
「響灘風車」  撮影：西 哲也（北九州市在住）
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西日本支店長会

会 員 異 動新 入 会 員

事 務 局 だ よ り S e c r e t a r i a t  n e w s l e t t e r

ANAクラウンプラザホテル福岡

総支配人

柴田 公房氏
（山形県出身）

株式会社大塚家具
福岡ショールーム店長

益田 拓也氏（鹿児島県出身）

●所在地／福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレインモール3階
●電話／092-281-4321

一般社団法人共同通信社

前任者 嶋田正人氏は
デジタル推進局長＝東
京都＝へ

前任者 山岐真作氏は東京国
際空港ターミナル株式会社 
常務取締役＝東京都＝へ

福岡支社長

谷口 誠氏
（埼玉県出身）

一般財団法人日本気象協会
九州支社長

藏田 英之氏（広島県出身）

●所在地／福岡市早良区西新1-10-27 西新プライムビル6階
●電話／092-833-8721

株式会社日本政策投資銀行

九州支店長

礒﨑 隆郎氏
（神奈川県出身）

西日本支店長会・パートナーズクラブ10月合同例会

日　時：10月23日（水）　12時～13時30分
講　師：大牟田市動物園  冨澤 奏子 氏
演　題：「小さな動物園の大きな挑戦
　　　　～ようこそ動物の幸せを考える動物園～」
会　場：天神スカイホール

西日本支店長会特別例会

日　時：11月12日（火）　17時～
　　　　例会終了後に懇親会を開催します
講　師：博多券番 博多芸妓  こまこ 氏
会　場：料亭「三光園」（予定）
　　　　福岡市中央区清川1-1-18

今後のスケジュール



人間と歴史

列島人

人間に与えられる

機能・手続き主義

順応、肯定

尊重

身分内での諦念

話、謹み（平凡主義）

半島人

人間が変える

当為・理念主義

対抗、否定

否定

身分上昇指向

適者生存（英雄主義）

歴史の在り方

歴史に対する態度

歴史との関係設定

既得権の存在

身分

社会と人間
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例会Report
　「南北接近と東アジアの激動」
　Asia Risk Monitor代表／政治経済学者／
　アジア歴史研究者／作家

　ロー・ダニエル氏

　「夢仕事人でありたい! その原点」
　歴史と柿の町 大和五條市観光戦略アドバイザー
　ねぷたとよされとりんごの町 津軽・黒石市観光大使

　梶本 晃司氏

エイブル保証株式会社

九州人奔る

事務局だより

民
の
心
が
天
を
変
え
る
韓
国

　

ま
ず
地
図
か
ら
日
韓
関
係
を
考
え

て
み
ま
す
。朝
鮮
半
島
の
面
積
は
22
万

８
０
０
平
方
㌔
㍍
で
、日
本
の
本
州
ぐ

ら
い
の
面
積
で
す
。韓
国
の
地
形
の
特

徴
は
、西
が
低
く
て
東
が
高
い
。韓
国
の

教
科
書
は
、「
朝
鮮
半
島
は
山
が
多
く

て
、山
地
が
７
割
」と
書
い
て
い
ま
す
。し

か
し
、朝
鮮
半
島
で
は
標
高
２
０
０
０

㍍
を
超
え
る
山
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。韓
国
と
北
朝
鮮
と
の
境
界
の
所
に

あ
る
白
頭
山
で
２
７
４
４
㍍
。

　

日
本
で
は
２
０
０
０
㍍
を
超
え
る
山

は
７
０
０
ほ
ど
あ
り
ま
す
。移
動
手
段

が
無
か
っ
た
昔
は
、生
ま
れ
た
村
か
ら

外
に
出
る
の
が
難
し
い
状
況
で
し
た
。

村
社
会
と
い
う
表
現
も
そ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
、い
っ
た
ん
村
で
生
ま
れ
た

ら
一
生
そ
こ
で
過
ご
す
か
ら
、隣
と
の
関

係
が
大
事
に
な
り
ま
す
。掟
を
守
る
、気

配
り
が
大
事
で
す
。共
有
す
る
規
範
が
、

後
に
法
律
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
の
場
合
は
、標
高
２
０
０
㍍
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
が
多
く
、す
ぐ
に
越
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。他
の
集
落
へ
の
移

動
は
、標
高
１
０
０
０
㍍
が
限
界
か
な

と
思
い
ま
す
。１
８
９
４
年
、朝
鮮
の
歴

史
を
大
き
く
変
え
た
農
民
革
命
が
起

き
ま
し
た
。そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、

標
高
が
低
い
の
で
一
日
歩
け
ば
農
民
た

ち
が
集
ま
り
、何
万
人
も
集
ま
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。農
民
革
命
は
普
通

の
人
々
が
悪
い
政
治
に
対
抗
し
た
も

の
。そ
の
と
き
の
朝
鮮
の
人
口
は
約
１
０

０
０
万
人
。農
民
革
命
は
約
１
年
間
続

き
、約
２
０
０
万
人
が
参
加
し
、10
万
人

以
上
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
に
は
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
り
ま

せ
ん
。一
揆
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も

大
き
な
規
模
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。朝
鮮

半
島
で
は
、長
い
経
験
の
中
で
普
通
の

人
々
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、政
治
を
変

え
る
と
い
う
歴
史
的
教
訓
、も
し
く
は

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。皆

さ
ん
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
韓
国
の
歴

本
は
政
治
に
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。政

治
は
祭
り
事
で
他
人
事
な
の
で
す
。

　

朝
鮮
半
島
の
当
為（
倫
治
）主
義
と

日
本
の
法
治
主
義
の
比
較
で
す
が
、法

律
は
社
会
の
秩
序
を
守
る
と
い
う
こ
と

で
す
。日
本
の
場
合
は
規
則
が
最
優

先
。規
則
が
自
分
の
利
益
に
な
ら
な
く

て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。韓
国
で
は
、事
情
変
更
の
原
則
と
い

う
法
律
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。特
に
慰

安
婦
と
か
徴
用
工
と
か
、人
類
の
規
範

に
反
す
る
も
の
は
守
っ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。１
９
６
５
年

の
日
韓
基
本
条
約
を
守
る
の
が
、逆
に

正
義
で
は
な
い
。こ
れ
が
徴
用
工
裁
判

を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
の
基
本
的
な
発

想
で
す
。

　

そ
れ
を
日
本
か
ら
見
る
と
、と
ん
で

も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。法
律

や
条
約
よ
り
も
、韓
国
は
精
神
性
、条

約
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
後
ろ
に
あ

る
精
神
が
大
事
な
の
で
す
。

　

日
本
は
交
通
信
号
機
の
よ
う
に
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。も
し
、そ
れ

が
駄
目
で
あ
れ
ば
、法
律
を
変
え
る
、そ

の
中
で
朝
鮮
半
島
の
歴
史
で
は
秩
序
を

変
え
た
こ
と
が
本
当
に
多
い
。日
本
の

場
合
、そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
。

　

韓
国
人
は
毎
日
歴
史
を
認
識
す
る

政
治
性
が
強
い
市
民
社
会
。日
本
の
場

合
は
あ
ま
り
に
も
変
化
が
少
な
い
社
会

で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

韓
国
の
優
先
は
南
北
融
和

　

文
在
寅
政
権
は
５
年
間
の
任
期
で
、

必
ず
成
し
遂
げ
た
い
優
先
順
位
の
１
位

は
南
北
融
和
で
す
。文
在
寅
政
権
が
単

独
で
や
っ
た
こ
と
と
言
う
よ
り
は
、キ

ム
・
デ
ジ
ュ
ン（
金
大
中
）、ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン

（
盧
武
鉉
）、文
在
寅
の
流
れ
が
あ
り
ま

す
。金
大
中
政
権
が
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け

て
、盧
武
鉉
政
権
で
道
筋
を
付
け
て
、文

在
寅
政
権
が
離
陸
す
る
感
じ
で
す
。そ

う
い
う
背
景
で
文
在
寅
政
権
を
見
て
み

る
と
、三
つ
の
要
因
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
民
族
統
一
の
回
復
が
非
常
に

大
事
。文
在
寅
大
統
領
の
立
場
に
な
る

と
、５
年
と
い
う
制
限
さ
れ
た
任
期
の

中
で
南
北
融
和
さ
え
で
き
れ
ば
、後
で

高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。一
番
大

き
な
貢
献
に
な
る
と
い
う
心
理
が
非
常

に
強
い
の
で
す
。国
内
経
済
が
悪
い
と

か
、日
韓
関
係
が
悪
い
と
か
は
全
部
分

か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、そ
れ
は
文
在

寅
の
戦
略
的
な
計
算
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、米
中
の
覇
権
の
争
い
の

中
で
、非
常
に
微
妙
な
地
政
学
的
計
算
を

や
っ
て
い
る
こ
と
。文
在
寅
政
権
は
親
中

と
は
言
え
な
い
で
す
け
ど
、米
国
の
覇
権

が
弱
く
な
る
こ
と
は
明
白
な
こ
と
か
ら
、

中
国
と
の
関
係
を
大
事
に
し
た
い
と
い

う
思
い
が
非
常
に
強
い
。そ
れ
が
南
北
関

係
に
も
米
国
関
係
に
も
働
い
て
い
ま
す
。

　

国
民
か
ら
税
金
を
取
っ
て
分
配
す
る

と
い
う
北
欧
型
の
福
祉
国
家
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ

り
ま
す
。南
北
の
融
和
、福
祉
国
家
の
基

礎
を
つ
く
る
、こ
の
二
つ
の
視
点
が
達

成
で
き
れ
ば
、自
分
の
政
権
は
大
成
功

で
す
。他
に
も
た
く
さ
ん
問
題
が
あ
る

こ
と
は
分
か
る
が
、そ
こ
ま
で
は
も
う

力
が
及
ば
な
い
と
い
う
心
境
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

文
在
寅
政
権
が
誕
生
す
る
と
き
に

発
表
し
た
三
大
目
標
と
四
大
戦
略
が

あ
り
ま
す
。三
大
目
標
は
、①
北
の
核
問

題
解
決
及
び
恒
久
的
平
和
定
着
②
持

続
可
能
な
南
北
関
係
発
展
③
朝
鮮
半

島
新
経
済
共
同
体
具
現
で
す
。四
大
戦

略
は
、①
段
階
的
・
包
括
的
ア
プ
ロ
ー

チ
②
南
北
関
係
と
北
核
問
題
の
並
行

進
展
③
制
度
化
に
よ
る
南
北
の
持
続
可

能
性
確
保
④
互
恵
的
協
力
を
通
じ
る

平
和
的
統
一
基
盤
の
助
成
で
す
。

　

こ
の
目
標
と
戦
略
は
文
在
寅
政
権
の

一
方
的
な
こ
と
で
は
な
く
、北
朝
鮮
の

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン（
金
正
恩
）も
こ
れ
に

呼
応
す
る
形
で
、正
常
国
家
を
目
指
し

て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
政
策
は
、労
働
日

報
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
追

随
す
る
く
ら
い
非
常
に
教
条
的
で
す
。

金
日
成
総
合
大
学
の
学
報
に
発
表
し

た
文
章
が「
科
学
技
術
部
門
へ
の
資
金

投
資
を
増
や
す
上
で
重
要
な
こ
と
は
、

工
場
、企
業
所
が
独
自
に
資
金
を
科
学

技
術
の
発
展
に
最
大
限
活
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
」。こ
れ
は
個
別
企
業
責

任
で
、市
場
主
義
を
導
入
す
る
と
い
う

こ
と
。も
う
一
つ
は
独
立
採
算
性
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。「
企
業
所
は
、生
産

の
近
代
化
・
情
報
化
を
実
現
し
、生
産

を
拡
大
す
る
た
め
の
独
自
の
権
限
に
基

づ
い
て
合
理
的
に
分
配
・
利
用
す
る
必

要
が
あ
る
」。こ
れ
は
今
ま
で
無
か
っ
た

こ
と
で
す
。北
朝
鮮
に
ド
ン
ジ
ュ（
金
主
）

新
興
財
閥
的
な
こ
と
を
、金
正
恩
が
認

め
る
だ
け
で
は
な
く
て
、自
分
の
経
済

政
策
の
一
部
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

金
正
恩
の
新
年
辞
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
、社
会
主
義
強
国
、社
会
主
義
建
設
、

国
防
力
、自
立
経
済
、重
工
業
、南
北
関

史
ド
ラ
マ
は
、既
得
権
を
変
え
る
話
な

の
で
す
。

　

韓
国
で
は
戦
後
に
16
名
大
統
領
が

出
ま
し
た
が
、ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、韓
国
人

の
歴
史
認
識
の
上
で
、民
が
天
を
決
め

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。民

の
心
が
天
を
変
え
る
。普
通
の
市
民
が

決
め
ら
れ
る
と
い
う
歴
史
的
認
識
が
強

い
の
で
す
。

　

慰
安
婦
と
か
徴
用
工
の
問
題
は
、韓

国
人
の
標
準
的
な
常
識
、認
識
に
基
づ

い
て
考
え
る
と
、昔
作
ら
れ
た
約
束
や

条
約
、法
律
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と

い
う
意
識
な
の
で
す
。

　

日
本
の
場
合
は
村
社
会
。一
生
そ
の

中
で
仲
良
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村
八
分
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

意
識
が
働
き
ま
す
。い
つ
も
隣
を
意
識

し
、目
立
た
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。「
出

る
杭
は
打
た
れ
る
」に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、個
人
が
弱
く
て
集
団
主
義
、同

質
主
義
な
の
で
す
。日
本
の
場
合
は
、個

人
が
目
立
た
な
い
社
会
で
す
。個
人
が

物
理
的
に
力
を
合
わ
せ
て
既
存
体
制

を
変
え
る
、破
壊
す
る
経
験
が
無
か
っ

た
の
で
す
。

　

米
国
で
日
本
政
治
を
教
え
る
と
き
、

世
界
の
先
進
国
の
中
で
革
命
が
無
い
唯

一
の
国
は
日
本
。明
治
維
新
は
、明
治
レ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。皇
室
に
権
力
が
戻

っ
た
だ
け
で
、市
民
に
よ
る
既
存
秩
序

の
変
革
で
は
な
い
の
で
す
。

　

自
民
党
は
55
年
体
制
で
つ
く
ら
れ
、

一
時
期
政
権
を
失
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、非
常
に
長
期
政
権
で
す
。こ
れ

は
、良
い
、悪
い
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。日
本
の
場
合
は
、普
通
の
市
民
の
力

に
よ
っ
て
既
存
体
制
が
変
わ
る
経
験
が

無
い
の
で
す
。そ
う
い
う
伝
統
が
な
く
、

意
識
も
無
い
。こ
の
一
番
大
き
な
背
景

は
、地
理
的
な
条
件
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

朝
鮮
半
島
の
場
合
は
、西
に
大
き
な

ま
と
ま
っ
た
平
地
が
あ
り
、そ
こ
が
エ

リ
ー
ト
層
が
住
む
所
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
死
ぬ
ま
で
、中
国
を
意
識
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
列
島
は
、エ
リ
ー
ト
層
が
い
る

関
東
平
野
な
ど
は
東
側
に
あ
り
、太
平

洋
に
面
し
て
い
ま
す
。明
治
維
新
を
起

こ
し
た
の
は
、山
で
は
な
く
て
海
の
あ

る
所
の
藩
の
人
た
ち
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
海
洋
国
家
に
な
る
素
質
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。地
理
的
条
件
か
ら

自
然
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。も
し
日
本
列
島
が
無
け
れ
ば
、朝
鮮

半
島
は
太
平
洋
に
す
ぐ
行
け
ま
す
。日

本
列
島
が
あ
る
こ
と
で
、閉
じ
込
め
ら

れ
た
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。制
限

さ
れ
た
と
い
う
被
害
意
識
も
あ
る
の
で

す
。

韓
の
当
為
主
義
、日
の
機
能
主
義

　

現
在
、日
韓
の
間
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
テ
ー
マ
は
、地
政
学
的
条
件
に
形
成

さ
れ
た
心
理
的
条
件
と
い
え
ま
す
。半

島
人（
韓
国
）と
列
島
人（
日
本
）で
見

る
と
、列
島
人
に
と
っ
て
歴
史
は
与
え

ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。個
人
個
人
が

力
を
合
わ
せ
て
変
え
る
と
い
う
経
験
が

あ
り
ま
せ
ん
。半
島
人
の
場
合
は
、人
間

が
歴
史
を
変
え
る
も
の
な
の
で
す
。理

念
が
非
常
に
大
事
で
す
。理
念
と
は
当

為
主
義
で
す
。日
本
は
手
続
き
が
大

事
。交
通
信
号
機
の
赤
は
停
止
で
、青
は

進
む
。そ
う
い
う
規
則
も
、韓
国
で
は
機

械
的
に
は
解
釈
し
な
い
傾
向
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
日
本
が
作
っ
た
も
の
で
、今

の
状
況
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

変
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。そ

れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
近
安
倍
総
理
が「
１
９
６
５
年
の

日
韓
基
本
条
約
で
き
れ
い
に
整
理
さ
れ

た
の
に
、そ
れ
を
今
に
な
っ
て
変
え
る
の

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」と
発
言
し
て

い
ま
す
。そ
の
発
言
は
機
能
主
義
の
観

点
で
、韓
国
の
当
為
主
義
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
で
は
歴
史
を
否
定
す
る
傾
向

が
強
い
の
で
す
。こ
れ
は
当
然
既
得
権

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。日
本

で
は
国
会
議
員
が
亡
く
な
る
と
、お
嬢

さ
ん
が
立
候
補
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。歴
史
に
反
抗
す
る
半
島
人
は
、個

人
が
大
事
、自
分
の
力
が
大
事
。個
人

中
心
主
義
で
す
。韓
国
の
ド
ラ
マ
は
ま

さ
に
個
人
の
優
秀
性
を
描
い
て
い
ま

す
。

　

日
本
は
先
進
国
な
の
に
、そ
れ
が
弱

い
。朝
鮮
半
島
で
は
英
雄
を
求
め
ま
す
。

日
本
の
場
合
は
和
で
、平
凡
主
義
。社

会
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
。飛
行
機
で
１

時
間
で
行
け
る
二
つ
の
国
が
、本
当
に

対
照
的
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
れ
を
政
治
に
適
用
す
る
と
、政
治

や
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。韓
国
で
は
田
舎
の
お
年
寄
り

で
も
政
治
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、文
在
寅
が

ど
う
の
こ
う
の
と
非
常
に
政
治
的
。全

国
民
が
政
治
評
論
家
な
の
で
す
。そ
れ

に
比
べ
て
日
本
は
、政
治
学
者
た
ち
が

集
ま
っ
て
日
本
政
治
に
つ
い
て
話
す
こ

と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。政
治
が
話

の
つ
ま
み
に
な
ら
な
い
社
会
で
す
。

　

米
国
へ
の
移
民
が
一
番
多
い
の
が
中

国
、次
は
イ
ン
ド
、３
番
目
が
韓
国
で

す
。韓
国
人
は
愛
国
を
盛
ん
に
言
い
ま

す
が
、い
つ
で
も
流
動
的
に
自
分
の
居

場
所
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ

り
ま
す
。自
分
の
利
益
に
な
る
か
ど
う

か
と
い
う
基
準
な
の
で
す
。

　

韓
国
は
全
国
民
が
政
治
化
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
に
比
べ
て
先
進
国
で
あ
る
日

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。韓
国
の
人
た
ち

は
、北
朝
鮮
の
核
に
脅
威
を
感
じ
て
い

な
い
の
が
現
実
で
す
。米
国
は
、核
が
米

国
本
土
ま
で
届
か
な
い
な
ら
ば
大
き
な

問
題
で
は
な
い
。２
０
２
０
年
の
大
統
領

選
挙
を
前
に
、政
治
的
な
ト
ピ
ッ
ク
と

し
て
上
が
っ
た
だ
け
で
す
。中
国
と
ロ
シ

ア
は
、北
朝
鮮
を
影
響
下
に
置
き
、無
核

化
を
目
指
す
立
場
で
す
。つ
ま
り
、朝
鮮

半
島
で
の
米
国
の
核
配
備
を
禁
止
す
る

こ
と
。こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
を
巡
る
利
害
関
係
国
の

目
的
と
姿
勢
を
紹
介
し
ま
す
。韓
国
は

民
族
同
一
性
の
確
保
が
政
権
の
目
的

で
、北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て
は
非
核
を

希
望
し
て
い
ま
す
。で
も
、核
の
存
在
に

関
係
な
く
接
近
す
る
と
い
う
の
が
政
権

の
姿
勢
で
す
。北
朝
鮮
は
金
正
恩
政
権

の
安
定
が
重
要
事
項
で
あ
り
、核
が
生

命
線
。米
国
の
平
和
条
約
と
交
換
し
た

い
の
が
戦
略
的
な
条
件
で
す
。米
国
は

覇
権
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
。北
朝
鮮

の
核
に
つ
い
て
は
能
力
を
す
べ
て
な
く

す
の
は
不
可
能
な
の
で
、米
国
の
管
理

対
象
に
入
れ
ば
容
認
で
き
る
立
場
で

す
。と
い
う
の
は
、北
朝
鮮
の
核
は
根
本

的
な
脅
威
で
は
な
い
か
ら
で
す
。中
国

は
超
大
国
へ
の
浮
上
が
政
権
の
目
的
。

北
朝
鮮
を
自
分
た
ち
の
影
響
下
に
置

き
、米
国
へ
の
接
近
だ
け
は
抑
止
す
る
。

だ
か
ら
北
朝
鮮
の
核
は
そ
ん
な
に
気
に

し
ま
せ
ん
。日
本
は
日
米
同
盟
の
堅
持

が
優
先
。北
朝
鮮
へ
の
態
度
は
未
定
で

す
が
、核
は
絶
対
に
非
核
化
。こ
れ
は
根

本
的
な
脅
威
だ
か
ら
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
が
ど
う
な
る
の
か
。北

朝
鮮
の
観
点
か
ら
は
、四
つ
の
シ
ナ
リ

オ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。国
際
社
会
、特
に

中
国
が
担
保
し
安
全
保
障
あ
り
で
核
を

保
有
す
る
の
が
理
想
的
状
況
で
す
。核

放
棄
を
す
る
場
合
は
、制
限
的
非
核
化

で
中
国
と
ロ
シ
ア
が
支
持
す
る
状
況
で

す
。核
を
保
有
し
て
国
際
社
会
、特
に
中

国
が
担
保
す
る
安
全
保
障
な
し
と
い
う

の
が
現
在
の
状
態
で
す
。核
を
放
棄
し

て
、安
全
の
担
保
が
な
い
の
が
、北
朝
鮮

に
と
っ
て
最
悪
の
状
況
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
の
状
況
か
ら
、ど
の
よ
う
に
進

む
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。米
朝
関
係
正

常
化
の
促
進
要
因
と
し
て
、米
国
の
目

標
に
長
短
分
離
が
あ
り
、選
挙
に
有
利

な
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ

の
前
、板
門
店
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と

金
正
恩
の
会
談
が
あ
り
ま
し
た
。お
そ

ら
く
秋
に
は
米
中
会
談
が
行
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て

は
、施
設
、物
質
、能
力
の
三
つ
に
分
け

て
考
え
て
い
ま
す
。米
国
が
望
ん
で
い
る

こ
と
は
施
設
と
物
質
は
全
部
無
く
す
こ

と
。潜
在
的
な
能
力
を
無
く
す
こ
と
は

無
理
だ
か
ら
で
す
。そ
う
い
っ
た
中
で

日
朝
正
常
化
の
試
み
が
あ
れ
ば
、促
進

の
要
因
に
な
り
ま
す
。

　

妨
害
要
因
と
し
て
は
、文
政
権
の
支

持
率
の
低
下
、米
韓
関
係
の
混
乱
、北

朝
鮮
経
済
の
悪
化
、中
ロ
の
牽
制
が
あ

り
ま
す
。そ
う
い
っ
た
中
で
金
正
恩
政

権
は「
社
会
主
義
経
済
建
設
総
力
集

中
」の
路
線
を
強
化
し
て
い
ま
す
。「
核
・

経
済
併
進
路
線
」へ
の
復
帰
の
お
そ
れ

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

中
国
は
、無
核
化
論
と
東
北
４
省
論

が
あ
り
ま
す
。東
北
振
興
計
画
は
中
国

政
府
の
計
画
で
す
。２
０
０
５
年
、東
北

地
域
に
国
家
レ
ベ
ル
の
地
域
開
発
計
画

に
着
手
し
て
、２
０
０
９
年
に
国
務
院
の

承
認
を
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。大
雑
把

に
言
え
ば
、北
朝
鮮
は
東
北
４
省
の
な

か
の
一
つ
に
す
る
と
い
う
計
画
で
す
。そ

れ
が
中
国
の
瀋
陽
か
ら
大
連
、張
春
か

ら
吉
林
の
二
つ
の
開
発
に
つ
な
げ
て
、

そ
こ
に
北
朝
鮮
の
開
発
を
共
に
進
め
る

と
い
う
発
想
な
ん
で
す
。

　

日
韓
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。私
は

平
成
元
年
に
日
本
に
来
て
、平
成
の
ほ

と
ん
ど
を
日
本
で
過
ご
し
ま
し
た
。最

近
日
韓
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
悲
観
的

な
見
方
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
憂
鬱
で

す
。日
韓
関
係
の
影
響
要
因
と
し
て
、肯

定
的
な
も
の
は
米
国
を
通
じ
た
準
同

盟
関
係
、民
主
主
義
・
市
場
経
済
の
価

値
共
有
、市
民
社
会
の
交
流
拡
大
、大

衆
文
化
の
融
合
が
あ
り
ま
す
。否
定
的

な
要
因
と
し
て
、日
本
の
機
能
政
治
と

韓
国
の
理
念
政
治
の
離
反
の
拡
大
、米

国
の
指
導
力
低
下
が
あ
り
ま
す
。米
国

は
日
韓
の
調
整
を
で
き
る
立
場
で
は
な

い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、日
韓
関
係
が
正
常
化
し
て

か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
の
に
、エ
リ

ー
ト
層
の
相
互
理
解
・
知
見
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。韓
国

人
が
旅
行
で
た
く
さ
ん
日
本
を
訪
れ
て

い
ま
す
が
、日
本
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る

韓
国
の
教
育
さ
れ
た
人
た
ち
が
非
常
に

少
な
い
の
で
す
。相
手
の
立
場
を
詳
し

く
知
ら
な
い
の
が
日
韓
の
現
状
で
す
。

そ
こ
に
北
朝
鮮
と
い
う
新
し
い
攪
乱
要

因
が
あ
り
、韓
国
が
中
国
に
接
近
し
て

い
ま
す
。

　

大
雑
把
に
言
え
ば
、日
韓
の
将
来
は

家
庭
内
別
居
が
80
％
、事
実
上
の
離
別

が
10
％
、復
縁
が
10
％
と
予
測
し
て
い

ま
す
。

係
、核
開
発
・
完
成
、無
核
化
。北
朝
鮮

で
は
非
核
化
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ

ん
。中
国
が
強
要
し
た
無
核
化
、こ
れ
は

韓
国
で
の
米
軍
の
核
配
備
を
含
め
た
朝

鮮
半
島
全
体
の
無
核
化
を
意
味
し
ま

す
。２
０
１
９
年
の
新
年
辞
で
は
、重
工

業
が
32
回
で
一
番
多
か
っ
た
の
で
す
。次

い
で
南
北
関
係
の
24
回
。社
会
主
義
強

国
は
１
回
だ
け
で
す
。核
開
発
・
完
成

は
、２
０
１
８
年
は
22
回
で
、19
年
は
３

回
。核
に
つ
い
て
は
完
成
度
が
高
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
で「
朝
鮮
半

島
新
経
済
地
図
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。

文
在
寅
政
権
は
民
族
融
和
、同
一
性
の

回
復
が
優
先
で
す
。そ
こ
で
は
米
中
の

間
で
文
政
権
は
仲
介
役
を
果
た
す
。そ

れ
に
よ
り
中
朝
が
接
近
し
て
、中
朝
国

境
付
近
で
は
中
国
の
開
発
が
大
規
模
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
東
側
で

は
中
国
、ロ
シ
ア
が
北
朝
鮮
と
協
力
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
中
で
金
正
恩
は
、新
し
い
米
朝
関
係

を
形
成
し
て
経
済
建
設
を
優
先
さ
せ
、

自
分
た
ち
の
体
制
が
永
久
化
さ
れ
る
よ

う
な
朝
鮮
半
島
の
平
和
体
制
を
つ
く
る

と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
文
在
寅

大
統
領
が
決
め
た
構
想
が
朝
鮮
半
島

新
経
済
地
図
。昨
年
、板
門
店
で
２
人

が
話
し
た
と
き
に
、Ｕ
Ｓ
Ｂ
に
入
れ
た

も
の
を
文
在
寅
大
統
領
が
金
正
恩
に
渡

し
ま
し
た
。文
在
寅
大
統
領
が
、議
会
で

「
韓
国
は
島
で
あ
る
」と
言
い
ま
す
。大

き
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
島
で
あ
る
の

で
、体
制
を
脱
皮
す
る
の
が
一
番
大
き

な
戦
略
的
な
目
標
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。朝
鮮
半
島
新
経
済
地
図
で
は
、韓

国
の
南
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
行
け
る

鉄
道
や
道
路
を
造
る
。北
京
ま
で
時
速

２
０
０
㌔
以
上
の
鉄
道
を
造
る
計
画
が

進
ん
で
い
ま
す
。東
側
は
ロ
シ
ア
ま
で
行

く
鉄
道
。金
正
恩
が
自
分
の
生
ま
れ
故

郷
で
あ
る
山
元
に
大
き
な
観
光
地
を

造
り
、観
光
と
関
連
す
る
事
業
を
し
た

り
、ロ
シ
ア
と
の
貿
易
を
す
る
。真
ん
中

に
は
、高
地
に
幅
50
㌔
以
上
の
生
態
系

公
園
を
設
け
る
計
画
で
す
。

　

文
在
寅
政
権
の
Ｈ
ベ
ル
ト
と
い
う
構

想
の
ラ
ブ
コ
ー
ル
に
対
し
て
、北
朝
鮮

は
ど
う
す
る
の
か
。北
朝
鮮
に
つ
い
て
一

緒
に
勉
強
し
て
い
る
専
門
家
た
ち
の
見

方
を
紹
介
し
ま
す
。マ
ク
ロ
的
に
は
金

正
恩
の
合
理
的
選
択
と
非
核
化
の
国

際
政
治
化
に
成
功
す
れ
ば
、こ
れ
に
よ

っ
て
北
朝
鮮
の
立
場
は
だ
ん
だ
ん
高
く

な
る
。こ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
す
が
、韓

国
、北
朝
鮮
、中
国
、ロ
シ
ア
の「
結
果
的

共
感
帯
」が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。ミ
ク
ロ
的
に
は
文
在
寅
と
金
正

恩
の
２
人
の
指
導
者
の
間
に
南
北
融
和

の
思
い
が
あ
る
。そ
れ
が
結
局
、北
も
南

も
島
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
の
脱
島
論

と
な
り
ま
す
。そ
の
中
で
自
然
に
北
朝

鮮
の
イ
ン
フ
ラ
開
発
へ
の
関
心
が
高
ま

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
北
朝
鮮
が
ど
う
な
る
の

か
。理
屈
的
に
は
七
つ
の
シ
ナ
リ
オ
が

考
え
ら
れ
ま
す
。平
和
的
様
態
と
し
て

①
素
直
に
核
を
手
放
す
②
核
を
持
っ
た

ま
ま
南
北
が
融
和
す
る
。非
平
和
的
様

態
と
し
て
は
、内
部
勢
力
に
よ
る
③
暗

殺
④
ク
ー
デ
タ
ー
⑤
民
衆
蜂
起
が
あ

り
ま
す
。６
月
に
米
国
の
北
朝
鮮
に
携

わ
る
人
々
の
集
ま
り
で
、一
番
議
論
さ
れ

た
の
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
で
し

た
。実
際
北
朝
鮮
で
は
大
き
な
ク
ー
デ

タ
ー
の
試
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。北

朝
鮮
に
は
携
帯
が
約
６
万
台
あ
り
ま

す
。携
帯
で
品
物
を
注
文
し
て
決
済
が

で
き
る
ほ
ど
Ｉ
Ｔ
が
高
い
レ
ベ
ル
な
の

で
す
。韓
国
の
１
９
６
０
年
代
の
よ
う

に
、民
衆
が
蜂
起
す
る
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
シ
ナ
リ
オ
で
す
。外
部
勢
力

と
し
て
⑥
ア
メ
リ
カ
の
爆
撃
⑦
中
国
の

仕
掛
け
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
朝
鮮
の
核
が
根
本
的
脅
威

　

今
、北
朝
鮮
と
関
連
国
は
ど
う
い
う

こ
と
を
し
て
い
る
の
か
。こ
れ
は
私
の
分

析
な
の
で
す
が
、韓
国
は
何
が
何
で
も

南
北
経
済
共
同
体
を
つ
く
る
の
が
優

先
。北
朝
鮮
は
事
実
上
は
核
を
持
つ
こ

と
。そ
の
中
で
の
自
立
経
済
。そ
し
て
一

番
大
事
な
の
が
金
正
恩
の
長
期
執
権
。

金
正
恩
は
少
年
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
教

育
を
受
け
て
、彼
と
し
て
は
朝
鮮
の

人
々
を
自
分
が
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
み
た

い
に
裕
福
な
社
会
で
暮
ら
す
よ
う
に
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
確
か
に
あ
り
ま

す
。そ
の
中
で
、金
正
恩
の
み
な
ら
ず
約

２
０
０
万
人
ぐ
ら
い
の
官
僚
、幹
部
、共

産
党
員
の
既
得
権
を
守
っ
て
い
く
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
は
、北
朝
鮮
に
対
し
て
は
ま
ず

核
で
す
。実
際
に
核
に
対
し
て
の
脅
威
を

感
じ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。私
は

韓
国
空
軍
で
４
年
間
中
尉
を
し
て
い
ま

し
た
が
、北
朝
鮮
の
爆
弾
、特
に
核
が
使

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
時
も
考
え
た
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民
の
心
が
天
を
変
え
る
韓
国

　

ま
ず
地
図
か
ら
日
韓
関
係
を
考
え

て
み
ま
す
。朝
鮮
半
島
の
面
積
は
22
万

８
０
０
平
方
㌔
㍍
で
、日
本
の
本
州
ぐ

ら
い
の
面
積
で
す
。韓
国
の
地
形
の
特

徴
は
、西
が
低
く
て
東
が
高
い
。韓
国
の

教
科
書
は
、「
朝
鮮
半
島
は
山
が
多
く

て
、山
地
が
７
割
」と
書
い
て
い
ま
す
。し

か
し
、朝
鮮
半
島
で
は
標
高
２
０
０
０

㍍
を
超
え
る
山
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。韓
国
と
北
朝
鮮
と
の
境
界
の
所
に

あ
る
白
頭
山
で
２
７
４
４
㍍
。

　

日
本
で
は
２
０
０
０
㍍
を
超
え
る
山

は
７
０
０
ほ
ど
あ
り
ま
す
。移
動
手
段

が
無
か
っ
た
昔
は
、生
ま
れ
た
村
か
ら

外
に
出
る
の
が
難
し
い
状
況
で
し
た
。

村
社
会
と
い
う
表
現
も
そ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
、い
っ
た
ん
村
で
生
ま
れ
た

ら
一
生
そ
こ
で
過
ご
す
か
ら
、隣
と
の
関

係
が
大
事
に
な
り
ま
す
。掟
を
守
る
、気

配
り
が
大
事
で
す
。共
有
す
る
規
範
が
、

後
に
法
律
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
の
場
合
は
、標
高
２
０
０
㍍
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
が
多
く
、す
ぐ
に
越
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。他
の
集
落
へ
の
移

動
は
、標
高
１
０
０
０
㍍
が
限
界
か
な

と
思
い
ま
す
。１
８
９
４
年
、朝
鮮
の
歴

史
を
大
き
く
変
え
た
農
民
革
命
が
起

き
ま
し
た
。そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、

標
高
が
低
い
の
で
一
日
歩
け
ば
農
民
た

ち
が
集
ま
り
、何
万
人
も
集
ま
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。農
民
革
命
は
普
通

の
人
々
が
悪
い
政
治
に
対
抗
し
た
も

の
。そ
の
と
き
の
朝
鮮
の
人
口
は
約
１
０

０
０
万
人
。農
民
革
命
は
約
１
年
間
続

き
、約
２
０
０
万
人
が
参
加
し
、10
万
人

以
上
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
に
は
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
り
ま

せ
ん
。一
揆
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も

大
き
な
規
模
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。朝
鮮

半
島
で
は
、長
い
経
験
の
中
で
普
通
の

人
々
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、政
治
を
変

え
る
と
い
う
歴
史
的
教
訓
、も
し
く
は

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。皆

さ
ん
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
韓
国
の
歴

本
は
政
治
に
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。政

治
は
祭
り
事
で
他
人
事
な
の
で
す
。

　

朝
鮮
半
島
の
当
為（
倫
治
）主
義
と

日
本
の
法
治
主
義
の
比
較
で
す
が
、法

律
は
社
会
の
秩
序
を
守
る
と
い
う
こ
と

で
す
。日
本
の
場
合
は
規
則
が
最
優

先
。規
則
が
自
分
の
利
益
に
な
ら
な
く

て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。韓
国
で
は
、事
情
変
更
の
原
則
と
い

う
法
律
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。特
に
慰

安
婦
と
か
徴
用
工
と
か
、人
類
の
規
範

に
反
す
る
も
の
は
守
っ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。１
９
６
５
年

の
日
韓
基
本
条
約
を
守
る
の
が
、逆
に

正
義
で
は
な
い
。こ
れ
が
徴
用
工
裁
判

を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
の
基
本
的
な
発

想
で
す
。

　

そ
れ
を
日
本
か
ら
見
る
と
、と
ん
で

も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。法
律

や
条
約
よ
り
も
、韓
国
は
精
神
性
、条

約
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
後
ろ
に
あ

る
精
神
が
大
事
な
の
で
す
。

　

日
本
は
交
通
信
号
機
の
よ
う
に
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。も
し
、そ
れ

が
駄
目
で
あ
れ
ば
、法
律
を
変
え
る
、そ

の
中
で
朝
鮮
半
島
の
歴
史
で
は
秩
序
を

変
え
た
こ
と
が
本
当
に
多
い
。日
本
の

場
合
、そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
。

　

韓
国
人
は
毎
日
歴
史
を
認
識
す
る

政
治
性
が
強
い
市
民
社
会
。日
本
の
場

合
は
あ
ま
り
に
も
変
化
が
少
な
い
社
会

で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

韓
国
の
優
先
は
南
北
融
和

　

文
在
寅
政
権
は
５
年
間
の
任
期
で
、

必
ず
成
し
遂
げ
た
い
優
先
順
位
の
１
位

は
南
北
融
和
で
す
。文
在
寅
政
権
が
単

独
で
や
っ
た
こ
と
と
言
う
よ
り
は
、キ

ム
・
デ
ジ
ュ
ン（
金
大
中
）、ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン

（
盧
武
鉉
）、文
在
寅
の
流
れ
が
あ
り
ま

す
。金
大
中
政
権
が
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け

て
、盧
武
鉉
政
権
で
道
筋
を
付
け
て
、文

在
寅
政
権
が
離
陸
す
る
感
じ
で
す
。そ

う
い
う
背
景
で
文
在
寅
政
権
を
見
て
み

る
と
、三
つ
の
要
因
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
民
族
統
一
の
回
復
が
非
常
に

大
事
。文
在
寅
大
統
領
の
立
場
に
な
る

と
、５
年
と
い
う
制
限
さ
れ
た
任
期
の

中
で
南
北
融
和
さ
え
で
き
れ
ば
、後
で

高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。一
番
大

き
な
貢
献
に
な
る
と
い
う
心
理
が
非
常

に
強
い
の
で
す
。国
内
経
済
が
悪
い
と

か
、日
韓
関
係
が
悪
い
と
か
は
全
部
分

か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、そ
れ
は
文
在

寅
の
戦
略
的
な
計
算
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、米
中
の
覇
権
の
争
い
の

中
で
、非
常
に
微
妙
な
地
政
学
的
計
算
を

や
っ
て
い
る
こ
と
。文
在
寅
政
権
は
親
中

と
は
言
え
な
い
で
す
け
ど
、米
国
の
覇
権

が
弱
く
な
る
こ
と
は
明
白
な
こ
と
か
ら
、

中
国
と
の
関
係
を
大
事
に
し
た
い
と
い

う
思
い
が
非
常
に
強
い
。そ
れ
が
南
北
関

係
に
も
米
国
関
係
に
も
働
い
て
い
ま
す
。

　

国
民
か
ら
税
金
を
取
っ
て
分
配
す
る

と
い
う
北
欧
型
の
福
祉
国
家
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ

り
ま
す
。南
北
の
融
和
、福
祉
国
家
の
基

礎
を
つ
く
る
、こ
の
二
つ
の
視
点
が
達

成
で
き
れ
ば
、自
分
の
政
権
は
大
成
功

で
す
。他
に
も
た
く
さ
ん
問
題
が
あ
る

こ
と
は
分
か
る
が
、そ
こ
ま
で
は
も
う

力
が
及
ば
な
い
と
い
う
心
境
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

文
在
寅
政
権
が
誕
生
す
る
と
き
に

発
表
し
た
三
大
目
標
と
四
大
戦
略
が

あ
り
ま
す
。三
大
目
標
は
、①
北
の
核
問

題
解
決
及
び
恒
久
的
平
和
定
着
②
持

続
可
能
な
南
北
関
係
発
展
③
朝
鮮
半

島
新
経
済
共
同
体
具
現
で
す
。四
大
戦

略
は
、①
段
階
的
・
包
括
的
ア
プ
ロ
ー

チ
②
南
北
関
係
と
北
核
問
題
の
並
行

進
展
③
制
度
化
に
よ
る
南
北
の
持
続
可

能
性
確
保
④
互
恵
的
協
力
を
通
じ
る

平
和
的
統
一
基
盤
の
助
成
で
す
。

　

こ
の
目
標
と
戦
略
は
文
在
寅
政
権
の

一
方
的
な
こ
と
で
は
な
く
、北
朝
鮮
の

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン（
金
正
恩
）も
こ
れ
に

呼
応
す
る
形
で
、正
常
国
家
を
目
指
し

て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
政
策
は
、労
働
日

報
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
追

随
す
る
く
ら
い
非
常
に
教
条
的
で
す
。

金
日
成
総
合
大
学
の
学
報
に
発
表
し

た
文
章
が「
科
学
技
術
部
門
へ
の
資
金

投
資
を
増
や
す
上
で
重
要
な
こ
と
は
、

工
場
、企
業
所
が
独
自
に
資
金
を
科
学

技
術
の
発
展
に
最
大
限
活
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
」。こ
れ
は
個
別
企
業
責

任
で
、市
場
主
義
を
導
入
す
る
と
い
う

こ
と
。も
う
一
つ
は
独
立
採
算
性
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。「
企
業
所
は
、生
産

の
近
代
化
・
情
報
化
を
実
現
し
、生
産

を
拡
大
す
る
た
め
の
独
自
の
権
限
に
基

づ
い
て
合
理
的
に
分
配
・
利
用
す
る
必

要
が
あ
る
」。こ
れ
は
今
ま
で
無
か
っ
た

こ
と
で
す
。北
朝
鮮
に
ド
ン
ジ
ュ（
金
主
）

新
興
財
閥
的
な
こ
と
を
、金
正
恩
が
認

め
る
だ
け
で
は
な
く
て
、自
分
の
経
済

政
策
の
一
部
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

金
正
恩
の
新
年
辞
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
、社
会
主
義
強
国
、社
会
主
義
建
設
、

国
防
力
、自
立
経
済
、重
工
業
、南
北
関

史
ド
ラ
マ
は
、既
得
権
を
変
え
る
話
な

の
で
す
。

　

韓
国
で
は
戦
後
に
16
名
大
統
領
が

出
ま
し
た
が
、ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、韓
国
人

の
歴
史
認
識
の
上
で
、民
が
天
を
決
め

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。民

の
心
が
天
を
変
え
る
。普
通
の
市
民
が

決
め
ら
れ
る
と
い
う
歴
史
的
認
識
が
強

い
の
で
す
。

　

慰
安
婦
と
か
徴
用
工
の
問
題
は
、韓

国
人
の
標
準
的
な
常
識
、認
識
に
基
づ

い
て
考
え
る
と
、昔
作
ら
れ
た
約
束
や

条
約
、法
律
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と

い
う
意
識
な
の
で
す
。

　

日
本
の
場
合
は
村
社
会
。一
生
そ
の

中
で
仲
良
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村
八
分
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

意
識
が
働
き
ま
す
。い
つ
も
隣
を
意
識

し
、目
立
た
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。「
出

る
杭
は
打
た
れ
る
」に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、個
人
が
弱
く
て
集
団
主
義
、同

質
主
義
な
の
で
す
。日
本
の
場
合
は
、個

人
が
目
立
た
な
い
社
会
で
す
。個
人
が

物
理
的
に
力
を
合
わ
せ
て
既
存
体
制

を
変
え
る
、破
壊
す
る
経
験
が
無
か
っ

た
の
で
す
。

　

米
国
で
日
本
政
治
を
教
え
る
と
き
、

世
界
の
先
進
国
の
中
で
革
命
が
無
い
唯

一
の
国
は
日
本
。明
治
維
新
は
、明
治
レ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。皇
室
に
権
力
が
戻

っ
た
だ
け
で
、市
民
に
よ
る
既
存
秩
序

の
変
革
で
は
な
い
の
で
す
。

　

自
民
党
は
55
年
体
制
で
つ
く
ら
れ
、

一
時
期
政
権
を
失
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、非
常
に
長
期
政
権
で
す
。こ
れ

は
、良
い
、悪
い
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。日
本
の
場
合
は
、普
通
の
市
民
の
力

に
よ
っ
て
既
存
体
制
が
変
わ
る
経
験
が

無
い
の
で
す
。そ
う
い
う
伝
統
が
な
く
、

意
識
も
無
い
。こ
の
一
番
大
き
な
背
景

は
、地
理
的
な
条
件
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

朝
鮮
半
島
の
場
合
は
、西
に
大
き
な

ま
と
ま
っ
た
平
地
が
あ
り
、そ
こ
が
エ

リ
ー
ト
層
が
住
む
所
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
死
ぬ
ま
で
、中
国
を
意
識
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
列
島
は
、エ
リ
ー
ト
層
が
い
る

関
東
平
野
な
ど
は
東
側
に
あ
り
、太
平

洋
に
面
し
て
い
ま
す
。明
治
維
新
を
起

こ
し
た
の
は
、山
で
は
な
く
て
海
の
あ

る
所
の
藩
の
人
た
ち
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
海
洋
国
家
に
な
る
素
質
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。地
理
的
条
件
か
ら

自
然
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。も
し
日
本
列
島
が
無
け
れ
ば
、朝
鮮

半
島
は
太
平
洋
に
す
ぐ
行
け
ま
す
。日

本
列
島
が
あ
る
こ
と
で
、閉
じ
込
め
ら

れ
た
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。制
限

さ
れ
た
と
い
う
被
害
意
識
も
あ
る
の
で

す
。

韓
の
当
為
主
義
、日
の
機
能
主
義

　

現
在
、日
韓
の
間
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
テ
ー
マ
は
、地
政
学
的
条
件
に
形
成

さ
れ
た
心
理
的
条
件
と
い
え
ま
す
。半

島
人（
韓
国
）と
列
島
人（
日
本
）で
見

る
と
、列
島
人
に
と
っ
て
歴
史
は
与
え

ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。個
人
個
人
が

力
を
合
わ
せ
て
変
え
る
と
い
う
経
験
が

あ
り
ま
せ
ん
。半
島
人
の
場
合
は
、人
間

が
歴
史
を
変
え
る
も
の
な
の
で
す
。理

念
が
非
常
に
大
事
で
す
。理
念
と
は
当

為
主
義
で
す
。日
本
は
手
続
き
が
大

事
。交
通
信
号
機
の
赤
は
停
止
で
、青
は

進
む
。そ
う
い
う
規
則
も
、韓
国
で
は
機

械
的
に
は
解
釈
し
な
い
傾
向
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
日
本
が
作
っ
た
も
の
で
、今

の
状
況
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

変
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。そ

れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
近
安
倍
総
理
が「
１
９
６
５
年
の

日
韓
基
本
条
約
で
き
れ
い
に
整
理
さ
れ

た
の
に
、そ
れ
を
今
に
な
っ
て
変
え
る
の

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」と
発
言
し
て

い
ま
す
。そ
の
発
言
は
機
能
主
義
の
観

点
で
、韓
国
の
当
為
主
義
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
で
は
歴
史
を
否
定
す
る
傾
向

が
強
い
の
で
す
。こ
れ
は
当
然
既
得
権

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。日
本

で
は
国
会
議
員
が
亡
く
な
る
と
、お
嬢

さ
ん
が
立
候
補
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。歴
史
に
反
抗
す
る
半
島
人
は
、個

人
が
大
事
、自
分
の
力
が
大
事
。個
人

中
心
主
義
で
す
。韓
国
の
ド
ラ
マ
は
ま

さ
に
個
人
の
優
秀
性
を
描
い
て
い
ま

す
。

　

日
本
は
先
進
国
な
の
に
、そ
れ
が
弱

い
。朝
鮮
半
島
で
は
英
雄
を
求
め
ま
す
。

日
本
の
場
合
は
和
で
、平
凡
主
義
。社

会
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
。飛
行
機
で
１

時
間
で
行
け
る
二
つ
の
国
が
、本
当
に

対
照
的
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
れ
を
政
治
に
適
用
す
る
と
、政
治

や
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。韓
国
で
は
田
舎
の
お
年
寄
り

で
も
政
治
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、文
在
寅
が

ど
う
の
こ
う
の
と
非
常
に
政
治
的
。全

国
民
が
政
治
評
論
家
な
の
で
す
。そ
れ

に
比
べ
て
日
本
は
、政
治
学
者
た
ち
が

集
ま
っ
て
日
本
政
治
に
つ
い
て
話
す
こ

と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。政
治
が
話

の
つ
ま
み
に
な
ら
な
い
社
会
で
す
。

　

米
国
へ
の
移
民
が
一
番
多
い
の
が
中

国
、次
は
イ
ン
ド
、３
番
目
が
韓
国
で

す
。韓
国
人
は
愛
国
を
盛
ん
に
言
い
ま

す
が
、い
つ
で
も
流
動
的
に
自
分
の
居

場
所
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ

り
ま
す
。自
分
の
利
益
に
な
る
か
ど
う

か
と
い
う
基
準
な
の
で
す
。

　

韓
国
は
全
国
民
が
政
治
化
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
に
比
べ
て
先
進
国
で
あ
る
日

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。韓
国
の
人
た
ち

は
、北
朝
鮮
の
核
に
脅
威
を
感
じ
て
い

な
い
の
が
現
実
で
す
。米
国
は
、核
が
米

国
本
土
ま
で
届
か
な
い
な
ら
ば
大
き
な

問
題
で
は
な
い
。２
０
２
０
年
の
大
統
領

選
挙
を
前
に
、政
治
的
な
ト
ピ
ッ
ク
と

し
て
上
が
っ
た
だ
け
で
す
。中
国
と
ロ
シ

ア
は
、北
朝
鮮
を
影
響
下
に
置
き
、無
核

化
を
目
指
す
立
場
で
す
。つ
ま
り
、朝
鮮

半
島
で
の
米
国
の
核
配
備
を
禁
止
す
る

こ
と
。こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
を
巡
る
利
害
関
係
国
の

目
的
と
姿
勢
を
紹
介
し
ま
す
。韓
国
は

民
族
同
一
性
の
確
保
が
政
権
の
目
的

で
、北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て
は
非
核
を

希
望
し
て
い
ま
す
。で
も
、核
の
存
在
に

関
係
な
く
接
近
す
る
と
い
う
の
が
政
権

の
姿
勢
で
す
。北
朝
鮮
は
金
正
恩
政
権

の
安
定
が
重
要
事
項
で
あ
り
、核
が
生

命
線
。米
国
の
平
和
条
約
と
交
換
し
た

い
の
が
戦
略
的
な
条
件
で
す
。米
国
は

覇
権
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
。北
朝
鮮

の
核
に
つ
い
て
は
能
力
を
す
べ
て
な
く

す
の
は
不
可
能
な
の
で
、米
国
の
管
理

対
象
に
入
れ
ば
容
認
で
き
る
立
場
で

す
。と
い
う
の
は
、北
朝
鮮
の
核
は
根
本

的
な
脅
威
で
は
な
い
か
ら
で
す
。中
国

は
超
大
国
へ
の
浮
上
が
政
権
の
目
的
。

北
朝
鮮
を
自
分
た
ち
の
影
響
下
に
置

き
、米
国
へ
の
接
近
だ
け
は
抑
止
す
る
。

だ
か
ら
北
朝
鮮
の
核
は
そ
ん
な
に
気
に

し
ま
せ
ん
。日
本
は
日
米
同
盟
の
堅
持

が
優
先
。北
朝
鮮
へ
の
態
度
は
未
定
で

す
が
、核
は
絶
対
に
非
核
化
。こ
れ
は
根

本
的
な
脅
威
だ
か
ら
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
が
ど
う
な
る
の
か
。北

朝
鮮
の
観
点
か
ら
は
、四
つ
の
シ
ナ
リ

オ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。国
際
社
会
、特
に

中
国
が
担
保
し
安
全
保
障
あ
り
で
核
を

保
有
す
る
の
が
理
想
的
状
況
で
す
。核

放
棄
を
す
る
場
合
は
、制
限
的
非
核
化

で
中
国
と
ロ
シ
ア
が
支
持
す
る
状
況
で

す
。核
を
保
有
し
て
国
際
社
会
、特
に
中

国
が
担
保
す
る
安
全
保
障
な
し
と
い
う

の
が
現
在
の
状
態
で
す
。核
を
放
棄
し

て
、安
全
の
担
保
が
な
い
の
が
、北
朝
鮮

に
と
っ
て
最
悪
の
状
況
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
の
状
況
か
ら
、ど
の
よ
う
に
進

む
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。米
朝
関
係
正

常
化
の
促
進
要
因
と
し
て
、米
国
の
目

標
に
長
短
分
離
が
あ
り
、選
挙
に
有
利

な
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ

の
前
、板
門
店
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と

金
正
恩
の
会
談
が
あ
り
ま
し
た
。お
そ

ら
く
秋
に
は
米
中
会
談
が
行
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て

は
、施
設
、物
質
、能
力
の
三
つ
に
分
け

て
考
え
て
い
ま
す
。米
国
が
望
ん
で
い
る

こ
と
は
施
設
と
物
質
は
全
部
無
く
す
こ

と
。潜
在
的
な
能
力
を
無
く
す
こ
と
は

無
理
だ
か
ら
で
す
。そ
う
い
っ
た
中
で

日
朝
正
常
化
の
試
み
が
あ
れ
ば
、促
進

の
要
因
に
な
り
ま
す
。

　

妨
害
要
因
と
し
て
は
、文
政
権
の
支

持
率
の
低
下
、米
韓
関
係
の
混
乱
、北

朝
鮮
経
済
の
悪
化
、中
ロ
の
牽
制
が
あ

り
ま
す
。そ
う
い
っ
た
中
で
金
正
恩
政

権
は「
社
会
主
義
経
済
建
設
総
力
集

中
」の
路
線
を
強
化
し
て
い
ま
す
。「
核
・

経
済
併
進
路
線
」へ
の
復
帰
の
お
そ
れ

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

中
国
は
、無
核
化
論
と
東
北
４
省
論

が
あ
り
ま
す
。東
北
振
興
計
画
は
中
国

政
府
の
計
画
で
す
。２
０
０
５
年
、東
北

地
域
に
国
家
レ
ベ
ル
の
地
域
開
発
計
画

に
着
手
し
て
、２
０
０
９
年
に
国
務
院
の

承
認
を
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。大
雑
把

に
言
え
ば
、北
朝
鮮
は
東
北
４
省
の
な

か
の
一
つ
に
す
る
と
い
う
計
画
で
す
。そ

れ
が
中
国
の
瀋
陽
か
ら
大
連
、張
春
か

ら
吉
林
の
二
つ
の
開
発
に
つ
な
げ
て
、

そ
こ
に
北
朝
鮮
の
開
発
を
共
に
進
め
る

と
い
う
発
想
な
ん
で
す
。

　

日
韓
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。私
は

平
成
元
年
に
日
本
に
来
て
、平
成
の
ほ

と
ん
ど
を
日
本
で
過
ご
し
ま
し
た
。最

近
日
韓
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
悲
観
的

な
見
方
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
憂
鬱
で

す
。日
韓
関
係
の
影
響
要
因
と
し
て
、肯

定
的
な
も
の
は
米
国
を
通
じ
た
準
同

盟
関
係
、民
主
主
義
・
市
場
経
済
の
価

値
共
有
、市
民
社
会
の
交
流
拡
大
、大

衆
文
化
の
融
合
が
あ
り
ま
す
。否
定
的

な
要
因
と
し
て
、日
本
の
機
能
政
治
と

韓
国
の
理
念
政
治
の
離
反
の
拡
大
、米

国
の
指
導
力
低
下
が
あ
り
ま
す
。米
国

は
日
韓
の
調
整
を
で
き
る
立
場
で
は
な

い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、日
韓
関
係
が
正
常
化
し
て

か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
の
に
、エ
リ

ー
ト
層
の
相
互
理
解
・
知
見
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。韓
国

人
が
旅
行
で
た
く
さ
ん
日
本
を
訪
れ
て

い
ま
す
が
、日
本
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る

韓
国
の
教
育
さ
れ
た
人
た
ち
が
非
常
に

少
な
い
の
で
す
。相
手
の
立
場
を
詳
し

く
知
ら
な
い
の
が
日
韓
の
現
状
で
す
。

そ
こ
に
北
朝
鮮
と
い
う
新
し
い
攪
乱
要

因
が
あ
り
、韓
国
が
中
国
に
接
近
し
て

い
ま
す
。

　

大
雑
把
に
言
え
ば
、日
韓
の
将
来
は

家
庭
内
別
居
が
80
％
、事
実
上
の
離
別

が
10
％
、復
縁
が
10
％
と
予
測
し
て
い

ま
す
。

係
、核
開
発
・
完
成
、無
核
化
。北
朝
鮮

で
は
非
核
化
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ

ん
。中
国
が
強
要
し
た
無
核
化
、こ
れ
は

韓
国
で
の
米
軍
の
核
配
備
を
含
め
た
朝

鮮
半
島
全
体
の
無
核
化
を
意
味
し
ま

す
。２
０
１
９
年
の
新
年
辞
で
は
、重
工

業
が
32
回
で
一
番
多
か
っ
た
の
で
す
。次

い
で
南
北
関
係
の
24
回
。社
会
主
義
強

国
は
１
回
だ
け
で
す
。核
開
発
・
完
成

は
、２
０
１
８
年
は
22
回
で
、19
年
は
３

回
。核
に
つ
い
て
は
完
成
度
が
高
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
で「
朝
鮮
半

島
新
経
済
地
図
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。

文
在
寅
政
権
は
民
族
融
和
、同
一
性
の

回
復
が
優
先
で
す
。そ
こ
で
は
米
中
の

間
で
文
政
権
は
仲
介
役
を
果
た
す
。そ

れ
に
よ
り
中
朝
が
接
近
し
て
、中
朝
国

境
付
近
で
は
中
国
の
開
発
が
大
規
模
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
東
側
で

は
中
国
、ロ
シ
ア
が
北
朝
鮮
と
協
力
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
中
で
金
正
恩
は
、新
し
い
米
朝
関
係

を
形
成
し
て
経
済
建
設
を
優
先
さ
せ
、

自
分
た
ち
の
体
制
が
永
久
化
さ
れ
る
よ

う
な
朝
鮮
半
島
の
平
和
体
制
を
つ
く
る

と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
文
在
寅

大
統
領
が
決
め
た
構
想
が
朝
鮮
半
島

新
経
済
地
図
。昨
年
、板
門
店
で
２
人

が
話
し
た
と
き
に
、Ｕ
Ｓ
Ｂ
に
入
れ
た

も
の
を
文
在
寅
大
統
領
が
金
正
恩
に
渡

し
ま
し
た
。文
在
寅
大
統
領
が
、議
会
で

「
韓
国
は
島
で
あ
る
」と
言
い
ま
す
。大

き
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
島
で
あ
る
の

で
、体
制
を
脱
皮
す
る
の
が
一
番
大
き

な
戦
略
的
な
目
標
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。朝
鮮
半
島
新
経
済
地
図
で
は
、韓

国
の
南
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
行
け
る

鉄
道
や
道
路
を
造
る
。北
京
ま
で
時
速

２
０
０
㌔
以
上
の
鉄
道
を
造
る
計
画
が

進
ん
で
い
ま
す
。東
側
は
ロ
シ
ア
ま
で
行

く
鉄
道
。金
正
恩
が
自
分
の
生
ま
れ
故

郷
で
あ
る
山
元
に
大
き
な
観
光
地
を

造
り
、観
光
と
関
連
す
る
事
業
を
し
た

り
、ロ
シ
ア
と
の
貿
易
を
す
る
。真
ん
中

に
は
、高
地
に
幅
50
㌔
以
上
の
生
態
系

公
園
を
設
け
る
計
画
で
す
。

　

文
在
寅
政
権
の
Ｈ
ベ
ル
ト
と
い
う
構

想
の
ラ
ブ
コ
ー
ル
に
対
し
て
、北
朝
鮮

は
ど
う
す
る
の
か
。北
朝
鮮
に
つ
い
て
一

緒
に
勉
強
し
て
い
る
専
門
家
た
ち
の
見

方
を
紹
介
し
ま
す
。マ
ク
ロ
的
に
は
金

正
恩
の
合
理
的
選
択
と
非
核
化
の
国

際
政
治
化
に
成
功
す
れ
ば
、こ
れ
に
よ

っ
て
北
朝
鮮
の
立
場
は
だ
ん
だ
ん
高
く

な
る
。こ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
す
が
、韓

国
、北
朝
鮮
、中
国
、ロ
シ
ア
の「
結
果
的

共
感
帯
」が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。ミ
ク
ロ
的
に
は
文
在
寅
と
金
正

恩
の
２
人
の
指
導
者
の
間
に
南
北
融
和

の
思
い
が
あ
る
。そ
れ
が
結
局
、北
も
南

も
島
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
の
脱
島
論

と
な
り
ま
す
。そ
の
中
で
自
然
に
北
朝

鮮
の
イ
ン
フ
ラ
開
発
へ
の
関
心
が
高
ま

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
北
朝
鮮
が
ど
う
な
る
の

か
。理
屈
的
に
は
七
つ
の
シ
ナ
リ
オ
が

考
え
ら
れ
ま
す
。平
和
的
様
態
と
し
て

①
素
直
に
核
を
手
放
す
②
核
を
持
っ
た

ま
ま
南
北
が
融
和
す
る
。非
平
和
的
様

態
と
し
て
は
、内
部
勢
力
に
よ
る
③
暗

殺
④
ク
ー
デ
タ
ー
⑤
民
衆
蜂
起
が
あ

り
ま
す
。６
月
に
米
国
の
北
朝
鮮
に
携

わ
る
人
々
の
集
ま
り
で
、一
番
議
論
さ
れ

た
の
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
で
し

た
。実
際
北
朝
鮮
で
は
大
き
な
ク
ー
デ

タ
ー
の
試
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。北

朝
鮮
に
は
携
帯
が
約
６
万
台
あ
り
ま

す
。携
帯
で
品
物
を
注
文
し
て
決
済
が

で
き
る
ほ
ど
Ｉ
Ｔ
が
高
い
レ
ベ
ル
な
の

で
す
。韓
国
の
１
９
６
０
年
代
の
よ
う

に
、民
衆
が
蜂
起
す
る
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
シ
ナ
リ
オ
で
す
。外
部
勢
力

と
し
て
⑥
ア
メ
リ
カ
の
爆
撃
⑦
中
国
の

仕
掛
け
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
朝
鮮
の
核
が
根
本
的
脅
威

　

今
、北
朝
鮮
と
関
連
国
は
ど
う
い
う

こ
と
を
し
て
い
る
の
か
。こ
れ
は
私
の
分

析
な
の
で
す
が
、韓
国
は
何
が
何
で
も

南
北
経
済
共
同
体
を
つ
く
る
の
が
優

先
。北
朝
鮮
は
事
実
上
は
核
を
持
つ
こ

と
。そ
の
中
で
の
自
立
経
済
。そ
し
て
一

番
大
事
な
の
が
金
正
恩
の
長
期
執
権
。

金
正
恩
は
少
年
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
教

育
を
受
け
て
、彼
と
し
て
は
朝
鮮
の

人
々
を
自
分
が
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
み
た

い
に
裕
福
な
社
会
で
暮
ら
す
よ
う
に
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
確
か
に
あ
り
ま

す
。そ
の
中
で
、金
正
恩
の
み
な
ら
ず
約

２
０
０
万
人
ぐ
ら
い
の
官
僚
、幹
部
、共

産
党
員
の
既
得
権
を
守
っ
て
い
く
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
は
、北
朝
鮮
に
対
し
て
は
ま
ず

核
で
す
。実
際
に
核
に
対
し
て
の
脅
威
を

感
じ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。私
は

韓
国
空
軍
で
４
年
間
中
尉
を
し
て
い
ま

し
た
が
、北
朝
鮮
の
爆
弾
、特
に
核
が
使

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
時
も
考
え
た
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民
の
心
が
天
を
変
え
る
韓
国

　

ま
ず
地
図
か
ら
日
韓
関
係
を
考
え

て
み
ま
す
。朝
鮮
半
島
の
面
積
は
22
万

８
０
０
平
方
㌔
㍍
で
、日
本
の
本
州
ぐ

ら
い
の
面
積
で
す
。韓
国
の
地
形
の
特

徴
は
、西
が
低
く
て
東
が
高
い
。韓
国
の

教
科
書
は
、「
朝
鮮
半
島
は
山
が
多
く

て
、山
地
が
７
割
」と
書
い
て
い
ま
す
。し

か
し
、朝
鮮
半
島
で
は
標
高
２
０
０
０

㍍
を
超
え
る
山
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。韓
国
と
北
朝
鮮
と
の
境
界
の
所
に

あ
る
白
頭
山
で
２
７
４
４
㍍
。

　

日
本
で
は
２
０
０
０
㍍
を
超
え
る
山

は
７
０
０
ほ
ど
あ
り
ま
す
。移
動
手
段

が
無
か
っ
た
昔
は
、生
ま
れ
た
村
か
ら

外
に
出
る
の
が
難
し
い
状
況
で
し
た
。

村
社
会
と
い
う
表
現
も
そ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
、い
っ
た
ん
村
で
生
ま
れ
た

ら
一
生
そ
こ
で
過
ご
す
か
ら
、隣
と
の
関

係
が
大
事
に
な
り
ま
す
。掟
を
守
る
、気

配
り
が
大
事
で
す
。共
有
す
る
規
範
が
、

後
に
法
律
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
の
場
合
は
、標
高
２
０
０
㍍
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
が
多
く
、す
ぐ
に
越
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。他
の
集
落
へ
の
移

動
は
、標
高
１
０
０
０
㍍
が
限
界
か
な

と
思
い
ま
す
。１
８
９
４
年
、朝
鮮
の
歴

史
を
大
き
く
変
え
た
農
民
革
命
が
起

き
ま
し
た
。そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、

標
高
が
低
い
の
で
一
日
歩
け
ば
農
民
た

ち
が
集
ま
り
、何
万
人
も
集
ま
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。農
民
革
命
は
普
通

の
人
々
が
悪
い
政
治
に
対
抗
し
た
も

の
。そ
の
と
き
の
朝
鮮
の
人
口
は
約
１
０

０
０
万
人
。農
民
革
命
は
約
１
年
間
続

き
、約
２
０
０
万
人
が
参
加
し
、10
万
人

以
上
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
に
は
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
り
ま

せ
ん
。一
揆
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も

大
き
な
規
模
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。朝
鮮

半
島
で
は
、長
い
経
験
の
中
で
普
通
の

人
々
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、政
治
を
変

え
る
と
い
う
歴
史
的
教
訓
、も
し
く
は

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。皆

さ
ん
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
韓
国
の
歴

本
は
政
治
に
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。政

治
は
祭
り
事
で
他
人
事
な
の
で
す
。

　

朝
鮮
半
島
の
当
為（
倫
治
）主
義
と

日
本
の
法
治
主
義
の
比
較
で
す
が
、法

律
は
社
会
の
秩
序
を
守
る
と
い
う
こ
と

で
す
。日
本
の
場
合
は
規
則
が
最
優

先
。規
則
が
自
分
の
利
益
に
な
ら
な
く

て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。韓
国
で
は
、事
情
変
更
の
原
則
と
い

う
法
律
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。特
に
慰

安
婦
と
か
徴
用
工
と
か
、人
類
の
規
範

に
反
す
る
も
の
は
守
っ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。１
９
６
５
年

の
日
韓
基
本
条
約
を
守
る
の
が
、逆
に

正
義
で
は
な
い
。こ
れ
が
徴
用
工
裁
判

を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
の
基
本
的
な
発

想
で
す
。

　

そ
れ
を
日
本
か
ら
見
る
と
、と
ん
で

も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。法
律

や
条
約
よ
り
も
、韓
国
は
精
神
性
、条

約
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
後
ろ
に
あ

る
精
神
が
大
事
な
の
で
す
。

　

日
本
は
交
通
信
号
機
の
よ
う
に
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。も
し
、そ
れ

が
駄
目
で
あ
れ
ば
、法
律
を
変
え
る
、そ

の
中
で
朝
鮮
半
島
の
歴
史
で
は
秩
序
を

変
え
た
こ
と
が
本
当
に
多
い
。日
本
の

場
合
、そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
。

　

韓
国
人
は
毎
日
歴
史
を
認
識
す
る

政
治
性
が
強
い
市
民
社
会
。日
本
の
場

合
は
あ
ま
り
に
も
変
化
が
少
な
い
社
会

で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

韓
国
の
優
先
は
南
北
融
和

　

文
在
寅
政
権
は
５
年
間
の
任
期
で
、

必
ず
成
し
遂
げ
た
い
優
先
順
位
の
１
位

は
南
北
融
和
で
す
。文
在
寅
政
権
が
単

独
で
や
っ
た
こ
と
と
言
う
よ
り
は
、キ

ム
・
デ
ジ
ュ
ン（
金
大
中
）、ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン

（
盧
武
鉉
）、文
在
寅
の
流
れ
が
あ
り
ま

す
。金
大
中
政
権
が
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け

て
、盧
武
鉉
政
権
で
道
筋
を
付
け
て
、文

在
寅
政
権
が
離
陸
す
る
感
じ
で
す
。そ

う
い
う
背
景
で
文
在
寅
政
権
を
見
て
み

る
と
、三
つ
の
要
因
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
民
族
統
一
の
回
復
が
非
常
に

大
事
。文
在
寅
大
統
領
の
立
場
に
な
る

と
、５
年
と
い
う
制
限
さ
れ
た
任
期
の

中
で
南
北
融
和
さ
え
で
き
れ
ば
、後
で

高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。一
番
大

き
な
貢
献
に
な
る
と
い
う
心
理
が
非
常

に
強
い
の
で
す
。国
内
経
済
が
悪
い
と

か
、日
韓
関
係
が
悪
い
と
か
は
全
部
分

か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、そ
れ
は
文
在

寅
の
戦
略
的
な
計
算
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、米
中
の
覇
権
の
争
い
の

中
で
、非
常
に
微
妙
な
地
政
学
的
計
算
を

や
っ
て
い
る
こ
と
。文
在
寅
政
権
は
親
中

と
は
言
え
な
い
で
す
け
ど
、米
国
の
覇
権

が
弱
く
な
る
こ
と
は
明
白
な
こ
と
か
ら
、

中
国
と
の
関
係
を
大
事
に
し
た
い
と
い

う
思
い
が
非
常
に
強
い
。そ
れ
が
南
北
関

係
に
も
米
国
関
係
に
も
働
い
て
い
ま
す
。

　

国
民
か
ら
税
金
を
取
っ
て
分
配
す
る

と
い
う
北
欧
型
の
福
祉
国
家
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ

り
ま
す
。南
北
の
融
和
、福
祉
国
家
の
基

礎
を
つ
く
る
、こ
の
二
つ
の
視
点
が
達

成
で
き
れ
ば
、自
分
の
政
権
は
大
成
功

で
す
。他
に
も
た
く
さ
ん
問
題
が
あ
る

こ
と
は
分
か
る
が
、そ
こ
ま
で
は
も
う

力
が
及
ば
な
い
と
い
う
心
境
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

文
在
寅
政
権
が
誕
生
す
る
と
き
に

発
表
し
た
三
大
目
標
と
四
大
戦
略
が

あ
り
ま
す
。三
大
目
標
は
、①
北
の
核
問

題
解
決
及
び
恒
久
的
平
和
定
着
②
持

続
可
能
な
南
北
関
係
発
展
③
朝
鮮
半

島
新
経
済
共
同
体
具
現
で
す
。四
大
戦

略
は
、①
段
階
的
・
包
括
的
ア
プ
ロ
ー

チ
②
南
北
関
係
と
北
核
問
題
の
並
行

進
展
③
制
度
化
に
よ
る
南
北
の
持
続
可

能
性
確
保
④
互
恵
的
協
力
を
通
じ
る

平
和
的
統
一
基
盤
の
助
成
で
す
。

　

こ
の
目
標
と
戦
略
は
文
在
寅
政
権
の

一
方
的
な
こ
と
で
は
な
く
、北
朝
鮮
の

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン（
金
正
恩
）も
こ
れ
に

呼
応
す
る
形
で
、正
常
国
家
を
目
指
し

て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
政
策
は
、労
働
日

報
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
追

随
す
る
く
ら
い
非
常
に
教
条
的
で
す
。

金
日
成
総
合
大
学
の
学
報
に
発
表
し

た
文
章
が「
科
学
技
術
部
門
へ
の
資
金

投
資
を
増
や
す
上
で
重
要
な
こ
と
は
、

工
場
、企
業
所
が
独
自
に
資
金
を
科
学

技
術
の
発
展
に
最
大
限
活
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
」。こ
れ
は
個
別
企
業
責

任
で
、市
場
主
義
を
導
入
す
る
と
い
う

こ
と
。も
う
一
つ
は
独
立
採
算
性
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。「
企
業
所
は
、生
産

の
近
代
化
・
情
報
化
を
実
現
し
、生
産

を
拡
大
す
る
た
め
の
独
自
の
権
限
に
基

づ
い
て
合
理
的
に
分
配
・
利
用
す
る
必

要
が
あ
る
」。こ
れ
は
今
ま
で
無
か
っ
た

こ
と
で
す
。北
朝
鮮
に
ド
ン
ジ
ュ（
金
主
）

新
興
財
閥
的
な
こ
と
を
、金
正
恩
が
認

め
る
だ
け
で
は
な
く
て
、自
分
の
経
済

政
策
の
一
部
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

金
正
恩
の
新
年
辞
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
、社
会
主
義
強
国
、社
会
主
義
建
設
、

国
防
力
、自
立
経
済
、重
工
業
、南
北
関

史
ド
ラ
マ
は
、既
得
権
を
変
え
る
話
な

の
で
す
。

　

韓
国
で
は
戦
後
に
16
名
大
統
領
が

出
ま
し
た
が
、ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、韓
国
人

の
歴
史
認
識
の
上
で
、民
が
天
を
決
め

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。民

の
心
が
天
を
変
え
る
。普
通
の
市
民
が

決
め
ら
れ
る
と
い
う
歴
史
的
認
識
が
強

い
の
で
す
。

　

慰
安
婦
と
か
徴
用
工
の
問
題
は
、韓

国
人
の
標
準
的
な
常
識
、認
識
に
基
づ

い
て
考
え
る
と
、昔
作
ら
れ
た
約
束
や

条
約
、法
律
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と

い
う
意
識
な
の
で
す
。

　

日
本
の
場
合
は
村
社
会
。一
生
そ
の

中
で
仲
良
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村
八
分
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

意
識
が
働
き
ま
す
。い
つ
も
隣
を
意
識

し
、目
立
た
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。「
出

る
杭
は
打
た
れ
る
」に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、個
人
が
弱
く
て
集
団
主
義
、同

質
主
義
な
の
で
す
。日
本
の
場
合
は
、個

人
が
目
立
た
な
い
社
会
で
す
。個
人
が

物
理
的
に
力
を
合
わ
せ
て
既
存
体
制

を
変
え
る
、破
壊
す
る
経
験
が
無
か
っ

た
の
で
す
。

　

米
国
で
日
本
政
治
を
教
え
る
と
き
、

世
界
の
先
進
国
の
中
で
革
命
が
無
い
唯

一
の
国
は
日
本
。明
治
維
新
は
、明
治
レ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。皇
室
に
権
力
が
戻

っ
た
だ
け
で
、市
民
に
よ
る
既
存
秩
序

の
変
革
で
は
な
い
の
で
す
。

　

自
民
党
は
55
年
体
制
で
つ
く
ら
れ
、

一
時
期
政
権
を
失
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、非
常
に
長
期
政
権
で
す
。こ
れ

は
、良
い
、悪
い
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。日
本
の
場
合
は
、普
通
の
市
民
の
力

に
よ
っ
て
既
存
体
制
が
変
わ
る
経
験
が

無
い
の
で
す
。そ
う
い
う
伝
統
が
な
く
、

意
識
も
無
い
。こ
の
一
番
大
き
な
背
景

は
、地
理
的
な
条
件
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

朝
鮮
半
島
の
場
合
は
、西
に
大
き
な

ま
と
ま
っ
た
平
地
が
あ
り
、そ
こ
が
エ

リ
ー
ト
層
が
住
む
所
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
死
ぬ
ま
で
、中
国
を
意
識
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
列
島
は
、エ
リ
ー
ト
層
が
い
る

関
東
平
野
な
ど
は
東
側
に
あ
り
、太
平

洋
に
面
し
て
い
ま
す
。明
治
維
新
を
起

こ
し
た
の
は
、山
で
は
な
く
て
海
の
あ

る
所
の
藩
の
人
た
ち
で
す
。子
ど
も
の

と
き
か
ら
海
洋
国
家
に
な
る
素
質
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。地
理
的
条
件
か
ら

自
然
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。も
し
日
本
列
島
が
無
け
れ
ば
、朝
鮮

半
島
は
太
平
洋
に
す
ぐ
行
け
ま
す
。日

本
列
島
が
あ
る
こ
と
で
、閉
じ
込
め
ら

れ
た
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。制
限

さ
れ
た
と
い
う
被
害
意
識
も
あ
る
の
で

す
。

韓
の
当
為
主
義
、日
の
機
能
主
義

　

現
在
、日
韓
の
間
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
テ
ー
マ
は
、地
政
学
的
条
件
に
形
成

さ
れ
た
心
理
的
条
件
と
い
え
ま
す
。半

島
人（
韓
国
）と
列
島
人（
日
本
）で
見

る
と
、列
島
人
に
と
っ
て
歴
史
は
与
え

ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。個
人
個
人
が

力
を
合
わ
せ
て
変
え
る
と
い
う
経
験
が

あ
り
ま
せ
ん
。半
島
人
の
場
合
は
、人
間

が
歴
史
を
変
え
る
も
の
な
の
で
す
。理

念
が
非
常
に
大
事
で
す
。理
念
と
は
当

為
主
義
で
す
。日
本
は
手
続
き
が
大

事
。交
通
信
号
機
の
赤
は
停
止
で
、青
は

進
む
。そ
う
い
う
規
則
も
、韓
国
で
は
機

械
的
に
は
解
釈
し
な
い
傾
向
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
日
本
が
作
っ
た
も
の
で
、今

の
状
況
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

変
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。そ

れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
近
安
倍
総
理
が「
１
９
６
５
年
の

日
韓
基
本
条
約
で
き
れ
い
に
整
理
さ
れ

た
の
に
、そ
れ
を
今
に
な
っ
て
変
え
る
の

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」と
発
言
し
て

い
ま
す
。そ
の
発
言
は
機
能
主
義
の
観

点
で
、韓
国
の
当
為
主
義
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

韓
国
で
は
歴
史
を
否
定
す
る
傾
向

が
強
い
の
で
す
。こ
れ
は
当
然
既
得
権

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。日
本

で
は
国
会
議
員
が
亡
く
な
る
と
、お
嬢

さ
ん
が
立
候
補
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。歴
史
に
反
抗
す
る
半
島
人
は
、個

人
が
大
事
、自
分
の
力
が
大
事
。個
人

中
心
主
義
で
す
。韓
国
の
ド
ラ
マ
は
ま

さ
に
個
人
の
優
秀
性
を
描
い
て
い
ま

す
。

　

日
本
は
先
進
国
な
の
に
、そ
れ
が
弱

い
。朝
鮮
半
島
で
は
英
雄
を
求
め
ま
す
。

日
本
の
場
合
は
和
で
、平
凡
主
義
。社

会
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
。飛
行
機
で
１

時
間
で
行
け
る
二
つ
の
国
が
、本
当
に

対
照
的
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
れ
を
政
治
に
適
用
す
る
と
、政
治

や
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。韓
国
で
は
田
舎
の
お
年
寄
り

で
も
政
治
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、文
在
寅
が

ど
う
の
こ
う
の
と
非
常
に
政
治
的
。全

国
民
が
政
治
評
論
家
な
の
で
す
。そ
れ

に
比
べ
て
日
本
は
、政
治
学
者
た
ち
が

集
ま
っ
て
日
本
政
治
に
つ
い
て
話
す
こ

と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。政
治
が
話

の
つ
ま
み
に
な
ら
な
い
社
会
で
す
。

　

米
国
へ
の
移
民
が
一
番
多
い
の
が
中

国
、次
は
イ
ン
ド
、３
番
目
が
韓
国
で

す
。韓
国
人
は
愛
国
を
盛
ん
に
言
い
ま

す
が
、い
つ
で
も
流
動
的
に
自
分
の
居

場
所
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ

り
ま
す
。自
分
の
利
益
に
な
る
か
ど
う

か
と
い
う
基
準
な
の
で
す
。

　

韓
国
は
全
国
民
が
政
治
化
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
に
比
べ
て
先
進
国
で
あ
る
日

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。韓
国
の
人
た
ち

は
、北
朝
鮮
の
核
に
脅
威
を
感
じ
て
い

な
い
の
が
現
実
で
す
。米
国
は
、核
が
米

国
本
土
ま
で
届
か
な
い
な
ら
ば
大
き
な

問
題
で
は
な
い
。２
０
２
０
年
の
大
統
領

選
挙
を
前
に
、政
治
的
な
ト
ピ
ッ
ク
と

し
て
上
が
っ
た
だ
け
で
す
。中
国
と
ロ
シ

ア
は
、北
朝
鮮
を
影
響
下
に
置
き
、無
核

化
を
目
指
す
立
場
で
す
。つ
ま
り
、朝
鮮

半
島
で
の
米
国
の
核
配
備
を
禁
止
す
る

こ
と
。こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
を
巡
る
利
害
関
係
国
の

目
的
と
姿
勢
を
紹
介
し
ま
す
。韓
国
は

民
族
同
一
性
の
確
保
が
政
権
の
目
的

で
、北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て
は
非
核
を

希
望
し
て
い
ま
す
。で
も
、核
の
存
在
に

関
係
な
く
接
近
す
る
と
い
う
の
が
政
権

の
姿
勢
で
す
。北
朝
鮮
は
金
正
恩
政
権

の
安
定
が
重
要
事
項
で
あ
り
、核
が
生

命
線
。米
国
の
平
和
条
約
と
交
換
し
た

い
の
が
戦
略
的
な
条
件
で
す
。米
国
は

覇
権
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
。北
朝
鮮

の
核
に
つ
い
て
は
能
力
を
す
べ
て
な
く

す
の
は
不
可
能
な
の
で
、米
国
の
管
理

対
象
に
入
れ
ば
容
認
で
き
る
立
場
で

す
。と
い
う
の
は
、北
朝
鮮
の
核
は
根
本

的
な
脅
威
で
は
な
い
か
ら
で
す
。中
国

は
超
大
国
へ
の
浮
上
が
政
権
の
目
的
。

北
朝
鮮
を
自
分
た
ち
の
影
響
下
に
置

き
、米
国
へ
の
接
近
だ
け
は
抑
止
す
る
。

だ
か
ら
北
朝
鮮
の
核
は
そ
ん
な
に
気
に

し
ま
せ
ん
。日
本
は
日
米
同
盟
の
堅
持

が
優
先
。北
朝
鮮
へ
の
態
度
は
未
定
で

す
が
、核
は
絶
対
に
非
核
化
。こ
れ
は
根

本
的
な
脅
威
だ
か
ら
で
す
。

　

北
朝
鮮
の
核
が
ど
う
な
る
の
か
。北

朝
鮮
の
観
点
か
ら
は
、四
つ
の
シ
ナ
リ

オ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。国
際
社
会
、特
に

中
国
が
担
保
し
安
全
保
障
あ
り
で
核
を

保
有
す
る
の
が
理
想
的
状
況
で
す
。核

放
棄
を
す
る
場
合
は
、制
限
的
非
核
化

で
中
国
と
ロ
シ
ア
が
支
持
す
る
状
況
で

す
。核
を
保
有
し
て
国
際
社
会
、特
に
中

国
が
担
保
す
る
安
全
保
障
な
し
と
い
う

の
が
現
在
の
状
態
で
す
。核
を
放
棄
し

て
、安
全
の
担
保
が
な
い
の
が
、北
朝
鮮

に
と
っ
て
最
悪
の
状
況
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
の
状
況
か
ら
、ど
の
よ
う
に
進

む
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。米
朝
関
係
正

常
化
の
促
進
要
因
と
し
て
、米
国
の
目

標
に
長
短
分
離
が
あ
り
、選
挙
に
有
利

な
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ

の
前
、板
門
店
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と

金
正
恩
の
会
談
が
あ
り
ま
し
た
。お
そ

ら
く
秋
に
は
米
中
会
談
が
行
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。北
朝
鮮
の
核
に
つ
い
て

は
、施
設
、物
質
、能
力
の
三
つ
に
分
け

て
考
え
て
い
ま
す
。米
国
が
望
ん
で
い
る

こ
と
は
施
設
と
物
質
は
全
部
無
く
す
こ

と
。潜
在
的
な
能
力
を
無
く
す
こ
と
は

無
理
だ
か
ら
で
す
。そ
う
い
っ
た
中
で

日
朝
正
常
化
の
試
み
が
あ
れ
ば
、促
進

の
要
因
に
な
り
ま
す
。

　

妨
害
要
因
と
し
て
は
、文
政
権
の
支

持
率
の
低
下
、米
韓
関
係
の
混
乱
、北

朝
鮮
経
済
の
悪
化
、中
ロ
の
牽
制
が
あ

り
ま
す
。そ
う
い
っ
た
中
で
金
正
恩
政

権
は「
社
会
主
義
経
済
建
設
総
力
集

中
」の
路
線
を
強
化
し
て
い
ま
す
。「
核
・

経
済
併
進
路
線
」へ
の
復
帰
の
お
そ
れ

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

中
国
は
、無
核
化
論
と
東
北
４
省
論

が
あ
り
ま
す
。東
北
振
興
計
画
は
中
国

政
府
の
計
画
で
す
。２
０
０
５
年
、東
北

地
域
に
国
家
レ
ベ
ル
の
地
域
開
発
計
画

に
着
手
し
て
、２
０
０
９
年
に
国
務
院
の

承
認
を
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。大
雑
把

に
言
え
ば
、北
朝
鮮
は
東
北
４
省
の
な

か
の
一
つ
に
す
る
と
い
う
計
画
で
す
。そ

れ
が
中
国
の
瀋
陽
か
ら
大
連
、張
春
か

ら
吉
林
の
二
つ
の
開
発
に
つ
な
げ
て
、

そ
こ
に
北
朝
鮮
の
開
発
を
共
に
進
め
る

と
い
う
発
想
な
ん
で
す
。

　

日
韓
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。私
は

平
成
元
年
に
日
本
に
来
て
、平
成
の
ほ

と
ん
ど
を
日
本
で
過
ご
し
ま
し
た
。最

近
日
韓
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
悲
観
的

な
見
方
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
憂
鬱
で

す
。日
韓
関
係
の
影
響
要
因
と
し
て
、肯

定
的
な
も
の
は
米
国
を
通
じ
た
準
同

盟
関
係
、民
主
主
義
・
市
場
経
済
の
価

値
共
有
、市
民
社
会
の
交
流
拡
大
、大

衆
文
化
の
融
合
が
あ
り
ま
す
。否
定
的

な
要
因
と
し
て
、日
本
の
機
能
政
治
と

韓
国
の
理
念
政
治
の
離
反
の
拡
大
、米

国
の
指
導
力
低
下
が
あ
り
ま
す
。米
国

は
日
韓
の
調
整
を
で
き
る
立
場
で
は
な

い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、日
韓
関
係
が
正
常
化
し
て

か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
の
に
、エ
リ

ー
ト
層
の
相
互
理
解
・
知
見
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。韓
国

人
が
旅
行
で
た
く
さ
ん
日
本
を
訪
れ
て

い
ま
す
が
、日
本
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る

韓
国
の
教
育
さ
れ
た
人
た
ち
が
非
常
に

少
な
い
の
で
す
。相
手
の
立
場
を
詳
し

く
知
ら
な
い
の
が
日
韓
の
現
状
で
す
。

そ
こ
に
北
朝
鮮
と
い
う
新
し
い
攪
乱
要

因
が
あ
り
、韓
国
が
中
国
に
接
近
し
て

い
ま
す
。

　

大
雑
把
に
言
え
ば
、日
韓
の
将
来
は

家
庭
内
別
居
が
80
％
、事
実
上
の
離
別

が
10
％
、復
縁
が
10
％
と
予
測
し
て
い

ま
す
。

係
、核
開
発
・
完
成
、無
核
化
。北
朝
鮮

で
は
非
核
化
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ

ん
。中
国
が
強
要
し
た
無
核
化
、こ
れ
は

韓
国
で
の
米
軍
の
核
配
備
を
含
め
た
朝

鮮
半
島
全
体
の
無
核
化
を
意
味
し
ま

す
。２
０
１
９
年
の
新
年
辞
で
は
、重
工

業
が
32
回
で
一
番
多
か
っ
た
の
で
す
。次

い
で
南
北
関
係
の
24
回
。社
会
主
義
強

国
は
１
回
だ
け
で
す
。核
開
発
・
完
成

は
、２
０
１
８
年
は
22
回
で
、19
年
は
３

回
。核
に
つ
い
て
は
完
成
度
が
高
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
で「
朝
鮮
半

島
新
経
済
地
図
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。

文
在
寅
政
権
は
民
族
融
和
、同
一
性
の

回
復
が
優
先
で
す
。そ
こ
で
は
米
中
の

間
で
文
政
権
は
仲
介
役
を
果
た
す
。そ

れ
に
よ
り
中
朝
が
接
近
し
て
、中
朝
国

境
付
近
で
は
中
国
の
開
発
が
大
規
模
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。北
朝
鮮
の
東
側
で

は
中
国
、ロ
シ
ア
が
北
朝
鮮
と
協
力
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
中
で
金
正
恩
は
、新
し
い
米
朝
関
係

を
形
成
し
て
経
済
建
設
を
優
先
さ
せ
、

自
分
た
ち
の
体
制
が
永
久
化
さ
れ
る
よ

う
な
朝
鮮
半
島
の
平
和
体
制
を
つ
く
る

と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
文
在
寅

大
統
領
が
決
め
た
構
想
が
朝
鮮
半
島

新
経
済
地
図
。昨
年
、板
門
店
で
２
人

が
話
し
た
と
き
に
、Ｕ
Ｓ
Ｂ
に
入
れ
た

も
の
を
文
在
寅
大
統
領
が
金
正
恩
に
渡

し
ま
し
た
。文
在
寅
大
統
領
が
、議
会
で

「
韓
国
は
島
で
あ
る
」と
言
い
ま
す
。大

き
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
島
で
あ
る
の

で
、体
制
を
脱
皮
す
る
の
が
一
番
大
き

な
戦
略
的
な
目
標
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。朝
鮮
半
島
新
経
済
地
図
で
は
、韓

国
の
南
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
行
け
る

鉄
道
や
道
路
を
造
る
。北
京
ま
で
時
速

２
０
０
㌔
以
上
の
鉄
道
を
造
る
計
画
が

進
ん
で
い
ま
す
。東
側
は
ロ
シ
ア
ま
で
行

く
鉄
道
。金
正
恩
が
自
分
の
生
ま
れ
故

郷
で
あ
る
山
元
に
大
き
な
観
光
地
を

造
り
、観
光
と
関
連
す
る
事
業
を
し
た

り
、ロ
シ
ア
と
の
貿
易
を
す
る
。真
ん
中

に
は
、高
地
に
幅
50
㌔
以
上
の
生
態
系

公
園
を
設
け
る
計
画
で
す
。

　

文
在
寅
政
権
の
Ｈ
ベ
ル
ト
と
い
う
構

想
の
ラ
ブ
コ
ー
ル
に
対
し
て
、北
朝
鮮

は
ど
う
す
る
の
か
。北
朝
鮮
に
つ
い
て
一

緒
に
勉
強
し
て
い
る
専
門
家
た
ち
の
見

方
を
紹
介
し
ま
す
。マ
ク
ロ
的
に
は
金

正
恩
の
合
理
的
選
択
と
非
核
化
の
国

際
政
治
化
に
成
功
す
れ
ば
、こ
れ
に
よ

っ
て
北
朝
鮮
の
立
場
は
だ
ん
だ
ん
高
く

な
る
。こ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
す
が
、韓

国
、北
朝
鮮
、中
国
、ロ
シ
ア
の「
結
果
的

共
感
帯
」が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。ミ
ク
ロ
的
に
は
文
在
寅
と
金
正

恩
の
２
人
の
指
導
者
の
間
に
南
北
融
和

の
思
い
が
あ
る
。そ
れ
が
結
局
、北
も
南

も
島
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
の
脱
島
論

と
な
り
ま
す
。そ
の
中
で
自
然
に
北
朝

鮮
の
イ
ン
フ
ラ
開
発
へ
の
関
心
が
高
ま

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
北
朝
鮮
が
ど
う
な
る
の

か
。理
屈
的
に
は
七
つ
の
シ
ナ
リ
オ
が

考
え
ら
れ
ま
す
。平
和
的
様
態
と
し
て

①
素
直
に
核
を
手
放
す
②
核
を
持
っ
た

ま
ま
南
北
が
融
和
す
る
。非
平
和
的
様

態
と
し
て
は
、内
部
勢
力
に
よ
る
③
暗

殺
④
ク
ー
デ
タ
ー
⑤
民
衆
蜂
起
が
あ

り
ま
す
。６
月
に
米
国
の
北
朝
鮮
に
携

わ
る
人
々
の
集
ま
り
で
、一
番
議
論
さ
れ

た
の
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
で
し

た
。実
際
北
朝
鮮
で
は
大
き
な
ク
ー
デ

タ
ー
の
試
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。北

朝
鮮
に
は
携
帯
が
約
６
万
台
あ
り
ま

す
。携
帯
で
品
物
を
注
文
し
て
決
済
が

で
き
る
ほ
ど
Ｉ
Ｔ
が
高
い
レ
ベ
ル
な
の

で
す
。韓
国
の
１
９
６
０
年
代
の
よ
う

に
、民
衆
が
蜂
起
す
る
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
シ
ナ
リ
オ
で
す
。外
部
勢
力

と
し
て
⑥
ア
メ
リ
カ
の
爆
撃
⑦
中
国
の

仕
掛
け
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
朝
鮮
の
核
が
根
本
的
脅
威

　

今
、北
朝
鮮
と
関
連
国
は
ど
う
い
う

こ
と
を
し
て
い
る
の
か
。こ
れ
は
私
の
分

析
な
の
で
す
が
、韓
国
は
何
が
何
で
も

南
北
経
済
共
同
体
を
つ
く
る
の
が
優

先
。北
朝
鮮
は
事
実
上
は
核
を
持
つ
こ

と
。そ
の
中
で
の
自
立
経
済
。そ
し
て
一

番
大
事
な
の
が
金
正
恩
の
長
期
執
権
。

金
正
恩
は
少
年
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
教

育
を
受
け
て
、彼
と
し
て
は
朝
鮮
の

人
々
を
自
分
が
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
み
た

い
に
裕
福
な
社
会
で
暮
ら
す
よ
う
に
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
確
か
に
あ
り
ま

す
。そ
の
中
で
、金
正
恩
の
み
な
ら
ず
約

２
０
０
万
人
ぐ
ら
い
の
官
僚
、幹
部
、共

産
党
員
の
既
得
権
を
守
っ
て
い
く
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
は
、北
朝
鮮
に
対
し
て
は
ま
ず

核
で
す
。実
際
に
核
に
対
し
て
の
脅
威
を

感
じ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。私
は

韓
国
空
軍
で
４
年
間
中
尉
を
し
て
い
ま

し
た
が
、北
朝
鮮
の
爆
弾
、特
に
核
が
使

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
時
も
考
え
た
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例会 Report

今
の
仕
事
の
原
点
は
中
３
の
塾

　

私
は
中
学
３
年
生
で
学
習
塾
を
開

き
ま
し
た
。中
３
の
12
月
で
生
徒
が
３

人
い
て
、高
校
１
年
の
夏
に
は
50
名
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。学
校
の
帰
り
に
学

ラ
ン
を
脱
い
で
塾
で
教
え
て
い
ま
し
た
。

夜
、お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、「
あ
な

た
は
間
違
え
て
い
る
」と
言
う
。「
な
ぜ

で
す
か
」。「
勉
強
し
ろ
、と
言
っ
た
っ
て
、

子
ど
も
は
勉
強
し
た
い
と
思
い
ま
せ
ん

よ
。ど
う
し
た
ら
勉
強
し
た
く
な
る
で

し
ょ
う
ね
」と
言
う
話
を
、偉
そ
う
に
高

校
１
年
生
が
し
て
い
た
の
で
す
。

　

高
校
の
同
窓
会
で
、「
お
前
、よ
く
授

業
中
に
採
点
し
て
い
た
ね
」と
言
わ
れ

ま
し
た
よ
。一
番
心
配
し
て
い
た
の
は
、

私
の
お
袋
で
す
。こ
の
子
は
問
題
児
だ

と
思
っ
た
の
で
す
。そ
う
で
し
ょ
う
ね
、

高
校
生
が
お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、

偉
そ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

そ
の
頃
、Ａ
・
Ｓ
・
ニ
イ
ル
と
い
う
英

国
の
教
育
者
の
本
を
翻
訳
し
た
先
生

が
、多
摩
美
術
大
学
教
授
の
霜
田
静
志

先
生
。も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、そ
の
先
生
の『
問
題
の
子
、問

題
の
教
師
』と
い
う
本
を
、お
袋
は
読
ん

で
い
た
の
で
す
。そ
の
方
が
東
京
の
西
荻

窪
に
井
荻
児
童
研
究
所
を
開
い
て
い
ま

し
た
。そ
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
で

す
。「
こ
の
子
は
問
題
児
」と
言
う
こ
と

で
、先
生
に
話
を
す
る
お
袋
。先
生
は

「
君
、良
い
こ
と
だ
。頑
張
り
な
さ
い
」

と
、お
袋
を
説
得
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

感
動
し
ま
し
た
ね
。井
荻
児
童
研
究
所

に
、そ
の
場
で
一
番
下
の
会
員
と
し
て
入

会
し
ま
し
た
。高
校
を
卒
業
す
る
と
き

に
児
童
心
理
と
児
童
分
析
の
修
了
証

を
も
ら
っ
た
の
で
す
。高
校
の
卒
業
証

書
よ
り
も
、そ
ち
ら
の
方
が
嬉
し
か
っ

た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、千
葉
に
移
り
、そ
こ
で
も
塾

を
開
き
ま
し
た
。駅
の
近
く
に
土
地
を

買
い
、校
舎
を
建
て
ま
し
た
。一
番
多
い

と
き
で
、１
カ
所
だ
け
で
１
０
０
０
名
の

生
徒
が
い
ま
し
た
。夏
に
な
る
と
、２
月

期
か
ら
入
会
す
る
子
ど
も
の
た
め
に
、

夜
中
の
２
時
ぐ
ら
い
か
ら
親
が
並
ぶ
の

で
す
。

　

私
が
塾
を
や
っ
て
い
た
の
は
、千
葉

県
八
千
代
市
。ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
、他
の
街
で
生

ま
れ
、育
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
は
ふ
る
さ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
き
れ
ば
、も
う

ち
ょ
っ
と
東
京
に
近
い
と
こ
ろ
に
引
っ

越
し
た
い
。千
葉
県
民
で
も
な
い
、意
識

は
千
葉
都
民
で
す
。そ
う
い
う
街
で
し

た
。だ
け
ど
、私
が
教
え
て
い
る
子
ど
も

た
ち
は
、こ
の
街
で
物
心
が
付
い
て
、こ

の
街
が
ふ
る
さ
と
に
な
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
こ
と
を

考
え
ま
し
た
。お
父
さ
ん
は
仕
事
が
忙

し
く
て
、日
曜
日
は
疲
れ
て
お
昼
ま
で

ん
は
話
す
の
で
す
。

　
「
俺
の
仕
事
は
山
の
中
。俺
の
稼
ぎ
は

里
に
下
り
て
の
道
路
工
事
」。そ
の
と

き
、あ
っ
と
思
い
ま
し
た
。仕
事
と
稼
ぎ

が
、少
し
で
も
多
く
重
な
る
仕
事
を
し

た
い
な
と
。今
、幸
せ
な
の
は
、仕
事
と

稼
ぎ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
は
支
店
長
に
な
っ
て
す
ご
く
大

変
だ
と
思
い
ま
す
。会
社
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
る
け
ど
、リ
タ
イ
ア
し
て

か
ら
、社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
、社
会

の
中
で
ど
う
や
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
か
。

そ
の
部
分
を
今
か
ら
持
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
、リ
タ
イ
ア
し
た
後
、す
ぐ
に
ぼ
け

る
と
思
い
ま
す
。

　

八
千
代
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。そ

こ
で
お
話
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
ま

し
た
。「
う
ち
の
主
人
は
、家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
た
ま
ま
外
に
出
よ
う
と
し
な

い
。外
に
出
る
の
は
、昔
の
会
社
の
仲
間

と
会
社
の
本
社
の
近
く
で
の
飲
み
会

に
、月
に
一
度
行
く
ぐ
ら
い
」。出
て
行
か

な
い
主
人
の
た
め
に
、主
婦
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
、「
悪
い
け
ど
集
会
所
で
お

話
を
し
て
く
れ
な
い
」と
言
わ
れ
た
ん

で
す
よ
。喜
ん
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
行
っ

た
ん
で
す
が
、来
て
ほ
し
い
人
は
１
人

も
来
て
い
な
い
。外
に
出
て
い
る
人
ば
か

り
が
来
て
い
た
ん
で
す
。本
当
に
聞
い
て

ほ
し
い
人
は
、そ
の
日
も
家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
て
い
た
。そ
れ
が
現
実
で
す
。

　

塾
で
は
、夏
に
合
宿
を
し
て
い
ま
し

た
。そ
の
合
宿
に
勉
強
道
具
を
持
っ
て

き
た
生
徒
は
、そ
の
場
で
返
し
た
の
で

す
。山
に
行
っ
た
ら
山
の
勉
強
を
す
る

の
だ
か
ら
、勉
強
道
具
を
持
っ
て
き
た

ら
返
す
の
で
す
。グ
ル
ー
プ
ご
と
に
飯
ご

う
で
炊
い
て
の
食
事
。す
る
と
ご
飯
を

炊
け
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。周

り
に
聞
い
て
、ご
飯
炊
き
方
の
問
題
点

に
気
付
く
か
。私
は
何
に
も
教
え
ま
せ

ん
。自
分
た
ち
で
切
り
開
く
の
で
す
。

　

学
校
の
先
生
の
研
修
会
で
は
、「
子
ど

も
た
ち
に
も
の
を
教
え
こ
む
の
が
先
生

の
仕
事
で
は
な
い
。先
生
の
仕
事
は
、子

ど
も
た
ち
の
心
に
火
を
付
け
る
こ
と

だ
。火
が
付
け
ば
、自
分
た
ち
で
興
味

を
持
ち
、自
分
た
ち
で
勉
強
し
て
く
れ

る
。火
を
付
け
る
こ
と
が
教
師
の
役
目
」

と
話
し
て
い
ま
す
。全
部
教
え
込
む
こ

と
で
は
な
く
て
、子
ど
も
た
ち
の
心
に

謎
を
い
っ
ぱ
い
残
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

先
生
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
心
に
火

を
付
け
る
た
め
に
は
、先
生
の
心
に
火

が
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
子
ど
も
の
心

に
火
が
付
き
ま
せ
ん
。火
が
付
い
て
い

な
い
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
よ
ね
。

　

旅
も
そ
う
で
す
。市
や
町
の
観
光
で

も
、業
者
丸
投
げ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

っ
て
い
ま
す
。そ
れ
を
ラ
ッ
ク
に
入
れ
て

お
く
だ
け
。そ
れ
を
も
ら
っ
た
人
が「
こ

こ
に
行
き
た
い
ん
で
す
け
ど
」と
、市
や

町
の
観
光
課
に
電
話
を
す
る
。観
光
課

の
職
員
は
、そ
の
場
所
に
行
っ
た
こ
と

が
な
く
、「
分
か
り
ま
せ
ん
」と
い
う
感

じ
で
す
。旅
を
す
る
人
た
ち
を
ど
れ
だ

け
わ
く
わ
く
さ
せ
る
か
。ど
う
い
う
演

出
を
仕
掛
け
る
か
、そ
れ
が
大
事
で
す
。

自
分
が
い
い
演
出
家
に
な
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。い
い
演
出
家
で
あ
る
た
め
に

は
、自
分
が
わ
く
わ
く
輝
い
て
興
味
を

持
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。自
分
が
書
い
た
本
に
サ
イ
ン
を
求

め
ら
れ
る
と
、「
出
会
い
の
喜
び
、発
見

の
驚
き
を
を
求
め
て
旅
に
出
ま
し
ょ

う
」と
書
き
ま
す
。

黒
船
は
鋼
鉄
製
？ 

木
造
製
？

　

次
は
歴
史
の
話
で
す
。私
は
、月
に
２

回
ほ
ど
福
岡
、博
多
に
来
て
い
ま
す
。７

月
も
来
て
、締
め
込
み
姿
で
参
加
し
て

い
ま
す
。も
う
５
年
ほ
ど
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。き
っ
か
け
は
山
笠
を

見
て
い
た
ら
、「
テ
レ
ビ
で
見
て
い
ま
す

よ
」と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。「
何
し

に
来
た
の
で
す
か
」。「
山
笠
を
見
に
き

た
の
で
す
よ
」と
私
。〝
流
〞の
総
務
の
方

が
、「
だ
っ
た
ら
締
め
込
み
を
用
意
す
る

か
ら
、一
緒
に
参
加
し
な
さ
い
よ
」。そ
れ

か
ら
ず
っ
と
参
加
し
て
い
ま
す
。福
岡
は

歴
史
の
宝
庫
で
す
。本
当
に
こ
こ
に
住
ん

で
何
日
も
回
り
た
い
と
思
う
く
ら
い
で

す
。皆
さ
ん
に
は
、も
う
歴
史
の
試
験
は

あ
り
ま
せ
ん
。好
き
な
よ
う
に
歴
史
に

興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。皆
さ

ん
が
学
校
で
習
っ
た
こ
と
と
、ず
い
ぶ
ん

違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

幕
末
に
黒
船
が
や
っ
て
来
た
。学
校

で
は
ペ
リ
ー
と
習
い
ま
し
た
。江
戸
時

代
の
文
書
に
、ペ
リ
ー
と
書
い
て
い
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。全
部「
ぺ
る
り
」と

書
い
て
い
ま
す
。ぺ
る
り
が
４
艘
の
軍
艦

を
率
い
て
や
っ
て
来
た
。学
校
で
習
っ
た

イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、軍
艦
は
鋼
鉄
製

と
思
う
で
し
ょ
う
。実
際
は
４
艘
と
も

木
造
船
で
す
。そ
の
う
ち
の
２
艘
が
蒸

気
船
で
、２
艘
は
帆
船
で
す
。蒸
気
船
の

う
ち
の
１
艘
は
故
障
し
て
い
て
、曳
航

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。船
が
黒
い
の
は
ピ

ッ
チ
、防
腐
剤
で
す
。黒
い
か
ら
黒
船
で

す
。

　

歴
史
は
、常
に
勝
っ
た
も
の
の
記
録

寝
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。お
父
さ
ん

が
、午
後
に
な
っ
た
ら
お
母
さ
ん
と
一
緒

に
も
っ
と
目
を
い
き
い
き
と
輝
か
せ
る

た
め
に
、何
か
を
し
な
け
れ
ば
と
思
っ

た
の
で
す
。良
い
時
期
だ
っ
た
か
ら
、塾

の
生
徒
が
集
ま
り
、そ
れ
な
り
の
売
り

上
げ
が
あ
っ
た
の
で
す
。校
舎
を
増
築

す
る
と
き
に
、新
し
い
校
舎
の
上
に
１
５

０
人
ぐ
ら
い
入
る
音
楽
ホ
ー
ル
を
造
り

ま
し
た
。そ
こ
で
、日
曜
日
の
午
後
２
時

か
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
１
３
０
０
回
ほ
ど

催
し
ま
し
た
。朝
寝
坊
を
し
て
い
て
も
、

午
後
だ
と
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
一

緒
に
コ
ン
サ
ー
ト
に
来
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
、い
く
ら「
勉
強
し

ろ
」と
言
っ
て
も
、ま
ず
親
が
目
を
輝
か

し
て
、一
生
懸
命
に
素
晴
ら
し
い
後
姿

を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
、

「
お
母
さ
ん
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
き

い
き
輝
か
す
た
め
に
、親
が
目
を
輝
か

し
ま
し
ょ
う
」と
、「
鎌
倉
歴
史
探
歩
」を

始
め
ま
し
た
。鎌
倉
へ
は
１
時
間
半
ほ

ど
で
行
け
ま
す
。こ
れ
が「
探
歩
会
」の

原
点
で
す
。

　

私
の
活
動
は
、子
ど
も
の
視
点
に
立

っ
て
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
か
に
輝
か

せ
る
か
と
い
う
こ
と
。と
同
時
に
、そ
れ

に
は
街
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
、そ
し
て

大
人
た
ち
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

私
の
塾
の
近
く
に
居
酒
屋
が
あ
り
、

そ
こ
に
行
く
と
、「
梶
ち
ゃ
ん
、あ
な
た

の
う
わ
さ
を
し
て
い
た
よ
。あ
そ
こ
の

先
生
は
熱
心
で
い
い
ん
だ
け
ど
ね
、う

ち
の
か
み
さ
ん
を
鎌
倉
に
連
れ
て
行
っ

て
、か
み
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
て
い
る

け
ど
、俺
は
こ
う
や
っ
て
毎
日
朝
か
ら

晩
ま
で
仕
事
し
て
い
る
の
に
」と
愚
痴

を
こ
ぼ
し
て
い
た
の
で
す
。そ
の
当
時
、

歴
史
探
歩
に
参
加
し
て
い
た
の
は
、ほ

と
ん
ど
女
性
で
し
た
。30
年
ほ
ど
前
か

ら
、だ
ん
だ
ん
と
男
性
が
増
え
て
き
た

の
で
す
。

　

男
性
た
ち
は
、も
う
少
し
自
分
の
視

野
を
広
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

す
。私
は
よ
く
医
師
会
か
ら
講
演
を
頼

ま
れ
ま
す
。医
者
と
し
て
の
知
識
は
も

の
す
ご
く
あ
る
の
だ
け
ど
、そ
れ
以
外

の
こ
と
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
か
ら
、

全
然
違
う
世
界
の
話
を
聞
き
た
い
そ
う

で
す
。話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、一
緒
に

京
都
に
行
こ
う
と
な
っ
て
、京
都
を
案

内
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
中
で
、昨
年
12
月
に
、53
年

間
催
し
て
き
た「
ひ
げ
の
梶
さ
ん
歴
史

探
歩
会
」の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。こ
の

探
歩
会
は
５
５
０
０
回
や
り
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、以
前
か
ら
や
っ
て
い
た
テ
ー
マ
の
あ

る
旅
で
す
。東
海
道
は
日
本
橋
か
ら
京

都
の
三
条
大
橋
ま
で
４
９
５
㌔
あ
り
ま

す
。

　

旅
の
日
程
を
決
め
て
、２
年
半
か
け

て
東
海
道
を
少
し
ず
つ
歩
く
の
で
す
。

私
は
一
緒
に
歩
き
ま
せ
ん
。出
発
す
る

と
き
に
、日
本
橋
で「
東
海
道
は
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
す
よ
。こ
ん
な
ふ
う
に
歩
い
て

く
だ
さ
い
」と
説
明
を
す
る
。参
加
者
が

一
番
多
い
と
き
は
６
０
０
人
。１
５
０
人

に
お
話
を
し
て
出
発
す
る
と
、次
の
１

５
０
人
と
、合
計
４
回
し
ゃ
べ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。そ
し
て
、す
ぐ
に
車
に
飛
び

乗
っ
て
次
の
説
明
の
場
所
に
移
動
し
ま

す
。１
回
の
旅
で
３
カ
所
で
説
明
し
て
い

ま
す
。そ
の
人
た
ち
が
２
年
半
か
け
て

東
海
道
を
歩
く
。延
べ
８
万
人
ほ
ど
が

歩
い
て
い
ま
す
。圧
倒
的
に
男
性
陣
が

多
く
な
り
ま
し
た
。

　

１
回
だ
け
健
康
の
た
め
歩
い
て
み
よ

う
と
参
加
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
が
、６

割
ぐ
ら
い
の
人
が
残
っ
て
、次
も
参
加

さ
れ
ま
す
。最
後
ま
で
歩
い
て
、京
都
に

到
着
し
た
人
た
ち
は
、街
道
の
中
に
い

っ
ぱ
い
物
語
や
歴
史
が
あ
り
、そ
れ
に

驚
き
感
動
し
ま
す
。京
都
に
着
い
た
と

き
は
、次
ぎ
は
中
山
道
を
歩
き
た
い
、次

は
ど
こ
を
歩
き
た
い
、歴
史
の
旅
が
し

た
い
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

出
発
す
る
と
き
に
、い
つ
も
話
す
言

葉
が
あ
り
ま
す
。「
街
道
は
歴
史
の
玉
手

箱
。そ
の
玉
手
箱
を
開
け
た
ら
、そ
こ
に

は
い
ろ
ん
な
物
語
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

を
拾
い
上
げ
な
が
ら
、歩
い
て
み
ま
し

ょ
う
。き
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
に
驚
き
が

あ
る
と
思
い
ま
す
」。

「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違
う
ん
だ
」

　

次
に
、仕
事
と
稼
ぎ
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。私
は
大
学
生
の
頃
、調
査
で
よ

く
東
北
に
行
き
ま
し
た
。マ
タ
ギ
の
人

た
ち
と
話
を
し
た
と
き
に
、未
だ
に
忘

れ
ら
れ
な
い
の
が
、「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違

う
ん
だ
」と
い
う
言
葉
。「
ど
う
い
う
こ

と
で
す
か
」と
聞
い
た
ら
、「
俺
の
仕
事

は
、こ
の
山
を
守
る
こ
と
。山
は
神
だ
か

ら
守
っ
て
い
き
た
い
。そ
の
中
で
恵
み
を

い
た
だ
い
て
、自
分
は
木
を
使
わ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
。山
に
生
き
る
命
を
い
た

だ
い
て
い
る
。で
も
な
、そ
れ
で
は
家
族

が
食
っ
て
い
け
な
い
。だ
か
ら
俺
は
、月

の
う
ち
10
日
ほ
ど
は
、里
に
下
り
て
道

路
工
事
を
し
た
り
、日
当
を
稼
げ
る
仕

事
を
し
て
い
る
」。マ
タ
ギ
の
お
じ
い
さ

と
。仕
事
と
旅
と
い
う
の
は
、あ
る
意

味
、重
な
り
あ
う
の
で
は
な
い
か
。そ
れ

は
物
事
の
歴
史
や
成
り
立
ち
を
学
ぶ
、

仕
事
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。い

ろ
ん
な
も
の
の
成
り
立
ち
を
学
ん
で
い

く
。そ
れ
と
同
時
に
、ど
う
対
処
し
て
い

く
か
。自
分
の
生
活
、自
分
の
生
き
ざ
ま

と
合
わ
せ
て
見
詰
め
直
し
て
い
く
。そ

の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
仕

事
で
あ
り
、旅
で
は
な
い
の
か
。だ
か

ら
、旅
は
仕
事
で
は
な
い
か
。仕
事
は
旅

で
は
な
い
の
か
。そ
こ
で
自
分
に
気
付

く
。現
場
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か

り
ま
せ
ん
。

　

久
留
米
市
の
高
良
大
社
に
行
か
れ
た

と
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。高
良
大
社
は

最
後
に
階
段
が
あ
り
ま
す
。私
は
、高
良

大
社
を
案
内
す
る
と
き
は
、「
皆
さ
ん
、

絶
対
に
私
が
い
い
と
言
う
ま
で
、後
ろ

を
振
り
向
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。後

ろ
を
振
り
向
い
た
ら
、幸
せ
が
逃
げ
て

い
き
ま
す
よ
」。そ
し
て
、全
部
上
が
り

切
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
は
い
、後
ろ
を
向
い

て
く
だ
さ
い
」と
言
い
ま
す
。振
り
向
く

と
、一
面
に
広
が
る
平
野
が
見
渡
せ
ま

す
。

　

磐
井
の
乱
で
は
な
い
け
ど
、古
代
、こ

こ
に
は
大
和
が
び
く
び
く
す
る
よ
う

な
、大
和
が
絶
対
に
九
州
を
押
さ
え
た

い
と
思
う
く
ら
い
大
き
な
勢
力
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。筑
後
平
野
は
穀
倉
地

帯
。そ
こ
を
攻
め
よ
う
と
し
て
、磐
井
の

乱
が
起
こ
っ
た
で
し
ょ
う
。ぜ
ひ
、八
女

市
の
岩
戸
山
古
墳
に
も
行
っ
て
く
だ
さ

い
。歴
史
学
者
の
人
か
ら
怒
ら
れ
ま
す

け
ど
、私
は
邪
馬
台
国
は
高
良
山
の
麓

辺
り
に
あ
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

現
場
に
行
っ
て
み
る
と
、納
得
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
地
形
だ
っ
た

ら
、そ
う
だ
と
見
え
て
き
ま
す
。現
場
に

行
く
こ
と
で
、活
字
で
見
て
い
る
こ
と

と
は
全
然
違
う
ス
ケ
ー
ル
が
広
が
り
ま

す
。歴
史
や
物
語
の
成
り
立
ち
を
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
の
生
き
方
、自
身

の
生
活
、自
身
の
仕
事
の
面
で
生
き
て

く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。旅
は
楽
し
く

て
、人
生
も
楽
し
く
な
る
。そ
ん
な
ふ
う

に
旅
を
捉
え
て
い
き
た
い
、と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

は
明
智
光
秀
。光
秀
を
テ
ー
マ
に
し
た

歴
史
旅
の
ご
依
頼
を
す
で
に
受
け
て
い

ま
す
が
、役
者
さ
ん
が
着
た
衣
装
な
ど

を
展
示
し
て
い
る
大
河
ド
ラ
マ
館
な
ど

に
は
行
き
ま
せ
ん
。そ
う
で
は
な
く
て
、

何
も
無
い
場
所
で
そ
の
当
時
の
様
子
を

思
い
浮
か
べ
る
。何
に
も
な
い
所
に
、そ

こ
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
歩
き
回
る

姿
が
見
え
て
く
る
。「
そ
れ
が
見
え
て
き

た
と
き
に
、本
当
の
歴
史
旅
の
面
白
さ

が
あ
る
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

街
道
歩
き
の
出
発
の
と
き
に
言
う
の

が「
皆
さ
ん
、今
日
か
ら
２
年
半
か
け
て

歩
く
ん
で
す
け
ど
、当
時
の
様
子
を
思

い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
く
だ

さ
い
。時
代
劇
の
水
戸
黄
門
を
見
て
い

る
と
、街
道
を
歩
い
て
い
る
場
面
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。街
道
を
こ
ん
な
ふ
う
に

歩
い
て
い
た
ん
だ
な
。そ
ん
な
こ
と
を

想
像
し
な
が
ら
、当
時
の
様
子
を
思
い

浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」。そ

う
す
る
と
、今
は
住
宅
地
だ
か
、当
時

は
田
ん
ぼ
だ
っ
た
と
思
い
浮
か
べ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。意
識
し
て
普
段

か
ら
考
え
て
い
く
と
、ち
ょ
っ
と
し
た
旅

が
全
然
違
っ
て
く
る
の
で
す
。学
校
で
教

わ
っ
た
こ
と
と
違
う
こ
と
を
見
つ
け
出

す
の
も
面
白
い
の
で
す
。

　

九
州
は
歴
史
の
宝
庫
で
す
。こ
の
前
、

太
宰
府
の
旅
を
や
り
ま
し
た
。太
宰
府

天
満
宮
に
は
行
か
な
い
太
宰
府
！
で

す
。西
鉄
太
宰
府
駅
か
ら
、太
宰
府
小

学
校
へ
。校
舎
の
横
に
立
つ
平
清
盛
の
息

子
の
平
重
盛
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
水
城
ま
で
歩
き
ま
し
た
。最

後
が
水
城
。資
料
館
で
は
な
く
、水
城

が
見
渡
せ
る
場
所
へ
。那
珂
川
の
上
流

の
方
に
あ
る
大
宰
府
政
庁
を
守
っ
た
の

で
す
。そ
う
い
う
視
点
の
旅
を
や
り
ま

し
た
。

　

ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
皆
さ
ん
と
一

緒
に
歩
き
た
い
。そ
ん
な
気
持
ち
で
、私

は
博
多
に
来
て
い
ま
す
。福
岡
市
内
に

も
、ち
ょ
っ
と
歩
く
だ
け
で
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ち
ょ
っ
と
だ
け
視

点
を
変
え
る
。そ
れ
が
仕
事
と
旅
、あ
る

意
味
で
自
分
の
再
活
性
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
考
え
て
い
た
だ
く
。出
会
い
の
喜

び
、発
見
の
驚
き
を
求
め
て
、ど
う
か
ど

き
ど
き
し
て
く
だ
さ
い
。

で
す
。だ
か
ら
負
け
た
方
の
記
録
は
抹

殺
さ
れ
て
い
き
ま
す
。で
も
、負
け
た
者

の
、非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
者
の
叫
び

も
、旅
を
し
て
い
ま
す
と
、村
に
伝
わ
る

物
語
の
断
片
に
、祭
唄
の
一
節
に
感
じ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
る
と
、へ
え
っ

と
い
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す
。

外
国
船
は
黒
船
で
す
。秀
吉
が
バ
テ
レ

ン
追
放
令
を
出
し
た
と
き
に
、黒
船
は

商
売
で
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、こ
れ
か

ら
も
商
売
で
わ
れ
わ
れ
も
儲
け
た
い
。バ

テ
レ
ン
、宣
教
師
は
追
放
す
る
け
れ
ど

も
、黒
船
は
来
て
商
売
を
す
る
の
だ
っ

た
ら
い
い
ぞ
と
言
っ
て
い
る
。こ
れ
は「
バ

テ
レ
ン
追
放
令
」の
中
に
出
て
き
ま
す
。

黒
船
は
外
国
船
を
示
す
言
葉
な
の
で

す
。

　

ぺ
る
り
が
来
た
と
き
は
、て
ん
て
こ

舞
い
し
ま
し
た
。そ
の
と
き
の
老
中
は
、

阿
部
正
弘
。広
島
の
福
山
の
お
殿
様
で

す
。福
山
で
は
阿
部
正
弘
の
こ
と
を
、あ

ま
り
良
く
言
い
ま
せ
ん
。な
ぜ
か
。老
中

は
金
が
か
か
る
の
で
、年
貢
が
き
つ
か
っ

た
ん
で
す
。だ
け
ど
、日
本
の
将
来
に
つ

い
て
先
見
の
明
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。ぜ

ひ
幕
末
史
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

阿
部
正
弘
と
幕
府
側
の
人
物
の
小
栗

上
野
介
。小
栗
上
野
介
は
幕
府
の
お
金

を
隠
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、興

味
本
位
の
テ
レ
ビ
番
組
が
よ
く
あ
り
ま

す
が
、彼
は
も
の
す
ご
く
優
秀
な
役
割

を
し
て
い
ま
し
た

　

勝
海
舟
が
好
き
な
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、勝
海
舟
は
米
国
に

行
っ
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。小
栗
上
野
介
た
ち
が
行
き
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
て
帰
っ

て
き
ま
す
。そ
し
て
横
須
賀
に
造
船
所

を
造
る
の
で
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ホ
テ
ル

を
見
て
、築
地
に
ホ
テ
ル
を
造
る
の
で

す
。そ
の
と
き
に
初
め
て
、株
式
会
社
を

作
り
ま
し
た
。最
初
の
株
式
会
社
は
、坂

本
龍
馬
の
亀
山
社
中
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
初
は
小
栗
上
野
介
で
す
。そ
の
ホ

テ
ル
を
造
っ
た
の
が
、今
の
清
水
建
設
で

す
。

　

黒
船
が
来
た
と
き
に
、阿
部
正
弘
は

各
藩
に
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。初
め
て

幕
府
が
各
藩
に
意
見
を
聞
い
た
の
で

す
。54
の
藩
の
う
ち
、開
国
賛
成
16
藩
、

回
答
な
し
４
藩
、攘
夷
34
藩
で
す
。阿
部

正
弘
は
、江
戸
の
町
民
た
ち
に
も
意
見

を
聞
い
た
の
で
す
。い
ろ
ん
な
意
見
の
中

で
、私
が
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
材

木
問
屋
の
中
村
屋
源
八
が「
海
岸
に
太

い
杭
を
い
っ
ぱ
い
打
っ
て
、船
が
入
っ
て

こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。そ
し

て
板
を
張
っ
て
大
砲
を
置
い
て
、打
ち

込
み
ま
し
ょ
う
」と
言
っ
て
い
ま
す
。も

っ
と
傑
作
な
の
は
、吉
原
の
遊
女
屋
の

藤
吉
の
案
で
す
。「
遊
女
を
船
に
乗
せ
て

黒
船
の
所
に
行
き
、酒
を
飲
ま
せ
て
外

国
人
を
酔
っ
ぱ
ら
わ
せ
る
。寝
込
ん
だ

と
こ
ろ
で
、火
を
付
け
て
船
を
爆
発
さ

せ
る
」。こ
う
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

平
賀
源
内
の
エ
レ
キ
テ
ル
。皆
さ
ん

は
、平
賀
源
内
が
エ
レ
キ
テ
ル
を
発
明

し
た
と
学
校
で
習
っ
た
で
し
ょ
う
。実

際
は
発
明
し
て
い
ま
せ
ん
。長
崎
の
古

道
具
屋
で
買
っ
て
き
た
も
の
を
修
理
し

た
だ
け
で
す
。杉
田
玄
白
が「
蘭
学
事

始
」に「
平
賀
源
内
が
長
崎
で
エ
レ
キ
テ

ル
を
購
入
し
て
こ
れ
を
修
理
し
た
」と

書
い
て
い
ま
す
。ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
る

の
に
、学
校
で
は「
平
賀
源
内
が
エ
レ
キ

テ
ル
を
発
明
し
た
」と
習
う
。

　

源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
と
い

う
１
１
９
２
年
。こ
れ
は
変
わ
っ
て
き
て

い
て
、最
近
は
１
１
８
５
年
が
主
流
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。私
は
、鎌
倉
幕
府
も
無

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。江
戸
幕
府
を

開
い
て
、全
国
を
支
配
し
た
幕
府
体
制
。

室
町
も
そ
う
い
う
体
制
が
あ
り
ま
し

た
。と
こ
ろ
が
源
頼
朝
の
と
き
は
、全
国

の
人
た
ち
を
支
配
し
て
い
く
と
い
う
幕

府
体
制
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。鎌
倉
幕

府
と
い
う
の
は
、お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
。そ
の
う
ち
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

古
墳
も
変
っ
て
き
て
い
ま
す
。世
界
最

大
の
仁
徳
天
皇
陵
も
、今
は
大
仙
古

墳
。堺
に
行
け
ば
仁
徳
天
皇
陵
と
書
い

て
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。こ
れ
も
幕
末
か

ら
明
治
に
な
っ
て
い
く
と
き
に
、天
皇
陵

が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
い
な
い
の
は
お

か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、天
皇
陵
を
ど
ん

ど
ん
決
め
て
い
っ
た
わ
け
で
、相
当
数
が

分
か
ら
な
い
の
で
す
。だ
か
ら
、古
代
史

は
面
白
い
。

出
会
い
の
喜
び
、発
見
の
驚
き

　

古
代
史
の
宝
庫
に
な
っ
て
い
る
の
は

福
岡
で
す
。筥
崎
宮
の
放
生
会
は
９
月

12
日
か
ら
18
日
ま
で
。有
名
な「
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
」は
ど
こ
で
作
っ
た
の
か
。長
崎
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。福
岡
の
中
洲
で
作
ら

れ
た
の
で
す
。中
洲
に
あ
る
大
洋
映
画

劇
場
。そ
の
劇
場
の
道
路
の
向
か
い
側

に
、今
で
い
う
理
化
学
研
究
所
、福
岡
藩

精
錬
所
が
あ
り
ま
し
た
。ビ
ル
の
間
に
、

細
い
御
影
石
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
福

岡
藩
精
錬
所
跡
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、ガ
ラ
ス
製
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
が

生
ま
れ
た
の
で
す
。そ
こ
か
ら
海
の
方
へ

向
か
っ
て
い
け
ば
、市
川
海
老
蔵
が
歌

舞
伎
を
や
っ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

糸
島
は
、魏
志
倭
人
伝
に
出
て
く
る

伊
都
国
で
す
。糸
島
か
ら
姫
島
に
渡
る

と
、姫
島
に
は
不
思
議
な
神
様
が
い
ま

す
。糸
島
に
は
怡
土
城
が
あ
り
ま
す
。歴

史
が
好
き
な
方
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、吉
備
真
備
が
城
を
造
っ
た
ん

で
す
よ
。

　

私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、視
点
を

変
え
て
旅
に
出
て
み
よ
う
と
い
う
こ

　古代から大陸と交流があった九州・福岡。魏志倭人伝に記
されている伊都国や、6世紀前半に起こった筑紫君である磐
井の乱などの歴史の宝庫です。さらに、全国的に知られてい
る博多祇園山笠などの祭りがあります。
　西日本支店長会8月例会の講師は、歴史と柿の町 大和五
條市観光戦略アドバイザーでねぷたとよされとりんごの町 
津軽・黒石市観光大使の梶本晃司氏。演題は「夢仕事人であ
りたい! その原点」。中学生のときに始めた塾で、子どもが輝
くには親が輝くことが必要と分かり、そのために始めた「歴
史探歩会」。そして、仕事と稼ぎ、学校で習う歴史の間違いな
どについて話しました。当日の講演を要約して紹介します。

（講演日：2019年8月8日）

夢仕事人でありたい!
その原点

歴史と柿の町 大和五條市観光戦略アドバイザー
ねぷたとよされとりんごの町 津軽・黒石市観光大使

梶本 晃司氏
かじ もと こう じ

参加者に街道についての説明をする「ひげの梶さん」
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今
の
仕
事
の
原
点
は
中
３
の
塾

　

私
は
中
学
３
年
生
で
学
習
塾
を
開

き
ま
し
た
。中
３
の
12
月
で
生
徒
が
３

人
い
て
、高
校
１
年
の
夏
に
は
50
名
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。学
校
の
帰
り
に
学

ラ
ン
を
脱
い
で
塾
で
教
え
て
い
ま
し
た
。

夜
、お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、「
あ
な

た
は
間
違
え
て
い
る
」と
言
う
。「
な
ぜ

で
す
か
」。「
勉
強
し
ろ
、と
言
っ
た
っ
て
、

子
ど
も
は
勉
強
し
た
い
と
思
い
ま
せ
ん

よ
。ど
う
し
た
ら
勉
強
し
た
く
な
る
で

し
ょ
う
ね
」と
言
う
話
を
、偉
そ
う
に
高

校
１
年
生
が
し
て
い
た
の
で
す
。

　

高
校
の
同
窓
会
で
、「
お
前
、よ
く
授

業
中
に
採
点
し
て
い
た
ね
」と
言
わ
れ

ま
し
た
よ
。一
番
心
配
し
て
い
た
の
は
、

私
の
お
袋
で
す
。こ
の
子
は
問
題
児
だ

と
思
っ
た
の
で
す
。そ
う
で
し
ょ
う
ね
、

高
校
生
が
お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、

偉
そ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

そ
の
頃
、Ａ
・
Ｓ
・
ニ
イ
ル
と
い
う
英

国
の
教
育
者
の
本
を
翻
訳
し
た
先
生

が
、多
摩
美
術
大
学
教
授
の
霜
田
静
志

先
生
。も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、そ
の
先
生
の『
問
題
の
子
、問

題
の
教
師
』と
い
う
本
を
、お
袋
は
読
ん

で
い
た
の
で
す
。そ
の
方
が
東
京
の
西
荻

窪
に
井
荻
児
童
研
究
所
を
開
い
て
い
ま

し
た
。そ
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
で

す
。「
こ
の
子
は
問
題
児
」と
言
う
こ
と

で
、先
生
に
話
を
す
る
お
袋
。先
生
は

「
君
、良
い
こ
と
だ
。頑
張
り
な
さ
い
」

と
、お
袋
を
説
得
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

感
動
し
ま
し
た
ね
。井
荻
児
童
研
究
所

に
、そ
の
場
で
一
番
下
の
会
員
と
し
て
入

会
し
ま
し
た
。高
校
を
卒
業
す
る
と
き

に
児
童
心
理
と
児
童
分
析
の
修
了
証

を
も
ら
っ
た
の
で
す
。高
校
の
卒
業
証

書
よ
り
も
、そ
ち
ら
の
方
が
嬉
し
か
っ

た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、千
葉
に
移
り
、そ
こ
で
も
塾

を
開
き
ま
し
た
。駅
の
近
く
に
土
地
を

買
い
、校
舎
を
建
て
ま
し
た
。一
番
多
い

と
き
で
、１
カ
所
だ
け
で
１
０
０
０
名
の

生
徒
が
い
ま
し
た
。夏
に
な
る
と
、２
月

期
か
ら
入
会
す
る
子
ど
も
の
た
め
に
、

夜
中
の
２
時
ぐ
ら
い
か
ら
親
が
並
ぶ
の

で
す
。

　

私
が
塾
を
や
っ
て
い
た
の
は
、千
葉

県
八
千
代
市
。ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
、他
の
街
で
生

ま
れ
、育
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
は
ふ
る
さ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
き
れ
ば
、も
う

ち
ょ
っ
と
東
京
に
近
い
と
こ
ろ
に
引
っ

越
し
た
い
。千
葉
県
民
で
も
な
い
、意
識

は
千
葉
都
民
で
す
。そ
う
い
う
街
で
し

た
。だ
け
ど
、私
が
教
え
て
い
る
子
ど
も

た
ち
は
、こ
の
街
で
物
心
が
付
い
て
、こ

の
街
が
ふ
る
さ
と
に
な
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
こ
と
を

考
え
ま
し
た
。お
父
さ
ん
は
仕
事
が
忙

し
く
て
、日
曜
日
は
疲
れ
て
お
昼
ま
で

ん
は
話
す
の
で
す
。

　
「
俺
の
仕
事
は
山
の
中
。俺
の
稼
ぎ
は

里
に
下
り
て
の
道
路
工
事
」。そ
の
と

き
、あ
っ
と
思
い
ま
し
た
。仕
事
と
稼
ぎ

が
、少
し
で
も
多
く
重
な
る
仕
事
を
し

た
い
な
と
。今
、幸
せ
な
の
は
、仕
事
と

稼
ぎ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
は
支
店
長
に
な
っ
て
す
ご
く
大

変
だ
と
思
い
ま
す
。会
社
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
る
け
ど
、リ
タ
イ
ア
し
て

か
ら
、社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
、社
会

の
中
で
ど
う
や
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
か
。

そ
の
部
分
を
今
か
ら
持
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
、リ
タ
イ
ア
し
た
後
、す
ぐ
に
ぼ
け

る
と
思
い
ま
す
。

　

八
千
代
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。そ

こ
で
お
話
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
ま

し
た
。「
う
ち
の
主
人
は
、家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
た
ま
ま
外
に
出
よ
う
と
し
な

い
。外
に
出
る
の
は
、昔
の
会
社
の
仲
間

と
会
社
の
本
社
の
近
く
で
の
飲
み
会

に
、月
に
一
度
行
く
ぐ
ら
い
」。出
て
行
か

な
い
主
人
の
た
め
に
、主
婦
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
、「
悪
い
け
ど
集
会
所
で
お

話
を
し
て
く
れ
な
い
」と
言
わ
れ
た
ん

で
す
よ
。喜
ん
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
行
っ

た
ん
で
す
が
、来
て
ほ
し
い
人
は
１
人

も
来
て
い
な
い
。外
に
出
て
い
る
人
ば
か

り
が
来
て
い
た
ん
で
す
。本
当
に
聞
い
て

ほ
し
い
人
は
、そ
の
日
も
家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
て
い
た
。そ
れ
が
現
実
で
す
。

　

塾
で
は
、夏
に
合
宿
を
し
て
い
ま
し

た
。そ
の
合
宿
に
勉
強
道
具
を
持
っ
て

き
た
生
徒
は
、そ
の
場
で
返
し
た
の
で

す
。山
に
行
っ
た
ら
山
の
勉
強
を
す
る

の
だ
か
ら
、勉
強
道
具
を
持
っ
て
き
た

ら
返
す
の
で
す
。グ
ル
ー
プ
ご
と
に
飯
ご

う
で
炊
い
て
の
食
事
。す
る
と
ご
飯
を

炊
け
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。周

り
に
聞
い
て
、ご
飯
炊
き
方
の
問
題
点

に
気
付
く
か
。私
は
何
に
も
教
え
ま
せ

ん
。自
分
た
ち
で
切
り
開
く
の
で
す
。

　

学
校
の
先
生
の
研
修
会
で
は
、「
子
ど

も
た
ち
に
も
の
を
教
え
こ
む
の
が
先
生

の
仕
事
で
は
な
い
。先
生
の
仕
事
は
、子

ど
も
た
ち
の
心
に
火
を
付
け
る
こ
と

だ
。火
が
付
け
ば
、自
分
た
ち
で
興
味

を
持
ち
、自
分
た
ち
で
勉
強
し
て
く
れ

る
。火
を
付
け
る
こ
と
が
教
師
の
役
目
」

と
話
し
て
い
ま
す
。全
部
教
え
込
む
こ

と
で
は
な
く
て
、子
ど
も
た
ち
の
心
に

謎
を
い
っ
ぱ
い
残
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

先
生
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
心
に
火

を
付
け
る
た
め
に
は
、先
生
の
心
に
火

が
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
子
ど
も
の
心

に
火
が
付
き
ま
せ
ん
。火
が
付
い
て
い

な
い
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
よ
ね
。

　

旅
も
そ
う
で
す
。市
や
町
の
観
光
で

も
、業
者
丸
投
げ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

っ
て
い
ま
す
。そ
れ
を
ラ
ッ
ク
に
入
れ
て

お
く
だ
け
。そ
れ
を
も
ら
っ
た
人
が「
こ

こ
に
行
き
た
い
ん
で
す
け
ど
」と
、市
や

町
の
観
光
課
に
電
話
を
す
る
。観
光
課

の
職
員
は
、そ
の
場
所
に
行
っ
た
こ
と

が
な
く
、「
分
か
り
ま
せ
ん
」と
い
う
感

じ
で
す
。旅
を
す
る
人
た
ち
を
ど
れ
だ

け
わ
く
わ
く
さ
せ
る
か
。ど
う
い
う
演

出
を
仕
掛
け
る
か
、そ
れ
が
大
事
で
す
。

自
分
が
い
い
演
出
家
に
な
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。い
い
演
出
家
で
あ
る
た
め
に

は
、自
分
が
わ
く
わ
く
輝
い
て
興
味
を

持
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。自
分
が
書
い
た
本
に
サ
イ
ン
を
求

め
ら
れ
る
と
、「
出
会
い
の
喜
び
、発
見

の
驚
き
を
を
求
め
て
旅
に
出
ま
し
ょ

う
」と
書
き
ま
す
。

黒
船
は
鋼
鉄
製
？ 

木
造
製
？

　

次
は
歴
史
の
話
で
す
。私
は
、月
に
２

回
ほ
ど
福
岡
、博
多
に
来
て
い
ま
す
。７

月
も
来
て
、締
め
込
み
姿
で
参
加
し
て

い
ま
す
。も
う
５
年
ほ
ど
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。き
っ
か
け
は
山
笠
を

見
て
い
た
ら
、「
テ
レ
ビ
で
見
て
い
ま
す

よ
」と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。「
何
し

に
来
た
の
で
す
か
」。「
山
笠
を
見
に
き

た
の
で
す
よ
」と
私
。〝
流
〞の
総
務
の
方

が
、「
だ
っ
た
ら
締
め
込
み
を
用
意
す
る

か
ら
、一
緒
に
参
加
し
な
さ
い
よ
」。そ
れ

か
ら
ず
っ
と
参
加
し
て
い
ま
す
。福
岡
は

歴
史
の
宝
庫
で
す
。本
当
に
こ
こ
に
住
ん

で
何
日
も
回
り
た
い
と
思
う
く
ら
い
で

す
。皆
さ
ん
に
は
、も
う
歴
史
の
試
験
は

あ
り
ま
せ
ん
。好
き
な
よ
う
に
歴
史
に

興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。皆
さ

ん
が
学
校
で
習
っ
た
こ
と
と
、ず
い
ぶ
ん

違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

幕
末
に
黒
船
が
や
っ
て
来
た
。学
校

で
は
ペ
リ
ー
と
習
い
ま
し
た
。江
戸
時

代
の
文
書
に
、ペ
リ
ー
と
書
い
て
い
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。全
部「
ぺ
る
り
」と

書
い
て
い
ま
す
。ぺ
る
り
が
４
艘
の
軍
艦

を
率
い
て
や
っ
て
来
た
。学
校
で
習
っ
た

イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、軍
艦
は
鋼
鉄
製

と
思
う
で
し
ょ
う
。実
際
は
４
艘
と
も

木
造
船
で
す
。そ
の
う
ち
の
２
艘
が
蒸

気
船
で
、２
艘
は
帆
船
で
す
。蒸
気
船
の

う
ち
の
１
艘
は
故
障
し
て
い
て
、曳
航

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。船
が
黒
い
の
は
ピ

ッ
チ
、防
腐
剤
で
す
。黒
い
か
ら
黒
船
で

す
。

　

歴
史
は
、常
に
勝
っ
た
も
の
の
記
録

寝
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。お
父
さ
ん

が
、午
後
に
な
っ
た
ら
お
母
さ
ん
と
一
緒

に
も
っ
と
目
を
い
き
い
き
と
輝
か
せ
る

た
め
に
、何
か
を
し
な
け
れ
ば
と
思
っ

た
の
で
す
。良
い
時
期
だ
っ
た
か
ら
、塾

の
生
徒
が
集
ま
り
、そ
れ
な
り
の
売
り

上
げ
が
あ
っ
た
の
で
す
。校
舎
を
増
築

す
る
と
き
に
、新
し
い
校
舎
の
上
に
１
５

０
人
ぐ
ら
い
入
る
音
楽
ホ
ー
ル
を
造
り

ま
し
た
。そ
こ
で
、日
曜
日
の
午
後
２
時

か
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
１
３
０
０
回
ほ
ど

催
し
ま
し
た
。朝
寝
坊
を
し
て
い
て
も
、

午
後
だ
と
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
一

緒
に
コ
ン
サ
ー
ト
に
来
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
、い
く
ら「
勉
強
し

ろ
」と
言
っ
て
も
、ま
ず
親
が
目
を
輝
か

し
て
、一
生
懸
命
に
素
晴
ら
し
い
後
姿

を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
、

「
お
母
さ
ん
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
き

い
き
輝
か
す
た
め
に
、親
が
目
を
輝
か

し
ま
し
ょ
う
」と
、「
鎌
倉
歴
史
探
歩
」を

始
め
ま
し
た
。鎌
倉
へ
は
１
時
間
半
ほ

ど
で
行
け
ま
す
。こ
れ
が「
探
歩
会
」の

原
点
で
す
。

　

私
の
活
動
は
、子
ど
も
の
視
点
に
立

っ
て
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
か
に
輝
か

せ
る
か
と
い
う
こ
と
。と
同
時
に
、そ
れ

に
は
街
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
、そ
し
て

大
人
た
ち
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

私
の
塾
の
近
く
に
居
酒
屋
が
あ
り
、

そ
こ
に
行
く
と
、「
梶
ち
ゃ
ん
、あ
な
た

の
う
わ
さ
を
し
て
い
た
よ
。あ
そ
こ
の

先
生
は
熱
心
で
い
い
ん
だ
け
ど
ね
、う

ち
の
か
み
さ
ん
を
鎌
倉
に
連
れ
て
行
っ

て
、か
み
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
て
い
る

け
ど
、俺
は
こ
う
や
っ
て
毎
日
朝
か
ら

晩
ま
で
仕
事
し
て
い
る
の
に
」と
愚
痴

を
こ
ぼ
し
て
い
た
の
で
す
。そ
の
当
時
、

歴
史
探
歩
に
参
加
し
て
い
た
の
は
、ほ

と
ん
ど
女
性
で
し
た
。30
年
ほ
ど
前
か

ら
、だ
ん
だ
ん
と
男
性
が
増
え
て
き
た

の
で
す
。

　

男
性
た
ち
は
、も
う
少
し
自
分
の
視

野
を
広
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

す
。私
は
よ
く
医
師
会
か
ら
講
演
を
頼

ま
れ
ま
す
。医
者
と
し
て
の
知
識
は
も

の
す
ご
く
あ
る
の
だ
け
ど
、そ
れ
以
外

の
こ
と
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
か
ら
、

全
然
違
う
世
界
の
話
を
聞
き
た
い
そ
う

で
す
。話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、一
緒
に

京
都
に
行
こ
う
と
な
っ
て
、京
都
を
案

内
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
中
で
、昨
年
12
月
に
、53
年

間
催
し
て
き
た「
ひ
げ
の
梶
さ
ん
歴
史

探
歩
会
」の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。こ
の

探
歩
会
は
５
５
０
０
回
や
り
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、以
前
か
ら
や
っ
て
い
た
テ
ー
マ
の
あ

る
旅
で
す
。東
海
道
は
日
本
橋
か
ら
京

都
の
三
条
大
橋
ま
で
４
９
５
㌔
あ
り
ま

す
。

　

旅
の
日
程
を
決
め
て
、２
年
半
か
け

て
東
海
道
を
少
し
ず
つ
歩
く
の
で
す
。

私
は
一
緒
に
歩
き
ま
せ
ん
。出
発
す
る

と
き
に
、日
本
橋
で「
東
海
道
は
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
す
よ
。こ
ん
な
ふ
う
に
歩
い
て

く
だ
さ
い
」と
説
明
を
す
る
。参
加
者
が

一
番
多
い
と
き
は
６
０
０
人
。１
５
０
人

に
お
話
を
し
て
出
発
す
る
と
、次
の
１

５
０
人
と
、合
計
４
回
し
ゃ
べ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。そ
し
て
、す
ぐ
に
車
に
飛
び

乗
っ
て
次
の
説
明
の
場
所
に
移
動
し
ま

す
。１
回
の
旅
で
３
カ
所
で
説
明
し
て
い

ま
す
。そ
の
人
た
ち
が
２
年
半
か
け
て

東
海
道
を
歩
く
。延
べ
８
万
人
ほ
ど
が

歩
い
て
い
ま
す
。圧
倒
的
に
男
性
陣
が

多
く
な
り
ま
し
た
。

　

１
回
だ
け
健
康
の
た
め
歩
い
て
み
よ

う
と
参
加
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
が
、６

割
ぐ
ら
い
の
人
が
残
っ
て
、次
も
参
加

さ
れ
ま
す
。最
後
ま
で
歩
い
て
、京
都
に

到
着
し
た
人
た
ち
は
、街
道
の
中
に
い

っ
ぱ
い
物
語
や
歴
史
が
あ
り
、そ
れ
に

驚
き
感
動
し
ま
す
。京
都
に
着
い
た
と

き
は
、次
ぎ
は
中
山
道
を
歩
き
た
い
、次

は
ど
こ
を
歩
き
た
い
、歴
史
の
旅
が
し

た
い
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

出
発
す
る
と
き
に
、い
つ
も
話
す
言

葉
が
あ
り
ま
す
。「
街
道
は
歴
史
の
玉
手

箱
。そ
の
玉
手
箱
を
開
け
た
ら
、そ
こ
に

は
い
ろ
ん
な
物
語
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

を
拾
い
上
げ
な
が
ら
、歩
い
て
み
ま
し

ょ
う
。き
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
に
驚
き
が

あ
る
と
思
い
ま
す
」。

「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違
う
ん
だ
」

　

次
に
、仕
事
と
稼
ぎ
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。私
は
大
学
生
の
頃
、調
査
で
よ

く
東
北
に
行
き
ま
し
た
。マ
タ
ギ
の
人

た
ち
と
話
を
し
た
と
き
に
、未
だ
に
忘

れ
ら
れ
な
い
の
が
、「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違

う
ん
だ
」と
い
う
言
葉
。「
ど
う
い
う
こ

と
で
す
か
」と
聞
い
た
ら
、「
俺
の
仕
事

は
、こ
の
山
を
守
る
こ
と
。山
は
神
だ
か

ら
守
っ
て
い
き
た
い
。そ
の
中
で
恵
み
を

い
た
だ
い
て
、自
分
は
木
を
使
わ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
。山
に
生
き
る
命
を
い
た

だ
い
て
い
る
。で
も
な
、そ
れ
で
は
家
族

が
食
っ
て
い
け
な
い
。だ
か
ら
俺
は
、月

の
う
ち
10
日
ほ
ど
は
、里
に
下
り
て
道

路
工
事
を
し
た
り
、日
当
を
稼
げ
る
仕

事
を
し
て
い
る
」。マ
タ
ギ
の
お
じ
い
さ

と
。仕
事
と
旅
と
い
う
の
は
、あ
る
意

味
、重
な
り
あ
う
の
で
は
な
い
か
。そ
れ

は
物
事
の
歴
史
や
成
り
立
ち
を
学
ぶ
、

仕
事
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。い

ろ
ん
な
も
の
の
成
り
立
ち
を
学
ん
で
い

く
。そ
れ
と
同
時
に
、ど
う
対
処
し
て
い

く
か
。自
分
の
生
活
、自
分
の
生
き
ざ
ま

と
合
わ
せ
て
見
詰
め
直
し
て
い
く
。そ

の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
仕

事
で
あ
り
、旅
で
は
な
い
の
か
。だ
か

ら
、旅
は
仕
事
で
は
な
い
か
。仕
事
は
旅

で
は
な
い
の
か
。そ
こ
で
自
分
に
気
付

く
。現
場
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か

り
ま
せ
ん
。

　

久
留
米
市
の
高
良
大
社
に
行
か
れ
た

と
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。高
良
大
社
は

最
後
に
階
段
が
あ
り
ま
す
。私
は
、高
良

大
社
を
案
内
す
る
と
き
は
、「
皆
さ
ん
、

絶
対
に
私
が
い
い
と
言
う
ま
で
、後
ろ

を
振
り
向
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。後

ろ
を
振
り
向
い
た
ら
、幸
せ
が
逃
げ
て

い
き
ま
す
よ
」。そ
し
て
、全
部
上
が
り

切
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
は
い
、後
ろ
を
向
い

て
く
だ
さ
い
」と
言
い
ま
す
。振
り
向
く

と
、一
面
に
広
が
る
平
野
が
見
渡
せ
ま

す
。

　

磐
井
の
乱
で
は
な
い
け
ど
、古
代
、こ

こ
に
は
大
和
が
び
く
び
く
す
る
よ
う

な
、大
和
が
絶
対
に
九
州
を
押
さ
え
た

い
と
思
う
く
ら
い
大
き
な
勢
力
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。筑
後
平
野
は
穀
倉
地

帯
。そ
こ
を
攻
め
よ
う
と
し
て
、磐
井
の

乱
が
起
こ
っ
た
で
し
ょ
う
。ぜ
ひ
、八
女

市
の
岩
戸
山
古
墳
に
も
行
っ
て
く
だ
さ

い
。歴
史
学
者
の
人
か
ら
怒
ら
れ
ま
す

け
ど
、私
は
邪
馬
台
国
は
高
良
山
の
麓

辺
り
に
あ
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

現
場
に
行
っ
て
み
る
と
、納
得
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
地
形
だ
っ
た

ら
、そ
う
だ
と
見
え
て
き
ま
す
。現
場
に

行
く
こ
と
で
、活
字
で
見
て
い
る
こ
と

と
は
全
然
違
う
ス
ケ
ー
ル
が
広
が
り
ま

す
。歴
史
や
物
語
の
成
り
立
ち
を
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
の
生
き
方
、自
身

の
生
活
、自
身
の
仕
事
の
面
で
生
き
て

く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。旅
は
楽
し
く

て
、人
生
も
楽
し
く
な
る
。そ
ん
な
ふ
う

に
旅
を
捉
え
て
い
き
た
い
、と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

は
明
智
光
秀
。光
秀
を
テ
ー
マ
に
し
た

歴
史
旅
の
ご
依
頼
を
す
で
に
受
け
て
い

ま
す
が
、役
者
さ
ん
が
着
た
衣
装
な
ど

を
展
示
し
て
い
る
大
河
ド
ラ
マ
館
な
ど

に
は
行
き
ま
せ
ん
。そ
う
で
は
な
く
て
、

何
も
無
い
場
所
で
そ
の
当
時
の
様
子
を

思
い
浮
か
べ
る
。何
に
も
な
い
所
に
、そ

こ
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
歩
き
回
る

姿
が
見
え
て
く
る
。「
そ
れ
が
見
え
て
き

た
と
き
に
、本
当
の
歴
史
旅
の
面
白
さ

が
あ
る
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

街
道
歩
き
の
出
発
の
と
き
に
言
う
の

が「
皆
さ
ん
、今
日
か
ら
２
年
半
か
け
て

歩
く
ん
で
す
け
ど
、当
時
の
様
子
を
思

い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
く
だ

さ
い
。時
代
劇
の
水
戸
黄
門
を
見
て
い

る
と
、街
道
を
歩
い
て
い
る
場
面
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。街
道
を
こ
ん
な
ふ
う
に

歩
い
て
い
た
ん
だ
な
。そ
ん
な
こ
と
を

想
像
し
な
が
ら
、当
時
の
様
子
を
思
い

浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」。そ

う
す
る
と
、今
は
住
宅
地
だ
か
、当
時

は
田
ん
ぼ
だ
っ
た
と
思
い
浮
か
べ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。意
識
し
て
普
段

か
ら
考
え
て
い
く
と
、ち
ょ
っ
と
し
た
旅

が
全
然
違
っ
て
く
る
の
で
す
。学
校
で
教

わ
っ
た
こ
と
と
違
う
こ
と
を
見
つ
け
出

す
の
も
面
白
い
の
で
す
。

　

九
州
は
歴
史
の
宝
庫
で
す
。こ
の
前
、

太
宰
府
の
旅
を
や
り
ま
し
た
。太
宰
府

天
満
宮
に
は
行
か
な
い
太
宰
府
！
で

す
。西
鉄
太
宰
府
駅
か
ら
、太
宰
府
小

学
校
へ
。校
舎
の
横
に
立
つ
平
清
盛
の
息

子
の
平
重
盛
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
水
城
ま
で
歩
き
ま
し
た
。最

後
が
水
城
。資
料
館
で
は
な
く
、水
城

が
見
渡
せ
る
場
所
へ
。那
珂
川
の
上
流

の
方
に
あ
る
大
宰
府
政
庁
を
守
っ
た
の

で
す
。そ
う
い
う
視
点
の
旅
を
や
り
ま

し
た
。

　

ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
皆
さ
ん
と
一

緒
に
歩
き
た
い
。そ
ん
な
気
持
ち
で
、私

は
博
多
に
来
て
い
ま
す
。福
岡
市
内
に

も
、ち
ょ
っ
と
歩
く
だ
け
で
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ち
ょ
っ
と
だ
け
視

点
を
変
え
る
。そ
れ
が
仕
事
と
旅
、あ
る

意
味
で
自
分
の
再
活
性
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
考
え
て
い
た
だ
く
。出
会
い
の
喜

び
、発
見
の
驚
き
を
求
め
て
、ど
う
か
ど

き
ど
き
し
て
く
だ
さ
い
。

で
す
。だ
か
ら
負
け
た
方
の
記
録
は
抹

殺
さ
れ
て
い
き
ま
す
。で
も
、負
け
た
者

の
、非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
者
の
叫
び

も
、旅
を
し
て
い
ま
す
と
、村
に
伝
わ
る

物
語
の
断
片
に
、祭
唄
の
一
節
に
感
じ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
る
と
、へ
え
っ

と
い
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す
。

外
国
船
は
黒
船
で
す
。秀
吉
が
バ
テ
レ

ン
追
放
令
を
出
し
た
と
き
に
、黒
船
は

商
売
で
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、こ
れ
か

ら
も
商
売
で
わ
れ
わ
れ
も
儲
け
た
い
。バ

テ
レ
ン
、宣
教
師
は
追
放
す
る
け
れ
ど

も
、黒
船
は
来
て
商
売
を
す
る
の
だ
っ

た
ら
い
い
ぞ
と
言
っ
て
い
る
。こ
れ
は「
バ

テ
レ
ン
追
放
令
」の
中
に
出
て
き
ま
す
。

黒
船
は
外
国
船
を
示
す
言
葉
な
の
で

す
。

　

ぺ
る
り
が
来
た
と
き
は
、て
ん
て
こ

舞
い
し
ま
し
た
。そ
の
と
き
の
老
中
は
、

阿
部
正
弘
。広
島
の
福
山
の
お
殿
様
で

す
。福
山
で
は
阿
部
正
弘
の
こ
と
を
、あ

ま
り
良
く
言
い
ま
せ
ん
。な
ぜ
か
。老
中

は
金
が
か
か
る
の
で
、年
貢
が
き
つ
か
っ

た
ん
で
す
。だ
け
ど
、日
本
の
将
来
に
つ

い
て
先
見
の
明
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。ぜ

ひ
幕
末
史
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

阿
部
正
弘
と
幕
府
側
の
人
物
の
小
栗

上
野
介
。小
栗
上
野
介
は
幕
府
の
お
金

を
隠
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、興

味
本
位
の
テ
レ
ビ
番
組
が
よ
く
あ
り
ま

す
が
、彼
は
も
の
す
ご
く
優
秀
な
役
割

を
し
て
い
ま
し
た

　

勝
海
舟
が
好
き
な
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、勝
海
舟
は
米
国
に

行
っ
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。小
栗
上
野
介
た
ち
が
行
き
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
て
帰
っ

て
き
ま
す
。そ
し
て
横
須
賀
に
造
船
所

を
造
る
の
で
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ホ
テ
ル

を
見
て
、築
地
に
ホ
テ
ル
を
造
る
の
で

す
。そ
の
と
き
に
初
め
て
、株
式
会
社
を

作
り
ま
し
た
。最
初
の
株
式
会
社
は
、坂

本
龍
馬
の
亀
山
社
中
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
初
は
小
栗
上
野
介
で
す
。そ
の
ホ

テ
ル
を
造
っ
た
の
が
、今
の
清
水
建
設
で

す
。

　

黒
船
が
来
た
と
き
に
、阿
部
正
弘
は

各
藩
に
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。初
め
て

幕
府
が
各
藩
に
意
見
を
聞
い
た
の
で

す
。54
の
藩
の
う
ち
、開
国
賛
成
16
藩
、

回
答
な
し
４
藩
、攘
夷
34
藩
で
す
。阿
部

正
弘
は
、江
戸
の
町
民
た
ち
に
も
意
見

を
聞
い
た
の
で
す
。い
ろ
ん
な
意
見
の
中

で
、私
が
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
材

木
問
屋
の
中
村
屋
源
八
が「
海
岸
に
太

い
杭
を
い
っ
ぱ
い
打
っ
て
、船
が
入
っ
て

こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。そ
し

て
板
を
張
っ
て
大
砲
を
置
い
て
、打
ち

込
み
ま
し
ょ
う
」と
言
っ
て
い
ま
す
。も

っ
と
傑
作
な
の
は
、吉
原
の
遊
女
屋
の

藤
吉
の
案
で
す
。「
遊
女
を
船
に
乗
せ
て

黒
船
の
所
に
行
き
、酒
を
飲
ま
せ
て
外

国
人
を
酔
っ
ぱ
ら
わ
せ
る
。寝
込
ん
だ

と
こ
ろ
で
、火
を
付
け
て
船
を
爆
発
さ

せ
る
」。こ
う
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

平
賀
源
内
の
エ
レ
キ
テ
ル
。皆
さ
ん

は
、平
賀
源
内
が
エ
レ
キ
テ
ル
を
発
明

し
た
と
学
校
で
習
っ
た
で
し
ょ
う
。実

際
は
発
明
し
て
い
ま
せ
ん
。長
崎
の
古

道
具
屋
で
買
っ
て
き
た
も
の
を
修
理
し

た
だ
け
で
す
。杉
田
玄
白
が「
蘭
学
事

始
」に「
平
賀
源
内
が
長
崎
で
エ
レ
キ
テ

ル
を
購
入
し
て
こ
れ
を
修
理
し
た
」と

書
い
て
い
ま
す
。ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
る

の
に
、学
校
で
は「
平
賀
源
内
が
エ
レ
キ

テ
ル
を
発
明
し
た
」と
習
う
。

　

源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
と
い

う
１
１
９
２
年
。こ
れ
は
変
わ
っ
て
き
て

い
て
、最
近
は
１
１
８
５
年
が
主
流
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。私
は
、鎌
倉
幕
府
も
無

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。江
戸
幕
府
を

開
い
て
、全
国
を
支
配
し
た
幕
府
体
制
。

室
町
も
そ
う
い
う
体
制
が
あ
り
ま
し

た
。と
こ
ろ
が
源
頼
朝
の
と
き
は
、全
国

の
人
た
ち
を
支
配
し
て
い
く
と
い
う
幕

府
体
制
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。鎌
倉
幕

府
と
い
う
の
は
、お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
。そ
の
う
ち
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

古
墳
も
変
っ
て
き
て
い
ま
す
。世
界
最

大
の
仁
徳
天
皇
陵
も
、今
は
大
仙
古

墳
。堺
に
行
け
ば
仁
徳
天
皇
陵
と
書
い

て
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。こ
れ
も
幕
末
か

ら
明
治
に
な
っ
て
い
く
と
き
に
、天
皇
陵

が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
い
な
い
の
は
お

か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、天
皇
陵
を
ど
ん

ど
ん
決
め
て
い
っ
た
わ
け
で
、相
当
数
が

分
か
ら
な
い
の
で
す
。だ
か
ら
、古
代
史

は
面
白
い
。

出
会
い
の
喜
び
、発
見
の
驚
き

　

古
代
史
の
宝
庫
に
な
っ
て
い
る
の
は

福
岡
で
す
。筥
崎
宮
の
放
生
会
は
９
月

12
日
か
ら
18
日
ま
で
。有
名
な「
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
」は
ど
こ
で
作
っ
た
の
か
。長
崎
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。福
岡
の
中
洲
で
作
ら

れ
た
の
で
す
。中
洲
に
あ
る
大
洋
映
画

劇
場
。そ
の
劇
場
の
道
路
の
向
か
い
側

に
、今
で
い
う
理
化
学
研
究
所
、福
岡
藩

精
錬
所
が
あ
り
ま
し
た
。ビ
ル
の
間
に
、

細
い
御
影
石
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
福

岡
藩
精
錬
所
跡
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、ガ
ラ
ス
製
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
が

生
ま
れ
た
の
で
す
。そ
こ
か
ら
海
の
方
へ

向
か
っ
て
い
け
ば
、市
川
海
老
蔵
が
歌

舞
伎
を
や
っ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

糸
島
は
、魏
志
倭
人
伝
に
出
て
く
る

伊
都
国
で
す
。糸
島
か
ら
姫
島
に
渡
る

と
、姫
島
に
は
不
思
議
な
神
様
が
い
ま

す
。糸
島
に
は
怡
土
城
が
あ
り
ま
す
。歴

史
が
好
き
な
方
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、吉
備
真
備
が
城
を
造
っ
た
ん

で
す
よ
。

　

私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、視
点
を

変
え
て
旅
に
出
て
み
よ
う
と
い
う
こ ペリー艦隊上陸記念碑（静岡県下田市）
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今
の
仕
事
の
原
点
は
中
３
の
塾

　

私
は
中
学
３
年
生
で
学
習
塾
を
開

き
ま
し
た
。中
３
の
12
月
で
生
徒
が
３

人
い
て
、高
校
１
年
の
夏
に
は
50
名
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。学
校
の
帰
り
に
学

ラ
ン
を
脱
い
で
塾
で
教
え
て
い
ま
し
た
。

夜
、お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、「
あ
な

た
は
間
違
え
て
い
る
」と
言
う
。「
な
ぜ

で
す
か
」。「
勉
強
し
ろ
、と
言
っ
た
っ
て
、

子
ど
も
は
勉
強
し
た
い
と
思
い
ま
せ
ん

よ
。ど
う
し
た
ら
勉
強
し
た
く
な
る
で

し
ょ
う
ね
」と
言
う
話
を
、偉
そ
う
に
高

校
１
年
生
が
し
て
い
た
の
で
す
。

　

高
校
の
同
窓
会
で
、「
お
前
、よ
く
授

業
中
に
採
点
し
て
い
た
ね
」と
言
わ
れ

ま
し
た
よ
。一
番
心
配
し
て
い
た
の
は
、

私
の
お
袋
で
す
。こ
の
子
は
問
題
児
だ

と
思
っ
た
の
で
す
。そ
う
で
し
ょ
う
ね
、

高
校
生
が
お
母
さ
ん
た
ち
を
集
め
て
、

偉
そ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

そ
の
頃
、Ａ
・
Ｓ
・
ニ
イ
ル
と
い
う
英

国
の
教
育
者
の
本
を
翻
訳
し
た
先
生

が
、多
摩
美
術
大
学
教
授
の
霜
田
静
志

先
生
。も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、そ
の
先
生
の『
問
題
の
子
、問

題
の
教
師
』と
い
う
本
を
、お
袋
は
読
ん

で
い
た
の
で
す
。そ
の
方
が
東
京
の
西
荻

窪
に
井
荻
児
童
研
究
所
を
開
い
て
い
ま

し
た
。そ
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
で

す
。「
こ
の
子
は
問
題
児
」と
言
う
こ
と

で
、先
生
に
話
を
す
る
お
袋
。先
生
は

「
君
、良
い
こ
と
だ
。頑
張
り
な
さ
い
」

と
、お
袋
を
説
得
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

感
動
し
ま
し
た
ね
。井
荻
児
童
研
究
所

に
、そ
の
場
で
一
番
下
の
会
員
と
し
て
入

会
し
ま
し
た
。高
校
を
卒
業
す
る
と
き

に
児
童
心
理
と
児
童
分
析
の
修
了
証

を
も
ら
っ
た
の
で
す
。高
校
の
卒
業
証

書
よ
り
も
、そ
ち
ら
の
方
が
嬉
し
か
っ

た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、千
葉
に
移
り
、そ
こ
で
も
塾

を
開
き
ま
し
た
。駅
の
近
く
に
土
地
を

買
い
、校
舎
を
建
て
ま
し
た
。一
番
多
い

と
き
で
、１
カ
所
だ
け
で
１
０
０
０
名
の

生
徒
が
い
ま
し
た
。夏
に
な
る
と
、２
月

期
か
ら
入
会
す
る
子
ど
も
の
た
め
に
、

夜
中
の
２
時
ぐ
ら
い
か
ら
親
が
並
ぶ
の

で
す
。

　

私
が
塾
を
や
っ
て
い
た
の
は
、千
葉

県
八
千
代
市
。ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
、他
の
街
で
生

ま
れ
、育
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
は
ふ
る
さ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
き
れ
ば
、も
う

ち
ょ
っ
と
東
京
に
近
い
と
こ
ろ
に
引
っ

越
し
た
い
。千
葉
県
民
で
も
な
い
、意
識

は
千
葉
都
民
で
す
。そ
う
い
う
街
で
し

た
。だ
け
ど
、私
が
教
え
て
い
る
子
ど
も

た
ち
は
、こ
の
街
で
物
心
が
付
い
て
、こ

の
街
が
ふ
る
さ
と
に
な
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
こ
と
を

考
え
ま
し
た
。お
父
さ
ん
は
仕
事
が
忙

し
く
て
、日
曜
日
は
疲
れ
て
お
昼
ま
で

ん
は
話
す
の
で
す
。

　
「
俺
の
仕
事
は
山
の
中
。俺
の
稼
ぎ
は

里
に
下
り
て
の
道
路
工
事
」。そ
の
と

き
、あ
っ
と
思
い
ま
し
た
。仕
事
と
稼
ぎ

が
、少
し
で
も
多
く
重
な
る
仕
事
を
し

た
い
な
と
。今
、幸
せ
な
の
は
、仕
事
と

稼
ぎ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
は
支
店
長
に
な
っ
て
す
ご
く
大

変
だ
と
思
い
ま
す
。会
社
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
る
け
ど
、リ
タ
イ
ア
し
て

か
ら
、社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
、社
会

の
中
で
ど
う
や
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
か
。

そ
の
部
分
を
今
か
ら
持
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
、リ
タ
イ
ア
し
た
後
、す
ぐ
に
ぼ
け

る
と
思
い
ま
す
。

　

八
千
代
市
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。そ

こ
で
お
話
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
ま

し
た
。「
う
ち
の
主
人
は
、家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
た
ま
ま
外
に
出
よ
う
と
し
な

い
。外
に
出
る
の
は
、昔
の
会
社
の
仲
間

と
会
社
の
本
社
の
近
く
で
の
飲
み
会

に
、月
に
一
度
行
く
ぐ
ら
い
」。出
て
行
か

な
い
主
人
の
た
め
に
、主
婦
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
、「
悪
い
け
ど
集
会
所
で
お

話
を
し
て
く
れ
な
い
」と
言
わ
れ
た
ん

で
す
よ
。喜
ん
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
行
っ

た
ん
で
す
が
、来
て
ほ
し
い
人
は
１
人

も
来
て
い
な
い
。外
に
出
て
い
る
人
ば
か

り
が
来
て
い
た
ん
で
す
。本
当
に
聞
い
て

ほ
し
い
人
は
、そ
の
日
も
家
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
て
い
た
。そ
れ
が
現
実
で
す
。

　

塾
で
は
、夏
に
合
宿
を
し
て
い
ま
し

た
。そ
の
合
宿
に
勉
強
道
具
を
持
っ
て

き
た
生
徒
は
、そ
の
場
で
返
し
た
の
で

す
。山
に
行
っ
た
ら
山
の
勉
強
を
す
る

の
だ
か
ら
、勉
強
道
具
を
持
っ
て
き
た

ら
返
す
の
で
す
。グ
ル
ー
プ
ご
と
に
飯
ご

う
で
炊
い
て
の
食
事
。す
る
と
ご
飯
を

炊
け
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。周

り
に
聞
い
て
、ご
飯
炊
き
方
の
問
題
点

に
気
付
く
か
。私
は
何
に
も
教
え
ま
せ

ん
。自
分
た
ち
で
切
り
開
く
の
で
す
。

　

学
校
の
先
生
の
研
修
会
で
は
、「
子
ど

も
た
ち
に
も
の
を
教
え
こ
む
の
が
先
生

の
仕
事
で
は
な
い
。先
生
の
仕
事
は
、子

ど
も
た
ち
の
心
に
火
を
付
け
る
こ
と

だ
。火
が
付
け
ば
、自
分
た
ち
で
興
味

を
持
ち
、自
分
た
ち
で
勉
強
し
て
く
れ

る
。火
を
付
け
る
こ
と
が
教
師
の
役
目
」

と
話
し
て
い
ま
す
。全
部
教
え
込
む
こ

と
で
は
な
く
て
、子
ど
も
た
ち
の
心
に

謎
を
い
っ
ぱ
い
残
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

先
生
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
心
に
火

を
付
け
る
た
め
に
は
、先
生
の
心
に
火

が
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
子
ど
も
の
心

に
火
が
付
き
ま
せ
ん
。火
が
付
い
て
い

な
い
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
よ
ね
。

　

旅
も
そ
う
で
す
。市
や
町
の
観
光
で

も
、業
者
丸
投
げ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

っ
て
い
ま
す
。そ
れ
を
ラ
ッ
ク
に
入
れ
て

お
く
だ
け
。そ
れ
を
も
ら
っ
た
人
が「
こ

こ
に
行
き
た
い
ん
で
す
け
ど
」と
、市
や

町
の
観
光
課
に
電
話
を
す
る
。観
光
課

の
職
員
は
、そ
の
場
所
に
行
っ
た
こ
と

が
な
く
、「
分
か
り
ま
せ
ん
」と
い
う
感

じ
で
す
。旅
を
す
る
人
た
ち
を
ど
れ
だ

け
わ
く
わ
く
さ
せ
る
か
。ど
う
い
う
演

出
を
仕
掛
け
る
か
、そ
れ
が
大
事
で
す
。

自
分
が
い
い
演
出
家
に
な
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。い
い
演
出
家
で
あ
る
た
め
に

は
、自
分
が
わ
く
わ
く
輝
い
て
興
味
を

持
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。自
分
が
書
い
た
本
に
サ
イ
ン
を
求

め
ら
れ
る
と
、「
出
会
い
の
喜
び
、発
見

の
驚
き
を
を
求
め
て
旅
に
出
ま
し
ょ

う
」と
書
き
ま
す
。

黒
船
は
鋼
鉄
製
？ 

木
造
製
？

　

次
は
歴
史
の
話
で
す
。私
は
、月
に
２

回
ほ
ど
福
岡
、博
多
に
来
て
い
ま
す
。７

月
も
来
て
、締
め
込
み
姿
で
参
加
し
て

い
ま
す
。も
う
５
年
ほ
ど
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。き
っ
か
け
は
山
笠
を

見
て
い
た
ら
、「
テ
レ
ビ
で
見
て
い
ま
す

よ
」と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。「
何
し

に
来
た
の
で
す
か
」。「
山
笠
を
見
に
き

た
の
で
す
よ
」と
私
。〝
流
〞の
総
務
の
方

が
、「
だ
っ
た
ら
締
め
込
み
を
用
意
す
る

か
ら
、一
緒
に
参
加
し
な
さ
い
よ
」。そ
れ

か
ら
ず
っ
と
参
加
し
て
い
ま
す
。福
岡
は

歴
史
の
宝
庫
で
す
。本
当
に
こ
こ
に
住
ん

で
何
日
も
回
り
た
い
と
思
う
く
ら
い
で

す
。皆
さ
ん
に
は
、も
う
歴
史
の
試
験
は

あ
り
ま
せ
ん
。好
き
な
よ
う
に
歴
史
に

興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。皆
さ

ん
が
学
校
で
習
っ
た
こ
と
と
、ず
い
ぶ
ん

違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

幕
末
に
黒
船
が
や
っ
て
来
た
。学
校

で
は
ペ
リ
ー
と
習
い
ま
し
た
。江
戸
時

代
の
文
書
に
、ペ
リ
ー
と
書
い
て
い
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。全
部「
ぺ
る
り
」と

書
い
て
い
ま
す
。ぺ
る
り
が
４
艘
の
軍
艦

を
率
い
て
や
っ
て
来
た
。学
校
で
習
っ
た

イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、軍
艦
は
鋼
鉄
製

と
思
う
で
し
ょ
う
。実
際
は
４
艘
と
も

木
造
船
で
す
。そ
の
う
ち
の
２
艘
が
蒸

気
船
で
、２
艘
は
帆
船
で
す
。蒸
気
船
の

う
ち
の
１
艘
は
故
障
し
て
い
て
、曳
航

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。船
が
黒
い
の
は
ピ

ッ
チ
、防
腐
剤
で
す
。黒
い
か
ら
黒
船
で

す
。

　

歴
史
は
、常
に
勝
っ
た
も
の
の
記
録

寝
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。お
父
さ
ん

が
、午
後
に
な
っ
た
ら
お
母
さ
ん
と
一
緒

に
も
っ
と
目
を
い
き
い
き
と
輝
か
せ
る

た
め
に
、何
か
を
し
な
け
れ
ば
と
思
っ

た
の
で
す
。良
い
時
期
だ
っ
た
か
ら
、塾

の
生
徒
が
集
ま
り
、そ
れ
な
り
の
売
り

上
げ
が
あ
っ
た
の
で
す
。校
舎
を
増
築

す
る
と
き
に
、新
し
い
校
舎
の
上
に
１
５

０
人
ぐ
ら
い
入
る
音
楽
ホ
ー
ル
を
造
り

ま
し
た
。そ
こ
で
、日
曜
日
の
午
後
２
時

か
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
１
３
０
０
回
ほ
ど

催
し
ま
し
た
。朝
寝
坊
を
し
て
い
て
も
、

午
後
だ
と
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
一

緒
に
コ
ン
サ
ー
ト
に
来
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
、い
く
ら「
勉
強
し

ろ
」と
言
っ
て
も
、ま
ず
親
が
目
を
輝
か

し
て
、一
生
懸
命
に
素
晴
ら
し
い
後
姿

を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
、

「
お
母
さ
ん
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
き

い
き
輝
か
す
た
め
に
、親
が
目
を
輝
か

し
ま
し
ょ
う
」と
、「
鎌
倉
歴
史
探
歩
」を

始
め
ま
し
た
。鎌
倉
へ
は
１
時
間
半
ほ

ど
で
行
け
ま
す
。こ
れ
が「
探
歩
会
」の

原
点
で
す
。

　

私
の
活
動
は
、子
ど
も
の
視
点
に
立

っ
て
、子
ど
も
た
ち
の
目
を
い
か
に
輝
か

せ
る
か
と
い
う
こ
と
。と
同
時
に
、そ
れ

に
は
街
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
、そ
し
て

大
人
た
ち
が
ど
う
や
っ
て
輝
く
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

私
の
塾
の
近
く
に
居
酒
屋
が
あ
り
、

そ
こ
に
行
く
と
、「
梶
ち
ゃ
ん
、あ
な
た

の
う
わ
さ
を
し
て
い
た
よ
。あ
そ
こ
の

先
生
は
熱
心
で
い
い
ん
だ
け
ど
ね
、う

ち
の
か
み
さ
ん
を
鎌
倉
に
連
れ
て
行
っ

て
、か
み
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
て
い
る

け
ど
、俺
は
こ
う
や
っ
て
毎
日
朝
か
ら

晩
ま
で
仕
事
し
て
い
る
の
に
」と
愚
痴

を
こ
ぼ
し
て
い
た
の
で
す
。そ
の
当
時
、

歴
史
探
歩
に
参
加
し
て
い
た
の
は
、ほ

と
ん
ど
女
性
で
し
た
。30
年
ほ
ど
前
か

ら
、だ
ん
だ
ん
と
男
性
が
増
え
て
き
た

の
で
す
。

　

男
性
た
ち
は
、も
う
少
し
自
分
の
視

野
を
広
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

す
。私
は
よ
く
医
師
会
か
ら
講
演
を
頼

ま
れ
ま
す
。医
者
と
し
て
の
知
識
は
も

の
す
ご
く
あ
る
の
だ
け
ど
、そ
れ
以
外

の
こ
と
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
か
ら
、

全
然
違
う
世
界
の
話
を
聞
き
た
い
そ
う

で
す
。話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、一
緒
に

京
都
に
行
こ
う
と
な
っ
て
、京
都
を
案

内
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
中
で
、昨
年
12
月
に
、53
年

間
催
し
て
き
た「
ひ
げ
の
梶
さ
ん
歴
史

探
歩
会
」の
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。こ
の

探
歩
会
は
５
５
０
０
回
や
り
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、以
前
か
ら
や
っ
て
い
た
テ
ー
マ
の
あ

る
旅
で
す
。東
海
道
は
日
本
橋
か
ら
京

都
の
三
条
大
橋
ま
で
４
９
５
㌔
あ
り
ま

す
。

　

旅
の
日
程
を
決
め
て
、２
年
半
か
け

て
東
海
道
を
少
し
ず
つ
歩
く
の
で
す
。

私
は
一
緒
に
歩
き
ま
せ
ん
。出
発
す
る

と
き
に
、日
本
橋
で「
東
海
道
は
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
す
よ
。こ
ん
な
ふ
う
に
歩
い
て

く
だ
さ
い
」と
説
明
を
す
る
。参
加
者
が

一
番
多
い
と
き
は
６
０
０
人
。１
５
０
人

に
お
話
を
し
て
出
発
す
る
と
、次
の
１

５
０
人
と
、合
計
４
回
し
ゃ
べ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。そ
し
て
、す
ぐ
に
車
に
飛
び

乗
っ
て
次
の
説
明
の
場
所
に
移
動
し
ま

す
。１
回
の
旅
で
３
カ
所
で
説
明
し
て
い

ま
す
。そ
の
人
た
ち
が
２
年
半
か
け
て

東
海
道
を
歩
く
。延
べ
８
万
人
ほ
ど
が

歩
い
て
い
ま
す
。圧
倒
的
に
男
性
陣
が

多
く
な
り
ま
し
た
。

　

１
回
だ
け
健
康
の
た
め
歩
い
て
み
よ

う
と
参
加
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
が
、６

割
ぐ
ら
い
の
人
が
残
っ
て
、次
も
参
加

さ
れ
ま
す
。最
後
ま
で
歩
い
て
、京
都
に

到
着
し
た
人
た
ち
は
、街
道
の
中
に
い

っ
ぱ
い
物
語
や
歴
史
が
あ
り
、そ
れ
に

驚
き
感
動
し
ま
す
。京
都
に
着
い
た
と

き
は
、次
ぎ
は
中
山
道
を
歩
き
た
い
、次

は
ど
こ
を
歩
き
た
い
、歴
史
の
旅
が
し

た
い
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

出
発
す
る
と
き
に
、い
つ
も
話
す
言

葉
が
あ
り
ま
す
。「
街
道
は
歴
史
の
玉
手

箱
。そ
の
玉
手
箱
を
開
け
た
ら
、そ
こ
に

は
い
ろ
ん
な
物
語
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

を
拾
い
上
げ
な
が
ら
、歩
い
て
み
ま
し

ょ
う
。き
っ
と
い
ろ
ん
な
も
の
に
驚
き
が

あ
る
と
思
い
ま
す
」。

「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違
う
ん
だ
」

　

次
に
、仕
事
と
稼
ぎ
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。私
は
大
学
生
の
頃
、調
査
で
よ

く
東
北
に
行
き
ま
し
た
。マ
タ
ギ
の
人

た
ち
と
話
を
し
た
と
き
に
、未
だ
に
忘

れ
ら
れ
な
い
の
が
、「
仕
事
と
稼
ぎ
は
違

う
ん
だ
」と
い
う
言
葉
。「
ど
う
い
う
こ

と
で
す
か
」と
聞
い
た
ら
、「
俺
の
仕
事

は
、こ
の
山
を
守
る
こ
と
。山
は
神
だ
か

ら
守
っ
て
い
き
た
い
。そ
の
中
で
恵
み
を

い
た
だ
い
て
、自
分
は
木
を
使
わ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
。山
に
生
き
る
命
を
い
た

だ
い
て
い
る
。で
も
な
、そ
れ
で
は
家
族

が
食
っ
て
い
け
な
い
。だ
か
ら
俺
は
、月

の
う
ち
10
日
ほ
ど
は
、里
に
下
り
て
道

路
工
事
を
し
た
り
、日
当
を
稼
げ
る
仕

事
を
し
て
い
る
」。マ
タ
ギ
の
お
じ
い
さ

と
。仕
事
と
旅
と
い
う
の
は
、あ
る
意

味
、重
な
り
あ
う
の
で
は
な
い
か
。そ
れ

は
物
事
の
歴
史
や
成
り
立
ち
を
学
ぶ
、

仕
事
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。い

ろ
ん
な
も
の
の
成
り
立
ち
を
学
ん
で
い

く
。そ
れ
と
同
時
に
、ど
う
対
処
し
て
い

く
か
。自
分
の
生
活
、自
分
の
生
き
ざ
ま

と
合
わ
せ
て
見
詰
め
直
し
て
い
く
。そ

の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
仕

事
で
あ
り
、旅
で
は
な
い
の
か
。だ
か

ら
、旅
は
仕
事
で
は
な
い
か
。仕
事
は
旅

で
は
な
い
の
か
。そ
こ
で
自
分
に
気
付

く
。現
場
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か

り
ま
せ
ん
。

　

久
留
米
市
の
高
良
大
社
に
行
か
れ
た

と
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。高
良
大
社
は

最
後
に
階
段
が
あ
り
ま
す
。私
は
、高
良

大
社
を
案
内
す
る
と
き
は
、「
皆
さ
ん
、

絶
対
に
私
が
い
い
と
言
う
ま
で
、後
ろ

を
振
り
向
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。後

ろ
を
振
り
向
い
た
ら
、幸
せ
が
逃
げ
て

い
き
ま
す
よ
」。そ
し
て
、全
部
上
が
り

切
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
は
い
、後
ろ
を
向
い

て
く
だ
さ
い
」と
言
い
ま
す
。振
り
向
く

と
、一
面
に
広
が
る
平
野
が
見
渡
せ
ま

す
。

　

磐
井
の
乱
で
は
な
い
け
ど
、古
代
、こ

こ
に
は
大
和
が
び
く
び
く
す
る
よ
う

な
、大
和
が
絶
対
に
九
州
を
押
さ
え
た

い
と
思
う
く
ら
い
大
き
な
勢
力
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。筑
後
平
野
は
穀
倉
地

帯
。そ
こ
を
攻
め
よ
う
と
し
て
、磐
井
の

乱
が
起
こ
っ
た
で
し
ょ
う
。ぜ
ひ
、八
女

市
の
岩
戸
山
古
墳
に
も
行
っ
て
く
だ
さ

い
。歴
史
学
者
の
人
か
ら
怒
ら
れ
ま
す

け
ど
、私
は
邪
馬
台
国
は
高
良
山
の
麓

辺
り
に
あ
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

現
場
に
行
っ
て
み
る
と
、納
得
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
地
形
だ
っ
た

ら
、そ
う
だ
と
見
え
て
き
ま
す
。現
場
に

行
く
こ
と
で
、活
字
で
見
て
い
る
こ
と

と
は
全
然
違
う
ス
ケ
ー
ル
が
広
が
り
ま

す
。歴
史
や
物
語
の
成
り
立
ち
を
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
、自
身
の
生
き
方
、自
身

の
生
活
、自
身
の
仕
事
の
面
で
生
き
て

く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。旅
は
楽
し
く

て
、人
生
も
楽
し
く
な
る
。そ
ん
な
ふ
う

に
旅
を
捉
え
て
い
き
た
い
、と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

は
明
智
光
秀
。光
秀
を
テ
ー
マ
に
し
た

歴
史
旅
の
ご
依
頼
を
す
で
に
受
け
て
い

ま
す
が
、役
者
さ
ん
が
着
た
衣
装
な
ど

を
展
示
し
て
い
る
大
河
ド
ラ
マ
館
な
ど

に
は
行
き
ま
せ
ん
。そ
う
で
は
な
く
て
、

何
も
無
い
場
所
で
そ
の
当
時
の
様
子
を

思
い
浮
か
べ
る
。何
に
も
な
い
所
に
、そ

こ
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
歩
き
回
る

姿
が
見
え
て
く
る
。「
そ
れ
が
見
え
て
き

た
と
き
に
、本
当
の
歴
史
旅
の
面
白
さ

が
あ
る
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

街
道
歩
き
の
出
発
の
と
き
に
言
う
の

が「
皆
さ
ん
、今
日
か
ら
２
年
半
か
け
て

歩
く
ん
で
す
け
ど
、当
時
の
様
子
を
思

い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
く
だ

さ
い
。時
代
劇
の
水
戸
黄
門
を
見
て
い

る
と
、街
道
を
歩
い
て
い
る
場
面
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。街
道
を
こ
ん
な
ふ
う
に

歩
い
て
い
た
ん
だ
な
。そ
ん
な
こ
と
を

想
像
し
な
が
ら
、当
時
の
様
子
を
思
い

浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」。そ

う
す
る
と
、今
は
住
宅
地
だ
か
、当
時

は
田
ん
ぼ
だ
っ
た
と
思
い
浮
か
べ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。意
識
し
て
普
段

か
ら
考
え
て
い
く
と
、ち
ょ
っ
と
し
た
旅

が
全
然
違
っ
て
く
る
の
で
す
。学
校
で
教

わ
っ
た
こ
と
と
違
う
こ
と
を
見
つ
け
出

す
の
も
面
白
い
の
で
す
。

　

九
州
は
歴
史
の
宝
庫
で
す
。こ
の
前
、

太
宰
府
の
旅
を
や
り
ま
し
た
。太
宰
府

天
満
宮
に
は
行
か
な
い
太
宰
府
！
で

す
。西
鉄
太
宰
府
駅
か
ら
、太
宰
府
小

学
校
へ
。校
舎
の
横
に
立
つ
平
清
盛
の
息

子
の
平
重
盛
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
水
城
ま
で
歩
き
ま
し
た
。最

後
が
水
城
。資
料
館
で
は
な
く
、水
城

が
見
渡
せ
る
場
所
へ
。那
珂
川
の
上
流

の
方
に
あ
る
大
宰
府
政
庁
を
守
っ
た
の

で
す
。そ
う
い
う
視
点
の
旅
を
や
り
ま

し
た
。

　

ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
皆
さ
ん
と
一

緒
に
歩
き
た
い
。そ
ん
な
気
持
ち
で
、私

は
博
多
に
来
て
い
ま
す
。福
岡
市
内
に

も
、ち
ょ
っ
と
歩
く
だ
け
で
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ち
ょ
っ
と
だ
け
視

点
を
変
え
る
。そ
れ
が
仕
事
と
旅
、あ
る

意
味
で
自
分
の
再
活
性
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
考
え
て
い
た
だ
く
。出
会
い
の
喜

び
、発
見
の
驚
き
を
求
め
て
、ど
う
か
ど

き
ど
き
し
て
く
だ
さ
い
。

で
す
。だ
か
ら
負
け
た
方
の
記
録
は
抹

殺
さ
れ
て
い
き
ま
す
。で
も
、負
け
た
者

の
、非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
者
の
叫
び

も
、旅
を
し
て
い
ま
す
と
、村
に
伝
わ
る

物
語
の
断
片
に
、祭
唄
の
一
節
に
感
じ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
る
と
、へ
え
っ

と
い
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す
。

外
国
船
は
黒
船
で
す
。秀
吉
が
バ
テ
レ

ン
追
放
令
を
出
し
た
と
き
に
、黒
船
は

商
売
で
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、こ
れ
か

ら
も
商
売
で
わ
れ
わ
れ
も
儲
け
た
い
。バ

テ
レ
ン
、宣
教
師
は
追
放
す
る
け
れ
ど

も
、黒
船
は
来
て
商
売
を
す
る
の
だ
っ

た
ら
い
い
ぞ
と
言
っ
て
い
る
。こ
れ
は「
バ

テ
レ
ン
追
放
令
」の
中
に
出
て
き
ま
す
。

黒
船
は
外
国
船
を
示
す
言
葉
な
の
で

す
。

　

ぺ
る
り
が
来
た
と
き
は
、て
ん
て
こ

舞
い
し
ま
し
た
。そ
の
と
き
の
老
中
は
、

阿
部
正
弘
。広
島
の
福
山
の
お
殿
様
で

す
。福
山
で
は
阿
部
正
弘
の
こ
と
を
、あ

ま
り
良
く
言
い
ま
せ
ん
。な
ぜ
か
。老
中

は
金
が
か
か
る
の
で
、年
貢
が
き
つ
か
っ

た
ん
で
す
。だ
け
ど
、日
本
の
将
来
に
つ

い
て
先
見
の
明
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。ぜ

ひ
幕
末
史
の
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

阿
部
正
弘
と
幕
府
側
の
人
物
の
小
栗

上
野
介
。小
栗
上
野
介
は
幕
府
の
お
金

を
隠
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、興

味
本
位
の
テ
レ
ビ
番
組
が
よ
く
あ
り
ま

す
が
、彼
は
も
の
す
ご
く
優
秀
な
役
割

を
し
て
い
ま
し
た

　

勝
海
舟
が
好
き
な
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、勝
海
舟
は
米
国
に

行
っ
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。小
栗
上
野
介
た
ち
が
行
き
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
て
帰
っ

て
き
ま
す
。そ
し
て
横
須
賀
に
造
船
所

を
造
る
の
で
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ホ
テ
ル

を
見
て
、築
地
に
ホ
テ
ル
を
造
る
の
で

す
。そ
の
と
き
に
初
め
て
、株
式
会
社
を

作
り
ま
し
た
。最
初
の
株
式
会
社
は
、坂

本
龍
馬
の
亀
山
社
中
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。最
初
は
小
栗
上
野
介
で
す
。そ
の
ホ

テ
ル
を
造
っ
た
の
が
、今
の
清
水
建
設
で

す
。

　

黒
船
が
来
た
と
き
に
、阿
部
正
弘
は

各
藩
に
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。初
め
て

幕
府
が
各
藩
に
意
見
を
聞
い
た
の
で

す
。54
の
藩
の
う
ち
、開
国
賛
成
16
藩
、

回
答
な
し
４
藩
、攘
夷
34
藩
で
す
。阿
部

正
弘
は
、江
戸
の
町
民
た
ち
に
も
意
見

を
聞
い
た
の
で
す
。い
ろ
ん
な
意
見
の
中

で
、私
が
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
材

木
問
屋
の
中
村
屋
源
八
が「
海
岸
に
太

い
杭
を
い
っ
ぱ
い
打
っ
て
、船
が
入
っ
て

こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。そ
し

て
板
を
張
っ
て
大
砲
を
置
い
て
、打
ち

込
み
ま
し
ょ
う
」と
言
っ
て
い
ま
す
。も

っ
と
傑
作
な
の
は
、吉
原
の
遊
女
屋
の

藤
吉
の
案
で
す
。「
遊
女
を
船
に
乗
せ
て

黒
船
の
所
に
行
き
、酒
を
飲
ま
せ
て
外

国
人
を
酔
っ
ぱ
ら
わ
せ
る
。寝
込
ん
だ

と
こ
ろ
で
、火
を
付
け
て
船
を
爆
発
さ

せ
る
」。こ
う
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

平
賀
源
内
の
エ
レ
キ
テ
ル
。皆
さ
ん

は
、平
賀
源
内
が
エ
レ
キ
テ
ル
を
発
明

し
た
と
学
校
で
習
っ
た
で
し
ょ
う
。実

際
は
発
明
し
て
い
ま
せ
ん
。長
崎
の
古

道
具
屋
で
買
っ
て
き
た
も
の
を
修
理
し

た
だ
け
で
す
。杉
田
玄
白
が「
蘭
学
事

始
」に「
平
賀
源
内
が
長
崎
で
エ
レ
キ
テ

ル
を
購
入
し
て
こ
れ
を
修
理
し
た
」と

書
い
て
い
ま
す
。ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
る

の
に
、学
校
で
は「
平
賀
源
内
が
エ
レ
キ

テ
ル
を
発
明
し
た
」と
習
う
。

　

源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
と
い

う
１
１
９
２
年
。こ
れ
は
変
わ
っ
て
き
て

い
て
、最
近
は
１
１
８
５
年
が
主
流
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。私
は
、鎌
倉
幕
府
も
無

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。江
戸
幕
府
を

開
い
て
、全
国
を
支
配
し
た
幕
府
体
制
。

室
町
も
そ
う
い
う
体
制
が
あ
り
ま
し

た
。と
こ
ろ
が
源
頼
朝
の
と
き
は
、全
国

の
人
た
ち
を
支
配
し
て
い
く
と
い
う
幕

府
体
制
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。鎌
倉
幕

府
と
い
う
の
は
、お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
。そ
の
う
ち
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

古
墳
も
変
っ
て
き
て
い
ま
す
。世
界
最

大
の
仁
徳
天
皇
陵
も
、今
は
大
仙
古

墳
。堺
に
行
け
ば
仁
徳
天
皇
陵
と
書
い

て
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。こ
れ
も
幕
末
か

ら
明
治
に
な
っ
て
い
く
と
き
に
、天
皇
陵

が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
い
な
い
の
は
お

か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、天
皇
陵
を
ど
ん

ど
ん
決
め
て
い
っ
た
わ
け
で
、相
当
数
が

分
か
ら
な
い
の
で
す
。だ
か
ら
、古
代
史

は
面
白
い
。

出
会
い
の
喜
び
、発
見
の
驚
き

　

古
代
史
の
宝
庫
に
な
っ
て
い
る
の
は

福
岡
で
す
。筥
崎
宮
の
放
生
会
は
９
月

12
日
か
ら
18
日
ま
で
。有
名
な「
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
」は
ど
こ
で
作
っ
た
の
か
。長
崎
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。福
岡
の
中
洲
で
作
ら

れ
た
の
で
す
。中
洲
に
あ
る
大
洋
映
画

劇
場
。そ
の
劇
場
の
道
路
の
向
か
い
側

に
、今
で
い
う
理
化
学
研
究
所
、福
岡
藩

精
錬
所
が
あ
り
ま
し
た
。ビ
ル
の
間
に
、

細
い
御
影
石
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
福

岡
藩
精
錬
所
跡
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、ガ
ラ
ス
製
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
が

生
ま
れ
た
の
で
す
。そ
こ
か
ら
海
の
方
へ

向
か
っ
て
い
け
ば
、市
川
海
老
蔵
が
歌

舞
伎
を
や
っ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

糸
島
は
、魏
志
倭
人
伝
に
出
て
く
る

伊
都
国
で
す
。糸
島
か
ら
姫
島
に
渡
る

と
、姫
島
に
は
不
思
議
な
神
様
が
い
ま

す
。糸
島
に
は
怡
土
城
が
あ
り
ま
す
。歴

史
が
好
き
な
方
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、吉
備
真
備
が
城
を
造
っ
た
ん

で
す
よ
。

　

私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、視
点
を

変
え
て
旅
に
出
て
み
よ
う
と
い
う
こ

1947年神奈川県生まれ。「子どもたちの目をイキ
イキ輝かせる!」を基本テーマに、「私たち大人がイ
キイキ輝く」「地域・町がイキイキと輝く」そんな願
いを込めて活動を続けている。53年間、5500回
の催行回数に達した「ひげの梶さん歴史探歩会」
や各地の国宝・（国）重要文化財を舞台にした芸
術祭、ひとり芝居などへのプロデュース、演出も手
がけ、BSテレビの歴史ものにも出演しています。

梶本　晃司

歴史と柿の町 大和五條市観光戦略アドバイザー
ねぷたとよされとりんごの町 津軽・黒石市観光大使

かじ もと こう じ

岩戸山古墳に展示している石人石馬（レプリカ）



直良 信夫

　旧石器時代の人骨としては、直良の発見後、1957（昭和32）

年、豊橋市の石灰岩採掘場から発掘された「牛川人」が最古と

される。明石市は直良の功績を讃え、西八木海岸に「明石原

人」の説明板をたて、同市文化博物館で関連資料を保存展示

している。

　出身の臼杵市も生家を直良信夫顕彰記念館（同市二王座）

として整備。石膏模型をはじめ彼の業績を振り返る資料、写真

を展示、郷土の誇りとして顕彰している。また、国立歴史民俗

博物館、早稲田大学の直良信夫コレクションは長年、直良が

発掘研究した古生物の化石史料などを保存整理している。

直良信夫顕彰記念館

1314

九州人が、一直線に奔る。
目的のため、がむしゃらに奔走する。
時代を超え、壁を破り、走り抜いた人びと
その軌跡を辿る。

34

大
学
に
送
り
、鑑
定
を
依
頼
し
た
。

と
こ
ろ
が
、否
定
さ
れ
、送
り
返
さ

れ
た
化
石
人
骨
は
、東
京
大
空
襲
で

自
宅
が
焼
失
し
、行
方
不
明
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。「
絶
対
の
証
拠
」が
失

わ
れ
た
の
で
あ
る
。幸
い
、東
大
は
石

膏
模
型
で
残
し
て
い
た
。そ
れ
を
も

と
に
、東
大
の
長
谷
部
言
人
教
授
が

50
万
年
前
の「
明
石
原
人
」と
断
定
。

ニ
ッ
ポ
ナ
ン
ト
ロ
プ
ス
・
ア
カ
シ
エ
ン

シ
ス
と
い
う
学
名
を
付
け
た
。

学
会
権
威
者
の
全
否
定

　

し
か
し
、現
物
の
人
骨
が
残
っ
て

い
な
い
こ
と
、発
掘
で
は
な
く
崩
壊

土
か
ら
の
発
見
で
あ
っ
た
な
ど
か

ら
、学
界
で
は
異
論
続
出
。著
名
な

考
古
・
民
族
学
者
、鳥
居
龍
蔵
が「
単

な
る
自
然
石
」と
全
否
定
し
た
こ
と

か
ら
、学
界
の
風
は
一
変
。「
直
良
の

骨
」は
無
視
か
ら
抹
殺
の
状
況
に
追

い
込
ま
れ
た
。そ
の
後
、東
大
が
行
っ

た
西
八
木
海
岸
の
再
調
査
か
ら
も

直
良
は
排
除
さ
れ
た
。

　

松
本
清
張
は
彼
の
無
念
の
思
い

を
短
編
小
説「
石
の
骨
」に
書
い
て
い

る
。直
良
の
発
見
に
学
会
が
、か
く

も
否
定
的
な
の
は
、学
歴
も
学
閥
も

な
い
在
野
の
研
究
者
に
過
ぎ
な
い

と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

直
良
は
臼
杵
藩
の
没
落
武
家
に

生
ま
れ
、貧
し
く
、早
稲
田
中
学
の

通
信
教
育
を
受
け
、鉄
道
学
校
卒
。

上
京
し
て
農
務
省
の
食
堂
で
働
き

な
が
ら
、夜
間
学
校
に
通
っ
た
。無

理
が
た
た
っ
た
の
か
、体
調
を
崩
し

て
、東
京
を
離
れ
、明
石
市
で
結
婚
。

同
市
西
八
木
の
海
岸
で「
化
石
人

骨
」を
発
見
し
た
の
だ
っ
た
。

不
運
、不
幸
、逆
風
に
屈
せ
ず

　

逆
風
に
屈
し
な
い
の
が
、直
良
。

再
上
京
し
て
苦
学
、不
屈
の
精
神
で

古
生
物
学
の
研
究
を
重
ね
た
。早
稲

田
大
学
の
図
書
係
、助
手
、講
師
。

「
日
本
農
業
発
達
史
」を
書
い
て
文

学
博
士
に
。助
教
授
を
飛
ば
し
て
同

大
教
授
に
就
任
し
た
。

　

貧
困
と
闘
い
、数
々
の
不
運
に
見

舞
わ
れ
た
人
生
。病
身
で
、熱
に
浮

か
さ
れ「
私
は
１
０
０
万
年
前
の
落

ち
武
者
だ
」と
う
わ
ご
と
を
繰
り
返

し
た
と
い
う
。そ
れ
で
も
、妻
の
励
ま

し
を
受
け
て
再
起
。大
学
教
授
ま
で

研
究
者
と
し
て
上
り
詰
め
た
。動
物

考
古
学
、古
生
物
学
な
ど
が
専
門
。

明
石
市
文
化
功
労
賞
受
賞
の
翌
日
、

直
良
は
世
を
去
っ
た
。１
９
８
５（
昭

和
60
）年
11
月
２
日
、83
歳
。

＝
敬
称
略（
久
保
平
）

旧
石
器
時
代
の「
化
石
人
骨
」か
、学
会
は
全
否
定

「
落
ち
武
者
の
悲
哀
」の
中
で
、不
屈
の
学
究
人
生

　

日
本
人
は
何
処
か
ら
来
た
の
か
。

島
づ
た
い
に
北
上
し
て
き
た
南
方

か
ら
の
人
々
と
、朝
鮮
半
島
と
北
方

サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
渡
来
人
が
合
流
し

た
と
さ
れ
る
。約
３
万
年
前
、大
陸

と
地
続
き
だ
っ
た
台
湾
か
ら
海
を

渡
っ
て
来
れ
る
か
ど
う
か
。２
０
１
９

（
令
和
元
）年
７
月
、国
立
科
学
博
物

館
が
丸
木
舟
で
渡
海
実
験
を
成
功

さ
せ
て
話
題
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、縄
文
時
代
の
前
の
旧

石
器
時
代
に
日
本
人
は
い
た
の
か
。

明
石
原
人
と
呼
ば
れ
る
人
骨
を
初

め
て
発
見
し
た
の
が
直
良
信
夫（
元

早
稲
田
大
学
教
授
・
大
分
県
臼
杵

市
出
身
）。兵
庫
県
明
石
市
西
八
木

海
岸
で
発
見
し
た
も
の
が
、旧
石
器

時
代
の「
化
石
人
骨
」（
腰
の
骨
）と

推
定
さ
れ
、日
本
の
歴
史
に
新
た
な

１
頁
を
書
き
加
え
る「
大
発
見
」で

あ
っ
た
。

海
岸
の
崖
の
下
か
ら

　

旧
石
器
時
代
、氷
河
期
の
た
め
海

面
は
現
在
よ
り
１
０
０
㍍
前
後
低

く
、日
本
列
島
は
ア
ジ
ア
大
陸
と
陸

続
き
で
、そ
の
時
代
の
動
物
の
骨
な

ど
が
発
掘
さ
れ
る
。ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ

な
ど
を
追
っ
て
、原
・
ニ
ッ
ポ
ン
人
は

日
本
列
島
に
や
っ
て
き
て
住
み
着
い

た
の
か
。

　

西
八
木
海
岸
の
海
際
の
崖
の
洪

積
世
地
層
は
、打
ち
寄
せ
る
波
で
崩

壊
。直
良
は
、そ
の
崩
落
土
の
中
か

ら「
こ
こ
で
旧
象
の
化
石
と
打
製
石

器
を
拾
っ
て
以
来
、い
つ
の
日
か
人

骨
も
」と
思
い
続
け
、調
査
を
続
け

て
い
た
。１
９
３
１（
昭
和
６
）年「
青

い
粘
土
の
堆
積
の
間
に
一
本
の
茶
褐

色
の
物
体
」を
発
見
し
た
。化
石
人

骨
は
、旧
石
器
時
代
に
日
本
列
島
に

も「
原
人
」が
暮
ら
し
た
初
め
て
の

画
期
的
な
証
拠
と
し
て
、大
き
な
注

目
を
浴
び
た
。

　

発
見
し
た
人
骨
を
、直
良
は
東
京

直良 信夫（1902～1985）
なお ら のぶ お

日本人のルーツ、「明石原人」発見者


	H1_H4
	*P1_P6
	*P7_P12
	P13_P14

