潟
に
年
々
十
億
の
費
用
を
必
要
と
す
る
反
ら
ば
、

そ
れ
は
図
防
の
中
心
た
る
人
的
資
材
の
芳
賀
の
震
に
幾
低
を
惜
む
ぺ

き
で
は
友
か
ら
う
。
ま
づ
都
舎
に
於
け
る
低
額
所
得
者
、
-
次
に
農
村
の
翁
に
園
費
を
以
て
住
宅
を
改
善
給
興
す
る
必
要
は
左
い
か
。

要
す
る
に
、
生
活
標
準
の
無
統
制
な
る
現
欣
は
改
め
ら
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
@
而
し
て
闘
民
所
得
の
現
股
が
人
口
の
吸
牧
を
図

難
友
ら
し
む
る
見
込
の
あ
る
現
棋
に
於
て
は
、
此
統
制
を
徹
底
化
す
る
と
と
に
よ
っ

τ
、
人
口
吸
収
の
徐
地
を
十
分
に
し
左
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
最
後
に
と
ら
る
べ
き
強
制
的
方
法
と
し
て
は
、
課
税
に
よ
る
政
策
で
あ
る
。
衣
佳
に
闘
し
て
、

あ
る
程
度
以
上
の
生
活
を

不
可
能
な
ら
し
む
る
が
如
き
重
税
を
課
す
る
こ
と
が
最
も
近
道
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
園
出
家
は
友
ほ
一
度
、
国
民
の
生
活
内
容
に

人
口
政
策
に
つ
い
て

品
開
四
十
一
且
巻

九

第

銃

プし
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関
す
る
指
導
者
で
あ
り
教
師
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
今
日
の
非
常
時
に
於
て
、
民
族
の
立
場
を
貫
き
通
さ
う
と
す
る
た
ら
ば
、
図

民
に
於
け
る
消
費
の
う
ち
、
生
活
資
質
を
操
は
胞
も
の
を
す
べ
て
廃
棄
す
る
外
は
注
〈
、
此
廃
棄
は
図
家
権
力
の
力
を
借
る
と
と
を

最
も
便
な
り
と
す
る
。
私
が
遁
ぺ
ょ
う
と
す
る
人
口
の
線
量
に
閲
す
る
政
策
は
以
上
の
諸
方
面
を
以
て
っ
き
る
。
人
口
の
分
布
と
聯

闘
を
も
っ
と
と
ろ
の
量
的
問
題
に
つ
い
て
は
註
ほ
次
に
之
を
論
じ
た
い
。

四

人
口
分
布
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
今
況
で
叫
M
I
(
ャ
心
配
円
ゆ
ぷ
る
機
命
日
九

M
V
Y

占
有
し
な
旧
っ
た
。
人
口
の
故
金
に
つ
い
て
は
、
出
来
う
る
限

り
多
く
の
人
口
を
吸
収
し
得
る
方
策
を
議
十
ぺ
き
と
と
、

そ
れ
が
震
に
は
、
積
極
的
、
消
極
的
の
各
方
面
に
亙
っ
て
、
一
二
四
の
方
針

の
る
り
得
る
こ
と
を
漣
ぺ
た
。
而
し
て
私
は
、
他
の
す
べ
て
の
方
針
の
有
意
義
で
あ
る
と
と
を
認
め
つ
つ
も
、
左
ほ
最
後
の
保
詮
と

し
て
閣
民
生
活
の
統
制
と
い
ふ
も
の
を
あ
げ
よ
う
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
人
口
政
策
の
線
量
的
方
面
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
よ
り
以
上
に

立
入
る
と
と
を
控
へ
ょ
う
。
而
し
て
、
人
口
の
分
布
に
つ
い
て
論
歩
を
進
め
よ
う
。
人
口
分
布
政
策
に
於
て
考
慮
す
べ
き
方
面
に
は

数
多
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
第
一
に
あ
げ
ら
る
ぺ
き
も
の
は
農
村
と
都
市
と
に
於
け
る
分
布
で
る
る
。
第
二
に
あ

げ
ら
る
べ
き
も
の
は
階
級
的
分
布
で
あ
る
。

人
口
総
量
の
見
地
か
ら
い
ふ
友
ら
ば
、
民
族
生
命
を
中
心
と
し
て
考
へ
た
る
揚
合
、
多
く
の
人
口
が
す
べ
て
生
活
の
安
定
を
得
る

と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
足
る
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

一
固
た
び
共
分
布
を
考
へ
で
来
る
と
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
り
と
は
い

へ
お
。

一
の
民
族
は
共
民
族
と
し
て
の
現
此
恥
か
ら
考
へ
て
、

一
定
の
人
口
的
分
布
を
必
要
と
す
る
。

私
は
今
日
本
の
人
口
の
都
合
と
農
村
と
に
於
け
る
分
布
を
考
へ
ょ
う
。
若
し
生
産
カ
の
増
加
、
園
民
所
得
の
増
進
、
従
っ
て
人
口



地
帽
貝
章
一
の
支
持
の
み
が
問
題
と
・
な
る
友
ら
ば
、
此
分
布
の
如
巻
、
ど
う
で
も
い
L
と
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
の
現
欣
に
於
て
、
か

h
h

る
生
産
力
中
心
の
方
針
が
推
し
ず
t
A

め
ら
る
る
と
、
芝
う
な
る
か
。

い
ふ
ま
?
も
な
〈
都
合
人
口
、

こ
と
に
大
都
曾
人
口
の
間
断

な
き
増
加
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
頃
か
ら
農
村
人
口
は
共
絶
封
教
の
上
に
さ
し
た
る
変
動
を
一
不
さ
な
い
。
而
し
て
そ
と
に
於
け
る
増

加
人
口
は
次
か
ら
突
へ
と
都
市
に
吸
牧
せ
ら
れ
て
来
事
ん
。
か
〈
て
年
々
六
七
十
高
か
ら
九
十
寓
以
上
に
及
ぶ
年
々
の
自
然
増
加
は
殆

ど
都
市
人
口
の
培
加
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
穴
。
最
近
に
於
け
る

h

農
村
人
口
の
針
金
人
口
比
率
は
四
六
乃
至
四
七
%
以
下
で
あ
ら
う
。

而
も
此
傾
向
に
校
任
ナ
る
限
り
、
農
村
人
口
の
比
率
は
愈
と
低
下
す
る
も
の
と
見
れ
ば
た
ら
ね
。

c
れ
に
劃
し
て
、

日
本
の
農
村
人

ロ
の
比
率
は
な
ほ
未
だ
芙
・
悌
・
湖
の
そ
れ
よ
り
も
淫
に
高
い
。

日
本
は
た
ピ
、
此
農
村
人
口
の
犠
性
に
於
て
い
は
ピ
生
産
力
の
時
加

を
汁
る
内
は
な
い
と
い
ふ
立
場
か
ら
行
く
及
ら
ば
、
資
本
主
義
化
の
工
作
が
、
そ
の
主
主
代
抽
出
展
し
て
ゆ
〈
外
は
な
い
で
あ
ら
う
。

け
れ
ど
も
、

日
本
の
民
族
に
は
そ
れ
特
有
の
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
が
有
色
人
種
の
一
に
属
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
民
族
の
前
途
別
し

て
共
闘
防
の
問
題
を
考
ふ
る
場
合
に
慎
重
な
る
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
農
村
世
丁
の
韓
位
が
以
前
上
り
も
惑
い
と
い
っ
て
も
、
都
市

の
そ
れ
に
比
す
る
と
著
し
く
高
位
に
あ
る
。
農
村
人
口
は
、
会
人
口
の
五
割
に
も
允
た
や
、
現
役
枇
了
の
教
は
七
割
を
占
め
て
ゐ
る
。

徴
兵
検
査
の
結
果
に
徴
ナ
る
に
農
村
社
了
の
甲
種
合
格
率
は
都
市
の
そ
れ
上
り
も
著
し
く
高
い
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

農
村

の
腔

I
は
兵
士
と
し
て
有
利
な
る
精
神
的
心
理
的
特
質
を
具
有
し
て
ゐ
る
、
兵
器
の
機
械
化
が
こ
れ
と
逆
の
方
向
の
議
論
宇
一
基
礎
づ

け
る
や
う
に
見
え
て
も
、

さ
う
で
は
左
い
と
い
ふ
意
見
に
、
強
味
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
加
之
、
人
口
の
動
態
は
何
物
を
暗
示
し
つ

L
あ
る
か
ロ
出
生
率
は
す
で
に
下
降
の
勢
を
示
し
つ

L
あ
る
。
日
本
の
民
族
が
い
づ
れ
は
欧
洲
の
各
民
族
と
同
巳
〈
と
の
潮
流
に
ま

き
と
ま
る
る
こ
と
の
、
結
局
は
避
け
が
た
い
運
命
で
あ
る
に
し
て
も
、
出
来
る
だ
け
遅
れ
で
か
か
る
形
勢
を
一
示
す
と
い
ふ
こ
と
が
、

人
口
政
策
に
つ
い
T

第
四
十
五
巻
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そ
の
地
4
4
を
確
立
す
る
所
以
で
あ
る
。
今
日
、
都
市
の
出
生
率
別
し
て
犬
都
市
の
そ
れ
は
格
別
に
少
い
。
従
っ
て
全
人
口
の
構
成
に

於
て
占
む
る
都
市
人
口
の
割
合
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
全
国
の
卒
均
出
生
率
の
減
少
を
見
る
は
や
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
ら
、
人
口
総
量

の
問
題
の
上
に
も
、
此
都
市
と
農
村
と
に
於
け
る
人
口
の
分
布
が
重
要
在
る
闘
係
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
の
駈
に
つ
い
て
は
こ
L

に
詳
弘
一
酬
し
ま
い
。
と
に
か
く
と
れ
ら
の
事
怖
か
ら
し
て
、
農
村
の
人
口
を
た
る
べ
く
一
定
の
比
率
に
於
て
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
で

あ
ら
う
し
、
そ
れ
が
悶
縦
で
あ
る
に
し
て
も
.
な
る
べ
く
農
村
人
口
の
数
を
高
位
に
維
持
す
る
必
裂
が
あ
る
は
や
で
る
る

F

而
も
こ

の
に
と
は
、
円
た
り
に
間
常
国
家
総
力
の
作
川
ド
ピ
説
っ
と
の
み
質
問
せ
ら
る
る
は
す

ρ

で
わ
ら
。
何
と
た
れ
ば
、

tht
設
で
の
政
策
の
方

針
は
無
意
識
的
で
は
あ
る
が
、
人
口
の
大
都
市
集
中
を
極
度
に
助
長
し
て
ゐ
る
し
、

と
れ
に
方
向
を
聴
嶋
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
後
ほ
ど

の
力
を
要
す
る
。

ま
づ
農
村
の
疲
弊
は
資
本
主
義
経
済
の
設
建
の
必
然
的
た
る
結
果
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
日
本
に
於
て
は
、
此
自
然
的
傾
向
が
入
居
刷

に
よ
っ
て
著
し
く
助
長
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
明
治
政
府
以
来
の
産
業
奨
働
政
策
は
つ
ね
に
、
農
村
の
犠
牲
に
於
て
都
市
の
商
工
業
に
府

護
を
奥
へ
た
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
加
之
、

日
本
の
枇
合
政
策
が
た
ほ
未
焚
遣
の
欣
況
に
あ
る
と
い
ふ
も
の
の
、

そ
れ
が
都
市
と
と
に

大
都
市
に
あ
っ
て
は
相
営
に
考
慮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
割
し
、
農
村
に
於
て
は
施
設
の
見
る
べ
き
も
の
が
た
い
、

と
い
っ
て
も
、
極

論
と
は
い
ひ
が
た
い
で
あ
ら
う
。
か
k

る
事
情
の
下
に
於
て
、
農
村
に
人
口
を
一
屠
多
く
引
き
と
め
よ
う
と
す
る
の
に
は
、

い
ふ
ま

で
も
た
く
、
農
村
の
牧
径
を
増
大
せ
し
む
る
外
は
な
い
。

こ
れ
に
は
最
近
ま
で
農
村
の
工
業
化
と
い
ふ
こ
と
が
最
も
遁
切
左
る
方
法

で
る
る
と
見
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
干
率
直
に
み
で
、

と
れ
は
某
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
数
某
を
も
た
ら
ず
で
あ
ら
う
か
。
農
村
に
も
ち

こ
ま
る
る
工
業
が
例
へ
ば
工
揚
の
分
散
を
意
味
す
る
が
如
き
も
の
で
る
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
口
の
吸
牧
が
容
易
に
な
る
に
し
て



も
、
農
村
と
し
て
特
色
は
失
は
れ
る
。
若
し
此
工
業
が
農
産
物
の
加
工
位
に
止
ま
る
聞
は
さ
や
う
に
多
く
の
人
口
を
吸
牧
ナ
る
徐
地

も
泣
い
。

叉
そ
の
一
定
の
地
方
に
於
け
る
確
立
の
矯
に
販
路
を
開
拓
す
る
に
し
て
も
、
国
家
権
力
の
作
用
を
借
ら
ざ
る
限
り
、
そ
れ

は
容
易
の
と
と
で
・
な
か
ら
う
と
岡
山
ふ
。
部
分
品
の
製
作
を
農
村
の
工
作
に
よ
っ
て
替
む
に
し
て
は
、
か
L
る
部
分
的
製
作
が
技
術
的

経
済
的
に
許
さ
る
る
と
と
る
の
工
業
、
従
っ
て
生
産
物
の
種
類
に
限
り
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
急
迷
左
る
賓
現
が
如
何
な
る
困
難

を
意
味
す
る
か
は
、
既
に
現
貨
の
一
不
す
と
と
ろ
で
あ
る
。
か
L
る
事
情
の
下
に
あ
っ
て
、
人
口
の
農
村
分
政
を
確
貨
に
保
諮
し
う
る

も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
な
ら
ば

一
方
に
於
て
農
村
を
庇
護
す
る
枇
合
政
策
的
施
設
で
あ
ら
う
が
、
他
方
に
於
て
は
大
都
市
へ

の
集
中
を
何
等
か
の
方
法
、
た
と
へ
ば
工
場
、
官
街
、
思
ア
校
等
の
徹
底
的
た
る
地
方
都
市
へ
の
へ
刀
欣
に
よ
っ
で
防
ぐ
と
と
?
あ
る
。

社
の
工
夫
の
詳
仰
な
る
射
に
つ
い
て
は
、
誌
に
立
入
る
ぐ
き
機
舎
一
で
は
な
い
。

五

私
は
な
ほ
人
口
の
階
級
的
分
布
に
つ
い
て
考
へ
ね
ば
た
ら
ぬ
。

と
れ
を
復
民
族
と
い
ふ
見
地
か
ら
考
へ
て
ゆ
く
と
と
、

い
ふ
ま
で

も
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
枇
合
の
階
級
的
組
織
に
つ
い
て
ど
う
い
ふ
見
方
そ
と
る
か
、
従
っ
て

E
う
い
ふ
枇
舎
に
導
い

て
ゆ
か
う
か
と
い
ふ
立
揚
に
従
っ
て
、
結
論
が
種
々
に
分
れ
て
来
る
も
の
と
忠
ふ
。
前
に
も
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
階
級
の
弁
資
へ

の
裁
然
た
る
分
化
、
劉
立
が
行
は
れ
、
そ
の
間
の
争
闘
に
よ
っ
て
来
る
べ
き
枇
舎
が
来
る
も
の
と
す
る
友
ら
ぽ
、
議
論
が
会
〈
別
と

な
る
。
た
官
民
族
の
立
揚
を
と
る
と
き
に
は
次
の
如
き
見
方
を
一
一
応
は
ゆ
る
し
で
か
L
ら
ね
ば
な
ら
白
と
思
ふ
。
第
一
に
階
級
の
懸

隔
を
出
来
る
丈
け
取
り
の
ぞ
く
と
い
ふ
と
と
が
人
口
の
数
量
的
政
策
の
上
か
ら
見
て
も
必
要
で
あ
る
。
又
園
民
の
闇
結
と
い
ふ
上
か

ら
考
へ
で
も
、

さ
う
で
占
な
く
て
は
、
針
外
的
左
る
委
建
が
困
難
と
な
ら
ぎ
る
を
得
左
い
。
第
二
、
如
何
友
る
過
渡
的
段
階
を
と
っ
て

人
口
政
策
に
つ
い
て

策
四
十
五
巻
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四

第
一
一
揖

回

考
へ
で
も
、

い
は
ピ
此
懸
隔
の
取
り
除
か
れ
ゆ
く
段
階
の
如
何
友
る
も
の
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
で
中
間
の
階
級
が
消
滅
す
る
と

い
ふ
と
と
は
、
摩
擦
を
深
刻
に
し
、
内
部
の
統
一
を
困
難
に
す
る
。
此
意
味
に
於
て
今
日
の
中
産
階
級
を
波
落
さ
せ
る
と
い
ふ
と
と

は
、
民
族
の
立
場
か
ら
見
て
さ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
民
族
内
部
に
於
け
る
各
成
員
の
階
級
的
地
位
を
近
づ

け
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
如
何
段
る
地
位
に
於
て
、
水
準
に
於
亡
近
づ
け
る
か
ピ
問
題
と
怠
る
。

と
れ
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
詳
細

に
説
明
を
加
へ
た
る
と
と
で
る
る
か
ら
こ
与
に
そ
れ
を
繰
逗
す
ま
い
。

た

r
、
此
等
の
一
一
一
鮎
の
う
ち
、
別
に
と
り
上
げ
て
人
一
柵
ユ
ょ
う
と
す
る
の
は
中
市
町
階
級
の
問
題
で
あ
る
c

川
県
津
高
官
の
地
位
の
向
上
に

つ
い
て
と
ら
る
べ
き
一
位
台
政
策
的
施
設
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
を
越
ぷ
る
だ
け
に
止
ま
る
で
あ
ら
ろ
か
ら
、

と
-
A

に
は
立
ち
入
ら

ね
。
以
上
の
理
由
か
ら
し
て
、
中
産
階
級
の
地
位
に
つ
い
て
考
慮
を
加
ふ
べ
し
と
す
る
友
ら
ぽ
、
そ
の
淡
落
し
よ
う
と
す
忍
傾
向
を

〈
ひ
と
む
る
方
針
を
と
る
外
は
た
い
。
ま
づ
農
村
に
於
け
る
此
方
針
に
つ
い
て
は
、
小
農
組
織
が
格
別
に
不
利
と
思
は
れ
ね
以
上
は

農
村
自
憶
の
立
揚
を
一
般
的
に
有
利
に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
自
作
農
を
の
波
落
か
ら
救
ふ
こ
と
が
由
来
る
は
や
で
あ
る
。
た
ピ
都

市
の
小
商
工
業
に
つ
い
て
は
問
題
が
別
と
友
る
。
都
市
に
於
け
る
小
商
業
者
の
全
人
口
に
封
す
る
比
率
が
、

日
本
に
於
て
は
割
合
に

高
い
と
い
ふ
。
と
れ
は
生
産
力
の
見
地
乃
至
配
給
組
織
の
合
理
化
と
い
ふ
見
地
か
ら
す
る
た
ら
ば
、
営
然
に
減
少
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
左

ら
ぬ
で
あ
ら
う
コ
け
れ
ど
も
人
口
吸
牧
乃
至
民
族
生
命
と
い
ふ
立
揚
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
此
高
卒
の
商
業
人
口
が
そ
の
ま
A
維
持
を
必

要
ム
」
す
る
で
あ
ら
う
し
、
そ
の
意
味
に
於
て
こ
れ
は
一
種
の
失
業
針
策
で
も
あ
り
民
族
政
策
で
も
あ
る
。
配
給
組
織
の
徹
底
的
改
善

は
此
等
の
中
産
階
級
を
無
産
者
と
た
ず
で
あ
ら
う
し
、
進
み
て
は
失
業
者
と
た
す
危
険
す
ら
も
あ
る
。
こ
れ
丈
の
小
賀
商
人
口
を
支
持

す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
国
民
全
部
が
若
干
の
割
高
の
品
物
を
買
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
.
い
は
ピ
若
干
の
負
捨
を
忍
ぶ
乙
と
に
よ
っ



で
こ
れ
ら
の
人
口
を
支
持
し
、
叉
彼
等
を
中
産
階
級
と
し
て
立
た
し
む
る
と
こ
る
の
小
資
本
を
維
持
す
る
と
と
と
も
た
つ
て
ゐ
る
。

さ
う
す
る
と
、
資
本
主
義
経
済
の
大
勢
と
こ
れ
に
針
ず
る
針
策
と
い
ふ
こ
の
方
面
の
動
き
か
ら
小
商
業
者
が
慶
迫
せ
ら
る
る
と
き
に
、

園
家
は
之
を
保
護
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
L
る
理
由
か
ら
、

百
貨
庄
の
進
出
問
題
は
利
便
、
廉
僚
と
い
ふ
が
如
き
経
済

的
視
黙
を
離
れ
て
解
決
せ
ら
る
〈
き
も
の
で
あ
る
。
李
直
に
い
へ
ば
、
百
貨
底
に
劃
す
る
針
策
に
於
て
岡
家
は
ナ
で
に
若
干
の
立
ち

選
れ
を
・
な
し
て
ゐ
る
観
が
あ
る
。
共
進
出
撰
張
に
封
し
て
十
分
の
割
抗
策
が
議
ぜ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ね
と
思
ふ
。

と
れ
と
聯
絡
を
も
っ

も
の
は
、
産
業
組
合
の
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
に
つ
い
で
も
同
様
友
る
立
場
か
ら
答
へ
た
い
と
忠
ふ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い

で
は
な
ほ
他
の
見
方
か
ら
の
修
E
を
要
ナ
る
駈
も
あ
る
か
と
忠
ふ
か
ら
、
決
定
的
怠
る
答
解
を
血
(
ふ
る
と
と
を
差
ひ
か
へ
ょ
う
。

J
Z
P一
ご
コ

j
F
K
、

J
什
一
」
剖
升
甘
い

/
d
U
てい

ι
と
と
が
ら
が
わ
〈
の
如
く
単
純
ず
は
左
い
っ

こ
れ
に
つ
い
て
は
}
方
に
次
の
や
う
危
見
方
が
あ
る
。

小
工
業
は
大
資
本
の
座
迫
の
下
に
波
落
す
る
か
に
み
え
た
が
、
必
や
し
も
さ
う
で
友
い
の
み
友
ら
守
、

日
本
の
産
業
に
於
け
る
そ
の

重
要
性
は
他
の
文
明
図
に
於
け
る
よ
り
も
活
に
高
い
。

こ
の
鞘
か
ら
い
ふ
と
、

日
本
の
中
小
工
業
は
特
別
の
強
味
を
も
ち
、
此
位
置

を
資
本
蓄
積
の
進
行
に
拘
は
ら
宇
、
維
持
し
う
る
も
の
で
あ
ら
う
o
」
こ
れ
に
謝
し
て
私
の
考
ふ
る
と
こ
ろ
は
、
突
の
如
く
で
あ
る
。

友
る
ほ
ど
、
中
小
工
業
と
し
て
殆
ど
い
つ
ま
で
も
存
捜
し
う
る
産
業
の
種
類
の
る
る
こ
と
は
争
ひ
が
た
い
。
け
れ
ど
も
さ
う
で
友
い

種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
か
う
で
あ
ら
う
。
日
本
に
於
け
る
中
小
工
業
の
強
味
と
い
ふ
も
の
の
中
に
は
、

日
本
人
特
有
の
手
先
の

器
用
さ
と
い
ふ
こ
と
の
作
用
色
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
大
憶
に
於
て
、
資
本
が
乏
し
〈
、
第
銀
の
安
い
と
い
ふ
こ
と
の

結
旧
式
で
あ
害
。

日
本
に
於
け
る
産
業
躍
進
は
結
局
、
安
本
の
蓄
積
を
進
行
せ
し
め
、

い
は
ば
此
二
の
基
礎
を
漸
次
に
と
り
除
く
で
あ

ら
う
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
大
工
業
組
織
に
よ
る
中
小
工
業
の
駆
逐
の
進
行
は
、
大
韓
に
於
て
時
の
問
題
で
あ
る
と
も
み
る
ペ
き
も
の
で
あ
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一
六

る
。
さ
う
す
る
と
、
此
問
題
に
つ
い
て
如
何
友
る
態
度
を
と
る
べ
き
で
る
ら
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
商
業
の
揚
合
と
同
一
の

佐
官
解
を
提
示
し
が
た
い
ゃ
う
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
資
源
の
乏
し
い
日
本
の
産
業
は
少
か
ら

F
る
程
度
に
於
て
外
国
貿
易
陀
依
存
す

る
の
で
あ
る
が
、
共
結
川
市
外
国
貿
易
に
於
け
る
日
本
の
地
位
と
い
ふ
と
と
を
離
れ
て
は
、

工
業
に
闘
す
る
政
策
が
考
へ
ら
れ
ね
。
結

論
。
古
い
〈
ば
か
ろ
で
あ
る
。

工
業
の
う
ち
、
直
接
に
輸
出
に
む
け
ら
る
る
生
産
物
在
生
産
す
る
か
、

叉
そ
れ
ら
の
費
用
を
決
定
す
る

と
と
る
の
生
産
財
を
作
る
と
こ
ら
の
産
業
に
あ
っ
て
は
、
資
本
ー
相
互
の
競
争
に
よ
っ
て
、
優
勝
劣
敗
の
作
用
の
進
行
す
る
忙
委
ず
る

外
は
な
い
。

比
十
以
刷
に
於
て
一
定
の

F
沙
佐
川
へ
、

小
企
主
佐
保
設
ず
る
と
い
ふ
に
し
し
は
、

生
産
物
倒
怖
の
陪
食
生
米
す
と
と
と
お

る
で
あ
ら
う
。
た
U
圏
内
消
費
に
あ
て
る
商
品
の
生
産
に
閲
し
て
は
、
小
商
業
に
謝
す
る
と
同
様
の
考
慮
が
携
は
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
ら
う
と
忠
ム
。
此
僚
件
に
遁
す
る
限
り
、
小
工
業
に
勤
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
保
護
が
加
は
る
こ
と
も
、
何
等
そ
れ
か
ら
来
る
輪
出
上

の
影
響
が
友
い
は
や
J

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
前
者
に
属
す
る
産
業
に
あ
っ
て
も
、
小
企
業
の
困
難
が
生
産
技
術
の
側
に
属
せ
や
、
む
し

ろ
金
融
や
販
寅
の
側
に
存
す
る
た
ら
ば
、
図
家
の
桜
力
は
此
困
難
の
除
却
の
震
に
働
か
ね
ば
た
ち
十
、
叉
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
小

企
業
の
凌
存
の
問
的
を
達
成
し
う
る
は
?
と
胤
は
れ
る
。

た
ピ
具
躍
的
に
一
々
の
産
業
を
と
う
て
共
何
れ
に
開
局
す
る
か
を
し
ら
ぺ
て

来
る
と
、
判
定
の
困
難
た
る
も
の
の
多
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
友
い
が
、
そ
れ
は
自
ら
本
論
の
範
囲
以
外
に
屡
し
よ
う
。

要
す
る
に
私
の
立
担
額
か
ら
す
る
と
、
人
口
政
策
は
民
族
の
た
め
の
政
策
で
る
り
、
同
時
に
主
と
し
て
位
曾
政
策
で
あ
る
。
た
巳
欧

測
流
の
佐
倉
政
策
で
は
た
く
し
て
、
根
本
の
原
理
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
、

い
ひ
得
ら
れ
よ
う
。
近
頃
よ
〈
、
金
剛
匝
的
、
又

は
全
様
相
制
的
政
策
と
い
ふ
言
葉
が
用
ひ
ら
れ
る
。
私
は
此
言
葉
を
肘
ひ
ょ
う
と
は
考
へ
た
い
が
、
多
く
の
人
L
R

が
此
言
葉
に
興
へ
て

ゐ
る
意
義
は
私
の
立
揚
に
近
い
も
の
が
る
る
。



最
後
に
ご
の
貼
を
附
記
し
て
置
か
う
。
第
一
。
人
口
政
策
は
何
よ
り
も
人
口
の
鳩
量
に
閲
す
る
政
策
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
来
る
べ
き
出
生
李
の
減
少
が
何
よ
り
も
大
た
る
問
題
と
友
る
。
政
策
の
眼
目
は
こ
L
に
置
か
れ
ね
ば
左
ら
ぬ
。

こ
れ
が
潟

に
は
、
農
村
人
口
を
る
る
高
さ
に
維
持
す
る
や
う
に
、

っ
と
む
る
事
の
必
要
で
あ
る
が
如
く
、
祉
合
政
策
的
の
施
設
が
必
要
で
あ
り
、

次
に
同
氏
の
生
活
統
制
が
必
要
で
あ
る
。
又
生
活
様
式
の
統
制
が
必
要
で
あ
る
。
生
活
水
準
の
上
昇
は
出
生
制
限
に
新
な
る
動
機
を

く
つ
り
、
個
人
主
義
的
傾
向
を
刺
激
す
る
。
別
し
て
、
日
本
が
出
生
制
限
の
傾
向
に
於
て
遅
れ
得
る
と
す
る
・
な
ら
ば
、
そ
れ
は
別
し

て
家
族
主
義
的
傾
向
の
故
で
は
な
い
か
と
忠
は
れ
る
。
慣
習
、
生
活
椋
準
、

と
れ
ら
の
も
の
と
出
生
率
減
少
の
傾
向
と
は
、
決
し
て

無
聯
絡
の
も
の
で
は
な
い
。
第
二
。
人
口
政
策
の
質
的
方
闘
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
こ
れ
が
亦
京
裂
な
る
一
却
を
形
づ
く
る
。
こ
れ

に
は
今
ま
ゼ
の
優
生
中
川
甲
山
が
日
夕
し
て
来
た
や
7

よな劣河川
4
5断
施
、
使

F

得
者
同
門
殖
よ
い
ふ
方
川
が
あ
り
(
主
と
し
て
英
閣
に
於
川
リ
サ
o
h
限
勺

又
今
の
ナ
チ
ス
の
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
血
液
政
策
が
あ
る
。

後
者
は
決
し
て
そ
の
ま
L

日
本
K
採
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
た
い

が
、
種
々
な
る
分
子
の
同
化
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
日
本
に
於
て
も
、
考
慮
せ
ら
る
べ
き
要
素
が
あ
る
。
こ
れ
は
外
地
、
植
民

地
の
人
口
事
情
を
考
ふ
る
場
合
に
別
し
て
さ
う
で
る
る
。
け
れ
ど
も
、
此
質
的
政
策
は
営
初
か
ら
考
の
外
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
て
論
や
る
と
と
に
し
よ
う
。
(
一
九
三
七
・
六
・
四
・
午
前
)
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