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二
年
風
月
デ
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九
四
年
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月
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と
最
高
存
在
の
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第
七
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共
和
歴
二
年
花
月
（
九
四
年
五
月
）

―
農
村
に
お
け
る
扶
助

第
八
章　

共
和
歴
二
年
収
穫
月
（
九
四
年
七
月
）

―
施
療
院
財
産
の
国
有
化　

（
以
上
本
号
）

一
七
九
三
年
六
月
以
後
：
扶
助
制
度
の
具
体
化

　

い
わ
ゆ
る
ジ
ロ
ン
ド
派
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
て
後
、
一
七
九
三
年
四
月
二
五
日
か
ら
は
最
高
価
格
令
に
つ
い
て
の
審
議
が
本
格
化

し
、
五
月
四
日
に
穀
物
取
引
を
統
制
し
、
小
麦
な
ど
の
価
格
を
各
県
ご
と
に
定
め
る
最
高
価
格
制
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
山
岳
派
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が
実
権
を
握
っ
た
国
民
公
会
で
は
、
改
め
て
人
権
宣
言
・
憲
法
を
採
択
す
る
こ
と
と
平
行
し
て
、
六
月
三
日
に
亡
命
者
財
産
の
売
却
方

法
に
つ
い
て
定
め
、
こ
れ
は
七
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
で
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
七
九
二
年
八
月
一
四
日
の
デ
ク
レ
を
受
け
て
、
共
有

財
産
の
分
配
方
法
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
デ
ク
レ
で
は
土
地
価
格
を
長
期
に
分
割
し
て
支
払
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
土
地
を

持
た
な
い
家
長
に
配
分
す
べ
く
一
定
の
土
地
を
競
売
よ
り
前
に
先
取
り
し
て
お
く
こ
と
な
ど
、
貧
し
い
者
が
土
地
を
も
て
る
よ
う
な
配

慮
が
前
面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
で
、
九
三
年
九
月
一
一
日
な
ら
び
に
二
九
日
の
デ
ク
レ
で
よ
り
広
範
な
生
活
必
需
品
と
賃

金
の
価
格
公
定
が
導
入
さ
れ
、
広
く
価
格
統
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
九
四
年
二
月
に
は
、
い
わ
ゆ
る
風
月
の
デ
ク
レ
が

「
革
命
の
敵
」
の
財
産
を
国
有
化
し
、
愛
国
的
貧
者
へ
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
ま
で
が
定
め
ら
れ
る
。
山
岳
派
が
実
権
を
握
っ
た
こ
の

時
期
は
、
貧
し
い
者
へ
の
土
地
分
配
や
、
労
働
者
の
賃
金
と
生
活
必
需
品
の
価
格
を
統
制
す
る
な
ど
、
実
質
的
な
平
等
を
目
指
し
た
経

済
政
策
や
土
地
政
策
が
展
開
さ
れ
た
。

　

公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
も
、
三
月
に
採
択
さ
れ
た
基
本
法
と
、
そ
の
後
採
択
さ
れ
た
人
権
宣
言
（
こ
れ
は
実
際
に
は
施
行
さ
れ
な

か
っ
た
が
）
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
立
法
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
。
九
三
年
六
月
二
八
日
に
は
子
供
と
老
人
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク

レ
が
採
択
さ
れ
、
共
和
暦
二
年
葡
萄
月
二
四
日
（
一
七
九
三
年
一
〇
月
一
五
日
）
に
物
乞
い
撲
滅
に
関
す
る
デ
ク
レ
、
さ
ら
に
共
和
暦

二
年
花
月
二
二
日
（
一
七
九
四
年
五
月
一
日
）
に
農
村
居
住
者
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
が
定
め
ら
れ
、
働
く
こ
と
が
出
来
な
い
者
に

対
す
る
扶
助
策
、
働
く
こ
と
の
で
き
る
者
に
対
す
る
援
助
策
、
働
く
意
思
の
な
い
者
に
対
す
る
刑
事
的
な
抑
止
策
を
定
め
、
公
的
扶
助

制
度
を
体
系
的
に
整
備
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
九
三
年
三
月
基
本
法
に
加
え
て
、
九
三
年
六
月
か
ら
翌
年
五
月
の
三
法
に
よ
っ
て
公
的
扶

助
制
度
を
お
お
む
ね
整
備
し
た
革
命
政
府
は
、
そ
れ
ま
で
に
例
外
的
に
国
有
化
の
対
象
外
と
し
て
き
た
施
療
院
な
ど
の
教
会
財
産
を
最

終
的
に
国
有
財
産
と
し
て
組
み
入
れ
る
た
め
に
、
共
和
暦
二
年
収
穫
月
二
三
日
（
一
七
九
四
年
七
月
一
一
日
）
の
施
療
院
等
の
資
産
統

合
に
関
す
る
デ
ク
レ
を
定
め
、
革
命
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
新
し
い
国
民
国
家
の
公
的
扶
助
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
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第
四
章　

九
三
年
六
月

―
子
供
と
老
人
へ
の
扶
助

　

老
人
と
子
供
へ
の
扶
助
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
六
日
に
メ
イ
ニ
ェ
が
詳
細
な
報
告
を
行
い
、
草
案
を
提
示
し
て
い
る

（
１
）。

冒
頭
で
メ
イ
ニ
ェ
は
、
貧
者
の
権
利
が
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
で
は
、「
革
命
は
不
完
全
で
あ
る
ば
か
り
か
、
専
制
が
形
を
変
え
た
も
の
で
し

か
な
い
」
と
論
じ
、「
貧
し
い
者
の
生
存
の
糧
を
供
給
す
べ
く
配
慮
す
る
こ
と
が
国
家
の
義
務
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
と
し
て
も
、
貧
し

い
者
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
貧
者
の
利
益
と
な
る
た
め
に
も
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
全
体
に
つ
い
て
も
、
社
会
が
も
っ
と
も
迅
速

か
つ
有
効
だ
と
考
え
る
解
放
の
様
式
を
急
い
で
示
さ
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
幻
と
な
る
だ
ろ
う

（
２
）」

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
貧
者
の
権

利
を
保
障
す
る
こ
と
が
、
革
命
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
、
革
命
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

メ
イ
ニ
ェ
の
報
告
は
、こ
う
し
た
貧
者
の
権
利
保
護
を
社
会
契
約
論
的
な
構
成
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
。つ
ま
り
、原
始
時
代
に
あ
っ

て
は
、
人
間
は
自
分
だ
け
で
自
ら
の
必
要
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
い
か
に
困
窮
の
た
だ
中
に
あ
ろ
う
と
も
、
扶
助
を
求
め
る
権

利
は
な
く
、
た
だ
自
分
の
働
き
だ
け
が
自
分
を
幸
福
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
は
、
自
ら
の
必
要
を
自
分
だ
け
で
満
た

す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
享
受
し
、
必
要
を
満
た
す
た
め
に
同
胞
に
歩
み
寄
る
こ
と
の
必
要
を

知
る
。「
こ
の
時
か
ら
人
間
は
互
い
に
生
き
て
ゆ
く
糧
を
保
障
す
る
た
め
の
契
約
を
結
び
、
こ
こ
か
ら
社
会
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。」

さ
ら
に
こ
の
最
初
の
考
え
が
発
展
し
、
社
会
契
約
の
内
容
は
増
大
し
て
ゆ
く
が
、「
常
に
人
々
は
社
会
の
基
本
法
、
社
会
を
生
み
出
す
基

本
法
と
し
て
、
貧
者
を
扶
助
す
る
義
務
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る

（
３
）」。

　

な
か
で
も
、
子
供
と
老
人
の
時
期
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
が
も
っ
と
も
求
め
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
自
分

で
満
た
す
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
時
期
で
あ
り
、
社
会
が
何
よ
り
も
目
を
向
け
な
く
て
は
い
け
な
い
時
期
で
あ
る
。
メ
イ
ニ
ェ
は
、

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
も
老
人
や
子
供
に
関
す
る
法
律
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
悪
法
が
積
も
り
積
も
っ
て
結
局
道
徳
的
感
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情
を
殺
し
、
自
然
の
声
を
押
し
つ
ぶ
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
援
助
が
必
要
な
者
の
個
別
の
状
況
に
対
応
せ
ず
に
、

施
療
院
を
中
心
と
し
た
扶
助
し
か
提
供
さ
れ
な
い
た
め
に
、
扶
助
を
受
け
る
た
め
に
は
家
族
と
離
れ
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
と
切
り
離
さ

れ
、
扶
助
を
受
け
る
た
め
に
大
き
な
代
償
を
払
う
必
要
も
あ
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
は
不
道
徳
と
誤
り
に
満
ち
た
も

の
で
あ
り
、
社
会
は
多
く
の
害
を
生
み
出
す
病
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
病
を
根
絶
す
る
こ
と
は
立
法
者
全
体
の
課
題

で
あ
る
。
悲
惨
と
犯
罪
が
支
配
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
秩
序
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
の
は
一
連
の
立
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
一
委
員
会
の
職

掌
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
や
り
方
は
革
命
の
栄
光
と
力
に
左
右
さ
れ
る
。
メ
イ
ニ
ェ
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
扶
助

制
度
の
分
析
の
最
後
に
、「
王
権
の
失
墜
は
社
会
体
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
を
取
り
除
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の
再
生
の
た
め
に
、
こ
の
幸
福

な
芽
を
育
て
、
こ
の
人
間
性
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
物
乞
を
閉
じ
込
め
、
危
険
な
も
の
で
な
く
し
、
社
会
を
構
成
し
て
い
る
人
々
の
恐

れ
で
は
な
く
思
い
や
り
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ

（
４
）」

と
述
べ
、
こ
こ
で
公
的
扶
助
制
度
の
実
現
が
革
命
の
課

題
で
あ
り
、
ま
た
「
再
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
扶
助
制
度
に
代
わ
る
扶
助
制
度
が
必
要
な
実
効
性
を
備
え
る
の
は
、
同
時
に
「
も
っ

と
も
完
全
で
、
も
っ
と
も
慰
め
と
な
り
、
も
っ
と
も
道
徳
的
で
、
し
か
し
な
が
ら
も
っ
と
も
費
用
の
か
か
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
貧
困
が
完
全
に
無
く
な
ら
な
い
限
り
、
社
会
は
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
、

た
と
え
不
幸
な
人
を
援
助
し
た
と
し
て
も
、
扶
助
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
苦
痛
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
意
味
が
な
い
こ
と
、
扶

助
を
習
俗
の
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
、
貧
困
は
不
治
の
病
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
し
て
、
裕
福
な
家
の
者
が
貧

し
い
者
を
援
助
す
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
と
し
て
も
、
援
助
が
貧
者
が
必
要
な
水
準
を
超
え
る
時
に
は
、
今
度
は
逆
に
こ
れ
は
窃
盗
と

な
る
の
で
あ
り
、
援
助
は
悲
惨
を
無
く
す
た
め
に
厳
密
に
必
要
な
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
以
上
の
四
点
が
望
ま
し
い
扶
助
制
度
の

基
本
的
な
性
質
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。
メ
イ
ニ
ェ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
の
扶
助
の
か
か
え
る
問
題
点
を
、
一
家
の
父
、
未
婚
の
母

や
そ
の
子
供
の
扶
助
に
か
ん
し
て
展
開
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
、
扶
助
を
す
る
こ
と
が
怠
惰
や
習
俗
の
堕
落
な
ど
、
道
徳
性
を
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損
な
わ
な
い
で
、
な
お
か
つ
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
完
全
に
援
助
す
る
、
こ
の
二
つ
の
面
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
指

摘
さ
れ
る

（
５
）。

　

そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
避
け
る
た
め
に
考
え
ら
れ
る
も
っ
と
も
適
切
な
扶
助
制
度
が
在
宅
扶
助
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
タ
イ

プ
の
扶
助
は
、
家
庭
で
行
わ
れ
る
が
故
に
も
っ
と
も
道
徳
的
で
も
っ
と
も
慰
め
と
な
る
。
子
供
も
、
常
に
両
親
の
元
に
置
か
れ
、
母
親

の
世
話
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
施
療
院
で
は
決
し
て
提
供
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
老
人
も
、
自
分
た
ち
の
こ
れ
ま
で
生
活

し
て
き
た
場
で
、
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
施
療
院
の
恐
ろ
し
い
光
景
に
苛
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、
最
後
ま
で
慰
め
の
中
で
扶
助

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
施
療
院
が
、
費
用
が
か
か
る
割
に
は
効
果
が
上
が
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
在
宅
の
扶
助
は
、
施
療
院

に
お
け
る
扶
助
が
必
要
と
す
る
多
く
の
無
駄
を
省
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
扶
助
は
在
宅
で
の
扶
助
を
基
本
と
し
、
施
療
院

は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
例
外
的
補
助
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

（
６
）。

怠
惰
を
招
き
、
習
俗
の
堕
落
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う

な
形
で
、
な
お
か
つ
効
率
的
な
扶
助
を
行
う
た
め
に
、
施
療
院
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
在
宅
で
の
扶
助
を
中
心
と
し
て
組
み
立
て
よ
う

と
す
る
メ
イ
ニ
ェ
の
議
論
は
、
立
憲
議
会
に
お
け
る
救
貧
委
員
会
以
来
の
革
命
期
の
扶
助
制
度
に
関
す
る
考
え
方
、
さ
ら
に
は
チ
ュ
ル

ゴ
ー
以
来
の
経
済
学
者
の
議
論
を
受
け
継
い
で
具
体
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
原
則
を
確
認
し
た
後
、
メ
イ
ニ
ェ
は
、
子
供
や
老
人
に
対
す
る
具
体
的
な
扶
助
の
あ
り
方
を
論
じ
て
行
く
。
示
さ
れ

た
草
案
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
子
供
へ
の
援
助
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
援
助
の
必
要
な
子
供
は
、
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ

た
子
供
に
対
す
る
援
助
と
、
親
の
わ
か
ら
な
い
子
供
に
対
す
る
援
助
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
章
に
、
老
人
に
対
す
る
援
助
に

か
ん
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
第
三
章
で
こ
う
し
た
援
助
の
実
施
方
法
に
か
ん
す
る
規
定
が
整
理
さ
れ
る
。

　

貧
し
い
家
庭
の
子
供
に
か
ん
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
納
税
額
に
応
じ
て
援
助
の
仕
方
が
変
え
ら
れ
る
。
税
を
納
め
て
い
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
第
三
子
が
妊
娠
六
ヶ
月
と
な
っ
た
時
が
援
助
の
は
じ
ま
る
時
点
で
あ
る
と
さ
れ
、
労
賃
五
日
分
ま
で
の
納
税
者
に
つ
い
て

は
第
四
子
、
労
賃
五
日
分
か
ら
一
〇
日
分
の
納
税
者
に
つ
い
て
は
第
五
子
か
ら
が
援
助
の
対
象
と
さ
れ
る
。
家
父
が
死
亡
し
た
場
合
に
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は
、
家
の
母
も
扶
助
を
受
け
る
権
利
を
得
る
。
こ
う
し
た
援
助
は
在
宅
で
行
わ
れ
、
年
金
方
式
で
支
払
わ
れ
る
。
年
金
額
は
、
二
年
ご

と
に
行
政
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
が
、
子
供
に
つ
い
て
は
八
〇
リ
ー
ブ
ル
、
寡
婦
に
つ
い
て
は
一
二
〇
リ
ー
ブ
ル
を
上
限
と
す
る
。
こ

の
年
金
は
一
二
歳
に
な
る
ま
で
提
供
さ
れ
る
が
、
八
歳
以
降
は
三
分
の
二
に
減
額
さ
れ
る
。
扶
助
を
受
け
た
子
供
が
一
二
歳
に
な
る
と
、

国
の
費
用
で
徒
弟
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
際
に
は
年
額
一
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
が
二
年
間
支
給
さ
れ
、
ま
た
農
業
に
従
事
す
る
場
合
に

は
ま
と
め
て
二
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
が
支
給
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
扶
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ
の
子
供
は
母
親
が
授
乳
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
義
務
を
免

れ
る
た
め
に
は
、
授
乳
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
母
親
や
子
供
に
と
っ
て
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
、
健
康
管
理
官
に

よ
っ
て
証
明
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
母
親
は
、
出
産
費
用
と
し
て
一
八
リ
ー
ブ
ル
、
自
ら
授
乳
す
る
と
い
う
条
件
で
さ

ら
に
一
二
リ
ー
ブ
ル
の
援
助
が
加
算
さ
れ
る
。
自
ら
授
乳
し
な
い
時
に
は
、
授
乳
者
の
名
前
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
役
所
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
母
親
に
よ
る
授
乳
に
か
ん
し
て
は
、「
母
が
子
供
に
授
乳
す
れ
ば
、
習
俗
は
お
の
ず
か
ら
改
善
さ
れ
る
。
自
然

な
感
情
が
す
べ
て
の
人
の
心
に
わ
き
上
が
り
、
国
の
人
口
も
増
え
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
母
親
に
よ
る
授
乳
が
、
革
命
期
の
習
俗
の
改
革

の
要
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
報
告
者
は
「
家
庭
内
の
徳
を
行
う
こ
と
で
は
じ
め
て
人
々
は
公
的
な
徳
を
行
う
準
備
が
で
き

る
。
政
治
的
観
点
か
ら
は
小
さ
な
徳
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
国
家
の
幸
福
と
安
全
の
た
め
に
も
っ
と
も
基
本
的
な
法
律
は

習
俗
の
細
か
な
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

（
７
）」
と
論
じ
、
授
乳
と
い
う
一
見
私
的
で
些
細
な
事
柄
に
対
し
て
も
、
習
俗
の
改
善
の
た
め
と

し
て
、
国
家
が
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

貧
し
い
家
庭
の
子
供
に
対
す
る
援
助
は
、
家
父
の
働
き
に
対
す
る
補
助
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
婚
姻
外
の
関
係
か
ら
生
ま
れ

た
子
供
に
対
す
る
扶
助
は
よ
り
全
面
的
な
扶
助
と
な
り
、
同
時
に
こ
う
し
た
子
供
を
産
ん
だ
母
親
に
対
す
る
援
助
の
必
要
性
も
高
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
婚
姻
外
の
子
供
に
対
す
る
援
助
は
道
徳
的
に
微
妙
な
問
題
も
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
メ
イ
ニ
ェ
は
、
こ

う
し
た
母
親
に
対
す
る
援
助
を
拒
否
す
れ
ば
彼
ら
を
犯
罪
に
走
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
う
し
た
行
動
に
名
誉
を
与
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え
る
こ
と
は
よ
き
習
俗
に
反
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
若
干
の
躊
躇
を
し
め
し
な
が
ら
、婚
姻
外
の
関
係
か
ら
子
供
を
も
う
け
た
母
親
も
、

「
国
家
に
対
し
て
市
民
を
供
給
す
る
」
と
い
う
点
で
何
ら
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
子
供
も
同
様
に
社
会
の
扶
助
に
対

す
る
権
利
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
る

（
８
）。
そ
し
て
、
婚
姻
外
の
子
供
に
か
ん
し
て
も
、
貧
し
い
家
庭
の
子
供
と
同
じ
額
の
年
金
が
支
給
さ
れ

る
他
に
、
婚
姻
外
の
子
供
固
有
の
援
助
や
そ
の
母
親
に
対
す
る
援
助
が
考
え
ら
れ
る
。

　

婚
姻
外
の
子
を
妊
娠
し
た
母
親
が
国
家
の
扶
助
を
得
る
た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
住
所
等
を
自
治
体
に
届
け
出
る
だ
け
で
、
婚
姻
し

て
い
る
母
親
の
と
る
べ
き
手
続
と
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
、
処
罰
に
つ
な
が
る
よ
う
な
様
式
は
求
め
ら
れ
な
い
。
各
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
に

分
娩
の
た
め
の
施
設
が
作
ら
れ
、
妊
娠
六
ヶ
月
の
時
点
で
母
親
は
こ
の
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
、
出
産
し
健
康
を
回
復
す
る
ま

で
国
の
費
用
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。
母
親
の
そ
ば
に
子
供
を
置
い
て
い
て
は
、
習
俗
に
と
っ
て
あ
る
い
は
子
供
に
と
っ
て
危
険
性

の
あ
る
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
機
関
が
救
護
院
へ
収
容
し
た
り
乳
母
に
預
け
る
な
ど
一
定
の
措
置
が
執
ら
れ
る
。
市
民
は
誰
で
も
、

こ
う
し
た
婚
外
の
子
供
の
養
育
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
、
自
治
体
は
習
俗
や
子
供
の
教
育
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と

き
に
は
、
当
該
市
民
に
こ
の
子
供
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
市
民
が
子
供
の
養
育
に
あ
た
っ
て
、
貧
し
い
家
庭
の
子
供
に
対
し

て
支
払
わ
れ
る
年
金
を
求
め
た
場
合
に
は
、
同
じ
条
件
で
こ
れ
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
市
民
は
、
適
切
に
子
供
を
教
育
し
、
し
か
る
べ

き
年
齢
に
達
し
た
と
き
に
は
職
業
教
育
を
行
な
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
子
供
に
対
し
て
は
、
自
治
体
は
常
に
後
見
的
な
立

場
を
保
持
し
、
必
要
な
場
合
に
は
こ
の
子
供
を
引
き
取
り
、
救
護
院
に
収
容
す
る
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
婚
姻
外
の
子

供
に
つ
い
て
は
、
行
政
が
後
見
的
な
地
位
を
確
保
し
な
が
ら
、
子
供
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
母
親
や
里
親
の
下
で
の
養
育
と
い
っ
た
在

宅
で
の
扶
助
が
追
求
さ
れ
、
救
護
院
な
ど
に
収
容
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
在
宅
で
の
扶
助
に
問
題
が
あ
っ
た
と
き
の
最
終
的
な
手
段
と

な
っ
て
い
る
。

　

老
人
に
つ
い
て
は
、
六
〇
歳
以
上
で
自
分
の
労
働
に
よ
っ
て
は
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
な
い
者
に
対
し
て
扶
助
が
行
わ
れ
る
。
老
人

に
対
す
る
扶
助
は
在
宅
扶
助
と
救
護
院
に
お
け
る
扶
助
が
提
供
さ
れ
る
。
家
の
な
い
老
人
で
あ
っ
て
も
、
親
族
や
友
人
の
家
な
ど
で
扶
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助
が
受
け
ら
れ
る
場
合
は
在
宅
扶
助
も
可
能
で
あ
る
。
在
宅
扶
助
は
、
一
定
額
の
年
金
の
支
払
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
額
は
二
年

に
一
度
行
政
当
局
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
年
金
額
は
最
大
一
二
〇
リ
ー
ブ
ル
で
あ
る
が
、
六
五
歳
に
達
す
る
ま
で
は
三
分
の
一
、
六

五
歳
か
ら
七
〇
歳
に
達
す
る
ま
で
は
三
分
の
二
の
支
給
と
な
り
、
七
〇
歳
に
達
す
る
と
満
額
が
支
給
さ
れ
る
。
支
給
は
三
ヶ
月
に
一
度
、

前
金
の
形
で
支
給
さ
れ
る
。
し
か
し
、
規
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
な
く
と
も
、
自
分
の
労
働
で
は
十
分
な
収
入
が
得
ら
れ
な
い
状
態
に

あ
る
者
は
、
病
気
や
障
害
の
状
況
に
つ
い
て
の
健
康
管
理
官
の
証
明
を
得
て
必
要
な
扶
助
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
家
や
適
当
な
家

族
・
親
族
・
友
人
が
無
く
在
宅
扶
助
を
受
け
ら
れ
な
い
老
人
に
つ
い
て
は
、
救
護
院
で
の
扶
助
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
救
護
院
は
病
人
の

救
護
院
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
救
護
院
で
の
生
活
が
老
人
の
希
望
に
添
わ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
こ
か
ら

出
て
行
く
こ
と
も
自
由
で
あ
り
、
こ
の
点
の
自
由
は
最
後
ま
で
保
障
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
救
護
院
で
生
活
す
る
老
人
に
は
、
在
宅

扶
助
を
受
け
る
老
人
に
支
給
さ
れ
る
年
金
は
支
給
さ
れ
な
い
。
だ
が
、「
老
人
の
力
が
完
全
に
は
衰
え
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
社
会
に

有
用
で
あ
る
場
合
に
は
、
怠
惰
の
義
務
を
課
す
必
要
は
な
い

（
９
）」

の
で
あ
り
、
老
人
が
働
く
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
ず
、
働
い
て
得
た
収
入
は

当
然
老
人
の
も
の
と
な
る
。

　

以
上
の
扶
助
を
実
際
に
運
営
し
て
ゆ
く
体
制
も
ま
た
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
規
定
が
置
か
れ
る
。
基

本
と
な
る
の
は
扶
助
台
帳
の
作
成
で
あ
る
。
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
が
扶
助
を
受
け
る
べ
き
子
供
と
老
人
の
扶

助
台
帳
を
そ
れ
ぞ
れ
制
作
す
る
。
子
供
の
扶
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
健
康
管
理
官
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
妊
娠
証
明
書
、
夫
の
租

税
台
帳
の
写
し
、
す
べ
て
の
子
供
の
出
生
証
明
の
写
し
を
そ
ろ
え
て
申
請
す
る
。
老
人
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
出
生
証
明
と
と
も
に
申

請
す
る
。
作
成
さ
れ
た
扶
助
台
帳
は
二
ヶ
月
間
公
示
さ
れ
、
市
民
は
誰
で
も
こ
れ
を
閲
覧
し
、
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
台
帳
の
公
表
を
通
じ
て
、
扶
助
を
受
け
る
者
の
生
活
状
態
な
ど
を
良
く
知
る
者
か
ら
よ
り
確
実
な
情
報
提
供
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
台
帳
の
誤
り
や
不
正
を
無
く
し
、
ま
た
必
要
な
扶
助
を
確
実
に
提
供
す
る
た
め
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
て

い
る）

10
（

。
そ
し
て
、
二
ヶ
月
間
の
台
帳
の
公
表
後
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
は
閲
覧
記
録
を
参
考
に
名
簿
を
確
定
し
、
カ
ン
ト
ン
で
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最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
。

　

各
カ
ン
ト
ン
に
は
扶
助
管
理
部
が
お
か
れ
る
。
人
口
六
〇
〇
〇
人
以
上
の
都
市
の
場
合
に
は
、
管
理
部
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
都
市
部

を
担
当
す
る
も
の
と
農
村
部
を
担
当
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
扶
助
管
理
部
は
そ
れ
ぞ
れ
八
人
ず
つ
の
男
女
の
市
民
か
ら
構
成

さ
れ
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
は
第
一
次
選
挙
集
会
に
お
い
て
公
選
・
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
扶
助
管
理
部
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
救
援

金
を
配
布
し
、
ま
た
必
要
な
と
き
に
は
ミ
ュ
ニ
シ
パ
リ
テ
や
健
康
管
理
官
と
の
連
絡
係
と
な
っ
て
実
際
の
扶
助
制
度
を
動
か
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。
ま
た
扶
助
管
理
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
健
康
管
理
官
が
置
か
れ
、
在
宅
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
の
世
話
を
す
る
と
同
時
に
、

扶
助
を
受
け
る
者
の
状
態
な
ど
に
つ
い
て
扶
助
管
理
部
に
報
告
し
、
ま
た
年
間
の
報
告
書
を
作
成
し
扶
助
管
理
部
と
上
級
行
政
庁
に
送

る
。
ま
た
薬
剤
部
で
薬
を
も
ら
う
た
め
に
も
健
康
管
理
官
の
処
方
が
必
要
と
さ
れ
る
。
健
康
管
理
官
の
年
間
給
与
は
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル

と
定
め
ら
れ
る
。
健
康
管
理
官
も
第
一
次
集
会
で
投
票
の
絶
対
多
数
を
持
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
各
管
理
部
で
助
産
婦
が
選
ば

れ
子
供
や
妊
婦
の
世
話
に
あ
た
る
。

　

こ
の
六
月
の
デ
ク
レ
は
、
老
人
と
子
供
、
ま
た
そ
の
母
親
に
対
す
る
扶
助
を
定
め
て
お
り
、
基
本
的
に
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
い

者
に
対
す
る
直
接
的
な
援
助
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
扶
助
制
度
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
立
憲
議
会
の
救
貧
委
員
会
以
来
の

考
え
方
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
大
き
く
変
化
し
た
点
は
な
い
。
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
議
論
ば
か
り
が
さ
れ
て
き
た
公
的

扶
助
制
度
を
具
体
的
に
定
め
た
最
初
の
立
法
が
こ
の
六
月
の
デ
ク
レ
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
も
山
岳
派
の
主
導
す
る
国
民
公
会
は
、

さ
ら
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
貧
者
に
対
す
る
扶
助
策
を
定
め
て
ゆ
く
。

第
五
章　

共
和
歴
二
年
葡
萄
月
（
九
三
年
一
〇
月
）

―
物
乞
根
絶
に
関
す
る
デ
ク
レ

　

山
岳
派
の
国
民
公
会
は
、
六
月
に
老
人
と
子
供
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
を
採
択
し
た
後
、
七
月
二
六
日
に
は
買
い
占
め
人
に
対
す
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る
デ
ク
レ
で
、
買
い
占
め
を
極
刑
に
値
す
る
犯
罪
と
規
定
し）

11
（

、
さ
ら
に
九
月
一
一
日
な
ら
び
に
九
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
で
広
範
な
生
活

必
需
品
と
賃
金
の
価
格
を
定
め
、
全
面
的
な
価
格
統
制
を
行
い
始
め
る）

12
（

。
そ
し
て
、
一
〇
月
一
〇
日
に
す
で
に
採
択
さ
れ
て
い
た
憲
法

の
実
施
を
「
平
和
の
到
来
ま
で
」
延
期
す
る
こ
と
と
し
、
徳
と
恐
怖
に
基
づ
く
政
治
を
本
格
的
に
展
開
し
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、

三
月
デ
ク
レ
を
具
体
化
す
る
第
二
の
デ
ク
レ
と
し
て
物
乞
い
根
絶
に
関
す
る
デ
ク
レ
に
つ
い
て
、
三
月
の
報
告
者
と
同
じ
ボ
ー
が
一
二

日
（
共
和
歴
二
年
葡
萄
月
二
一
日
）
に
議
会
で
報
告
を
行
い
、
こ
れ
は
一
五
日
（
葡
萄
月
二
四
日
）
に
採
択
さ
れ
た）

13
（

。

　

報
告
の
冒
頭
で
ボ
ー
は
、
こ
こ
ま
で
で
も
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
、
ま
た
人
権
宣
言
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
原
則
の
う
ち
、
健
康
な
者

に
関
す
る
原
則
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
、「
す
べ
て
の
人
は
、
も
し
健
康
で
あ
れ
ば
労
働
に
よ
っ
て
生
存
の
糧
を
得
る
権
利
を
持
っ
て
い

る
」
と
宣
言
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
こ
れ
は
リ
ア
ン
ク
ー
ル
の
救
貧
委
員
会
以
来
一
貫
し
て
言
わ
れ
続
け
、
九
三
年
人
権
宣
言
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
た
公
的
扶
助
の
原
理
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
六
月
の
デ
ク
レ
が
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
す
る
援
助
を
中
心
に

議
論
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
一
〇
月
の
デ
ク
レ
で
は
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
す
る
援
助
と
、
働
こ
う
と
し
な
い
者
へ
の
処

罰
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
報
告
冒
頭
の
、
人
は
労
働
に
よ
っ
て
生
き
る
糧
を
得
る
と
い
う
と
い
う
原
理
の
確
認
は
、
こ
の
問
題
を
考

え
る
と
き
の
基
本
原
理
の
確
認
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、こ
こ
ま
で
の
制
度
が
こ
う
し
た
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
の
糧
を
得
る
権
利
を
保
障
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
す
る
。

新
し
い
共
和
国
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
誤
っ
た
統
治
の
欠
陥
を
是
正
し
、
賢
明
な
法
律
に
よ
っ
て
物
乞
い
を
撲
滅
す
る
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
悪
し
き
制
度
は
、
帝
国
の
す
べ
て
の
資
源
を
犯
罪
者
の
手
に
集
中
さ
せ
、
労
働
を
魅
力
の
な
い
も
の
に
し
、
市
民
を
育
て
る
の

に
、
飢
え
の
恐
怖
と
物
乞
い
の
恥
辱
の
間
で
の
選
択
を
行
わ
せ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
社
会
が
感
染
し
て
い
る
、
あ
ち
こ

ち
に
見
ら
れ
る
レ
プ
ラ
は
物
乞
い
の
犯
罪
と
い
う
よ
り
は
立
法
者
の
犯
罪
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
病
は
統
治
の
誤
り
、
統
治
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の
欠
陥
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
広
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
の
認
め
ら
れ
る
共
和
国
に
お
い
て
、
物
乞
い
の
撲

滅
は
賢
明
な
法
律
に
よ
っ
て
早
急
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
14
（

。

　

基
本
的
な
原
理
と
、
新
し
い
共
和
国
建
設
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
の
物
乞
い
撲
滅
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
ボ
ー
は
、
貧
者
を

三
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
に
、
財
産
を
持
た
ず
、
仕
事
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
が
得
ら
れ
な
い
季
節
に
だ
け
物
乞
い
を
す
る
貧
者
で
、
彼

ら
は
自
分
の
住
所
地
を
遠
く
離
れ
る
こ
と
も
な
く
社
会
秩
序
に
と
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
脅
威
と
は
な
ら
な
い
者
で
あ
る
。
第
二
が
、「
恥
ず

べ
き
貧
者
」
と
呼
ば
れ
る
者
で
、
貧
困
に
陥
っ
て
い
て
も
過
去
の
虚
栄
か
ら
働
こ
う
と
せ
ず
、
余
裕
の
あ
る
有
徳
の
人
の
人
間
性
に
訴

え
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
が
、「
習
慣
的
物
乞
い
」「
根
っ
か
ら
の
浮
浪
者
」
と
呼
ば
れ
る
者
で
あ
り
、

地
方
を
渡
り
歩
い
て
、
人
に
危
害
を
加
え
た
り
財
産
を
奪
っ
た
り
す
る
者
で
、
こ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
真
の
脅
威
に
な
る
者
で
あ
る
。

貧
者
と
社
会
の
間
に
、
働
く
者
に
対
し
て
扶
助
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
扶
助
を
得
る
に
は
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
相
互
の
義

務
的
関
係
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
相
互
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
働
く
義
務
を
免
れ
て
き
た
「
恥
ず
べ
き
貧
者
」
に
つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）

15
（

。

　

そ
し
て
、「
も
っ
と
も
よ
い
政
策
は
、
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
も
多
く
の
市
民
が
自
ら
の
も
の
を
所
有
す
る
よ
う
に
す
る
政
策
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
ら
れ
、
貧
困
解
消
の
た
め
の
最
良
の
方
策
は
、
財
産
所
有
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
財
産
所
有
と
い
う
こ
と
は
人

々
を
祖
国
と
結
び
つ
け
る
鍵
と
も
な
る
。「
財
産
は
人
を
大
地
に
結
び
つ
け
、
自
分
の
享
受
す
る
利
益
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
、
自
ら
の
も

の
だ
と
考
え
る
国
を
愛
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
何
も
持
た
な
い
不
幸
な
者
に
は
祖
国
も
な
い
の
で
あ
る
。」
貧
困
を
解
消
す
る
た
め
の
根

本
的
な
方
策
は
、
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
も
ま
た
立
憲
議
会
以
来
言
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
財
産
が
祖
国

と
市
民
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
の
も
重
農
主
義
以
来
の
議
論
で
あ
る
。
ま
た
国
有
財
産
の
売
却
策
を
通
じ
て
、
財
産
所
有
者
の
数
を
増

や
す
こ
と
で
、
貧
困
を
解
消
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
、
一
面
で
は
革
命
政
府
が
一
貫
し
て
と
っ
て
き
た
政
策
で
も

フランス革命期の公的扶助制度の形成（二）103

一
〇
三



あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ー
は
所
有
の
拡
大
と
い
う
論
点
に
固
執
せ
ず
に
、
貧
者
は
労
働
を
通
じ
て
援
助
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
展

開
し
て
ゆ
く
。「
人
が
ま
さ
に
貧
困
で
あ
る
の
は
、
何
も
持
た
ざ
る
が
故
で
は
な
く
、
働
か
ざ
る
が
故
に
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
が

貧
困
状
態
を
無
く
す
の
に
用
い
る
べ
き
援
助
策
は
唯
一
労
働
な
の
で
あ
る）

16
（

。」

　

そ
し
て
、
季
節
に
よ
っ
て
仕
事
を
失
う
健
康
な
貧
者
に
対
し
て
は
、
作
業
所
を
適
当
な
カ
ン
ト
ン
に
設
置
す
る
こ
と
で
対
処
す
る
。

作
業
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
ミ
ュ
ニ
シ
パ
リ
テ
が
、
健
康
な
貧
者
の
名
前
、
性
別
、
年
齢
、
可
能
な
労
働
、
仕
事
の
な
い
時
期
、
貧

者
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
に
つ
い
て
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
、
カ
ン
ト
ン
の
扶
助
管
理
部
に
提
出
し
、
こ
こ
か
ら
上
級
の
役
所
に

要
求
が
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
必
要
な
基
金
を
立
法
府
で
決
定
す
る
。
扶
助
労
働
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
に
お
い
て
競
売
を
つ

う
じ
て
決
め
ら
れ
、
作
業
に
つ
い
て
は
二
週
間
前
か
ら
公
告
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
る
。
作
業
所
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
中
の
い
く
つ

か
の
カ
ン
ト
ン
に
置
か
れ
る
だ
け
な
の
で
、
そ
こ
で
働
こ
う
と
す
る
者
は
カ
ン
ト
ン
を
超
え
て
移
動
す
る
も
出
て
く
る
が
、
そ
の
移
動

に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
の
携
帯
が
求
め
ら
れ
る）

17
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
作
業
所
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
貧
者
か
ら
自
分
の
生
存
を
確
実
に
す
る
の
に
必
要
な
不
安
や
配
慮
を
完

全
に
取
り
除
い
て
し
ま
っ
て
は
そ
こ
か
ら
ま
た
弊
害
が
生
じ
る
。
い
つ
で
も
作
業
所
で
仕
事
が
見
つ
け
ら
れ
る
と
な
る
と
、
人
は
そ
こ

か
ら
離
れ
な
く
な
り
、
財
産
所
有
者
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
経
営
者
は
労
働
力
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
国
の
真
の
繁
栄
に
妨
げ
と

な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
作
業
所
の
労
働
条
件
は
一
般
の
労
働
条
件
よ
り
や
や
悪
く
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

委
員
会
は
、
作
業
所
の
日
給
を
、
当
該
カ
ン
ト
ン
の
標
準
的
な
日
給
の
四
分
の
三
に
設
定
す
る
こ
と
で
こ
の
弊
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
貧
者
の
労
働
を
確
か
な
も
の
と
し
た
後
は
、
三
月
の
デ
ク
レ
で
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
貧
者
の
怠
惰
や
無
思
慮
を
助
長
す

る
施
し
は
禁
止
さ
れ
、
間
違
っ
て
理
解
さ
れ
た
同
情
を
効
果
的
に
や
め
さ
せ
る
た
め
に
、
物
乞
に
施
し
を
し
た
者
は
標
準
的
な
日
給
の

二
日
分
を
罰
金
と
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）

18
（

。

　

ボ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
に
ま
ず
作
業
所
の
設
置
に
つ
い
て
ひ
と
と
お
り
論
じ
た
後
、
働
こ
う
と
す
る
意
思
の
な
い
貧
者
に
対
す
る
処
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罰
を
含
め
た
対
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
自
ら
の
働
き
に
よ
っ
て
自
ら
を
助
け
よ
う
と
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
厳
し
い
処
罰
を
科

し
、
習
俗
を
維
持
し
、
労
働
を
奨
励
し
怠
惰
を
抑
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
処
罰
も
ま
た
専
制
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

人
間
的
か
つ
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
専
制
的
な
政
府
は
、
人
間
を
堕
落
さ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
支
配
を
強
化
し
て

き
た
。
革
命
の
道
徳
と
政
治
の
原
理
は
、
権
利
と
義
務
の
認
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
処
罰
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
人
間
の
利
益
を
考

え
、
処
罰
さ
れ
る
人
間
に
も
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
見
る
。
新
し
い
物
乞
い
の
施
設
も
収
容
者
を
貶
め
る
よ
う
な
名
前
を
持
た
ず
、
ま

た
内
部
の
体
制
も
非
人
間
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
収
容
者
も
労
働
へ
の
嗜
好
と
愛
を
身
に
つ
け
、
浮
浪
を
恥
辱
と
感
じ
る
よ
う
に
な

る
。
厳
格
さ
が
反
抗
的
で
危
険
な
浮
浪
者
を
抑
え
る
が
、
収
容
者
を
過
酷
な
扱
い
で
つ
ぶ
し
た
り
、
軽
蔑
に
よ
っ
て
怒
ら
せ
る
こ
と
も

な
い
。不

幸
な
者
を
慰
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
改
善
の
期
待
で
き
る
者
を
励
ま
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
哀
れ
な
不
信
感
か
ら
自
分
の
犯
罪
的
な
習
慣

を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
勇
気
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
賢
明
さ
と
と
も
に
提
供
さ
れ
る
道
徳
的
治
療
法
は
、
脅
し
や
殴
打
よ
り
も
は

る
か
に
堕
落
し
た
人
間
を
立
ち
直
ら
せ
る
も
の
だ
。
脅
し
や
殴
打
に
よ
る
処
罰
は
反
乱
や
陰
謀
の
場
合
に
と
っ
て
お
く
が
よ
い

）
19
（

。

　

た
と
え
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
道
徳
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
処
罰
に
よ
っ
て
更
生
を
図
る
と
い
う
の
は
一
七
九
一
年
の
刑
法
典
に

も
現
れ
て
い
る
理
想
で
あ
り
、
浮
浪
者
の
処
罰
に
つ
い
て
も
単
に
こ
れ
を
脅
し
抑
圧
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
精
神
的
な
手
立
て
に

よ
っ
て
怠
惰
を
強
制
し
労
働
へ
の
嗜
好
を
身
に
つ
け
て
健
全
な
市
民
と
し
て
更
生
さ
せ
る
と
い
う
の
が
新
し
く
設
置
さ
れ
る
施
設
の
目

的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
物
乞
い
が
子
供
を
連
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
子
供
に
つ
い
て
は
、
実
の
子
供
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
と
り
あ
え
ず
、
子
供
を
連
れ
て
い
た
物
乞
い
が
実
直
で
勤
勉
な
市
民
と
し
て
立
ち
直
る
ま
で
は
、
子
供
と
物
乞
い
を
引
き
離
す
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こ
と
も
必
要
で
あ
る
。子
供
を
堕
落
し
た
親
の
手
に
残
し
て
お
か
な
い
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、こ
の
場
合
、国
家
が
親
の
義
務
を
代
わ
っ

て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
外
国
人
に
つ
い
て
は
祖
国
に
送
り
返
さ
れ
る）

20
（

。

　

こ
の
矯
正
施
設
に
お
け
る
処
罰
は
、「
厳
格
な
監
視
と
経
済
的
か
つ
利
益
の
出
る
運
営
」
が
求
め
ら
れ
る
が
、「
そ
の
第
一
の
目
的
は
、

収
容
者
の
不
道
徳
性
を
う
ま
く
矯
正
し
、
彼
ら
の
労
働
か
ら
現
実
的
な
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。」
こ
の
施
設
は
基
本
的
に
各
県

毎
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
な
規
律
に
つ
い
て
の
詳
細
は
地
域
の
特
殊
性
に
応
じ
て
各
県
の
行
政
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
が
、
立
法
府
と

し
て
は
、
各
収
容
施
設
内
に
監
視
委
員
会
を
置
き
、
所
内
の
秩
序
維
持
に
あ
た
ら
せ
、
収
容
者
の
過
酷
で
恣
意
的
な
処
遇
が
生
じ
な
い

よ
う
に
監
視
し
、
収
容
者
を
消
耗
さ
せ
な
い
よ
う
、
し
か
も
怠
惰
を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
十
分
な
食
糧
を
提
供
し
、
無
駄
な

支
出
を
省
き
、
か
つ
て
の
物
乞
い
収
容
所
に
あ
っ
た
よ
う
な
弊
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
定
め
る）

21
（

。

　

ボ
ー
は
、
現
下
の
情
勢
に
お
い
て
、
物
乞
い
の
数
が
き
わ
め
て
重
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
費
用
の
問
題
に

も
触
れ
て
い
る
。
現
在
三
四
の
収
容
施
設
が
約
一
三
五
八
八
九
四
リ
ー
ブ
ル
の
資
金
で
運
用
さ
れ
て
い
る
が
、
効
率
化
に
よ
っ
て
、
同

じ
資
金
で
五
二
以
上
の
施
設
を
運
用
で
き
る
と
す
る
。
同
時
に
、
効
率
化
も
大
事
だ
が
、
施
設
に
お
け
る
労
働
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の

一
部
は
収
容
者
に
還
元
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
収
容
者
に
労
働
の
嗜
好
と
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
正
し
く
か
つ
政
治
的
で
あ

る
。
そ
れ
は
友
愛
に
満
ち
た
教
育
だ
け
で
な
く
、
利
益
を
動
機
と
し
て
も
行
わ
れ
る
。
収
容
者
に
一
日
の
仕
事
の
給
与
の
一
部
を
渡
せ

ば
、
収
容
期
間
中
に
彼
ら
の
物
質
的
安
楽
さ
が
増
大
し
、
解
放
さ
れ
た
と
き
の
た
め
の
経
済
的
準
備
が
で
き
る
。」
法
で
は
、
収
容
者
の

日
給
相
当
分
の
内
三
分
の
二
は
、
収
容
者
の
食
糧
等
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
が
、
残
り
の
三
分
の
一
は
出
所
時
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
収
容
者
の
境
遇
は
、
村
の
労
働
者
ほ
ど
甘
く
、
幸
福
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
拘
禁
は
処
罰
で
あ

り
、
不
自
由
・
困
難
を
通
し
て
も
う
一
度
自
由
を
取
り
戻
し
た
い
と
す
る
欲
求
を
刺
激
し
、
良
き
振
る
舞
い
が
拘
禁
を
短
縮
さ
れ
る
と

い
う
希
望
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
悪
し
き
人
間
を
鼓
舞
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
怠
惰
・
無
為
の
習
慣
を
断
ち

切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
国
家
を
傷
つ
け
る
悪
徳
か
ら
彼
ら
を
将
来
に
渡
っ
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

22
（

。」
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し
か
し
、
様
々
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
更
生
で
き
な
い
人
間
も
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
に
対
す
る
手
段
が
追
放
刑
で
あ
る
。「
し
ば

し
ば
悪
し
き
市
民
が
、
同
じ
よ
う
な
悪
し
き
性
質
を
持
っ
た
人
間
と
一
緒
に
、
未
知
の
地
方
に
追
放
さ
れ
、
彼
ら
と
同
じ
よ
う
生
き
て

ゆ
く
た
め
に
絶
え
間
な
い
労
働
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
さ
れ
、
し
ば
し
ば
、
と
私
は
言
い
た
い
が
、
こ
の
浮
浪
者
が
新
し
い
物
事
の
状
態

に
影
響
さ
れ
て
、
自
分
自
身
あ
ら
ゆ
る
秩
序
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
の
敵
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
新
し
い
社
会
の
徳
あ
る
構
成
員
と
な
っ

て
、
共
同
体
の
人
々
に
そ
の
身
体
的
力
の
生
産
物
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
。」
し
た
が
っ
て
、「
何
度
も
拘
禁
さ
れ
、

厳
し
い
手
段
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
乞
い
を
公
的
秩
序
や
彼
自
身
の
利
益
と
な
る
方
向
に
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
国

家
の
安
全
と
物
乞
い
に
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
魅
力
を
示
す
た
め
に
ど
こ
か
の
島
に
お
く
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
彼
が
公
的
秩
序

に
組
み
込
ま
れ
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
非
常
に
難
し
く
、
あ
る
と
し
て
も
確
実
に
改
善
さ
れ
る
た
め
に
長
い

期
間
が
経
過
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。」
当
面
の
追
放
先
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
ギ
ア
ナ
で
あ
り
、
革
命
政
府
に
し
た
が
わ
な
い
聖
職
者
が

す
で
に
追
放
さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
あ
る
。
物
乞
い
に
つ
い
て
は
三
度
目
の
再
犯
で
追
放
と
な
る
が
、
何
ら
か
の
加
重
情
状
が
あ
っ
た

場
合
に
は
二
度
目
で
追
放
と
な
り
、
そ
の
期
間
は
八
年
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
三
歳
以
下
、
六
〇
歳
以
上
の
物

乞
い
は
追
放
刑
を
免
れ
る）

23
（

。

　

大
略
以
上
の
よ
う
な
抑
止
手
段
に
つ
い
て
議
論
し
た
後
、ボ
ー
は
最
後
に
物
乞
い
の
住
所
に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

扶
助
を
行
う
住
所
を
定
め
る
こ
と
は
、
国
中
に
広
が
っ
て
い
る
貧
者
が
国
の
扶
助
を
ど
こ
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に

関
わ
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
通
常
は
出
生
地
が
扶
助
を
受
け
る
住
所
で
あ
り
、
新
た
に
住
所
を
定
め
る
場
合
、

一
年
以
上
当
該
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
定
期
間
定
住
す
る
こ
と
が
扶
助
を
受
け
る
前

提
と
な
る）

24
（

。
住
所
を
定
め
る
こ
と
は
、
扶
助
行
政
の
必
要
か
ら
も
生
じ
て
く
る
が
、
ボ
ー
は
簡
単
に
住
所
を
変
え
る
こ
と
が
浮
浪
を
招

く
危
険
性
に
つ
い
て
強
調
す
る
。「
も
し
諸
君
が
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
貧
者
が
扶
助
の
住
所
を
選
ぶ
こ
と
を
許
せ
ば
、
貧
者
が
先
を
見
通

し
働
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
諸
君
は
物
乞
い
の
真
の
芽
を
養
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」
人
は
自
由
に
居
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を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、「
貪
欲
や
計
算
か
ら
別
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
移
ろ
う
と
す
る
者
に
、
新
し
い
扶
助
の
住
所
を
認

め
る
前
に
、
公
的
な
負
担
を
か
け
ず
に
、
す
な
わ
ち
働
い
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
公
的
扶
助
に
頼
ら
ず
生
活
し
、
一
定
期
間
定
住

す
る
こ
と
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
ミ
ュ
ニ
シ
パ
リ
テ
に
た
ど
り
着
い
て
、
自
分
の
こ
と
を
記
録
係
に
登
録
し
、
パ
ス
ポ
ー

ト
に
よ
っ
て
浮
浪
者
で
も
犯
罪
者
で
も
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
労
働
者
を
定
着
さ
せ
、
仕
事
の

種
類
に
よ
っ
て
、
浮
浪
生
活
に
な
り
が
ち
な
者
の
性
行
を
浮
浪
か
ら
離
れ
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
定
は
ま
た
、
浮
浪
者
が
ミ
ュ
ニ
シ

パ
リ
テ
に
入
る
の
を
防
ぎ
、
新
し
い
住
所
を
積
極
的
な
監
視
下
に
置
く
の
で
あ
る）

25
（

。」
こ
こ
に
は
、
単
に
行
政
上
の
便
宜
だ
け
で
は
な

く
、
住
所
の
変
更
に
一
定
期
間
の
定
住
そ
の
他
の
条
件
を
求
め
る
こ
と
で
、
人
々
が
浮
浪
者
に
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
ま
た
浮
浪
者
予
備

軍
を
定
住
さ
せ
て
監
視
下
に
置
こ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
法
は
、
ボ
ー
の
報
告
の
後
、
葡
萄
月
二
四
日
（
一
〇
月
一
五
日
）
に
採
択
さ
れ
る
。
こ
の
法
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
貧
者
の
処

罰
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
処
罰
は
作
業
所
の
設
置
と
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
対
に
な
っ
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
健
康
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
は
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
理
論
上
は
、

こ
の
よ
う
な
仕
事
が
十
分
に
提
供
さ
れ
て
初
め
て
、
働
く
意
思
の
な
い
者
を
矯
正
施
設
に
収
容
し
て
、
実
直
で
勤
勉
な
市
民
と
し
て
更

生
さ
せ
る
と
い
う
の
が
こ
の
法
の
狙
い
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
作
業
所
の
設
置
・
仕
事
の
提
供
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

検
証
す
る
こ
と
は
十
分
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
法
公
示
の
八
日
後
に
は
物
乞
い
を
し
た
者
を
逮
捕
し
、
処
罰
の
手
続
に
入
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
（T

itreII, A
rt.1 

以
下
）、
仕
事
の
提
供
と
働
く
意
思
の
な
い
者
の
処
罰
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
ま
っ
た
く
と
れ
て
い
な
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
た
、
ボ
ー
の
報
告
で
は
、
従
来
の
物
乞
い
収
容
所
と
本
法
に
よ
る
新
た
な
矯
正
施
設
と
の
違
い
も
強
調
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
法

施
行
後
八
日
の
余
裕
で
新
し
い
施
設
が
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。
現
実
に
は
、
既
存
の
施
設
を
利
用
す
る
他
は
な
く
、
本
法
の
第
三

部
に
は
経
過
規
定
的
な
も
の
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
施
設
が
現
実
に
既
存
の
施
設
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
実
際
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の
施
設
の
運
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
新
し
い
施
設
に
よ
っ
て
、
現
実
に
ど
れ
ほ
ど
の
浮
浪

者
が
更
生
で
き
た
か
に
つ
い
て
も
、
ボ
ー
の
報
告
に
強
調
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
無
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
推
測

で
き
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
処
罰
を
通
じ
た
更
生
と
い
う
考
え
方
は
、
一
七
九
一
年
刑
法
典
に
つ
い
て
の
ル
ペ
ル
チ
エ
＝
サ
ン
＝
フ
ァ

ル
ジ
ョ
ー
の
報
告
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
重
罪
の
犯
罪
者
の
処
罰
も
浮
浪
者
の
処
罰
も
、
共
通
の
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
い
る

こ
と
は
確
認
で
き
る
。
ボ
ー
の
報
告
で
も
、
単
に
浮
浪
者
を
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
、
処
罰
を

通
じ
て
浮
浪
者
を
勤
勉
な
市
民
と
し
て
更
生
さ
せ
る
こ
と
が
施
設
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章　

共
和
歴
二
年
風
月
デ
ク
レ
（
九
四
年
二
月
）
と
最
高
存
在
の
祭
典

　

内
外
の
情
勢
が
い
っ
そ
う
厳
し
く
な
る
中
で
一
七
九
三
年
秋
に
は
憲
法
施
行
が
延
期
さ
れ
、
革
命
政
府
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
後
も

社
会
的
政
治
的
情
勢
は
緊
迫
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
。
一
七
九
三
年
六
月
、
共
和
歴
二
年
葡
萄
月
の
法
は
、
貧
者
に
対
す
る
一
定
の
援

助
と
物
乞
い
の
禁
止
・
処
罰
な
ど
の
貧
困
対
策
を
立
て
、
ま
た
秋
か
ら
は
本
格
的
に
統
制
経
済
が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も

必
ず
し
も
事
態
は
好
転
し
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
政
治
的
に
も
左
右
両
派
の
対
立
が
深
ま
っ
て
ゆ
き
、
政
府
は
両
派
の
間
で
難
し
い

舵
取
り
を
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
風
月
の
末
（
三
月
末
）
に
は
エ
ベ
ー
ル
派
が
粛
正
さ
れ
、
芽
月
（
四
月
初
旬
）
に
は
ダ
ン
ト
ン
派
が

粛
正
さ
れ
る
。

　

マ
チ
エ
が
「
新
し
い
革
命
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
、
革
命
の
敵
の
土
地
を
貧
者
に
分
配
す
る
と
い
う
風
月
の
デ
ク
レ
が
定
め
ら
れ

る
の
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
あ
っ
た）

26
（

。
直
接
的
に
は
、
左
右
両
派
の
対
立
の
中
で
、
ダ
ン
ト
ン
を
中
心
と
す
る
右
派
寛
大
派
が
議
決

さ
せ
た
四
日
の
決
定
に
対
し
て
、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
が
提
案
す
る
の
が
、
風
月
八
日
（
一
七
九
四
年
二
月
二
六
日
）
の
デ
ク
レ
で
あ
る
。

こ
の
報
告
は
、
議
会
議
事
録
で
は
「
拘
禁
に
つ
い
て
、
愛
国
者
に
正
義
を
行
い
、
犯
罪
者
の
処
罰
を
確
実
に
す
る
も
っ
と
も
適
切
な
方
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法
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
」
に
つ
い
て
の
報
告
と
な
っ
て
お
り
、
土
地
政
策
に
つ
い
て
の
報
告
と
い
う
面
は
タ
イ
ト
ル
に
は
現
れ
て
い
な

い
。
以
下
、
こ
の
内
容
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う）

27
（

。

　

サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
は
、
報
告
の
冒
頭
で
四
日
の
デ
ク
レ
に
言
及
し
、
拘
禁
に
つ
い
て
、
ま
た
無
実
の
虐
げ
ら
れ
た
愛
国
者
を
識
別
・

解
放
し
、
ま
た
罪
あ
る
者
を
処
罰
す
る
た
め
の
迅
速
な
方
法
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
し
て
こ
の
問
題
を
、
法
的
問
題
と
し

て
で
は
な
く
、
政
治
的
問
題
、
そ
れ
も
非
常
時
の
政
治
的
問
題
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
法
的
関
係
で
は
な
く
、
人

民
と
政
府
の
安
全
の
問
題
で
あ
り
、
個
人
の
利
害
で
は
な
く
共
和
国
全
体
の
利
害
か
ら
、
私
的
な
視
点
で
は
な
く
全
体
の
視
点
か
ら
決

定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
拘
禁
は
、
主
権
の
性
質
や
堅
固
さ
、
共
和
国
の
習
俗
、
将
来
世
代
の
徳
と
悪
徳
・
幸
福
と
不
幸
、
富
・
所

有
と
い
っ
た
経
済
、
そ
し
て
理
性
と
正
義
に
関
わ
る
政
治
問
題
な
の
で
あ
り
、「
敵
が
敗
北
す
る
か
勝
利
す
る
か
は
拘
禁
に
こ
そ
関
係
し

て
い
る
の
で
あ
る）

28
（

。」
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、「
共
和
国
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
和
国
に
反
対
す
る
も
の
を
完
全
に

破
壊
す
る
こ
と）

29
（

」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
法
の
中
で
第
一
の
法
は
共
和
国
の
存
続
」
で
あ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
は
常
に
恐
る
べ
き

寛
大
さ
の
下
で
行
わ
れ
、個
々
の
当
事
者
が
国
家
の
破
壊
を
持
た
ら
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
裁
判
は
寛
大
さ
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
厳
格
に
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

30
（

。
恐
怖
政
治
を
終
わ
ら
せ
、
拘
禁
に

も
で
き
る
か
ぎ
り
通
常
の
司
法
に
お
け
る
と
同
様
の
手
続
を
求
め
よ
う
と
す
る
寛
大
派
に
対
し
て
、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
は
、
い
ま
だ
共

和
国
が
貴
族
や
外
国
勢
力
、
反
革
命
的
な
聖
職
者
な
ど
多
く
の
敵
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
し
、
恐
怖
政
治
と
革
命
政
府
を
擁
護
し
、
そ
の

継
続
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
提
案
は
、
裁
判
や
拘
禁
の
手
続
や
個
別
案
件
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
や
や
唐
突
な
感
じ
も
な
く

は
な
い
が
、
所
有
や
富
の
問
題
に
展
開
す
る
。
良
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
が
、
や
は
り
引
用
し
て
お
こ
う
。

実
際
、
物
事
の
力
は
わ
れ
わ
れ
を
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
結
果
に
ま
で
導
い
て
き
た
。
富
は
、
相
当
多
く
の
革
命
の
敵
の
手
に
握
ら
れ
て
い
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る
。
人
民
は
、
そ
の
敵
に
依
存
し
て
働
か
ざ
る
を
得
な
い
。
市
民
間
の
関
係
が
政
府
の
形
式
と
相
反
す
る
帝
国
が
存
続
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。
革
命
を
半
ば
ま
で
進
め
て
き
た
者
は
、
墓
を
掘
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
革
命
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
そ
の
国
の
敵
は
そ

こ
で
は
財
産
所
有
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
原
則
を
認
め
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
に
は
ま
だ
天
才
の
一
撃

が
必
要
で
あ
る
。

圧
制
者
の
享
楽
の
た
め
に
、
人
民
が
国
境
で
血
を
流
し
、
家
族
が
子
供
た
め
に
喪
に
服
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
？
諸
君
は
次
の
原
則
を

認
め
る
だ
ろ
う
。
自
分
た
ち
の
祖
国
を
解
放
す
る
の
に
力
を
尽
く
し
た
者
だ
け
が
、
そ
こ
で
権
利
を
持
つ
の
で
あ
る
。
自
由
な
国
を
汚
す
物

乞
い
を
無
く
そ
う
で
は
な
い
か
。
愛
国
者
の
所
有
権
は
神
聖
で
あ
る
。
し
か
し
、
陰
謀
を
企
て
る
者
の
財
産
は
す
べ
て
不
幸
な
者
の
た
め
に

あ
る
。
不
幸
な
者
は
大
地
の
力
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
を
無
視
し
て
き
た
政
府
に
対
し
て
主
人
と
し
て
語
り
か
け
る
権
利
を
持
つ
。
こ

の
原
則
は
腐
敗
し
た
政
府
に
対
し
て
は
破
壊
的
で
あ
る
。
も
し
諸
君
が
腐
敗
し
て
い
れ
ば
、
諸
君
の
政
府
は
破
壊
さ
れ
る
。
諸
君
が
殺
さ
れ

た
く
な
け
れ
ば
、
不
正
義
と
犯
罪
を
殺
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

）
31
（

。

　

こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
可
決
さ
れ
た
の
が
、
同
日
の
デ
ク
レ
で
、
主
た
る
部
分
は
二
箇
条
で
あ
る
。

治
安
委
員
会
は
拘
束
さ
れ
た
愛
国
者
を
解
放
す
る
権
限
を
持
つ
。
解
放
を
求
め
る
者
は
す
べ
て
一
七
八
九
年
五
月
一
日
以
降
の
自
ら
の
行
動

に
つ
い
て
説
明
す
べ
し
。

愛
国
者
の
所
有
権
は
神
聖
で
あ
る
。
革
命
の
敵
と
認
め
ら
れ
た
者
の
財
産
は
共
和
国
の
た
め
に
収
用
さ
れ
る
。
こ
の
者
は
平
和
の
到
来
ま
で

拘
束
さ
れ
、
そ
の
後
永
遠
に
追
放
さ
れ
る

）
32
（

。

　

こ
の
後
、
風
月
一
三
日
（
三
月
三
日
）
に
、
八
日
の
決
定
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
定
め
る
デ
ク
レ
が
や
は
り
サ
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ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
報
告
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
る）

33
（

。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
、
貧
し
い
愛
国
者
の
氏
名
、
年
齢
、

職
業
、
そ
の
子
供
の
数
と
年
齢
に
つ
い
て
の
一
覧
用
を
作
成
し
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
執
行
部
を
通
じ
て
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ

と
、
公
安
委
員
会
を
中
心
に
革
命
の
敵
の
財
産
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
不
幸
な
者
に
補
償
す
る
方
法
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
こ
と
、
治
安

委
員
会
の
命
令
に
よ
り
、
一
定
の
期
限
を
定
め
て
一
七
八
九
年
五
月
一
日
以
降
の
拘
禁
者
の
指
名
と
行
動
を
通
報
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
風
月
の
デ
ク
レ
は
革
命
の
敵
の
財
産
を
貧
し
い
者
に
再
配
分
し
よ
う
と
す
る
。
所
有
に
つ
い
て
は
、
九
三
年
三
月
の
農
地
法
禁

止
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
所
有
権
の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
六
月
の
人
権
宣
言
で
も
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
部
分
に
つ
い

て
財
産
を
享
受
し
処
分
す
る
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
社
会
的
か
自
然
的
か
と
い
う
こ
と
は
別
に
し
て
、
風
月
の
デ
ク
レ

は
、
基
本
的
に
法
的
に
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
所
有
権
に
つ
い
て
、
革
命
の
敵
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
有
化

さ
れ
た
教
会
財
産
に
つ
い
て
は
、元
々
そ
の
財
産
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
完
全
に
教
会
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

亡
命
者
の
財
産
を
収
用
す
る
に
は
、
亡
命
者
が
与
え
た
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に
財
産
を
収
用
す
る
と
い
う
論
理
が
曲
が
り
な
り
に
も

考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
生
存
権
論
が
、
生
存
に
必
要
な
部
分
以
上
の
財
産
を
共
有
と
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
議
論

と
も
異
な
っ
た
論
理
で
所
有
権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
一
三
日
の
デ
ク
レ
に
は
「
補
償
す
る
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
る
が
、
八
日
の
デ

ク
レ
に
は
こ
う
し
た
言
葉
も
見
ら
れ
な
い
。
単
純
に
敵
に
は
所
有
権
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
報
告
で
は
そ
れ

な
り
に
説
得
力
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
え
な
く
は
な
い
が
、
や
は
り
、
き
わ
め
て
政
治
的
で
法
的
に
は
乱
暴
な
議
論
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
風
月
の
デ
ク
レ
は
、
左
右
両
派
の
対
立
の
中
で
、
比
較
的
貧
し
い
層
の
人
々
を
も
革
命
政
府
の
側
に
取
り
込

も
う
と
す
る
政
治
的
戦
術
の
一
貫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、本
稿
で
見
て
き
た
公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
の
立
法
に
比
べ
て
も
、

こ
の
デ
ク
レ
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
性
格
が
強
く
、
内
容
の
過
激
さ
や
手
続
の
曖
昧
さ
と
い
う
点
で
か
け
離
れ
て
い
る
。

　

次
に
見
る
花
月
二
二
日
法
が
制
定
さ
れ
る
直
前
、
花
月
一
八
日
（
五
月
七
日
）
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
報
告
の
後
、
最
高
存
在
の
祭
典
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に
関
す
る
デ
ク
レ
が
定
め
ら
れ
た）

34
（

。
風
月
下
旬
（
三
月
な
か
ば
）
か
ら
翌
月
芽
月
（
三
月
下
旬
か
ら
四
月
）
に
か
け
て
、
一
方
で
左
派

エ
ベ
ー
ル
派
を
逮
捕
処
刑
し
、
つ
づ
け
て
右
派
ダ
ン
ト
ン
派
も
粛
正
し
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
ら
は
、
当
面
、
反
対
派
に
煩
わ
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
な
り
独
裁
的
な
権
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
一
瞬
、
権
力
の
絶
頂
に
あ
っ
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て

執
り
行
わ
れ
た
の
が
最
高
存
在
の
祭
典
で
あ
っ
た
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
、
市
民
社
会
の
唯
一
の
基
礎
は
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
こ

の
モ
ラ
ル
を
永
遠
か
つ
神
聖
な
基
礎
の
上
に
据
え
る
こ
と
が
最
高
存
在
の
崇
拝
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
を
連
想
さ
せ
る
、
キ
リ

ス
ト
教
と
も
無
神
論
と
も
異
な
る
国
家
の
宗
教
的
な
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
最
高
存
在
の
祭
典
の
狙
い
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
デ
ク

レ
第
三
条
で
は
不
誠
実
と
圧
政
を
憎
む
こ
と
、
圧
政
者
と
裏
切
り
者
を
処
罰
す
る
こ
と
な
ど
と
並
ん
で
、「
不
幸
な
者
を
扶
助
す
る
こ

と
、
弱
者
を
尊
重
す
る
こ
と
、
虐
げ
ら
れ
た
者
を
擁
護
す
る
こ
と
」
が
人
民
の
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
一
〇
日
毎
の
休
日
に
執
り

行
う
べ
き
祭
典
の
中
に
も
「
幼
年
」
や
「
老
年
」「
不
幸
」
の
祭
典
が
含
ま
れ
て
お
り
、
公
的
扶
助
制
度
の
対
象
で
あ
る
貧
し
い
者
へ
の

援
助
に
共
和
国
の
市
民
宗
教
の
中
で
も
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
七
章　

共
和
歴
二
年
花
月
（
九
四
年
五
月
）

―
農
村
に
お
け
る
扶
助

　

前
節
で
見
た
よ
う
な
政
治
状
況
の
中
で
定
め
ら
れ
る
の
が
共
和
歴
二
年
花
月
二
二
日
（
九
四
年
五
月
一
一
日
）
の
「
農
村
部
に
お
け

る
物
乞
い
を
根
絶
す
る
方
法
、
並
び
に
共
和
国
が
貧
し
い
市
民
に
提
供
す
べ
き
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
で
あ
る
。
九
三
年
三
月
か
ら

定
め
ら
れ
て
き
た
公
的
扶
助
に
関
す
る
三
法
と
、
こ
の
花
月
二
二
日
法
の
制
定
に
よ
っ
て
革
命
の
公
的
扶
助
制
度
は
形
作
ら
れ
る
。
デ

ク
レ
は
ま
ず
、
序
章
で
国
家
福
祉
台
帳
の
作
成
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
、
老
人
あ
る
い
は
病
人
の
耕
作

者
に
つ
い
て
、
老
人
あ
る
い
は
病
人
の
職
人
に
つ
い
て
、
母
親
と
寡
婦
に
つ
い
て
の
定
め
が
置
か
れ
、
第
四
部
で
登
録
さ
れ
た
病
人
に

対
し
て
在
宅
で
与
え
ら
れ
る
扶
助
に
つ
い
て
、
最
後
に
第
五
部
で
市
民
祭
典
の
挙
行
方
式
に
つ
い
て
の
定
め
が
置
か
れ
て
い
る）

35
（

。
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バ
レ
ー
ル
は
報
告
の
冒
頭
で
先
の
風
月
八
日
の
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
報
告
の
「
不
幸
な
者
は
大
地
の
力
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち

を
無
視
し
て
き
た
政
府
に
対
し
て
主
人
と
し
て
語
り
か
け
る
権
利
を
持
つ
。こ
の
原
則
は
腐
敗
し
た
政
府
に
対
し
て
は
破
壊
的
で
あ
る
。

も
し
諸
君
が
腐
敗
し
て
い
れ
ば
、
諸
君
の
政
府
は
破
壊
さ
れ
る
」
と
い
う
部
分
を
引
用
し
、「
こ
の
恐
る
べ
き
原
則
を
人
民
代
表
の
前
で

表
明
し
た
公
安
委
員
会
・
治
安
委
員
会
は
、
こ
の
表
明
が
何
物
も
生
ま
ず
彼
ら
に
課
さ
れ
て
い
る
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
を
人
民
に

よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
ま
で
何
も
せ
ず
に
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
委
員
会
は
今
日
、
貧
者
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
聖
な
る

名
前
、
し
か
し
、
共
和
国
か
ら
直
ち
に
誰
も
が
知
ら
な
く
な
る
名
前
を
、
本
当
に
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
諸
君
の
努
力
に
か

か
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
報
告
を
始
め
る）

36
（

。
貧
者
に
「
聖
な
る
」
と
い
う
形
容
詞
ま
で
つ
け
て
、
共
和
国
に
お
け
る
重
要
性

を
示
す
こ
と
は
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
中
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
こ
の
時
期
の
政
治
情
勢
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
。

　

バ
レ
ー
ル
は
、
人
民
の
政
府
と
物
乞
い
は
相
容
れ
な
い
と
論
じ
る
。
か
つ
て
物
乞
い
は
、
施
療
院
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
処
罰
の
対
象

と
な
り
、
人
に
従
属
し
、
孤
立
し
見
捨
て
ら
れ
て
い
た
が
、
共
和
国
に
お
い
て
は
、
人
間
を
人
間
に
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ

て
禁
止
さ
れ
る
。「
人
民
に
と
っ
て
反
対
派
を
打
ち
倒
し
、
豊
か
な
商
人
の
血
を
流
さ
せ
、
大
き
な
財
産
を
解
体
す
る
だ
け
で
は
十
分
で

は
な
い
。
外
国
の
一
味
を
倒
し
、
正
義
と
徳
の
支
配
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
共
和
国
の
領
土
か
ら
基
本
的
欲
求
の

奴
隷
と
な
り
、
貧
困
の
奴
隷
と
な
る
者
を
無
く
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
好
き
放
題
に
財
産
を
使
い
、
他
方
で
必
需
品
に
も
事
欠
く
者

を
生
み
出
し
て
い
る
、
人
と
人
と
の
忌
む
べ
き
不
平
等
を
無
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い）

37
（

。」
政
治
的
な
反
対
派
や
周
辺
諸
国
と
の
戦
い
に
勝
利

す
る
だ
け
で
は
共
和
国
に
と
っ
て
は
十
分
で
は
な
い
。
共
和
国
の
中
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
従
属
を
無
く
さ
ね
ば
な
ら
ず
、

貧
困
の
撲
滅
も
そ
の
一
貫
と
し
て
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
国
内
外
の
反
革
命
勢
力
と
の
戦
い
の
み
な
ら
ず
、
共
和
国
内
部

に
お
け
る
従
属
的
な
人
間
関
係
の
消
滅
と
い
う
視
点
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る）

38
（

。

　

そ
し
て
、
バ
レ
ー
ル
は
こ
の
時
点
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、
風
月
の
デ
ク
レ
に
も
言
及
さ
れ
、
風
月
の
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デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
た
リ
ス
ト
の
作
成
が
必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
も
言
及
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
し
て
風
月
デ
ク
レ

で
定
め
ら
れ
た
一
覧
表
よ
り
も
改
良
さ
れ
た
新
し
い
形
式
の
一
覧
表
を
作
る
こ
と
に
も
言
及
が
あ
る
。
ま
た
、
バ
レ
ー
ル
は
「
わ
れ
わ

れ
は
別
に
二
つ
の
報
告
を
用
意
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
土
地
に
よ
る
扶
助
の
配
分
方
法
に
関
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
都
市
に
お
け
る

物
乞
い
を
迅
速
か
つ
効
果
的
に
除
く
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

39
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
風
月
デ
ク
レ
へ
の
言
及
は
序
論

的
、
総
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「
土
地
に
よ
る
恩
恵
は
土
地
を
耕
作
す
る
力
の
あ
る
者
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
農
地
で
働

く
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
年
齢
の
者
や
農
業
で
力
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
者
は
、
名
誉
あ
る
休
息
を
得
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
必

要
に
応
じ
て
扶
助
を
受
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
こ
の
法
の
趣
旨
は
土
地
の
配
分
で
は
な
く
老
人
な
ど
へ
の
扶
助
で
あ
る
こ
と
は

明
確
で
あ
る）

40
（

。

　

そ
し
て
委
員
会
の
業
務
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
た
後）

41
（

、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
は
農
村
の
扶
助
策
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
改

め
て
論
じ
ら
れ
る
。

国
家
の
福
祉
の
秩
序
と
し
て
、
農
村
は
都
市
よ
り
前
に
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
農
村
は
豊
か
で
肥
沃
な
養
い
親
で
あ
り
、
都
市
は
し

ば
し
ば
恩
知
ら
ず
で
不
毛
な
娘
で
あ
る
。

市
民
的
革
命
的
認
識
の
秩
序
と
し
て
、
農
村
は
第
一
に
扶
助
を
受
け
る
価
値
が
あ
る
。
反
革
命
は
都
市
と
結
び
つ
き
、
高
慢
な
連
邦
主
義
は

都
市
の
徒
党
で
あ
り
、
内
戦
は
大
き
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
準
備
さ
れ
る
。

与
え
ら
れ
る
べ
き
助
成
の
秩
序
と
し
て
、
第
一
の
技
術
は
、
生
活
の
糧
を
も
た
ら
す
が
つ
つ
ま
し
や
か
な
、
食
糧
や
第
一
の
必
需
品
を
生
産

す
る
技
術
で
あ
る
、
こ
れ
こ
そ
が
国
家
の
福
祉
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る

）
42
（

。

　

農
村
が
国
家
の
富
の
源
で
あ
り
、
都
市
は
反
革
命
の
巣
窟
と
な
る
可
能
性
が
高
い
た
め
に
、
ま
ず
農
村
で
の
福
祉
を
充
実
さ
せ
る
と
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い
う
の
が
、
こ
の
法
の
狙
い
で
も
あ
る
。
単
な
る
経
済
的
な
富
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
農
村
を
確
保
す
る
こ
と
は
革
命

政
府
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
都
市
の
福
祉
も
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、「
都
市
の
職
人
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
第
二
の
報
告
で
彼
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
な
る）

43
（

」
と
は
言

わ
れ
る
。
序
論
部
分
で
も
、
こ
の
報
告
は
ま
も
な
く
行
わ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
、
こ
の
報
告
が
行
わ
れ
、
都
市
に
お
け

る
扶
助
が
別
に
立
法
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
が
ほ
ぼ
序
論
的
な
部
分
と
、
花
月
デ
ク
レ
が
誰
を
対
象
と
す
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
。
こ
の
総
論
的
な
部

分
で
は
、
革
命
と
反
革
命
と
の
色
分
け
と
い
っ
た
政
治
的
ト
ー
ン
は
立
憲
議
会
以
来
の
公
的
扶
助
に
関
す
る
議
論
の
中
で
も
際
だ
っ
て

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
風
月
と
花
月
で
は
政
治
情
勢
は
、
左
右
両
派
の
粛
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
若
干
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
共
和

国
の
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
貧
者
へ
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
バ
レ
ー
ル
の
報
告
の
冒
頭
で
も
、

貧
者
の
共
和
国
に
お
け
る
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
農
村
の
扶
助
と
い
う
点
で
も
風
月
デ
ク
レ
と
の
関
係
も
深
そ
う
で
あ
る
。
総

論
的
に
は
花
月
デ
ク
レ
も
、
風
月
デ
ク
レ
に
近
い
政
治
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政
治
的
ト
ー

ン
が
必
然
的
に
具
体
的
な
法
の
内
容
に
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
花
月
の
デ
ク
レ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
土
地
の
再
配
分
で
は
な
く
、

扶
助
制
度
で
あ
る
。
バ
レ
ー
ル
が
い
う
準
備
中
の
報
告
の
う
ち
、
特
に
第
一
の
報
告
は
風
月
デ
ク
レ
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
別
に
準
備
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る）

44
（

。

　

花
月
デ
ク
レ
で
は
「
国
家
福
祉
台
帳
」
の
作
成
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
老
年
ま
た
は
病
気
の
耕
作
者
」「
老
年
ま
た
は
病
気
の
職

人
」「
母
親
と
寡
婦
」
の
三
つ
に
分
け
て
作
成
さ
れ
る）

45
（

。
こ
の
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
に
は
、
六
〇
歳
以
上
の
病
人
、
貧
者
、
働
く
こ
と
が

で
き
な
い
者
で
、
耕
作
者
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年
以
上
働
き
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
職
人
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
二

五
年
間
働
い
て
い
た
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
母
親
と
寡
婦
に
つ
い
て
は
、
耕
作
者
ま
た
は
職
人
の
妻
ま
た
は
母
で
あ
り
、
妻
に
つ

い
て
は
一
〇
歳
以
下
の
子
供
が
二
人
お
り
さ
ら
に
加
え
て
授
乳
中
の
三
人
目
の
子
供
が
い
る
こ
と
、
寡
婦
に
つ
い
て
は
一
〇
歳
以
下
の
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子
供
が
一
人
以
上
で
、
授
乳
中
の
子
供
が
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
耕
作
者
に
つ
い
て
は
年
間
一
六
〇
リ
ー
ヴ
ル
、

職
人
に
つ
い
て
は
、
一
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
母
親
と
寡
婦
に
つ
い
て
は
原
則
六
〇
リ
ー
ヴ
ル
が
支
給
さ
れ
る）

46
（

。

　

国
民
福
祉
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
者
は
、
病
気
に
な
っ
た
際
に
は
自
宅
で
無
料
の
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
子
供
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
援
助
は
、
施
療
院
を
廃
止
し
、
在
宅
扶
助
を
原
則
と
す
る
と
い
う
救
貧
委
員
会
以
来
の
考
え
方
を
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
は
、
司
祭
の
虚
栄
が
施
し
を
生
み
、
修
道
士
が
相
続
を
侵
害
す
る
た
め
に
施
療
院
と
つ
く
り
、

さ
ら
に
専
制
政
治
が
こ
れ
を
支
え
て
き
た
の
に
対
し
、
在
宅
扶
助
は
「
長
い
間
、
人
間
性
の
友
、
共
和
政
体
の
擁
護
者
に
よ
っ
て
祈
念

さ
れ
て
き
た
政
治
の
摂
理
で
あ
る
」
と
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
教
会
を
中
心
と
し
た
扶
助
と
の
断
絶
と
新
し
い
共
和
政
と

の
結
び
つ
き
と
い
う
政
治
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る）

47
（

。
こ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
健
康
管
理
官
で
あ
る
。
各
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

ト
に
三
名
の
健
康
管
理
官
が
お
か
れ
、
こ
の
健
康
管
理
官
を
中
心
に
、
各
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
に
配
布
さ
れ
る
治
療
薬
の
管
理
・
配
布
を

行
う
。
ま
た
こ
の
健
康
管
理
官
が
認
め
た
と
き
に
は
、
食
費
そ
の
他
の
費
用
に
充
て
る
た
め
に
一
日
一
人
一
〇
ス
ー
、
一
〇
歳
以
下
の

子
供
に
つ
い
て
は
六
ス
ー
の
現
金
が
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
健
康
管
理
官
の
指
示
に
基
づ
い
て
薬
草
の
栽
培
を
行
い
、
こ
れ
を
病
人
に
無

償
で
提
供
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
健
康
管
理
官
の
活
動
は
、
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
係
官
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
（T

it.IV

）。

　

最
後
に
、
花
月
一
八
日
の
最
高
存
在
の
祭
典
に
関
す
る
デ
ク
レ
を
受
け
て
、
不
幸
な
者
の
祭
典
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
国
家
の
第
一
の
祭
典
は
不
幸
な
者
に
名
誉
を
与
え
る
祭
典
で
あ
る
と
さ
れ
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
中
心
都
市
で
市
民
の
祭
典

が
挙
行
さ
れ
る
。
こ
の
祭
典
で
は
、
国
民
福
祉
台
帳
が
市
民
の
前
で
読
み
上
げ
ら
れ
、
本
デ
ク
レ
の
扶
助
の
対
象
と
な
る
者
が
、
人
々

の
前
で
半
年
分
の
補
助
金
を
受
け
取
る
、
そ
し
て
ま
た
、
子
供
た
ち
を
前
に
し
て
、
福
祉
を
規
制
す
る
デ
ク
レ
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
農

業
や
手
仕
事
に
か
ん
す
る
職
業
の
尊
厳
が
祝
わ
れ
る
（T

it.V

）。
こ
の
祭
典
を
通
し
て
、
社
会
は
貧
者
に
対
す
る
義
務
を
果
た
し
、
貧

し
い
者
の
尊
厳
を
確
認
し
、
彼
ら
も
ま
た
社
会
の
一
員
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
基
本
的
に
農
村
の
貧
者
に
対
す
る
扶
助
制
度
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
こ
の
後
、
公
安
委
員
会
は
草
月
五
日
（
五
月
二
四
日
）
の
決
定
で
、
バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
都
市
の
物
乞
い
を

撲
滅
す
る
た
め
の
方
法
に
関
す
る
報
告
を
待
ち
な
が
ら
、
暫
定
的
な
方
策
と
し
て
、
物
乞
い
収
容
施
設
を
作
る
前
に
仕
事
を
提
供
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
仕
事
を
提
供
す
る
前
に
、
衣
食
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
働
く
こ
と
が
で

き
な
い
者
に
対
し
て
は
、
独
身
者
に
対
し
て
一
日
一
五
ス
ー
、
妻
帯
者
に
つ
い
て
は
二
五
ス
ー
、
一
二
歳
以
下
の
子
供
が
い
る
者
に
つ

い
て
は
さ
ら
に
一
人
当
た
り
五
ス
ー
の
援
助
を
行
う
こ
と
、
ま
た
障
害
な
ど
を
持
っ
て
い
て
も
働
く
こ
と
の
で
き
る
物
乞
い
に
つ
い
て

は
上
記
の
三
分
の
二
の
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る）

48
（

。
ま
た
、
国
民
公
会
は
、
花
月
三
日
（
四
月
二
二
日
）
に
公
的
扶
助
に

関
す
る
多
く
の
デ
ク
レ
を
整
理
し
、
一
個
の
法
典
を
作
成
す
る
た
め
に
委
員
会
を
設
置
し
て
、
法
典
の
編
纂
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
委

員
会
は
、
カ
ン
バ
セ
レ
ス
、
メ
ル
ラ
ン
、
ク
ー
ト
ン
、
ロ
ク
レ
な
ど
が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
草
月
一
一
日
（
五
月
三
〇
日
）
に

は
、「
完
全
な
法
典
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
が
定
め
ら
れ
、
諸
々
の
法
典
と
並
ん
で
公
的
扶
助
に
関
す
る
法
典
を
制
定
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
た
が
、
結
局
こ
の
法
典
は
実
現
し
な
か
っ
た）

49
（

。

第
八
章　

共
和
歴
二
年
収
穫
月
（
九
四
年
七
月
）

―
施
療
院
財
産
の
国
有
化

　

都
市
の
物
乞
い
に
関
す
る
法
律
や
公
的
扶
助
に
関
す
る
法
典
は
実
現
し
て
い
な
い
が
、
九
三
年
三
月
に
採
択
さ
れ
た
基
本
法
と
、
九

三
年
六
月
の
子
供
と
老
人
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
、
共
和
暦
二
年
葡
萄
月
（
一
七
九
三
年
一
〇
月
）
の
物
乞
い
撲
滅
に
関
す
る
デ
ク

レ
、
さ
ら
に
共
和
暦
二
年
花
月
（
一
七
九
四
年
五
月
）
の
農
村
居
住
者
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
革
命
政
府
は
公
的
扶
助

制
度
の
相
当
部
分
を
構
築
し
た
。
そ
し
て
、
統
一
的
な
法
典
を
準
備
す
る
か
た
わ
ら
で
、
国
有
化
の
例
外
と
さ
れ
て
き
た
施
療
院
の
財

産
の
国
有
化
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
（
一
七
九
四
年
七
月
一
一
日
）
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
が
、
こ
の
デ
ク
レ
に
つ
い
て
の
カ
ン
ボ
ン
の
報
告
は
議
会
議
事
録
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る）

50
（

。
し
か
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し
、
施
療
院
や
施
し
が
か
え
っ
て
怠
惰
を
誘
発
し
、
国
の
生
産
力
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
批
判
は
革
命
以
前
か
ら
チ
ュ
ル
ゴ
ー
な
ど
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
施
療
院
や
施
し
に
頼
ら
ず
在
宅
で
の
公
的
な
援
助
を
基
本
と
し
た
扶
助
制
度
を
構
築
す
る
と

い
う
こ
と
は
、 

立
憲
議
会
の
救
貧
委
員
会
や
立
法
議
会
の
公
的
扶
助
委
員
会
で
も
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る）

51
（

。

　

一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
の
公
的
扶
助
の
全
般
的
基
礎
に
関
す
る
デ
ク
レ
で
は
第
五
条
に
お
い
て
、

貧
者
の
扶
助
は
国
家
の
負
債
で
あ
る
が
、
こ
の
財
源
と
し
て
、
貧
者
の
た
め
の
施
療
院
、
財
団
、
基
金
の
財
産
が
、
国
有
財
産
譲
渡
に
関
す

る
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
売
却
は
公
的
扶
助
に
つ
い
て
最
終
的
制
度
が
完
成
さ
れ
、
完
全

に
働
き
始
め
た
後
に
行
わ
れ
る

　

と
し
て
、
公
的
扶
助
制
度
が
完
成
し
た
後
に
施
療
院
の
財
産
が
売
却
さ
れ
、
扶
助
制
度
の
財
源
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

　

ま
た
第
八
条
で
は
、
公
的
扶
助
に
関
す
る
資
金
が
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

共
和
国
が
貧
困
対
策
に
充
て
る
資
金
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

経
済
活
動
の
な
い
時
期
ま
た
は
災
害
時
に
健
康
な
貧
者
の
扶
助
の
た
め
の
仕
事
。

障
害
の
あ
る
貧
者
、
子
供
、
老
人
、
病
人
の
在
宅
扶
助
。

自
宅
を
持
た
な
い
、
ま
た
は
自
宅
に
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
病
人
の
た
め
の
病
院
。

捨
て
子
や
、
自
宅
の
な
い
老
人
や
障
害
者
の
た
め
の
救
護
院
。

予
想
さ
れ
な
か
っ
た
事
故
に
対
す
る
扶
助
。
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こ
こ
で
は
、
病
気
や
障
害
が
あ
っ
て
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
貧
者
や
、
老
人
・
子
供
に
関
す
る
扶
助
も
、
在
宅
扶
助
が
原
則
と
さ
れ
、

在
宅
扶
助
が
不
可
能
な
場
合
に
の
み
特
定
の
施
設
を
設
け
て
扶
助
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
施
療

院
を
廃
止
し
、
在
宅
扶
助
を
原
則
と
し
て
、
在
宅
扶
助
で
は
十
分
な
扶
助
が
受
け
ら
れ
な
い
一
部
の
子
供
や
老
人
・
病
人
な
ど
に
つ
い

て
例
外
的
に
施
療
院
に
か
わ
る
特
別
な
施
設
を
設
け
て
扶
助
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
革
命
期
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
三
月
一
九

日
デ
ク
レ
で
は
、
こ
の
原
則
が
立
法
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る）

52
（

。

　

そ
の
後
、
六
月
二
八
日
、
葡
萄
月
二
四
日
、
花
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
で
も
こ
の
原
則
に
従
っ
て
公
的
扶
助
制
度
が
構
築
さ
れ
て
き
た
。

な
か
で
も
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
に
関
す
る
バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
は
、
政
治
体
制
の
転
換
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
が
ら
施
療
院
に
対
す
る
激

し
い
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

物
乞
い
は
政
府
に
対
す
る
生
き
た
非
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
の
広
場
で
、
そ
し
て
農
村
の
奥
か
ら
、
そ
し
て
人
類
の
墓
場
、
す
な
わ
ち
王

国
に
よ
っ
て
オ
テ
ル
＝
デ
ュ
ー
、
施
療
院
と
い
う
名
で
飾
ら
れ
た
人
類
の
墓
場
か
ら
毎
日
起
こ
さ
れ
る
告
発
で
あ
る

）
53
（

。

　

施
療
院
に
よ
る
扶
助
を
批
判
し
、
在
宅
扶
助
を
中
心
に
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
末
よ
り
、
怠
惰
の
誘

発
、
国
の
生
産
力
、
扶
助
の
効
率
、
家
族
と
の
絆
と
い
っ
た
経
済
的
・
社
会
的
観
点
か
ら
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は

こ
れ
に
加
え
て
、
在
宅
扶
助
が
共
和
政
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
施
療
院
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
王
政
と
結
び
つ

け
ら
れ
、
政
治
的
な
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
在
宅
扶
助
に
つ
い
て
定
め
た
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
の
第
四
部
に
つ
い
て

も
、
施
療
院
が
聖
職
者
や
専
制
君
主
の
支
配
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
一
方
で
共
和
政
と
在
宅
扶
助
制
度
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
。
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第
四
部
は
、
在
宅
扶
助
の
方
法
に
関
す
る
。
そ
こ
に
こ
そ
共
和
国
の
比
類
の
な
い
秘
密
が
あ
る
。
こ
れ
が
物
乞
い
を
撲
滅
す
る
代
わ
り
に
呼

び
寄
せ
て
し
ま
い
、
人
間
性
を
解
放
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
性
を
む
さ
ぼ
り
食
っ
て
し
ま
う
施
設
を
短
期
間
の
間
に
な
く
し
て
し
ま
う
最

も
確
か
な
方
法
が
あ
る
。

薄
情
な
人
間
や
貪
欲
な
行
政
官
は
、
聖
職
者
の
慈
善
や
思
い
上
が
っ
た
専
制
君
主
に
よ
っ
て
施
療
院
が
作
ら
れ
る
と
考
え
て
き
た
が
、
共
和

国
政
府
は
全
体
の
ゆ
と
り
や
個
人
資
産
と
公
的
資
産
の
よ
り
公
正
な
配
分
に
よ
っ
て
、
施
療
院
に
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
不
幸
な
者
た

ち
を
減
少
さ
せ
る
方
策
に
つ
い
て
休
み
な
く
考
え
て
い
る

）
54
（

。

　

そ
し
て
、
在
宅
福
祉
は
、
福
祉
を
受
け
る
者
が
家
族
な
ど
既
存
の
人
間
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で

も
、
施
療
院
を
通
じ
た
援
助
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
共
和
国
の
福
祉
が
浸
透
す
る
こ
と
で
ま
た
共
和
国
を
愛
す
る
こ
と

に
な
り
、
ひ
い
て
は
共
和
国
市
民
と
し
て
の
関
係
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

不
幸
な
者
は
も
は
や
一
時
的
で
不
十
分
な
扶
助
を
受
け
る
た
め
に
家
族
か
ら
離
れ
る
と
い
う
苦
痛
を
味
わ
う
こ
と
は
な
い
。
不
幸
を
覆
い
隠

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
み
す
ぼ
ら
し
い
屋
根
の
下
で
、
妻
の
傍
ら
で
、
こ
ど
も
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
で
こ
そ
、
共
和
国
の
福
祉
を
受
け
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。
共
和
国
の
福
祉
に
よ
っ
て
、
共
和
国
が
最
も
遠
い
小
屋
に
、
も
っ
と
も
無
視
さ
れ
て
き
た
避
難
所
ま
で
入
り
込
む
の
を
見
て

共
和
国
を
愛
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
扶
助
を
適
切
な
形
で
与
え
る
こ
と
は
、
心
と
欲
求
を
満
た
す
こ
と
に
な
り
、
二
重
に
扶
助
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
施
療
院
の
経
済

を
富
ま
し
管
理
人
を
富
ま
す
代
わ
り
に
家
族
全
体
の
生
き
る
手
段
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
尊
厳
を
尊
重
し
、
家
族

の
感
情
を
い
た
わ
り
、
市
民
に
近
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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施
療
院
や
施
し
に
よ
る
扶
助
に
か
わ
っ
て
在
宅
の
扶
助
を
中
心
と
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
の
基
本
的
な
考

え
方
で
あ
り
、
こ
れ
が
さ
ら
に
山
岳
派
公
会
の
時
期
に
は
、
施
療
院
が
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
専
制
や
教
会
に
よ
る
支
配
と
結
び

つ
け
ら
れ
、
在
宅
福
祉
が
革
命
に
よ
っ
て
成
立
し
た
共
和
国
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
の
政
治
的
な
意
味

合
い
も
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
降
も
救
貧
事
業
に
お
い
て
施
療
院
は
常
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
教
会
財
産
の
国
有
化

以
後
も
施
療
院
の
財
産
は
国
有
化
の
例
外
と
さ
れ
、
施
療
院
に
よ
る
救
貧
事
業
は
続
け
ら
れ
て
き
た
。
の
み
な
ら
ず
、
十
分
の
一
税
の

廃
止
等
に
よ
っ
て
施
療
院
の
収
入
が
大
き
く
減
る
中
で
、
立
憲
議
会
・
立
法
議
会
は
様
々
な
名
目
で
施
療
院
の
行
う
救
貧
事
業
に
対
す

る
補
助
金
を
支
出
し
て
い
た）

55
（

。
国
民
公
会
も
一
七
九
三
年
二
月
三
日
に
一
七
九
三
年
上
半
期
の
た
め
に
四
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
の
予
算
を

確
保
し
、
七
月
一
四
日
に
は
下
半
期
の
た
め
に
新
た
に
八
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
の
予
算
を
確
保
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
三
日
に
は
捨
て

子
の
養
育
の
た
め
に
三
五
〇
万
リ
ー
ブ
ル
を
計
上
し
、
こ
の
大
部
分
も
ま
た
施
療
院
の
活
動
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
九
三

年
三
月
一
九
日
デ
ク
レ
は
、
政
府
が
新
た
な
扶
助
制
度
を
構
築
し
た
後
に
は
、
施
療
院
の
財
産
を
国
有
化
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、

こ
の
後
も
一
年
以
上
は
施
療
院
に
対
す
る
政
策
は
基
本
的
に
大
き
な
変
化
の
な
い
ま
ま
続
い
て
い
た
の
で
あ
る）

56
（

。

　

こ
う
し
た
中
で
定
め
ら
れ
る
の
が
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
（
一
七
九
四
年
七
月
一
一
日
）
デ
ク
レ
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ

う
に
、
九
三
年
三
月
一
九
日
デ
ク
レ
で
は
、
公
的
扶
助
に
つ
い
て
制
度
が
完
成
さ
れ
、
実
際
に
動
き
出
し
て
か
ら
施
療
院
の
財
産
を
国

有
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ま
だ
花
月
二
二
日
の
バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
言
及
さ
れ
て
い
る
都
市
市
民
に
つ
い
て
の
扶

助
制
度
は
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
公
的
扶
助
に
関
す
る
統
一
的
な
法
典
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
基
本
法
に
加
え
て
、
老
人
・
子
供
へ

の
扶
助
、
物
乞
い
対
策
、
農
村
に
お
け
る
扶
助
制
度
な
ど
、
相
当
な
部
分
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
完

成
に
は
遠
い
状
況
で
施
療
院
財
産
の
国
有
化
を
図
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
拙
速
で
あ
る
し
、
あ
き
ら
か
に
九
三
年
三
月
デ
ク
レ
の
決

定
に
は
従
っ
て
い
な
い
。
こ
の
法
律
は
、
公
的
扶
助
委
員
会
の
提
案
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ボ
ン
を
中
心
と
し
た
財
政
委
員
会
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か
ら
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
的
扶
助
制
度
の
完
成
を
待
た
ず
施
療
院
財
産
を
国
有
化
す
る
と
い
う
策
に
出
た
の
は
、
対
外

戦
争
な
ど
に
よ
る
出
費
が
か
さ
ん
だ
結
果
、
財
政
的
考
慮
が
優
先
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る）

57
（

。

　

デ
ク
レ
は
ま
ず
施
療
院
な
ど
の
財
産
を
国
有
化
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。「
第
一
部　

施
療
院
そ
の
他
の
福
祉
施
設
の
借
り
方
お
よ

び
貸
し
方
は
国
の
も
の
で
あ
る
と
宣
せ
ら
れ
る
」
の
第
一
条
、
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
。

第
一
条　

施
療
院
、
扶
助
施
設
、
救
護
院
、
貧
民
事
務
所
そ
の
他
福
祉
施
設
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
そ
の
借
り

方
債
務
は
国
家
の
負
債
で
あ
る
と
宣
せ
ら
れ
る
。

第
二
条　

前
条
で
言
及
さ
れ
た
施
設
の
貸
し
方
は
国
家
の
所
有
と
な
る
。
そ
れ
は
、
国
有
財
産
に
関
す
る
現
行
の
法
律
に
よ
っ
て
管
理
・
売

却
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
施
療
院
の
財
産
は
負
債
も
含
め
て
す
べ
て
国
有
化
さ
れ
、
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
施

療
院
に
変
わ
る
公
的
扶
助
制
度
は
ま
だ
完
成
し
て
お
ら
ず
、
施
療
院
は
し
ば
ら
く
の
間
は
ま
だ
活
動
を
続
け
る
こ
と
も
予
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
資
金
は
、
公
的
扶
助
委
員
会
を
中
心
と
し
て
国
が
手
当
を
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
定
め
る
の
が

第
四
条
で
あ
る
。

第
四
条　

こ
れ
ら
の
施
設
に
つ
い
て
、
前
条
で
言
及
さ
れ
た
利
息
の
支
払
い
、
あ
る
い
は
当
座
の
出
費
の
た
め
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
は
、

公
的
扶
助
委
員
会
が
、
委
員
会
が
管
理
す
る
基
金
に
よ
っ
て
供
給
す
る
。
こ
れ
は
、
扶
助
の
配
置
が
最
終
的
に
定
め
ら
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ

る
）
58
（

。
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し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
施
療
院
が
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
き
た
資
金
の
管
理
や
様
々
な
援
助
の
活
動
は
、
最
終
的
に
公
的
扶
助
委
員
会

に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
ま
で
で
定
め
ら
れ
た
諸
々
の
扶
助
制
度
に
加
え
て
、
施
療
院
の
活
動
も
国
家
が
集
権
的
に
管
理

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

「
も
は
や
施
療
院
で
は
な
く
、
施
し
で
も
な
く
」
と
い
う
の
が
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
議
論
さ
れ
続
け
て
き
た
新
し
い
扶
助
制

度
の
基
本
構
想
で
あ
っ
た
。
国
民
公
会
は
、
新
し
い
構
想
に
基
づ
い
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
へ
の
作
業
所
や
、
働
く
こ
と
が
で
き
な

い
老
人
や
子
供
、
病
人
な
ど
に
対
す
る
扶
助
制
度
、
さ
ら
に
は
働
く
意
志
の
な
い
者
に
対
す
る
抑
止
制
度
を
構
築
し
て
き
た
。
し
か
し
、

未
だ
こ
れ
が
完
成
し
な
い
ま
ま
、
財
政
的
な
考
慮
か
ら
施
療
院
の
財
産
の
国
有
化
と
い
う
手
段
を
執
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
当
面
施

療
院
の
活
動
に
必
要
な
資
金
は
国
が
手
当
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
施
療
院
と
い
う
革
命
期
の
構
想
と
は
異
質
な
制

度
を
抱
え
た
ま
ま
、
扶
助
制
度
全
体
を
国
家
の
一
元
的
な
管
理
の
下
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

小　
　
　

括

　

共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
（
一
七
九
四
年
七
月
一
一
日
）
の
施
療
院
の
国
有
化
に
関
す
る
デ
ク
レ
は
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
を
完

成
さ
せ
た
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
革
命
期
の
公
的
扶
助
制
度
は
、
こ
の
収
穫
月
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
実
際
上
そ
の
最
終
的
な
形
が
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
早
く
に
教
会
財
産
が
国
有
化
さ
れ
た
の
ち
も
、
施
療
院
の
財
産
は
そ
の
救
貧
活
動
な
ど
を
継
続
す
る
必
要
か

ら
、
国
有
化
の
例
外
と
さ
れ
、
施
療
院
は
様
々
な
困
難
を
抱
え
な
が
ら
も
活
動
を
続
け
て
き
た
。
一
方
で
、
国
民
公
会
は
、
立
憲
議
会

以
来
議
論
さ
れ
て
き
た
公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
そ
の
具
体
的
な
立
法
化
を
行
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
立
法
化
を
進
め
た

背
景
的
事
情
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
の
政
治
情
勢
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

一
七
九
三
年
三
月
一
八
日
の
農
地
法
禁
止
の
デ
ク
レ
を
中
心
と
し
た
決
定
に
は
、
一
方
で
所
有
秩
序
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ

岡　法（61―１) 124

一
二
四



ま
な
社
会
政
策
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
範
な
層
か
ら
革
命
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
よ
う
と
い
う
意
図
は
見
て
取
れ
る
。
さ

ら
に
、
具
体
的
な
立
法
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
中
で
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
悪
し
き
制
度
に
対
し
て
、
革
命
が
よ
り
良
き
制
度
を

構
築
す
る
と
い
う
面
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
色
彩
は
、
こ
の
時
期
の
議
論
の
至
る
所
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
新
し
い
共
和
国
に
不
幸
な
者
が
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
革
命
の
理
想
が
、
扶
助
制
度
の
構
築
の
一
つ
の
原
動

力
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
一
つ
の
表
れ
が
最
高
存
在
の
祭
典
な
ど
に
お
け
る
貧
者
の
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
具
体
的
な
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、
立
憲
議
会
以
来
の
議
論
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
風
月
の
デ
ク
レ
の
政
治
的
な
議
論
は
花
月
デ
ク
レ
で
も
引
用
は
さ
れ
る
も
の
の
、
制
度
の
具
体
的
な
内
容
は
、
立
憲

議
会
に
お
け
る
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
＝
リ
ア
ン
ク
ー
ル
を
中
心
と
し
た
救
貧
委
員
会
が
提
出
し
た
構
想
を
ひ
き
つ
い
で
い
る
。
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
や
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
は
き
わ
め
て
政
治
色
の
強
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
が
制
度
の
具
体
的
内
容
に
ま
で

は
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
い
。

　

一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
の
基
本
法
を
う
け
て
、
一
七
九
三
年
六
月
の
子
供
と
老
人
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
で
は
、
働
く
こ
と
が

で
き
な
い
子
供
や
老
人
に
対
す
る
援
助
が
定
め
ら
れ
、
共
和
歴
二
年
葡
萄
月
（
一
七
九
三
年
一
〇
月
）
の
物
乞
い
根
絶
に
関
す
る
デ
ク

レ
は
、
働
く
こ
と
の
で
き
る
健
康
な
者
に
つ
い
て
の
失
業
対
策
と
、
こ
う
し
た
対
策
を
と
っ
て
も
な
お
働
こ
う
と
し
な
い
悪
し
き
貧
者

を
矯
正
し
勤
勉
な
市
民
と
し
て
再
教
育
す
る
た
め
の
場
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
共
和
歴
二
年
花
月
（
一
七
九
四
年
五
月
）
の
農
村
居

住
者
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
で
は
、
農
村
に
お
け
る
老
人
や
寡
婦
な
ど
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
対
す
る
扶
助
制
度
が
定
め
ら
れ
る
。

一
七
九
三
年
六
月
の
デ
ク
レ
と
共
和
歴
二
年
花
月
デ
ク
レ
で
は
、
対
象
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
こ
の
二
つ
の
デ
ク

レ
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
公
的
扶
助
委
員
会
の
構
想
で
は
、
こ
れ
と
は
別
に
都
市
の
職
人
な

ど
が
年
齢
や
病
気
な
ど
か
ら
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
の
た
め
の
制
度
を
具
体
化
す
る
と
い
う
課
題
が
な
お
残
さ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
扶
助
制
度
を
統
一
的
に
規
制
す
る
法
典
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
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こ
う
し
た
革
命
の
扶
助
制
度
で
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
、
救
貧
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
施
療
院
に
代
わ
っ
て
、
在

宅
で
の
扶
助
が
原
則
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
革
命
が
始
ま
る
前
の
チ
ュ
ル
ゴ
ー
や
コ
ン
ド
ル
セ
の
議
論
の
中
で
も
す
で
に
施
療
院
に
対

す
る
経
済
的
な
効
率
の
悪
さ
な
ど
か
ら
す
る
批
判
は
展
開
さ
れ
て
い
る
し
、
革
命
期
の
議
論
も
こ
の
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
革
命

期
の
構
想
で
は
、
在
宅
に
お
け
る
援
助
が
基
本
と
さ
れ
、
施
療
院
な
ど
の
施
設
に
お
け
る
扶
助
は
、
在
宅
扶
助
が
不
可
能
な
と
き
に
例

外
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
の
施
療
院
や
私
的
な
施
し
を
中
心
に
し
た
救
貧
策

は
、
国
家
的
に
一
元
管
理
さ
れ
た
福
祉
制
度
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
施
療
院
も
在
宅
扶
助
制
度
の
傍
ら
に

例
外
的
な
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
新
し
い
扶
助
制
度
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
は
施
療
院
の
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
施
療
院
の
財
産
は
、
教
会
財

産
国
有
化
の
例
外
と
さ
れ
て
お
り
、
施
療
院
は
そ
の
財
産
を
元
に
救
貧
活
動
に
も
当
た
っ
て
い
た
。
共
和
歴
二
年
収
穫
月
の
施
療
院
財

産
国
有
化
の
デ
ク
レ
は
こ
の
例
外
的
状
況
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
新
し
い
扶
助
制
度
が
完
成
し
て
か
ら
と
ら
れ

る
べ
き
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
時
点
で
ま
だ
新
し
い
扶
助
制
度
は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
施
療
院
の
救
貧
活
動
に
必
要

な
資
金
は
、
扶
助
制
度
が
最
終
的
に
完
成
す
る
ま
で
当
面
国
家
が
手
当
て
す
る
と
い
う
留
保
を
残
し
な
が
ら
、
扶
助
制
度
の
観
点
か
ら

よ
り
財
政
危
機
に
対
応
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
の
が
施
療
院
の
国
有
化
策
で
あ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
施
し
と
施
療
院
を
中
心
と
し
た
救
貧
制
度
か
ら
、
自
由
・
平
等
と
い
う
新
し
い
理

念
に
基
づ
い
て
、
在
宅
扶
助
を
中
心
と
し
た
国
家
に
よ
る
扶
助
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
す
べ
て
の
者
に
生
き
る
糧
を
保
障
す
る

の
が
、
国
家
の
基
本
的
な
役
割
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
社
会
契
約
論
か
ら
も
帰
結
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
革
命
期

の
フ
ラ
ン
ス
で
は
広
範
な
合
意
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
念
に
基
づ
い
て
立
憲
議
会
以
来
議
論
さ
れ
て
き
た
新
し
い
扶
助
制
度
は

国
民
公
会
の
元
で
よ
う
や
く
実
現
し
始
め
た
。
し
か
し
そ
れ
は
完
成
の
一
歩
手
前
で
、
微
妙
に
進
路
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
本
来
は
新

し
い
制
度
が
完
成
し
た
後
に
国
有
化
さ
れ
る
は
ず
の
施
療
院
の
財
産
が
、
完
成
の
一
歩
手
前
で
国
有
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
テ
ル
ミ
ド
ー
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ル
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
お
よ
そ
二
週
間
前
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
、
立
憲
議
会
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
た
構
想
の
下
、
構
築
さ
れ
て
き
た
扶
助

制
度
は
こ
こ
で
そ
の
方
向
を
変
え
、
最
終
的
に
は
瓦
解
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
国
家
が
国
民
一
人
一
人
の
生
き
る
こ
と
を
保
障
し
よ

う
と
し
た
革
命
期
の
扶
助
制
度
は
完
成
を
目
前
に
し
て
崩
壊
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）　A

rchives parlem
entaires, t. 67, pp. 476-496.

（
２
）　Ibid., p. 476.

（
３
）　Ibid., p. 477.

（
４
）　Ibid., pp. 478-480. 

引
用
は
、p. 480.

（
５
）　Ibid., pp. 480-481.

（
６
）　Ibid., p. 481.

（
７
）　Ibid., p. 484.

（
８
）　Ibid., pp. 480-481.

（
９
）　Ibid., p. 489.

（
10
）　Ibid., p. 490.

（
11
）　

‶26=28 juillet 1793.- D
écret contre les accapareurs,

” in D
U
V
ERGIER, Collection com

plète des lois, décrets, et avis du 
Conseil-d’É

tat, Paris, 1825, t. 6, pp. 68-70.

（
12
）　

‶11 septem
bre 1793.- D

écret qui fixe un m
axim

um
 du prix des grains, farines et fourages, et prononce des peine contre 

l’exportaion,

” et 

‶29 septem
bre 1793.- D

écret qui fixe le m
axim

um
 du prix des denrées et m

archandise de prem
ière 

necessité,

” in D
U
V
ERGIER, Collection, t. 6, pp. 197-202, pp. 239-241.

（
13
）　

‶24 vendém
iaire an 2 (15 octobre 1793).- D

écret contenant des m
esures pour l’extinction de la m

endicité,

” in 
D
U
V
ERGIER, Collection, t. 6, pp. 283-288. 

日
本
語
訳
は
林
信
明
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
事
業
史
研
究

―
事
前
か
ら
博
愛
へ
、
友
愛
か
ら

社
会
連
帯
へ

―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
、
三
五
八
―
三
六
三
頁
に
あ
る
。

（
14
）　A

rchives parlem
entaires, t. 76, p. 443.

（
15
）　Ibid., pp. 443-444. 

恥
ず
べ
き
貧
者 pauvres honteux 

は
、
元
貴
族
の
出
身
で
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
身
分
制
の
下
で
は
、
働
く
べ
き

者
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貧
困
に
陥
っ
て
も
自
ら
働
く
の
で
は
な
く
、
人
の
施
し
な
ど
に
頼
っ
て
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
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う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
社
会
的
に
も
そ
れ
が
容
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
身
分
的
な
特
権
は
「
野
蛮
な
虚
栄
」
と

さ
れ
、
貧
困
状
態
に
陥
っ
た
人
間
は
野
蛮
な
虚
栄
を
捨
て
、
そ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
に
適
応
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
怠
惰
な
矜
恃

と
い
う
幻
想
に
身
を
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
不
幸
と
戦
う
た
め
の
資
源
を
労
働
に
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

（
16
）　Ibid., p. 444. 

財
産
を
所
有
し
な
い
者
の
数
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
た
革
命
期
の
土
地
配
分
策
も
必
ず
し
も
貧
者
の
援
助
に
つ
な
が
っ
て
い
な

い
こ
と
が
、
ボ
ー
が
こ
の
論
点
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
よ
り
現
実
的
な
労
働
に
よ
る
援
助
と
い
う
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、cf. Jean-Paul BERT

A
U
D
, 

‶La crise sociale (septem
bre 1792 - juillet 1796),

” 
in Jean IM

BERT
 (dir.), La protection social sous la R

évolution française, A
ssociation pour l’é?tude de l’histoire de la 

sécurité sociale, Paris, 1990, p. 228.

（
17
）　

作
業
所
の
設
置
に
関
し
て
は
同
デ
ク
レ
の T

itre I 

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　A

rchives parlem
entaires, pp. 444-445 ; T

itre I, A
rt. 16.

（
19
）　Ibid., p. 446.

（
20
）　Ibid., p. 446 ; T

itre II, A
rt. 6, 8.

（
21
）　Ibid., p. 446 ; T

itre III, A
rt. 1

er..

（
22
）　Ibid., p. 447 ; T

itre III, A
rt .15.

（
23
）　Ibid., p. 447 ; T

itre IV
.

（
24
）　Ibid., pp. 447-448 ; T
itre V

.

（
25
）　Ibid., p. 448.

（
26
）　

風
月
の
デ
ク
レ
と
そ
の
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、Jean-Paul BERT

A
U
D
, 

‶La crise sociale,

” pp. 233-236 ; Gilles REV
ELES, D

u 
m
endiant 

au 
prolétaire 

: 
pauvre, 

droit 
et 
débat 

politique 
en 
France 

de 
la 
fin 

du 
X
V
IIIe 

siècle 
à 
l’aube  

de l’ère industrielle, A
telier national de reproduction des thèse, 2003, pp. 430-432

、
古
典
的
研
究
と
し
て
、A

lbert M
A
T
IEZ, 

‶La T
erreur ; instrum

ent de la politique sociale des Robespierristes,

” dans Id., G
irondins et m

ontagnards, Paris, 1930 ; pp. 
109-138 ; Georges LEFEBV

RE, Q
uestion agraires au tem

ps de la T
erreur, Édition de C.T

.H
.S., Paris, 1989, ch.1 ; A

lbert 
SO
BO
U
L, Les sans-culottes parisiens en l’an II : histoire politique et sociale des sections de Paris, 2 Juin 1793ﾝ9 T

herm
idor 

an II, Clavreuil, Paris, 1962 (2e éd.), l.2, ch.1

、
柴
田
三
千
雄
「
ヴ
ァ
ン
ト
ー
ズ
法
に
つ
い
て

―
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
農
業
問

題
と
独
裁
」
人
文
学
報
、
八
巻
、
一
九
五
三
、
一
―
四
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、
新
し
い
革
命
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
風
月
の
デ
ク
レ
と
い
う
見
方

は
、
マ
チ
エ
（
ね
ず
ま
さ
し
・
市
原
豊
太
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
』
岩
波
文
庫
、
下
二
二
二
頁
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
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（
27
）　

サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
報
告
は
、A

rchives parlem
entaires, t. 85, pp. 516-520.

（
28
）　Ibid., p. 516.

（
29
）　Ibid., p. 517.

（
30
）　Ibid., p. 517.

（
31
）　Ibid., p. 519.

（
32
）　Ibid., p. 520.

（
33
）　A

rchives parlem
entaires, t. 86, pp. 22-23. 

阪
上
孝
訳
「
ヴ
ァ
ン
ト
ー
ズ
法
（
一
七
九
四
年
三
月
三
日
）」『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
四
九

七
―
五
〇
〇
頁
。

（
34
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, pp. 132-141. 

富
永
茂
樹
訳
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル　

最
高
存
在
の
崇
拝
に
つ
い
て
（
一
七
九
四
年
五
月
七

日
）」『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
五
〇
一
―
五
一
三
頁
。

（
35
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, pp. 246-259. 

‶22

＝27 floréal an 2 (11=16 m
ai 1794) - D

écret qui ordonne la form
ation 

d’un livre de la bienfaisance nationale,

” in D
U
V
ERGIER, Collection, t. 7, pp. 199-203. 

日
本
語
訳
は
前
掲
林
信
明
『
フ
ラ
ン
ス
社

会
事
業
史
研
究
』
三
六
三
―
三
六
七
頁
。

（
36
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, p. 246.

（
37
）　Ibid., p. 247.

（
38
）　

こ
う
し
た
点
は
、
国
民
公
会
の
成
立
か
ら
九
三
年
憲
法
の
成
立
に
か
け
て
議
論
さ
れ
た
選
挙
権
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
九
一
年
憲
法
か
ら
九
二
年
九
月
の
国
民
公
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
奉
公
人
に
つ
い
て
他
者
に
従
属
す
る
人
間
と
し
て
選
挙
権
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
従
属
的
な
人
間
関
係
は
無
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
奉
公
人
も
区
別
す
る
こ
と
な
く
選
挙
権
を
与
え
る
べ

き
だ
と
さ
れ
、
九
三
年
憲
法
で
は
、
奉
公
人
も
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
属
的
な
人
間
関
係
を
無
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
奉
公

人
の
選
挙
権
を
認
め
よ
う
と
し
た
議
論
と
し
て
コ
ン
ド
ル
セ
の
議
論
を
参
照
（
河
野
健
二
訳
「
コ
ン
ド
ル
セ
憲
法
草
案
（
一
七
九
三
年
二
月
一
五

日
）」『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
三
六
二
―
三
六
八
頁
、
特
に
三
六
六
―
三
六
七
頁
）。
革
命
期
の
選
挙
権
を
め
ぐ
る
議
論
も
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
が
、

と
り
あ
え
ず
思
想
的
な
背
景
を
論
じ
た
も
の
と
し
て Pierre RO

SA
N
V
A
LLO

N
, Le sacre du citoyen : H

istoire du suffrage universel en 
France, Gallim

ard, 1992；

具
体
的
な
制
度
の
運
用
に
つ
い
て Patrice GU

EN
IFFEY

, Le nom
bre et la raison : La révolution 

française et les élections, EH
ESS, 1993

を
参
照
。

（
39
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, pp. 247-248.

（
40
）　Ibid., p. 248.
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（
41
）　

バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
は
、
序
論
的
な
部
分
と
制
度
の
説
明
の
間
に
「
委
員
会
の
業
務
」
と
し
て
、
公
的
扶
助
委
員
会
の
業
務
の
全
体
像
の
説
明
が

置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
の
対
象
以
外
に
も
都
市
の
扶
助
や
軍
人
や
そ
の
遺
族
へ
の
扶
助
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（Ibid., 

pp. 248-249.

）。

（
42
）　Ibid., p. 250.

（
43
）　Ibid..

こ
の
第
２
の
報
告
は
議
会
で
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
資
料
は Guy T

H
U
ILLIER, U

n observateur des m
isères 

sociales : Leclerc de M
onlinot (1732ﾝ1801), A

ssociation pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociales, Paris, 2001, pp. 
337-369

で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）　

バ
レ
ー
ル
の
報
告
に
お
け
る
風
月
デ
ク
レ
の
位
置
づ
け
が
小
さ
い
こ
と
に
つ
い
て
、例
え
ば cf. Jean=Paul BERT

A
U
D
, 

‶La crise social,

” 
p. 237.

（
45
）　

こ
の
台
帳
と
風
月
の
デ
ク
レ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
貧
者
の
リ
ス
ト
と
は
別
物
で
あ
る
。
バ
レ
ー
ル
の
報
告
で
は
、
風
月
デ
ク
レ
の
リ
ス
ト
の
作
成

が
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
く
整
え
ら
れ
た
一
覧
表
が
提
供
さ
れ
、
革
命
の
敵
の
財
産
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
不
幸
な
者
を
補
償

す
る
方
法
に
つ
い
て
、
公
安
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
報
告
の
よ
り
正
し
い
基
礎
と
な
る
と
し
て
、
貧
民
、
病
人
、
家
族
の
負
担
を
負
う
者
の

三
つ
の
項
目
の
あ
る
一
覧
表
に
言
及
さ
れ
る
が
（A

rchives parlem
entaires, t. 90, p. 248.

）、
こ
の
説
明
は
「
国
民
福
祉
台
帳
」
の
説
明
と

は
別
で
あ
る
。
ま
た
、
風
月
デ
ク
レ
に
よ
る
土
地
配
分
が
、
当
然
に
老
人
や
病
人
に
は
行
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
（
風
月
デ
ク
レ
の
土
地
配
分

の
対
象
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
）
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
は
む
し
ろ
土
地
が
あ
っ
て
も
働
く
こ
と
で
き
な
い
者
に
対
す
る
扶
助
策
が
中
心
で
あ

り
、
対
象
と
な
る
貧
者
は
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
法
が
求
め
て
い
る
リ
ス
ト
が
同
じ
で
あ
る
と
も
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は

花
月
二
二
日
デ
ク
レ
で
「
国
民
福
祉
台
帳
」
の
作
成
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
風
月
デ
ク
レ
の
リ
ス
ト
の
作
成
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、cf. Georges LEFEBV

RE, Q
uestions agraires, pp. 71-73.

（
46
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, pp. 251-253. 

バ
レ
ー
ル
の
報
告
中
で
は
、
耕
作
者
に
つ
い
て
一
八
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
職
人
に
つ
い
て
一
三

〇
リ
ー
ヴ
ル
と
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
デ
ク
レ
の
条
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
〇
，
一
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
ロ
ー
ム
県

の
国
民
福
祉
台
帳
（Livre de la bienfaisance nationale/ A

rchives départem
entale de la D

rôm
e

、
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図

書
館
の Gallica : bibliothèque num

érique

：http://gallica.bnf.fr/ 

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。）
で
、
耕
作
者
に
つ
い
て
は
半
年
で
八
〇
リ
ー
ヴ

ル
、
職
人
に
つ
い
て
半
年
で
六
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
支
給
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, p. 253.

（
48
）　cf. Jean=Paul BERT

A
U
D
, 

‶La crise social,

” pp. 240-241.

（
49
）　cf. Ferdinand D

REY
FU
S, L’A

ssistance sous la Législative et la Convention (1791ﾝ1795), Société nouvelle de librairie et 
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d’édition, Paris, 1905, pp. 77-83 ; BERT
A
U
D
, 

‶La crise social,

” p. 241 ; REV
ELLES, D

u m
endiant au prolétaire, pp. 440-

444. 

‶11-15 prairiale an 2 (30 m
ai = 3 juin 1794).- D

écret relatif au Code com
plet des lois,

” in D
U
V
ERGIER, Collection, t. 

9, p. 221.
（
50
）　

デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、A

rchives parlem
entaires, t. 93, pp. 73-76.

（
51
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
「
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
扶
助
の
権
利
（
一
）」
島
大
法
学
四
八
巻
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
五
四
―
五
七
頁；

同
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
公
的
扶
助
理
論
の
形
成

―
立
憲
議
会
か
ら
立
法
議
会
へ

―
（
二
・
完
）」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
七
巻
一

号
、
二
〇
〇
七
年
、
五
五
―
五
七
頁
、
七
六
―
七
八
頁
。

（
52
）　

し
た
が
っ
て
、
三
月
一
九
日
デ
ク
レ
に
は
施
療
院
に
関
す
る
規
定
は
全
く
な
い
。
こ
の
点
も
含
め
て
、
三
月
一
九
日
デ
ク
レ
か
ら
収
穫
月
二
四
日

デ
ク
レ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
立
法
に
お
け
る
施
療
院
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、cf. Jean IM

BERT
, Le droit hospitalier de la R

évolution et 
de l’E

m
pire, Sirey, Paris, 1954, pp. 73-81.

（
53
）　A

rchives parlem
entaires, t. 90, pp. 246-247.

（
54
）　Ibid., p. 255.

（
55
）　

一
七
九
三
年
一
月
九
日
に
ロ
ラ
ン
に
よ
っ
て
国
民
公
会
に
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
一
年
七
月
二
五
日
、
九
月
一
二
日
、

一
七
九
二
年
八
月
一
二
日
法
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
九
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
の
補
助
が
施
療
院
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
報
告
の
時
点
で
お

よ
そ
七
六
〇
万
リ
ー
ブ
ル
が
支
出
さ
れ
て
い
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 56, p. 644

）。
こ
れ
以
外
に
も
、
失
業
対
策
、
老
人
や
子
供
に

対
す
る
扶
助
策
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
出
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
の
一
定
の
部
分
は
施
療
院
の
収
入
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
56
）　cf. M

ichel BO
U
CH
ET

, L’assistance publique en France pendant la R
évolution, Im

prim
erie H

enri Jouve, Paris, 1908, pp. 
460-463.

（
57
）　cf. Im

bert, Le droit hospitalier de la R
évolution et de l’E

m
pire, pp. 79-80 ; BERT

A
U
D
, 

‶La crise social,

” p. 242.

（
58
）　A

rchives parlem
entaires, t. 93, p. 73.

 
(

未
完)

本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
（
課
題
番
号
二
〇
五
三
〇
〇
一
二
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
。
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