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表
現
し
て
い
る
。
こ
と
を
つ
げ
加
え
て
お
く
。
そ
の
他
鳥
越
憲

三
郎
言
古
軍
記
は
偽
謡
か
」
　
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
な
ど
参
照
。

な
お
・
深
沢
七
餌
「
風
流
夢
沌
理
は
央
月
宴
の
小
説
と
と
も
に
、

奥
埼
謙
三
「
宇
宙
人
の
聖
書
」
に
全
文
を
収
め
て
い
る
。
発
行

所
は
神
戸
市
兵
庫
区
荒
田
町
二
・
五
　
サ
ン
書
店
、
本
年
三
月
－

の
発
行
、
五
百
頁
の
大
冊
で
領
価
九
百
円
）

－
小
　
五
一
・
一
一
・
一
〇
日

（
恩
－
文
・
集
B
）
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い
わ
ゆ
る
「
連
続
企
業
爆
破
事
件
」
　
「
天
皇
の
列
再
爆
破
計
画
．
－

」
な
る
も
の
の
被
告
と
し
て
、
い
ま
、
こ
と
に
い
ろ
六
人
の
諸
君

が
起
訴
さ
れ
て
い
ま
す
。
．
爆
破
を
実
行
し
た
東
ア
ジ
ア
雷
武
装

戦
線
の
「
衝
動
銅
銭
だ
っ
た
」
　
（
一
九
七
五
、
五
、
三
〇
朝
日
）

と
し
て
「
腹
股
時
評
」
の
一
部
も
新
臓
に
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
荒

井
ま
少
子
の
起
訴
状
に
は
「
前
寵
反
日
武
装
載
藤
A
練
V
に
加
盟

L
L
－
差
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
東
ア
ジ
ア
反
日
貧

装
戦
線
」
と
は
何
か
、
何
を
考
え
、
何
を
実
行
し
、
何
が
い
ま
裁

か
れ
る
の
か
。
私
に
わ
か
る
資
料
は
新
田
が
報
道
し
た
、
爆
破
幕

件
の
そ
の
都
度
の
声
明
文
と
、
腹
膜
時
計
の
抄
録
で
す
。
継
が
何

を
し
た
の
か
、
起
訴
状
に
あ
る
訴
因
は
ほ
ん
と
う
な
の
か
、
間
違

補
佐
人

荒
　
井
　
幹
　
夫

い
な
の
か
、
私
に
は
あ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

刑
法
蒔
行
為
を
部
す
る
の
七
、
・
そ
の
思
想
を
罰
す
る
の
で
な
い

と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
行
為
に
は
．
勅
願
が
あ
り
ま
す
。
特
に
こ
の

爆
破
事
件
は
、
そ
の
声
明
文
か
ら
見
て
も
思
想
性
の
高
い
行
為
で

あ
り
、
そ
の
得
為
を
穀
こ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
思
想
を
裁
か
ね

は
な
り
ま
せ
ん
。

す
ス
・
コ
ミ
は
故
意
に
そ
の
思
想
隆
を
抹
殺
し
て
報
道
し
ま
し

た
。
一
⑤
特
に
爆
破
の
実
行
々
為
が
な
い
天
皇
の
列
車
爆
破
計
画
は
、

そ
の
思
想
桂
だ
け
が
問
題
と
な
る
と
思
え
ま
す
。
∴
こ
の
法
廷
で
も
、

破
告
と
さ
れ
て
い
る
六
人
玲
意
見
陳
述
が
時
間
や
内
容
の
、
制
限
を
．

受
け
て
、
十
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
極
め
て
残
念
な
こ



と
で
あ
り
、
公
平
な
裁
判
と
い
う
観
点
か
ら
も
不
安
を
慮
ず
る
あ

げ
で
す
。

①
「
な
ぜ
企
業
を
爆
破
す
る
の
か
、
そ
の
動
機
さ
え
よ
く
も
か

ら
な
い
し
　
（
一
九
七
五
、
五
、
二
七
、
朝
日
）
－
そ
の
都
度

の
声
明
文
牝
単
純
明
快
に
そ
の
劫
緩
、
目
的
を
示
し
て
い
る
。

「
彼
ら
の
行
為
は
無
目
標
な
現
代
社
会
の
な
か
で
、
周
囲
の

人
た
ち
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
の
存
在
愚
を
確

l
　
か
め
よ
う
と
す
る
俗
っ
ぽ
い
幼
稚
な
行
為
に
す
ぎ
な
い
」

（
同
、
五
、
二
〇
朝
日
一
、
川
上
源
太
郎
、
東
京
女
手
大
功

：
　
数
段
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J
、

－
私
は
そ
の
思
想
性
に
つ
い
て
三
点
に
限
っ
て
意
見
を
の
ぺ
、
ま
す
。

第
二
は
、
歴
苺
観
点
を
ど
う
考
え
、

：
i
十
・
・
ど
う
受
け
と
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題

、
祭
日
、
ま
す
子
に
面
接
し
た
際
、
意
見
陳
述
の
進
捗
状
況
を
聞

い
た
と
こ
ろ
、
一
・
清
純
－
の
人
々
が
十
七
世
親
の
初
め
の
島
津
の
長
晦

以
来
、
ど
ん
な
に
日
本
人
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
、
搾
取
さ
れ

つ
づ
は
て
来
－
i
現
在
も
更
に
は
げ
し
く
、
国
土
そ
の
も
の
さ
え
奪

わ
れ
て
い
る
宙
と
い
う
話
を
し
て
い
る
最
中
に
粛
二
㌦
水
虫
と
涙

を
流
し
て
泣
く
の
で
す
。
私
は
三
十
年
日
本
史
の
教
師
と
し
て
授

業
や
研
究
を
つ
づ
け
て
来
た
着
で
す
が
、
恥
し
い
と
と
に
、
い
ま

だ
が
つ
て
、
水
口
溝
口
と
大
粒
の
涙
を
流
す
ほ
ど
に
、
そ
こ
に
生

き
る
人
々
）
の
心
に
共
成
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
が
わ
か

る
と
い
う
こ
と
は
「
そ
こ
に
生
き
た
人
々
の
喜
び
や
悲
し
み
や
怨

念
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
な
ど
と

上
原
尊
録
先
生
の
こ
と
ば
を
真
似
て
生
徒
に
話
し
一
て
き
た
私
に
、

そ
の
共
感
は
簿
か
っ
だ
の
で
す
。
と
め
ど
も
な
く
流
れ
出
る
涙
を

て
で
ぬ
ぐ
っ
て
い
た
ま
り
子
の
婆
は
、
沖
縄
人
民
が
日
本
人
に
沸

し
て
い
だ
く
怒
り
や
怨
念
を
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
も
の
と
し
て
感

じ
、
清
純
人
民
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
姿
で
し
た
。

②
沖
謎
は
民
族
と
し
て
匪
本
人
で
あ
り
、
古
い
日
本
語
、
記
紀

に
私
宅
く
る
よ
う
な
古
俗
が
現
在
ま
で
も
多
く
残
っ
て
い
る
、

だ
か
ら
沖
紀
夫
は
日
本
人
で
も
〇
・
日
本
の
領
土
な
の
だ
と
い
8
1

う
説
が
沖
縄
学
や
日
本
民
族
学
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら

、
巧
言
「
九
七
二
年
の
沖
縄
退
避
闘
争
を
闘
っ
た
時
、
私
た
ち
も

「
血
と
汗
を
も
て
築
い
た
沖
縄
を
返
せ
」
と
何
の
疑
い
も
な
く

敵
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
沖
縄
の
歴
史
は
、
島
津
の
侵
略
、

苛
琵
な
江
戸
時
代
の
植
民
地
支
配
で
も
、
明
治
政
府
に
よ
る
沖

稀
処
分
と
そ
の
後
の
沖
縄
県
と
し
て
の
支
配
で
も
、
沖
縄
戦
で

も
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
で
沖
縄
を
切
り
す
て
る
こ
と
は

よ
っ
て
、
本
土
日
本
が
独
立
を
果
し
た
と
い
う
点
で
も
、
日
本

の
支
配
は
、
沖
縄
人
民
に
と
っ
て
何
ひ
と
つ
よ
か
o
た
も
の
は

な
い
。
利
用
さ
れ
、
奪
い
つ
く
さ
れ
、
見
棄
て
ら
れ
、
「
返
還
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」
後
の
沖
縄
は
、
今
ま
た
本
土
寅
本
と
半
永
久
的
米
軍
基
地
に

よ
っ
て
、
ず
た
ず
た
に
引
き
ま
か
れ
て
い
る
。
沖
縄
は
ほ
ん
と

う
に
日
本
な
の
か
。
日
本
で
あ
る
こ
と
が
清
純
人
民
に
と
っ
て

幸
に
つ
な
が
る
の
か
。
根
本
的
に
考
え
寝
し
て
み
な
け
れ
は
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
」
が
爆
弾
を
も
っ
て
攻
撃
を
加
え

た
と
さ
れ
る
鹿
島
建
設
は
何
を
し
た
の
か
。
そ
れ
を
ど
う
受
け
と

め
た
の
で
し
ょ
う
か
o
鹿
島
建
設
と
そ
の
前
身
で
あ
る
鹿
島
組
に

つ
い
て
儀
一
前
図
－
の
沼
田
由
紀
子
さ
ん
の
意
見
陳
述
に
く
お
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
省
略
し
ま
す
。
鹿
島
紅
が
ど
れ
程
冷
酷

で
、
鬼
さ
え
も
瀕
を
そ
む
け
る
仕
打
ち
を
中
国
人
捕
虜
に
し
た
か

赤
津
益
造
若
「
花
岡
事
件
」
　
（
三
省
豊
新
喜
）
に
生
き
残
っ
た
人

の
詫
言
が
載
っ
て
い
ま
す
。
要
約
す
る
と
、
鹿
島
組
の
監
視
員
が

「
今
日
、
仕
事
の
帰
り
道
、
道
は
た
に
通
行
人
が
吐
い
た
飯
粒
の

ま
じ
っ
た
へ
卜
を
、
列
外
に
出
て
、
す
く
つ
て
食
っ
た
者
が
い
ろ

こ
れ
は
犬
ネ
コ
の
や
る
こ
と
だ
。
鹿
島
組
の
名
誉
を
け
が
し
、
′
人

間
の
顔
を
つ
ぶ
す
も
の
だ
」
と
い
つ
で
一
人
の
隊
貝
を
引
き
ず
り

出
し
、
中
隊
長
（
中
国
人
）
に
「
な
ぐ
れ
」
と
命
合
し
た
。
命
令

を
拒
否
し
た
中
隊
長
は
四
つ
ん
ば
い
に
さ
せ
ら
れ
、
尻
の
肉
が
裂

け
る
ほ
ど
n
ン
棒
で
な
ぐ
ち
れ
昏
倒
し
て
し
ま
っ
た
o

も
う
一
つ
の
例
は
、
飢
え
の
あ
ま
り
寮
を
こ
っ
ー
そ
り
ぬ
け
出
し

野
草
を
つ
ん
で
食
べ
た
為
に
、
秘
と
い
う
中
国
人
を
裸
に
し
て
、

な
ぐ
る
げ
ろ
で
半
殺
し
に
し
た
上
、
ト
ロ
ッ
コ
の
レ
ー
ル
を
ま
つ

赤
に
焼
い
て
規
に
は
き
ん
だ
。
こ
ろ
げ
ま
あ
ろ
勧
き
ん
を
皆
で
押

え
つ
け
、
服
と
尻
に
焼
鉄
榛
を
押
し
あ
て
て
焼
き
殺
し
た
と
い
う

も
の
で
す
。
裏
の
起
軟
は
通
行
人
の
吐
い
た
ヘ
ト
を
す
く
っ
て
食

べ
た
、
野
草
を
つ
ん
で
食
べ
允
と
い
う
す
さ
ま
じ
い
は
か
り
の
飢

え
で
す
。
ひ
と
が
吐
い
た
へ
ト
を
食
べ
る
程
の
飢
え
に
さ
ら
し
て

お
い
て
「
鹿
島
組
の
名
誉
を
け
が
し
、
人
間
の
顔
を
つ
ぶ
す
も
の

だ
と
と
ら
え
る
発
想
。
襟
に
し
て
昏
倒
す
る
ま
で
な
ぐ
り
倒
し
た

人
に
、
焼
鉄
棒
を
股
に
押
し
あ
て
て
焼
き
殺
す
と
い
う
サ
デ
ィ
ズ

ム
。
こ
れ
が
鹿
島
組
な
の
で
す
。

花
岡
の
鹿
島
組
の
飯
場
中
山
寮
③
の
中
国
人
は
一
九
四
五
年
六

月
三
十
日
、
暴
動
を
起
し
蓋
し
だ
が
、
憲
兵
、
警
察
官
、
消
防
団

貝
、
青
年
団
員
ら
千
名
の
日
本
人
に
包
囲
攻
撃
さ
れ
、
約
五
十
人

が
殺
さ
れ
ま
し
た
。
生
き
残
っ
て
捕
え
ら
れ
た
人
た
ち
は
、
眠
る

こ
と
も
、
－
滴
の
水
も
、
一
口
の
食
物
も
与
え
ら
れ
ず
、
三
日
三

晩
拷
問
さ
れ
、
六
三
人
が
殺
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
花
岡
暴
動
の

結
果
で
す
。

こ
れ
ら
虐
殺
の
責
任
は
、
現
場
の
六
人
か
B
、
C
級
戦
犯
と
し

て
有
罪
と
さ
れ
た
だ
け
で
、
四
一
．
ハ
ー
セ
ン
ト
も
の
人
々
を
む
と
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た
ら
し
く
殺
し
た
強
制
連
行
の
計
画
・
実
施
責
任
者
で
あ
る
は
ず

の
鹿
島
組
幹
部
は
、
何
ひ
と
つ
普
任
を
と
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、

戦
後
の
日
本
政
府
か
ら
補
償
金
ま
で
取
っ
て
い
ま
す
。

⑥
中
山
寮
は
、
武
装
監
視
員
の
い
る
事
務
室
や
炊
事
場
な
ど
の

一
棟
と
、
倖
虜
た
ち
の
ね
ぐ
ら
と
し
た
三
棟
の
．
バ
ラ
ブ
タ
、
ほ

か
に
病
室
と
死
体
置
場
の
一
棟
と
か
ら
成
っ
て
い
た
。

花
岡
は
秋
田
県
の
奥
羽
山
脈
の
山
ふ
と
こ
ろ
、
何
メ
ー
ト
ル

も
の
雪
が
積
り
、
零
下
二
十
度
を
越
す
冬
が
来
て
も
夏
の
単
衣

の
着
た
き
り
、
セ
メ
ン
ト
袋
を
着
て
凍
死
を
防
い
だ
。
軍
隊
用

毛
布
が
三
人
は
一
枚
支
給
さ
れ
た
だ
け
。

第
一
次
強
制
運
行
二
九
七
人
が
翌
年
四
月
ま
で
生
き
残
っ
た

人
は
、
六
、
七
十
人
と
い
う
状
態
で
す
。

こ
の
花
岡
事
件
を
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
。
私
は
「
花
岡
事
件

」
を
読
ん
で
、
何
と
む
ご
い
こ
と
を
す
る
も
の
か
、
そ
の
生
命
は

極
限
状
態
を
超
え
て
、
よ
く
も
生
き
残
っ
た
人
が
い
た
も
の
だ
、

も
し
私
が
同
じ
状
態
に
お
か
れ
た
ら
と
思
う
戦
慄
、
そ
の
程
度
の

こ
と
で
し
た
。
腹
腹
時
計
の
受
け
と
め
方
は
違
い
ま
す
。
〇
日
帝

は
三
六
年
間
に
及
ぶ
朝
鮮
侵
略
、
樋
民
地
支
配
を
は
じ
め
と
し
て

台
湾
、
中
国
大
陸
、
東
南
ア
ジ
ア
も
侵
略
支
配
し
、
「
国
内
」
植

民
地
と
し
て
ア
ィ
又
、
モ
シ
リ
、
沖
縄
を
同
化
吸
収
し
て
き
た
。

あ
れ
あ
れ
は
、
そ
の
日
本
帝
国
主
義
者
の
子
孫
で
あ
り
、
帝
国

主
義
本
国
人
で
あ
る
」
。
今
あ
げ
た
例
で
い
え
ば
、
ひ
と
の
吐
い

た
へ
ド
さ
え
も
食
べ
ず
に
い
ら
れ
な
い
飢
え
と
屈
辱
、
随
に
焼
鉄

棒
を
つ
ご
し
ま
れ
て
焼
き
殺
さ
れ
た
徳
さ
ん
、
花
岡
蜂
起
の
後
、

三
日
三
晩
炎
天
下
に
水
も
食
物
も
何
ひ
と
つ
与
え
ら
れ
ず
拷
問
し

っ
づ
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
六
三
人
の
人
々
へ
の
同
情
や
其
感
、
第

三
者
の
「
人
道
的
」
告
発
で
は
な
く
、
自
分
は
そ
の
殺
さ
れ
る
佃

に
い
る
の
で
は
な
く
、
血
も
涙
も
な
く
残
虐
に
彼
ら
を
殺
し
た
鹿

島
組
の
職
員
の
側
に
い
ろ
。
殺
し
た
側
に
い
る
日
本
帝
国
主
義
者

の
子
孫
な
の
だ
と
い
う
自
己
認
識
に
立
っ
て
い
ま
す
。

間
組
本
社
原
敬
の
時
の
声
明
文
（
さ
そ
り
）
は
「
キ
ソ
ダ
一
一
・

テ
メ
ソ
ゴ
ー
ル
作
戦
の
一
た
ん
を
に
な
い
」
と
い
い
、
大
成
建
設

の
と
き
の
声
明
文
（
大
地
の
牙
）
は
、
「
大
成
建
設
の
今
日
は
、

一
九
二
二
年
新
潟
県
の
信
濃
電
力
信
濃
川
水
力
発
培
所
工
事
現
場

で
大
貴
虐
殺
さ
れ
た
朝
鮮
人
労
働
者
等
植
民
地
人
民
の
血
と
馬
の

う
え
に
築
か
れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
過
去
の
人
非
人
的

残
虐
行
為
の
責
任
が
果
さ
れ
て
い
な
い
の
み
で
な
く
、
現
在
も
ま

た
、
ラ
メ
ン
ゴ
ー
ル
で
は
マ
ラ
ヤ
人
民
の
解
放
闘
争
に
敢
対
し
、

「
国
益
の
た
め
に
」
闘
う
こ
と
を
宣
言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
肥
え

太
っ
て
い
る
間
組
の
存
在
を
許
し
て
い
る
自
分
は
、
帝
国
主
義
本

国
人
と
し
て
、
マ
ラ
ヤ
人
民
に
対
し
加
害
者
の
位
置
に
立
つ
て
い



あ
。
そ
れ
を
清
算
す
る
ほ
は
マ
ラ
ヤ
人
民
と
と
も
に
、
そ
の
加
害

企
業
で
あ
る
間
組
を
弾
劾
し
、
武
力
攻
撃
を
加
え
る
以
外
に
な
い

④
と
愈
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
程
ま
で
に
主
体
的
な
歴
史
、
現

実
の
認
識
に
、
驚
き
と
共
感
と
を
感
じ
ま
す
。
戦
前
戦
後
を
通
じ

日
本
の
帝
国
主
義
体
制
を
作
り
あ
げ
、
又
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を

許
し
て
き
た
私
に
、
ど
ん
な
答
え
も
批
判
も
で
き
な
い
の
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
の
平
和
で
皇
か
な
小
市
民
生
活
一
マ
イ
ホ
ー
ム

の
ぬ
く
も
り
が
、
日
本
企
業
の
「
海
外
発
展
」
な
る
も
の
の
上
托

築
か
れ
て
い
ろ
。
う
ら
返
せ
ば
、
進
出
先
の
人
民
の
収
奪
と
擦
鎧

の
う
え
托
築
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
あ
れ
あ
れ
は
帝
国
主

我
本
国
人
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
な
り
ま
す
。

④
間
組
は
÷
レ
ー
シ
ア
陸
軍
に
、
テ
メ
ソ
ゴ
ー
ル
峡
谷
の
マ
ラ

ヤ
人
民
、
武
裳
解
放
軍
の
徹
底
的
掃
討
を
喪
家
し
て
い
る
。

私
た
ち
が
ア
ジ
ア
の
人
民
、
世
界
の
人
民
と
の
連
帯
友
好
を
求

め
る
な
ら
、
こ
こ
に
基
点
を
置
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
言
葉
だ
け

ポ
ー
ズ
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
ト
こ
と
を
私
自
身
、
身
に
し
み
て

反
省
し
ま
す
。
．

世
界
政
経
と
い
う
雑
誌
（
一
九
七
五
・
十
二
月
号
）
は
小
泉
魚

蝶
と
い
う
人
（
日
本
貿
易
振
興
会
経
済
借
鞍
部
）
が
、
ジ
ョ
ー
ジ

・
オ
ー
エ
ル
と
い
う
作
家
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
こ
う
言
っ
て

い
ま
す
。
「
左
翼
の
〟
目
覚
め
た
〟
人
間
は
、
彼
ら
自
身
が
ア
ジ

ア
の
苦
役
の
せ
い
で
高
い
生
活
水
準
を
維
持
し
、
そ
の
た
め
憾
、

″
且
篤
め
た
〟
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
（
オ
ー
エ
ル
）
の
指

摘
で
す
。
し
か
も
左
翼
政
党
は
、
そ
の
生
活
水
準
の
維
持
の
た
め

に
曲
っ
て
い
る
ゆ
え
、
ア
ジ
ア
の
苦
役
の
継
続
を
要
求
す
る
こ
と

に
な
る
。
あ
た
し
た
ち
の
生
活
水
準
そ
の
も
の
が
、
東
南
ナ
シ
ナ

の
生
活
水
準
の
低
さ
の
餞
笹
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
」
だ
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
の
生
活
水
準
を
低
下

さ
せ
る
論
理
を
み
ず
か
ら
の
内
側
に
ひ
き
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
上

で
（
経
済
支
配
）
攻
瑳
し
た
い
」
と
⑤

⑪
労
働
話
合
の
賃
上
げ
が
、
企
業
利
潤
の
分
け
前
を
要
求
す
る
8
4

形
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
喜
美
で
あ
り
、
チ
プ
ソ
水
催
竿
志

で
も
、
六
億
ク
ロ
ム
公
害
を
ま
き
ち
ら
し
た
日
本
化
学
で
も
、

労
働
組
合
は
企
業
内
告
発
は
お
ろ
か
、
公
害
に
反
対
す
る
被
害

者
や
市
民
の
遊
動
は
敵
対
し
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
．

翰
国
龍
田
に
公
害
工
場
を
建
設
し
た
日
本
化
学
は
、
す
で
は

提
案
を
開
始
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
そ
こ
で
軽
国
人
を
指
揖

し
、
公
害
を
ま
き
ち
ら
す
行
為
者
は
労
働
組
合
員
な
の
で
す
‥

海
外
の
現
地
人
民
の
抵
抗
に
よ
っ
て
企
業
利
潤
が
低
下
し
、
賃

上
げ
も
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、
労
働
組
合
員
で
あ
る
従
業
員

は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
地
人
民

入
間
∵
高
調



と
敵
対
す
る
日
帝
本
国
人
と
な
ら
な
い
．
だ
ろ
う
か
。

腹
腹
時
計
に
示
さ
れ
た
歴
史
と
現
状
へ
の
認
識
は
、
過
激
で
も

突
飛
で
も
な
い
、
ご
ま
か
し
も
妥
協
も
な
く
、
誠
実
そ
の
も
の
で

あ
り
、
且
つ
主
体
的
で
す
。

第
二
は
日
本
の
企
業
進
出
と
外
交
が
、
過
去
の
こ
と
で

は
な
く
そ
の
地
の
反
動
勢
力
と
結
託
し
、
人
民
を

搾
取
し
、
苦
し
み
を
与
え
怨
嗟
の
的
と
な
っ
て
い

る
こ
の
事
実
に
ど
う
こ
た
え
る
か
と
い
う
問
題

日
本
国
憲
法
は
、
十
五
年
に
あ
た
る
侵
略
戦
争
の
反
省
に
た
っ

て
、
そ
の
前
文
で
「
わ
れ
ら
は
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、

圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
ょ
う
と
努
め
て
い
る
国

際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
」
と
う

た
い
、
「
い
ず
れ
の
国
家
も
自
国
の
こ
と
の
み
専
念
し
て
、
他
国

を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。

十
五
年
侵
略
戦
争
の
敗
戦
か
ら
三
十
年
、
日
本
経
済
は
い
ま
、

°
・
N
・
P
で
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
西
側
世
界
で
第
二
位
、
円
は

益
々
強
い
と
い
う
高
度
成
長
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

成
長
の
原
動
力
は
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
特
需
で
あ
り
、

解
放
を
求
め
ろ
束
7
．
シ
了
人
民
の
頭
上
に
、
血
の
雨
を
あ
ら
せ
た

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
、
も
づ
と
も
汚
な
い
戦
争
に
加
担
し
て
、

も
う
け
た
汚
れ
た
金
で
す
。
日
本
の
資
本
輸
出
は
現
地
の
反
郵
政

権
や
買
弁
寅
本
と
鰭
託
し
、
彼
ら
の
存
続
を
擁
護
し
、
解
放
を
求

め
る
人
民
を
弾
圧
し
っ
つ
、
再
び
戦
前
の
搾
取
と
、
直
接
間
接
の

穀
・
を
増
幅
し
て
い
ま
す
し
、
さ
ら
に
公
害
ま
で
も
輸
出
し
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
田
中
前
首
相
が
東
南
ア
ジ
ア
を
務
田
し
た
際
、

学
生
や
現
地
人
民
か
ら
、
ど
ん
な
出
迎
え
を
う
げ
だ
が
記
億
叱
新

し
い
′
と
ゝ
」
ろ
で
す
。

長
期
に
わ
た
り
．
圧
政
と
殺
掛
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
民
衆
忙

限
り
な
い
苦
痛
を
与
え
た
戦
前
だ
け
で
な
く
、
現
在
も
ま
た
再
侵

略
を
行
な
っ
て
い
る
朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
ま
す
。

明
治
絶
対
主
義
政
府
か
成
立
し
て
八
年
、
一
八
七
五
年
江
華
島

を
武
力
占
領
し
て
日
朝
修
好
条
規
と
い
う
屈
辱
的
不
平
等
条
約
を

強
制
し
て
以
来
、
朝
鮮
国
内
の
革
命
的
事
件
⑥
に
そ
の
都
睦
出
兵

し
て
侵
略
の
機
会
を
う
か
が
い
、
つ
い
に
日
清
戦
争
を
ひ
き
起
し

て
日
韓
暫
定
合
同
乗
　
⑦
を
強
制
し
、
又
、
台
湾
を
侵
略
し
ま
し

た
。
戦
後
の
十
月
に
は
白
昼
朝
鮮
王
宮
を
襲
馨
し
エ
閑
地
を
虐
殺

凌
辱
し
て
（
乙
未
昏
変
）
、
日
露
戦
争
後
は
三
次
に
あ
た
る
日
韓

条
約
の
未
、
一
九
－
〇
年
韓
国
を
併
合
し
、
三
六
年
に
あ
た
る
櫓

民
地
支
配
を
行
な
い
ま
し
た
。

⑥
一
八
八
一
一
年
の
軍
人
暴
動
′
（
壬
午
の
変
）
、
一
八
八
四
年
の



金
玉
均
ら
開
化
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
（
甲
申
政
変
）
、
－
八

九
四
年
の
甲
午
農
民
戦
争
（
東
学
党
の
乱
）

⑦
京
仁
、
京
釜
鉄
道
の
敷
設
権
を
獲
得
し
た
。

日
本
の
代
表
的
知
識
人
、
啓
鼠
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
福
沢
諭
吉

は
、
甲
申
政
変
失
敗
の
後
、
有
名
な
脱
寂
静
で
「
あ
か
国
は
燐
国

の
開
明
を
待
っ
て
、
共
に
ア
ジ
ア
を
興
す
の
猶
予
あ
る
べ
か
ら
す
○

む
し
ろ
そ
の
伍
を
脱
し
て
、
西
洋
の
文
明
国
と
進
退
を
と
も
に
し

そ
の
支
那
、
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
、
隣
国
な
る
が
故
に
と
て
特

別
の
会
釈
に
及
は
ず
。
ま
さ
に
西
洋
人
が
こ
れ
に
接
す
る
の
嵐
に

従
っ
て
処
分
す
べ
き
の
ふ
」
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
朝
鮮
人
観
は
、
三
六
年
間
の
椙
民
地
受
配
匿
お
い
て
、
朝

鮮
人
民
の
苦
悩
を
思
い
や
る
ひ
と
か
け
ら
の
心
も
な
く
、
国
を
奪

い
、
田
畑
や
産
業
を
奪
い
、
こ
と
ば
を
奪
い
、
姓
名
を
奪
い
、
多

く
の
人
命
と
肉
体
を
奪
い
取
っ
た
の
で
す
。
戦
時
中
一
高
〇
万
人

を
教
え
た
在
日
朝
鮮
人
は
、
こ
う
し
て
故
郷
か
ら
追
い
出
さ
れ
た

か
、
「
官
斡
旋
」
　
「
国
民
徴
用
令
」
な
ど
で
強
制
運
行
さ
れ
た
人

た
ち
で
す
。
彼
ら
は
鹿
島
組
、
大
倉
魚
、
間
組
な
ど
の
土
建
業
に
、

三
井
、
三
菱
な
ど
の
鉱
山
に
、
牛
馬
以
下
の
待
遇
で
醇
使
さ
れ
、
・

多
く
の
人
命
さ
え
も
奪
い
取
ら
れ
た
の
で
す
。

第
二
次
大
戦
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
解
放
を
か

ち
え
た
朝
鮮
人
民
⑧
に
待
っ
て
い
た
も
の
は
、
南
北
分
断
の
悲
劇

で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争
で
あ
っ
た
あ
け
で
す
が
、
隣
国
の
悲
劇
を
好

枝
と
し
て
、
反
共
軍
事
同
盟
（
日
米
安
保
条
約
）
に
加
担
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
独
立
し
、
経
済
復
輿
を
果
し
ま
し
た
〇

一
七
六
〇
年
四
月
十
九
日
、
人
民
蜂
起
に
よ
っ
‡
今
承
現
政
権
を

倒
し
、
南
北
統
一
の
気
運
が
も
り
上
る
と
、
C
I
A
に
よ
っ
て
援

助
さ
れ
た
車
掌
ク
ー
デ
タ
ー
で
朴
正
儲
政
権
が
た
ん
生
し
ま
し
た
。

す
る
と
日
本
政
府
（
佐
藤
内
閣
）
は
懸
案
の
日
記
条
約
を
、
日
記

両
国
人
民
の
反
対
を
押
し
切
つ
て
締
結
し
（
一
九
六
五
年
）
、
以

後
日
本
の
国
家
資
本
、
民
間
資
本
は
せ
き
を
切
っ
て
侵
入
を
開
始

し
ま
し
た
o
そ
れ
は
日
本
資
本
の
再
侵
略
で
あ
り
、
朝
鮮
総
督
府
8
、
6

に
代
る
朴
正
鵠
政
権
へ
の
無
条
件
肩
入
れ
が
進
行
し
て
ト
ま
す
。

③
朝
鮮
の
解
放
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
敗
北
に
よ
る
あ
け
で
す

が
、
国
語
の
敗
北
の
要
因
の
重
要
な
一
因
に
、
朝
鮮
人
民
の
果

敢
な
反
日
闘
争
が
あ
っ
た
こ
と
ば
、
黒
川
芳
正
君
の
意
見
陳
述

ほ
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
又
と
の
闘
争
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
現
在
の
朴
政
権
の
大
統
領
緊
急
措
置
体
制
下
で
も
、
想
像
を

絶
す
る
苛
酷
な
条
件
の
中
で
、
反
朴
・
反
日
の
火
は
燃
え
つ
づ

げ
で
い
ま
す
。

又
、
サ
ハ
リ
ン
（
樽
太
）
に
は
戦
時
中
に
家
族
か
ら
引
き
離
を



れ
、
強
制
連
行
さ
れ
て
、
帰
国
の
機
会
を
、
与
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
、

放
置
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
人
が
約
四
万
三
千
人
⑨
も
お
り
ま
す
。
日

本
人
や
日
本
人
と
結
婚
し
た
者
は
一
九
五
九
年
ま
で
に
帰
国
し
て

い
る
の
に
、
「
日
本
人
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
で
日
本
政
府
が

引
き
取
り
を
拒
否
し
て
い
る
た
め
に
残
宮
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
彼
ら
の
中
約
十
．
ハ
ー
セ
ン
ト
の
人
々
は
、
強
い
帰
国
の
意
志

を
も
っ
て
、
戦
後
三
十
年
に
な
る
今
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
条
件
に

耐
え
、
無
国
籍
の
ま
ま
帰
国
を
待
望
し
て
い
る
の
で
す
。
希
望
の

実
現
は
、
二
に
か
か
っ
て
日
本
政
府
の
態
度
に
あ
り
ま
す
。
戦
時

中
の
悪
夢
と
し
て
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
ろ
強
制
連
行
が
、
サ
ハ

リ
ン
の
朝
鮮
人
に
は
現
在
も
継
続
し
て
い
る
の
で
す
。

⑨
一
九
四
六
年
当
時
の
弱
盃
の
数
字
で
す
。
当
時
二
十
才
だ
っ

た
若
者
も
今
は
五
十
才
を
越
え
、
中
に
は
七
、
八
十
才
と
い
う

人
も
い
ま
す
。
韓
国
は
ソ
連
と
国
交
が
な
い
の
で
直
接
交
渉
は

で
き
な
い
。
従
っ
て
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
婦
国
は
先
ず
日
本
へ
の

帰
国
で
あ
る
わ
け
。

征
韓
論
や
脱
亜
論
以
来
の
朝
鮮
人
民
に
対
す
ろ
侮
蔑
観
、
差
別

観
は
、
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
後
も
、
政
府
や
財
界
だ
け
で
な
く
一
、

お
お
か
た
の
日
本
人
の
心
に
何
ら
変
革
さ
れ
る
こ
と
な
く
蝕
み
つ

い
て
い
ま
す
し
、
種
民
地
支
配
時
代
の
罪
過
は
つ
ぐ
な
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
日
韓
条
約
以
来
の
再
侵
略
は
、
政
府
と
財
界
の
責
任
は

勿
輪
、
そ
の
手
先
と
な
っ
て
現
実
に
働
い
て
い
る
日
本
人
、
そ
れ

電
話
し
て
い
る
日
本
人
と
し
て
の
私
た
ち
の
貴
任
が
問
わ
れ
て
ト

ま
す
。
い
ま
軽
米
癒
着
、
日
韓
癒
着
の
醜
い
関
係
が
ナ
メ
サ
カ
議

会
で
暴
露
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ

れ
ば
、
戦
後
日
本
の
韓
国
ロ
ビ
ー
ス
ト
を
先
頭
と
す
る
政
界
財
界

の
行
動
を
糾
弾
す
る
こ
と
の
正
し
さ
が
立
証
さ
れ
る
で
L
t
こ
’
⑫

⑲
す
で
に
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
も
、
目
前
癒
潜
の

醜
い
関
係
を
示
す
質
料
は
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
中
か
ら

私
の
知
っ
て
い
る
二
、
三
を
あ
げ
ま
す
。

〇
日
諭
関
係
の
基
礎
知
識
　
日
韓
関
係
研
究
全
編
　
田
畑
書
店
8
7

刊
－
九
七
五
・
十
一
月

○
資
料
・
日
韓
関
係
l
・
Ⅱ
　
日
韓
関
係
を
語
録
す
る
金
線

現
代
史
出
版
会
　
一
九
七
六
・
二
月

〇
日
韓
調
査
I
・
Ⅱ
　
市
民
の
手
で
日
韓
ゆ
着
を
た
だ
す
調
査

運
動
一
九
七
五
・
十
月
　
七
六
・
三
月

○
白
昼
堂
々
日
範
腐
敗
構
造
の
軌
跡
1
～
1
　
ア
サ
ヒ
ジ
ャ
ー

ナ
ル
　
一
九
七
六
・
八
・
二
七
～
十
・
八

日
本
が
限
り
な
い
援
助
を
与
え
て
、
そ
の
存
続
を
支
え
て
い
る

朴
正
駕
政
府
に
よ
っ
て
逮
捕
投
獄
さ
れ
、
い
つ
虐
殺
さ
れ
る
か
わ



か
ら
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
韓
国
の
詩
人
金
芝
河
氏
は
、
、
国

際
的
世
論
に
よ
っ
て
刑
の
執
行
停
止
と
な
っ
て
い
た
一
ケ
月
弱
の

間
に
、
日
本
民
衆
へ
の
彗
昌
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
以
下
は
そ
の

一
部
で
す
。

⑪
金
氏
は
－
九
七
五
年
三
月
十
三
日
再
逮
捕
ざ
れ
た
。
彼
は
民

青
学
連
事
件
で
最
初
死
刑
、
後
無
期
懲
役
と
な
り
、
そ
の
間
秘

か
に
「
良
心
宣
言
」
を
発
表
し
た
。
引
用
は
一
九
七
五
・
三
。

一
宣
言
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
。
「
也
界
」
二
九
七
六
・
四
月

号
に
よ
る
。

「
三
六
年
に
あ
た
o
た
わ
が
韓
民
族
に
た
い
す
る
、
ふ
な
た
た

も
日
本
民
族
の
、
史
上
類
例
を
み
な
い
、
荻
か
つ
残
忍
な
帝
国
主

義
的
侵
略
、
抑
圧
と
収
奪
は
、
わ
が
民
族
全
休
を
人
間
以
下
の
牛

馬
の
境
地
に
追
い
と
み
、
つ
い
に
地
上
か
ら
追
放
さ
れ
た
も
の
の

地
位
に
お
と
し
入
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
た
ち
日
本
民

族
は
、
そ
の
非
道
な
方
法
で
も
っ
て
あ
が
民
族
を
非
人
間
化
す
る

こ
と
ば
よ
つ
て
、
笑
は
あ
が
民
族
の
み
で
は
な
く
、
あ
な
た
た
ち

日
本
民
族
自
身
を
も
同
時
に
非
人
開
化
u
た
の
で
あ
り
ま
す
」

「
現
在
あ
な
た
た
ち
日
本
民
族
は
、
過
ぎ
去
っ
た
三
六
年
間
の

あ
の
非
人
遠
的
な
韓
国
侵
略
よ
り
も
、
一
層
荻
か
つ
な
、
一
層
野

獣
的
な
手
法
を
弄
し
つ
つ
、
わ
が
民
族
の
生
存
を
お
び
や
か
し
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
権
利
を
ふ
み
に
じ
る
こ
と
に
ま
つ
で
、
再

び
私
た
ち
を
地
上
か
ら
追
放
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
」
：

「
馬
山
輸
出
自
由
地
域
に
お
い
て
、
日
本
人
が
単
に
若
い
女
工

た
ち
の
労
力
を
搾
取
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
女
た
ち
の
貞
操
を

す
ら
級
観
す
る
よ
う
な
常
態
」

「
い
わ
ゆ
る
キ
ー
セ
ン
．
ハ
ー
テ
ィ
な
る
も
の
の
醜
態
に
ま
つ
わ

る
、
ま
さ
に
正
視
に
堪
え
ら
れ
な
い
教
々
の
事
態
を
、
私
た
ち
は

ど
う
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
」

「
こ
の
よ
う
な
お
ぞ
ま
し
い
蕗
態
は
、
あ
な
た
た
ら
日
本
人
の

あ
や
ま
も
に
の
み
由
来
し
て
い
る
の
で
ば
あ
り
ま
せ
ん
。
現
政
権

の
罪
科
の
大
き
さ
を
、
私
た
ち
は
十
二
分
に
認
識
し
て
お
り
ま
す
8
8

で
あ
れ
は
こ
そ
、
私
た
ち
は
現
政
権
の
こ
の
よ
う
な
反
民
族
的
政

策
と
過
誤
に
た
い
し
、
た
ゆ
む
ご
と
な
く
批
判
し
闘
っ
て
き
た
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
う
一
人
の
犯
人
で
あ
る
あ
な
た
た
ち

日
本
人
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
は
一
体
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら

よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
」

「
あ
な
た
た
ち
日
本
人
は
常
に
、
私
た
ち
が
必
死
に
な
っ
て
反

対
し
て
い
る
も
の
を
、
必
死
に
な
っ
て
支
接
し
て
お
り
、
私
た
ち

が
必
死
に
な
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
必
死
に
な
つ
轟
鵜

し
て
お
り
ま
す
。
」

と
の
悲
痛
極
り
な
い
金
芝
河
氏
の
叫
び
に
対
し
、
私
た
ち
日
本



人
の
誰
が
、
有
効
に
答
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
明
治
政
府
以
来

百
年
の
日
本
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
科
を
限
り
な
く
犯
し
て

来
ま
し
た
し
、
現
在
も
ま
た
、
そ
れ
を
拡
大
再
生
産
し
て
、
韓
国

は
じ
め
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
諸
国
人
民
の
上
に
ふ
り
ま

い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
醜
い
日
本
国
、
日
本
政
府
、
日
本
企
業

そ
し
て
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
対
し
、
「
束
ア
ジ

ア
反
目
武
装
戦
線
」
へ
の
参
加
は
、
も
っ
と
も
ま
じ
め
な
、
真
剣

な
答
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
三
は
、
昭
和
天
皇
の
侵
聴
戦
争
の
犯
罪
性
と
、
そ
の
戦
争

責
任
の
問
題
。
そ
れ
は
過
去
に
終
了
し
た
も
の
で

は
な
く
現
在
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

二
ケ
月
前
の
十
一
月
十
日
、
天
皇
の
在
位
五
十
年
祝
賀
式
が
六

千
名
の
警
察
官
に
守
ら
れ
て
、
日
本
武
道
館
で
行
な
あ
れ
た
そ
う

で
す
。
全
国
の
官
公
署
や
学
校
は
「
祝
賀
」
の
た
め
の
半
ド
ン
を

指
令
さ
れ
て
、
多
く
が
休
み
と
な
り
ま
し
た
。
戦
争
の
二
十
年
を

ひ
っ
く
る
め
て
在
位
五
十
年
を
祝
賀
す
る
行
事
で
し
た
。
日
本
・
の

侵
噂
を
う
け
た
東
ア
ジ
ア
の
国
々
で
は
、
抗
議
の
運
動
が
あ
っ
た

と
き
き
ま
す
。

又
、
十
一
月
十
日
は
今
か
ら
三
五
年
前
（
一
九
四
〇
年
）
　
「
皇

紀
二
千
六
百
年
祭
」
を
や
っ
た
そ
の
日
で
す
。
神
武
天
皇
と
い
う

作
り
話
を
実
在
の
歴
史
と
し
て
「
八
森
一
字
」
の
精
神
を
宣
揚
し

朝
鮮
や
中
国
へ
の
侵
略
戦
争
を
は
め
た
た
え
、
翌
年
に
は
東
南
ア

ジ
ア
へ
の
侵
略
に
突
入
し
て
ゆ
く
精
神
的
準
備
が
「
皇
紀
一
一
千
六

百
年
祭
」
で
し
た
。
同
じ
日
に
在
位
五
十
年
を
祝
う
と
い
う
運
航

瞳
は
大
日
本
帝
国
の
大
元
帥
天
皇
か
い
ま
だ
健
在
で
あ
ざ
・
こ
と
を

象
致
し
て
い
ま
す
。

昭
和
天
皇
の
五
十
年
は
、
最
初
の
二
十
年
は
大
日
本
帝
国
の
絶

対
君
主
と
し
て
「
神
聖
エ
ン
デ
侵
ス
へ
カ
ラ
ス
」
の
天
皇
で
あ
り
、

後
の
三
十
年
は
「
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象

徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
は

塞
く
」
象
徴
天
皇
で
す
。
こ
の
変
化
に
は
現
人
神
天
皇
の
全
面
否
8

定
、
侵
略
主
義
の
廃
絶
と
い
う
百
八
十
度
の
鹿
操
が
あ
っ
た
は
ず

で
す
し
、
そ
の
間
の
完
全
な
断
絶
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

現
人
神
天
皇
の
二
十
年
は
、
即
位
五
ヶ
月
目
（
一
九
二
七
・
五

J
“
の
山
東
出
兵
に
は
じ
ま
り
、
一
九
四
一
年
の
太
平
洋
戦
争
・
東

南
ナ
シ
ア
侵
膿
ま
で
、
絶
え
ま
な
し
の
侵
略
戦
争
に
明
け
暮
れ
た

三
十
年
で
す
。
大
日
本
帝
国
諸
法
に
「
天
皇
ハ
戦
ヲ
宣
シ
和
ヲ
講

シ
」
　
（
十
三
条
）
と
あ
る
よ
う
に
戦
争
は
天
皇
の
国
政
行
為
で
す
。

戦
争
に
か
り
出
さ
れ
た
日
本
の
若
者
た
ら
は
天
皇
の
命
令
に
よ
っ

て
戦
場
へ
行
き
、
天
皇
の
命
令
の
故
に
戦
っ
た
の
で
す
。
「
上
官

の
命
を
承
る
こ
と
、
実
は
朕
が
命
を
承
る
義
な
り
と
心
得
よ
」
と



軍
人
勅
諭
は
明
言
し
て
い
ま
す
し
、
軍
隊
経
験
を
も
つ
人
は
誰
で

も
暗
唱
し
て
い
る
文
句
で
す
。
こ
の
命
令
に
そ
む
く
こ
と
は
「
た

だ
に
軍
隊
⑫
軽
重
た
る
の
み
か
は
、
国
家
の
為
に
も
許
し
が
た
さ

罪
人
た
る
べ
L
L
と
し
て
陸
海
軍
刑
法
は
最
萬
刑
の
死
刑
ま
で
を

用
意
し
て
い
た
し
、
又
、
本
人
一
個
人
に
と
ど
ま
ら
ず
郷
里
の
人

々
も
、
親
子
妻
兄
弟
姉
妹
ま
で
も
非
国
民
の
「
郷
党
家
門
」
と
し

て
糾
弾
さ
れ
、
⑬
日
本
国
内
で
は
生
き
て
ゆ
く
揚
さ
え
見
出
せ
i
な

い
情
況
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
「
国
法
」
は
ま
さ
に
、
こ
の
天

皇
の
命
じ
た
戦
争
に
反
対
す
る
者
を
、
こ
と
ご
と
く
犯
罪
人
と
し

て
弾
圧
し
侵
略
戦
争
を
正
当
化
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
天
皇
の
命
令

の
姿
な
の
で
す
。

⑲
戦
陣
訓
（
一
九
四
一
年
陸
軍
大
臣
東
条
美
瑛
の
名
で
全
軍
に

示
達
さ
れ
た
。
）
は
「
第
八
、
名
を
惜
し
む
。
恥
を
知
る
も
の

は
強
し
、
常
に
躯
覚
家
門
の
面
目
を
思
ひ
、
▲
愈
々
奮
励
し
て
其

の
期
待
に
答
ふ
べ
し
。
生
き
て
虜
囚
の
唇
を
受
け
ず
、
死
し
て

罪
禍
の
汚
名
を
残
す
こ
と
勿
れ
」
と
あ
り
ま
す
。

軍
隊
生
活
で
戦
場
で
「
皇
軍
兵
士
」
が
つ
ね
に
否
や
か
き
れ

て
い
た
も
の
は
虜
囚
や
挽
命
と
い
う
罪
禍
が
自
分
に
及
ぶ
こ
と

郷
党
家
門
が
非
国
民
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
罪
禍
の
内
容
は

現
地
住
民
に
対
す
る
も
の
は
問
題
で
は
な
く
、
専
ら
虜
囚
と
抗

命
で
あ
二
「
た
の
で
す
。

「
戦
争
を
は
じ
め
た
の
は
私
の
意
志
で
は
な
く
、
終
戦
は
私
の

決
断
で
行
な
っ
た
。
」
な
ど
と
い
う
天
皇
の
こ
と
ば
は
、
駿
死
し

て
い
つ
た
日
本
の
二
一
〇
万
の
若
者
た
ち
に
、
空
襲
や
原
爆
で
何

も
わ
か
ら
ず
に
焼
き
殺
さ
れ
た
小
さ
な
弟
や
妹
た
ち
に
、
い
ま
だ

に
原
爆
症
で
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
に
、
何
と
伝
え
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
恥
し
ら
す
ね
秦
切
り
で
す
。
ま
し
て
天
皇

の
軍
隊
に
よ
っ
て
殺
耕
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
佃
千
万
も
の
人
民
に
そ

ん
な
こ
と
は
が
通
用
す
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
親
魯
凝
教
具
被

の
中
で
、
自
ら
は
手
を
汚
さ
ず
、
善
人
頴
を
し
て
、
都
下
に
は
殺

凌
辱
を
命
じ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
も
っ
と
も
救
い
難
し
も
の
だ

と
言
っ
て
い
掌
す
が
、
天
皇
の
存
在
が
・
そ
の
命
令
が
、
ど
ん
な
9
0

に
残
虐
な
行
為
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
か
、
沖
寵
戦
で
の
日
本
軍
人

の
姿
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

久
米
島
で
島
民
や
朝
鮮
人
〓
十
数
人
の
唐
穀
を
指
摘
し
た
度
山

兵
曹
長
は
、
二
十
数
年
後
に
そ
の
こ
と
が
露
頭
し
て
追
及
さ
れ
る

と
、
「
ワ
シ
は
悪
い
こ
と
を
し
た
と
考
え
て
い
な
い
か
ら
、
良
心

の
カ
シ
ャ
ク
も
な
い
o
串
本
軍
人
む
し
で
皆
を
持
っ
て
い
ま
す
」

と
言
っ
た
。
沖
縄
本
島
で
大
滝
少
佐
は
、
彼
の
隠
れ
て
い
た
燦
を

ひ
と
害
意
、
て
や
っ
て
き
た
ひ
め
ゆ
り
部
隊
の
少
女
を
部
下
に
命

じ
て
斬
り
殺
さ
せ
ま
し
た
。
理
由
は
、
少
女
が
米
軍
の
捕
虜
と
な

れ
は
、
彼
の
陳
の
あ
り
か
が
知
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
す
。



∵
大
滝
少
佐
は
、
自
分
の
令
と
少
女
の
命
と
の
軽
重
を
天
皇
と
の
距

館
で
は
か
り
、
自
分
の
合
格
し
さ
を
合
理
化
し
；
無
事
節
度
と
な

っ
て
生
き
の
び
た
の
で
す
。
少
女
は
殺
さ
れ
る
と
わ
か
っ
て
、
宮

城
を
遥
拝
し
て
い
る
背
後
か
ら
、
少
佐
の
白
く
は
ぜ
に
よ
っ
て
日

本
兵
に
斬
り
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
自
分
を
殺
そ
う
と
す
る
天
皇
の

．
・
軍
人
と
、
そ
の
天
皇
を
遥
拝
す
る
少
女
と
、
遙
拝
さ
れ
る
天
皇
と
。

・
ひ
ざ
ま
ず
い
て
遥
か
に
天
皇
を
お
が
む
少
女
の
心
が
泌
み
透
っ
て

く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
天
皇
は
少
女
の
上
に
も
、
大
滝
少
佐

、
享
、
実
際
に
斬
り
殺
し
た
日
本
兵
や
、
廃
山
兵
曹
長
の
上
に
も
無

限
定
な
暴
力
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

天
皇
の
戦
争
音
便
を
闘
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
自
分
の
戦
争

・
責
任
を
問
う
こ
と
で
す
。
天
皇
の
宣
戦
の
詔
勅
に
服
従
す
る
こ
と

ー
で
中
国
や
ブ
イ
リ
ブ
ピ
ン
を
侵
略
し
、
そ
の
人
民
を
殺
害
し
、
ア

メ
リ
カ
人
、
ア
イ
サ
ワ
ピ
ン
人
と
殺
し
合
い
を
し
て
き
た
軍
人
と

し
て
の
私
で
す
。
私
は
こ
の
過
去
を
恥
し
い
、
取
り
返
し
の
つ
か

な
い
罪
過
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
一
九
七
六
年
」
月
二
七
日
付
で
、
私
に
位
を
皮
け
ら

と
い
う
手
紙
が
舞
い
ご
み
ま
し
た
。
「
位
」
と
は
有
斐
閣
の
新
法

律
学
辞
典
を
見
ま
す
と
r
栄
典
－
の
一
種
。
位
階
令
（
大
正
十
五
勅

一
三
一
五
）
で
定
め
ら
れ
「
国
家
は
勲
功
あ
り
、
又
は
表
彰
す
べ
き

勅
語
あ
る
薯
」
と
「
在
官
者
及
在
職
者
」
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
」

と
あ
り
、
－
生
存
者
叙
位
は
第
二
採
大
戦
経
絡
顔
来
停
止
雄
さ
れ

て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
栄
典
の
擾
与
は
天
皇
の
国
事
行
為
ム
憲
法

七
条
）
　
で
す
。
第
二
次
大
戦
後
停
止
さ
允
て
い
た
も
の
が
亘
い
つ

、
な
ぜ
復
活
し
た
の
か
知
り
ま
せ
ー
ん
が
、
生
存
者
で
あ
る
私
は
栄

典
と
し
て
の
位
を
、
何
の
た
め
に
授
け
る
の
か
、
と
い
う
と
「
定

例
発
令
事
項
」
の
糊
に
、
「
正
八
位
、
頓
知
千
九
年
八
角
】
轡
発

令
（
少
尉
）
」
と
な
っ
モ
い
ま
し
た
。
．
私
が
少
尉
絶
命
．
つ
潜
、
大

日
本
帝
国
憲
法
時
代
の
侵
略
戦
争
準
∵
表
象
の
般
誌
と
し
て
戦
争

に
行
き
、
軍
人
と
し
て
行
動
し
た
か
ら
栄
誉
を
与
え
る
と
い
う
の

－
で
す
。
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
L
L
　
（
憲
法
前
文
）
だ
は
ず
め
9
1

新
憲
法
の
天
皇
が
、
授
与
す
る
の
で
す
。
私
は
恥
し
さ
と
怒
り
と

お
そ
れ
に
ふ
る
え
ま
し
た
。
天
皇
の
五
十
年
は
ど
こ
浩
も
蹄
穏
か

な
い
、
ど
こ
に
も
変
質
が
な
い
の
で
す
。
鰹
か
ら
戦
争
貴
任
電
質

問
さ
れ
て
、
「
そ
う
い
う
こ
と
ば
の
ア
ヤ
に
つ
い
て
は
、
私
は
そ

チ
い
う
文
学
方
面
は
あ
ま
り
研
究
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
よ
く
あ
か

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
が
返
っ
て
果
た
の
で
し
ょ
う
。
戦
争

は
彼
尼
と
．
つ
て
文
学
で
し
か
な
い
、
戦
争
貸
任
は
こ
と
ば
の
ア
ヤ

托
し
．
か
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

し
、
か
し
日
本
人
民
に
と
っ
て
域
年
は
、
二
五
〇
万
の
肉
親
や
友

人
、
恋
人
た
ち
の
命
を
破
っ
た
悲
郭
め
根
源
で
あ
り
、
侵
略
き
れ



た
東
ア
ジ
ア
人
民
に
と
っ
て
は
家
を
焼
か
れ
、
財
産
を
奪
わ
れ
、

何
千
万
人
も
の
愛
す
る
者
た
ち
の
命
を
奪
っ
た
、
忘
れ
よ
う
に
も

忘
れ
ら
れ
な
い
残
酷
な
事
実
な
の
で
す
。
面
を
そ
む
け
る
唆
餞
を

犯
し
て
「
日
本
軍
人
と
し
て
誇
を
も
再
て
い
ち
」
と
い
う
心
と
、

侵
略
さ
れ
、
虐
殺
さ
れ
た
者
の
側
に
立
っ
て
、
そ
の
悲
し
み
や
怨

念
に
共
感
す
る
心
と
、
ど
ち
ら
が
人
間
と
し
て
の
心
で
し
ょ
う
が
。

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
は
、
こ
の
天
皇
と
帝
国
主
義
日
本
を

全
面
否
定
し
、
平
和
日
本
へ
と
生
れ
変
つ
お
は
ず
で
し
た
が
、
天

皇
と
財
界
の
戦
争
責
任
は
明
ら
か
に
や
れ
ず
、
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
を
通
じ
て
帝
国
主
義
日
本
も
、
天
皇
も
、
財
界
も
そ
の

ま
ま
復
活
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
そ
の
復
活
を
許
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
治
百
年
祭
、
昭
和
天
皇
の
在
位
五
十
年
硫

黄
式
は
そ
の
復
活
を
内
外
に
皇
一
言
実
も
の
で
す
。

天
皇
の
戦
争
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
過
去
の
戦
争
犯
罪
把
オ

ト
シ
ャ
工
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
戦
争
犯
罪
の
延
長
綾
上
に
軟
大
南
生
産
さ
れ
て
い
る
′
日
本

の
天
皇
制
帝
国
主
義
の
誤
り
を
正
し
、
世
界
の
人
民
と
兵
に
連
詩

す
る
道
で
あ
る
か
ら
で
す
。

以
上
三
点
に
つ
い
て
、
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
、
、
さ
そ

り
、
大
地
の
牙
が
行
な
っ
た
と
い
あ
れ
る
企
業
爆
破
、
及
び
天
皇

の
列
車
爆
破
計
画
の
思
想
と
、
そ
の
鶏
象
で
あ
る
企
業
と
天
皇
の

歴
史
と
現
実
に
つ
い
て
考
え
て
来
ま
し
た
。

爆
弾
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
も
っ
と
別
な
道
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
声
も
閲
と
え
て
来
ま
す
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
で
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
、
何
を
ず
れ
は
有
効
な

の
か
、
お
前
は
何
な
し
た
の
か
、
と
間
い
返
さ
れ
た
と
き
、
何
と

答
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
思
想
に
お
い
て
非
難
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
思
想
と
－
体

で
あ
患
武
装
闘
争
を
ど
う
栽
こ
う
と
す
る
の
か
。
第
－
に
誠
か
ら

べ
き
は
日
本
の
天
皇
制
帝
国
主
義
で
あ
り
、
海
外
侵
略
企
業
で
あ

り
、
・
崎
の
手
先
と
な
っ
て
国
内
国
外
の
硬
抑
圧
人
民
を
搾
取
し
っ
9
2

づ
け
涼
月
本
人
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
三
萎
堅
エ
ピ
ル
そ
の
他
の
爆
破
に
よ
っ
で

“
　
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

束
ア
ジ
ア
反
日
武
装
接
線
の
思
想
と
目
的
、
現
在
日
本
の
犯
罪

的
情
況
に
つ
い
て
考
え
て
来
ま
し
た
が
、
そ
の
思
想
の
経
論
と
し

て
行
な
ー
っ
た
だ
ろ
う
企
業
爆
破
の
際
に
、
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま

っ
桑
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
残
念
で
な
す
ま
せ
．
ん
。
人
命
の

殺
傷
を
意
図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
い
や
、
そ
れ
を
種
力
さ
け

る
努
力
、
を
し
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
八
人
の
死
者
と
百
数
十
人
の
重
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軽
傷
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

昨
年
の
五
月
十
九
日
逮
捕
直
後
の
新
聞
や
週
刊
紙
の
強
調
は
、

比
較
的
ひ
か
え
日
で
あ
っ
た
朝
日
新
聞
で
も
「
犯
人
ら
は
被
害
者

の
痛
み
を
感
じ
な
い
。
重
大
な
行
為
を
や
っ
て
い
る
に
も
か
か
あ

ら
ず
、
加
害
者
は
お
も
し
ろ
半
分
と
い
う
戚
じ
だ
。
」
　
（
小
田
替

・
独
励
医
大
助
敬
虔
、
一
九
七
五
・
五
・
二
〇
）
と
い
い
、
同
日

の
社
説
で
は
「
無
差
別
に
人
が
殺
さ
れ
て
も
か
ま
あ
ぬ
と
い
う
非

道
な
論
理
は
ど
こ
か
ら
生
れ
る
の
か
。
い
ま
の
社
会
の
ど
こ
が
、

ど
う
不
満
於
の
、
か
し
と
い
う
調
子
で
す
。
⑬

⑬
小
田
普
農
産
“
大
所
高
所
に
立
っ
た
大
先
生
の
何
の
根
拠
も

な
い
感
想
で
謙
外
と
し
て
も
、
朝
日
社
説
の
「
い
ま
の
社
会
の

ど
こ
が
、
ど
う
不
満
な
の
か
」
は
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
や
目
敏
癒

着
、
公
害
輸
出
、
ア
イ
ヌ
、
沖
縄
、
在
日
朝
鮮
人
∴
部
落
民
な

ど
の
こ
と
は
一
切
眼
中
に
な
い
p
も
つ
は
ら
マ
ィ
ホ
ー
ム
の
さ

さ
や
か
な
幸
に
、
他
は
何
も
見
よ
う
と
し
な
い
現
代
日
本
の
借

鴻
毛
反
映
し
て
い
．
ろ
。
で
も
、
こ
れ
が
新
田
や
週
刊
誌
論
請
と

な
っ
て
い
ま
す
o

し
か
し
論
調
は
別
と
し
て
、
新
聞
の
事
件
の
報
道
で
は
、
三
菱

で
は
予
告
電
話
を
か
け
て
も
交
換
が
本
気
に
せ
ず
、
や
っ
と
通
じ

た
時
は
爆
発
寸
前
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
以
後
の
爆
破
は
従
業
員

の
い
な
く
な
っ
た
深
夜
や
早
朝
を
運
び
、
か
な
り
の
余
裕
を
も
○

て
予
告
電
話
が
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
命
の
殺
傷

を
極
力
さ
け
る
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
死
者

は
も
ち
ろ
ん
負
傷
者
も
出
し
た
く
な
い
、
死
傷
者
を
適
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
作
戦
の
失
敗
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
に
違
い
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
「
爆
発
地
点
付
近
に
現
在
す
る
人
に

対
す
る
殺
意
を
も
っ
て
」
と
す
る
起
訴
状
は
誤
り
で
す
。

新
開
に
報
道
さ
れ
て
い
た
そ
の
都
度
の
声
明
文
と
腹
腹
時
計
の

抄
録
を
つ
な
い
で
見
る
と
き
、
十
五
年
戦
争
に
よ
っ
て
侵
略
き
れ

虐
殺
さ
れ
た
何
千
万
人
も
の
東
ア
ジ
ア
人
民
の
死
、
花
岡
や
キ
ン

グ
）
一
な
ど
で
む
ご
た
ら
し
く
殺
さ
れ
た
朝
鮮
人
や
中
国
人
の
死
．

長
い
歴
史
の
な
か
で
、
シ
ャ
そ
、
ヤ
マ
ト
ン
チ
ユ
ー
に
よ
っ
て
匝

瑳
、
間
接
に
殺
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
人
や
沖
縄
人
民
の
宛
、
日
本
侵
略

企
業
の
あ
く
な
き
利
潤
追
及
の
た
め
に
、
テ
メ
ソ
ゴ
ー
ル
を
は
じ

め
世
界
の
各
地
で
現
在
も
ま
た
そ
の
生
活
を
破
壊
さ
れ
、
殺
さ
れ

て
い
る
破
抑
圧
人
民
の
死
ぬ
、
心
を
痛
め
、
白
帯
本
国
人
と
し
て

の
責
任
を
、
自
ら
の
命
を
か
け
て
果
そ
う
と
す
る
、
た
ぐ
い
な
く

心
優
し
い
若
者
た
ち
で
す
。
企
業
爆
破
の
際
の
予
期
し
な
か
っ
た

ろ
う
死
傷
者
に
、
ど
れ
ほ
ど
心
を
痛
め
て
い
る
か
想
像
に
あ
ま
り

あ
り
ま
す
。
・
・
こ
う
い
う
若
者
像
を
え
が
く
の
は
私
ひ
と
り
だ
け
で

は
あ
い
ま
迫
ん
。
朝
風
歌
壇
に
次
の
よ
う
な
歌
壇
が
の
○
て
い
ま



した。ア
イ
ヌ
の
人
に
心
優
し
き
重
畳
i
が
あ
る
日
凍
と
な
り
し
は
何

新
聞
や
週
刊
紙
が
煽
情
的
に
作
り
あ
げ
た
「
生
命
へ
の
愛
敬
の

念
な
ど
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」
　
「
生
命
感
覚
の
喪
失
集

団
÷
云
－
九
七
重
・
五
・
三
七
朝
日
社
説
）
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
の
で
す
。

自
分
自
ら
の
で
は
な
く
、
他
人
の
生
命
、
他
人
の
死
を
、
三
顧

だ
忙
し
な
い
着
へ
の
怒
n
∵
こ
そ
が
彼
ら
の
行
動
と
な
っ
た
と
信
じ

て
お
り
ま
す
。

‥
－
九
七
六
年
十
二
月
二
四
日

夕
緑
等
彊
続
雛
汗

鞋
命
親
筆
と
は
何
朗

心
ノ
ー
l
ソ
宙
害
せ
㊥
善
的
一
瓢

嵐
叩
群
、
毒
す

と
か
「
原
則
的
に
は
そ
う
滋
が
、
－
、
ウ
リ
支
終

着
に
は
な
り
え
な
い
」
と
、
か
、
．
い
ろ
い
ろ
の

立
場
が
あ
る
。

“
4

②
　
そ
れ
ら
の
立
場
や
意
向
に
対
し
て
、
ウ

リ
は
す
と
し
も
異
護
を
は
さ
ま
な
い
だ
ろ
う
o

①
　
ウ
リ
宣
言
の
冒
頭
に
あ
る
∧
い
か
な
る
戦
争
に
も
反
射
す
る

V
と
い
う
字
句
と
内
容
は
、
相
当
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

「
い
か
な
る
戦
争
に
も
」
と
い
う
と
き
す
ぐ
出
て
く
る
の
は
、

「
革
命
城
争
」
。
：
そ
れ
に
も
反
対
な
の
か
。
あ
の
ベ
ト
ナ
ム
「
解

放
」
戦
争
に
も
反
対
か
、
と
。

「
そ
の
一
点
－
に
ひ
っ
か
か
る
の
で
、
私
は
ウ
n
∴
ほ
賛
成
し
な
い
」

ウ
リ
は
ど
ん
な
と
き
で
も
、
－
統
－
的
な
見
解

を
押
し
っ
け
強
い
る
立
場
は
と
ら
な
い
。
そ

の
人
自
身
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
は
そ
の
内
等
は
な
い
、
と
確
信
し
ま
い

〆
る
な
ら
だ
。
だ
か
ら
否
定
的
な
意
見
で
も
、
そ
れ
と
し
て
安
め
と

め
認
め
る
。
も
ち
ろ
ん
ウ
リ
の
仲
間
に
な
る
と
い
う
と
き
、
、
そ
れ

竜
も
か
ま
も
な
い
し
、
厳
密
に
内
容
追
求
す
る
こ
・
と
や
な
い
蒋

⑧
　
な
ぜ
な
ら
ウ
リ
宣
言
が
提
起
し
た
開
薄
は
∴
そ
れ
の
確
認
の


