
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
教
育
勅
語
を
読
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●
【
人
生
は
「
ご
縁
」
の
積
み
重
ね
】 

４
月
と
言
え
ば
、
入
学
式
、
入
社
式
、

新
学
期
、
お
花
見
、
桜
、
椿
、
富
山
は
特

に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
。
そ
し
て
早
い
と
こ
ろ

で
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
す
か
ね
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
春
」
と
い
う
の
は
、

本
当
に
心
が
晴
れ
や
か
に
な
る
清
々
し
い

気
持
ち
に
な
る
季
節
で
す
。 

谷
川
家
で
は
、
長
男
（
寛
晟
＝
か
ん
せ

い
）
も
、
い
よ
い
よ
小
学
一
年
生
で
す
。

皆
さ
ま
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
沢
山
の
「
ご

縁
」
に
支
え
ら
れ
て
、
今
日
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
に
感
謝
の
気
持
ち
で
一

杯
に
な
り
ま
す
。 

人
生
は
人
と
物
や
出
来
事
な
ど
、
様
々

な
出
会
い
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
家
族
の
「
縁
」
に
始
ま
り
、
関
わ
り

合
う
人
間
関
係
の
「
縁
」
。
同
級
生
と
の

「
縁
」
。
職
場
で
の
「
縁
」
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
に
は
「
悪
縁
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り

ま
せ
ん
。
「
縁
」
は
た
だ
単
純
に
「
縁
」

が
あ
る
だ
け
と
捉
え
ま
す
。
そ
の
「
縁
」

を
「
良
縁
」
に
す
る
も
「
悪
縁
」
に
す
る

も
、
自
分
次
第
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
時
の
流
れ
の
中
で
、
過
去
が
現
在
を

つ
く
り
、
現
在
に
よ
っ
て
未
来
は
つ
く
ら

れ
ま
す
。
縁
に
は
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
・

「
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
あ
い
」
・
「
関

係
を
作
る
き
っ
か
け
」
・
「
血
縁
、
家
族 

 

 

的
な
つ
な
が
り
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま 

す
。
互
い
に
引
き
寄
せ
合
う
見
え
な
い
力
に

畏
敬
の
念
を
深
め
な
が
ら
も
、
全
て
の
「
縁
」

を
良
い
出
会
い
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
自

分
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
月
か
ら
新

た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
新
入
生
・
新
入
社
員
、

そ
し
て
ご
縁
の
有
る
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
素

晴
ら
し
い
出
会
い
、
よ
り
良
い
一
歩
を
踏
み

出
せ
る
よ
う
に
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

●
【
メ
デ
ィ
ア
情
報
に
翻
弄
さ
れ
て
は
い
け

な
い
】 

さ
て
、
今
年
の
２
月
９
日
「
学
校
法
人
森

友
学
園
」
が
大
阪
府
豊
中
市
に
建
設
し
て
い

る
私
立
小
学
校
の
土
地
が
鑑
定
価
格
よ
り
８

億
円
以
上
安
い
価
格
で
購
入
さ
れ
て
い
た
事

が
判
明
し
、
安
倍
晋
三
首
相
夫
人
・
昭
恵
氏

が
、
森
友
学
園
が
経
営
す
る
「
塚
本
幼
稚
園
」

で
講
演
を
行
っ
た
経
験
が
あ
る
事
や
、
私
立

小
学
校
の
名
誉
校
長
就
任
が
予
定
さ
れ
て
い

た
事
な
ど
か
ら
、
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
だ
一

件
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
日
本
政

府
が
森
友
学
園
に
対
し
土
地
を
安
価
で
売
却

し
た
疑
惑
が
あ
り
、
さ
ら
に
塚
本
幼
稚
園
が

思
想
的
に
偏
向
し
た
教
育
を
行
わ
れ
て
い
る

な
ど
の
事
か
ら
、
各
メ
デ
ィ
ア
が
今
回
の
騒

動
に
対
し
批
判
的
な
意
見
を
寄
せ
、
国
会
で

は
各
野
党
が
安
倍
首
相
に
対
し
て
質
問
攻
め

を
連
日
の
よ
う
に
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
連
日

の
報
道
を
見
聞
し
て
い
て
、
私
は
腑
に
落
ち

な
い
何
か
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
と
言
う
の

も
、
当
園
の
教
育
方
針
や
経
営
方
針
の
疑
念

や
マ
ズ
さ
の
指
摘
も
去
る
事
な
が
ら
、
一
連 

 

 

の
報
道
は
「
安
倍
政
権
が
不
正
を
働
い
た
」

と
い
う
印
象
操
作
を
メ
デ
ィ
ア
が
行
っ
て
い 

る
か
の
如
く
に
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
情
報
戦
争
と
言
わ
れ
る
時
代
の
、
情

報
操
作
で
す
。
こ
の
件
に
関
し
て
読
者
の
皆

さ
ま
も
賛
否
両
論
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
当

欄
で
は
、
そ
れ
ら
の
真
相
を
究
明
し
よ
う
と

は
思
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
が
塚
本
幼
稚
園

の
教
育
で
注
目
し
た
い
点
は
「
教
育
勅
語
（
き

ょ
う
い
く
ち
ょ
く
ご
）」
を
児
童
た
ち
に
教
え

て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。 

 

●
【
教
育
勅
語
と
は
】 

「
廃
止
さ
れ
た
戦
前
の
教
育
に
戻
す

な
」
・「
軍
国
主
義
の
思
想
」
な
ど
と
危
険
視

さ
れ
る
【
教
育
勅
語
】
と
い
う
言
葉
で
す
が
、

そ
も
そ
も
何
を
記
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
私
を
含
め
た
戦
後
生
ま
れ
の
人
間
に
は

馴
染
み
の
薄
い
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に

シ
ッ
カ
リ
と
意
味
内
容
を
踏
ま
え
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

そ
も
そ
も
【
教
育
勅
語
】
と
い
う
の
は
、

正
式
に
は
《
教
育
に
関
す
る
勅
語
》
の
事
を

言
い
ま
す
。
『
勅
語
』
と
は
、
口
頭
に
よ
る

天
皇
陛
下
の
御
言
葉
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま

た
『
勅
語
』
は
法
律
的
性
質
を
持
た
な
い
の

が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
【
教
育
勅
語
】

に
関
し
て
は
、
天
皇
陛
下
の
私
的
な
道
徳
訓

に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
育
一
般
の
基
本
方
針
と

さ
れ
た
の
で
、
実
際
に
は
法
的
な
効
力
を
持

ち
ま
し
た
。 

明
治
天
皇
の
名
の
も
と
に
、
明
治
二
十
三

年
（
１
８
９
０
年
）
十
月
三
十
日
に
発
表
さ 

 

 

れ
、
教
育
の
根
本
を
皇
祖
皇
宗
の
遺
訓
に 

求
め
、
忠
孝
の
徳
を
国
民
教
育
の
中
心
に 

据
え
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
の
教
育
の
基
本 

方
針
を
示
し
た
明
治
天
皇
の
勅
語
は
、
第 

２
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
前
の
、 

日
本
人
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
健
全
な 

日
本
国
民
の
精
神
を
育
み
ま
し
た
。 

し
か
し
、
敗
戦
後
の
昭
和
二
十
三
年
（
１ 

９
４
８
年
）
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司 

令
部
）
統
治
下
の
も
と
、
強
制
的
に
【
教 

育
勅
語
】
の
失
効
お
よ
び
排
除
を
決
議
さ 

れ
た
の
で
し
た
。 

現
在
で
は
帝
国
時
代
の
象
徴
と
い
う
イ 

メ
ー
ジ
が
あ
る
教
育
勅
語
で
す
が
、
実
際 

の
内
容
は
「
広
く
全
て
の
人
に
慈
愛
の
手 

を
差
し
伸
べ
ま
し
ょ
う
」
・
「
両
親
に
孝 

養
を
尽
く
し
、
友
人
を
信
じ
助
け
合
い
ま 

し
ょ
う
」
等
々
。
戦
争
と
は
正
反
対
の
思 

想
で
あ
り
、
む
し
ろ
平
和
・
博
愛
主
義
的 

な
内
容
で
、
現
代
の
義
務
教
育
に
是
非
と 

も
取
り
入
れ
て
頂
き
た
い
と
す
ら
思
っ
て 

し
ま
い
ま
す
。 

【
教
育
勅
語
】
に
示
さ
れ
て
い
る
十
二
の 

道
徳
的
徳
目
は
左
記
の
通
り
で
す
。 

 

（
１
）
親
に
孝
養
を
つ
く
し
ま
し
ょ
う 

（
孝
行
） 

（
２
）
兄
弟
・
姉
妹
は
仲
良
く 

し
ま
し
ょ
う
（
友
愛
） 

（
３
）
夫
婦
は
い
つ
も
仲
む
つ
ま
じ
く 

し
ま
し
ょ
う
（
夫
婦
の
和
） 

（
４
）
友
だ
ち
は
お
互
い
に
信
じ
あ
っ
て 

付
き
合
い
ま
し
ょ
う
（
朋
友
の
信
） 

 
 



 
 

 
（
５
）
自
分
の
言
動
を
つ
つ
し
み
ま
し
ょ
う

（
謙
遜
） 

（
６
）
広
く
全
て
の
人
に
愛
の
手
を
さ
し
の

べ
ま
し
ょ
う
（
博
愛
） 

（
７
）
勉
学
に
励
み
職
業
を
身
に
つ
け 

 
 
 

ま
し
ょ
う
（
修
業
習
学
） 

（
８
）
知
識
を
養
い
才
能
を
伸
ば
し
ま 

し
ょ
う
（
知
能
啓
発
） 

（
９
）
人
格
の
向
上
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う 

（
徳
器
成
就
） 

（
１０
）
広
く
世
の
人
々
や
社
会
の
た
め
に 

な
る
仕
事
に
励
み
ま
し
ょ
う 

（
公
益
世
務
） 

（
１１
）
法
律
や
規
則
を
守
り
社
会
の
秩
序
に

従
い
ま
し
ょ
う
（
遵
法
） 

（
１２
）
正
し
い
勇
気
を
も
っ
て
国
の
た
め 

真
心
を
尽
く
し
ま
し
ょ
う
（
義
勇
） 

 

以
上
記
載
し
た
通
り
で
す
が
、
何
か
問

題
の
あ
る
教
え
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た

か
？
む
し
ろ
現
代
を
生
き
る
私
達
大
人
を

は
じ
め
、
子
供
達
に
至
る
ま
で
、
日
本
人

と
し
て
、
い
や
人
間
と
し
て
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
理
念
と
言
っ
て
良

い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

●
【
戦
後
自
虐
史
観
か
ら
の
脱
却
】 

日
本
の
学
校
で
は
、「
日
の
丸
」
の
国
旗

を
掲
揚
し
た
り
、「
君
が
代
」
の
国
歌
斉
唱

す
る
機
会
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
第
２
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）

後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
導
の
影
響
に
よ
っ
て
日
本

の
国
旗
・
国
歌
が
軍
国
主
義
と
結
び
付
け 

 

 

ら
れ
た
こ
と
、
「
日
教
組
（
日
本
教
職
員
組

合
）
」
と
い
う
左
派
色
の
強
い
組
織
が
教
育
機

関
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は

否
め
ま
せ
ん
。 

一
方
、
塚
本
幼
稚
園
は
日
の
丸
掲
揚
や
君

が
代
斉
唱
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
実
施
さ
れ
、
児
童

た
ち
に
天
皇
陛
下
の
御
存
在
意
義
や
日
本
神

道
を
学
ば
せ
る
な
ど
、
愛
国
主
義
的
な
教
育

が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
私

は
強
く
共
感
し
ま
し
た
。
日
本
に
は
天
皇
を

精
神
的
支
柱
と
し
た
二
千
年
以
上
連
綿
と
続

く
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
私
達
国
民
が
日
本
の

精
神
性
を
学
ぶ
こ
と
は
非
常
に
意
義
の
あ
る

行
為
だ
と
思
い
ま
す
。 

戦
後
来
日
し
た
外
国
人
は
み
ん
な
判
を
押

し
た
よ
う
に
異
口
同
音
に
同
じ
事
を
口
に
し

て
い
ま
す
。「
日
本
人
は
礼
儀
正
し
く
勤
労
意

欲
が
盛
ん
で
勉
強
も
よ
く
す
る
。
し
か
し
、

あ
ま
り
に
も
自
分
の
国
に
つ
い
て
知
ら
な
す

ぎ
る
」
と
。
な
ぜ
知
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
、
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

日
本
人
か
ら
【
教
育
勅
語
】
を
は
じ
め
、
歴

史
や
地
理
と
い
う
概
念
を
奪
い
、
プ
ラ
イ
ド

を
剥
奪
す
る
と
い
う
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
期
以
来

の
流
れ
が
、
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。
私
達

の
祖
先
達
が
大
切
に
し
て
き
た
思
想
や
、
歴

史
を
取
り
扱
う
こ
と
す
ら
タ
ブ
ー
と
さ
れ
、

国
家
や
愛
国
心
と
い
う
発
想
を
子
供
達
か
ら

悉
く
取
り
去
り
ま
し
た
。
悲
し
い
か
な
、
ま

さ
に
蚕
食
（
さ
ん
し
ょ
く
）
さ
れ
た
と
い
う

表
現
が
ピ
ッ
タ
リ
で
す
。
人
の
「
ま
ご
こ
ろ
」

は
売
り
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
に
滲
み

出
る
も
の
で
す
。
そ
こ
を
見
抜
く
力
が
な
い 

 

 

と
、
世
の
中
は
荒
廃
し
て
し
ま
す 

戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
を
占
領
し
て
い
た

時
期
に
、
日
本
人
の
思
考
が
歪
む
よ
う
な
洗

脳
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
さ
れ
ま
し
た
。「
ウ
ォ

ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
）
」
が
そ
れ
で
す
。
ア

メ
リ
カ
は
こ
の
プ
ラ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
日

本
人
に
先
の
戦
争
へ
の
罪
悪
感
を
植
え
付
け

て
、
愛
国
心
や
、
家
族
愛
、
正
義
、
道
徳
心

と
い
っ
た
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
美
徳

を
奪
い
去
り
ま
し
た
。
洗
脳
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
日
本
で
は
、
昔
の
日
本
は
悪
い
国
だ

っ
た
と
信
じ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
国

に
誇
り
を
持
て
な
い
。
先
祖
に
も
誇
り
を
持

て
な
い
。
自
分
に
も
誇
り
を
持
て
な
く
な
り

ま
す
。
愛
国
心
に
は
罪
悪
感
を
覚
え
る
し
、

国
防
や
軍
人
や
国
旗
・
国
歌
の
大
切
さ
も
理

解
で
き
ず
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
誇
り
も

持
て
ず
、
自
己
中
心
的
な
人
生
を
肯
定
す
る

人
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
を

理
解
し
な
い
で
戦
後
の
日
本
は
理
解
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。 

今
後
、
日
本
の
教
育
界
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響

に
よ
る
自
虐
的
な
風
潮
か
ら
脱
却
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
と
共
に
、
そ
の
為
に
は
私
達
大

人
が
シ
ッ
カ
リ
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

夢
膨
ら
ま
せ
、
希
望
を
抱
い
た
子
供
達
が
、

真
っ
直
ぐ
成
長
し
て
い
け
る
よ
う
に
。
こ
の

素
晴
ら
し
い
日
本
に
生
ま
れ
た
事
に
、
日
本

国
民
と
し
て
誇
り
に
思
え
る
よ
う
な
精
神
教

育
に
邁
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

合

合
掌 
副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

   
 
 
 
 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


