
和  敬  塾  講  演  会  ラ  イ  ブ  ラ  リ  ー  
 

1 
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
（
塾
生
「
お
は
よ
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
返
事
）
。
ご
来
賓
の
皆
様
、
本
日

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
入
塾
生
の
諸

君
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
「
和
敬
塾
、
こ

れ
か
ら
の
五
十
年
」
と
い
う
題
で
お
話
し
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
五
十
年
の

前
に
、
ま
ず
和
敬
塾
が
ど
う
い
う
経
緯
で
設
立
さ

れ
た
か
と
い
う
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

和
敬
塾
の
趣
旨
に
「
共
同
生
活
を
通
し
た
人
間

形
成
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
言
に
は

由
来
が
ご
ざ
い
ま
す
。
昭
和
二
十
年
代
後
半
、
当

時
の
和
敬
塾
創
立
メ
ン
バ
ー
は
当
時
の
日
本
の

現
状
を
非
常
に
憂
慮
し
て
「
共
同
生
活
を
通
し
た

人
間
形
成
」
と
い
う
こ
と
を
目
指
そ
う
と
し
た
。

こ
れ
は
何
を
い
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
「
共
同

体
を
も
う
一
回
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
和
敬
塾
創
立
メ
ン
バ
ー
は
共

同
体
が
壊
れ
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
わ

け
で
す
。
ど
う
し
て
共
同
体
が
壊
れ
た
か
と
い
い

ま
す
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日
本
の
共

同
体
を
つ
ぶ
す
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
政
策
を
行

っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

 

な
ぜ
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
の
共
同
体
を
つ

ぶ
そ
う
と
し
た
の
か
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
の

共
同
体
に
さ
ん
ざ
ん
苦
し
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

沖
縄
の
戦
い
で
は
米
軍
も
多
く
の
死
傷
者
を
出

し
ま
し
た
。
硫
黄
島
の
戦
い
で
は
日
本
軍
を
上
回

る
損
害
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
硫
黄
島
の
よ

う
な
こ
と
が
も
う
一
回
あ
っ
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
は

戦
争
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
硫
黄
島
の
戦
い
だ
け
で

イ
ラ
ク
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
何
倍
も
の
損
害
を

出
し
ま
し
た
か
ら
。
そ
の
ぐ
ら
い
追
い
つ
め
ら
れ

た
わ
け
で
す
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
し
て
み
れ
ば
、

数
年
間
の
エ
ン
バ
ル
ゴ
（O

il
E
m
b
a
r
g
o

石
油
禁
輸

※
註
）
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
日
本
が
、
そ
ん

な
に
も
つ
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
も
っ
た
ん
だ
ろ
う

か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
秘
密
が
日
本
の
共

同
体
の
強
さ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
は
、
共
同
体
を
い
か
に
つ
ぶ
す
か
と
い
う

こ
と
を
政
策
の
第
一
義
に
掲
げ
た
わ
け
で
す
。 

そ
の
た
め
に
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
ま

ず
ひ
と
つ
は
家
族
制
度
を
つ
ぶ
し
ま
し
た
。
家
族

制
度
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
変

え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
の
核
家
族
の
問
題

は
そ
の
結
果
で
あ
り
ま
す
。 

も
う
ひ
と
つ
は
学
校
教
育
を
徹
底
的
に
つ
ぶ

し
ま
し
た
。
当
時
の
旧
制
高
校
を
全
部
廃
止
し
た

ん
で
す
ね
。
旧
制
高
校
で
は
実
学
の
勉
強
は
一
切

し
な
い
の
で
す
。
経
済
も
工
学
も
技
術
も
勉
強
し

な
い
。
三
年
間
た
だ
寮
生
活
す
る
。
寮
生
活
の
中

で
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
育
っ
て
い
っ
た
事
実
が

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
第
一
高
等
学

校
で
は
、
寮
の
中
で
不
始
末
が
あ
る
と
寮
長
が
寮

生
を
退
寮
に
す
る
。
退
寮
に
な
っ
た
か
ら
、
学
校

は
退
学
を
命
ず
る
。
そ
の
ぐ
ら
い
寮
生
活
と
い
う

の
は
重
み
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
共
同
生
活

を
通
し
て
人
間
を
つ
く
っ
て
い
く
ん
だ
、
こ
こ
か

ら
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
出
て
い
く
ん
だ
、
そ
う
い

う
感
じ
を
強
く
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。 

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
日
本
の
産
業
を
つ
ぶ

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
労
働
組
合
を
徹
底
的
に
バ
ッ

平
成
二
十
四
年
四
月
八
日 
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念
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「
和
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―
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ク
ア
ッ
プ
し
た
。
当
時
、
大
き
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が

何
回
も
起
き
て
、
日
本
の
経
済
を
脅
か
し
た
。
こ

の
三
つ
が
、
日
本
の
共
同
体
を
つ
ぶ
す
た
め
に
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
が
や
っ
た
、
実
際
の
政
策
で
あ
り
ま

し
た
。 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
以
後
、
実
学
の
勉
強
は
せ
ず
に

哲
学
と
か
宗
教
と
か
文
学
だ
け
や
っ
て
三
年
間

を
過
ご
す
と
い
う
教
育
は
、
日
本
の
中
に
一
切
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
憂
慮
し
て
で

き
あ
が
っ
た
の
が
和
敬
塾
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
和
敬
塾
の
「
共
同
生
活
を
通
し
た
人
間
形

成
」
に
近
い
の
は
日
本
の
旧
制
高
校
の
生
活
で
す
。

実
は
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
日
本
型
の

教
育
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
ね
。
和
敬
塾
は
こ
れ
を

も
う
い
ち
ど
元
に
戻
そ
う
と
い
う
趣
旨
な
ん
で

す
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
五
十
年
間
で
き
ち
っ

と
元
に
戻
っ
た
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
つ
い
で
に

申
し
ま
す
と
、
労
働
組
合
に
関
し
て
、
春
闘
と
い

う
も
の
が
終
わ
っ
た
の
は
い
つ
頃
だ
っ
た
で
し

ょ
う
か
。
も
う
だ
い
ぶ
前
で
す
ね
。
す
っ
か
り
終

焉
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
日
教
組
も
最
近
は
ほ

と
ん
ど
壊
滅
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
、

日
本
の
社
会
が
正
常
な
方
向
に
戻
っ
て
き
た
、
伝

統
の
日
本
の
文
化
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
は
お
そ
ら
く
家

庭
生
活
が
一
番
の
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

最
近
は
家
族
の
絆
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
も
う
い
ち
ど

大
き
な
見
直
し
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
あ
と
は
民
主
教
育
の
問
題
で
す
ね
。
民
主
教

育
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
も
た
ら
し
た
害
悪
の
中

で
最
大
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
こ
ま
で
お
話
し
し
た
と
お
り
、
日
本
の
教
育

を
も
う
一
度
き
ち
っ
と
日
本
の
文
化
に
根
差
し

た
も
の
に
戻
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
和
敬

塾
の
基
盤
に
あ
る
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
、
「
共
同
生
活
を
通
し
た
人
間
形
成
」
と
い
う

の
は
、
人
が
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

学
校
で
習
う
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。
ひ
と
つ
の

共
同
体
を
つ
く
っ
て
い
く
段
階
に
お
い
て
、
共
同

体
の
中
に
い
る
個
が
自
分
た
ち
の
共
同
生
活
を

通
し
て
学
ん
で
い
く
と
い
う
過
程
な
ん
で
す
ね
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
非
常
に
時
間
が
か
か
る
わ

け
で
す
。
と
同
時
に
、
共
同
体
を
通
し
て
共
同
体

を
深
く
知
る
、
己
を
知
る
、
人
を
知
る
。
こ
れ
が

日
本
の
旧
制
高
校
の
教
育
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
も
の
は
一
切
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
和
敬
塾
も

そ
う
い
う
考
え
か
ら
、
共
同
体
を
通
し
て
己
を
知

ろ
う
、
人
を
知
ろ
う
、
社
会
を
知
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
五
十
年
間
つ
づ
け
て
き
た
。
最
近
、
和
敬
塾

は
日
本
の
社
会
の
中
で
見
直
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

大
き
な
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ

と
は
、
日
本
の
教
育
界
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と

だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
は
伝
統
的
な
文
化
に
帰
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
文
化
を

日
本
に
押
し
つ
け
て
、
日
本
の
文
化
を
破
壊
し
よ

う
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
六
十
年
間
た
つ

と
普
通
の
国
な
ら
ば
も
の
の
見
事
に
破
壊
さ
れ

つ
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場

合
は
六
十
年
た
っ
て
元
に
戻
っ
て
き
た
。
日
本
は

文
化
の
復
元
力
が
非
常
に
強
い
国
だ
と
い
え
る

と
思
い
ま
す
。
他
の
植
民
地
は
ほ
と
ん
ど
メ
タ
メ

タ
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ

が
、
日
本
の
文
化
が
非
常
に
深
く
、
広
く
、
大
き

な
も
の
で
あ
り
、
六
十
年
間
に
わ
た
っ
て
表
面
を

荒
ら
さ
れ
た
程
度
で
は
左
右
さ
れ
な
い
、
根
の
深

い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
あ
ら
わ

れ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

さ
て
、
そ
の
中
で
い
っ
た
い
こ
れ
か
ら
の
五
十

年
間
、
何
を
し
て
い
く
か
。
そ
う
考
え
て
み
ま
す

と
、
世
界
は
今
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す

ね
。
世
界
は
ア
メ
リ
カ
型
の
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ス
テ

ム
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

を
破
壊
さ
れ
つ
く
し
た
と
い
う
印
象
を
私
は
持

っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
文
化

を
持
ち
こ
ま
れ
て
も
メ
タ
メ
タ
に
は
な
ら
ず
、
も

う
い
ち
ど
元
の
日
本
文
化
の
教
育
が
起
き
あ
が

っ
て
き
ま
し
た
が
、
普
通
は
そ
こ
で
潰
さ
れ
て
し
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ま
う
わ
け
で
す
。
今
、
教
育
だ
け
で
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
起
き
て
い
る
。
そ
れ
が
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
正
体

で
あ
り
ま
す
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
経

済
的
に
も
産
業
的
に
も
終
わ
り
が
近
づ
い
て
い

ま
す
。
私
は
製
造
業
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
製

造
業
し
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
十
年
間
ス
イ
ス

で
生
活
し
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
か
ら
見
ま
す
と
欧

米
の
製
造
業
は
ま
さ
に
壊
滅
状
態
で
す
ね
。
社
会

も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
崩
壊
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
昨
年
（
二
〇
一
一
年
）
の
東
日
本
大
震
災

の
と
き
に
欧
米
人
が
一
番
び
っ
く
り
し
た
の
は

略
奪
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
日
本
人

か
ら
見
れ
ば
、
あ
そ
こ
で
略
奪
が
起
き
る
は
ず
が

な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
欧
米
の
場
合
は
、
こ

れ
は
も
う
略
奪
し
な
い
ほ
う
が
ど
う
か
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
現
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
も
ブ
ラ
ッ
セ

ル
で
も
パ
リ
で
も
、
最
近
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で

暴
動
や
略
奪
を
目
に
し
ま
す
。
暴
動
や
略
奪
は
一

定
の
主
義
主
張
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
社
会

全
体
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。
こ
れ

が
欧
米
の
現
状
で
あ
り
ま
す
。
欧
米
の
文
化
は
い

よ
い
よ
こ
れ
で
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、

二
十
世
紀
の
初
め
に
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
『
西
洋

の
没
落
』
と
い
う
本
を
書
き
、
十
九
世
紀
の
終
わ

り
に
ニ
ー
チ
ェ
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
言
っ
た
よ

う
に
、
百
年
た
っ
て
い
よ
い
よ
本
物
の
崩
壊
が
始

ま
っ
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
と
い
う

感
じ
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。 

一
方
、
ス
イ
ス
か
ら
日
本
を
見
て
い
ま
す
と
、

先
ほ
ど
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
ま
す
ま
す
正
常
化

し
て
き
て
い
ま
す
。
教
育
シ
ス
テ
ム
、
春
闘
、
社

会
や
家
族
の
絆
と
い
っ
た
も
の
が
大
き
な
話
題

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
正
常
な
方
向
に

動
い
て
い
る
、
ま
と
も
な
方
向
に
回
帰
し
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
政
治
が
お
か
し
い
で

は
な
い
か
、
役
人
が
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
お

っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
行
政
と
か

政
治
と
か
い
う
時
代
は
二
十
世
紀
で
終
わ
っ
た

ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
完
全
に
は
な
く
な
ら
な
い

の
で
す
が
、
主
軸
は
そ
こ
に
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
も
う
一
度
、
日
本
文
化
を
中
心
と
し
て
、

日
本
の
文
明
を
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
興
し
て
い

く
と
い
う
の
が
主
軸
で
あ
っ
て
、
行
政
と
政
治
家

が
そ
れ
を
リ
ー
ド
で
き
な
い
時
代
に
な
っ
て
き

た
と
い
う
の
が
、
現
在
の
政
治
と
行
政
の
実
態
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
我
々
は
、
時

代
が
変
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り

頭
に
お
い
て
、
二
十
世
紀
の
よ
う
な
大
き
な
期
待

を
政
治
と
行
政
に
寄
せ
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

ア
メ
リ
カ
も
政
治
と
行
政
は
完
全
に
マ
ヒ
状
態

で
す
。
お
そ
ら
く
、
政
治
と
行
政
と
い
う
も
の
は

二
十
世
紀
で
ひ
と
つ
の
時
代
を
終
え
た
の
だ
ろ

う
。
と
同
時
に
、
欧
米
で
発
展
し
て
き
た
民
主
主

義
と
い
う
も
の
も
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
現
に
、
日
本
の
文
化
と
い
う
も
の
は
、

古
来
、
民
主
主
義
で
運
営
さ
れ
た
た
め
し
は
一
度

も
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
う
一
度
、
日
本

の
運
営
方
法
に
帰
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
回
帰
が

だ
ん
だ
ん
始
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
我
々
が

目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
日
本
の
現
実
な
の
で

す
。
こ
う
い
う
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
を

見
な
が
ら
日
本
を
見
る
、
日
本
の
現
実
を
見
な
が

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
と
、
非
常
に
よ
く
わ
か
る

の
で
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
そ
う
い
う
目
で
世
界
を

見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
と
き
に
、
立
っ
て
い

る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
を
も
っ
と
深
め
る
た
め
に
ま
わ
り
を

見
る
、
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
大
事
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

い
ず
れ
日
本
は
世
界
の
中
で
生
き
て
い
く
し

か
な
い
わ
け
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
か
そ
う

い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
で
皆
と
一
緒

に
生
き
て
い
く
。
そ
の
と
き
に
、
い
っ
た
い
我
々

は
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
日

本
の
文
化
な
の
で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う

一
度
し
っ
か
り
頭
に
入
れ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が

君
た
ち
新
入
塾
生
諸
君
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

使
命
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 
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だ
い
た
い
私
の
話
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で

す
が
、
何
か
質
問
が
あ
れ
ば
ど
う
ぞ
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
議
論
が
出
や
す
い
よ
う
に
激
し
い
話
を

し
ま
し
た
か
ら
、
ぜ
ひ
ひ
と
つ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 

                      

質
疑
応
答 

 ●
質
問
（
東
寮
四
年
・
石
丸
君
） 

民
主
主
義
の
時
代
が
終
わ
り
、
二
十
一
世
紀
の

世
に
政
治
・
行
政
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
二
十
一
世
紀
の
政
治
や
行
政
は
ど
の
よ
う
な

方
向
に
む
か
う
べ
き
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す

か
。 

 

■

回
答 

こ
れ
は
、
他
の
国
は
他
の
や
り
方
を
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
は
日
本
古
来
の
運
営
の
仕

方
に
戻
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と

い
う
と
、
「
場
所
主
義
」
と
い
う
言
葉
だ
と
思
う

の
で
す
。
「
場
所
」
と
い
う
の
は
非
常
に
む
ず
か

し
い
概
念
な
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
ひ
と
つ
の
木

で
も
草
で
も
生
存
し
て
い
る
範
囲
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
範
囲
の
土
壌
か
ら
水
か
ら

空
気
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の
木
な
り
草
な

り
を
生
き
さ
せ
て
い
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
て

い
る
と
い
う
の
が
「
場
所
」
と
い
う
概
念
で
す
。 

私
は
、
日
本
人
に
は
各
々
の
共
同
体
、
生
か
さ

れ
て
い
る
「
場
所
」
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
の
「
場
所
」
の
中
で
ど
う
い
う
運
営
を
し

て
い
く
か
と
い
う
の
が
「
場
所
主
義
」
で
す
。
こ

れ
は
や
は
り
選
挙
し
て
選
ば
れ
る
と
い
う
性
質

の
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
日
本
の
村

落
共
同
体
で
水
争
い
が
起
き
た
と
き
、
ど
う
解
決

し
た
か
と
い
う
と
、
三
日
三
晩
、
徹
底
的
に
議
論

を
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
お
の
ず
と
決
ま
る
と
こ

ろ
に
決
ま
っ
て
く
る
。
全
員
が
合
意
す
る
の
で
す
。

し
か
も
「
多
数
決
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
数
決

と
は
不
満
分
子
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
場
所
主
義
」
は
日
本
の
文
化
で
す
か
ら
、
日

本
で
は
そ
う
い
う
「
場
所
的
」
な
解
決
方
法
し
か

な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
で
は
欧
米
由
来
の
民
主
主
義
は
一
番
む
か

な
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思

い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
北
寮
三
年
・
黒
坂
君
） 

日
本
の
政
治
・
行
政
は
主
役
で
な
く
な
っ
た
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
な
か
な
か
力

を
持
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
流
行
り
と
申
し

ま
す
か
、
「
大
阪
維
新
の
会
」
の
よ
う
な
新
し
く

出
て
き
た
政
治
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
一
時
の
流

行
り
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

こ
う
い
う
問
題
が
出
て
き
た
こ
と
自
体
が
、
政

治
の
劣
化
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

お
そ
ら
く
、
二
十
世
紀
ま
で
の
政
治
は
こ
こ
で
一

挙
に
崩
壊
に
向
か
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、

そ
う
い
う
新
し
い
政
治
が
出
て
く
る
可
能
性
は
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充
分
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
十
九
世
紀
や
二
十
世

紀
に
政
治
が
占
め
た
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
二

度
と
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
北
寮
三
年
・
黒
坂
君
） 

も
う
ひ
と
つ
質
問
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
日

本
で
は
、
家
族
の
絆
、
社
会
の
絆
は
だ
ん
だ
ん
正

常
化
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、
一
方
で
、
現
在
、
孤
独
死
な
ど
が
大

き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
も
今
後
、

解
決
さ
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問
題
な
の
で
す
が
、
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
の
結
果
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で

す
。
昔
は
こ
う
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

『
楢
山
節
考
』
（
深
沢
七
郎
）
と
い
う
小
説
が
あ

り
ま
し
た
ね
。
昔
は
じ
い
さ
ん
と
ば
あ
さ
ん
が
川

の
ほ
と
り
に
自
分
で
引
っ
越
し
て
、
そ
こ
に
あ
る

も
の
を
食
べ
な
が
ら
死
を
迎
え
た
。
こ
れ
が
日
本

の
「
場
所
的
」
な
死
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、
何
千
年
来
つ
づ
い
て
い
る
日
本
の
一
番
ハ

ッ
ピ
ー
な
死
に
方
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
死
を
考
え
な
い
、
生
だ
け
で
も
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
妄
想
を
持
た
せ
た
時
代
が
、

こ
の
六
十
年
間
続
い
て
き
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
の
害
毒
の
一
番
大
き
な
部

分
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
ね
。
生
が
あ
っ
て
初
め

て
死
が
あ
る
、
死
を
感
じ
た
時
に
生
を
感
じ
る
、

と
い
う
の
で
は
な
い
と
、
日
本
の
孤
独
死
と
い
う

の
は
治
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
っ
た
よ
う

な
こ
と
に
影
響
を
受
け
た
人
が
そ
う
い
う
か
た

ち
で
終
わ
っ
て
い
っ
た
あ
と
、
日
本
本
来
の
死
に

方
と
い
う
の
が
も
う
い
ち
ど
見
直
さ
れ
る
時
代

が
来
ま
す
。
私
は
も
う
す
ぐ
だ
と
思
い
ま
す
。
孤

独
死
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
こ
と
自
体
が
、

回
帰
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。 

 ●
質
問
（
乾
寮
一
年
・
大
脇
君
） 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
破
壊
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
た
が
、
ど
こ
の
ど
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
破
壊
し
よ
う
と
し
た
の
か
知

り
た
い
で
す
。 

 

■

回
答 

ま
ず
ひ
と
つ
は
、
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
破

壊
す
る
た
め
の
家
族
法
の
改
定
で
す
ね
。
そ
れ
か

ら
学
校
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
破
壊
す
る
た
め
の

旧
制
高
校
の
閉
鎖
で
す
ね
。
そ
れ
に
社
会
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
崩
す
た
め
の
労
働
組
合
の
強
化
で
す
。

こ
の
三
つ
だ
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
乾
寮
一
年
・
大
脇
君
） 

も
う
ひ
と
つ
質
問
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
化

と
い
う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
あ
る
と
思
う

の
で
す
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
教
え
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
。
理
事
長
に
と
っ
て
日
本
の
文
化
と

は
、
ひ
と
言
で
い
っ
て
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。 

 

■

回
答 

こ
れ
は
ひ
と
言
で
は
な
か
な
か
い
え
な
い
け

れ
ど
も
、
ま
ず
神
道
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
に

仏
教
が
入
っ
て
き
て
、
平
安
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と

い
う
の
が
出
て
く
る
。
そ
の
平
安
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
に
、
中
国
か
ら
禅
宗
が
入
っ
て
き
て
、
鎌
倉
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
武
士
道
や
茶
道
と
い
っ
た

も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
同
じ
く
中

国
の
儒
教
が
入
っ
て
き
て
、
江
戸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
で
あ
る
日
本
の
国
学
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
れ

に
西
洋
思
想
、
西
洋
技
術
が
入
っ
て
、
明
治
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
ま
た
大
東
亜

戦
争
が
始
ま
っ
て
、
新
し
い
二
十
一
世
紀
の
平
安

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て

い
る
。 

こ
れ
は
全
部
、
日
本
の
文
化
と
い
う
地
盤
に
種

が
外
か
ら
来
て
、
そ
れ
で
咲
い
た
も
の
な
ん
で
す

ね
。
こ
れ
が
日
本
の
「
場
所
主
義
」
の
や
り
方
で
、

新
し
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
「
場
所
」
の
中
に
同
化

し
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
「
場
所
」
と
は
何
な
の

か
、
こ
れ
が
君
た
ち
に
和
敬
塾
で
四
年
間
し
っ
か

り
議
論
し
て
も
ら
う
一
番
大
事
な
も
の
だ
ろ
う
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と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
北
寮
四
年
・
小
山
君
） 

こ
れ
か
ら
原
点
回
帰
し
て
い
く
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
の
考
え
か
ら
申
し
ま
す
と
、

や
は
り
自
分
た
ち
で
動
か
な
け
れ
ば
、
待
ち
の
状

態
で
は
変
わ
っ
て
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
理
事

長
は
、
塾
生
に
ど
の
よ
う
に
動
い
て
ほ
し
い
と
い

う
考
え
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。
ご
意
見
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

■

回
答 

ま
ず
目
の
前
の
問
題
で
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

三
つ
の
政
策
に
つ
い
て
原
点
回
帰
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
教
育
制
度
に
家
族
制
度
、
社
会
シ
ス
テ

ム
そ
の
も
の
を
も
う
一
度
日
本
ら
し
い
原
点
に

戻
し
て
い
く
。
戻
し
て
い
く
の
は
、
誰
か
に
言
わ

れ
て
戻
す
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
今
の
若
い
君

た
ち
自
身
が
行
動
し
て
い
る
と
、
実
は
戻
っ
て
い

く
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
「
戻
し
て

い
く
」
と
い
う
自
発
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
問

題
意
識
を
も
っ
て
行
動
し
た
ら
戻
っ
て
い
く
と

い
う
、
他
力
的
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。 

 ●
質
問
（
北
寮
四
年
・
小
山
君
） 

自
分
で
問
題
意
識
を
も
っ
て
行
動
し
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
。 

 

■

回
答 

そ
れ
以
外
に
な
い
で
す
。
そ
の
問
題
意
識
と
、

ど
う
や
っ
て
行
動
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ

の
が
「
共
同
生
活
を
通
し
た
人
間
形
成
」
な
ん
で

す
ね
。
ぜ
ひ
和
敬
塾
の
四
年
間
で
や
っ
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
東
寮
一
年
・
鹿
山
君
） 

民
主
主
義
が
衰
退
し
、
昔
の
や
り
方
に
戻
る
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代

と
か
七
〇
年
代
と
か
の
共
産
主
義
や
社
会
主
義

と
は
ち
が
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
「
場

所
主
義
」
に
回
帰
す
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
広
め
る
通
信
手
段
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ア
ラ
ブ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
民
主
主
義
を

広
め
た
よ
う
な
、
「
場
所
主
義
」
を
広
め
る
外
部

的
な
要
素
は
今
の
と
こ
ろ
み
つ
か
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

ま
ず
「
場
所
主
義
」
を
広
め
る
と
い
う
の
は
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
場
所
」
と
い
う
の
は
人

智
を
超
え
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
人
間
が
ど
う
こ

う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
こ
う
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
っ
た
欧
米
が
、
崩
壊
を
始
め
て
い

ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
「
場
所
」
に
順

応
し
て
生
き
て
い
く
、
こ
れ
が
日
本
古
来
の
や
り

方
で
あ
り
、
生
物
と
い
う
も
の
は
本
来
「
場
所
」

に
合
わ
せ
て
生
き
の
び
て
き
ま
し
た
。
「
場
所
主

義
」
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
外
部
の
要
因
が
入
っ
て

き
て
も
、
そ
れ
を
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
ま
た
新
し

い
「
場
所
」
を
創
っ
て
い
き
ま
す
。
外
か
ら
の
情

報
が
新
し
い
「
場
所
」
を
創
る
の
で
は
な
く
、
自

分
で
自
分
の
「
場
所
」
を
深
く
掘
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
場
所
」
を
新
し
く
し
て
い
く
の
で
す
。
新
し

い
も
の
は
、
他
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
「
場

所
」
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
や
り
方
が

二
十
一
世
紀
の
日
本
に
は
必
要
な
ん
で
す
。 

君
た
ち
に
は
ぜ
ひ
、
大
東
亜
戦
争
以
後
の
日
本

の
歴
史
を
充
分
に
頭
に
入
れ
て
、
い
っ
た
い
何
を

議
論
す
べ
き
な
の
か
、
何
を
目
指
す
べ
き
な
の
か
、

何
を
失
っ
た
の
か
、
何
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
か
、
内
部
で
議
論
を
進
め
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
西
寮
三
年
・
上
橋
君
） 

こ
れ
ま
で
和
敬
塾
は
共
同
体
を
つ
く
る
と
い

う
面
を
重
視
し
て
や
っ
て
き
た
と
思
う
の
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
の
和
敬
塾
は
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
て
変
わ
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も

変
わ
ら
な
い
で
い
る
べ
き
な
の
か
、
理
事
長
の
お

考
え
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。 
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■

回
答 

私
は
民
主
主
義
と
い
う
も
の
の
最
大
の
欠
陥

は
、
自
分
中
心
に
考
え
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
場
所
」
を
中
心
に

考
え
て
み
る
。「
場
所
」
か
ら
自
分
を
見
て
み
る
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
他
人
の
言

っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
聞
い
て
み
る
。
そ
れ
か
ら

も
う
一
回
、
自
分
を
外
か
ら
見
て
み
る
。
こ
う
い

う
こ
と
が
「
場
所
主
義
」
な
わ
け
で
す
。
日
本
は

こ
う
い
う
古
来
の
や
り
方
に
も
う
一
度
帰
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。 

そ
の
場
合
、
「
己
と
は
何
か
」
と
い
う
議
論
は

い
く
ら
や
っ
て
も
エ
ン
ド
レ
ス
な
ん
だ
ね
。
そ
う

じ
ゃ
な
く
て
、
「
自
分
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て

き
た
の
か
」
「
何
を
す
る
た
め
に
生
を
受
け
た
の

か
」
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
お
い
て
も
ら
う
。

「
自
分
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
考
え
が
行
き
づ
ま

っ
た
と
こ
ろ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
と
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ

ー
の
『
西
洋
の
没
落
』
な
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で

は
答
え
は
出
な
い
ん
で
す
。
自
分
中
心
で
は
ダ
メ

な
ん
で
す
。
「
場
所
」
の
中
で
い
っ
た
い
自
分
の

使
命
と
は
何
な
の
か
を
、
ぜ
ひ
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
。 

 ●
質
問
（
南
寮
三
年
・
平
嶋
君
） 

戦
前
の
家
族
法
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
否
定
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
関
係
が
失
わ
れ
た
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な

家
族
法
が
な
い
と
存
続
で
き
な
い
よ
う
な
家
族

制
度
は
自
然
な
共
同
体
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。 

 

■

回
答 

私
は
十
九
世
紀
の
日
本
に
帰
れ
と
い
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
文
化
は
十
九

世
紀
の
頃
か
ら
進
化
し
て
お
り
、
二
十
一
世
紀
に

は
二
十
一
世
紀
の
日
本
の
文
化
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
二
十
一
世
紀
の
家
族
を
考

え
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
も
う
二
十
世
紀
や

十
九
世
紀
の
家
族
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今

は
こ
れ
を
考
え
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
の
場
合
、
二
十
一
世
紀
の
家
族
は
、

二
十
世
紀
の
家
族
と
は
―
―
特
に
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
が
つ
く
っ
た
家
族
法
の
家
族
と
は
―
―
明
ら

か
に
異
質
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
何
な
の
か
と
訊
か
れ
て
も
、
今
の
私
に
は

わ
か
ら
ん
け
ど
も
、
そ
れ
は
日
本
古
来
の
「
場
所

主
義
」
か
ら
出
て
く
る
二
十
一
世
紀
の
家
族
法
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
三
日
三
晩
、
徹
底
的

に
議
論
を
し
て
合
意
を
出
せ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。 

 ●
質
問
（
巽
寮
修
士
一
年
・
鎌
田
君
） 

「
場
所
主
義
」
の
話
が
出
て
い
る
の
で
す
が
、

「
場
所
主
義
」
と
聞
く
と
ど
う
し
て
も
小
さ
く
ま

と
ま
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の

「
成
長
」
路
線
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
ち
が
う
と
こ
ろ

に
行
く
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

成
長
と
い
う
も
の
を
主
体
に
考
え
た
二
十
世

紀
は
行
き
づ
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い

わ
け
で
す
ね
。
な
ぜ
行
き
づ
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ

こ
そ
、
我
々
が
生
か
さ
れ
て
い
る
「
場
所
」
を
越

え
た
こ
と
を
や
っ
た
結
果
で
す
。
だ
か
ら
も
う
一

回
、
我
々
が
生
か
さ
れ
て
い
る
「
場
所
」
を
深
く

掘
っ
て
み
よ
う
、
広
く
見
て
み
よ
う
、
と
い
う
の

が
「
場
所
主
義
」
で
す
。 

実
は
「
場
所
」
と
い
う
の
は
西
田
哲
学
の
言
葉

で
す
（
西
田
幾
多
郎
に
し
だ
き
た
ろ
う
、
一
八
七

〇
年
～
一
九
四
五
年
。
哲
学
者
、
京
都
学
派
の
創

始
者
）
。
こ
れ
は
非
常
に
深
い
言
葉
な
ん
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
旧
制
高
校
の
議
題
は
西
田
哲
学
だ
っ

た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
も
う

一
度
、
君
た
ち
に
和
敬
塾
の
中
で
議
論
し
て
も
ら

い
た
い
わ
け
で
す
。
い
っ
た
い
「
場
所
主
義
」
と

は
何
な
の
か
、
西
田
は
な
ぜ
こ
こ
で
も
っ
て
こ
う

い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
や
は
り
人
に

教
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
ん
だ
よ
ね
。
自
分

で
発
見
す
る
も
の
な
ん
で
す
。
教
え
て
も
ら
う
も
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の
は
高
が
知
れ
て
い
ま
す
。
自
分
で
発
見
す
る
も

の
が
大
き
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
で
き
る
の
が
リ
ー

ダ
ー
で
あ
り
、
日
本
の
二
十
一
世
紀
を
引
っ
張
っ

て
い
く
ん
で
す
。
こ
う
い
う
気
概
を
ぜ
ひ
持
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
南
寮
三
年
・
櫻
井
君
） 

二
十
一
世
紀
、
国
内
的
に
は
日
本
文
化
は
回
帰

す
る
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
対
外
的
に
は
日
本

は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
な
る
の
か
お
聞
き
し
た

い
で
す
。
そ
れ
と
、
理
事
長
の
民
主
主
義
の
定
義

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

■

回
答 

対
外
的
に
は
、
二
十
一
世
紀
は
日
本
に
と
っ
て

望
ま
し
い
世
紀
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
治
・
行
政
は
、
な
く
な
り

は
し
な
い
け
れ
ど
も
そ
の
と
き
必
要
な
ス
ケ
ー

ル
に
ス
ケ
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
。
と
同
時
に
、
金
融

や
流
通
も
そ
れ
に
必
要
な
分
だ
け
ス
ケ
ー
ル
ダ

ウ
ン
す
る
。
い
ま
金
融
は
肥
大
化
し
て
い
ま
す
ね
。

す
る
と
、
何
が
伸
び
る
か
と
い
う
と
、
製
造
業
が

伸
び
る
わ
け
で
す
。
現
に
日
本
は
製
造
業
の
輸
出

で
食
っ
て
い
ま
す
。
製
造
業
の
中
核
を
担
う
人
間

は
お
そ
ら
く
数
千
人
し
か
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
人
口
が
五
千
万
人
に
な
る
と

か
三
千
万
人
に
な
る
と
か
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

全
然
問
題
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
五
千
万

人
に
な
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
食
品
か
ら
半
分

に
な
る
し
、
輸
出
は
変
わ
ら
な
い
し
、
日
本
は
も

の
す
ご
く
力
の
あ
る
国
に
も
う
一
度
戻
っ
て
い

く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か
も
日
本
の
輸
出

は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
価
格
競
争
力
で
出
て
い
る

の
で
は
な
い
ん
で
す
。
あ
れ
だ
け
円
高
に
な
っ
て

も
輸
出
は
止
ま
ら
な
い
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
。
価

格
競
争
製
品
で
は
な
い
か
ら
な
ん
だ
よ
ね
。
日
本

か
ら
買
わ
な
い
と
、
他
に
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
航
空
機

会
社
の
ボ
ー
イ
ン
グ
は
、
三
分
の
一
は
日
本
製
で

す
。
他
で
買
え
な
い
ん
で
す
ね
。
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ

ク
ス
も
そ
う
で
す
。iP

ho
n
e

な
ん
て
三
〇
％
が
日

本
製
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
日
本
の
製
造

業
の
ハ
イ
テ
ク
性
と
い
う
の
は
、
実
は
「
場
所
主

義
」
な
ん
で
す
ね
。
日
本
の
文
化
か
ら
出
て
く
る

ハ
イ
テ
ク
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
根
が
非
常
に
深

い
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
二
十
一
世
紀

の
日
本
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ご
く
有
利
に
な
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

も
う
ひ
と
つ
の
ご
質
問
で
す
が
、
民
主
主
義
と

い
う
の
は
そ
う
と
う
レ
ベ
ル
の
低
い
政
治
シ
ス

テ
ム
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
「
場
所

主
義
」
か
ら
見
る
と
、
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い

劣
化
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
で
す
。
も
う
賞
味
期
限

は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 ●
質
問
（
西
寮
二
年
・
石
坂
君
） 

民
主
主
義
か
ら
「
場
所
主
義
」
へ
の
転
換
は
ど

の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
お
教
え
く
だ
さ

い
。 

 

■

回
答 

日
本
で
民
主
主
義
が
終
わ
っ
た
の
は
一
九
七

〇
年
代
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
大
量
生
産
で
ガ
ン

ガ
ン
や
っ
て
い
た
の
が
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
終

わ
っ
た
と
同
時
に
、
民
主
主
義
も
終
わ
り
ま
し
た
。

大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
時
代
は
民
主
主
義
で
も

機
能
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
政
治
で
も
全
然

機
能
し
て
い
な
い
で
す
ね
。
と
い
う
よ
り
も
、
政

治
の
機
能
す
る
場
所
が
も
の
す
ご
く
小
さ
く
な

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い

日
本
の
文
化
が
の
っ
か
っ
て
い
る
「
場
所
」
は
ど

こ
な
の
か
。
我
々
は
も
う
一
回
、
日
本
の
文
化
と

い
う
も
の
に
深
く
思
い
を
致
す
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
西
寮
二
年
・
石
坂
君
） 

今
の
行
政
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
す
る
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
が
、
崩
壊
し
た
の
ち
に
日
本
を
指
導

し
て
い
く
行
政
上
の
リ
ー
ダ
ー
や
指
導
者
は
ど

う
い
っ
た
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。 
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■
回
答 

お
そ
ら
く
、
政
治
・
行
政
が
い
ま
占
め
て
い
る

ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
し
か
も
そ
う

と
う
下
位
の
レ
ベ
ル
に
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
す
る
と

思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
二
十
世
紀
の

政
治
は
国
際
的
に
不
要
な
部
分
が
ほ
と
ん
ど
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ

で
選
挙
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
あ
れ
、
争
点
は

何
で
す
か
。
そ
の
く
ら
い
政
治
と
い
う
の
は
劣
化

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
全
世
界
で
政
治
の
劣
化
、

崩
壊
が
―
―
と
い
っ
て
も
な
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
―
―
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
が
始

ま
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ど
こ
ま
で
落
ち
る
か
興
味
深
い
で
す
ね
。

た
だ
し
、
政
治
が
ど
れ
だ
け
劣
化
し
て
も
、
国
民

生
活
に
は
あ
ま
り
関
係
な
い
と
い
う
の
が
一
九

七
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
現
状
だ
と
思
う
ん
で

す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
悲
観
し
な
く
て
い
い

と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
く
ら
い
、
日
本
の
政
治
・

行
政
の
ウ
ェ
イ
ト
が
落
ち
て
い
る
と
い
っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
西
寮
二
年
・
石
坂
君
） 

も
う
ひ
と
つ
だ
け
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、

下
位
の
階
層
に
落
ち
た
政
治
・
行
政
が
、
下
位
の

階
層
に
な
り
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
生
活
の
管

理
を
担
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
と
っ

て
か
わ
る
新
し
い
指
導
者
が
現
れ
る
の
か
、
お
教

え
願
い
た
い
の
で
す
が
。 

 

■

回
答 

お
そ
ら
く
「
場
所
主
義
」
か
ら
い
う
と
、
そ
う

い
う
リ
ー
ダ
ー
は
必
要
な
い
の
で
す
ね
。
で
も

「
場
所
」
の
リ
ー
ダ
ー
は
必
要
な
ん
で
す
。
「
場

所
」
と
「
場
所
」
と
を
連
携
す
る
リ
ー
ダ
ー
も
ま

た
必
要
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
政
治
と

行
政
が
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
革
命
的
変
化
で
す
ね
。 

で
は
、
「
場
所
」
の
リ
ー
ダ
ー
を
ど
う
や
っ
て

つ
く
る
か
。
「
場
所
」
の
リ
ー
ダ
ー
は
ど
う
い
う

努
力
で
も
っ
て
出
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う

こ
と
を
、
ぜ
ひ
和
敬
塾
の
共
同
生
活
を
通
し
て
身

に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
リ
ー
ダ
ー
は
共
同

生
活
か
ら
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。 

 ●
質
問
（
乾
寮
四
年
・
伊
藤
君
） 

「
場
所
主
義
」
は
、
身
体
的
実
在
と
し
て
の
身

体
の
「
場
」
と
し
て
は
非
常
に
よ
い
考
え
だ
と
思

う
の
で
す
が
、
電
脳
社
会
と
申
し
ま
す
か
、
身
体

に
よ
ら
な
い
、
「
場
所
」
に
よ
ら
な
い
平
板
な
社

会
と
い
う
も
の
が
今
後
は
よ
り
開
け
て
い
く
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

■

回
答 

「
場
所
」
に
よ
ら
な
い
社
会
と
い
う
の
は
ど
ん

ど
ん
減
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
ね
。
二
十
一
世

紀
は
生
物
の
社
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
非
生
物
的

な
社
会
は
ど
ん
ど
ん
力
を
失
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。
そ
の
中
に
電
脳
社
会
も
あ
り
ま
す
。
今
ま

で
の
デ
ー
タ
を
い
く
ら
い
じ
っ
て
も
新
し
い
も

の
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
や
り
方
は
二
十

世
紀
で
終
わ
り
ま
し
た
。
生
物
的
な
社
会
と
は
、

「
場
所
的
」
な
社
会
の
こ
と
で
す
。
新
し
い
も
の

は
「
場
所
」
の
中
で
自
分
で
発
見
す
る
よ
り
方
法

は
な
い
の
で
す
。
こ
の
と
き
、
電
脳
社
会
は
何
の

役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。 

そ
の
非
生
物
的
な
社
会
現
象
の
ひ
と
つ
が
「
孤

独
死
」
だ
と
思
い
ま
す
。
孤
独
死
が
好
き
な
ら
ば

そ
れ
で
い
い
で
し
ょ
う
が
、
日
本
人
は
誰
も
孤
独

死
が
い
い
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
そ
う
す
る

と
、
日
本
全
体
が
孤
独
死
を
な
く
す
よ
う
な
「
場

所
」
へ
向
か
う
は
ず
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
私
の

い
っ
て
い
る
「
場
所
主
義
」
な
ん
で
す
。
そ
の
場

合
に
、
行
政
・
政
治
は
何
ら
力
は
な
い
で
す
ね
。

力
が
あ
る
の
は
「
場
所
主
義
」
で
す
。
「
場
所
主

義
」
は
日
本
文
化
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

も
う
一
度
そ
れ
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
我
々

二
十
一
世
紀
の
日
本
人
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
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な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。 

 ●
質
問
（
南
寮
一
年
・
小
林
君
） 

「
場
所
主
義
」
へ
の
転
換
が
進
む
だ
ろ
う
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
今
の
日
本
に
お
い
て
民
主

主
義
は
、
憲
法
で
も
「
人
類
普
遍
の
原
理
」
と
前

文
に
あ
る
と
お
り
、
最
高
の
原
理
と
し
て
日
本
国

民
に
根
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
一
部

の
人
が
場
所
主
義
、
場
所
主
義
と
言
っ
て
い
て
も
、

日
本
国
民
は
一
億
三
千
万
人
近
く
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
民
主
主
義
が
衰
退
し

て
い
く
、
国
民
か
ら
民
主
主
義
的
な
考
え
が
な
く

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

ま
ず
、
そ
の
憲
法
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
押
し
つ

け
た
憲
法
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
日
本

の
「
場
所
主
義
」
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
い

ま
、
家
族
、
教
育
、
産
業
の
分
野
で
原
点
に
帰
り

は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
原
点
が
日
本
の
「
場
所
主

義
」
な
ん
で
す
ね
。 

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
時
代
の
転
換
と
い
う

の
は
ね
、
三
年
や
五
年
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い

ん
だ
よ
ね
。
ニ
ー
チ
ェ
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
言

っ
た
の
は
十
九
世
紀
末
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が

「
西
洋
は
没
落
し
た
」
と
言
っ
た
の
は
二
十
世
紀

初
頭
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
が
現
実
に
な
っ
た
の
は

二
十
世
紀
末
で
す
。
時
代
の
転
換
と
い
う
の
は
五

十
年
、
百
年
は
か
か
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
が

破
綻
す
る
に
も
五
十
年
か
か
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

や
は
り
五
十
年
、
百
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
考
え
な

い
と
い
け
な
い
。 

 ●
質
問
（
南
寮
一
年
・
小
林
君
） 

で
す
が
、
日
本
国
民
は
民
主
主
義
を
半
ば
崇
拝

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。 

 

■

回
答 

そ
れ
は
だ
ま
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ね
（
笑
）
。
五

十
年
以
上
経
っ
て
も
気
づ
か
せ
な
い
ダ
マ
シ
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
が
、
植
民
地
主
義
な
ん
で
す
ね
。 

 ●
質
問
（
南
寮
一
年
・
小
林
君
） 

そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
手
段
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

■

回
答 

五
十
年
、
百
年
し
た
ら
、
あ
ー
だ
ま
さ
れ
た
な

ぁ
、
と
。
今
、
私
は
外
か
ら
見
て
い
て
、
だ
ま
さ

れ
た
と
感
じ
は
じ
め
て
い
る
日
本
人
が
非
常
に

多
い
気
が
す
る
ん
だ
よ
ね
。 

 ●
質
問
（
西
寮
三
年
・
安
田
君
） 

日
本
に
お
い
て
は
「
場
所
主
義
」
に
回
帰
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

中
で
他
国
と
の
関
係
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
切

っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、
「
場
所
主
義
」
の
感
覚
と
い
う
の
は
世

界
的
に
み
て
共
通
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ち

が
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
教
え
て
も
ら
え
ま
す
で

し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
会
と
か
に
呼
ば
れ
る

機
会
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の

「
場
所
」
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
と
い
う
ん
で
す

ね
。
で
す
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
う
が
、
日
本
の

「
場
所
」
と
い
う
問
題
に
非
常
に
興
味
を
も
っ
て

理
解
し
は
じ
め
て
い
る
。
今
度
ス
イ
ス
に
帰
る
と

き
も
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
で
セ
ミ
ナ
ー
に
出
て

く
れ
と
い
う
の
で
出
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
「
場

所
」
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

我
々
は
も
う
一
度
、
日
本
の
「
場
所
」
を
、
日

本
文
化
を
見
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
お
そ
ら
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
「
場
所
」
を
理
解
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
こ
れ
は
と
て
も
手
に
負
え
な
い
問
題
だ
と

思
う
に
ち
が
い
な
い
。
現
に
そ
う
い
っ
て
い
る
人

が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を

抜
き
に
し
て
「
場
所
」
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ

て
い
な
が
ら
、
い
っ
た
い
「
場
所
」
と
は
何
ぞ
や
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と
い
う
議
論
を
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
き
な
ギ

ャ
ッ
プ
で
す
ね
。
ぜ
ひ
、
日
本
の
文
化
の
中
で
「
場

所
」
が
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
こ

う
い
う
議
論
を
和
敬
塾
の
中
で
進
め
て
い
た
だ

け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
北
寮
四
年
・
小
山
君
） 

「
場
所
主
義
」
と
い
う
の
は
地
域
主
義
と
は
ち

が
う
の
で
し
ょ
う
か
。
似
て
い
る
の
か
な
と
思
っ

た
の
で
す
が
。 

 

■

回
答 

い
や
、
「
場
所
」
と
い
う
の
は
時
間
と
空
間
を

合
成
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
時
間
と
空
間
は
合

成
で
き
な
い
よ
ね
。
最
近
の
物
理
学
で
は
時
間
と

空
間
を
合
成
し
た
科
学
と
い
う
の
が
、
ス
タ
ー
ト

し
て
い
ま
す
。
「
場
所
主
義
」
と
い
う
の
は
、
科

学
と
哲
学
と
文
化
が
一
緒
に
な
っ
た
世
界
な
ん

だ
よ
ね
。 

日
本
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
を
古
来
や
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
に
そ
っ

て
、
空
論
で
は
な
く
、
社
会
の
実
体
を
つ
く
っ
て

き
た
。
考
え
方
の
基
準
に
し
て
き
た
。
行
動
の
規

範
に
し
て
き
た
。
こ
れ
が
日
本
の
す
ご
い
と
こ
ろ

な
ん
だ
よ
ね
。
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
、
先
ほ
ど

か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も
う
一
度
、
和
敬
塾

の
中
で
議
論
を
進
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。 お

そ
ら
く
二
十
一
世
紀
、
日
本
は
「
場
所
主
義
」

を
中
心
に
ま
わ
っ
て
世
界
を
巻
き
こ
ん
で
い
く

と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
世
界
に
「
場
所
主

義
」
以
外
の
解
決
策
は
な
い
ん
だ
よ
ね
。
自
信
を

も
っ
て
日
本
が
世
界
に
貢
献
で
き
る
唯
一
の
も

の
が
「
場
所
主
義
」
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
は
終
わ
っ
た
の
で
す
。 

 ●
質
問
（
北
寮
四
年
・
小
山
君
） 

む
ず
か
し
い
の
で
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
の

で
す
が
、
「
場
所
主
義
」
の
具
体
例
は
何
で
し
ょ

う
か
。 

 

■
回
答 

そ
れ
は
西
田
哲
学
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い

（
笑
）
。 

 ●
質
問
（
東
寮
一
年
・
キ
ム
ビ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
君
） 

民
主
主
義
か
ら
「
場
所
主
義
」
に
変
わ
る
と
、

こ
れ
に
よ
っ
て
い
ま
日
本
が
抱
え
て
い
る
経
済

問
題
を
解
決
で
き
る
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の

か
、
ご
意
見
を
聞
き
た
い
の
で
す
が
。 

 

■

回
答 

す
で
に
日
本
は
経
済
問
題
を
「
場
所
主
義
」
で

解
決
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
現
状
が
そ
う
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
経
済
が
加
速
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
「
場
所
主
義
」
は
大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
「
場
所
主
義
」
と
い
う
の
は
年
々
進
化
し

て
い
ま
す
か
ら
。
そ
の
進
化
に
そ
っ
て
、
製
造
業

で
あ
れ
ば
ハ
イ
テ
ク
商
品
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
全
部
「
場
所
主
義
」

で
す
。
欧
米
の
管
理
型
社
会
か
ら
は
何
も
出
て
こ

な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
日
本
の
大

会
社
の
時
代
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
「
場
所
主
義
」
の
企
業
か
ら
出
て

く
る
ハ
イ
テ
ク
商
品
は
、
世
界
を
変
え
て
い
く
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
組
立
産
業
は
、
全
部
、
中
後

進
国
に
移
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
使
う
ハ

イ
テ
ク
部
品
は
ほ
と
ん
ど
日
本
が
製
造
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
ま
す
ま
す

定
着
し
て
き
て
い
ま
す
。 

 ●
質
問
（
東
寮
二
年
・
松
下
君
） 

「
場
所
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
自
分
で
好
ん

で
選
び
と
っ
て
、
そ
の
「
場
所
」
に
行
く
と
い
う

こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
も
と
も
と
生

ま
れ
た
と
き
か
ら
日
本
と
い
う
国
に
い
て
、
選
べ

な
い
「
場
所
」
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

も
し
そ
の
「
場
所
」
に
な
じ
め
な
か
っ
た
り
、
あ

ま
り
帰
属
意
識
が
な
か
っ
た
り
、
好
き
に
な
れ
な

か
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
ど
う
す
べ
き
な
の
で
し

ょ
う
か
。 
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■
回
答 

そ
れ
は
孤
独
死
し
か
な
い
ん
だ
ね
。
「
場
所
」

と
い
う
の
は
選
べ
な
い
の
で
す
よ
。
あ
な
た
、
生

ま
れ
た
と
き
に
「
場
所
」
を
選
ん
で
生
ま
れ
て
き

た
？
あ
な
た
は
死
ぬ
と
き
に
「
場
所
」
を
選
ん
で

死
に
ま
す
か
？
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
ね
。
も
う

で
き
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
に
君
が
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
「
場
所
」
と
い
う
の
は
選
べ
な
い
の
で
す
。

も
う
生
と
死
そ
の
も
の
な
ん
だ
よ
ね
。 

そ
こ
の
と
こ
ろ
、
西
田
の
本
を
読
ん
で
も
ら
う

と
ハ
ッ
と
思
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
う

ん
だ
よ
ね
。
だ
い
た
い
今
の
若
い
者
は
ね
、
ハ
ッ

と
思
わ
な
さ
す
ぎ
て
い
る
ん
で
す
よ
（
笑
）
。
も

っ
と
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
（
笑
）
。

人
に
聞
く
の
は
ま
だ
い
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
全

部
は
わ
か
ら
な
い
な
と
思
っ
た
ら
、
自
分
で
み
つ

け
だ
す
と
い
う
こ
と
も
ぜ
ひ
や
っ
て
も
ら
い
た

い
ん
だ
よ
ね
。 

 ●
質
問 

理
事
長
は
民
主
主
義
を
否
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

■

回
答 

あ
あ
、
い
い
で
す
。 

 

●
質
問 

そ
れ
で
は
、
「
場
所
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
手
続
き
で
決
め
る
の
で
す
か
。 

 

■

回
答 

「
場
所
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
の
は
自
然
に
出

て
く
る
ん
だ
よ
ね
。
「
場
所
」
に
い
る
メ
ン
バ
ー

が
、
こ
の
問
題
は
あ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
な
、
あ
の
問

題
は
こ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
な
、
と
い
う
ふ
う
に
自
然

に
決
ま
る
の
が
「
場
所
」
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら

「
場
所
」
と
い
う
の
は
、
一
人
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
タ
ス
ク
ご

と
に
自
由
に
リ
ー
ダ
ー
が
決
ま
る
。
日
本
は
古
来
、

全
部
そ
う
で
す
ね
。 

そ
れ
で
は
、
非
常
に
刺
激
的
な
話
を
一
年
生
に

し
た
か
ら
、
こ
れ
を
機
会
に
議
論
を
進
め
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
失
礼
し
ま
す
。
（
拍
手
） 

 

        

※
註 「

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
し
て
み
れ
ば
、
数
年
間
の

エ
ン
バ
ル
ゴ
（O

i
l
 
E
m
ba
r
go

石
油
禁
輸
）
で
追

い
つ
め
ら
れ
て
い
た
日
本
が
、
そ
ん
な
に
も
つ
は

ず
が
な
い
」
…
…
一
九
四
〇
年
前
後
に
連
合
国
側

に
よ
っ
て
相
次
い
で
実
施
さ
れ
た
対
日
経
済
封

鎖
を
指
す
。
石
油
、
工
業
原
料
な
ど
の
輸
入
が
ス

ト
ッ
プ
し
た
。
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
網
」
と
し
て
知

ら
れ
る
。
石
油
の
対
日
全
面
禁
輸
は
一
九
四
一
年
。 


