
樋
口

一
葉

「わ
れ
か
ら
」
論

町
、
ネ
グ
レ
ク
ト

・
サ
バ
イ
バ
ー
の
果
て
に
―
―

北

川

秋

雄

「わ
れ
か
ら
」
の

〈わ
れ
か
ら
〉

「
わ
れ
か
ら
」
の
題
名
の
典
拠
に
つ
い
て
、
戸
松
泉
は
次
の
如
く
整
理
し
て
い
る
。

①

「
あ
ま
の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
こ
そ
泣
か
め
世
を
ば
恨
み
じ
」
名
古
今
集
』
巻
第
十
五
恋
歌
五
典
侍
藤
原
直
子

朝
臣
し
、
②

「恋
ひ
わ
び
ぬ
あ
ま
の
刈
る
藻
に
や
ど
る
て
ふ
わ
れ
か
ら
身
を
も
く
だ
き

つ
る
か
な
」
Ｑ
伊
勢
物
語
』
「
五
十
七
恋
ひ
わ

び
ぬ
し

を
典
拠
と
す
る
理
解
が

一
般
化
し
て
い
る
。
が
、
①
の
出
典
と
し
て

『伊
勢
物
語
』
「
六
十
五
　
在
原
な
り
け
る
男
」
の
段

に
も
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
西
尾
能
仁
氏

『
一
葉

・
明
治
の
新
し
い
女
』
（昭
５８
・
Ｈ
、
有
斐
閣
）
が
触
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
わ
れ
か
ら
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
の
こ
の
題
に
は
、
藻
に
寄
生
す
る
虫
の
よ
う
に
夫

へ
依
存
す
る
妻
の
イ

メ
ー
ジ
と
、
自
ら
の
軽
率
さ
が
招
い
た
結
果
に
気
づ
き
つ
つ
、
さ
ら
に
自
ら
道
を
切
り
拓
い
て
自
己
実
現
を
目
指
す
イ
メ
ー
ジ
と
、

相
反
す
る
両
義
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
‐

ま
た
、
関
礼
子
は
、
先
掲
の

「古
今
和
歌
集
」
「伊
勢
物
語
」
の
他
に

〈と
に
か
く
に
わ
れ
か
ら
物
を
思
ふ
か
な
身
よ
り
外
な
る
こ
こ
ろ

な
ら
ね
ば
」
亀
新
後
撰
和
歌
集
』
雑
中

・
左
近
中
将
具
氏
）
な
ど
複
数
考
え
ら
れ
る
。
〉
２
と
し
て
い
る
。
歌
人
で
も
あ

っ
た

一
葉
が
、
小

説
の
題
名
に
本
歌
取
り
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
確
か
に
、
本
歌
は
い
ず
れ
も
恋
歌
で
あ
り
、
「
わ
れ
か
ら
」
に
は
、
与

四
郎
と
美
尾

・
町
と
恭
助

・
恭
助
と
波

・
町
と
千
葉
と
い
う
四
組
の
男
女
の
伸
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
男
女
仲
の
恨
み
の
有
無
、
自
己

破
滅
と
い
う
本
歌
の
持
つ
テ
ー
マ
の
他
に
、　
一
葉
が

「
わ
れ
か
ら
」
に
込
め
た
新
し
い
意
味
が
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
見
よ

う
と
思
う
。



樋ロー葉「われから」論

さ
て
、
「十
三
夜
」
の
主
人
公
の
関
が
、
六
年
半
に
亘
る
夫
の
原
田
か
ら
の
、
謂
れ
な
き
迫
害
に
耐
え
切
れ
ず
、
実
家
を
訪
れ
、
父
親
に

夫
か
ら
離
縁
状
を
貰
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
そ
の
際
、
内
心
で
繰
り
返
す
言
葉
が
あ
る
。
〈思
ふ
ま

ゝ
を
通
し
て
離
縁
と
な
ら
ば
〉
太
郎
に

は
継
母
の
憂
き
目
を
見
せ
、
両
親
に
は
今
ま
で
の
自
慢
の
鼻
を
に
は
か
に
低
く
さ
せ
、
〈此
身

一
つ
の
心
か
ら
〉
弟
の
出
世
の
芯
を
止
め
ね

ば
な
ら
ず
、
あ
の
鬼
の
よ
う
な
夫
の
元
に
戻
ろ
う
か
と
実
家
の
門
口
で
自
問
自
答
す
る
。
３
し
か
し
ヽ
娘
夫
婦
の
実
情
を
聞
い
た
父
親
か

ら
、
先
ず
は
嫁
ぎ
先
に
戻
れ
と
促
さ
れ
た
関
は

〈私
さ
へ
死
ん
だ
気
に
な
ら
ば
三
方
四
方
波
風
た

ゝ
ず
〉
〈今
宵
限
り
関
は
な
く
な
つ
て
魂

一
つ
が
〉
太
郎
の
身
を
守
る
と
思
え
ば
、
こ
れ
か
ら
先

〈百
年
も
辛
棒
出
来
さ
う
な
事
〉
と
答
え
て
、
実
家
を
後
に
す
る
。
４

〈思
ふ
ま

ゝ

を
通
〉
す
こ
と
、
〈此
身

一
つ
の
心
か
ら
〉
と
は
、
〈わ
れ
か
ら
〉
で
あ
り
、
〈私
さ
へ
死
ん
だ
気
に
な
ら
ば
〉
〈関
は
な
く
な
つ
て
魂

一
つ
〉

と
は
、
敢
え
て
原
田
の

〈わ
れ
か
ら
〉
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
意
思
表
明
で
あ
る
。

関
が
婚
家
に
戻
る
た
め
に
実
家
の
前
で
呼
び
止
め
た
、
流
し
の
体
の
車
夫
が
偶
然
、
幼
馴
染
の
高
坂
録
之
助
で
あ
っ
た
。
録
之
助
は
、

関
が
原
田
に
嫁
い
だ
頃
か
ら
放
蕩
三
味
、
関
の
懐
妊
を
知

っ
た
頃
に
周
囲
に
急
か
さ
れ
て
結
婚
し
、
子
供
も
出
来
た
が
、
〈何
の
そ
ん
な
事

で
私
が
放
蕩
の
や
む
事
か
〉
〈放
蕩
は
直
ら
ぬ
事
に
極
め
て
置
い
た
〉
結
果
、
〈家
も
家
業
も
そ
つ
ち
除
け
に
箸

一
本
も
た
ぬ
や
う
に
成
つ

た
は

一
昨
年
〉
５
と
打
ち
明
け
る
。
関
の
結
婚
を
契
機
に
自
暴
自
棄
、
〈わ
れ
か
ら
〉
の
末
、
車
夫
に
身
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
録
之
助

こ
そ
、
先
掲
の

「伊
勢
物
語
」
「古
今
和
歌
集
」
の

〈わ
れ
か
ら
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
、　
一
葉
は

〈わ
れ
か
ら
〉
な
る
人
間
模
様
を
、
既
に

「十
三
夜
」
で
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
６

「わ
れ
か
ら
」
の
語
り
手
は
、
身
に
覚
え
の
な
い
汚
名
を
着
せ
ら
れ
入
水
し
た
屈
原
の
故
事
を
持
ち
出
し
て
、
千
葉
の
帰
郷
を
語
っ
て

い
る
。
「わ
れ
か
ら
」
発
表
以
来
、
町
と
千
葉
の
姦
通
に
つ
い
て
暗
万
謂
々
の
議
論
が
為
さ
れ
て
来
た
が
で

一
一人
の
無
実
を
語
り
手
が
、

敢
え
て
読
者
に
日
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
義
が
誤
読
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従

っ
て
、
先
掲
の

〈わ
れ
か
ら
〉
の
本

歌
①
は

「わ
れ
か
ら
」
で
は
成
り
立
た
な
い
。
「自
分
か
ら
や
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
世
の
中
も
、
恋
の
相
手
も
怨
ま
な
い
」
と
い
う
台
詞
が

通
用
す
る
の
は
、
町
と
千
葉
と
の
間
に
実
事
が
あ
り
、
そ
の
せ
い
で
二
人
は
社
会
か
ら
葬
ら
れ
た
と
い
う
展
開
が
成
立
す
る
限
り
に
於
て

で
あ
る
。
百
歩
譲

っ
て
、
冤
罪
を
甘
ん
じ
て
受
け
、
聟
養
子
の
恭
助
に
父
親
譲
り
の
財
産
を
奪
取
さ
れ
、
追
放
さ
れ
た
と
し
て
も
怨
ま
な

い
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
そ
れ
も
無
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
夫
に
対
し
て

〈
一
念
〉
が
あ
る
と
い
う
町
の
一
言
に
は
、
恨
み
が
込

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
歌
②
に
つ
い
て
も
、
町
と
千
葉
の
間
に
恋
愛
感
情
が
な
い
こ
と
は
、
渡
辺
澄
１
が
指
――――
す
る

よ
う
に
８
歴
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
成
り
立
た
な
い
。



し
た
が
っ
て
、
〈わ
れ
か
ら
〉
と
い
う
語
を
、
本
歌
の
持
つ
恋
歌

・
自
己
破
滅
の
受
容
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「十
三
夜
」
の
如
く

〈思

ふ
ま

ゝ
を
通
〉
す
こ
と
、
〈此
身

一
つ
の
心
か
ら
〉
、
す
な
わ
ち

「自
己
中
心
的
な
生
き
方
」
を
通
す
こ
と
と
解
し
た
い
。
で
は
、
「わ
れ
か

ら
」
作
中
、
「自
己
中
心
的
な
生
き
方
」
を
通
し
た
人
物
と
は
、
美
尾
の
母

・
美
尾

・
与
四
郎

・
恭
助
で
あ
る
。　
一
方
、
町
は
彼
ら
の

〈わ

れ
か
ら
〉
に
よ
る
被
害
者
で
あ
る
。
「十
三
夜
」
か
ら
、
わ
ず
か
五
か
月
後
に
発
表
さ
れ
た

「わ
れ
か
ら
」
は
、
新
た
に
、
「十
三
夜
」
の

原
田
や
録
之
助
に
よ
る

〈わ
れ
か
ら
〉
の
犠
牲
者
で
あ
る
関

。
杉
田
屋
の
娘
と
そ
の
子
の
存
在
に
、
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
小
説
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
「わ
れ
か
ら
」
の
町
と
千
葉
の
形
象
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
町
の
不
倫
の
相
手
と
い
う
汚
名
を
蒙
り
、
解

一雇
さ
れ
た
千
葉
こ
そ
、
最
大
の
被
害
者
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「わ
れ
か
ら
」
の
語
り
手
は
帰
郷
後
の
千
葉
の
消
息
も
、
恭
助
か
ら

〈も

う
逢
は
ぬ
ぞ
〉
と
突
き
の
け
ら
れ
た
町
の
消
息
も
語
ら
な
い
。
読
者
で
あ
る
我
々
は
、
一
葉
が
込
め
た
町
の

〈
一
念
〉
と

〈白
呪
み
〉
９
の

意
味
を
、
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
〈
一
念
〉
無
力
説

町
の

〈
一
念
〉
が
無
力
、
実
現
不
可
能
と
す
る
見
解
を
列
挙
し
て
見
る
。

前
田
愛
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

母
親
の
淫
蕩
な
血
を
う
け
つ
ぎ
、
世
間
知
ら
ず
の
我
儘
な
生
活
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
き
た
お
町
は
、
夫
の
恭
助
に
子
供
ま
で
産

ま
せ
た
囲
い
者
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
反
抗
的
な
気
分
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
書
生
の
千
葉
を
相
手
に
乱
行
に
走
る
。
こ
の
醜
間
を
耳

に
し
た
恭
助
か
ら
、
お
町
は
別
居
を
申
し
わ
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
抗
議
の
声
は
空
し
い
響
き
を
伝
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
（中
略
）
お
町

は
与
四
郎
の
実
の
娘
で
は
な
く
、
お
美
尾
の
母
が
女
中
頭
と
し
て
仕
え
る

「従
三
位
の
軍
人
様
」
の
落
し
胤
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
さ

れ
て
い
る
。
母
親
ゆ
ず
り
の
淫
蕩
な
血
が
も
た
ら
し
た
不
義
密
通
を
理
由
に
、
お
町
が
恭
助
に
財
産
を
乗
取
ら
れ
て
し
ま
う
結
末
は
、

父
親
と
は
何
の
血
の
つ
な
が
り
も
な
か
っ
た
彼
女
が
当
然
引
き
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
宿
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

いる
。
１０

前
田
は
恰
も
自
明
の
如
く
、
町
の

〈抗
議
の
声
は
空
し
い
響
き
を
伝
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
〉
と
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は

全
く
示
さ
な
い
。



橋
本
威
は
、
こ
の
前
田
愛
の

「解
説
」
に
触
れ
て

〈「醜
聞
を
耳
に
し
た
恭
助
か
ら
お
町
は
別
居
を
申
し
わ
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
抗
議
の

声
は
空
し
い
響
を
伝
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
お
町
の
強
さ
は
、
恭
助
の

一
層
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
ま

さ
に

「突
の
け
」
ら
れ
て
し
ま

つ
て
い
る
。
〉
Ｈ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
田
と
同
様
に
判
断
の
根
拠
を
示
さ
な
い
。

大
井
田
義
彰
は
、
〈お
町
は

「
一
念
が
御
座
り
ま
す
る
」
と
言

っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
ま
だ

「本
夫
其
妻
ノ
姦
通
ヲ
覚
知
シ
姦
所

二
於
テ

直
チ
ニ
姦
夫
又
ハ
姦
婦
ヲ
殺
傷
シ
タ
ル
者

ハ
、
其
罪
ヲ
宥
恕
ス
〉
な
ど
と
い
う
殺
害
権
ま
で
許
容
す
る
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
当
時
の

社
会
に
お
い
て
、
彼
女
の

「
一
念
」
で
で
き
る
こ
と
な
ど
た
か
が
し
れ
て
い
る
。
〉
１２
と
述
べ
て
い
る
。
大
井
田
の
見
解
は
、
町
と
千
葉
の
間

に
不
義
が
あ

っ
た
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
の
判
断
で
あ
り
、
や
は
り
実
事
と
す
る
肝
心
の
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
。

高
田
知
波
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

町
子
は

一
人

っ
子
の

「家
つ
き
」
娘
で
あ
る
。
周
知
の
通
り

「家

つ
き
娘
」
の
結
婚
に
は

「婿
養
子
」
と

「
入
夫
」
の
二
つ
の
ケ
ー

ス
が
あ

つ
た
が
、
「金
村
恭
助
ぬ
し
は
、
其
与
四
郎
が
聟
」
と
あ
り
、
ま
た
、
町
子
と
恭
助
が

「相
添
ひ
て
十
年
余
り
」
、
父
親
の
与

四
郎
が
死
ん
だ
の
が

「
十
年
の
以
前
」
と
い
う
微
妙
な
表
現
の
差
異
に
よ

つ
て
、
恭
助
が
町
子
の
婿
養
子
と
し
て
金
村
家
に
入
り
、

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
与
四
郎
が
死
去
、
「幾
万
金
」
に
も
及
ぶ
遺
産
と
家
督
を
恭
助
が
そ

っ
く
り
相
続
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

（中
略
）
、
制
度
上
庶
子
の
認
知
は
父
親
固
有
の
権
利
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恭
助
が
こ
れ
を
行
使
し
な
か

っ
た
の
は
、
「家
つ

き
娘
」
で
あ
る
町
子

へ
の
遠
慮
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
作
品
最
終
部
に
お
け
る
恭
助
の
措
置
は
町
子
を
名
目
だ
け
の
戸

籍
上
の
妻
に
封
じ
込
め
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
恭
助
は
お
波
の
子
供
を
庶
子
と
し
て
認
知
す
る
の
に
何
の
障
害
も
な
く
な

っ
た
。

（中
略
）
「わ
れ
か
ら
」
に
お
い
て
は
金
村
家
の
法
定
相
続
人
の
座
は
恭
助
と
お
波
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
に
な
る
方
向
性
が
確
実

な
も
の
と
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
お
波
自
身
は
金
村
家
に
入
籍
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
将
来
相
続
戸
主
の
実
母
と
し
て

の
地
位
が
得
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
町
子
の
方
は
戸
籍
上
の
妻
の
座
は
維
持
さ
れ
て
も
、
恭
助
と
の
年
齢
差
か
ら
判
断
し
て
将
来
未

亡
人
に
な
る
可
能
性
が
強
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
な
れ
ば
彼
女
は
庶
子
―
―
夫
の
子
供
で
は
あ

っ
て
も
自
分
の
子
供
で
は
な
い
―
―

の
戸
籍
権
の
支
配
下
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
１３

高
田
が
、
右
記
の
判
断
の
根
拠
と
す
る
法
規
は
、
主
と
し
て
外
岡
茂
十
郎
編

『明
治
前
期
家
族
法
資
料
―
―
家
族
法
先
例
集

。
同
法
脱

集
』
「序
」
１４
で
ヽ
い
わ
ゆ
る

「前
法
典
時
代
」
の

「民
法
」
草
案
や
各
県
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
応
じ
た
司
法
省
の
指
令
等
を
集
め
た
イ
，
‘ノ，

で
あ
る
［
高
Ⅲ
は
与
四
郎
死
去
の
時
期
を
、
町
の
婚
姻
後
と
い
う
説
、
す
な
わ
ち

「婿
養
子
縁
組
」
説
を
収

っ
て
、
恭
助
か
り
四
郎
力
出

樋ロー葉「われから」論
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産
と
家
督
を
相
続
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。　
一
方
、
後
述
す
る
中
村
稔
は
、
婚
姻
前
説
を
取
っ
て
い
て
、
婚
姻
と
相
続
の
時
期
は
、
高
田

自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に

「わ
れ
か
ら
」
本
文
の
持
つ

〈微
妙
な
表
現
の
差
異
〉
に
よ
っ
て
、
揺
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一昌
田
は
、
〈与
四
郎
が
婿
養
子
縁
組
を
ひ
ど
く
急
い
で
い
た
と
読
め
る
こ
の
設
定
の
背
後
に
、
町
子
が
戸
主
と
な
る
道
を
封
殺

し
よ
う
と
す
る
彼
の
暗
い
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
町
子
が
父
に
愛
さ
れ
な
か
っ
た
娘
で
あ
る
こ
と
は

作
中
で
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
酷
薄
の
原
因
が
妻
の
不
義
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
で
は
な
い
か
と
い
う
バ
イ
オ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ア
ー
ザ
ー

ヘ
の
強
い
疑
惑
が
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
。
（間
違
い
な
い
〉
と
強
弁
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
論
拠
を
示
さ
な
い
。

与
四
郎
が
町
子
に
早
婚
を
強
い
た
の
は
、
彼
女
を
子
供
の
出
来
な
い
身
体
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
産
を
町
の
血
筋
の
子
孫
に
渡
す
ま

い
と
し
た
暗
い
企
て
だ
っ
た
と
ま
で
言
い
募
る
の
は
、
禍
々
し
く
て
如
何
に
も
危
う
い
。

五
島
慶

一
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

は
じ
め
に
法
制
面
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第

一
に
問
題
と
な
る
の
が
、
家
屋
敷
を
含
め
与
四
郎
の
遺
し
た
莫
大
な
財
産
が
、

小
説
の
現
在
に
於
て
呆
し
て
誰
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
高
田
知
波

「
〈女
戸
主

・
一
葉
〉
と

『わ

れ
か
ら
Ｌ

に
明
快
な
規
定
が
あ
る
。
（中
略
）
結
局
、
家
督
は
結
婚
し
た
時
点
か
ら

（法
律
上
）
恭
助
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
一
存

で

（認
知
す
る
こ
と
）
「飯
田
町
」
の
子
に
そ
れ
を
継
が
せ
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（中
略
）
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
総

体
と
し
て
は
町
の
、
す
な
わ
ち
家
を
追
わ
れ
る
妻
―
―
家
付
き
娘
の
物
語
に
焦
点
化
す
べ
く
織
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
（中
略
）
最
終
的
に
恭
助
に
向
け
て
彼
女
が
突
き
付
け
た
の
は
、
コ

念
が
御
座
り
ま
す
る
」
と
い
う
内
に
籠
も
る

一
言

と
、
そ
れ
に
続
く

「
は
た
と
白
呪
む
」
と
い
う
行
為
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
自
体
に
現
実
を
変
え
て
い
く
力
は
な
い
。
夙
に
前
田
愛

も
指
摘
す
る
通
り
、
町
の
「抗
議
の
声
は
空
し
い
響
を
伝
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
そ
れ
は
反
響
し
て
あ
る
種
の
余
韻
は
残
す
だ
ろ
う
が
、

や
が
て
直
ち
に
従
来
の
男
と
女
の
秩
序

（中
略
）
は
回
復
、
の
み
な
ら
ず
こ
の
よ
う
な
逸
脱
者
を
葬
る
こ
と
で
こ
の
社
会
の
規
範
は

さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
１５

五
島
も
前
田
や
高
田
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
〈同
時
代
評
以
来
見
ら
れ
る
よ
う
に
〉
町

一
個
人
の
問
題
に
特
化
し
た
り
、

〈従
来
論
の
一
部
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
〉
２

葉
の
資
質

・
性
向
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
還
元
す
る
や
り
方
は
、
余
り
有
効
な
議
論
に
は
な
り
得

な
い
〉
と
し
て
、
町
の
抗
議
も
直
ち
に
従
来
の
性
差
を
是
認
す
る
社
会
の
秩
序
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う

〈社
会
構
造
そ
の
も
の
の
問
題
〉

に
敷
行
し
て
い
る
。
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中
村
稔
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

婚
姻
の
時
点
で
は
与
四
郎
は
死
ん
で
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
お
町
は
女
戸
主
で
あ

つ
た
。
そ
の
入
り
婿
が
恭
助
で
あ
る
。
与
四
郎
が

一
代
で
築
い
た
資
産
は
あ

っ
て
も
、
お
町
の
金
村
家
は
家
の
名
を
残
す
ほ
ど
の
由
緒
の
あ
る
家
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
家
に
入
り
婿

す
る
こ
と
を
入
夫
婚
姻
と
い
う
が
、
『わ
れ
か
ら
』
が
発
表
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
民
法
は
施
行
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
太

政
官
布
告
が
存
在
し
た
。
明
治
六
年
七
月
二
二
日
の
第
二
六
三
号
太
政
官
布
告
に
よ
れ
ば
、
「婦
女
子
相
続
ノ
後
二
於
テ
、
夫
ヲ
迎

ヘ

又
ハ
養
子
致
シ
候
ハ
ゝ
、
直

二
其
夫
又
ハ
養
子
へ
相
続
可
相
譲
事
」
と
明
文
を
も

つ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
入
り
婿
に
な
る

こ
と
に
よ
り
、
恭
助
は
与
四
郎
が
遺
し
た
資
産
の
全
部
を
戸
主
と
し
て
相
続
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
れ
ほ
ど
の
人
が
他
人
の

姓
を
名
乗
ら
ず
と
も
と
誹
ら
れ
て
も
、
与
四
郎
の
賜
物
で
あ
る
資
産
に
よ

つ
て
、
政
治
に
心
安
く
志
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
打
算

に
よ

っ
て
恭
助
は
結
婚
し
た
の
で
あ

つ
た
。
（中
略
）
（な
お
、
民
法
施
行
後
も
、
こ
う
し
た
相
続
制
度
は
、
実
質
的
に
変
わ

っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は

「家
」
が
親
族
制
度
、
相
続
制
度
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
）
こ
の
法
律
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、

恭
助
と
の
婚
姻
に
さ
い
し
た
、
お
町
は
入
り
婿
と
い
う
も
の
の
法
的
効
果
を
は
た
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
年
齢
も
若
く
、

思
慮
万
端
未
熟
で
あ

っ
た
お
町
が
理
解
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
恭
助
だ
け
で
は
な
く
、
身
寄
り
の
な
い
お

町
を
師
す
た
め
の
策
略
が
多
く
の
関
係
者
に
よ
っ
て
め
ぐ
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
１６

中
村
は
、
高
田

・
五
島
と
は
異
な
り
、
町
の
婚
姻
は
与
四
郎
の
死
後
と
い
う
見
解
を
示
し
、
明
治
六
年
の

「太
政
官
布
告
」
を
根
拠
に
、

入
夫
婚
姻
に
よ
っ
て
恭
助
が
戸
主
と
し
て
与
四
郎
の
遺
産
を
相
続
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
弁
護
士
で
も
あ
る
中
村

の
、
法
解
釈
に
拠
る
判
断
は
、
な
か
な
か
に
重
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈お
町
を
編
す
た
め
の
策
略
〉
を
め
ぐ
ら
し
た
と
い
う

〈多
く
の
関

係
者
〉
は
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
奈
辺
に
登
場
し
て
い
る
か
と
い
う
疑
間
が
あ
る
。

渡
辺
澄
子
は
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
、

女
を
囲
続
す
る
社
会
が
女
を

一
個
の
人
間
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
呼
吸
困
難
で
女
は
喘
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（中
略
）
そ
ん

な
や
り
き
れ
な
い
女
自
身
の
問
題
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
辛
く
て
、
町
に
お
け
る

「痛
」
と
な
り
、
そ
れ
が
破
局
を
招
来

さ
せ
、
遂
に
理
不
尽
さ
に
立
ち
向
か
っ
て
の
絶
叫
と
な
る
が
、
絶
叫
し
て
も
事
態
は
解
決
さ
れ
ず
明
日
に
明
る
い
展
望
も
生
れ
は
じ

な
い
。
絶
叫
に
は
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
。
男
中
心
社
会
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
女
に
は
自
立
し
て
生
き
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
な
い
¨
ビ
ジ
ョ

ン
を
持
て
る
能
力
が
培
わ
れ
て
い
な
い
。　
一
葉
の
苛
立
た
し
さ
、
歯
が
ゆ
さ
、
悔
し
さ
、
腹
立
た
し
さ
、
情
け
な
さ
、
そ
―
ンで
絞
る



よ
う
な
哀
し
さ
１７

渡
辺
は
、
〈近
代
の
窓
が
女
に
は
開
か
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な

「
一
念
」
の
実
現
方
途
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
町
と

て
具
体
的
な
手
だ
て
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
〉
〈女
に
と

っ
て
の
時
代
の
閉
鎖
性
に
暗
然
と
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〉
１８

と
言
う
。
町
の

〈
一
念
〉
は
無
力
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
男
性
中
心
社
会
に
お
け
る
、
救
い
が
た
い
女
性
の
地
位
の
低
さ
に
対
す
る

一
葉

の
怒
り

・
苛
立
ち
を
読
み
取

っ
て
い
る
。

笹
川
洋
子
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

町
の
言
葉
の
強
さ
は
、
不
義
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
女
性
の
行
方
、
そ
の
先
に
横
た
わ
る
暗
漕
た
る
闇
を
思
う
時
、
物
語
全
体
を

貫
く
ほ
ど
の
鋭
さ
で
深
く
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
。
彼
女
が
ど
ん
な
に
強
い
意
志
を
持

っ
た
と
し
て
も
、
明
治
と
い
う
社
会
は
そ

の
正
義
と
女
性
の
心
身
を
踏
み
砕
い
た
で
あ
ろ
う
。
（中
略
）
町
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
残

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
高
田
知

波
は

「町
の
別
居
幽
閉
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
こ
の
後
、
男
の
子

（庶
子
）
の
相
続
と
と
も
に
未
来
の
戸
主
の
母
親
と
し
て
波
の

地
位
が
安
定
す
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
若

い
町
は
美
し
い
ま
ま
幽
閉
さ
れ
、
「割
れ
殻
」
、
す
な
わ
ち
生
け
る
骸
と

な
る
惨
い
運
命
が
待

っ
て
い
る
。
（中
略
）
私
た
ち
は
与
四
郎
の
悲
痛
な
状
況
と
比
べ
て
な
お
、
町
の
悲
劇
は
さ
ら
に
壮
絶
で
、
未
来

の
間
が
深
い
こ
と
を
知
る
。
（中
略
）
こ
の
物
語
に
込
め
ら
れ
た
様
々
な
小
さ
な
主
題
、
多
様
な
言
語
行
為
は
町
と
い
う
女
性
の
悲
劇

へ
と
収
敏
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
１９

笹
川
も
、
高
田
説
に
依
拠
し
て
町
の
今
後
の

〈惨
い
運
命
〉
を
見
て
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
様
々
な
主
題
が

〈町
と
い
う
女
性
の
悲
劇
〉
に

収
敏
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

セ
ン

・
ラ
ー
ジ

・
ラ
キ
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

恭
助
は

「
こ
の
家
を
ば
家
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
、
立
ち
帰
ら
る
る
も
の
と
思
ふ
な
、
罪
は
お
の
づ
か
ら
知
り
た
る
べ
し
」
と
町
子

に
不
義
の
疑
い
を
か
け
て
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
後
の
展
開
は
作
品
で
は
描
か
れ
な
い
も
の
の
、
も
し
恭
助
が

「私
生
子
」
を

金
村
家
に
入
籍
さ
せ
る
こ
と
を
望
め
ば
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
明
治
期
の

「養
子
」
制
度
に
よ

っ
て
な
ら
、
「私
生
子
」

を

「嗣
子
」
と
し
て
迎
え
る
こ
と
す
ら
可
能
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「養
子
」
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婿
養

子
で
あ
る
恭
助
は

「
一
人
娘
／
戸
主
」
に
な
り
代
わ
り
、
自
身

（そ
し
て
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
の
子
供
）
の
地
位
と
将
来
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
（中
略
）
女
性
の
戸
主
の
地
位
は
、
「家
」
の
相
続
を
目
的
と
し
た

一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、　
一
葉
の
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作
品
で
描
か
れ
た
よ
う
に
、
コ

人
娘
／
戸
主
」
は
、
「家
」
と
内
外
に
お
け
る
そ
の
権
力
を
、
「婿
／
養
子
」
に
託
す
た
め
の
媒
介
や

道
具
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
制
度
に
よ

っ
て
女
性
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
も
考

え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
女
性
が
戸
主
と
な

っ
た
場
合
に
そ
の
地
位
を
保
護
す
る
法

。
制
度
は
、
当
時
成
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
自
ら
も
女
性
戸
主
で
あ

っ
た

一
葉
は
、
明
治
期
の

「家
」
制
度
が
抱
え
て
い
た
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
意
識
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
２０

ラ
キ
は
、
〈婿
養
子
で
あ
る
恭
助
〉
が

〈明
治
期
の

「養
子
」
制
度
〉
に
よ
つ
て
、
自
身
の

〈私
生
子
〉
を
金
村
家
の

〈嗣
子
〉
に
出
来

た
と
述
べ
て
い
る
。
ラ
キ
の
如
く

〈明
治
期
の

「養
子
」
制
度
〉
と
、　
一
括
り
に
す
る
の
は
粗
い
論
述
だ
が
、
「家
」
制
度
に
関
す
る
女
戸

主
と
し
て
の

一
葉
の
問
題
意
識
が
、
「わ
れ
か
ら
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。

藪
禎
子
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
一
念
」
と
い
う
語
に
作
者
が
何
を
託
し
た
の
か
、
具
体
的
に
は
把
握
が
難
し
い
。　
一
葉
自
身
に
も
確
た
る
プ
ラ
ン
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
ど
ん
な
戦
略
も
お
町
に
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
そ
こ
に
時
代
が
端
的
に
出
て
き
て
い
る
。
（中

略
）
し
か
し
、
お
町
自
身
が
発
す
る
最
初
で
最
後
の
こ
の
明
確
な

「言
葉
」
が
、
唯
な
ら
ぬ
印
象
と
し
て
読
者
に
飛
び
込
む
の
は
お

そ
ら
く
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
合
理
な
世
の
告
発
と
、
そ
れ
に
対
す
る
強
い
抵
抗
に
な

っ
て
い
る
の
も
ま
た
疑
い

が
な
い
。
２‐

（中
略
）
特
に
町
の
場
合
、
家
族
制
度
下
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
脆
さ
に
触
れ
て
、
そ
の
矛
盾
を
提
示
し
て
み
せ
て
い

る
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
歴
史
的
意
義
を
み
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（中
略
）
お
町
の
最
後
の
言
葉

が
、
孤
独
で
敗
北
必
至
の
世

へ
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
所
詮

「
小
さ
き
身
」
に
背
負
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
２２

（中

略
）
仮
に
破
滅
で
あ

っ
て
も
、
私
に
は
私
の
理
が
あ
る
と
い
っ
た
姿
勢
を
最
後
に
み
せ
て
、
作
品
は
終
わ

っ
て
い
る
。
（中
略
）
如
上

の
不
条
理
を
含
む
世
そ
し
て
社
会

へ
の
、
き
び
し
く
、
悲
し
い
認
識
と
告
発
こ
そ

一
葉
の
も
の
で
あ

っ
た
と
私
は
考
え
る
。
夫
恭
助

の
問
題
を
、
妾
、
財
産
と
い
っ
た
個
別
の
次
元
を
超
え
て
追
お
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
な
ど
に
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
２３

藪
は
、
お
町
の

〈孤
独
で
敗
北
必
死
〉
を
説
く

一
方
で
、
お
町
の

〈無
念
、
怒
り
〉
を
通
し
て
、
家
族
制
度
下
の
女
性
の
地
位

・
財
産

権
の
不
条
理
に
関
す
る
、
晩
年
の

一
葉
の
社
会
意
識
に
言
及
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
如
く
、
一則
田
愛
か
ら
中
村
稔
ま
で
の
論
者
が
、
全

念
〉
の
無
力
を
読
み
取

っ
て
い
る
。　
一
方
で
、
藪
禎
子

・
渡
邊
澄
ｒ

・

五
島
慶

一
も
無
力
説
を
採

っ
て
い
る
が
、
町
の
哀
れ
な
境
遇
に
思
い
を
寄
せ
、
夫
婦
の
相
続

・
財
産
権
の
問
題
を
通
じ
て
、
明
治
期
の
家

樋ロー葉「われから」論
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族
制
度
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
不
合
理
を
作
品
化
し
た

一
葉
の
、
時
代

・
社
会
認
識
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

三
、
〈
一
念
〉
有
力
説

町
の

〈
一
念
〉
が
有
力
、
実
現
可
能
と
す
る
見
解
を
列
挙
し
て
見
る
。

戸
松
泉
は
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

恭
助
の
思
案
の
な
か
に
は
町
子
へ
の
直
接
の
配
慮
は
何
も
な
い
。
町
子
の

〈不
義
〉
の
真
偽
を
問
い
質
す
意
思
さ
え
な
い
。
た
だ

「浮
世
の
聞
え
」
「世
の
攻
撃
」
「世
に
恥
か
し
き
事
」
へ
の
憂
慮
だ
け
が
あ
る
。
国
会
開
設

基
思
法
発
布
と
い
う
政
治
の
季
節
を
、
養

父
の
財
力
に
よ
っ
て
泳
い
で
き
た
男
の
実
態
が
こ
こ
に
あ
る
。　
一
方
こ
の
間
の
町
子
の
内
面
は

一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

「浮
世
は
花
に
春
の
雨
ふ
る
夜
」
夫
か
ら
別
居
を
言
い
渡
さ
れ
た
時
、
涙
な
が
ら
に
訴
え
た
町
子
の
言
葉
は
確
実
に
以
前
の
彼
女
と
は

違
っ
て
い
た
。
「私
を
浮
世
の
捨
て
物
に
な
さ
り
ま
す
る
お
気
か
、
私
は

一
人
も
の
、
世
に
は
助
く
る
人
も
無
し
、
此
小
さ
き
身
す
て

給
ふ
に
子
細
は
あ
る
ま
じ
」。
こ
の

「私
は

一
人
も
の
」
と
い
う
町
子
の
孤
独
の
自
己
認
識
は
、
夫
を
唯

一
の
頼
り
と
す
る
故
に
そ
の

夫
と
の
心
の
乖
離
に
不
安
を
抱
き
虚
ろ
な
日
々
を
送

っ
て
い
た
町
子
と
は

一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
（中
略
）
全
て
を
失
い

「浮
世
の
捨
て
物
」
に
さ
れ
た
町
子
は
、
コ

念
が
御
座
り
ま
す
る
」
と
夫
を

「
は
た
と
自
呪
む
」。
（中
略
）
こ
の
時
か
ら
本
当
の
意

味
で
の
町
子
の
成
熟
の
道
が
開
か
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
２４

戸
松
は
、
全

念
）
の
具
体
的
な
方
途
を
示
さ
な
い
も
の
の
、
結
末
の
町
の
画
期
的
な

〈孤
独
の
自
己
認
識
〉
に
注
目
し
、
成
熟
の
予
兆
を

見
て
い
る
。

王
光
紅
は
、
〈美
尾
の
生
き
ざ
ま
と
は
対
照
的
に
、
娘
の
お
町
は
夫
金
村
恭
助
に
す
が
る
だ
け
の
旧
来
型
の
柔
弱
な
人
妻
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
母
親
で
あ
る
以
上
、
お
町
も
ど
こ
か
で
母
美
尾
の
激
し
い
生
き
方
と
繋
が
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
物

語
の
末
尾
〉
で
、
今
は
た
と
白
呪
む
」
で

「
一
念
が
御
座
り
ま
す
る
」
と
発
し
た
言
葉
に
は
美
尾
の
娘
と
し
て
の
激
し
い
気
概
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
〉
２５
と
し
て
ヽ
美
尾
か
ら
受
け
継
い
だ
町
の
強
さ
を
積
極
的
に
読
み
取

っ
て
い
る
。

朴
那
美
は
、
〈恭
助
は
お
波
に
生
ま
せ
た
息
子
を
養
子
に
と
の
話
も
持
ち
だ
し
、
ひ
そ
か
に
財
産
剥
奪
を
謀
る
が
具
体
的
に
は
ど
う
い
う

こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
〉
と
し
て
、
穂
積
重
遠

「婿
養
子
の
家
督
相
続
権
」
禽
法
協
』
五

一
巻

一
二
号
　
一
九
二
三
年
）
を
根
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拠
に

〈恭
助
は
婿
養
子
と
し
て
お
町
と
結
婚
し
て
お
り
、
二
人
が
離
婚
し
た
場
合
、
財
産
権
は
女
の
方
に
あ
る
。
相
続
に
お
い
て
は
、
婿

養
子
は
家
名
の
み
を
相
続
し
、
妻
た
る
家
女
が
遺
産
を
相
続
す
る
の
が
江
戸
時
代
以
来
の

一
般
的
な
制
度
で
あ

つ
た
。
こ
の
場
合
は
、
家

は
家
女
が
相
続
し
た
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
家
の
相
続

・
家
督
相
続
と
結
び
付
い
た
こ
の
制
度
は
明
治
民
法
に
よ
っ
て
法
的
に
完
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）
と
す
る
。

さ
ら
に
、
〈高
田
知
波
氏
は

「養
子
入
籍
を
し
な
く
て
も
お
波
の
子
供
は
恭
助
を
父
親
と
す
る
庶
子
の
資
格
に
於
い
て
金
村
家
の
相
続
権

を
確
保
で
き
、
（後
略
と

と
し
、
庶
子
と
し
で
相
続
で
き
る
説
を
と

つ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
明
治
民
法
制
定
前
の
家
族
慣
習

・
布
告
等
」
２６
に

記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
諸
例
示
は
何
れ
も
庶
子
の
相
続
権
を
否
定
し
て
い
る
。
〉
と
し
て

〈庶
子
の
相
続
に
つ
い
て
東
京
府
が
内
務
省
に
伺

い
を
た
て
た
例
〉
を
上
げ
る
。
そ
し
て
、
〈恭
助
は
お
波
と
の
間
に
で
き
た
男
の
子
を
父
親
の
権
利
と
し
て
認
知
し
、
庶
子
に
す
る
こ
と
ま

で
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
〉
と
高
円
説
に
反
駁
し
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
る

「
一
念
が
ご
ざ
り
ま
す
る
」
の

一
声
は
、
恭
助
の
野
望
か
ら
財
産
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
の
現
れ
で
あ
り
、
瞬
間
的
に

出
た
言
葉
で
は
あ

っ
た
が
偶
然
に
出
た
言
葉
で
は
な
か

っ
た
。
前
掲
の
諸
例
示
は
何
れ
も
妻
が
嫁
入
り
の
際
に
持
参
し
た
財
資
を
、

離
縁
す
る
場
合
に
は
そ
れ
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
婿
養
子
縁
組
で
あ
る
お
町
と
恭
助
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
妻
の
財
資
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
お
町
は
、
恭
助
に
よ
る
財
産
剥
奪
の
企
み
か
ら
自
分
の
財
産
を
十
分
守
る
こ
と
が
出
来
、

お
町
の

「
一
念
」
は
成
就
さ
れ
る
。
２７

戸
松
泉
と
王
光
紅
は
、
含

念
〉
の
具
体
的
な
方
途
は
示
さ
ず
と
も
、
夫
に
依
存
し
て
来
た
従
来
の
町
の
質
的
変
換
、
成
熟
を
見
て
い
る
。

さ
ら
に
朴
那
美
は
、　
一
歩
踏
み
込
ん
で

「明
治
民
法
制
定
前
の
家
族
慣
習

・
布
告
」
を
根
拠
に
、
高
田
知
波
の
見
解
に
反
駁
し
、
含

念
〉

の
有
効
性
を
主
張
し
て
い
る
。

以
上
見
て
来
た
如
く
、
町
の

〈
一
念
〉
を
無
力
と
見
る
論
者
は
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
も
殆
ど
が
、
高
田
知
波
に
よ
る

「前
法
典
時
代
」

の
相
続

・
家
族
法
の
識
見
に
基
づ
く
無
力
説
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。　
一
方
、
無
力
説
を
取
り
な
が
ら
、
藪

・
渡
辺

・
笹
川

は
町
の
悲
哀
に
思
い
を
寄
せ
、
家
族
制
度
に
於
け
る
男
女
間
の
性
差
に
関
す
る
、　
一
葉
の
問
題
意
識
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
朴
は
果
敢
に
高
田
説
に
反
駁
し
て
、
全

念
〉
有
力
説
を
打
ち
出
し
た
。
管
見
す
る
と
こ
ろ
、
含

念
〉
を
有
力
と
す
る
の

は
、
朴

一
人
で
あ
る
。
し
か
も
五
島
慶

一
は
先
掲
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
朴
の
論
に
つ
い
て
、
〈お
波
の
子
の
庶
子
相
続
の
可
能
性
を
否
定

し
て
い
る
が
、
〉
〈そ
の
拠

っ
て
い
る
資
料
及
び
そ
の
扱
い
に
関
し
て
疑
間
の
余
地
が
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
こ
の
意
見
を
採
ら
な
い
。
〉
と

樋回一葉「われから」論
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し
て
い
る
。
五
島
は
、
朴
の
論
に
疑
間
を
呈
す
る
な
ら
、
根
拠
を
示
し
て
当
否
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
２

念
〉
無
力
説
が
圧
倒

的
多
数
で
あ
る
中
、
今
少
し
愚
考
を
続
け
て
み
た
い
。

四
、
〈小
説
時
間
〉
と

〈歴
史
的
時
間
〉
の
離
齢
か
ら

後
藤
積
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

町
子
を
め
ぐ
る
慌
し
い
動
静
が
こ
の
作
品
を
執
筆
し
た
二
十
八
年
か
ら
二
十
九
年
に
か
け
て
の
時
期
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
な
れ

ば
与
四
郎
が
美
尾
と
結
婚
し
た
の
は
元
治
年
間
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
時
代
を
二
十
七
年
以
前
に
設
定
し
た
な
ら
ば
与
四
郎
の
梅
見
は

慶
応
年
間
に
ず
れ
込
ん
で
し
ま
う
。
い
ず
れ
も
月
俸
八
円
の
新
し
い
貨
幣
、
土
曜
半
休
な
ど
明
治
新
政
府
に
よ
る
改
革
に
よ
る
制
度

の
実
施
と
年
代
が
食
い
違

っ
て
し
ま
う
。
２８

後
藤
は
、
い
ち
早
く

「
わ
れ
か
ら
」
に
お
け
る

〈小
説
時
間
〉
と

〈歴
史
的
時
間
〉
の
離
断
を
指
摘
し
た
。

高
田
知
波
も
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

美
尾
が
失
踪
し
た
の
は
町
子
が
数
え
二
歳
の
歳
の
春

（中
略
）
町
子
が
作
品
内
現
在
に
登
場
し
て
き
た
と
き
の
年
齢
が
二
十
六
歳

（中
略
）
こ
の
作
品
内
時
間
を
作
品
が
実
際
に
制
作
発
表
さ
れ
た
時
間
に

一
致
さ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
治
四
年
の
事
件
だ

っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
歴
史
的
時
間
と
し
て
の
明
治
四
年
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
美
尾
が
町
子
を
出
産
し
た
の
は
与
四
郎
と
「相

添
ひ
て
よ
り
五
年
目
」
と
さ
れ
、
二
人
が
結
婚
し
た
と
き
与
四
郎
は
大
蔵
省
の
等
外
官
だ

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
年
数
計
算

を
す
れ
ば
、
結
婚
時
期
は
慶
応
年
間
の
こ
と
に
な
り
、
そ
の
頃
に
大
蔵
省
な
ど
が
あ

っ
た
わ
け
が
な
い
し
、
ま
た
美
尾
が
懐
妊
し
た

と
き
と
思
わ
れ
る
日
と
美
尾
が
失
踪
し
た
日
の
両
方
に
、
「壁
隣
の
小
学
教
員
の
妻
」
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
が
、
明
治
三
、
四
年

に
は
ま
だ
学
制
が
発
布
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「小
学
」
校
自
体
が
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
小
説
の
時
間

は
現
実
の
時
間
の
厳
密
な
歴
史
的
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
虚
構
の
時
間
と
し
て
の
性
格
を
持

っ
て
い
る
。
２９

さ
ら
に
、
奥
出
健
は
、
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
か
ら
」
の
小
説
時
間
に
つ
い
て
は
、
奇
異
な
点
が
あ
る
。
作
者
が
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
の
は
没
年
に
あ
た
る
明
治
二
十

九
年
の
、
『文
芸
倶
楽
部
』
五
月
号
で
あ
る
。
作
品
執
筆
に
着
手
し
た
の
は
明
治
二
十
八
年
か
ら
と
も
い
う
が
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
こ



の
作
品
の
背
景

（小
説
時
間
）
に
は
登
場
人
物
た
ち
の
行
動
内
容

。
小
説
的
小
道
具
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
作
品
発
表
時
点

（作
者
没

年
）
よ
り
、
は
る
か
に
時
間
の
経
っ
た
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
読
者
は
気
づ
く
の
で
あ
る
。
３０

奥
出
は
、
〈作
品
的
世
界
が
指
し
示
し
て
い
る
作
品
内
時
間
を
歴
史
的
時
間
と
合
致
さ
せ
な
が
ら
、
「年
立
て
し

を
試
み
る
と
し
て
、
実

在
し
た
料
理
店
名

「
八
百
善
」
を
論
拠
に
、
以
下
の
如
く
、
〈歴
史
的
時
間
〉
と

〈小
説
時
間
〉
の
対
応
を
論
じ
て
い
る
。
〈上
野
公
園
の

「人
百
善
」
の
開
業
は
明
治
九
年
の
五
月
と
な
っ
て
い
る
。
美
尾
夫
婦
の
花
見
が
四
月
十
七
日
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
明
治
十
年

の
四
月
十
七
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〉
と
し
て
、
こ
れ
を
基
点
に
、
〈小
説
現
在
は
明
治
三
十
八
年
の
冬
〉
で
、
〈町
、
夫
よ
り
別
居
さ

せ
ら
れ
る
〉
の
は

〈明
治
三
十
九
年
四
月
〉
〈作
者
没
後
十
年
の
世
界
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。

私
は
後
注
３
０
の
如
く
、
奥
出
の
考
察
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
も
の
で
は
な
い
が
、
町
が
恭
助
に
よ
っ
て
別
居
を
強
い
ら
れ
る
の
は
〈明

治
三
十
九
年
四
月
〉
と
い
う
指
摘
は
刺
激
的
で
、
以
下
、
愚
考
の
足
掛
か
り
に
す
る
。

さ
て
、
周
知
の
如
く
明
治
期
の
民
法

（以
下
、
「旧
民
法
」
と
呼
称
す
る
）
は
、　
一
人
九
六

（明
治
二
九
）
年
四
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ

た
第

一
編
、
第
二
編
、
第
三
編

（総
則
、
物
権
、
債
権
）
及
び
、　
一
八
九
八

（明
治
三

一
）
年
六
月
二

一
日
に
公
布
さ
れ
た
第
四
編
、
第

五
編

（親
族
、
相
続
）
で
構
成
さ
れ
、
七
月

一
六
日
に
施
行
さ
れ
た
。
３‐

し
た
が
っ
て
、
奥
出
論
文
の
辱
に
倣
う
な
ら
、
「わ
れ
か
ら
」
最
終
章

〔十
三
〕
以
降
の
、
町
と
恭
助
の
民
事
は
、
こ
の
民
法
の

「人
事

編
」
の
規
定
に
拠
る
こ
と
に
な
る
。
３２

恭
助
は
谷
中
に
別
宅
を
設
け
て
、
町
を

「幽
閉
」
す
る
が
、
離
婚
は
し
な
い
。
「旧
民
法
」
人
事
編
の
、
「第
五
章
　
第
二
節
　
特
定
原

因
ノ
離
婚
　
第

一
款
　
離
婚
及
ヒ
不
受
理
ノ
原
因
」
と
し
て
、
以
下
の
条
文
が
あ
る
。
３３

第
八
十

一
条
　
離
婚
ハ
左
ノ
原
因
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ラ
得
ス

第

一　
姦
通
但
夫
ノ
姦
通
ハ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
二
限
ル

第
二
　
同
居
二
堪
ヘ
サ
ル
暴
虐
、
脅
迫
及
ヒ
重
大
ノ
侮
辱

第
三
　
重
罪
二
因
レ
ル
処
刑

第
四
　
窃
盗
、
詐
欺
取
財
又
ハ
猥
褻
ノ
罪
二
因
レ
ル
重
禁
固

一
年
以
上
ノ
処
刑

第
五
　
悪
意
ノ
遺
棄

樋ロー葉「われから」論



第
六
　
失
踪
ノ
を曇
百

第
七
　
婦
又
ハ
入
夫
ヨ
リ
其
家
ノ
尊
属
親
二
対
シ
又
ハ
尊
属
親
ヨ
リ
婦
又
ハ
入
夫

二
対
ス
ル
暴
虐
、
脅
迫
及
ヒ
重
大
ノ
侮
辱

町
夫
婦
の
離
婚
に
関
し
て
は
、　
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
第
八
十

一
条
の
第

一
項
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
〈姦
通
〉
に
つ
い
て
は
、
「前

法
典
時
代
」
に
於
け
る
夫
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
残
存
し
て
い
て
、
恭
助
の
蓄
妾
は
免
罪
に
な
る
。　
一
方
、
町
の
姦
通
に
つ
い
て
は
、
「
わ

れ
か
ら
」
本
文
に
、
〈金
村
が
妻
と
立
ち
て
、
世
に
恥
か
し
き
事
な
か
ら
ず
は
と
覚
せ
ど
も
〉
３４
と
あ
る
よ
う
に
、
恭
助
自
ら
が
、
町
の

「
不

義
」
を
信
じ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

「第
三
款
　
離
婚
ノ
訴
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
八
十
七
条
　
離
婚
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ハ
夫
婦
ノ
ミ
ニ
属
ス

第
八
十
八
条
　
離
婚
ノ
原
因
ハ
通
常
ノ
証
拠
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
ス
可
シ
自
白
ノ
ミ
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

町
と
千
葉
の

「
不
義
」
は
、
あ
く
ま
で

〈噂
〉
で
あ
り
、
第
八
十
八
条
の
求
め
る
よ
う
な
、
恭
助
に
依
る
町
の

「
不
義
」
の
立
証
は
、

不
可
能
で
あ
る
。
恭
助
が
離
婚
を
申
し
立
て
な
か

っ
た
理
由
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、
「第
二
款
　
仮
処
分
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
八
十
四
条
　
離
婚
ノ
訴
訟
中
婦

ハ
原
告
又
ハ
被
告
タ
ル
ヲ
問

ハ
ス
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
住
家
ヲ
去
ル
コ
ト
ラ
得
此
場
合

二
於
テ

ハ
自
己
ノ
衣
服
其
他
ノ
日
用
物
品
ヲ
持
去
り
且
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
養
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
五
条
　
入
夫
及
ビ
婿
養
子
二
付
テ
ハ
裁
判
所

ハ
離
婚
ノ
訴
訟
中
夫
ヲ
シ
テ
住
家
ヲ
去
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ラ
得
此
場
合

二
於
テ
ハ

前
条
第

一
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

第
八
十
六
条
　
裁
判
所

ハ
住
家
ヲ
去
ル
婦
又
ハ
夫
ノ
請
求

二
因
り
其
財
産
ヲ
保
存
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
処
分
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ラ
得

第
八
十
四
条
、
八
十
五
条
で
は
裁
判
所
が
、
離
婚
訴
訟
中
の
夫
婦
の
、
い
ず
れ
か
に
現
住
居
を
去
ら
せ
る
措
置
を
取
る
際
、
入
夫

・
婿

養
子
は
、
嫁
入
り
し
た
妻
と
同
等
の
扱
い
に
な

っ
て
い
る
。
同
じ
男
性
で
あ

っ
て
も
、
入
夫

・
婿
養
子
は
、
住
家
を
持

っ
て
妻
を
要

っ
た

男
性
と
同
等
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
言
え
ば
、
訴
訟
中
に
金
村
家
か
ら
出
る
べ
き
は
恭
助
で
あ

っ
て
、
家
付
娘
の
町
で
は
な

い
。
定
稿
で
は

父
フ
の
金
村
恭
助
ぬ
し
は
、
其
与
四
郎
が
聟
な
り
け
り
。
〉
３５
と
あ
る
。
未
定
稿
Ａ
Ｉ
２
．
Ｈ
Ⅱ
ｌ
で
も

〈聟
養
子
〉
と
さ
れ

て
い
る
。
「旧
民
法
」
下
に
お
い
て
も
、
〈婿
養
子
〉
は
、
妻
を
自
家
に
要

っ
た
男
性
よ
り
冷
遇
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
町
が
波
母
子
の
存
在
を
耳
に
し
た
翌
朝
に
恭
助
が
持
ち
掛
け
た
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、
見
て
み
よ
う
。

「第
七
章
　
養
子
縁
組
」
「第

一
節
　
養
子
縁
組
二
必
要
ナ
ル
条
件
」
は
以
下
の
通
り
。



第
百
九
条
　
一月
主

二
非
サ
ル
者

ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
推
定
家
督
相
続
人
ニ
シ
テ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
得
タ
ル
者

ハ
此
限
リ
ニ
在

ラ

ス

第
百
十
条
　
配
偶
者
ア
ル
者

ハ
其
配
偶
者
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ラ
得
ス
但
シ
配
偶
者
力
其
意
思
ヲ
表
ス
ル

能

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

第
百
九
条
に
拠
れ
ば
、
恭
助
が
町
と
離
婚
す
れ
ば
、
金
村
家
の
戸
主
で
な
く
な
る
か
ら
、
養
子
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
第
百
十
条
に
拠
れ
ば
、
別
居
は
し
た
が
、
離
婚
し
な
い
状
態
を
続
け
れ
ば
、
配
偶
者
で
あ
る
町
か
ら
、
養
子
の
承
諾
を
得
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
五
島
慶

一
は
、
久
武
綾
子

『氏
と
戸
籍
の
女
性
史
』
（世
界
思
想
社
　
一
九
八
八
年
）
の
文
章
３６
を
根
拠
に
、
〈結
局
、
家

督
は
結
婚
し
た
時
点
か
ら

（法
律
上
）
恭
助
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の

一
存
で

（認
知
す
る
こ
と
）
「飯
田
町
」
の
子
に
そ
れ
を
継
が
せ
る
こ

と
も
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
養
子
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
を
諮

つ
た
の
は
、
「飯
田
町
」
と
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
町
と
も

う
ま
く
や
っ
て
い
こ
う
と
す
る
彼
の

《
光
源
氏
》
的
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
〉
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
文
で
は

〈家

つ
き
な
ら
ず
は
施
す
べ
き
道
も
あ
れ
ど
、
浮
世
の
聞
え
、
こ
れ
を
別
居
と
引
離
つ
こ
と
、
如
何
に
も

し
の
び
ぬ
思
ひ
あ
り
〉
（十
三
）
３７
と
あ
る
。
五
島
の
い
う
如
く

〈光
源
氏
の
よ
う
な
〉
と
い
う
の
は
、
一
家
を
構
え
る
夫
に
は
適
用
で
き
て

も
、
婿
養
子
の
恭
助
に
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

上
記
の

「旧
民
法
」
は
、　
一
葉
死
去
の

一
年
八
ケ
月
後
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奥
出
の

「年
立
て
」
に
拠
れ
ば
、
町
が
恭
助
の

隠
れ
妻
子
の
こ
と
を
知
る
の
が

〈明
治
三
十
八
年
十
二
月
十
五
日
〉
、
町
が
恭
助
よ
り
別
居
を
申
し
渡
さ
れ
る
の
が

〈明
治
三
十
九
年
　
四

月
〉
と
あ
る
。
従

っ
て
、
町
の

〈
一
念
〉
を
、
こ
の

「
旧
民
法
」
下
に
置
い
て
み
る
と
、
強
ち
無
力
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
ネ
グ
レ
ク
ト

・
サ
バ
イ
バ
ー
と
し
て
の
町

未
定
稿
で
は
、
両
親
が
町
に
対
し
て
愛
情
を
示
す
場
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
未
定
稿
Ｕ
Ｉ
で
は
、
美
尾
は
出
産
後
も
鬱
々
と
し
て
夜

毎
に
涙
を
流
す
が
、
〈我
が
身
に
さ
な
が
ら
瓜
二
つ
の
お
町
を
抱
い
て
乳
房
を
ふ
く
め
る
時
は
、
可
愛
さ
胸
に
波
の
た
つ
如
く
、
こ
れ
を
捨

て
ゝ
は
何
と
し
て
行
か
り
よ
う
、
お
前
は
何
う
で
も
置
い
て
行
か
ぬ
ぞ
え
、
と
抱
き
し
め
て
、
言
葉
に
こ
そ
は
出
さ
ね
ど
も
、
し
の
び
か

ね
て
は
産
衣
の
ゑ
り
初
し
ぐ
れ
と
そ

ゝ
い
で
〉
３８
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
Ｕ
Ⅳ
３
で
は
、
町
が
、
里
親
に
連
れ
ら
れ
て
初
め
て
父
親
と
対
面
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す
る
場
面
で
、
与
四
郎
が

〈お

ゝ
小
五
郎
ど
の
が
お
ふ
く
ろ
か
、
永
々
娘
の
。
と

一
卜
言
い
は
れ
て
、
嬉
し
涙
は
ら
／
ヽ
と
膝
に
〉
３９
と
ヽ

里
親
の
小
五
郎
の
妻
に
向

っ
て
、
感
謝
の
念
を
露
わ
に
す
る
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
定
稿
で
は
不
採
用
と
な

っ
て
い
る
。

生
後

一
年
三
ヶ
月
余
で
、
美
尾
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
町
は
、
ど
の
よ
う
に
養
育
さ
れ
た
の
か
、
未
定
稿
Ａ
で
は
祖
母
、
Ｕ
で
は
里
親

と
さ
れ
て
い
る
が
、
定
稿
で
は

一
切
、
言
及
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
与
四
郎
と
の
再
会
の
場
面
で
は
、
美
尾
と
瓜
二
つ
で
あ
る
か
、
も
し

く
は
与
四
郎
と
は
似
て
い
な
い
町
を
見
て
、
瞬
時
に
与
四
郎
の
態
度
が
余
所
余
所
し
く
な
る
設
定
が
、
未
定
稿
Ｕ
で
数
多
く
見
ら
れ
る
。

自
分
の
血
を
分
け
た
子
供
な
が
ら
、
母
親
似
で
あ
る
た
め
、
自
分
を
見
限

っ
た
美
尾
に
対
す
る
与
四
郎
の
憎
悪
が
町
に
向
け
ら
れ
た
の
か
、

町
を
美
尾
の
不
義
に
よ
る
他
人
の
子
と
見
て
の
憎
悪
か
、
読
者
に
は
判
断
が
着
か
な
い
。
し
か
し
、
定
稿
で
は
、
結
婚
五
年
目
の
梅
見
の

頃
に
起
き
た
美
尾
の
無
断
外
泊
に
際
し
て

〈与
四
郎
は
何
事
の
秘
密
あ
り
と
も
知
ら
ざ
り
き
〉
４０
と
い
う
語
り
手
の
仄
め
か
し
と
、
恭
助
に

〈父
の
与
四
郎
在
世
の
さ
ま
は
知
り
給
ふ
如
く
、
私
を
ば
母
親
似
の
面
ざ
し
見
る
に
病
の
種
と
て
寄
せ
つ
け
も
致
さ
れ
ず
、
朝
夕
さ
び
し
う

て
暮
し
ま
し
た
る
を
〉
４‐
と
語
る
町
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
母
親
似
ゆ
え
の
冷
遇
と
さ
れ
て
い
る
。

《
九
》
に
は
、
町
が
邸
内
の
庭
園
に
あ
る
稲
荷
社
前
で
気
付
い
た
自
身
の
心
の
不
安
を
、
恭
助
に
打
明
け
る
場
面
が
あ
る
。
〈私
は
貴
郎

の
ほ
か
に
頼
母
し
き
親
兄
弟
も
無
し
〉
４２
と
話
す
。
さ
ら
に
、
本
の
間
か
ら
漏
れ
て
来
る
座
敷
の
喧
騒
、
三
味
線
に
合
わ
せ
て
歌
う
恭
助
の

声
を
耳
に
し
て
、
〈
い
つ
の
間
に
彼
の
や
う
な
意
気
な
洒
落
も
の
に
成
り
給
ひ
し
、
油
断
の
な
ら
ぬ
と
思
ふ
と
共
に
、
心
細
き
事
堪
え
が
た

う
成
り
て
、
締
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
苦
る
し
さ
は
、
胸
の
中
の
何
処
と
も
無
く
湧
き
出
ぬ
。
〉
４３
と
さ
れ
て
い
る
。
恭
助
は
、
い
つ
の
間
に

か
政
界
活
動
の
傍
ら
、
色
街
遊
び
の
洒
落
者
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
女
で
あ
る
自
分
は
家
庭
内
に
留
ま
り
、
世
間
知
ら
ず

の
生
活
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
自
分
は

一
個
の
社
会
人
と
し
て
遅
れ
を
取
り
、
夫
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
存
在
の

根
底
を
揺
る
が
す
不
安
と
恐
怖
に
、
町
は
襲
わ
れ
て
い
る
。

藪
禎
子
は
夙
に

〈お
町
は
淋
し
く
孤
独
な
女
で
あ
る
。
そ
の
淋
し
さ
は
、
直
接
に
は
夫
に
顧
み
ら
れ
な
い
妻
の
満
た
さ
れ
ぬ
心
身
か
ら

く
る
が
、
生
い
立
ち
か
ら
も
き
て
い
る
。
彼
女
は
、
い
わ
ば
存
在
の
根
を
断
ち
切
ら
れ
た
女
で
あ
る
。　
一
葉
が
書
き
た
か

っ
た
の
は
、
お

町
と
い
う
女
の
生
の
は
か
な
さ
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
家
の
倫
理
の
崩
壊
と
、
新
し
い
家
庭
、
新
し
い
男
女
の
関
係

を
求
め
よ
う
と
し
て
求
め
切
れ
な
い
時
代
の
焦
燥
を
映
し
出
し
て
い
る
。
〉
４４
と
述
べ
て
い
る
。

「
ミ
つ
の
上
日
記
」
の

一
人
九
六

（明
二
九
）
年
五
月
二
九
日
に
は
、　
一
葉
が
斉
藤
緑
雨
の
訪
間
を
受
け
、
「
わ
れ
か
ら
」
に
関
す
る
緑

雨
の
質
問
に
答
え
た
記
述
が
あ
る
。
緑
雨
が
、
稲
荷
社
前
で
の
町
の
物
思
い
は
、
常
日
頃
か
ら
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
偶
々
の
も
の
か
と
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質
問
す
る
。　
一
葉
は
偶
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
〈常
々
お
の
れ
も
知
ら
ぬ
心
の
そ
こ
に
怪
し
う
ひ
そ
む
物
の
あ
り
て
心
細
き
感
は
常
々
有

り
し
に
〉
４５
と
答
え
て
い
る
。　
一
葉
の
い
う

〈心
細
き
感
〉
と
は
、
ま
さ
に
、
乳
児
期
に
母
か
ら
遺
棄
さ
れ
、
少
女
期
以
降
は
父
に
疎
ま
れ

て
き
た
育
児
放
棄
児
の
町
の
、
今
ま
た
恭
助
か
ら
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
的
外
傷
の
再
発

（
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
）
、

ネ
グ
レ
ク
ト

・
サ
バ
イ
バ
ー
と
し
て
の
存
在
不
安
と
恐
怖
で
あ
ろ
う
。

松
岡
正
剛
は

『
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
』
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「弱
さ
」
は

「
強
さ
」
の
欠
如
で
は
な
い
。
「弱
さ
」
と
い
う
そ
れ
自
体
の
特
徴
を
持

っ
た
劇
的
で
ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
な
現
象
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
些
細
で
こ
わ
れ
や
す
く
、
は
か
な
く
て
脆
弱
で
、
あ
と
ず
さ
り
す
る
よ
う
な
異
質
を
秘
め
、
大
半
の
論
理
か
ら
逸

脱
す
る
よ
う
な
未
知
の
振
動
体
で
し
か
な
い
よ
う
な
の
に
、
と
き
に
深
す
ぎ
る
ほ
ど
大
胆
で
、
と
び
き
り
過
敏
な
超
越
を
あ
ら
わ
す

も
の
な
の
だ
。
部
分
で
し
か
な
く
、
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
断
片
で
し
か
な
い
よ
う
な
の
に
、
と
き
に
全
体
を
お
び
や
か
し
、
総
体
に
抵

抗
す
る
透
明
な
微
細
力
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４６

（中
略
）
欠
点
や
弱
点
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
動
向
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ

ジ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
よ
り
も

（中
略
）
「
ヴ
ア
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
」
↑
〓
】Ｒ
『，Ｅ
』一じ

と
い
う
難
解
な
言
葉
で
こ
れ
を
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
言
葉
に
は
攻
撃
誘
発
性
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
相
手
か
ら
す
れ
ば
攻
撃
し
た
く
な
る
感
覚
で
あ
る
。
（中
略
）

た
ん
な
る

「
い
じ
め
ら
れ
や
す
さ
」
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
こ
と
に
よ

っ
て
何
か
が
過
剰
に
相

互
反
応
す
る
劇
的
な
可
能
性
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
「き
ず
つ
き
や
す
さ
」
が
ヴ
ア
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
の
本
質
で
あ

っ
て
、
そ
の
「き

ず

つ
き
や
す
さ
」
が
つ
ね
に
新
た
な
意
図
を
も
ち
う
る
ば
あ
い
も
多

い
４７
（中
略
）
か
つ
て

「家
族
の
中
に
は
誰
か

一
人
く
ら
い
ヴ
ァ

ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
存
在
が
い
る
も
の
だ
」
と
指
摘
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
人
類
学
者
ジ
エ
ー
ル
ス

・
ヘ
ン
リ
ー
だ

つ
た
。
毬

〈ヴ
ア
ル
ネ
ラ
ブ
ル
〉
な
町
の

〈
一
念
〉
と

〈自
呪
〉
こ
そ
、
こ
の

〈ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
な
現
象
〉
〈全
体
を
お
び
や
か
し
、
総
体
に
抵
抗

す
る
透
明
な
微
細
力
）
に
他
な
ら
な
い
。
〈全
体
〉
〈総
体
）
と
は
、
で
つ
ま
で
も
な
く
、
明
治
の
男
性
政
治
家
た
る
恭
助
が
依
存
す
る

「共

同
幻
想
」
で
あ
る
。

戸
松
泉

「
『わ
れ
か
ら
』
―
―

〈小
説
〉
的
世
界
の
顕
現
へ
」
の

「付
記
」
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
九
五
年
六
月
）

関
礼
子
校
注

「わ
れ
か
ら
」
亀
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
明
治
編
２４
　
樋
口

一
葉
集
』
岩
波
書
店
　
一
一〇
〇

一
年

一
〇
月
と
壬
二
八
頁

樋ロー葉「われから」論
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３
　

『樋
口

一
葉
全
集
　
第
二
巻
』
（筑
摩
書
房
　
一
九
七
四
年
九
月
）
九
七
頁
。
以
下
、
全
集
と
は
此
れ
を
指
す
。

４
　
全
集

一
〇
七
頁

５
　
全
集

一
一
二
頁

６
　
藪
禎
子

「
『わ
れ
か
ら
』
論
」
亀
透
谷

・
藤
村

。
一
葉
』
明
治
書
院
　
一
九
九

一
年
七
月
）
に
於
い
て
、
藪
は

〈お
町
と
恭
助
に
つ
い

て
は
、
『十
三
夜
』
が
、
や
は
り
先
樅
と
し
て
あ
る
。
子
供
へ
の
思
い
と
将
来
へ
の
不
安
、
実
家
へ
の
経
済
的
責
任
ゆ
え
、
「鬼
」
の
よ

う
な
夫
の
下
に
戻
っ
た
お
関
と
、
い
ず
れ
に
し
ろ
女
の
憂
き
人
生
に
変
り
は
な
い
。
〉
（三

一
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

７
　
例
え
ば
、
ヨ
一人
冗
語
」
亀
め
さ
ま
し
草
』

一
八
九
六
年
五
月
）

８
　
渡
辺
澄
子
は

「
一
葉
文
学
に
お
け
る
新
た
な
飛
躍
―
―

『わ
れ
か
ら
』
論
」
に
お
い
て
、
〈寝
室
に
い
た
そ
の
ま
ま
の

「し
ど
け
な
」

さ
で
書
生
部
屋
に
顔
を
だ
し
た
の
は
、
町
に
と
っ
て
千
葉
が
異
性
と
し
て
対
象
に
な
り
う
る
相
手
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
〉
〈も

し
、
町
の
内
心
に
千
葉
を
異
性
と
し
て
み
る
意
識
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
寝
室
か
ら
そ
の
ま
ま
身
繕
い
も
せ
ず
に
男
の
部
屋
に
い
く
こ
と

は
有
り
得
な
い
。
意
識
的
な

「し
ど
け
な
」
さ
で
千
葉
の
官
能
を
刺
激
し
た
と
は
ど
う
し
て
も
読
み
取
れ
な
い
。
〉
と
熟
達
の
読
み
を
し

て
、
密
通
説
を
斥
け
て
い
る
。
亀
樋
口

一
葉
を
読
み
な
お
す
』
学
藝
書
林
　
一
九
九
四
年
六
月
）
二
五
六
～
二
五
七
頁

９
　
全
集
二
〇
四
頁

Ю
　
前
田
愛

「解
説
」
亀
大
つ
ご
も
り

。
十
三
夜
　
他
五
篇
』
岩
波
文
庫
　
一
九
七
九
年
二
月
）

一
七
四
～

一
七
七
貞
。
〈千
葉
を
相
手
に

乱
行
〉
、
令
従
三
位
の
軍
人
様
」
の
落
と
し
胤
〉
、
〈母
親
ゆ
ず
り
の
淫
蕩
な
血
〉
と
い
う
論
証
抜
き
の
前
田
の
断
定
に
も
首
肯
し
が
た
い
。

Ｈ
　
橋
本
威

「
一
葉

『わ
れ
か
ら
』
覚
え
書
き

（下
）
―
―
講
義
ノ
ー
ト
よ
り
」
禽
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

国
語

・
国
文
学
編

３０
号
』

一
九
九
六
年
八
月
）。
橋
本
は
上
記
の
論
文
で
、
〈従
来
、
『わ
れ
か
ら
』
を
、
母
娘
二
代
の

《姦
通
》
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
、

そ
こ
に

《
遺
伝
》
の
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
〉
し
か
し

〈
一
葉
文
学
を
、
《悲
惨
小
説
》
や
前
期
自
然
主
義
文
学

の
尺
度
で
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
〉
〈お
町
の
物
語
の
中
に
、
美
尾
の
物
語
が
挿
入
さ
れ
る
構
成
〉
〈お
町
と
そ
の
母
親
美
尾
が
、
単
に

母
子
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
、
が
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
〉
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
を
運
ぶ
。
橋

本
の
一
葉
観
に
関
わ
る
重
要
な
箇
所
な
の
で
、
敢
え
て
注
記
す
る
。

〈
一
葉
は
、
作
品
の
早
い
部
分
で
、
両
者
の
共
通
点
を
、
「愚
か
母
様
を
其
ま

ゝ
の
生
れ
つ
き
、」
公
こ

と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
が

《愚
か
》
な
の
か
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
《物
質
的
幸
福
》
を

《幸
福
》
だ
と
思
う
愚
か
さ
、
《物
質
的
幸
福
し
か
な
い
不
幸
》
に
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あ
っ
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
に
逃
げ
込
む
こ
と
し
か
出
来
な
い
愚
か
さ
―
―
こ
れ
を
、
物
質
に
よ
っ
て
幸
福
は
得
ら
れ
な
い
な
ど
と
短

絡
化
し
て
は
な
る
ま
い
。
言
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
知
性
に
支
え
ら
れ
た
近
代
的

《自
我
》
を
育
て
得
て
い
な
い
「愚
か
さ
」
で
あ
る
。
〉

含
自
分
か
ら
自
己
の
内
面
を
言
説
化
し
よ
う
と
し
て
で
き
ず
、
身
体
的
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
を
は
た
す
」
と
こ
ろ
に
、
こ
の
母
娘
共
通

の

《無
自
我
性
》
が
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〉
〈
一
葉
は

《自
我
》
に
目
覚
め
る
こ
と
な
く

《幸
福
》
を
願
う
女
性
を
指
弾
し
た
。
指

弾
の
根
拠
は

《晩
年
》
の
一
葉
が
自
分
の
人
生
に
描
い
た
生
き
方
で
あ
る
。
《
彼
女
ら
》
の
結
局
陥
る

《
不
幸
》
―
―
己
の
人
生
の
破
壊

は
、　
一
葉
か
ら
見
れ
ば
、
《無
自
我
》
に
安
住
し
て
い
る
自
ら
の
わ
ざ
―
―

《
わ
れ
か
ら
》
を
招
い
た
も
の
な
の
だ
〉
と
、　
一
葉
晩
年
の

境
地
に
ま
で
説
き
及
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
橋
本
が
引
用
し
て
い
る

〈愚
か
母
親
を
其
ま

ゝ
の
生
れ
つ
き
〉
の
フ
レ
ー
ズ
を
、
本
文
の
文
脈
に
戻
し
て
見
よ
う
。
本

文
で
は

〈目
鼻
だ
ち
よ
り
髪
の
か
ゝ
り
、
歯
な
ら
び
の
宜
い
所
ま
で
似
た
と
は
愚
か
母
様
を
其
ま

ゝ
の
生
れ
つ
き
、
（傍
線
は
北
川
》

（全
集

一
七
五
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
〈愚
か
〉
を

〈母
様
〉
に
係
る
と
い
う
が
如
き
、
坐
り
の
悪
い
用
語
理
解
で
は
な
く
、
単
純
に

〈愚
か
〉
は

〈似
た
と
は
）
を
受
け
る
形
容
動
詞
の
語
幹
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
国
語
訳
す
れ
ば
、
「町
の
容
貌
が
母
親
に

似
て
い
る
と
い
う
の
は
不
正
確
な
表
現
で
、
正
に
生
き
写
し
で
あ
る

（傍
線
は
北
川
と

と
い
う
慣
用
表
現
で
あ
る
。
橋
本
の
如
く
、
大

仰
な

〈母
親
共
通
の

《
無
自
我
性
と

に
ま
で
敷
行
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

‐２
　
大
井
田
義
彰

「罪
は
我
が
心
よ
り
…
　
―
―

『わ
れ
か
ら
』
試
論
―
―
」
亀
媒
　
五
号
』

一
九
八
八
年

一
二
月
）
大
井
田
論
文
中
の
注

記
２４
に
は

〈明
治
十
三
年
七
月
に
公
布
さ
れ
た
旧
刑
法
第
三
百
十

一
条
。
明
治
四
十

一
年
ま
で
有
効
で
あ

っ
た
。
高
柳
真
三

『明
治
家

族
法
史
』
（昭
２６

・
３
　
日
本
評
論
社
）
参
照
〉
と
あ
る
。

‐３
　
高
田
知
波

「
〈女
戸
主

・
一
葉
）
と

『わ
れ
か
ら
Ｌ

（
『駒
沢
国
文
　
一二
〇
号
』

一
九
九
三
年
二
月
）

‐４
　
外
岡
茂
十
郎
編

『明
治
前
期
家
族
法
資
料
―
―
家
族
法
先
例
集

。
同
法
規
集
』
「序
」
（早
稲
田
大
学
　
一
九
六
七
～

一
九
七
二
年
）

‐５
　
五
島
慶

一
「
（妻
）
の

『
一
念
』
―
―

『わ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
妻
の
位
置
」
「
三
田
国
文
　
一二
四
号
』
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究

室
　
一
一〇
〇

一
年
九
月
）

‐６
　
中
村
稔

「
『わ
れ
か
ら
』
考
」
亀
樋
口

一
葉
』
青
土
社
　
一
一〇

一
二
年

一
一
月
）

一
九
三

。
一
九
四
頁

‐７
　
注
８
に
同
じ
。
二
八
六
頁

‐８
　
注
８
に
同
じ
。
二
七
八
頁

樋ロー葉「われから」論
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‐９
　
笹
川
洋
子

「
『わ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
―
―
物
語
行
為
の
多
様
性
を
手
掛
か
り
に
し
て
」
禽
親
和
国
文
　
四
五
号
』
二

〇

一
〇
年

一
二
月
）

２０
　
セ
ン
・
ラ
ー
ジ

・
ラ
キ

「
『ゆ
く
雲
』
。
『う
つ
せ
み
』
・
『わ
れ
か
ら
』
に
お
け
る

『婿
／
養
子
』
―
―

『
一
人
娘
』
た
ち
の

『煩
悶
』

―
―
」
「
文
学

・
語
学

”
号
』
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
　
一
一〇

一
五
年
八
月
）

２‐
　
注
６
に
同
じ
。
三
〇
八

・
三
〇
九
頁

２２
　
注
６
に
同
じ
。
三

一
三
頁
。
藪
は
、
こ
の
文
に
続
け
て
〈ま
し
て
お
町
は
姦
通
女
で
あ
り
、
制
裁
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
側
で
あ
る
。
父
親

譲
り
の
幾
万
金
も
お
町
に
主
張
す
る
権
利
は
な
い
。
〉
と
述
べ
て
い
る
。
町
と
千
葉
の
姦
通
を
事
実
と
し
て
い
る
点
は
、
筆
者
と
見
解
を

異
に
す
る
。

２３
　
注
６
に
同
じ
。
三

一
四

。
三

一
五
頁

２４
　
戸
松
泉

「
『わ
れ
か
ら
』
試
論
―
―

〈小
説
〉
的
世
界
の
顕
現
へ
」
「
国
文
学
―
―
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
九
五
年
六
月
）

２５
　
王
光
紅

「
『わ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
美
尾
像
―
―
出
世
に
心
を
奪
わ
れ
た
女
性
」
亀
日
本
文
学
研
究
　
五
三
号
』
梅
光
学
院
大
学
　
二

〇

一
八
年

一
月
）

２６

『日
本
婦
人
問
題
資
料
集
成
　
第
五
巻
　
家
族
制
度
』
（ド
メ
ス
出
版
　
一
九
七
六
年
二
月
）

２７
　
朴
那
美

「樋
口

一
葉
の

『わ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
　
お
町
の

『
一
念
』
は
成
就
す
る
か

（２
と

（
で
」
と
ば
　
２‐
号
』
現
代
日
本
語
研

究
会
　
一
一〇
〇
〇
年

一
二
月
）

２８
　
後
藤
積

『改
訂
増
補
　
商
人
と
し
て
の
樋
回

一
葉
』
（千
秋
社
　
一
九
八
九
年
二
月
）
二
七
九

・
三
八
〇
頁

２９
　
注
１３
に
同
じ
。

３０
　
奥
出
健

「樋
口

一
葉

『わ
れ
か
ら
』
の
問
題
点
を
考
え
る
」
「
近
代
文
学
研
究
４
号
』
（大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
一
一〇

一

三
年
）。
た
し
か
に
、
『八
百
善
も
の
が
た
り
』
の

「
八
百
善
年
表
」
（創
業
享
保
二
年
江
戸
料
理

「
八
百
善
■

八
百
善
年
表
　
て

，ｏＮｏＰ

３
Ｓ
】∽一ｏ
９
ま
∽（ｏＱ
‐
ｏ
】〓
ユ
）
に
よ
れ
ば
、
創
業
享
保
二
年
江
戸
料
理
の
浅
草

「八
百
善
」
は
、
明
治
九
年
に
精
養
軒
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

〈上
野
八
百
善
亭
を
出
店
〉
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「わ
れ
か
ら
」
の
本
文
は

〈八
百
膳
〉
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
在
の

「
人
百

善
」
と
同
定
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑
念
も
生
じ
る
。
奥
出
は
、
主
要
人
物
の

〈美
尾
〉
を

〈美
緒
〉
と
部
分
的
に
、
〈恭
助
〉
を
終
始

一

貫

〈恭
介
〉
と
誤
記
し
て
い
る
。
漢
字
表
記
に
意
を
払
わ
な
い
質
か
も
し
れ
な
い
が
、
「膳
」
と

「善
」
の
一
字
の
違
い
は
大
き
い
。

― 一九 一



さ
ら
に
、
奥
出
は

〈美
尾
の
外
泊
が
結
婚
五
年
目
の
二
月
、
妊
娠
が

「定
か
に
成
り
て
」
が
三
、
四
月
な
ら
ば
、
美
緒
の
妊
娠
は
次

年
の
明
治
十
二
年
の
春
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
長
女

・
町
の
出
産
は
、
明
治
十
二
年
の

「十
月
中
の
五
日
」
、
十
月
十
五
日
で
あ

る
か
ら
、
妊
娠
そ
の
も
の
は
町
誕
生
日
か
ら
逆
算
す
れ
ば
明
治
十
二
年
の

一
月
中
と
考
え
ら
れ
る
。
〉
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

〈金
紋
の
車
〉
事
件
の
日
は
、
〈相
添
ひ
て
よ
り
五
年
目
の
春
、
梅
さ
く
頃
〉
〈ま
だ
如
月
の
小
夜
嵐
引
ま
ど
の
明
放
し
よ
り
入
り
て
身
に

染
む
事
も
堪
え
が
た
し
〉
倉

こ

と
あ
る
か
ら
、
奥
出
の
言
う
三
月
で
は
な
く
、
明
か
に
二
月
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
〈美
緒
の
妊
娠
は

次
年
の
明
治
十
二
年
の
春
と
考
え
る
の
が
自
然
〉
で
は
な
く
、
明
治
十

一
年
と
考
え
る
余
地
も
残
る
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
青
木

一
男
は

「
『わ
れ
か
ら
』
―
―
人
妻
物
語

へ
の
試
み
」
亀
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
三
年
五
月
）
に

お
い
て
、
〈お
町
は
美
尾
が
綺
麗
な
車
で
出
掛
け
た
お
り
に
誰
や
ら
と
関
係
し
て
生
ま
れ
た
娘
と
疑
わ
れ
て
父
に
嫌
わ
れ
た
と
考
え
る

む
き
も
あ
る
が
、
花
見
の
こ
ろ
に
関
係
し
て
十
月
に
誕
生
と
い
う
の
は
計
算
が
合
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
〉
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

美
緒
の
無
断
外
泊
、
す
な
わ
ち

〈金
紋
の
車
〉
の

こ

事
件
は
、
与
四
郎
が

〈相
添
ひ
て
よ
り
五
年
目
の
春
、
梅
咲
く
頃
の
そ
ゞ
ろ
あ
る

き
〉
を
土
曜
日
の
午
後
よ
り
同
僚
二
三
人
と
し
て
、
帰
宅
し
た
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

〈
こ
の
前
の
年
〉
《
四
》
に
、
与
四
郎
夫
婦

は
二
人
し
て
上
野
か
ら
墨
田
川

へ
か
け
て
花
見
を
楽
し
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
青
木
は

「梅
見
」
を

〈花
見
〉
と
混
同
じ

て
い
る
。

３‐
　
仁
井
田
益
太
郎
編

『旧
民
法
』
（日
本
評
論
社
　
一
九
四
三
年
八
月
）
二
三

。
二
四
頁

３２
　
五
島
慶

一
も
先
掲
論
文
で
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
か
ら
」
発
表
の
明
治
二
十
九
年
と
い
え
ば
日
清
戦
争
後
、
日
本
が

「
国
家
」
の
形
成
に
向
け
て
ピ

ッ
チ
を
上
げ
、
そ
れ
に
伴

っ

て
家
庭
内
で
の
女
性

（妻
）
の
役
割
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
又
、
内
容
に
関
わ
る
こ
と
で
は
、
来
る
べ
き
民

法
編
纂

（明
治
三
十

一
年
）
に
向
け
て
、
妾
制
存
廃
の
議
論
が
い
よ
い
よ
大
詰
め
を
迎
え
よ
う
と
い
う
と
き
で
も
あ

っ
た
。
こ
う
し
た

中
に
登
場
し
た
小
説

「
わ
れ
か
ら
」
は
、
そ
の
作
者
の
意
図
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
同
時
期
の
社
会
的
問
題
を
包
摂
す
る
結
果
と
な

っ

た
。

３３
　
い
わ
ゆ
る

「旧
民
法
」
条
文
の
引
用
は
、
注
３‐
に
拠
る
。

３４
　
全
集
二
〇
三
頁

３５
　
全
集

一
人
九
頁

樋ロー葉「われから」論
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３６
　

〈刑
法
草
案
で
は

「妾
」
の
文
字
が
消
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
の
編
纂
過
程
で
、
継
母
庶
子
関
係
を
親
子
関
係
に
準
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
が
目
的
の
た
め
に
旧
時
代
の
妾
制
度
が
是
認
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
刑
法
上
、
妾
制
を
廃
止
し
た
と
い
っ
て
も

事
実
上
の
妾
を
囲

っ
て
も
別
に
犯
罪
と
し
て
取
り
締
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
妾
の
子
は
認
知
に
よ

っ
て
相
続
権
が
認
め
ら
れ
た
。
〉
（久

武
綾
子

『氏
と
戸
籍
の
女
性
史
』
世
界
思
想
社
　
一
九
八
八
年
）

一
一
八
頁

３７
　
全
集
二
〇
三
頁

３８
　
全
集
二
七

一
頁

３９
　
全
集
二
七
七
頁

４０
　
全
集

一
七
八
頁

４‐
　
全
集

一
九
四
頁

４２
　
注
４‐
に
同
じ
。

４３
　
全
集

一
九
二
頁

４４
　
注
６
に
同
じ
。
二
人
七

・
二
八
八
頁

４５
　

『樋
口

一
葉
全
集
　
第
三
巻

（上
と

（筑
摩
書
房

　
一
九
七
六
年

一
二
月
）

四
八
五
頁

４６
　
松
岡
正
剛

『
フ
ラ
ジ
ャ
イ
ル
』
（ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
一
一〇
〇
五
年
九
月
）

一
六
頁

ク
　
注
４６
に
同
じ
。
三
人
頁

４８
　
注
４６
に
同
じ
。
四
〇
頁

（付
記
　
拙
稿
作
成
に
際
し
て
、
姫
路
獨
協
大
学
附
属
図
書
館
の
職
員
各
位
に
今
回
も
多
大
な
お
世
話
を
賜

っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
御
厚
恩
に
謝
意
を
表
す
る
。
）



On Machi as a Neglect Slllvivor in フZ″″ι力αttα

Akio Kitagawa

Until now,there were rnany paperS that〕 /1achi was alewd person. She had

an affair with a student who help choreS around the house. As a result so rnany

experts are negative about her.

I reconsider that she is a vicdm of the chJd neglect.I daim that Machiis

not a lewd person.


