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み
な
さ
ん
は
じ
め
ま
し
て
。
田
所
と
申
し
ま
す
。
お
招
き
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
共
通
テ
ー
マ
「
近
代
社
会
教
育
の
実
践
と
実
態
」
の
中
で
、
私

に
は
「
日
本
に
お
け
る
社
会
教
育
史
」
と
い
う
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
が
設

定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
分
の
関
心
を
説
明
す
る
形
で
交
流
・
対
話
を
し

て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の
間
で
社
会
教
育
に
つ
い
て
ど

こ
ま
で
共
通
認
識
が
あ
る
か
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
釈
迦
に

説
法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
会
教
育
と
そ
の
歴
史
を
見
る
枠
組
み
・
見

方
も
含
め
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

私
は
学
生
時
代
に
史
学
（
日
本
近
現
代
史
）
を
学
び
ま
し
た
。
卒
業
論

文
で
は
「
都
市
民
衆
騒
擾
期
」
つ
ま
り
日
露
戦
後
の
都
市
民
衆
運
動
、
具

体
的
に
は
東
京
に
お
け
る
路
面
電
車
の
値
上
げ
反
対
運
動
（
電
車
焼
打
事

件
、
一
九
〇
六
年
）
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
大
学
卒
業
後
す
ぐ
就
職
し
ま

し
て
、
千
葉
県
野
田
市
の
公
民
館
で
社
会
教
育
主
事
と
し
て
働
き
ま
し

た
。
野
田
は
麗
澤
大
学
・
研
究
所
と
ご
近
所
で
す
ね
。

自
分
が
仕
事
と
し
て
い
る
社
会
教
育
の
歴
史
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と

思
い
ま
し
て
、
働
き
な
が
ら
研
究
を
続
け
、
夜
に
大
学
院
に
通
い
学
位
論

文
を
書
き
ま
し
た
。
修
論
で
は
、
戦
間
期
の
都
市
に
お
け
る
社
会
教
育
関

係
の
施
設
、
例
え
ば
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
、
公
会
堂
な
ど
の
研
究
、
そ
し
て
博

論
で
は
農
村
ま
で
対
象
を
広
げ
、
時
期
も
広
げ
て
ま
と
め
ま
し
た
。
数
年

前
か
ら
社
会
教
育
の
研
究
・
教
育
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
社
会
教
育
施
設

の
歴
史
研
究
を
し
て
お
り
、
今
は
い
わ
ゆ
る
「
初
期
公
民
館
」
と
呼
ば
れ

る
公
民
館
の
設
置
形
態
に
つ
い
て
、
各
県
の
図
書
館
で
史
料
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。

ま
ず
、
私
の
働
い
て
い
た
と
き
の
公
民
館
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
な

が
ら
、
社
会
教
育
活
動
の
一
端
を
見
ま
し
ょ
う
（
画
像
説
明
…
…
略
）。

日
本
に
お
け
る
社
会
教
育
史
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こ
う
し
た
地
域
住
民
の
教
育
文
化
活
動
と
と
も
に
仕
事
を
し
て
参
り
ま

し
た
。
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
ン
プ
、
登
山
、

老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
で
の
健
康
づ
く
り
、
婦
人
会
（
女
性
会
）
で
の
学
習

と
、
い
ろ
い
ろ
な
世
代
の
地
域
で
の
教
育
文
化
活
動
を
主
催
し
た
り
支
援

し
た
り
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
地
域
を
歩
い
て
マ
ッ
プ
を
つ
く
る
、
歴
史

を
学
ぶ
、
地
域
福
祉
に
つ
い
て
地
域
の
人
た
ち
と
一
緒
に
考
え
る
、
あ
る

い
は
、
映
画
会
や
趣
味
・
娯
楽
的
な
内
容
で
ま
ず
人
が
集
ま
る
機
会
を
設

け
て
、
発
展
的
に
地
域
づ
く
り
に
至
る
よ
う
ね
ら
っ
て
実
施
し
て
み
る

…
…
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
今
日
ご
報
告
の
藤
本
頼
生

先
生
に
は
公
民
館
講
座
の
講
師
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
正

規
職
員
が
一
人
の
職
場
で
し
た
が
、
職
場
や
地
域
の
方
々
と
と
も
に
毎
日

が
文
化
祭
、
体
育
祭
の
よ
う
で
し
た
。

私
が
社
会
教
育
施
設
史
研
究
に
興
味
を
持
っ
た
背
景
に
は
、
実
践
の
舞

台
で
あ
る
施
設
へ
の
関
心
や
、
公
民
館
建
て
替
え
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。

地
域
に
と
っ
て
施
設
は
ど
の
よ
う
な
意
義
や
機
能
を
持
っ
て
歩
ん
で
き
た

の
だ
ろ
う
か
、
ど
ん
な
施
設
空
間
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
身

近
な
地
域
の
教
育
機
関
と
し
て
ど
う
あ
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
、
と
い
う

問
題
意
識
が
あ
り
ま
す
。

公
民
館
は
社
会
教
育
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。「
条
例
公

民
館
」
と
い
う
言
い
方
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
公
民
館
は
全
国
で
約
一

万
四
〇
〇
〇
館
あ
り
ま
す
。
小
学
校
が
二
万
校
ぐ
ら
い
、
中
学
校
が
九
〇

〇
〇
校
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
間
の
設
置
規
模
。
し
か
し
、
自

治
体
に
よ
っ
て
公
民
館
設
置
の
有
無
は
異
な
り
ま
す
か
ら
、
い
く
ら
中
学

校
よ
り
多
い
と
は
い
っ
て
も
、
ど
の
町
で
も
自
転
車
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い

た
ら
公
民
館
に
出
会
う
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。
あ
る
人
の
人
生
・
生

活
経
験
に
よ
っ
て
、
公
民
館
を
知
っ
て
い
る
／
知
ら
な
い
は
分
か
れ
る
と

思
い
ま
す
。

中
に
は
、
小
さ
な
集
会
所
を
公
民
館
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
「
自
治
公
民
館
」
と
社
会
教
育
で
は
分
類
し
ま
す
。
公
民
館
の
分
館
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
玄
関
や
雨
戸
が
い
つ
も
閉
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
小
さ
な
集
会
所
ま
で
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
正
確
な
デ
ー
タ

は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
教
育
施
設
全
体
で
見
ま
す
と
、
文
部
科
学
省
の
「
社
会
教
育
調

査
」
の
分
類
に
よ
る
と
、
図
書
館
、
博
物
館
や
、
青
少
年
、
女
性
な
ど
の

属
性
や
目
的
別
の
施
設
、
社
会
体
育
施
設
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
九

万
施
設
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
教
育
と
い
う
観
点
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
で
す
（
な
お
、
地
域
の
集
会
施
設
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
ほ

か
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
も
あ
り
ま
す
）。

私
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
教
育
の
機
関
・
施
設
で
す
。
学

校
教
育
に
は
学
校
教
育
機
関
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
…
…
と

あ
り
ま
す
。
一
方
、
社
会
教
育
に
は
図
書
館
、
博
物
館
、
公
民
館
を
代
表

選
手
と
し
た
社
会
教
育
機
関
が
地
域
に
あ
っ
て
、「
教
育
」
と
は
子
ど
も

だ
け
が
対
象
で
は
な
い
と
い
う
教
育
観
と
制
度
が
私
た
ち
の
社
会
に
は
あ

り
ま
す
。
施
設
は
市
町
村
ご
と
に
自
治
体
が
設
置
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
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も
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
・
形
態
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

自
治
体
設
置
の
公
民
館
以
外
に
、
先
ほ
ど
の
「
自
治
公
民
館
」
が
あ

り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
教
育
機
関
の
位
置
付
け
で
建
設
さ
れ
て
い
な
い
例

が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
の
文
化
を
考
え
た
り
、
学
校
以
外
で
の
人

間
の
成
長
を
考
え
た
と
き
に
、
祭
や
太
鼓
の
練
習
な
ど
で
地
域
文
化
が
継

承
さ
れ
た
り
、
子
ど
も
が
地
域
社
会
で
育
っ
て
い
く
場
に
な
る
こ
と
も
あ

り
得
ま
す
し
、
ま
た
、
地
域
福
祉
の
拠
点
に
な
る
な
ど
、
教
育
的
な
営
み

や
地
域
づ
く
り
の
拠
点
に
も
な
っ
て
い
る
例
も
あ
り
、
地
域
の
教
育
機
能

を
持
つ
施
設
と
し
て
見
逃
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
施
設
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
例
え
ば
藤
本
先
生
の
ご
著
書
を
拝

見
し
ま
す
と
、
神
社
の
集
会
所
の
統
計
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
大
変
興
味

深
く
見
ま
し
た
。
社
会
教
育
機
能
を
主
目
的
に
設
立
し
た
も
の
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
が
地
域
に
は
あ
っ
て
、
教
育
機

能
の
有
無
、
社
会
教
育
、
地
域
文
化
、
社
会
事
業
と
ど
う
関
わ
っ
て
き
た

の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
関
心
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
社
会
教
育
機
能
を
多
か
れ
少
な
か
れ
有
す
施
設
に
関
心
を
抱

き
、
そ
の
角
度
か
ら
歴
史
を
ひ
も
と
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
社
会
教
育
と
は
、
ひ
い
て
は
教
育
と
は
、
と
い
う

視
点
を
確
認
し
な
い
と
、
調
査
研
究
が
進
み
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ず
、
教

育
と
は
何
か
と
い
う
大
き
い
問
題
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
が
ひ
と
つ
の
足
場
に
し
て
い
る
の
は
、
宮
原
誠
一
の
教
育
の
と
ら
え

方
で
す
。
社
会
と
つ
な
い
で
考
え
る
色
の
濃
い
と
ら
え
方
で
す
。
人
間
形

成
は
、
環
境
の
影
響
・
作
用
を
受
け
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
し
、

環
境
や
生
ま
れ
持
っ
た
も
の
だ
け
で
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
間

に
は
環
境
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
力
が
あ
る
。
望
ま
し
い
環
境
は
維
持

発
展
さ
せ
、
望
ま
し
く
な
い
環
境
は
遠
ざ
け
る
か
良
い
方
向
へ
変
え
て
い

く
、
と
い
う
目
的
意
識
的
な
営
み
を
す
る
力
を
人
間
は
持
っ
て
い
る
。
こ

の
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
営
み
、
努
力
を
教
育
と
い
う
の
で
あ

る
、
と
宮
原
は
言
い
ま
す
。

そ
の
際
、
こ
れ
が
望
ま
し
い
方
向
だ
、
こ
れ
が
い
い
環
境
だ
、
と
言
う

か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
立
場
や
傾
向
、
選
択
が
生
じ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ

で
教
育
観
、
社
会
観
│
│
価
値
観
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
価
値

観
の
な
い
と
こ
ろ
、
無
色
透
明
な
中
立
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
気
付
か
な
い
ぐ
ら
い
社
会
で
支
配
的
な
価
値
観
に
合
わ
せ
て

い
く
こ
と
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
現
状
維
持
的
に

な
る
で
し
ょ
う
し
、
一
方
、
今
の
環
境
や
社
会
を
変
え
て
い
く
、
と
い
う

遠
い
と
こ
ろ
に
価
値
観
を
据
え
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
社
会
教
育
で
は
ど
う
か
。
社
会
教
育
の
と
ら
え
方
は
大
変
広
く

て
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
印
象
で
す
が
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
現
実

に
も
そ
の
営
み
自
体
は
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
一
つ
は
法
律
の
と
ら
え
方
で
す
。
学
校
教
育
以
外
で
子
ど
も
か

ら
大
人
ま
で
組
織
的
に
行
わ
れ
る
教
育
活
動
を
社
会
教
育
と
い
う
│
│
こ

れ
が
社
会
教
育
法
の
説
明
で
、
学
校
以
外
の
組
織
的
教
育
活
動
は
社
会
教

育
だ
、
と
い
う
ざ
っ
く
り
し
た
領
域
的
な
と
ら
え
方
で
す
。
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つ
ぎ
に
、
環
境
・
社
会
に
対
し
て
時
に
変
革
し
て
い
く
、
時
に
維
持
し

て
い
く
、
そ
う
い
っ
た
機
能
を
教
育
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ウ
エ

イ
ト
を
置
く
社
会
教
育
の
と
ら
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
人
間
を

中
心
に
置
い
て
、
人
間
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
を
克
服
し
よ
う

と
い
う
姿
勢
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
歴
史
の
事
実
か
ら
社
会
教
育
の
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
例
え
ば
日
本
の
近
代
社
会
教
育
は
、
学
校
教
育
の
補
足
、
拡

張
、
民
衆
自
身
の
教
育
要
求
な
ど
、
学
校
教
育
と
の
関
係
で
発
達
し
て
き

た
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
大
学
の
拡
張
講
座
、
自
由
大
学
運
動
な
ど
が

歴
史
の
中
で
認
め
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
と
ら
え
方
で
い
く
つ
か
網
を
か
け
る
よ
う
に
見
て
い
く
と
、

人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
と
き
の
、
自
分
を
高
め
る
自
己
教
育
と

相
互
教
育
が
社
会
教
育
の
性
格
・
特
徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
人

ひ
と
り
が
自
己
教
育
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
に
は
社
会
性
が
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
お
互
い
に
異
な
る
意
見
／
響
き
合
う
意
見
を
交
わ
し
合
い
、
感

じ
方
を
共
鳴
さ
せ
合
う
こ
と
に
な
る
、
つ
ま
り
、
相
互
教
育
と
い
う
特
色

を
持
っ
て
い
る
。

学
校
以
外
の
社
会
で
相
互
の
教
育
文
化
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
い
ろ

い
ろ
な
考
え
方
や
感
じ
方
を
交
わ
せ
る
「
自
由
」
が
大
変
重
要
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
活
動
が
恩
恵
と
か
啓
発
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、「
権
利
」
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
、
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
ず
に
、

学
び
や
地
域
づ
く
り
の
行
為
や
現
象
だ
け
で
と
ら
え
る
と
、
社
会
教
育
を

指
す
も
の
の
範
囲
が
拡
散
し
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
見
ま
す
と
、
趣
味
で
公
民
館
に
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
公
共
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
公
的
な
保
障
を
す

る
。
図
書
館
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
み
ん
な
が
本
を
読
め
る
。
博
物
館
は

地
域
の
文
化
財
を
収
集
・
保
管
す
る
だ
け
で
は
な
く
教
育
普
及
活
動
を
行

う
。
こ
れ
ら
は
教
育
文
化
活
動
に
公
共
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て

い
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
社
会
教
育
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な

く
と
も
私
は
そ
う
い
う
問
題
意
識
、
と
ら
え
方
で
社
会
教
育
を
考
え
て
お

り
ま
す
。

で
は
、
こ
こ
を
足
場
に
し
て
日
本
社
会
教
育
史
の
図
を
ど
う
結
ん
で
い

く
と
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
大
串
隆
吉
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
と
『
日
本

社
会
教
育
史
』
を
二
〇
二
一
年
一
月
に
出
版
し
ま
し
た
（
誤
字
等
が
非
常

に
多
く
申
し
訳
な
い
で
す
）。
社
会
教
育
を
自
己
教
育
・
相
互
教
育
と
と

ら
え
た
上
で
、
そ
の
歴
史
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
社

会
教
育
の
政
策
、
行
政
、
ま
た
そ
の
行
政
が
行
う
施
策
・
教
育
活
動
│
│

い
わ
ば
「
上
か
ら
」
の
動
き
と
、
民
衆
の
自
己
教
育
運
動
│
│
い
わ
ば

「
下
か
ら
」
の
動
き
の
関
係
、
矛
盾
、
構
造
を
と
ら
え
る
視
点
を
意
識
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
を
描
写
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
て
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
深
め
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
歴
史
の
見
方
は
、
主
に
宮
原
誠
一
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
お
り
ま

す
。
宮
原
は
、
日
本
の
社
会
教
育
の
歴
史
は
「
上
か
ら
」「
下
か
ら
」
双
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方
の
要
求
が
合
流
し
て
混
じ
り
合
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
戦

前
の
日
本
社
会
教
育
を
念
頭
に
、
支
配
層
の
「
上
か
ら
」
の
政
策
と
、
民

衆
の
「
下
か
ら
」
の
自
己
教
育
運
動
、
こ
の
両
者
が
合
流
し
て
混
じ
り
合

っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
政
策
と
運
動
、
あ
る

い
は
支
配
層
と
民
衆
の
動
き
。
こ
れ
ら
の
関
係
の
上
に
は
、
厳
然
と
し
て

近
代
天
皇
制
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
社
会
教
育
行
政
を
は
じ
め
と
す
る
支

配
・
政
策
と
運
動
の
相
克
・
構
造
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

青
年
会
は
国
家
的
な
要
請
で
つ
く
ら
れ
る
が
、
若
者
た
ち
は
そ
れ
を
自
主

化
し
て
い
き
た
い
。
青
年
会
の
会
長
は
小
学
校
の
校
長
先
生
だ
。
そ
れ
を

自
分
た
ち
の
中
か
ら
選
び
た
い
│
│
そ
う
し
た
動
き
に
着
目
す
る
わ
け
で

す
。双

方
の
動
き
で
ど
ち
ら
が
大
き
い
か
と
い
う
と
、
や
は
り
支
配
層
・
政

策
側
の
い
わ
ゆ
る
「
上
か
ら
」
の
動
き
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
い
ま

す
。
碓
井
正
久
は
、
戦
前
日
本
で
は
、
官
府
的
民
衆
教
化
、
農
村
中
心
、

教
化
中
心
、
施
設
を
つ
く
ら
な
い
で
団
体
を
通
じ
て
教
化
を
進
め
て
い

く
、
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
い
ず
れ
兵
隊

や
地
域
社
会
の
中
核
と
な
っ
て
い
く
青
年
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
性

格
を
持
っ
て
い
た
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
社
会
教
育

組
織
化
の
中
心
的
な
担
い
手
に
な
り
得
ず
、
国
家
権
力
と
民
衆
と
の
社
会

教
育
を
め
ぐ
る
緊
張
は
権
力
の
強
大
さ
の
ゆ
え
解
消
し
、
絶
対
主
義
的
官

僚
が
社
会
教
育
組
織
化
の
主
導
権
を
終
始
握
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

日
本
は
何
か
と
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
や
り
ま
す
ね
。
政
策
を
官
製
運
動
、

国
民
運
動
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
政
府
は
地
方
改
良
、
民
力
涵

養
、
い
ろ
い
ろ
な
運
動
を
進
め
、
そ
こ
に
社
会
教
育
は
大
き
く
関
わ
っ
て

き
た
わ
け
で
す
。
い
ず
れ
も
天
皇
制
を
中
心
と
し
た
戦
前
日
本
の
体
制
が

危
機
に
な
っ
て
く
る
│
│
日
露
戦
後
の
農
村
の
疲
弊
、
米
騒
動
、
社
会
主

義
運
動
、
い
ろ
い
ろ
な
体
制
的
危
機
を
前
に
し
て
、
政
府
が
運
動
を
取
り

締
ま
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
体
制
の
宣
伝
を
行
い
、
国
民
を
「
思
想
善

導
」
す
る
。
あ
る
い
は
民
衆
の
心
身
の
啓
培
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
結
果
は

個
人
の
自
己
教
育
で
は
な
く
て
全
面
的
に
体
制
の
目
的
に
占
有
す
る
、
と

い
う
ス
タ
イ
ル
で
展
開
し
た
特
徴
を
、
官
府
的
民
衆
教
化
と
碓
井
は
述
べ

て
お
り
ま
す
。

私
も
こ
う
し
た
視
点
の
延
長
線
上
で
調
査
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
を
も
っ
と
立
体
的
に
で
き
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
上
か
ら
」
の
動
き
│
│
天
皇
制
の
教
学
体
制
と
し
て
近
代
教
育
制

度
を
つ
く
っ
て
い
く
も
の
の
、
貧
し
い
人
た
ち
に
は
上
級
の
学
校
に
上
ら

せ
な
い
、
教
育
制
限
を
す
る
体
制
を
つ
く
る
。「
下
か
ら
」
の
動
き
│
│

民
衆
も
、
例
え
ば
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
結
社
を

つ
く
り
、
自
由
と
は
何
か
、
権
利
と
は
何
か
、
憲
法
を
自
分
た
ち
で
つ
く

る
ほ
ど
の
学
習
運
動
を
進
め
ま
す
。
時
代
が
く
だ
り
ま
す
と
、
社
会
教
育

の
行
政
の
体
制
が
で
き
て
い
く
時
期
に
は
、
社
会
事
業
に
お
け
る
社
会
教

化
と
い
う
中
で
学
び
が
編
ま
れ
た
り
、
労
働
者
教
育
と
し
て
労
働
学
校
を

つ
く
っ
た
り
す
る
動
き
も
進
む
わ
け
で
す
。

大
山
郁
夫
は
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
民
衆
の
側
か
ら
出
た
社
会
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教
育
観
、
目
覚
め
た
る
民
衆
の
社
会
教
育
は
、
そ
の
必
要
か
ら
湧
き
出
た

も
の
で
あ
る
。
今
の
社
会
制
度
を
維
持
し
て
い
て
は
民
衆
自
身
の
生
活
上

の
向
上
が
絶
望
的
だ
と
い
う
自
覚
か
ら
生
じ
た
学
び
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
と
、
支
配
階
級
の
社
会
教
育
の
二
つ
の
社
会
教
育
観
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
一
〇
〇
年
前
の
時
点
で
も
二
つ
に
分
け
て
と
ら
え
て
お
り
ま

す
。こ

う
し
た
一
見
図
式
的
な
見
方
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
松
田
武
雄
氏
や

上
原
直
人
氏
の
研
究
で
は
、
社
会
教
育
概
念
の
成
立
や
公
民
教
育
思
想
な

ど
そ
れ
ぞ
れ
の
設
定
課
題
の
も
と
で
、
先
行
研
究
の
分
析
枠
組
み
を
批
判

的
に
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
圧
倒
的
な
国
家
の
存
在
と
、「
上
」

「
下
」
の
関
係
や
構
造
を
ど
う
考
え
る
か
。
ど
う
し
て
も
図
式
的
に
「
上

か
ら
」「
下
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
の
で
、
二
項
対
立
だ

け
が
強
調
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
し
、
実
際
の
歴

史
叙
述
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
本
当
は
こ

の
両
者
の
対
立
だ
け
に
限
ら
ぬ
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
が
大
事
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

も
う
一
度
宮
原
の
言
葉
に
立
ち
戻
っ
て
み
ま
す
と
、
両
者
の
要
求
が
合

流
し
て
混
じ
り
合
っ
て
い
る
と
言
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
二
項
対
立
、
対

立
構
造
だ
け
、
矛
盾
構
造
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
て
、
両
者
の
意
図
せ

ざ
る
合
流
、
あ
る
い
は
ズ
レ
、
響
き
合
い
、
あ
る
い
は
厳
し
い
対
立
、
協

調
、
利
用
関
係
│
│
い
ろ
い
ろ
な
関
係
の
中
で
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
都
市
民
衆
運
動
史
を
や
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
己
教
育
運
動
、
民
衆
史
の
見
方
が
基
礎

に
あ
る
の
で
す
が
、
よ
り
立
体
的
な
、
構
造
的
な
把
握
の
た
め
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
見
方
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
日
本
社
会
教
育
史
を
複
合
的
に
見
る
た
め
に
は
、
社
会
教
育
の

担
い
手
だ
け
で
な
く
、
社
会
教
育
の
領
域
に
つ
い
て
の
分
析
視
角
も
問
わ

れ
ま
す
。
社
会
教
育
は
、
近
代
学
校
教
育
制
度
の
発
展
の
中
で
進
ん
で
き

た
と
い
う
歴
史
を
有
す
る
と
と
も
に
、
社
会
事
業
の
中
の
教
育
的
な
側
面

（
社
会
教
化
）
と
の
重
な
り
合
い
や
違
い
も
持
っ
て
進
ん
で
き
ま
し
た
。

両
者
の
関
係
か
ら
と
ら
え
る
必
要
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
神
社
と
社
会
事

業
と
い
っ
た
枠
組
み
も
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
的
な
感
覚
で
言

い
ま
す
と
、
教
育
福
祉
論
と
い
う
と
ら
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
の
目
で
歴
史

を
見
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
宗
教
と
い
う
要
素
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
宗
教
的
情
操
と
か

宗
教
を
教
育
で
ど
う
扱
う
か
が
長
年
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の

宗
教
的
情
操
も
戦
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
を
学
校
教
育
以

外
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
。
地
域
社
会
な
ど
に
お
い
て
は
宗
教
団
体
の

活
動
に
よ
る
教
化
に
待
つ
、
学
校
は
一
切
駄
目
、
中
立
普
遍
だ
│
│
と
い

う
わ
け
で
す
が
、
学
校
教
育
以
外
の
社
会
教
育
と
広
く
と
ら
え
た
と
き

に
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
く
の
か
。
そ
れ
は
戦
後
の
宗
教
の
取
り

扱
い
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
│
│
と
見
て
い
く
と
、
宗
教
に

よ
る
影
響
と
教
化
の
問
題
と
、
近
代
的
市
民
と
を
志
向
す
る
人
間
形
成
の

教
育
の
研
究
視
角
は
ど
う
関
わ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
、
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社
会
教
育
の
歴
史
像
を
豊
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観

点
は
、
特
定
の
宗
教
の
支
持
等
を
禁
じ
た
公
民
館
が
職
場
だ
っ
た
私
に
と

っ
て
は
、
今
ま
で
据
え
に
く
か
っ
た
も
の
で
す
。

ほ
か
に
も
、
現
代
的
課
題
意
識
や
社
会
教
育
現
場
実
践
の
問
題
意
識
か

ら
見
れ
ば
、
地
域
づ
く
り
、
公
衆
衛
生
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
メ
デ
ィ
ア
、
文

化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
コ
ロ

ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
形
態
・
手
段
の
社
会
教
育
が
出
て
き
ま
し
た
。
人
と

人
が
リ
モ
ー
ト
で
は
な
く
、
対
面
で
集
合
す
る
、
膝
突
き
合
わ
せ
て
交
流

し
、
組
織
化
し
て
い
く
こ
と
を
原
理
的
・
歴
史
的
に
考
察
し
た
い
。
社
会

教
育
に
お
け
る
直
接
対
面
の
集
合
・
集
会
や
交
流
の
意
義
│
│
形
態
・
手

段
と
し
て
の
相
互
教
育
を
、
歴
史
的
に
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
地
域
の
疲
弊
打
開
の
た
め
の
「
地
域
づ
く
り
」
が
、
社
会
的

要
請
、
政
策
的
要
請
で
取
り
組
ま
れ
る
際
、
社
会
教
育
は
地
方
改
良
運
動

以
来
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を

ど
う
と
ら
え
る
か
。

私
自
身
は
社
会
教
育
施
設
史
に
取
り
組
み
、
近
代
日
本
に
お
け
る
地
域

で
の
営
造
物
施
設
を
対
象
に
、
力
不
足
で
浅
い
認
識
の
「
上
」「
下
」
と

「
都
市
」「
農
村
」
と
い
う
軸
で
概
観
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

枠
組
み
を
複
合
的
に
し
て
も
、
対
象
の
幅
を
広
げ
て
も
、
い
ず
れ
に
し
ま

し
て
も
「
社
会
教
育
と
は
何
か
」
と
い
う
位
置
付
け
、
現
代
の
課
題
意
識

が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
み
な
さ
ん
の
ご
報
告
や
研
究
交

流
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
意
識
、
研
究
視
座
や
、
宗
教
、
福
祉
、
文
化
な

ど
そ
の
他
の
観
点
を
知
り
、
構
造
的
・
立
体
的
に
見
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ

た
ら
と
思
い
ま
す
。

大
変
雑
駁
に
な
り
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




