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野
口　

周
一
ａ

ａ
湘
北
短
期
大
学

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

糸
賀
一
雄　

京
極
高
宣　

永
杉
喜
輔　

こ
の
子
ら
を
世
の
光
に

　
　
　

は
じ
め
に

　

京
極
高
宣
氏
に
労
作
『
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に

―
糸
賀
一
雄
の
思
想
と
社

会

―
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。
氏
は
「
ま
え
が
き
」

の
冒
頭
に
、

　

わ
が
国
で
は
、周
知
の
よ
う
に
、糸い
と
が賀
一か
ず
お雄（
一
九
一
四
～
一
九
六
八
年
）

は
戦
後
「
知
的
障
害
者
福
祉
の
父
」
と
し
て
知
ら
れ
、氏
が
提
唱
し
た
「
こ

の
子
ら
を
世
の
光
に
」
と
か
、「
発
達
保
障
」、「
福
祉
の
思
想
」
な
ど
の

言
葉
は
、
お
よ
そ
福
祉
関
係
者
で
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
。

と
記
す
。

　

糸
賀
は
そ
れ
ほ
ど
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
京
極
氏
は
そ
の
研
究
史
と
そ
の

後
の
展
望
に
つ
い
て
、

　

と
こ
ろ
で
、
大
変
奇
妙
な
こ
と
に
糸
賀
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
の
専
門

的
な
単
著
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
多
く
の
福
祉
研

究
者
や
福
祉
実
践
家
が
糸
賀
の
思
想
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
も
の
は
膨

大
な
数
に
及
び
、
各
々
が
我
々
に
有
益
な
材
料
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
通
常
我
々
が
安
易
に
糸
賀
を
障
害
者
福
祉
の
先
駆
者

と
し
て
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
よ
い
の
か
、
果
た
し
て
我
々
は
糸
賀
の
思

想
を
ど
の
範
囲
で
理
解
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
理
解
水
準
が
ど
れ
ほ

ど
高
い
も
の
か
、
さ
ら
に
近
年
の
社
会
福
祉
改
革
と
の
関
連
で
糸
賀
思
想

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
確
信
を
も
て
な
い

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
糸
賀
と
生
前
交
友
の
あ
っ
た
友
人
三み

き木
安や
す
ま
さ正
氏
の

思
い
出
に
よ
れ
ば
、
糸
賀
は
「
哲
人
・
文
人
・
行
動
の
人
」
と
い
う
三
位

一
体
の
人
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
糸
賀
一
雄
著
作
集
』
Ⅰ
の
月
報
参
照
）。

と
述
べ
、「
そ
れ
だ
け
幅
広
く
奥
行
き
の
深
い
実
践
的
な
思
想
家
で
あ
る
の
で
、

そ
の
全
体
像
が
把
握
し
に
く
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
以
上
の
論
点
を
探
る
に
し

て
も
難
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」と
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

京
極
氏
の
視
点
を
踏
ま
え
る
と
、
私
た
ち
は
糸
賀
の
ま
さ
に
「
哲
人
・
文
人
・

行
動
の
人
」
と
い
う
諸
相
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
下
村
湖
人
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し
た
い
と
希
い
、
湖
人
の
愛
弟

子
で
あ
る
永
杉
喜
輔
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
分
析
し
え
た
も
の
と
自
負
し
て
い
る
。

そ
の
永
杉
の
大
学
の
後
輩
に
あ
た
り
、
終
生
親
交
の
あ
っ
た
糸
賀
に
つ
い
て
、

筆
者
は
永
杉
を
通
し
て
言
及
し
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
筆
者
が
も
の
し
た
拙
い
糸
賀
論
を
再
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
糸

賀
の
社
会
福
祉
思
想
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
下
地
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
呼
称
、
用
語
や
そ
れ
に
基
づ
く
言
及
に
つ
い
て
は
、
歴

史
的
資
料
を
尊
重
し
、
科
学
研
究
と
今
後
の
思
想
の
発
展
を
願
う
見
地
に
立
っ

て
、
原
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
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一
、
愛
と
共
感
の
教
育
を
説
い
た
糸
賀
一
雄

　

筆
者
は
『
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む

―
永
杉
喜
輔
の
教
育
哲
学

―
』（
開

文
社
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
標
記
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
永
杉
と
の

対
談
と
い
う
叙
述
形
式
で
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

本
書
は
四
部
構
成
で
あ
り
、
第
一
部
は
「
永
杉
喜
輔
論

―
そ
の
人
と
思
想

―
」、第
二
部
は
「
煙
仲
間
と
そ
の
人
物
群
像
」、第
三
部
は
「
忘
れ
得
ぬ
人
々

―
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い

―
」、
第
四
部
は
「
人
間
を
見
る
目
・
教
育
を
見

る
目
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
節
は
第
三
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
永
杉
の
生
涯
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
間
像
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
引
用
す

る
。

野
口	

糸
賀
先
生
は
『
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に

―	
近
江
学
園
二
十
年
の
願

い

―
』（
柏
樹
社
）
と
い
う
本
で
、
そ
の
存
在
を
世
の
中
に
知
ら
れ

た
方
で
す
ね
。

永
杉	

糸
賀
は
私
の
京
大
哲
学
科
の
後
輩
だ
。
西
谷
先
生
の
教
え
子
だ
よ
。
作

家
の
水
上
勉
の
「
拝
啓　

総
理
大
臣
閣
下
」
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当

て
ら
れ
た
精
神
薄
弱
児
教
育
に
、
い
ち
早
く
手
を
つ
け
た
の
が
彼
だ
っ

た
。

野
口	

書
名
の
「
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
」
は
「
こ
の
子
ら
に
世
の
光
を
」
の

間
違
い
で
は
な
い
ん
で
す
か
。

永
杉	

「
こ
の
子
ら
に
世
の
光
を
」
の
方
は
、
日
本
的
情
緒
が
あ
っ
て
甘
さ
が

あ
る
ね
。
だ
け
ど
、
精
神
薄
弱
児
の
教
育
は
そ
ん
な
甘
い
も
ん
じ
ゃ
な

い
、実
に
厳
し
い
ん
だ
。「
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
」
と
い
う
の
は
『
聖

書
』
の
言
葉
だ
ね
。
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
し
て
生
き
よ
と
い
う
意
味

だ
。
だ
か
ら
、
近
江
学
園
に
は
、
母
が
三
人
の
子
を
抱
い
た
像
が
あ
っ

て
、
そ
の
台
詩
に
は
「
世
の
光
」
と
あ
る
。

野
口	

そ
う
す
る
と
先
生
は
、近
江
学
園
創
設
の
経
緯
も
ご
存
じ
な
ん
で
す
ね
。

永
杉	

う
ん
。
糸
賀
は
ね
、
戦
争
直
後
の
混
乱
期
に
滋
賀
県
の
食
糧
課
長
に
抜

擢
さ
れ
た
ん
だ
。
青
天
の
霹
靂
と
い
わ
れ
た
人
事
で
、
知
事
に
そ
の
能

力
を
見
込
ま
れ
た
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
夜
も
寝
ず
に
奮
闘
し
て
い
る
う

ち
に
血
を
吐
い
て
倒
れ
た
。
琵
琶
湖
畔
の
堅
田
の
浮
御
堂
の
上
の
異
様

な
一
室
に
静
養
し
て
い
る
う
ち
に
、「
忘
れ
ら
れ
た
子
ら
」
の
教
育
を

発
心
し
た
ん
だ
ね
。

野
口	

『
忘
れ
ら
れ
た
子
ら
』
と
は
。

永
杉	

『
忘
れ
ら
れ
た
子
ら
』
と
い
う
、
当
時
京
都
の
小
学
校
で
精
神
薄
弱
児

の
教
育
を
や
っ
て
い
た
田
村
一
二
が
書
い
た
本
が
あ
っ
て
ね
、
こ
れ
は

当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
映
画
化
も
さ
れ
た
。
こ
の
田
村
を
滋
賀

県
に
呼
ん
で
、
石
山
寺
の
奥
で
精
神
薄
弱
児
教
育
に
う
ち
こ
ま
せ
た
と

き
の
厚
生
課
長
が
糸
賀
だ
っ
た
ん
だ
。
あ
と
池
田
太
郎
が
い
る
。
彼
は

糸
賀
が
京
大
を
出
て
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
と
き
の
仲
間
だ
。結
局
、

糸
賀
は
こ
の
田
村
、
池
田
の
二
人
を
抱
き
込
み
、
芋
粥
を
す
す
り
な
が

ら
、
琵
琶
湖
畔
の
景
勝
の
地
に
近
江
学
園
を
建
設
し
、
精
神
薄
弱
児
と

戦
災
孤
児
の
友
情
学
園
と
し
た
。

野
口	

友
情
学
園
で
す
か
。

永
杉	

そ
う
だ
よ
。
話
は
戻
る
が
、
静
養
中
に
発
心
し
た
糸
賀
は
あ
る
日
私
の

家
に
や
っ
て
来
た
。
あ
ら
か
た
治
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
頬
骨
が
目

立
ち
、
目
だ
け
は
い
つ
も
の
よ
う
に
光
っ
て
い
た
。

野
口	
そ
こ
で
、
糸
賀
先
生
は
ど
ん
な
お
話
を
。

永
杉	
彼
は
三
畳
の
書
斎
に
座
る
な
り
、
い
き
な
り
精
薄
施
設
を
始
め
る
と
切

り
出
し
た
。
す
で
に
趣
意
書
の
草
稿
を
手
に
持
っ
て
い
た
。
役
人
と
し

て
の
再
起
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
に
、
何
で
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
の
か

と
い
う
と
、
民
主
主
義
は
万
人
が
幸
せ
に
な
る
主
義
だ
、
精
薄
と
い
え
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ど
も
人
間
な
の
だ
、
そ
れ
は
日
本
人
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
に
過
ぎ
な
い

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
一
人
一
人
は
せ
っ
か
く
人
間
と
し
て
生
ま

れ
た
か
ら
に
は
、
み
な
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
生
き
た
い
は
ず
だ
、
し
か

し
彼
ら
は
そ
の
生
活
権
を
自
分
で
主
張
す
る
力
は
な
い
、
一
体
誰
が
そ

れ
を
代
弁
す
る
の
か
、

―
糸
賀
は
情
熱
を
込
め
て
そ
う
語
っ
た
も
ん

だ
。

野
口	

趣
意
書
に
そ
う
書
か
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

永
杉	

糸
賀
は
、
だ
か
ら
精
薄
児
教
育
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
教
育
に
当

た
る
人
の
養
成
が
大
切
だ
、
そ
う
い
う
人
を
中
心
に
し
て
彼
ら
の
代
弁

者
を
増
や
す
ん
だ
、
と
い
う
ん
だ
ね
。
手
に
持
っ
た
趣
意
書
に
は
指
導

者
養
成
も
使
命
と
す
る
こ
と
が
ち
ゃ
ん
ど
書
い
て
あ
っ
た
。　
　

野
口	

そ
れ
か
ら
ど
ん
な
風
に
展
開
し
て
い
っ
た
ん
で
す
か

永
杉	

気
の
早
い
二
人
は
、
あ
く
る
日
の
新
間
に
そ
の
趣
意
書
を
発
表
し
た
。

こ
う
な
る
と
、
も
う
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
ね
。
そ
れ
か

ら
、
糸
賀
が
ど
ん
な
苦
労
を
し
て
近
江
学
園
を
建
設
し
た
か
は
『
こ
の

子
ら
を
世
の
光
に
』
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
な
。

野
口	

そ
の
ご
苦
労
の
一
端
を
ご
披
露
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

永
杉	

そ
こ
の
職
員
の
一
人
に
、
私
の
教
え
子
だ
っ
た
の
が
い
る
ん
だ
が
、
彼

女
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。「
い
つ
だ
っ
た
か
、
園
長
先
生
は

陽
だ
ま
り
で
楽
し
そ
う
に
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
、
ま
ま
ご
と
遊
び
を

し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
窓
越
し
に
眺
め
な
が
ら
、
い
く
ら
私
が
偉
そ

う
な
こ
と
を
言
っ
た
っ
て
、
あ
の
子
ど
も
た
ち
と
無
心
に
遊
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
ん
だ
か
ら
淋
し
い
ね
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」。
こ
れ
を

聞
い
て
ね
、
私
は
糸
賀
が
精
薄
児
に
捧
げ
た
は
か
り
知
れ
な
い
愛
情
の

深
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
ね
え
。

	

男
ら
し
い
男
だ
っ
た
。
借
金
の
名
人
だ
っ
た
な
あ
。
借
金
を
し
た
と
き

の
手
紙
が
私
の
手
許
に
数
通
あ
る
が
、
返
す
あ
て
も
な
い
の
に
よ
う
貸

し
て
く
れ
た
と
書
い
て
あ
る
。
心
あ
る
人
は
不
思
議
に
彼
に
は
金
を
貸

し
た
。
そ
の
借
金
を
七
千
万
ほ
ど
残
し
た
ま
ま
、
講
演
中
に
倒
れ
て
死

ん
だ
。

野
口	

『
毎
日
新
聞
』
の
「
余
録
」
欄
は
、
彼
の
事
績
を
た
た
え
て
、「
五
十
四

歳
と
い
う
働
き
盛
り
に
忽
然
と
世
を
去
っ
た
糸
賀
さ
ん
は
日
本
の
文
明

を
質
的
に
高
め
た
先
駆
者
で
あ
る
」と
そ
の
死
を
悼
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
九
）
の
こ
と
で
し
た
。　
　

永
杉	

『
朝
日
新
聞
』
の
「
天
声
人
語
」
で
も
、「
糸
賀
氏
の
心
は
生
き
て
、
ひ

ろ
が
っ
て
い
る
。〝
糸
賀
の
負
債
は
国
民
の
負
債
″	

だ
が
、同
時
に〝
政

府
の
負
債
″
で
あ
る
こ
と
を
為
政
者
は
痛
感
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と

書
い
て
あ
っ
た
な
。

野
口	

こ
の
糸
賀
先
生
の
情
熱
、
そ
し
て
企
画
力
、
決
断
力
、
実
行
力
と
い
っ

た
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
湧
き
出
し
て
き
た
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

永
杉	

本
人
の
素
質
も
当
然
あ
る
ね
。
何
を
や
ら
し
て
も
有
能
だ
っ
た
。
県
庁

に
入
る
と
す
ぐ
に
課
長
に
な
り
、
教
育
、
厚
生
の
仕
事
を
こ
な
し
た
。

あ
と
そ
う
だ
ね
、
さ
っ
き
話
し
た
け
ど
、
糸
賀
が
食
糧
課
長
に
抜
擢
さ

れ
た
と
言
っ
た
ね
、
近
藤
壌
太
郎
知
事
に
よ
っ
て
だ
。
近
藤
知
事
に
鍛

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
ね
。

野
口	

近
藤
知
事
は
ど
ん
な
方
だ
っ
た
ん
で
し
よ
う
か
。

永
杉	

官
選
知
事
だ
っ
た
が
ね
。彼
は
正
し
い
こ
と
が
メ
シ
よ
り
好
き
な
人
で
、

イ
ン
チ
キ
役
人
や
議
員
に
は
「
や
め
ろ
！
」
と
怒
鳴
っ
て
ば
か
り
い
た

ん
で
、
滋
賀
県
知
事
か
ら
神
奈
川
県
知
事
に
栄
転
し
た
と
き
は
塩
を
ま

い
た
議
員
も
あ
っ
た
ほ
ど
だ
。
ふ
だ
ん
か
ら
「
俺
を
バ
カ
と
い
う
奴
は

ま
と
も
だ
が
、嘘
つ
き
と
い
う
奴
は
承
知
せ
ん
ぞ
」と
息
巻
く
御
仁
だ
っ

た
。
糸
賀
が
病
気
で
倒
れ
て
も
、枕
も
と
に
来
て
相
談
し
て
い
た
な
あ
。

む
ご
い
こ
と
を
す
る
知
事
だ
と
私
は
恨
ん
だ
も
の
だ
よ
。

野
口	

食
糧
課
長
と
い
う
仕
事
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
戦
後
の
混
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乱
期
と
い
え
ば
、
今
で
は
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
が
。

永
杉	

当
時
、
一
番
難
物
と
い
わ
れ
て
い
た
ね
。
こ
の
ポ
ス
ト
は
誰
が
や
っ
て

も
続
か
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
糸
賀
は
全
国
で
一
番
長
く
続
い
た
食
糧

課
長
だ
っ
た
と
思
う
よ
。

野
口	
何
か
思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

永
杉	

そ
の
こ
ろ
着
る
も
の
に
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
な
あ
。
糸
賀
に
頼
ん
だ

ら
、
彼
は
一
枚
の
切
符
を
私
に
く
れ
た
。
そ
れ
で
国
民
服
を
一
着
新
調

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
を
仕
立
て
に
行
っ
た
ら
、
そ
こ
の
主
人
が

糸
賀
さ
ん
は
自
分
の
服
は
一
着
も
作
ら
ず
、
人
の
服
ば
か
り
作
っ
て
や

り
ま
す
ね
え
、
と
言
っ
て
た
。
あ
と
、
そ
う
だ
な
あ
、
み
ん
な
飢
え
に

苦
し
ん
で
い
た
ん
だ
。
私
が
師
範
学
校
の
付
属
小
学
校
長
だ
っ
た
と
き

だ
。
突
然
、
大
豆
が
一
俵
、
学
校
に
届
け
ら
れ
た
。
先
生
も
こ
ど
も
た

ち
も
飢
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
れ
を
や
わ
ら
か

く
煮
て
、
こ
ど
も
た
ち
と
食
べ
た
と
き
の
う
ま
さ
、
今
で
も
舌
の
先
に

残
っ
て
い
る
ね
え
。

野
口	

ご
自
分
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、他
者
に
や
さ
し
い
方
な
ん
で
す
ね
え
。

と
こ
ろ
で
、
糸
賀
先
生
は
講
演
中
に
倒
れ
ら
れ
て
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
最
後
の
講
演
は
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た

ん
で
し
ょ
う
か
。

永
杉	

最
後
の
講
演
の
テ
ー
プ
を
私
が
『
愛
と
共
感
の
教
育
』
と
題
し
て
出
版

し
た
。
糸
賀
は
ね
、「
共
感
」
と
い
う
こ
と
を
ね
、
ま
ず
こ
う
言
っ
て

る
ん
だ
、「
心
身
障
害
と
か
、
精
神
薄
弱
と
か
い
わ
れ
る
人
々
と
わ
た

し
た
ち
が
、
実
は
根
が
一
つ
な
ん
だ
、
本
当
に
発
達
観
か
ら
見
て
根
っ

子
が
一
つ
だ
と
い
う
共
感
の
世
界
を

―
理
屈
の
上
で
も
せ
め
て
共
感

の
世
界
と
い
う
も
の
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
り
た

い
と
思
い
ま
す
」
と
ね
。
つ
ぎ
に
ね
、「
た
だ
本
当
に
共
感
で
き
る
か

ど
う
か
は
年
季
が
か
か
り
ま
す
。
人
間
的
愛
情
が
教
育
的
愛
に
高
ま
っ

て
い
く
と
い
う
の
に
は
、
接
触
の
年
月
が
か
か
り
ま
す
」。

野
口	

理
屈
じ
ゃ
な
く
接
触
の
長
さ
で
そ
れ
を
克
服
で
き
る
と
言
っ
て
る
ん
で

す
ね
。

永
杉	

そ
う
。「
年
月
が
か
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
間
的
な
愛
情
と
い
う
も

の
が
だ
ん
だ
ん
と
昇
華
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
や
が
て
、
わ
た
し

た
ち
の
心
に
本
当
の
愛
、
人
類
に
お
け
る
愛
、
あ
る
い
は
自
分
を
も
見

つ
め
る
愛
、そ
う
い
う
も
の
が
成
長
し
て
ゆ
く
わ
け
な
ん
で
す
」
と
ね
。

野
口	

人
間
的
愛
情
が
人
類
愛
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

永
杉	

糸
賀
は
人
間
の
道
行
き
そ
の
も
の
が
、
本
来
そ
う
歩
む
に
違
い
な
い
ん

だ
と
言
っ
て
い
る
ね
。

野
口	

私
に
読
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。「
も
ち
ろ
ん
一
挙
に
は
到
達
は
で
き
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
人
間
と
な
っ
て
い
く
道
行
き
で
あ
る
な
ら
ば
、

わ
た
し
た
ち
は
必
ず
こ
の
道
を
歩
み
た
い
。
ま
た
、
歩
ま
ね
ば
な
ら
な

い
し
、
歩
む
に
違
い
な
い
そ
の
道
な
ん
で
す
。
本
来
、
わ
た
く
し
た
ち

は
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
う
歩
む
に
違
い
な

い
の
で
す
」。

永
杉	

糸
賀
は
愛
情
の
育
ち
と
教
育
愛
へ
の
高
ま
り
と
い
う
こ
と
を
、
最
後
に

言
い
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
よ
。「
わ
た
く
し
は
今
理
屈
を
い
っ
て
い

る
。
皆
さ
ん
と
と
も
に
そ
の
理
屈
が
理
屈
で
な
く
て
、
自
分
の
本
当
の

心
の
動
き
と
な
る
ま
で
に
育
つ
。
何
年
か
か
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
。
も
う
、そ
の
道
行
き
も
目
標
も
は
っ
き
り
し
て
る
ん
だ
か
ら
、

何
年
か
か
っ
て
も
い
い
か
ら
、
あ
わ
て
ず
急
が
ず
、
本
当
に
わ
が
心
の

中
に
愛
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
て
る
。

野
口	
糸
賀
先
生
は
行
政
畑
と
学
園
建
設
の
過
程
で
、
世
俗
の
幸
酸
は
舐
め
尽

く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
こ
の
高
い
理

想
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
一
七
二
―
一
七
九
頁
）
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四
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二
、
教
育
と
福
祉

　

筆
者
は
『
ぐ
ん
ま
の
社
会
教
育

―
永
杉
喜
輔
の
あ
ゆ
み

―
』（
み
や
ま

文
庫
〈
代
表
:
群
馬
県
知
事
〉、
二
〇
一
三
年
）
を
著
し
た
。
こ
れ
は
群
馬
県

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
テ
ー
マ
を
叢
書
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
は
群
馬
大

学
で
社
会
教
育
指
導
者
の
養
成
に
生
涯
を
賭
し
た
永
杉
喜
輔
の
執
筆
を
要
請
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
三
部
構
成
で
あ
り
、
第
一
章
「
教
育
力

―
永
杉
喜
輔
の
人
と
思
想

―
」、
第
二
章
「
地
域
力

―
煙
仲
間
の
提
唱
と
活
動

―
」、
第
三
章
「
家

庭
力

―
家
庭
教
育
の
復
権

―
」
か
ら
な
る
。「
教
育
と
福
祉
」
は
、
第
一

章
の
中
の
（
三
）「
教
育
活
動
」
の
５
番
目
の
項
目
で
あ
る
。

　

ま
た
、
筆
者
は
前
著
『
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
』
を
執
筆
し
た
際
、
前
節
の

テ
ー
マ
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
貞
松
直
孝
著
『
施
設
の
灯
』（
あ
さ
を
社
、

一
九
八
一
年
）
の
存
在
を
全
く
失
念
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
本
節
は
前
節
と
異

な
り
、
貞
松
氏
の
問
題
提
起
を
基
底
に
据
え
て
、
永
杉
に
糸
賀
の
存
在
意
義
と

そ
の
生
き
方
に
つ
い
て
質
問
を
畳
み
掛
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
以
下
引
用
す

る
。

　

永
杉
は
群
馬
大
学
の
講
義
「
児
童
福
祉
」
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

時
は
テ
キ
ス
ト
に
糸
賀
一
雄
著
『
福
祉
の
思
想
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭

和
四
三
年
）
を
用
い
た
。

　

糸
賀
は
近
江
学
園
の
創
立
者
で
あ
り
、
学
園
建
設
の
苦
闘
を
『
こ
の
子
ら
を

世
の
光
に

―
近
江
学
園
二
十
年
の
願
い

―
』（
柏
樹
社
、
昭
和
四
〇
年
）

に
著
し
、「
精
神
薄
弱
児
の
父
」
と
慕
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
現
在
精
神
薄
弱

児
は
知
的
障
害
児
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。

①
　
永
杉
と
糸
賀
一
雄

　

糸
賀
は
、
永
杉
の
京
大
哲
学
科
の
後
輩
に
あ
た
り
、
そ
の
交
友
は
深
か
っ
た
。

戦
争
直
後
の
混
乱
期
に
、
糸
賀
は
滋
賀
県
の
食
糧
課
長
に
抜
櫂
さ
れ
、
寝
食
を

忘
れ
て
奮
闘
し
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
に
結
核
で
倒
れ
た
。
そ
し
て
、
糸
賀
は

琵
琶
湖
畔
で
静
養
し
て
い
る
う
ち
に
精
神
薄
弱
児
教
育
に
発
心
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

あ
る
日
、
糸
賀
は
永
杉
の
家
を
訪
ね
、
そ
の
三
畳
の
書
斎
に
座
る
な
り
、
い

き
な
り
精
薄
児
施
設
を
始
め
る
と
切
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。糸
賀
の
手
に
は
、

す
で
に
趣
意
書
の
草
稿
が
握
ら
れ
て
い
た
。
永
杉
が
「
役
人
と
し
て
の
再
起
を

期
待
さ
れ
て
い
る
の
に
、
何
で
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
の
か
」
と
問
う
と
、
糸
賀

は
「
民
主
主
義
は
万
人
が
幸
せ
に
な
る
主
義
だ
、
精
薄
と
い
え
ど
も
人
間
な
の

だ
、
そ
れ
は
日
本
人
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

彼
ら
一
人
一
人
は
せ
っ
か
く
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
み
な
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
生
き
た
い
は
ず
だ
、
し
か
し
彼
ら
は
そ
の
生
活
権
を
自
分
で
主
張

す
る
力
は
な
い
、
一
体
誰
が
そ
れ
を
代
弁
す
る
の
か
」
と
情
熱
を
込
め
て
語
っ

た
。
ま
た
、
精
薄
児
教
育
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
そ
の
教
育
に
当
た
る
人
の

養
成
が
大
切
だ
、そ
う
い
う
人
を
中
心
に
し
て
彼
ら
の
代
弁
者
を
増
や
す
ん
だ
」

と
言
い
、
趣
意
書
に
は
「
指
導
者
養
成
も
使
命
と
す
る
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
糸
賀
は
田
村
一
二
と
池
田
太
郎
の
二
人
を
抱
き
込
み
、
芋
粥
を
す
す

り
な
が
ら
、
琵
琶
湖
畔
の
景
勝
の
地
に
近
江
学
園
を
建
設
し
、
精
神
薄
弱
児
と

戦
災
弧
児
の
庇
護
と
教
育
に
あ
た
っ
た
（「
愛
と
共
感
の
教
育
を
説
い
た
糸
賀

一
雄
」）。

　

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
九
月
十
七
日
、
糸
賀
は
大
津
市
で
「
施
設
に

お
け
る
人
間
関
係
」
と
題
し
て
講
演
を
行
な
い
、
そ
の
最
中
に
倒
れ
、
翌
日
亡

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
講
演
の
テ
ー
プ
を
永
杉
が
編
集
、『
愛
と
共
感
の

教
育
』
と
題
し
て
出
版
す
る
の
で
あ
る
。
永
杉
は
、そ
の
題
名
に
あ
る
「
共
感
」

に
つ
い
て
、「
心
身
障
害
と
か
、
精
神
薄
弱
と
か
い
わ
れ
る
人
々
と
わ
た
し
た
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四
二

ち
が
、
実
は
根
が
一
つ
な
ん
だ
、
本
当
に
発
達
観
か
ら
見
て
根
っ
子
が
一
つ
だ

と
い
う
共
感
の
世
界
を

―
理
屈
の
上
で
も
せ
め
て
共
感
の
世
界
と
い
う
も
の

の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
」、「
た
だ
本

当
に
共
感
で
き
る
か
ど
う
か
は
年
季
が
か
か
り
ま
す
。
人
間
的
愛
情
が
教
育

的
愛
に
高
ま
っ
て
い
く
と
い
う
の
に
は
、
接
触
の
年
月
が
か
か
り
ま
す
」
と
糸

賀
の
言
葉
を
引
用
し
、「
理
屈
で
は
な
く
接
触
の
長
さ
で
そ
れ
を
克
服
で
き
る
」

と
い
う
糸
賀
の
信
念
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
杉
は
糸
賀
の
「
年
月

が
か
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
間
的
な
愛
情
と
い
う
も
の
が
だ
ん
だ
ん
と
昇
華

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
や
が
て
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
本
当
の
愛
、
人
類

に
お
け
る
愛
、
あ
る
い
は
自
分
を
も
見
つ
め
る
愛
、
そ
う
い
う
も
の
が
成
長
し

て
ゆ
く
わ
け
な
ん
で
す
」、「
も
ち
ろ
ん
一
挙
に
は
到
達
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
人
間
と
な
っ
て
い
く
道
行
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
必

ず
こ
の
道
を
歩
み
た
い
。
ま
た
、
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
歩
む
に
違
い
な
い

そ
の
道
な
ん
で
す
。
本
来
、
わ
た
く
し
た
ち
は
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る

ん
で
す
か
ら
、そ
う
歩
む
に
違
い
な
い
の
で
す
」、「
わ
た
く
し
は
今
理
屈
を
い
っ

て
い
る
。
皆
さ
ん
と
と
も
に
そ
の
理
屈
が
理
屈
で
な
く
て
、
自
分
の
本
当
の
心

の
動
き
と
な
る
ま
で
に
育
つ
。
何
年
か
か
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

も
う
、
そ
の
道
行
き
も
目
標
も
は
っ
き
り
し
て
る
ん
だ
か
ら
、
何
年
か
か
っ
て

も
い
い
か
ら
、
あ
わ
て
ず
急
が
ず
、
本
当
に
わ
が
心
の
中
に
愛
を
育
て
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
」を
紹
介
し
、「
糸
賀
は
愛
情
の
育
ち
と
教
育
愛
へ
の
高
ま
り
、

と
い
う
こ
と
を
最
後
に
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
　
永
杉
と
糸
賀
に
惚
れ
た
青
年

　

貞
松
直
孝
は
、
大
学
卒
業
後
に
国
立
コ
ロ
ニ
ー
の
ぞ
み
の
園
に
勤
め
、
永
杉

の
国
立
コ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
講
演
記
録
「
精
神
薄
弱
者
の
福
祉

―
糸
賀
一
雄

の
人
と
思
想

―
」
に
出
会
う
。
貞
松
の
勤
務
は
昭
和
五
十
年
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
講
演
は
前
年
の
十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
請
演
記
録
に
魂
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
た
貞
松
は
永
杉
の
許
を
訪
ね
、
や
が
て
糸
賀
に
傾
倒
し
て
い
く
。
貞
松
は

そ
の
数
年
後
に
は
『
施
設
の
灯
』（
あ
さ
を
社
、
昭
和
五
六
年
）
を
上
梓
し
た
。

こ
の
書
は
、
第
一
部
「
こ
の
子
ら
に
学
ぶ
」、
第
二
部
「
福
祉
と
は

―
永
杉

喜
輔
先
生
に
聞
く

―
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
福
祉
と
は
」
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
五
日
に
貞
松
が
前
橋
の

喫
茶
店
ア
ロ
ー
ム
で
永
杉
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
か
ら
起
こ
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
貞
松
の
永
杉
へ
の
質
問
項
目
を
み
る
と
、
①	

「
福
祉

の
原
点
に
つ
い
て
」、②	「
福
祉
と
は
い
っ
た
い
何
か
」、③	「
人
間
と
は
何
か
」、

④	

「
障
害
者
の
生
き
甲
斐
に
つ
い
て
」、
⑤	

「『
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
』
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
」、
⑥	

「
糸
賀
先
生
も
ず
い
分
迷
わ
れ
た
ん
で
し
よ
う
ね
」、

⑦
「
私
は
糸
賀
先
生
の
通
っ
た
道
を
目
指
し
て
自
分
な
り
に
歩
み
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
が
」、
⑧	

「
施
設
で
大
切
な
点
は
職
員
と
園
生
の
よ
い
人
間
関

係
で
、
そ
れ
に
よ
り
私
も
園
生
も
人
間
的
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
う
の
で
す
が
」、
⑨
「
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
の
親
に
な
ろ
う
と
近
づ
く
努

力
は
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
」、
⑩
「
将
来
の
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」、

⑪	

「
最
後
に
先
生
が
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
」、
以
上
十
一
項
目
に

わ
た
っ
て
い
る
。
以
下
、
永
杉
の
発
言
を
筆
者
な
り
に
抜
粋
し
て
記
録
し
て
い

く
。

　

①
に
つ
い
て
…
「
肢
体
不
自
由
児
で
あ
ろ
う
が
、精
神
薄
弱
児
で
あ
ろ
う
が
、

病
人
で
あ
ろ
う
が
、
世
界
に
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
い
の
ち
な
の
で
す
。
そ
う

い
う
人
た
ち
が
精
い
っ
ぱ
い
生
き
る
こ
と
を
助
け
る
、生
き
る
喜
び
を
与
え
る
。

こ
れ
が
福
祉
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
誰
も
が
最
高
に
生
き
た
い
。
そ
の
こ
と
を
い
つ
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な

い
と
、
教
育
で
も
福
祉
で
も
、
や
る
側
の
問
題
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
に

や
っ
て
あ
げ
る
、
そ
れ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
が
先
に
出
て
、
相
手
の
状
態

が
い
っ
た
い
ど
う
な
の
か
、そ
れ
を
見
て
い
る
つ
も
り
で
も
実
は
盲
な
の
で
す
。

今
は
教
員
も
親
も
盲
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
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て
い
る
つ
も
り
で
、
実
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
多
い

の
で
す
」。

　

②
に
つ
い
て
…
「
福
祉
と
い
う
特
別
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
教
育
と
い
う
特
別
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
あ
る
と

い
う
の
は
錯
覚
な
の
で
す
ね
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
現
に
あ

る
。
自
分
が
生
き
て
い
る
。
こ
の
自
分
は
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問

題
か
ら
す
べ
て
出
発
し
な
い
と
間
違
っ
て
く
る
。
そ
の
中
に
福
祉
も
教
育
も
あ

る
の
で
す
。
家
庭
の
中
で
も
福
祉
は
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
病
人
が
出
れ
ば

看
護
す
る
で
し
ょ
う
。
家
庭
の
日
常
生
活
の
中
に
す
べ
て
が
あ
る
の
で
す
。
そ

れ
と
福
祉
は
別
だ
と
考
え
る
か
ら
、例
え
ば
青
少
年
の
グ
ル
ー
プ
で
、老
人
ホ
ー

ム
や
い
ろ
ん
な
施
設
を
訪
問
し
た
り
す
る
こ
と
だ
け
が
福
祉
と
考
え
る
人
が
い

る
。
そ
し
て
家
に
い
る
寝
た
き
り
老
人
を
放
っ
て
お
く
と
い
う
お
か
し
な
こ
と

に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
福
祉
活
動
は
格
好
だ
け
で
す
」、
そ
し
て

具
体
的
に
「
老
人
に
席
も
ゆ
ず
ら
な
い
よ
う
な
若
い
人
が
、
老
人
ホ
ー
ム
を
訪

問
し
た
ら
そ
れ
で
福
祉
活
動
を
し
た
と
い
う
気
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
世
間

で
も
そ
う
認
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
福
祉
が

―
人
間
が
生
き
る
と

い
う
原
点
を
失
っ
て
、
何
か
福
祉
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分

の
外
に
福
祉
を
見
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
生
き
て
い
る
、
そ
の
こ
と
が
福
祉

と
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
時
に
自
分
は
幸
せ
を
感
じ

る
の
か
。
そ
れ
を
自
分
の
経
験
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
。
道
で
倒
れ

て
い
る
子
が
い
た
ら
、
起
し
た
ら
よ
い
の
か
、
起
さ
な
い
の
が
よ
い
の
か
と
い

う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
が
福
祉
で
し
ょ
う
。
倒
れ
て
甘
え
て
泣
い
て
い

る
子
だ
っ
た
ら
起
し
て
は
い
け
な
い
。『
が
ん
ば
れ
、起
き
な
さ
い
、ひ
と
り
で
』

と
激
励
す
る
こ
と
が
福
祉
で
し
ょ
う
」、「
学
校
と
い
う
建
物
が
あ
る
か
ら
、
あ

そ
こ
で
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い
る
だ
け
で
す
よ
。
家
庭
教
育

と
い
う
と
、何
か
家
庭
で
教
育
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
い
う
錯
覚
が
あ
る
。

で
き
っ
こ
な
い
で
す
ね
。親
が
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
根
本
問
題
で
す
。

そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
が
弱
い
の
で
す
ね
。
福
祉
だ
、
教
育
だ
と
い
う
と
何
か
そ

う
い
う
世
界
が
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
み
た
い
に
錯
覚
す
る
わ
け
で

す
」
と
述
べ
る
。

　

③
に
つ
い
て
…
「
人
間
と
は
何
か
。
そ
の
人
間
は
ど
こ
に
も
い
な
い
。
男
で

も
女
で
も
な
い
の
が
人
間
で
す
か
ら
そ
う
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。
い
る

の
は
自
分
で
す
。
い
つ
も
『
人
間
』
と
い
う
字
が
あ
っ
た
ら
『
自
分
』
と
読
み

か
え
て
み
よ
と
、
私
は
学
生
に
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
解
っ
た
ら
解
っ
た
、

解
ら
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
人
間

は
人
間
は
、
と
い
う
と
何
か
自
分
の
他
に
人
間
が
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る

の
で
す
。
そ
う
い
う
一
般
論
を
や
た
ら
と
い
う
も
の
だ
か
ら
一
般
が
あ
る
み
た

い
に
錯
覚
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
の
は
個
し
か
な
い
。
個
し
か
な
い
け
れ

ど
、
そ
の
個
が
個
だ
け
で
生
き
て
ゆ
け
な
い
か
ら
、『
人
間
』
と
い
う
言
葉
に

な
る
わ
け
で
す
。
文
字
ど
お
り
、
人
と
人
と
の
間
で
し
か
個
は
育
た
な
い
の
で

す
ね
」。

　

④
に
つ
い
て
…
「
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
も
、
彼
ら
障
害
者
が
生
き
て
い
る

こ
と
も
同
じ
な
の
で
す
。
そ
れ
が
身
体
的
な
条
件
と
か
、
ま
わ
り
の
条
件
が
違

う
か
ら
、そ
れ
に
適
応
し
て
生
き
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

生
き
方
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
ね
。
そ
れ
が
ま
だ『
こ
の
子
ら
に
光
を
与
え
よ
』

に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。『
こ
の
子
ら
を
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
あ

れ
だ
け
純
真
な
、
悪
い
こ
と
ひ
と
つ
も
で
き
な
い
、
悪
知
恵
も
な
い
の
で
す
か

ら
い
ち
ば
ん
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
を
利
用
し
た
り
し
て
い
る
大
人
が
悪

い
の
で
あ
っ
て
、子
ど
も
や
精
薄
者
が
悪
い
の
で
は
な
い
」、「
私
は
い
つ
も
『
青

少
年
対
策
』
と
い
う
言
葉
は
、
や
め
ろ
っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
対
策
す
べ

き
は
大
人
な
の
で
す
。
大
人
に
こ
そ
対
策
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は

り
こ
の
子
ら
を
先
頭
に
立
て
て
、
こ
の
子
ら
こ
そ
世
の
光
だ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
そ
れ
は
慈
善
と
か
同
情
と
い
う
の
と
、
今
日
の
福
社
の
決
定
的
な
違
い
で

は
な
い
で
す
か
」。
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⑤
に
つ
い
て
…
貞
松
は
「
彼
ら
の
純
真
な
心
を
学
び
、
そ
し
て
彼
ら
の
精
一

杯
生
き
て
い
る
姿
を
私
た
ち
の
生
き
方
の
中
に
と
り
入
れ
る
こ
と
が
『
こ
の
子

ら
を
世
の
光
に
』
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
」
と
問
う
と
、

永
杉
は「
そ
う
で
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。
糸
賀
君
の『
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
』

と
い
う
本
一
冊
読
め
ば
、
あ
の
中
に
そ
の
こ
と
が
ず
う
っ
と
入
っ
て
い
て
、
解

説
し
た
と
こ
ろ
で
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。『
こ
の
子
ら
に
世
の
光
を
』で
は
な
く『
こ

の
子
ら
を
世
の
光
に
』
と
い
う
『
を
』
と
『
に
』
の
違
い
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
い
っ
て
み
て
も
、
頭
で
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
糸
賀
君
が
実
践
の
な
か
で
、

あ
れ
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
は
言
葉
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
あ
れ
を
く
ど
く
ど
と
解
説
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
言
葉
の
解
説
だ
っ
た
ら
い
く
ら
で
も
で
き
ま
す
」
と
答

え
、「
親
は
あ
く
ま
で
も
親
で
あ
り
、
子
は
あ
く
ま
で
も
子
で
あ
る
と
い
う
厳

格
な
自
覚
が
親
子
を
近
づ
け
て
ゆ
く
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
矛
盾
し
た
こ
と

の
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
と
、
つ
い
自
分
に
甘
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

理
解
の
あ
る
親
と
い
う
の
が
く
せ
者
で
、
子
ど
も
の
人
気
と
り
に
な
り
か
ね
な

い
。
ほ
ん
と
う
の
理
解
は
そ
ん
な
甘
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
」
と
「
理
解
の

あ
る
親
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
い
た
る
。
さ
ら
に
、「
自
分
は
精
薄

の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
で
こ
う
し
て
や
っ
て
い
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
、
そ
の
自
覚
が
特
殊
教
育
を
や
る
人
に
必
要
で
し
ょ
う
ね
。
つ
き

つ
め
て
い
う
と
、
人
間
が
人
間
を
教
育
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
の
自

覚
で
す
よ
。
で
す
か
ら
一
生
懸
命
に
や
っ
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
は
環
境
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
自
覚
を
糸
賀
君
は
も
っ
て
い

た
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
自
己
満
足
だ
け
で
一
生
を
送
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
の
自
覚
に
達
す
る
に
は
、
糸
賀
君
は
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
人
一
倍
苦
労
し
て
、
人
生
に
疑
間
を
も
っ
て
宗
教
哲
学
と
い
う

理
論
を
京
大
で
学
ん
だ
の
で
す
。
そ
う
い
う
糸
賀
君
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
子
ら

を
世
の
光
に
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
た
だ
経
験
す
る
だ

け
な
ら
誰
で
も
で
き
ま
す
が
、
そ
の
意
味
を
自
分
な
り
に
か
み
し
め
る
た
め
に

は
学
問
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
自
分
の
や
っ
た
こ
と
の
意
味
を

知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
し
て
、
自
分
の
外
の
こ
と
を
知
る
た
め
で
は
な
い
の
で

す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
『
汝
自
身
を
知
れ
』
で
す
ね
」
と
、「
人
間
が
人
間
を

教
育
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
」、
学
問
の
意
味
に
ま
で
説
き
及
ぶ
。

　

⑥
に
つ
い
て
…
「
糸
賀
君
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
り
、
あ
っ
ち
行
き
こ
っ
ち

行
き
、ず
い
分
迷
っ
た
の
で
す
。
迷
い
迷
い
一
生
つ
づ
け
た
の
で
す
。
私
が『
こ

の
子
ら
を
世
の
光
に
』
と
い
う
本
で
い
ち
ば
ん
感
動
す
る
の
は
、
糸
賀
君
が
近

江
学
園
を
十
年
ほ
ど
や
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は

誰
が
悪
い
ん
で
も
な
い
、
自
分
が
悪
い
ん
だ
と
思
う
と
、
や
り
切
れ
な
く
な
っ

て
、
夜
逃
げ
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
て
も
な
く
汽
車
に
乗
っ
て
白
浜
温
泉
に

行
っ
た
の
で
す
。
お
金
は
な
い
。
一
軒
の
漁
師
の
家
に
泊
め
て
も
ら
っ
て
、
た

だ
何
と
な
く
毎
朝
、
露
天
風
呂
に
つ
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
す
る
と
あ
る
朝
そ

こ
に
波
が
う
ち
寄
せ
て
は
返
し
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。
こ
の
波

は
何
億
年
も
同
じ
こ
と
を
く
り
か
え
し
て
い
る
の
だ
。
た
っ
た
十
年
で
何
が
わ

か
る
か
。
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
糸
賀
君
は
思
わ
ず
立
ち
あ
が
っ
て『
ワ
ァ
ー
』っ

と
叫
ん
だ
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
再
起
し
て
、
死
ぬ

ま
で
つ
づ
け
た
の
で
す
。
永
遠
に
絶
え
な
い
波
に
比
べ
る
と
人
間
の
い
の
ち
は

一
瞬
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
糸

賀
君
の
い
の
ち
も
精
薄
児
の
い
の
ち
も
そ
う
な
の
で
す
。
そ
こ
に
糸
賀
君
は
気

が
つ
い
た
の
で
す
ね
」。

　

⑦
に
つ
い
て
…
永
杉
は
、ま
ず
「
せ
い
ぜ
い
糸
賀
君
の
真
似
を
し
た
ら
い
い
。

そ
し
て
あ
の
道
を
辿
っ
て
い
け
ば
い
い
。
し
か
し
そ
れ
は
糸
賀
君
の
歩
ん
だ
道

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
君
の
歩
い
て
い
る
道
な
の
で
す
。
き
ま
っ
た
道
な
ん
て

ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
。
人
が
道
を
つ
く
っ
た
ら
歩
い
て
や
ろ
う
と
い
う
の

は
、
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
、
自
分
の
道
を
自
分
で
つ
く
る
ん
で
す
。
み
ん

な
一
人
一
人
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
道
で
す
ね
。
今
は
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誰
か
が
道
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
ら
歩
い
て
や
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
安
易
な

気
持
ち
の
人
が
多
す
ぎ
る
」
と
説
き
、「
糸
賀
君
み
た
い
な
人
は
、
ひ
と
つ
の

頂
点
で
あ
っ
て
あ
れ
を
真
似
て
い
こ
う
と
、
一
生
懸
命
批
判
も
何
も
し
な
い
で

つ
い
て
い
け
ば
よ
い
。
批
判
は
誰
で
も
で
き
ま
す
。
盲
目
的
で
い
い
か
ら
、ぞ
っ

こ
ん
惚
れ
こ
ん
だ
ら
そ
の
人
の
真
似
を
し
よ
う
と
一
生
懸
命
や
れ
ば
よ
い
の
で

す
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、自
然
に
そ
の
人
の
も
ち
味
が
、糸
賀
君
と
は
違
っ

た
も
ち
味
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
」
と
、「
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
こ
む
」
こ
と
の
大

切
さ
を
述
べ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
真
似
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
徹
底
的
に
真
似
し
た
ら
い
い
。
徹
底
的
に
真
似
て
い
る
う

ち
に
、
自
然
と
個
性
と
い
う
も
の
が
に
じ
み
出
て
く
る
。
そ
れ
が
本
当
の
個
性

で
、
は
じ
め
か
ら
ギ
ラ
ギ
ラ
し
て
い
る
の
は
個
性
で
は
な
い
。
鍛
え
ら
れ
て
は

じ
め
て
に
じ
み
出
す
の
が
真
の
個
性
で
す
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
永
杉
は
「
個
性
を
い
か
す
つ
て
こ
と
は
自
分
が
好
き
な
こ
と
を

や
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
な
。
ナ
マ
の
個
性
は
い
っ
ぺ
ん
つ
ぶ
さ
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
。
型
を
教
え
る
、
型
に
入
れ
る
、
そ
の
型
を
破
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
真
の

個
性
が
出
て
く
る
ん
だ
な
」（『
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
』）
と
も
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
福
祉
を
や
っ
て
い
る
人
は
、
ま
ず
自
分
を
自
分
で
鍛
え
る
と
い
う

こ
と
が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
自
分
が
自
分
を
鍛
え
な
い
で
、
人
を
鍛

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
福
祉
も
教
育
も
そ
こ
が
大
切
で
す
ね
」
と
、
福
祉
と

教
育
が
同
根
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　

⑧
に
つ
い
て
…
「
自
分
自
身
が
人
間
的
な
向
上
を
目
指
し
て
ゆ
け
ば
、
よ
り

よ
い
関
係
を
つ
く
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。
関
係
、
関
係
と
い

う
け
れ
ど
も
、自
分
が
し
ゃ
ん
と
し
な
い
と
、よ
い
関
係
っ
て
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
、
い
く
ら
教
え
方
が
う
ま
く
て
も
、
い
く
ら
学
級
経
営
が
う
ま

く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
よ
い
教
師
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
よ
い
関
係
を
つ
く

る
に
は
、
自
分
自
身
が
無
限
の
向
上
の
努
力
を
す
る
、
そ
れ
以
外
に
、
よ
い
関

係
を
つ
く
り
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
が
自
然
に
よ
い
関
係
に
な
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
人
と
人
と
の
接
触
の
な
か
で
し
か
自
分
自
身
は
で
き
て
い
か
な
い
の
で

す
。
人
と
人
と
が
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
や
に
も
ま
れ
な
が
ら
し
か
、
向
上
の
チ
ャ
ン

ス
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
自
然
と
人
間
関
係
の
な
か
で
自
分
自
身
も

育
ち
、
相
手
も
育
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
教
え
る
方
の
教

師
の
側
の
厳
し
い
自
己
管
理
、
自
己
訓
練
、
そ
う
い
う
態
度
を
学
ぶ
者
が
真
似

る
の
で
す
。
ぐ
う
た
ら
な
教
員
か
ら
は
、ぐ
う
た
ら
な
生
徒
し
か
生
ま
れ
な
い
。

親
も
ま
た
同
じ
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
学
ん
で
い
る
の
は
、
知
識
で
は
な
く
て
、

生
き
方
で
す
よ
。
態
度
で
す
よ
。
生
徒
が
先
生
の
話
を
聞
く
の
は
、
試
験
の
た

め
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
先
生
の
態
度
を
見
て
い
る
の
で
す
。
言
う
こ
と
と

す
る
こ
と
が
ウ
ラ
ハ
ラ
だ
か
ら
、
生
徒
に
な
ぐ
ら
れ
る
の
で
す
」

―
こ
こ
で

は
「
真
似
る
」
と
か
「
手
本
」
の
問
題
が
出
て
来
て
い
る
。
何
を
真
似
る
の
か
、

手
本
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
「
生
き
方
」
で
あ
り
「
態
度
」
で
あ
る
と
、
永
杉

は
即
座
に
答
え
て
い
る
。

　

⑨
に
つ
い
て
…
永
杉
は
ま
ず
例
を
あ
げ
る
、「
施
設
の
あ
る
人
が
十
年
間
、

い
つ
や
め
よ
う
か
い
つ
や
め
よ
う
か
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
し

て
十
年
た
っ
た
ら
、
自
分
が
や
め
た
ら
こ
の
子
た
ち
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、

思
い
あ
が
り
で
す
が
、
そ
れ
が
親
ご
こ
ろ
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
長
い
あ

い
だ
接
触
し
て
い
ま
す
と
、
自
然
と
情
が
う
つ
る
も
の
で
す
。
親
で
は
な
く
と

も
親
に
似
た
情
が
わ
い
て
く
る
。
親
も
た
だ
子
ど
も
を
生
ん
だ
か
ら
親
で
は
な

く
、
抱
い
て
苦
労
し
て
育
て
た
か
ら
親
で
し
ょ
う
」
と
。
そ
し
て
、「
一
番
大

事
な
こ
と
は
、
長
い
問
そ
の
子
た
ち
と
接
触
し
た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
で
す
。

長
い
間
の
接
触
以
外
に
、
愛
情
の
深
ま
り
よ
う
は
な
い
で
す
ね
。
生
ん
だ
と
か

生
ま
ん
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
愛
情
、
愛
情
と
私
た
ち
は
簡
単
に

言
う
け
れ
ど
も
、
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
」
と
「
接
触
と
愛
情
」
に
説
き
及
ぶ

の
で
あ
る
。

　

⑩
に
つ
い
て
…
永
杉
は
、こ
こ
で
ふ
た
つ
の
提
言
を
す
る
。ひ
と
つ
は
、「
も
っ
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と
き
め
細
か
な
福
祉
の
政
策
と
実
行
を
や
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
は
行

政
で
や
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
私
が
敬
老
会
で
三
千
円
も
ら
っ
た
の

で
す
。
み
ん
な
に
三
千
円
ず
つ
ば
ら
ま
い
て
い
る
の
で
す
。
私
は
働
い
て
い
る

か
ら
、
も
ら
う
必
要
が
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
に
や
ら
な
い
で
、
本
当
に

困
っ
て
い
る
人
た
ち
に
や
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
、
き
め
の
細
か
さ
が
必
要
な
の

で
す
。
こ
の
老
人
に
は
働
い
て
も
ら
う
方
が
よ
い
と
思
う
人
に
は
、
金
を
や
ら

な
い
で
働
か
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
自
身
も
、
そ
の
三
千
円
は
返
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」
と
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
福
祉
に
従
事
す
る
人
を
も
っ
と

念
入
り
に
教
育
す
る
こ
と
で
す
ね
。
自
分
が
も
っ
と
し
ゃ
ん
と
し
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
よ
う
も
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
と
し

て
長
期
の
合
宿
を
し
た
り
、
生
活
を
共
に
し
た
り
し
て
教
育
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
ね
。
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
生
活
を
創
り
あ
げ
る
と
い

う
教
育
で
す
。
上
か
ら
教
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
同
志
同
行
と
い
う
教
育

で
す
。
そ
う
い
う
生
活
の
中
で
、
人
間
の
幸
せ
と
は
何
か
を
お
互
い
に
考
え
合

う
の
で
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
難
行
苦
行
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
難
行
苦
行
を

の
り
越
え
る
以
外
に
幸
せ
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
自
分
が
幸
せ
を
つ
か
む
た
め

に
は
そ
れ
以
外
に
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
心
得
た
指
導

者
が
心
要
で
す
ね
。
た
だ
福
祉
の
知
識
を
つ
ぎ
こ
ん
だ
り
、
資
格
を
つ
け
た
り

す
る
た
め
の
研
修
で
は
、
福
祉
の
味
が
わ
か
ら
な
い
。
め
い
め
い
が
自
分
で
味

を
作
り
出
す
こ
と
が
大
切
で
す
か
ら
ね
。
自
分
で
し
っ
か
り
か
み
し
め
な
け
れ

ば
味
は
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
。
後
者
は
、「
生
活
を
共
に
す
る
」、「
同
志
同
行
」

と
い
う
教
育
に
つ
な
が
る
。

⑪
に
つ
い
て
…
永
杉
は
「
現
場
の
人
が
一
生
懸
命
に
打
ち
込
ん
で
、
い
ろ
い
ろ

な
問
題
を
ハ
ダ
で
感
じ
る
。
そ
れ
を
行
政
側
に
訴
え
て
、
行
政
の
あ
り
方
を
少

し
ず
つ
で
も
正
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
き
ら
め
な
い
で
執

念
深
く
そ
れ
を
や
る
こ
と
で
す
。
あ
き
ら
め
な
い
で
、
ま
ず
自
分
で
や
る
だ
け

や
る
。
や
り
な
が
ら
訴
え
る
の
で
す
」、「
社
会
が
悪
い
、
制
度
が
悪
い
と
ぼ
や

い
て
い
る
う
ち
に
、
子
ど
も
は
ど
ん
ど
ん
成
長
す
る
の
で
す
。
社
会
や
制
度
が

あ
ら
た
ま
ら
な
け
れ
ば
何
に
も
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
、
日
に
日
に
成
長
す

る
子
ど
も
の
い
の
ち
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
で
す
か
。
今
の
制
度
の
な
か

で
、
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」
と
し
て
、「
ま

ず
一
番
必
要
な
こ
と
は
、福
祉
に
従
事
し
て
い
る
人
が
今
の
福
祉
機
構
の
中
で
、

自
分
の
良
心
に
従
っ
て
で
き
る
範
囲
の
こ
と
を
精
い
っ
ぱ
い
や
る
。
そ
の
う
え

で
世
論
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
の
教
育
制
度
が
害
を
流
し
て
い

る
と
思
え
ば
、
せ
め
て
自
分
の
子
ど
も
だ
け
で
も
被
害
者
に
し
な
い
よ
う
に
や

る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
は
そ
う
し
て
き
ま
し
た
よ
」
と
説
く
。
そ
し
て
、「
先
日
の
群
馬
県
青

少
年
問
題
協
議
会
で
知
事
に
答
申
し
た
と
き
、『
青
少
年
非
行
も
社
会
が
悪
い
、

政
治
が
悪
い
と
い
う
。い
っ
た
い
社
会
は
誰
が
つ
く
っ
て
る
ん
だ
、大
人
で
し
ょ

う
、
だ
か
ら
大
人
が
悪
い
』
と
言
っ
た
ん
で
す
、
そ
れ
が
上
毛
新
聞
に
そ
の
ま

ま
書
か
れ
て
い
ま
す
」
と
大
人
の
問
題
の
重
要
性
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

（
四
八
―
六
二
頁
）

　
　
　

お
わ
り
に

　

京
極
氏
の『
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
』に
加
え
て
、野
上
義
彦
著『
糸
賀
一
雄
』

〈
シ
リ
ー
ズ　

福
祉
に
生
き
る　

５
〉（
大
空
社
、
一
九
九
八
年
）
も
大
い
に
参

考
に
な
る
。
本
書
に
つ
い
て
京
極
氏
は
「
少
年
少
女
向
き
に
書
か
れ
て
い
る
も

の
の
、
資
料
及
び
ア
イ
デ
ィ
ア
の
両
面
で
本
書
の
執
筆
に
大
い
に
参
考
に
さ
せ

て
も
ら
っ
た
」と
評
価
し
て
い
る（
京
極
前
掲
書
、一
一
頁
）。言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
本
質
は
少
年
少
女
向
き
で
あ
ろ
う
と
大
人
向
き
で
あ
ろ
う
と
変
わ
る
も
の

で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
筆
者
の
研
究
領
域
に
関
わ
る
論
文
と
し
て
、
蜂
谷
俊
隆
「
糸
賀
一
雄

と
下
村
湖
人

―
「
煙
仲
間
」
運
動
を
通
し
て

―
」（『
社
会
福
祉
学
』
第
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五
〇
巻
第
四
号
、
日
本
社
会
福
祉
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

氏
が
「
お
わ
り
に
」
の
末
尾
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
と
り
わ
け
糸
賀
の
社
会
福

祉
協
議
会
論
は
、
田
沢
や
下
村
が
構
想
し
た
壮
年
団
の
あ
り
方
が
ひ
な
形
と
し

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」（
五
一
頁
）
と
い
う
個
所
に
注
目

し
た
。
す
で
に
「
近
江
学
園
を
中
心
と
し
た
施
設
運
営
や
ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
関

連
に
お
い
て
考
察
し
て
い
く
」（
五
二
頁
）
と
予
告
さ
れ
て
い
る
の
で
発
表
さ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
実
証
的
研
究
が
俟
た
れ
る
。

　

筆
者
の
目
論
見
と
し
て
は
、
今
後
京
極
氏
の
前
掲
書
に
お
け
る
各
章
各
節
が

研
究
テ
ー
マ
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
提
起
し
て
お
き
た
い
。


