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今
年
の
一
月
十
五
日
の
成
人
の
日
に
大
人
に
な
っ

た
ば
か
り
の
人
の
祝
い
の
会
が
各
地
で
開
か
れ
て
、
私

も
招
か
れ
二
、
三
ヵ
所
行
っ
て
み
ま
し
た
。
青
年
に
な

っ
た
諸
君
と
い
ろ
い
ろ
と
話
し
あ
っ
て
み
た
が
、
こ
れ

ら
の
人
達
が
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
云
う
こ
と
は
、「
ど

う
も
現
在
は
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。
だ
か

ら
自
分
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
か
ら
に
は
将
来
の
日

本
を
、
二
と
二
を
合
わ
せ
る
と
四
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
ピ
ッ
タ
リ
と
理
屈
で
割
り
切
っ
た
よ
う
な
日
本
に

す
る
の
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
見
が
非
常
に
多
か
っ

た
。
私
も
今
の
日
本
の
社
会
は
矛
盾
に
満
ち
て
い
て
、

理
屈
に
あ
わ
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
こ
と
は
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。 

  

か
ね
が
ね
こ
れ
を
痛
感
し
て
、
矛
盾
に
対
し
て
は
こ

れ
を
解
き
明
す
と
い
う
微
力
を
つ
く
し
て
い
る
つ
も

り
な
の
で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
総
て
の
物
を
、
理

屈
だ
け
で
割
り
切
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
る
か
否
か
、

よ
し
ん
ば
出
来
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
幸

福
に
し
得
る
か
と
い
え
ば
、
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
大

体
人
間
の
心
と
い
う
も
の
は
、
智
の
働
き
と
、
情
の
働

き
と
、
そ
れ
か
ら
意
の
働
き
、
即
ち
、「
智
・
情
・
意
」

と
い
う
三
つ
の
働
き
が
人
間
の
心
の
働
き
と
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
は
新
し
い
心
理
学

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
話
し
を
す
る
に
は
こ
の
よ
う

な
分
け
方
を
し
た
ほ
う
が
便
利
で
あ
る
の
で
、
そ
の
便

利
に
し
た
が
っ
て
分
け
て
見
た
わ
け
で
あ
る
。 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月 

ご
講
演 

「
世
界
情
勢
と
知
識
階
級
」 

評
論
家   

阿
部
真
之
助
先
生

 

こ
の
三
つ
の
心
の
働
き
と
い
う
も
の
が
、
ど
れ
が
尊

い
と
か
、
ど
れ
が
卑
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ

の
三
つ
の
働
き
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
間
の
心
の
働

き
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ど
れ
が
主
人
公
で
、
ど
れ
が

下
僕
に
な
る
と
い
う
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
お

わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
総
て
を
理
屈
で
割
り
切
る
と
い
う
こ
と

は
、
知
識
の
働
き
を
主
人
公
に
し
て
、
情
、
意
の
働
き

を
そ
の
下
僕
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と

は
私
た
ち
の
心
の
生
活
を
幸
福
に
す
る
も
の
で
は
な

い
。
実
際
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
か
え
り
み
て
も
、

朝
か
ら
晩
ま
で
、
理
屈
ば
か
り
考
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。 

 

大
抵
は
、
理
屈
を
考
え
ず
に
情
の
お
も
む
く
ま
ま
、

自
分
の
意
欲
の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
動
し
て
い
る
。
私

達
は
理
屈
を
考
え
る
時
は
な
に
か
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
こ

れ
は
ど
う
な
る
か
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

理
屈
を
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
理
屈
を
先
に
立

て
て
、
理
屈
で
割
り
切
っ
て
行
動
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。 

 

よ
く
吾
々
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
話
し
あ
う
こ
と

が
あ
る
。
理
屈
は
成
程
そ
の
通
り
で
す
が
、
自
分
の
心

持
ち
が
そ
の
理
屈
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
。
理
屈
通
り

に
自
分
個
人
の
生
活
を
社
会
生
活
に
お
し
あ
て
る
と

大
変
な
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
理
屈
は
間
違
い
な
い
と

考
え
て
、
そ
れ
を
他
人
に
お
し
つ
け
る
と
大
変
な
摩
擦

が
お
き
る
の
で
あ
る
。 

 

一
昨
年
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
近
所
の
高
等
学
校
の

生
徒
に
招
か
れ
て
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
話
が
す
ん

だ
あ
と
で
、
お
茶
を
呑
み
な
が
ら
、
生
徒
諸
君
と
話
し

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
一
人
の
生
徒
さ
ん
が
突

然
、「
先
生
、
人
間
と
い
う
も
の
は
何
の
目
的
で
生
き

て
い
る
の
で
す
か
、
目
的
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
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が
あ
っ
た
。
実
は
私
は
ギ
ク
ッ
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
の
は
私
も
こ
の
生
徒
と
同
じ
年
代
の
時
、
同
じ

よ
う
な
疑
問
に
と
り
つ
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に

お
ら
れ
る
諸
君
は
御
存
知
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

明
治
の
終
り
か
ら
大
正
の
始
め
に
か
け
て
大
変
問
題

に
な
っ
た
、
第
一
高
等
学
校
の
生
徒
に
藤
村
操
と
い
う

青
年
が
い
た
。
こ
の
青
年
は
人
生
と
い
う
も
の
に
疑
問

を
も
っ
て
、
こ
れ
が
解
決
出
来
ず
、
華
厳
の
滝
に
飛
び

込
ん
で
自
殺
し
た
。
そ
の
こ
と
が
非
常
に
世
間
を
衝
動

さ
せ
た
。
当
時
の
青
年
が
思
想
的
な
課
題
と
し
た
の
は
、

人
生
と
は
何
か
、
人
間
は
な
ん
の
為
に
生
き
て
い
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
は
神
様
で

な
け
れ
ば
解
け
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
人
間
の
目
的
、

人
間
の
生
き
る
こ
と
の
意
義
が
解
っ
て
い
れ
ば
、
あ
ら

ゆ
る
問
題
が
簡
単
に
解
決
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

問
題
は
そ
う
簡
単
に
解
決
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

そ
の
同
じ
疑
問
を
こ
の
高
等
学
校
の
生
徒
に
な
げ

か
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、
私
は
こ
れ
に
答
え
る
す
べ
を

知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
、
つ

ま
り
解
決
の
な
い
数
学
の
問
題
に
取
り
く
む
の
と
同

じ
で
、
計
算
を
何
年
く
り
か
え
し
た
所
で
つ
ま
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
無
駄
な
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
一
度
は
誰

れ
で
も
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。 

 

そ
れ
は
、
第
一
義
的
な
人
生
問
題
に
つ
い
て
解
決
は

出
来
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
義
的
な
そ
う
い
う
立
場

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
見
方
、
考
え
方
を
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
お
け
な
い
問
題
で
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
神
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
い

う
絶
対
者
の
目
か
ら
見
れ
ば
解
っ
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仲
間
同
志
で
論
議
し
あ

っ
て
見
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

場
合
、
自
分
の
考
え
方
を
絶
対
と
せ
ず
、
相
手
方
の
立

場
を
考
え
る
だ
け
の
寛
容
な
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
い

つ
も
そ
こ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
主
主

義
的
な
態
度
の
要
点
に
な
る
だ
ろ
う
。
民
主
主
義
と
い

う
も
の
の
一
つ
の
政
治
の
形
態
は
、
国
会
で
話
し
あ
い

を
つ
け
て
、
色
々
な
問
題
を
決
め
る
と
い
う
建
前
で
あ

る
。
だ
か
ら
考
え
方
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の

政
党
が
生
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
今
、
二
大
政
党
に

な
っ
た
方
が
良
い
だ
と
か
、
悪
い
だ
と
か
の
議
論
が
さ

か
ん
だ
が
、
し
か
し
政
治
の
わ
か
ら
な
い
者
に
は
五
大

政
党
で
あ
ろ
う
と
、
六
大
政
党
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
い
く
つ
政
党
が
あ
る
か
わ
か

ら
な
い
国
も
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
も
し

も
、
一
つ
の
政
党
が
絶
対
的
な
立
場
を
取
っ
て
、
お
れ

の
考
え
方
が
絶
対
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ

れ
に
反
対
す
る
党
が
絶
対
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
れ
の
存
在
を
認
め
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ツ
ブ
ツ
い
う
奴

は
殺
し
て
し
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

今
日
、
一
国
一
党
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
の
は
共

産
主
義
国
以
外
は
今
の
と
こ
ろ
は
な
い
。
日
本
に
お
い

て
も
、
共
産
主
義
者
は
そ
う
で
す
が
、
彼
等
は
自
分
達

の
理
論
の
絶
対
性
を
ふ
り
ま
わ
し
、
俺
達
の
考
え
は
絶

対
的
で
間
違
は
な
い
、
絶
対
的
に
正
し
い
と
広
言
し
て

き
た
こ
れ
等
の
人
達
は
、
人
生
問
題
と
い
う
も
の
に
対

し
て
考
え
た
り
悩
ん
だ
事
の
な
い
人
達
で
あ
ろ
う
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
等
の
国
々
で
は

指
導
者
的
な
立
場
、
例
え
ば
ス
タ
ー
リ
ン
に
は
誤
り
は

な
い
と
い
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
生
き

て
い
る
時
は
神
様
に
奉
る
以
上
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

形
容
を
つ
け
て
こ
れ
を
褒
め
た
た
え
た
。
と
こ
ろ
が
ス

タ
ー
リ
ン
が
死
ぬ
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
間
違
い
だ
ら
け

で
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
ひ
ど
い
奴
だ
、
人
に
話
せ
な
い
よ

う
な
ひ
ど
い
こ
と
を
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
自
分
達
は
絶
対
信
じ
て
間
違
い
が
な
い
と
い

っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
口
の
下
か
ら
間
違
い
だ
ら
け
だ

と
は
、
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
全
く
矛
盾
も
は
な
は
だ

し
い
。 

 

民
主
主
義
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
は
、
相
手
方
の
立

場
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
民
主

主
義
と
い
う
も
の
は
「
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
く
っ
つ

い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
学
問
上
の
ひ
と
つ
の
プ
リ
ン

シ
プ
ル
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す

が
、
私
自
身
は
そ
う
で
は
な
い
。
訳
し
方
が
悪
い
と
思

う
が
「
主
義
」
と
訳
し
た
の
は
、
私
共
に
い
わ
せ
れ
ば
、

自
分
が
自
由
で
あ
る
か
ら
他
人
の
自
由
も
認
め
よ
う

で
は
な
い
か
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ザ
イ
ン

（Sein

）
の
問
題
で
な
く
、
ゾ
ル
レ
ン
（Sollen

）
の

問
題
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
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そ
れ
は
一
つ
の
態
度
で
あ
る
。
哲
学
的
の
プ
リ
ン
シ
プ

ル
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
価
値
が
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
い
う
こ
と
は
た
だ
学
校
の
講
座
に
お
い
て
、
理

屈
を
云
っ
た
だ
け
で
は
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
生

活
と
い
う
実
際
が
伴
わ
な
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
意
味

が
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
日
本
で
は
、
今
か
ら
十
二
年
前
の
八
月
十

五
日
以
後
、
戦
勝
国
か
ら
与
え
ら
れ
強
制
さ
れ
た
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
、
自
分
達
が
作
り
だ
し
た
と
い
っ
た
よ
う

な
顔
つ
き
で
民
主
主
義
者
に
な
っ
て
い
る
。
八
月
十
四

日
以
前
は
、
総
て
は
絶
対
主
義
的
な
顔
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
を
見
る
と
数
百
年

の
時
日
を
経
過
し
、
体
験
に
体
験
を
つ
ん
で
作
り
だ
し
、

そ
れ
が
生
活
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
の
様
子
を
見
る
と
わ
か

る
の
で
あ
る
が
、
あ
の
人
達
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
屈

な
ん
か
い
わ
な
い
。
又
、
聞
い
て
も
知
ら
な
い
者
が
多

い
。
し
か
し
、
あ
の
人
達
の
態
度
の
中
に
は
自
ず
か
ら

民
主
主
義
的
な
も
の
が
滲
み
込
ん
で
い
る
か
ら
、
自
然

に
行
動
が
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
よ

そ
日
本
人
く
ら
い
、
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
を
使
う
国

民
は
な
い
。
理
屈
ば
か
り
云
っ
て
い
る
。
明
け
て
も
暮

れ
て
も
民
主
主
義
、
民
主
主
義
と
い
い
、
民
主
主
義
の

実
体
も
知
ら
ず
、
ま
た
実
行
が
な
い
の
で
あ
る
。
進
歩

主
義
者
を
取
り
あ
げ
て
見
る
と
そ
れ
が
一
番
多
く
、
理

屈
ば
か
り
を
い
っ
て
い
る
。 

 

私
は
終
戦
直
後
、
田
舎
へ
疎
開
し
て
、
細
々
と
喰
う

や
喰
わ
ず
の
生
活
を
し
て
生
き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
す
ぐ
、
世
の
中
が
民
主
主
義
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
村
の
人
達
が
急
に
私
の
所
へ
来
て
民
主

主
義
を
教
え
て
く
れ
と
云
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
予
備

知
識
が
全
然
な
い
。
色
々
話
し
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、

こ
う
い
う
定
義
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
と
は

学
校
や
寺
の
桜
の
木
を
折
ら
ざ
る
事
な
り
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
定
義
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

昨
年
、
山
口
県
の
山
奥
の
村
長
が
私
の
と
こ
ろ
へ
来

て
、
近
頃
、
村
の
青
年
が
民
主
主
義
の
理
屈
を
言
い
だ

し
て
と
て
も
太
刀
打
が
で
き
な
い
。
今
日
は
ひ
と
つ
民

主
主
義
の
さ
わ
り
だ
け
で
も
よ
い
か
ら
聞
か
し
て
く

れ
と
い
っ
て
来
た
の
で
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
村
人
達

と
話
し
あ
っ
た
ら
、
民
主
主
義
の
定
義
と
は
桜
の
木
を

折
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
し
を
し
た
と
こ

ろ
、
村
長
は
胸
を
た
た
い
て
解
っ
た
と
い
っ
て
帰
っ
て

い
っ
た
。
そ
ん
な
事
で
解
る
と
思
い
ま
せ
ん
が
、
と
に

か
く
主
義
者
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
短
時
間
で
な
れ
る

が
、
こ
れ
を
体
得
し
よ
う
と
思
え
ば
非
常
に
困
難
で
あ

る
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
人
を
指
し
て
十
二
歳
と
云

っ
た
け
れ
ど
も
、
私
に
云
わ
す
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は

日
本
を
褒
め
す
ぎ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
園
の
桜
の

花
を
折
る
と
云
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
は
、
幼
稚
園
の
生
徒
が
す
る
こ
と
だ
。
い
や
幼
稚

園
の
生
徒
す
ら
や
ら
な
い
。
五
つ
六
つ
は
話
し
が
わ
か

る
が
十
二
で
は
ほ
め
す
ぎ
だ
。
今
年
は
日
本
が
民
主
主

義
国
に
な
っ
て
丁
度
十
二
年
、
理
屈
は
博
士
み
た
い
に

達
者
に
な
っ
て
来
た
が
、
行
動
た
る
や
幼
稚
園
の
生
徒

よ
り
だ
ら
し
な
い
。
本
当
に
民
主
化
す
る
に
は
、
吾
々

は
幼
稚
園
か
ら
実
行
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
て
行
く
べ

き
で
あ
る
。
理
屈
か
ら
は
民
主
社
会
は
生
れ
て
こ
な
い
。

結
局
は
吾
々
の
一
人
一
人
が
こ
の
国
を
支
配
す
る
と

い
う
自
覚
で
あ
ろ
う
。
こ
の
国
を
支
配
す
る
権
利
が
あ

る
と
云
う
こ
と
は
、
同
時
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
民
衆
が
国
の
問
題
を
理
解
し
、
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
慧
明
さ
と
熱
情
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

 

民
衆
が
国
の
こ
と
を
考
え
ず
に
自
分
の
こ
と
ば
か

り
考
え
て
お
れ
ば
、
国
は
亡
び
る
よ
り
仕
方
が
な
い
の

で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
米
の
値
上
げ
の
問
題
で
あ
る
が
、
百
姓
は

百
姓
で
米
の
価
格
を
も
っ
と
あ
げ
ろ
と
い
い
、
一
方
こ

れ
に
反
対
す
る
も
の
は
安
く
し
ろ
と
い
う
。
一
体
何
を

標
準
に
し
て
高
い
、
安
い
と
い
う
の
か
。
も
っ
と
国
の

立
場
に
立
っ
て
、
一
体
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
云
う
提

案
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う

提
案
は
一
向
出
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
中
心
に

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と

主
権
者
と
し
て
の
立
場
で
も
の
を
考
え
て
も
ら
い
た

い
。
労
働
問
題
に
於
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

 

日
本
で
は
資
本
家
と
労
働
者
が
殺
し
合
い
を
し
て
、

や
れ
ス
ト
ラ
イ
キ
だ
と
か
何
ん
と
か
と
い
っ
て
、
の
べ

つ
ま
く
な
し
に
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
国
が
興
る
は
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 和 敬 塾 五 十 年 の 歩 み と こ れ か ら  

ず
が
な
い
。
も
っ
と
ド
イ
ツ
を
見
習
う
べ
き
で
あ
る
。

日
本
が
戦
勝
国
と
同
じ
生
活
を
や
り
、
同
じ
労
働
を
や

っ
て
、
九
千
万
の
人
が
生
き
て
い
け
る
か
い
け
な
い
か
、

た
い
へ
ん
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
真
面
目
に
考
え
て

い
る
人
は
極
め
て
少
な
い
。
す
べ
て
悪
い
こ
と
が
あ
る

と
、
政
治
家
が
悪
い
、
あ
れ
が
悪
い
こ
れ
が
悪
い
と
い

っ
て
、
責
任
を
他
人
に
な
す
り
つ
け
て
、
自
分
だ
け
は

権
利
を
主
張
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
最
近
の
汚
職

事
件
で
も
、
政
治
家
に
対
し
強
い
非
難
の
声
が
あ
る
が
、

政
治
家
は
も
ち
ろ
ん
悪
い
。
し
か
し
、
主
権
者
も
あ
ま

り
だ
ら
し
な
さ
す
ぎ
る
と
云
い
た
い
。
日
本
人
は
理
論

は
と
も
か
く
と
し
て
、
民
主
主
義
の
実
行
を
考
え
て
い

な
い
。
問
題
は
そ
こ
か
ら
始
っ
て
い
る
と
思
う
。
も
っ

と
、
自
国
を
自
分
で
支
配
し
て
い
る
主
権
者
で
あ
る
と

い
う
自
覚
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。 

 

世
界
は
転
換
し
て
い
る
。
科
学
は
非
常
な
勢
い
で
発

達
し
て
い
る
。
科
学
の
発
達
で
、
国
境
の
障
害
は
な
く

な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
転
換
期
を
実
際
に
そ
の

目
で
見
、
こ
れ
に
参
画
し
う
る
と
い
う
、
君
達
ほ
ど
幸

福
な
学
生
は
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
大
い
に

頑
張
っ
て
も
ら
い
た
い
。 

（
文
責
在
記
者
） 

※
当
Ｄ
Ｖ
Ｄ
収
録
の
ご
講
演
録
に
は
、
現
在
で
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
講
演
時
の
時
代
背
景
等
を
尊
重
し
、

当
時
の
ま
ま
と
い
た
し
ま
し
た
。 
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