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近
く
に
、
こ
う
い
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

努
力
家
で
、
有
能
で
あ
る
。
規
則
や
技
術
の
細
か
い
こ
と
を
面
倒
く

さ
が
ら
ず
勉
強
す
る
の
で
、
実
に
頼
り
に
な
る
。

　

反
面
、
が
ん
こ
で
あ
る
。
規
則
や
技
術
を
理
解
で
き
る
の
だ
か
ら
、

合
理
性
は
十
分
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
極
め
れ
ば
極

め
る
だ
け
、
他
の
者
が
言
っ
た
り
し
た
り
す
る
こ
と
の
不
合
理
に
敏
感

に
な
る
の
で
、
手
ご
わ
い
。
そ
も
そ
も
凝
り
性
と
い
う
こ
と
の
中
に
、

が
ん
こ
の
素
地
が
あ
る
。
説
得
し
よ
う
と
し
て
も
、
実
務
を
押
さ
え
て

い
る
だ
け
に
、な
か
な
か
言
う
こ
と
を
き
か
せ
ら
れ
な
い
。目
上
で
あ
っ

て
も
、
つ
い
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
。
目
下
に
は
意
外
に
親
切
な
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
目
下
も
似
た
よ
う
な
性
格
に
育
つ
。
目

下
が
つ
い
て
い
け
な
い
か
も
し
れ
ず
、
目
下
の
目
下
が
つ
い
て
い
け
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
ち
ら
に
対
し
て
も
悲
憤
慷
慨
で

あ
る
。

　

伊
藤
博
文
や
井
上
馨
、
大
隈
重
信
と
い
っ
た
人
々
に
は
、
程
度
の
差

は
あ
れ
そ
う
い
う
面
が
あ
っ
た
。
彼
ら
が
最
高
指
導
者
に
な
り
、
や
は

り
程
度
の
差
は
あ
れ
分
別
が
つ
く
頃
、
少
し
下
の
世
代
の
手
ご
わ
い
層

が
、
各
省
に
備
わ
る
よ
う
に
な
る
。
井
上
毅
の
よ
う
に
法
制
官
僚
と
呼

ば
れ
た
人
々
や
、
有
島
武
の
よ
う
に
武
郎
を
厳
し
く
育
て
す
ぎ
た
大
蔵

官
僚
な
ど
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
い
ち
早
く
下
野
し
て
、
東
京
専
門

学
校
（
後
の
早
稲
田
大
学
）
の
開
学
や
立
憲
改
進
党
の
創
設
に
尽
力
し

た
小
野
梓
も
、
同
様
の
心
性
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
。

国
士
官
僚
の
明
暗

近
代
日
本
に
と
っ
て
の
条
約
改
正　

東
京
大
学
准
教
授

五
百
旗
頭
薫

明
治
期
の
日
本
に
と
っ
て
最
大
の
外
交
課
題—

—
き
ら
び
や
か
な
会
議
外
交
と
、
怒
れ
る
「
国
士
官
僚
」
は
、

激
し
く
衝
突
し
な
が
ら
条
約
改
正
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
く
。

そ
の
後
の
日
本
政
治
に
与
え
た
含
意
と
は
。

い
お
き
べ
　
か
お
る

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。東
京
大
学
法
学
部
卒
。博
士（
法

学
）。
東
京
都
立
大
学
助
教
授
・
首
都
大
学
東
京
准

教
授
な
ど
を
経
て
、
現
職
。
著
書
に
『
大
隈
重
信
と

政
党
政
治
』『
条
約
改
正
史
』
が
あ
る
。

歴
史
と
の
対
話

連
載
❸
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彼
ら
を
国
士
官
僚
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
国
士
官
僚
が
巻
き
起
こ
す
波
紋

は
、
や
が
て
帝
大
出
身
の
学
士
官
僚
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
る
。
そ
れ

で
も
、
国
士
官
僚
は
時
代
を
問
わ
ず
存
在
す
る
。（
法
）
技
術
の
進
歩

と
統
治
機
構
や
社
会
構
造
の
変
化
に
ず
れ
が
あ
る
限
り
、
国
士
官
僚
の

登
場
は
必
然
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

変
人
で
や
っ
か
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
い
う
人
々
が
能
力
と
努

力
に
ふ
さ
わ
し
い
働
き
場
を
得
な
い
の
は
不
幸
で
あ
る
。
明
治
と
い
う

時
代
は
、
こ
の
点
で
お
お
む
ね
幸
せ
だ
っ
た
。
だ
が
外
交
も
幸
せ
と
は

限
ら
な
い
。
外
圧
ほ
ど
、
目
障
り
で
腹
立
た
し
い
不
合
理
は
な
い
か
ら

だ
。
政
治
指
導
者
が
外
圧
に
妥
協
し
、
外
圧
を
内
圧
に
変
換
し
た
り
す

る
と
、
ま
す
ま
す
目
障
り
で
腹
立
た
し
い
。
そ
の
時
、
不
合
理
に
対
す

る
実
務
家
の
怒
り
が
、
合
理
的
な
範
囲
に
お
さ
ま
る
と
い
う
保
証
は
な

い
。

　

そ
う
い
う
状
況
が
長
く
続
い
た
場
合
、
政
治
や
外
交
が
ど
う
な
る
の

か
。
条
約
改
正
史
を
学
ぶ
と
、
こ
の
問
題
に
遭
遇
す
る
。

「
不
平
等
条
約
」
と
は

　

幕
末
日
本
が
開
国
す
る
際
、
列
国
と
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
不
平
等
条

約
を
締
結
し
た
。
主
権
国
家
と
し
て
は
不
平
等
で
あ
る
が
、
接
触
を
限

定
し
て
住
み
分
け
る
と
い
う
機
能
も
あ
り
、
当
時
の
日
本
と
し
て
は
不

都
合
な
面
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
領
事
裁
判
は
、
内
外
の
法

規
範
が
異
な
る
こ
と
を
前
提
に
、
被
告
側
の
役
人
に
責
任
を
も
っ
て
処

分
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨
の
制
度
で
あ
っ
た
。
関
税
自
主
権
も
失
わ
れ
た

が
、
も
と
も
と
幕
府
は
輸
入
税
を
高
く
し
て
貿
易
収
支
を
良
好
に
す
る

こ
と
よ
り
も
、
日
本
産
品
の
流
出
を
避
け
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
そ

の
希
望
ど
お
り
に
輸
出
税
が
設
定
さ
れ
た
。

　

明
治
政
府
も
、
外
交
に
不
慣
れ
な
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
同
じ
よ
う
な

条
約
を
調
印
し
て
お
り
、
一
八
六
九
年
（
明
治
二
年
）
に
オ
ー
ス
ト
リ

ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
と
結
ん
だ
条
約
が
、
日
本
の
不
平
等
条
約
の
完

成
形
態
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
条
約
を
改
正
す
る
交
渉
が
、
明
治
初
年
か
ら
日
清
戦
争
期
ま
で

の
外
交
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
条
約
改
正
に
ふ
さ

わ
し
い
西
洋
文
明
化
を
含
め
て
考
え
る
と
、
政
治
外
交
の
最
大
の
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

条
約
改
正
の
内
容
と
い
え
ば
、法
権
回
復
（
領
事
裁
判
制
度
の
撤
廃
）

か
税
権
回
復
（
関
税
自
主
権
の
回
復
）
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
に
も
満
た
な
い
よ
う
な
改
正
案
を
、
日
本
は
長
い
間
、
多
数
、

提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
を
行
政
権
回
復
と
名
付
け
て
か
ら
、
条
約
改
正

の
研
究
を
面
白
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

行
政
権
を
回
復
し
た
か
っ
た
日
本

　

行
政
権
回
復
要
求
と
は
、
領
事
裁
判
の
拡
大
適
用
に
対
す
る
抗
議
で
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あ
る
。
そ
も
そ
も
領
事
裁
判
制
度
と
い
う
の
は
、
外
国
人
が
人
に
対
し

て
お
か
し
た
犯
罪
や
、
外
国
人
が
被
告
と
な
る
民
事
・
商
事
の
紛
争
に

つ
い
て
、
外
国
領
事
に
よ
る
裁
判
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か

に
日
本
の
裁
判
権
を
制
約
し
て
お
り
、
こ
れ
を
声
高
に
非
難
す
る
論
説

は
あ
り
ふ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
明
治
政
府
の
感
覚
と
し
て
、
民
族
独

立
の
危
機
に
直
結
す
る
も
の
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
疑
問
で
あ
る
。

　

し
か
し
領
事
裁
判
を
細
か
い
行
政
規
則
の
違
反
事
件
に
ま
で
拡
大
適

用
す
る
と
、
日
本
政
府
に
よ
る
日
常
的
な
取
り
締
ま
り
に
支
障
を
き
た

す
。
日
本
の
行
政
規
則
を
事
前
に
外
国
領
事
が
了
解
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
な
る
と
、
内
政
の
末
端
ま
で
も
が
外
交
交
渉
の
対
象
に

な
っ
て
し
ま
い
、
日
本
の
統
治
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
る
。
例
え
ば
外

国
人
の
鉄
砲
に
よ
る
狩
猟
に
つ
い
て
の
規
則
は
、
長
年
に
わ
た
る
不
愉

快
な
交
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
条
約
国
の
承
認
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
複
数
の
傷
害
事
件
の
背
景
と
な
っ
た
。

　

港
則
も
同
様
で
あ
っ
た
。
外
国
船
か
ら
の
投
棄
を
取
り
締
ま
れ
な

か
っ
た
た
め
、
横
浜
港
の
水
深
が
浅
く
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
れ

は
そ
れ
で
、
日
本
側
が
き
ち
ん
と
港
を
浚
渫
し
て
い
な
い
、
と
い
う
新

た
な
批
判
の
口
実
を
外
国
側
に
与
え
た
。
検
疫
規
則
に
つ
い
て
は
、
大

き
な
事
件
に
結
び
つ
い
た
。
一
八
七
九
年
、
ド
イ
ツ
の
ヘ
ス
ぺ
リ
ア
号

が
日
本
官
憲
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
横
浜
港
に
入
港
し
、
旅
客
を
上
陸

さ
せ
た
。
コ
レ
ラ
が
蔓
延
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
世
論

の
怒
り
は
大
き
か
っ
た
。

　

し
か
し
最
も
憤
慨
し
た
の
は
、
近
代
的
な
行
政
の
確
立
に
力
を
尽
く

し
て
い
た
、
日
本
の
官
僚
で
あ
っ
た
。
領
事
裁
判
は
撤
廃
で
き
な
い
と

し
て
も
、
そ
の
拡
大
適
用
を
や
め
さ
せ
た
い
。
行
政
規
則
を
自
由
に
制

定
し
、
日
本
人
・
外
国
人
に
対
し
て
施
行
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
こ

れ
が
行
政
権
回
復
要
求
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
が
、
条
約
改
正
交

渉
の
前
半
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
日
米
安
保
体
制
に
も
似
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。
条
約
本
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
地
位
協
定
や
そ
の
運
用
の
ほ

う
が
、
基
地
・
演
習
地
を
か
か
え
る
地
域
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
、

基
地
問
題
を
構
成
し
て
い
る
。

　

明
治
政
府
は
、
条
約
そ
の
も
の
の
抜
本
的
な
改
正
は
ま
だ
難
し
い
と

判
断
し
、
実
務
的
な
行
政
権
の
問
題
を
切
り
離
し
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
。
こ
う
し
た
現
実
的
な
判
断
が
、
西
洋
の
行
政
に
学
ぼ
う
と
す
る
日

本
政
府
の
向
上
心
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
西
洋
諸
国
が
そ
れ
を
妨
げ
て
い

る
こ
と
へ
の
国
士
官
僚
の
憤
慨
、
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
点
に
、
行
政

権
回
復
要
求
の
迫
力
が
あ
っ
た
。
外
国
側
も
一
定
の
対
応
を
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
実
務
的
な
交
渉
が
容
易
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
岸
信
介

内
閣
の
安
保
改
定
交
渉
も
、
国
内
事
情
か
ら
行
政
協
定
（
後
の
地
位
協

定
）
の
改
定
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
難
度
を
増
し
た
。
明
治
日

本
の
行
政
権
回
復
交
渉
も
、
た
び
た
び
挫
折
す
る
。
交
渉
が
進
み
、
条
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件
闘
争
の
次
元
に
入
っ
た
時
に
、
真
の
困
難
に
直
面
し
た
。
代
償
と
し

て
外
国
側
に
限
定
的
な
内
地
開
放
（
例
え
ば
高
崎
・
前
橋
ま
で
の
通
商
）

を
認
め
た
場
合
、
開
放
し
た
部
分
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
日
本
が
一
定

の
権
利
を
回
復
す
る
、
と
い
っ
た
代
償
の
入
れ
子
構
造
を
あ
つ
か
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
が
回
復
す
る
権
利
は
、
民
事
裁

判
権
な
の
か
、
刑
事
裁
判
権
な
の
か
、
警
察
権
な
の
か
。
い
ず
れ
の
領

域
も
国
士
官
僚
の
奮
闘
で
そ
れ
な
り
の
発
達
を
遂
げ
て
お
り
、
ど
の
権

利
を
断
念
し
よ
う
と
し
て
も
、
政
府
内
で
強
い
異
論
に
さ
ら
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

結
局
、
日
本
政
府
は
、
時
期
尚
早
を
承
知
で
、
領
事
裁
判
制
度
（
法

権
回
復
）
そ
の
も
の
の
撤
廃
に
挑
む
よ
う
に
な
る
。

得
意
だ
っ
た
会
議
外
交

　

行
政
権
回
復
も
難
し
い
の
だ
か
ら
、
法
権
回
復
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ

た
。
こ
の
交
渉
が
し
か
し
前
進
し
た
の
は
、
条
約
改
正
の
た
め
に
開
か

れ
た
国
際
会
議
で
、
日
本
が
意
外
に
健
闘
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
八
八
二
年
に
、
条
約
改
正
予
備
会
議
が
東
京
の
外
務
省
で
開
催
さ

れ
る
。
井
上
馨
外
務
卿
が
議
長
と
な
っ
た
が
、
妥
結
へ
の
道
の
り
は
遠

か
っ
た
。
日
本
が
要
求
し
た
の
は
、
行
政
権
回
復
と
協
定
関
税
の
引
き

上
げ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
会
議
で
列
国
公
使
の
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
に

さ
ら
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
も
予
備
会
議
で
決
ま
る
の
は
条
約

改
正
の
基
本
方
針
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。改
正
条
約
の
詳
細
は
、

閉
会
後
に
あ
ら
た
め
て
各
国
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
米
側

の
条
件
闘
争
の
機
会
が
二
重
三
重
に
あ
る
設
計
で
あ
っ
た
。
案
の
定
、

行
き
詰
ま
っ
た
井
上
は
、四
月
五
日
に
議
場
で
歴
史
的
な
宣
言
を
行
う
。

将
来
、
内
地
を
開
放
す
る
意
思
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
法
権
回
復
を

含
め
た
積
極
的
・
友
好
的
な
交
渉
を
列
国
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
宣
言
は
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
し
て
会
議
に
予
期
せ
ぬ
効
果
を
与
え

た
。
井
上
宣
言
は
基
本
方
針
と
し
て
は
申
し
分
な
い
の
で
、
予
備
会
議

の
使
命
は
事
実
上
終
わ
り
、
日
本
の
草
案
が
直
接
、
列
国
の
本
国
政
府

の
検
討
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
、
欧
米
の
対
日
交
渉
は
、
大
き
な
裁
量
を
持
つ
在
日
公
使

が
、
行
政
権
へ
の
介
入
を
含
む
既
得
権
を
重
視
し
つ
つ
主
導
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
予
備
会
議
は
、
そ
の
制
度
化
の
極
致
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
の
会
議
こ
そ
が
、
条
約
改
正
が
、
条
約
の
条
文
を
前
提
に
、
各
国
の

本
国
政
府
が
よ
り
大
き
な
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
る
交
渉
へ
と
移
行
し

て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
も
複
雑
な
多
国
間
交
渉
が
あ
り
、
一
八
八
六
年
、
東
京
の
外

務
省
で
条
約
改
正
会
議
が
開
か
れ
る
。
今
度
は
、
改
正
条
約
の
条
文
を

審
議
す
る
会
議
で
あ
る
。
前
年
末
の
内
閣
制
度
の
創
設
で
外
務
大
臣
に

な
っ
て
い
た
井
上
馨
が
、
再
び
議
長
を
務
め
た
。
翌
八
七
年
ま
で
続
い

た
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
日
本
の
法
権
回
復
と
内
地
開
放
が
認
め
ら
れ
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た
。
追
加
の
譲
歩
と
し
て
、
①
外
国
人
関
係
訴
訟
に
お
け
る
外
国
人
法

律
家
の
任
用
、
②
法
典
の
編
纂
と
外
国
政
府
へ
の
通
知
、
を
日
本
は
約

束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
明
治
の
二
〇
年
に
し
て
こ
の
達
成

は
、
優
秀
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

会
議
の
最
難
関
と
予
想
さ
れ
た
の
は
、
①
で
あ
っ
た
。
外
国
人
が
関

係
す
る
訴
訟
に
お
け
る
特
例
を
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
日

本
の
裁
判
制
度
の
原
則
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
文
明
国
を
自

認
す
る
各
国
公
使
の
助
言
・
批
判
・
我
田
引
水
が
延
々
と
続
く
。
歯
止

め
を
か
け
た
の
が
②
の
規
定
で
あ
る
。
日
本
は
、
諸
法
典
と
と
も
に
裁

判
所
構
成
法
を
欧
米
の
本
国
政
府
に
送
付
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。

公
使
が
日
本
の
裁
判
制
度
に
踏
み
込
む
こ
と
は
、
本
国
政
府
の
審
査
権

を
侵
す
も
の
、
と
い
う
牽
制
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
つ
の
国
際
会
議
に
お
い
て
、
井
上
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
さ
ず
、
早

口
の
英
語
に
も
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
生

ん
だ
。
そ
れ
で
も
井
上
の
知
性
・
忍
耐
は
認
め
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い

る
と
い
う
評
価
す
ら
得
た
。
日
本
外
交
は
マ
ル
チ
の
交
渉
が
苦
手
だ
と

い
う
が
、
明
治
日
本
の
会
議
外
交
は
、
あ
な
ど
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
井
上
馨
の
努
力
に
す
べ
て
を
帰
す
る
の
は
正
し
く
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

思
え
ば
幕
末
維
新
の
政
治
と
は
、無
数
の
会
議
の
集
積
体
で
あ
っ
た
。

特
に
長
州
の
「
御
前
会
議
」
は
、
藩
主
を
前
に
し
た
論
争
で
実
力
を
発

揮
し
た
者
に
、
門
地
に
と
ら
わ
れ
な
い
出
世
の
機
会
を
提
供
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
藩
内
外
の
会
議
の
中
で
政
治
的
世
論
が
形
成
さ
れ
、
国

内
統
一
の
た
め
に
広
く
期
待
さ
れ
た
処
方
箋
も
、
会
議
政
体
論
で
あ
っ

た
。

　

会
議
の
集
積
体
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
憲
法
で
あ
っ
た
。
会
議
の
多

く
は
権
限
や
役
割
が
公
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
会
議
の
進
行
如
何

で
事
後
的
に
決
ま
っ
た
。
長
州
の
木
戸
孝
允
は
、
会
議
を
処
士
横
議
の

場
に
転
換
す
る
達
人
で
あ
り
、
明
治
政
府
で
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
考
慮
か
ら
、
立
憲
政
体
へ
の
志
向
を
強
め
た
。
し
か

し
木
戸
が
長
寿
に
恵
ま
れ
た
と
し
て
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
会
議
で
本

領
を
発
揮
で
き
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
井
上
馨
は
木
戸
の
愛
弟

子
で
あ
り
、
立
憲
思
想
を
共
有
し
た
。
し
か
し
実
際
に
で
き
た
議
会
と

の
相
性
は
悪
く
、
元
老
会
議
や
財
界
へ
の
指
導
と
い
っ
た
、
憲
法
に
規

定
さ
れ
な
い
舞
台
で
活
躍
す
る
。

実
務
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

会
議
に
賭
け
、
会
議
で
輝
く
維
新
世
代
の
感
覚
を
、
書
類
と
格
闘
す

る
国
士
官
僚
が
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

井
上
馨
の
法
権
回
復
交
渉
は
、
外
国
の
好
意
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
部

分
が
大
き
く
、
鹿
鳴
館
外
交
と
呼
ば
れ
る
一
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同

時
に
、
行
政
権
を
め
ぐ
る
日
常
的
な
論
争
を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
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る
。
有
島
は
、
大
蔵
省
の
行
政
権
を
擁
護
し
な
い
と
し
て
井
上
の
交
渉

手
法
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
井
上
毅
に
い
た
っ
て
は
、
条
約
改
正
会
議

で
決
議
さ
れ
た
改
正
案
に
対
し
て
、公
然
た
る
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。

信
念
に
燃
え
る
国
士
は
、
策
士
に
な
る
こ
と
も
い
と
わ
な
か
っ
た
。

　

反
対
の
焦
点
は
、
②
の
規
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
権
の
侵
害
で

あ
る
と
い
え
た
し
、
行
政
規
則
を
つ
く
る
た
び
に
審
査
を
受
け
て
い
た

屈
辱
的
な
歴
史
を
、
法
典
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
す
る
印
象
を
与
え
た
か

ら
で
あ
る
。

　

条
約
改
正
会
議
で
合
意
さ
れ
た
改
正
案
は
棚
上
げ
と
な
り
、
井
上
は

責
任
を
と
っ
て
外
務
大
臣
を
辞
任
し
た
。
以
後
の
外
務
大
臣
は
、
①
②

の
譲
歩
を
極
小
化
し
、
消
滅
さ
せ
る
方
向
へ
と
忍
耐
強
く
交
渉
を
進
め

る
。

　

し
か
し
こ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
は
、
屈
強
な
理
論
を
手
に
入
れ
た
。

条
約
改
正
よ
り
前
に
、
そ
も
そ
も
現
行
条
約
に
不
当
な
運
用
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
ま
ず
こ
の
運
用
の
廃
止
を
強
行
し
、
日
本
の
交
渉
上
の
立
場

を
強
め
る
べ
き
だ
、
と
す
る
条
約
励
行
論
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
か
つ
て

政
府
の
推
進
し
た
行
政
権
回
復
要
求
の
在
野
版
で
あ
る
こ
と
は
、
多
言

を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
隈
重
信
や
神こ

う
む
ち
と
も
つ
ね

鞭
知
常
と
い
っ
た
、
か
つ
て

政
府
高
官
と
し
て
行
政
権
回
復
交
渉
に
関
与
し
た
指
導
者
が
加
わ
り
、

国
士
官
僚
な
ら
ぬ
純
然
た
る
国
士
た
ち
を
鼓
舞
し
た
。

　

第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
の
下
、
陸
奥
宗
光
外
務
大
臣
は
一
八
九
四
年

に
日
英
交
渉
の
妥
結
に
成
功
す
る
。
し
か
し
そ
の
時
ま
で
、
条
約
励
行

論
を
掲
げ
る
対
外
硬
派
が
衆
議
院
の
過
半
を
占
め
、
陸
奥
を
苦
し
め

抜
い
た
。
井
上
馨
内
務
大
臣
に
よ
る
取
り
締
ま
り
、
伊
藤
首
相
の
変

わ
ら
ぬ
支
持
、
そ
し
て
開
戦
に
い
た
る
日
清
対
立
が
な
け
れ
ば
、
陸

奥
の
交
渉
、そ
し
て
内
閣
の
命
運
も
、定
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
清
戦
争
後
の
一
八
九
六
年
、
大
隈
ら
立
憲
改
進
党
と
、
楠
本
正
隆・

河
島
醇
（
そ
れ
ぞ
れ
内
務
省
、
大
蔵
省
で
活
躍
し
た
経
歴
を
持
つ
）
ら

立
憲
革
新
党
を
中
心
と
す
る
対
外
硬
派
は
進
歩
党
を
結
成
し
、
自
由
党

（
後
に
政
友
会
）
に
匹
敵
す
る
第
二
党
の
結
集
に
成
功
す
る
。
こ
れ
ら

野
党
指
導
者
の
知
識
は
、
時
と
と
も
に
劣
化
を
免
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
そ
の
知
的
雰
囲
気
は
、
尾
崎
行
雄
や
武
富
時
敏
と
い
っ
た
、
官
界
に

い
た
期
間
が
短
い
、
あ
る
い
は
な
い
も
の
の
、
政
策
論
争
に
は
強
い
幹

部
を
輩
出
し
た
。
一
家
言
あ
る
連
中
を
た
ば
ね
る
た
め
に
は
、
自
ら
の

政
策
論
を
棚
上
げ
し
て
、
権
謀
術
数
や
組
織
運
営
に
専
念
す
る
幹
部
も

必
要
と
な
る
。
犬
養
毅
、大
石
正
己
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

国
士
と
策
士
は
紙
一
重
と
な
る
。

　

実
務
的
な
政
府
と
、
在
野
の
反
対
派
と
の
不
毛
な
対
立
が
、
日
本
外

交
の
風
土
病
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
風
土
病
の
発
症
を
も
た
ら
し
た

の
は
、
在
野
の
実
務
能
力
の
高
さ
で
あ
っ
た
。
も
し
今
も
そ
の
系
譜
が

健
在
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
苦
し
み
の
深
さ
が
あ
り
、
ま
た
、

対
話
の
希
望
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
■


