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は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
未
知
の
疾
病
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
の
生

活
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
熱
心
な
自
制
と
自
粛
に
突
き
進
ん
で
い
る
。
手
洗
い
・
消
毒
・

マ
ス
ク
・
換
気
の
徹
底
と
「
三
密
」
の
回
避
と
い
う
指
針
の
下
で
、
あ
ら
ゆ
る
日
常

活
動
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
コ
ロ
ナ
差
別
」
と
呼
ば
れ

る
新
た
な
差
別
も
現
れ
て
き
た
。
罹
患
し
た
こ
と
を
執
拗
に
責
め
ら
れ
、
つ
い
に
は

回
復
の
の
ち
に
自
ら
命
を
絶
っ
た
方
も
出
て
し
ま
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
騒
動
は
、
そ
れ
ま
で
「
自
立
」
し
て
い
た
人
た
ち
の
足
場
を
揺
る
が

し
、
立
ち
ゆ
か
な
く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
多
く
の
人
々
が
主
と
し
て
経
済
的
な
基
盤

に
立
ち
直
れ
な
い
ほ
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
を
負
い
、「
公
助
」
の
窓
口
を
訪
れ
た
。
決
し
て

十
分
と
は
い
え
な
い
公
的
な
福
祉
制
度
の
網
に
引
っ
か
か
る
こ
と
な
く
、
草
の
根
運

動
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
困
窮
者
支
援
活
動
が
注
目
を
浴
び
る
場
面
も

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
共
助
」
の
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー
ク
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ

た
る
事
態
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
当
然
の
よ
う
に
行
っ
て
き
た
「
い
の
ち
へ
の
世

話
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
駆
動
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。

小
論
は
ま
ず
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
ふ
り
か

え
り
つ
つ
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
相
互
行
為
が
生
起
す
る
場
を
改
め
て
捉
え

な
お
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
さ

れ
る
人
間
の
営
み
に
つ
い
て
の
焦
点
を
絞
り
込
み
、
そ
の
後
の
考
究
に
よ
り
明
確
な

輪
郭
を
与
え
る
。

次
に
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の
偶
然
性
と
一
回
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
そ
の
う

え
で
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
に
関
連
す
る
専
門
職
の
立
場
か
ら
、「
い
の
ち
へ
の
世

話
」
の
一
回
性
に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
「
負
い
目
」
の
存
在
に

言
及
す
る
。
こ
の
「
負
い
目
」
は
専
門
職
が
よ
り
よ
い
世
話
の
提
供
に
努
め
絶
え
ず

研
鑽
し
続
け
る
職
業
倫
理
の
源
泉
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
負
い
目
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
こ
と
で
、専
門
職
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
に
関
わ
る
当
事
者
に
お
い
て
も
「
負
い
目
」
が
絶
え
ず
生

み
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
。
世
話
を
さ
れ
る
者
と
し
て
こ
の
世
に

生
き
る
す
べ
て
の
者
が
抱
え
る
「
負
い
目
」
は
、
そ
の
解
消
に
向
け
て
次
な
る
「
い

の
ち
へ
の
世
話
」
を
為
す
こ
と
を
自
ら
に
課
す
こ
と
で
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
駆

動
す
る
力
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
駆
動
す
る
力
に
つ
い
て
の
考
究
は
、
そ
の

当
事
者
と
し
て
の
筆
者
自
身
が
生
き
る
職
業
と
生
活
に
お
い
て
、
そ
の
営
み
の
意
味

を
問
い
続
け
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
「
内
な
る
促
し
」
に
根
ざ
し
た
問
い
へ
の
応

答
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
小
論
は
体
験
的
教
育
人
間
学
の

系
譜
に
連
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
駆
動
す
る
も
の

―
負
い
目
に
関
す
る
一
考
察
―

岡　

本　

育　

大
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「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
概
念

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
六
ｄ
）
は
、
教
育
を
再
定
義
す
る
試
み
の
な
か
で
、
教
育
と
い

う
営
み
の
本
質
を
「
人
間
に
お
け
る
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
描
き
出
し
た
。
こ
の
論

考
で
鳶
野
は
「
い
の
ち
の
二
つ
の
原
点
」
と
し
て
の
誕
生
と
臨
終
の
瞬
間
に
つ
い
て
、

殊
更
丹
念
な
記
述
を
お
こ
な
い
、
そ
の
二
つ
の
原
点
に
よ
っ
て
再
照
射
さ
れ
る
「
あ

り
ふ
れ
た
」
日
常
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
私
た

ち
が
他
者
に
対
す
る
「
世
話
」
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
始
ま
り
と
お
し
ま
い
の
限
界

点
に
お
い
て
、「
い
の
ち
」
と
い
う
在
り
よ
う
に
対
し
て
の
ま
ま
な
ら
な
さ
や
無
力
さ

を
痛
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
の
ち
の
不
思
議
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
原
体
験
で
あ

る
。
こ
の
視
点
に
立
つ
と
き
、
人
間
の
生
涯
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
は
、
多
様
な
「
配
慮

的
な
か
か
わ
り
と
働
き
か
け
」
に
彩
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
私
た
ち
が
、人
間
の
営
み
と
し
て
と
ら
え
る
「
教
育
」
の
な

か
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
教
育
の
営
み
の
な
か
に
は
、「
配
慮
的
な
か
か
わ

り
と
働
き
か
け
」
の
総
体
と
し
て
の
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の
範
疇
か
ら
こ
ぼ
れ
落

ち
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
が
生
ま
れ
る

場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
そ
の
性
格
か
ら
、具
体
的
な
行
動
を
伴
っ
た
対
人
援
助
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生
起
す
る
場
は
、

複
数
の
人
間
、
世
話
す
る
者
と
世
話
さ
れ
る
者
が
直
接
対
面
す
る
状
況
で
あ
る
。
そ

れ
は
「
有
意
味
な
世
界
」（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス　

二
〇
二
〇
：
三
七
〇
頁
）
の
中
に
あ
る
「
他

の
す
べ
て
の
社
会
関
係
が
関
係
と
し
て
可
能
に
な
る
社
会
形
成
力
ま
た
は
「
社
会
の

絆
」」
と
し
て
の
《social

》（
今
村　

二
〇
〇
〇
：
二
四
頁
）
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
下
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
相
互
交
流
を
行

う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
デ
ジ
タ
ル
通
信
網
に
よ
っ
て
代
替
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ア
ナ
ロ
グ
な
生
身
の
人
間
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
営
み

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、ひ
と
り
ひ
と
り
の
相
手
の
健
康
を
案
じ
る
言
葉
か
け
は
、メ
ー

ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
テ
レ
ビ
通
話
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
ほ
ど
の
熱
量
や
想
い
の
強
さ
を
も
っ
て
し
て

も
、
所
詮
は
画
面
の
向
こ
う
側
の
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
私
た

ち
は
、
た
と
え
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
言
葉
や
文
字
の
遣
り
と
り
や
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
透
明
な
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
に
隔
て
ら
れ
た
対
面
で
あ
っ

て
も
、
生
身
の
身
体
と
身
体
が
そ
こ
で
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
下
で
の
か
か

わ
り
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

偶
然
性
と
一
回
性

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
、生
身
の
人
間
の
対
面
状
況
に
お
い
て
生
起
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
対
象
は
仲
間
内
の
人
間
ど
う
し
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
先

に
述
べ
た
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
が
生
起
す
る
場
と
し
て
の
《social

》
に
お
け
る

人
々
の
相
互
作
用
は
、
仲
間
内
で
の
「
相
互
扶
助
」
関
係
だ
け
で
な
く
、
見
ず
知
ら

ず
の
相
手
、
す
な
わ
ち
異
人①
へ
の
供
応
や
歓
待
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
鳶
野
が
提
示
し
た
「
二
つ
の
原
点
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
誕
生
と
い
う
場

面
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
子
供
が
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
そ

れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
「
異
人
」
が
突
如
と
し
て
、
親
と
な
っ
た
人
間
の
も
と
に

や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る②
。

子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
親
と
な
る
男
女
の
存
在
な

く
し
て
は
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
決
し
て
短
く
は
な
い
妊

娠
期
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
乗
り
超
え
、
生
ま
れ
て
く
る
子
の
母
と
な
る
女
性

が
「
産
む
」
と
い
う
選
択
を
引
き
受
け
、
実
際
に
分
娩
と
い
う
大
き
な
仕
事
を
為
し

果
せ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
考
え
る
と
、
親
と
な
っ
た
人
間
に
と
っ

て
は
、
そ
の
誕
生
は
予
測
し
え
た
結
果
で
あ
り
、
と
り
わ
け
胎
児
を
そ
の
子
宮
内
で
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育
て
て
き
た
母
に
と
っ
て
は
「
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
」
な
ど
と
は
到
底
お
も

わ
れ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
教
育
人
間
学
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
生
ま
れ
て
き
た
子
は
、「
こ
れ
ま
で
未
知
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
端
的
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト　

二
〇
一
三
：
七
九
頁
）。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
子
は
誕
生
以
前
に
は
ひ
と
り
の
人
間
と
し

て
生
き
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
存
在
で
あ
り
、
誕
生
以
降
、
親
の
描

い
た
将
来
像
と
は
異
な
る
ひ
と
り
の
人
生
を
歩
ん
で
い
く
存
在
だ
か
ら
で
あ
る③
。「
わ

が
子
を
こ
う
育
て
よ
う
」「
こ
ん
な
風
に
成
長
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
親
の
計
画
や

理
想
に
ま
っ
た
く
適
う
か
た
ち
で
子
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な

い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
親
の
想
定
上
の
「
わ
が
子
」
と
、

生
ま
れ
落
ち
た
〈
こ
の
子
〉
は
異
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

育
て
る
と
い
う
か
た
ち
の
世
話
を
行
う
相
手
が
、
突
然
に
「
外
」
か
ら
や
っ
て
く

る
と
い
う
事
態
は
、
親
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
子
供
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

教
員
や
保
育
士
、
相
談
支
援
員
や
児
童
指
導
員
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
人

援
助
職
に
も
該
当
す
る④
。
子
供
を
対
象
と
し
た
対
人
援
助
職
は
、（
書
類
上
で
氏
名
や

性
別
と
い
っ
た
「
情
報
」
と
し
て
見
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
）
そ
れ
ま
で
に
一
度
も
か
か

わ
っ
た
こ
と
の
な
い
子
供
と
、
あ
る
日
突
然
、
何
の
企
図
も
計
画
も
な
く
出
会
い
、

そ
の
世
話
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
出
会
い
は
、
世
話
を
す
る
者
が

そ
の
親
や
教
育
者
、
援
助
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
世
話
を
さ
れ

る
者
が
〈
そ
の
子
〉
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
、

ま
っ
た
く
の
偶
然
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
他
者
ど
う
し
の
出
会
い
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
偶
然
性
が
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
特
徴
づ
け
る
一

因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
教
員
を
長
く
勤
め
て
い
る
と
、
何
度
も
同
じ
学
年
を
担
任
す
る
こ
と

が
あ
る
。
担
任
に
と
っ
て
は
何
回
目
か
の
同
じ
学
年
を
過
ご
す
一
年
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
年
に
担
任
す
る
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
人
生
で
一
度
き
り
の
、
も
う
二
度
と

や
っ
て
来
な
い
一
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
卒
担
任
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
学
生

時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
や
教
職
課
程
の
模
擬
授
業
で
何
度
も
扱
っ
た
「
あ
り
ふ
れ
た
」

定
番
の
題
材
で
あ
っ
て
も
、
目
の
前
に
い
る
子
供
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
に
立
ち
会

う
こ
と
に
な
っ
た
自
分
自
身
の
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
の
姿
に
合
わ
せ
て
「
か
け
が
え
の

な
い
」
一
回
の
授
業
と
し
て
生
み
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る⑤
。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
偶
然
性
と
一
回
性
に
お
い
て
、
私
た

ち
が
日
常
用
い
て
い
る
「
教
育
」
と
い
う
概
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
実

践
論
や
教
育
社
会
学
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
、
あ
る
特
定
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
醸
成
し
た
り
、
特
定
の
能
力
・
資
質
を
育
て
培
い
養
お
う
と
し
た
り
し
て
、

社
会
の
再
生
産
を
図
る
営
み
で
あ
る
教
育
と
、
偶
然
に
出
会
っ
た
他
者
と
か
け
が
え

の
な
い
一
度
き
り
の
対
面
状
況
に
お
い
て
生
み
為
さ
れ
る
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と

は
、
決
定
的
に
峻
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、こ
の
こ
と
は
「
あ
り
ふ
れ
た
」
日
常
に
お
け
る
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」

に
一
回
か
ぎ
り
の
決
し
て
失
敗
で
き
な
い
重
責
と
い
う
性
格
を
持
た
せ
る
も
の
で
は

な
い
。「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
に
は
い
く
つ
も
の
担
い
手
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
が
重

層
的
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
人
の
子
供
が
育
っ
て
い
く
過

程
に
は
、
親
や
き
ょ
う
だ
い
祖
父
母
と
い
っ
た
家
族
が
存
在
し
て
養
育
を
お
こ
な
う

だ
け
で
な
く
、
保
育
者
や
教
員
が
心
身
の
発
達
を
支
援
す
る
。
ま
た
、
心
身
の
健
康

を
保
ち
す
こ
や
か
に
成
長
し
て
い
く
た
め
に
医
療
者
が
、
社
会
生
活
や
福
祉
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
行
政
が
、
子
供
本
人
だ
け
で
な
く
、「
世
話
す
る
者
」
を
含
め

て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
と
い
う
重
層
性
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
冗

長
性
な
く
し
て
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
成
立
し
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
冗
長
性
ゆ

え
に
生
ま
れ
る
不
十
分
さ
や
過
剰
さ
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
象
ら
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。次
節
以
降
で
は
こ
の
不
十
分
さ
や
過
剰
さ
に
つ
い
て
、

世
話
す
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
描
い
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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世
話
す
る
者
の
献
身

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
偶
然
性
と
一
回
性
を
有
す
営
み
で
あ
る
。
世
話
を
担
う

者
、
特
に
専
門
職
と
し
て
そ
の
営
み
に
あ
た
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
の
偶
然
性
と

一
回
性
は
、
い
か
な
る
相
手
に
対
し
て
も
い
か
な
る
場
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
専
門

性
に
お
い
て
職
責
を
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
重
圧
が
か
け
ら
れ
が
ち
で

あ
る
。

世
話
す
る
側
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
そ
の
世
話
と
い
う
行
為
の
不
十
分
さ
に
対
す

る
反
省
が
生
ま
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
専
門
職
と
し
て
の
職
業
倫
理
は
、
よ
り

よ
い
世
話
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
や
省
察
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、
学
校
現
場
に
お
い
て
は
、
教
員
が
目
の
前
の
子
供
の
困
難
を
取
り
除

く
こ
と
が
で
き
な
い
力
不
足
に
苛
ま
れ
る
場
面
が
往
々
に
し
て
存
在
す
る
。
授
業
改

善
や
学
級
経
営
上
の
問
題
解
決
、
部
活
動
を
は
じ
め
と
し
た
課
外
活
動
に
よ
る
人
間

形
成
、
保
護
者
と
の
連
携
に
よ
る
家
庭
支
援
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
へ
の
協

力
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
と
お
し
て
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
供
に
よ
り
充
実
し
た

学
校
生
活
を
送
ら
せ
る
こ
と
に
腐
心
す
る
教
員
は
多
い
。「
研
究
と
修
養
」を
服
務
上

の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
そ
の
職
責
に
対
す
る
プ

ロ
意
識
は
す
さ
ま
じ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、内
田
良
・
斉
藤
ひ
で
み
（
二
〇
一
八
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
労
働
環
境
の
劣
悪
さ
の
改
善
を
訴
え
る

声
に
対
す
る
世
間
の
反
応
に
見
ら
れ
る⑥
よ
う
に
、
教
育
者
の
存
在
形
式
と
し
て
求
め

ら
れ
る
在
り
方
の
特
殊
性
と
、
そ
れ
を
内
面
化
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
生
き
方
と

し
て
の
真
面
目
さ
」（
鳶
野　

二
〇
〇
三
ｂ
：
一
一
〇
頁
）
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
福
祉
現
場
に
お
い
て
も
、
目
の
前
に
い
る
ひ
と
の
苦
痛
や
困
難
、
心
配
や

不
安
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
と
思
案
し
て
は
、自
分
の
力
量
や
立
場
、

持
て
る
権
限
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
事
態
は
多
々
存
在
す
る
。
特

に
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
包
括
的
な
福
祉
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
動

き
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
に
お
け
る
職
権
の
重

な
る
領
域
や
空
白
域
が
複
雑
に
絡
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
報
酬
の

出
所
な
ど
と
の
関
係
も
あ
り
、
世
話
す
る
者
が
携
わ
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
に
制
約

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
た
め
、
十
分
な
世
話
と
い
う
も
の
は
不
可
能
に
近

い
。
こ
の
よ
う
に
、
教
員
や
介
護
士
と
い
っ
た
教
育
や
福
祉
、
さ
ら
に
は
医
療
や
行

政
を
も
含
む
対
人
援
助
職
に
は
、
十
分
な
世
話
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
力
不
足
や

無
力
感
が
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
力
不
足
や
無
力
感
を
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
営
み

に
専
心
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
持
て
る
も
の
以
上
の
も
の
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
過

剰
な
献
身
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
に
べ
も
な
く
「
身
か
ら
出
た
錆
」
と
い
う
考
え
も

存
在
す
る
。
単
な
る
職
業
と
し
て
、
世
話
さ
れ
る
者
と
の
間
に
一
線
を
画
し
て
、
必

要
と
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
履
行
す
る
だ
け
で
よ
い
と
い
う
考
え
も
、
職
責
の
重
圧
や

共
感
や
転
位
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
苦
し
み
か
ら
従
事
者
を
解
放
す
る
と
い
う
点
で
職

業
観
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
対
人
援
助
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」

を
生
業
と
し
て
生
き
る
ひ
と
に
は
、
勤
労
や
労
働
の
問
題
と
は
切
り
離
さ
れ
る
あ
り

方
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、「
純
粋
贈
与
」
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
ケ
ア
の
現
場
に

お
い
て
は
、「
職
業
倫
理
と
し
て
求
め
ら
れ
な
い
次
元
で
働
く
純
粋
贈
与
を
付
随
的
な

も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
」（
矢
野　

前
掲
書
：
一
九
一
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
の
自

己
贈
与
や
献
身
を
「
付
随
的
な
も
の
」
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」

と
い
う
営
み
か
ら
、
世
話
す
る
者
を
降
ろ
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

弱
く
小
さ
く
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
た
者

私
た
ち
は
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
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こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
、
同
様
の
あ
る
い
は
別
様
の
如
何
を
問
わ
ず
、
引

き
受
け
て
い
く
。
養
育
者
と
し
て
、
対
人
援
助
職
と
し
て
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
偶

然
そ
の
場
を
通
り
か
か
っ
た
だ
け
の
見
ず
知
ら
ず
の
親
切
な
ひ
と
と
し
て
。
そ
の
営

み
に
参
入
す
る
き
っ
か
け
や
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
「
誰
か
」
に
対

す
る
痛
切
な
情
け
の
発
露
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、私
た
ち
は
そ
の
相
手
か
ら

何
を
訴
え
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
は
、
国
家

や
社
会
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
合
理
的
な
共
同
体
と
並
立
す
る
「
も
う
一
つ
別

の
共
同
体
」
の
存
在
を
指
摘
し
、「
私
と
対
面
す
る
他
者
」
は
、「
私
に
助
け
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
他
者
の
「
剥
き
だ
し
」
の
目
に
対
し
て
、

私
た
ち
が
強
い
情
け
、
た
と
え
ば
あ
わ
れ
み
、
疚
し
さ
、
負
い
目
と
い
っ
た
も
の
を

感
じ
る
と
き
、
そ
の
感
情
は
私
た
ち
自
身
の
脆
さ
や
弱
さ
を
顕
わ
な
も
の
に
す
る
。

自
分
が
そ
う
な
ら
ず
に
い
ら
れ
る
状
況
に
甘
ん
じ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
受
難
を
生
き

て
い
る
誰
か
の
苦
悩
の
重
さ
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
は
自
分
自
身
の
置
か
れ
て

い
る
「
普
通
の
生
活
」
に
安
堵
し
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
痛
み
を
感
じ
る
と

い
う
こ
と
は
、
傷
つ
き
や
す
さ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

社
会
運
動
家
に
し
て
牧
師
の
小
田
原
紀
雄
は
、
困
難
に
さ
ら
さ
れ
た
人
び
と
を
弱

く
小
さ
く
さ
れ
た
方
々
と
呼
び
、
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
状
況
を
強

い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
人
々
へ
の
連
帯
と
解
放
を
掲
げ
た⑦
。
そ
の
信
念
を
共
有
し

共
闘
す
る
こ
と
の
な
い
者
で
も
、
目
の
前
に
い
る
人
々
の
直
面
し
て
い
る
痛
み
や
苦

し
み
、
そ
し
て
途
方
も
な
い
か
な
し
み
の
一
片
を
共
有
す
る
た
び
に
、
そ
の
根
底
に

あ
る
い
の
ち
の
強
さ
に
目
を
見
張
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
痛
み
や
苦
し
み

や
か
な
し
み
と
い
っ
た
困
難
や
受
苦
の
た
だ
な
か
に
あ
る
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
当

事
者
の
生
を
我
が
こ
と
と
し
て
引
き
受
け
、
寄
り
添
い
、
そ
の
生
に
伴
走
す
る
ひ
と

も
い
る
。
し
か
し
、
時
と
し
て
そ
の
伴
走
者
す
ら
な
く
、
た
だ
独
り
そ
の
弱
く
小
さ

く
さ
れ
た
生
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
当
事
者
が
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
社
会
領
域
間
の
裂
け
目
の
広
が
り
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
者
」

を
直
撃
す
る
「
悲
惨
」
は
、も
は
や
他
人
事
で
は
な
い
（
本
田
由
紀　

二
〇
一
四
）。
そ

の
「
悲
惨
」
を
免
れ
な
が
ら
も
、
い
つ
そ
の
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
瀬
戸

際
に
立
た
さ
れ
て
い
る
ひ
と
は
、
そ
れ
以
上
の
「
悲
惨
」
に
見
舞
わ
れ
た
他
者
に
対

し
て
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
に
近
い
罪
責
感
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う⑧
。
そ

の
よ
う
な
弱
く
小
さ
く
さ
れ
た
ひ
と
と
出
会
う
た
び
、
も
し
か
す
る
と
、
自
分
自
身

が
あ
る
い
は
ご
く
身
近
な
親
し
い
人
が
そ
う
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可

能
性
が
否
応
な
し
に
突
き
付
け
ら
れ
る
。「
何
も
共
有
し
て
い
な
い
他
者
」の
侵
入
に

よ
っ
て
、
私
は
た
ま
た
ま
難
を
逃
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
負
い
目
と
、
相
手

を
直
撃
し
て
い
る
そ
の
「
悲
惨
」
に
加
担
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
罪
責
感
、

そ
し
て
「
悲
惨
」
の
当
事
者
が
抱
え
て
い
る
苦
難
へ
の
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
が
、

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
惹
起
す
る
。
そ
れ
は
、い
つ
か
自
分
も
「
悲
惨
」
に
直
撃
さ

れ
う
る
と
い
う
お
そ
れ
や
不
安
か
ら
生
ま
れ
る
備
え
の
姿
勢
で
も
あ
ろ
う
。

世
話
す
る
側
の
陥
穽

し
か
し
、
こ
の
弱
く
小
さ
く
さ
れ
た
者
に
対
し
て
共
感
で
は
な
く
、
あ
わ
れ
み
や

疚
し
さ
、
負
い
目
を
抱
く
と
い
う
こ
と
に
は
、
世
話
す
る
者
の
傲
り
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
世
話
を
す
る
者
と
世
話
を
さ
れ
る
者
の
関
係
が
非
対

称
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
非
対
称
性
の
典
型
例
に
は
、
お
と
な
―
子

供
／
教
員
―
児
童
生
徒
／
医
者
―
患
者
と
い
う
場
面
に
お
い
て
見
ら
れ
る
顕
著
な
優

劣
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。

非
対
称
な
関
係
は
固
定
さ
れ
た
上
下
関
係
と
は
い
え
な
い
が
、
世
話
す
る
者
は
、

多
く
の
場
合
、
世
話
さ
れ
る
者
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
少
な
く

と
も
、
そ
の
世
話
が
な
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
世
話
さ
れ
る
者
が
単
独
で
は
解
決
・

解
消
し
え
な
い
問
題
を
解
決
・
解
消
す
手
立
て
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
世
話



三
四

320

は
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

世
話
す
る
者
が
世
話
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
強
大
な
権
威
と
し
て
君
臨
す
る
場
合
も

あ
る
。
こ
こ
で
の
権
威
と
い
う
も
の
は
、
報
酬
の
多
寡
や
専
門
性
の
有
無
に
よ
っ
て

付
与
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
世
話
を
さ
れ
る
者
が
自
分
自
身
に
過
小
な
評
価
を

与
え
る
こ
と
、
い
わ
ば
世
話
さ
れ
る
側
と
し
て
の
負
い
目
を
内
面
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
非
対
称
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
非
対
称
の
関
係
に
お
い
て
は
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、

相
手
に
対
す
る
優
位
性
が
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
よ
う
な
過
剰
な
世
話
が
な
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
世
話
さ
れ
る
者
の
自
立
は
、
世
話
が
必
要
と
さ
れ
る
機
会
が
減
る

こ
と
に
つ
な
が
り
、
世
話
す
る
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
些
細
な
課
題
に
積
極
的
に
介
入
し
た
り
、
乗
り
超
え
る
べ
き
困
難
を
先
回

り
し
て
取
り
除
い
て
お
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
世
話
さ
れ
る
者
の
つ
ま
ず
き
や
挫
折

を
防
ぐ
と
い
う
点
で
は
必
要
な
「
過
剰
さ
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
話
さ

れ
る
者
の
自
立
を
先
送
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。「
い
の
ち
へ
の

世
話
」
が
過
剰
な
も
の
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
相
手
の
生
を
縛
り
付
け
る
呪
縛
と
も

な
り
う
る
の
で
あ
る
。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の
負
い
目

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
世
話
を
す
る
者
の
立
場
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
本
節
で
は
、

世
話
さ
れ
る
側
の
立
場
か
ら
の
考
察
を
行
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
の
誰
も
が

一
度
は
そ
の
状
態
を
経
験
し
た
新
生
児
の
立
場
か
ら
論
を
進
め
よ
う
。
私
た
ち
人
間

は
「
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

動
物
」⑨
で
あ
り
、
そ
の
赤
ん
坊
は
「
お
と
な
を

必
要
条
件
と
し
て
前
提
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」「
無
力
な

0

0

0

、寄
る
べ
な
い

0

0

0

0

0

生
物
」
で
あ
る
（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ

ル
ト　

一
九
八
〇
：
四
一
頁　

傍
点
原
文
）。言
葉
や
親
た
ち
の
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手
段
に
よ
る
訴
え
の
す
べ
を
持
た
ず
「
た
だ
泣
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
」
赤
ん

坊
は
、
そ
の
泣
く
と
い
う
行
為
の
「
あ
る
が
ま
ま
の
い
の
ち
の
姿
」
に
観
応
し
た
養

育
者
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
な
さ
れ
る⑩
。
私
た
ち
は
か
つ
て
、
家
族
や

共
同
体
の
「
相
互
扶
助
」
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
新
規
参
入
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

赤
ん
坊
は
、「
相
互
扶
助
」
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
世
話
を
受
け
る
。
し
か
し
、
生

ま
れ
落
ち
た
ば
か
り
で
過
去
に
お
け
る
共
同
体
へ
の
貢
献
も
な
け
れ
ば
、
今
後
ど
の

よ
う
な
人
生
を
歩
む
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
「
将
来
」
に
お
け
る
返
礼
可
能
性

の
不
確
実
性
を
も
体
現
し
て
い
る
赤
ん
坊
は
、
世
話
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
養

育
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
負
い
目
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

世
話
を
受
け
た
と
い
う
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
そ
の
と

き
世
話
を
し
て
く
れ
た
誰
か
に
対
し
て
負
い
目
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
話
を
し

て
い
る
と
き
に
、
そ
の
世
話
を
「
生
き
が
い
」
と
し
て
感
じ
る
者
も
い
る
。
た
と
え

ば
「
育
児
に
追
わ
れ
て
い
る
若
い
母
親
は
、
幼
い
生
命
の
示
す
日
々
の
変
化
と
成
長

の
め
ざ
ま
し
さ
に
目
を
み
は
り
、
心
を
う
ば
わ
れ
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
生
命
の
発

展
と
し
て
体
験
し
て
行
く
か
ら
、
こ
の
上
な
く
大
き
な
生
存
充
実
感
を
味
わ
っ
て
い

る
」（
神
谷
美
恵
子　

二
〇
〇
四
：
五
八
頁
）
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
何
に
も
代
え
が
た
い
「
生
き
が
い
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
、
世
話
へ
の
見

返
り
は
す
で
に
払
い
終
え
て
い
る
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

ま
た
、
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト
は
「
人
が
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
人

間
に
は
い
か
な
る
生
も
な
い
」（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト　

前
掲
書
：
一
七
頁
）
と
喝
破
し
た

が
、
世
話
を
さ
れ
る
子
供
は
、
共
同
体
や
親
に
と
っ
て
は
そ
の
生
を
受
け
継
ぎ
、
意

味
づ
け
る
存
在
で
あ
る
。

　

神
な
ら
ぬ
死
す
べ
き
者
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
私
た

ち
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
は
、
新
た
な
人
間
の
到
来
な
し
に
は
や
が
て
は
無
に

帰
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
世
界
で
あ
る
。
私
た
ち
の
生
を
象
る
意
味
や
価
値
は
、

そ
れ
ら
を
受
け
継
ぐ
受
贈
者
の
新
た
な
誕
生
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
私
た
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「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
駆
動
す
る
も
の

321

ち
は
過
去

0

0

の
名
も
知
ら
ぬ
「
多
く
の
誰
か
」
の
存
在
な
し
に
は
い
ま
こ
こ
に
存
在

し
え
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
未
来

0

0

に
生
ま
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
未
だ
名
を
も
た

な
い
子
ど
も
の
誕
生
な
し
に
は
、
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

で
の
生
の
意
味
も
価
値
も
持
ち
え
な

い
の
で
あ
る
。（
矢
野　

前
掲
書
：
一
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
世
話
を
さ
れ
る
子
供
は
世
話
す
る
者
に
対
し
て
、「
生
き
が
い
」
や

生
の
意
味
を
与
え
る
と
い
う
大
き
な
見
返
り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
見
返
り
は
、
世
話
を
さ
れ
た
側
に
返
礼
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い

う
え
に
、
世
話
を
し
た
側
は
見
返
り
な
ど
と
い
う
感
覚
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の

時
点
で
は
世
話
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
は
相
互

0

0

扶
助
で
な
く
、
一
方
的
な
「
世
話
」

と
い
う
受
贈
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

負
い
目
と
《
借
り
》

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
、
偶
然
性
と
一
回
性
に
よ
っ

て
生
じ
る
過
不
足
に
よ
っ
て
、
世
話
す
る
者
に
は
「
も
っ
と
よ
い
世
話
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
」「
少
し
や
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
反
省
と
と
も

に
、
も
う
二
度
と
や
り
直
す
こ
と
の
で
き
な
い
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
に
対
す
る
負

い
目
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
そ
の
贈
与
性
と
献
身
に
よ
っ
て
、
世
話
を
さ
れ
た
者
に

は
等
価
の
返
礼
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
負
い
目
を
残
す
の
で
あ
っ
た
。

負
い
目
に
つ
い
て
、
霜
山
徳
璽
（
二
〇
〇
〇
）
は
「
日
本
語
で
は
、
引
き
受
け
た
も

の
、
借
り
た
も
の
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
が
、
ド
イ
ツ
語
のS

ch
u

ld

は
古

高
ド
イ
ツ
語
のS

cu
ld

か
ら
派
生
し
て
い
る
。S

cu
ld

は
常
に
、不
足
し
て
い
る
、欠

如
し
て
い
る
、
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
（
二
〇
一
三
）
は
戦
前
期
に
お
け
る
日
本
文
化
の
研
究
に
お
い
て
、謝
意
を

示
す
「
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
こ
の
人
は
私
に

「
恩
」
を
授
け
て
く
れ
た
が
、こ
れ
ま
で
一
度
も
会
っ
た
こ
と
が
な
い
人
だ
。
最
初
の

「
恩
」を
こ
ち
ら
か
ら
授
け
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
悪
い
気
が
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
人

に
あ
や
ま
っ
た
ほ
う
が
気
が
楽
に
な
る
」（
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
）
と
い
う
、相
互
扶
助

の
新
規
参
入
者
の
抱
え
る
負
い
目
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
感
覚
は
、
サ
ル
ト
ゥ

＝
ラ
ジ
ュ
（
二
〇
一
四
）
に
よ
る
《
借
り
》
の
概
念
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ゥ
＝
ラ
ジ
ュ
は
、「
貨
幣
経
済
の
発
達
に
よ
っ
て
、
人
々
は
《
負
債
》
や

《
借
り
》
か
ら
自
由
に
な
っ
た
」（
一
四
頁
）
と
い
う
。
た
し
か
に
、私
た
ち
は
日
々
受

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
恩
恵
に
対
し
て
貨
幣
に
よ
る
支
払
い
を
行
う

こ
と
で
、
そ
の
行
為
を
享
受
す
る
こ
と
を
当
然
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
負
い

目
が
金
銭
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
に
よ
る
消
費
社

会
が
発
展
し
た
今
日
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
共
同
体
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
担
わ

れ
て
い
た
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
も
、
サ
ー
ビ
ス
商
品
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
人
間
の
生
老
病
死
や
衣
食
住
と
い
っ
た
原
初
的
な
相
互
扶
助
の
大
半

が
、
金
銭
と
引
き
換
え
に
得
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
た
。
し
か
し
、「
い
の
ち
へ
の

世
話
」
と
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
ケ
ア
商
品
の
あ
い
だ
に
は
、
大
き
な
隔
絶
が
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
矢
野
智
司
は
こ
の
隔
絶
を
「
親
切
」
に
対
し
て
貨
幣
を
も
っ
て

返
報
す
る
こ
と
の
非
礼
と
し
て
示
し
て
い
る
。「
本
来
、譲
渡
不
可
能
な
人
格
的
次
元

の
事
柄
ま
で
貨
幣
に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
の
「
本
質
」
や
「
尊
厳
」

を
深
く
損
な
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
」（
矢
野　

前
掲
書
：
一
八
六
頁
）
の
で
あ
る
。

貨
幣
に
媒
介
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
消
費
社
会
は
、
相
互
扶
助
の
面
倒
や
負
い
目
に
支

配
さ
れ
る
こ
と
も
消
耗
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
み
ず
か
ら
の
引
き
受
け
た
負
債

に
よ
っ
て
暮
ら
し
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
自
由
な
社
会
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
一
方
で
、
他
者
を
恃
む
機
会
の
減
少
は
、
相
互
扶
助
の
シ
ス
テ
ム
を
衰
退
さ
せ
る
。

頼
ら
れ
な
か
っ
た
他
者
は
、
身
近
に
あ
り
な
が
ら
頼
り
に
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
自

身
の
「
有
責
性
」
を
疑
い
、
不
甲
斐
な
さ
と
い
う
負
い
目
を
抱
え
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
理
由
は
、「
世
話
」
と
い
う
行
為
が
贈
与
と
し
て
の
形
態
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を
と
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
贈
与
行
為
に
お
け
る
最
大
の
義
務
は
、「
受

贈
」
の
義
務
で
あ
る
。
ひ
と
は
与
え
る
こ
と
か
ら
で
な
く
、
受
け
取
る
こ
と
か
ら
関

係
を
始
め
る
の
で
あ
り
、
負
い
目
か
ら
始
ま
る
関
係
性
の
な
か
で
、
返
礼
義
務
を
果

た
し
て
い
く
こ
と
で
、
信
頼
の
基
盤
を
構
築
し
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。

小
括

私
た
ち
は
寄
る
べ
な
き
存
在
と
し
て
生
を
享
け
、
誰
か
に
庇
護
養
育
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
重
層
的
な
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の

恩
恵
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
こ
う
し
て
人
間
と
し
て
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、私
た
ち
を
負
い
目
あ
る
存
在
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
小
論
は
「
世
話
」

を
め
ぐ
る
負
い
目
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、人
間
の
抱
え
る
負
い
目
は
「
世
話
」

の
向
こ
う
側
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
こ
と
の

負
い
目
や
、
生
き
延
び
る
た
め
に
他
の
命
を
奪
っ
て
き
た
こ
と
の
負
い
目
で
あ
る⑪
。

こ
れ
ら
の
存
在
も
ま
た
、
人
間
の
生
を
駆
動
す
る
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

私
が
生
き
て
ゐ
る
爲
に
迷
惑
を
被
る
人
が
ゐ
る
、
私
は
死
ね
ば
好
い
の
だ
と
自

殺
を
企
て
れ
ば
泣
く
人
が
ゐ
る
、
自
分
一
人
の
生
き
死
に
が
誰
か
を
苦
し
め
、
悲

し
ま
せ
、
日
々
日
常
、
心
配
ば
か
り
掛
け
て
ゐ
る
。（
中
略
）
ど
う
詫
び
て
、
ど
う

償
つ
た
ら
好
い
の
か
分
か
ら
な
い
。（
若
合
春
侑　

一
九
九
九
：
七
〇
頁
）

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
に
心
配
や
迷
惑
を
か
け
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
心
配
や
迷
惑
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
均
衡
を
取
り
戻
そ
う
に
も
、「
ど

う
詫
び
て
、
ど
う
償
つ
た
ら
好
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
心
配
や
迷
惑
と

い
っ
た
自
分
に
向
け
ら
れ
た
配
慮
、す
な
わ
ち
最
も
原
初
的
な
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」

に
対
す
る
負
い
目
が
、新
た
な
他
者
に
対
す
る
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
駆
動
す
る
。

ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
そ
の
ま
ま
、
わ
れ
わ

れ
に
先
立
つ
人
々
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
き
た
愛
に
対
す
る
わ
れ
わ

れ
の
返
答
で
あ
り
、
ま
た
人
間
は
動
物
で
は
な
く
自
己
意
識
を
も
っ
た
自
己
に
責
任

を
と
り
得
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
事
実
」
で
あ
る
（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト　

前
掲

書
：
五
九
頁
）⑫
。

負
い
目
を
抱
く
と
い
う
心
性
そ
の
も
の
が
、
私
た
ち
の
人
生
を
駆
動
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
寄
る
べ
の
な
い
嬰
児
と
し
て
生
ま
れ
落
ち
た
私
が
、
そ
の
寄
る
べ
な
さ

を
万
人
が
感
じ
る
も
の
、
自
分
だ
け
が
感
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

自
覚
し
た
と
き
、
そ
の
寄
る
べ
な
さ
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
応
答
を
試
み
よ
う
と

す
る
こ
と
で
、
人
生
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

い
は
、
病
を
得
て
「
生
き
が
い
」
を
喪
失
し
た
患
者
が
単
に
世
話
を
享
け
る
だ
け
で

な
く
、
誰
か
に
対
す
る
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
た
り
、
自
ら
の
は
た
ら
き
に
あ
る
有

用
性
を
見
出
し
た
り
し
た
と
き
に
、
そ
の
生
を
ふ
た
た
び
「
生
き
が
い
」
と
と
も
に

歩
も
う
と
す
る
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
偶
然
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
自
覚
で
あ
る
が
、

そ
の
体
験
は
比
類
な
き
も
の
と
な
る⑬
。

私
た
ち
は
負
い
目
と
い
う
感
情
か
ら
生
ま
れ
る
「
つ
り
あ
い
」
を
と
ろ
う
と
す
る

働
き
に
よ
っ
て
、
他
者
と
ふ
た
た
び
対
等
の
関
係
を
切
り
結
ぼ
う
と
す
る
。
現
時
点

で
の
関
係
を
再
解
釈
・
再
照
射
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
絶
え
ず
他

者
と
の
関
係
性
を
構
築
・
更
新
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
営
み
は
絶
え
ざ
る
自

己
生
成
と
し
て
私
た
ち
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
営
み
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
存

在
の
倦
怠
を
も
超
克
す
る
生
の
駆
動
力
と
し
て
私
た
ち
に「
死
な
な
い
で
い
る
理
由
」

を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

小
論
は
、
教
育
の
本
質
と
さ
れ
る
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
特
徴
づ
け
る
偶
然
性

と
一
回
性
に
注
目
し
、
そ
の
営
み
を
駆
動
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
の
過
不
足
に
対
す
る
世

話
す
る
者
の
反
省
や
、
世
話
す
る
者
と
世
話
さ
れ
る
者
と
の
関
係
の
非
対
称
性
に
つ
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ち
へ
の
世
話
」
を
駆
動
す
る
も
の
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い
て
も
概
観
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
「
負
い
目
」
と
い
う
人
間
存
在
の
根
源
的
な
あ

り
方
に
根
ざ
し
た
感
情
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
負
い
目
」
は
、「
い
の
ち
へ

の
世
話
」
を
駆
動
す
る
原
動
力
と
し
て
私
た
ち
の
生
に
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
小
論
は
体
験
的
教
育
人
間
学
と
い
う
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
の
系
譜
に
連
な
る
ひ
と
つ
の
実
存
的
な
研
究
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
〇
一
年
に
立
命
館
大
学
文
学
部
に
設
置
さ
れ
た
教
育
人
間
学
専
攻
は
、「
時
に

激
し
く
対
立
し
あ
い
、
ま
た
時
に
と
も
に
協
力
し
合
い
な
が
ら
、
常
に
『
新
し
い
教

育
人
間
学
』
を
模
索
し
、
創
造
し
よ
う
と
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
き
た
」（
福
原
浩

之　

二
〇
〇
九
ａ
）。
創
設
以
来
、「
学
問
に
対
す
る
求
道
的
欲
求
に
も
、
で
き
る
限
り

正
面
か
ら
、何
の
衒
い
も
な
く
応
え
よ
う
と
す
る
試
み
」
か
ら
「『
場
の
共
有
体
験
の

中
で
相
互
に
啓
発
さ
れ
な
が
ら
集
合
的
に
意
識
の
拡
大
と
深
化
』
を
め
ざ
す
も
の
」

へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
新
し
い
教
育
人
間
学
は
「
体
験
的
教
育
人
間
学
」
と
称
さ
れ

て
い
る
（
福
原
浩
之　

二
〇
〇
九
ｂ
、
二
〇
一
一
、二
〇
一
六
）。

こ
の
よ
う
に
、
教
育
人
間
学
専
攻
の
特
徴
は
「
体
験
的
教
育
人
間
学
」
と
い
う
方

法
論
だ
け
で
な
く
、
問
い
を
は
ぐ
く
む
土
壌
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
あ
る
の

は
、
研
究
を
す
る
こ
と
が
学
術
界
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
と
い
う
有

用
性
で
な
く
、
研
究
者
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
意
識
や
研
究
動
機
の
当
事
者
性⑭
に
着
目
し
尊
重
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
研
究

そ
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
問
う
人
間
存
在
に
価
値
を
置
く
学
問
と
い
う
性
格
に
お

い
て
、
他
大
学
に
お
け
る
教
育
人
間
学
と
は
一
線
を
画
す
こ
の
風
土
こ
そ
が
、
卒
業
・

修
了
後
も
教
育
人
間
学
会
に
集
う
姿⑮
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
風
土
が
「『
こ
こ
に
こ
う
し
て
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
』
と
い
う
体
験
の
根
本
的

な
不
思
議
さ
に
目
覚
め
つ
つ
、
そ
の
体
験
へ
の
問
い
を
生
き
」
る
と
い
う
こ
と
を
私

た
ち
の
生
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
（
鳶
野
克
己　

二
〇
一
六
ａ
：
一
三
頁
）。

「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
き
た
小
論
の
問
い
は
、

「
誘
惑
す
る
先
生
」
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
生
き
る
こ
と
の
不
思
議
」
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
原
点
を
定
位
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
二
年
前
の
『
教
育
人
間
学
概
論
Ⅰ
』

の
初
回
講
義
で
の
「
小
さ
な
親
切
と
大
き
な
お
世
話
」
に
お
い
て
「
教
育
と
い
う
営

み
は
、
何
か
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
何
か
を
喪
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
」「
〇
↓

△
は
『
成
長
』
か
」
と
い
う
教
育
人
間
学
へ
の
「
い
ざ
な
い
」
と
い
う
贈
与
の
一
撃

が
、
い
ま
な
お
筆
者
を
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
。「
〇
↓
△
」

の
場
面
に
は
、
無
数
の
獲
得
と
喪
失
の
物
語
と
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
世
話
」
の
数
々
に
報
い
る
こ
と
の
不
可
能
性
こ
そ
が
、「
い

の
ち
へ
の
世
話
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
駆
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注①　
異
人
は
共
同
体
の
維
持
に
不
可
欠
な
機
構
で
あ
る
。
宮
崎
恒
二
は「
共
同
体
と
は
な

ん
ら
か
の
仲
間
意
識
、「
内
」
の
意
識
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
よ

そ
」
そ
し
て
「
外
」
と
い
う
意
識
の
対
極
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
。「
内
」
は
「
外
」

を
前
提
と
し
て
初
め
て
成
立
し
う
る
の
で
あ
り
、「
内
」
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、「
外
」

を
絶
え
ま
な
く
産
出
し
続
け
て
い
く
機
構
が
必
要
と
な
る
」
と
し
て
、異
人
の
来
訪
に

よ
る
「
外
」
の
意
識
づ
け
を
示
し
て
い
る
。（
今
村 

編　

一
九
八
八
：
五
四
〜
五
五
頁
）

②　

矢
野
智
司
も
ま
た
、子
供
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
を
こ
の
よ
う
な
「
外
」
か
ら
到
来

す
る
異
人
の
出
現
と
し
て
捉
え
て
お
り
、「「
教
育
」
と
は
、
こ
の
外
か
ら
来
る
他
者
と

し
て
の
子
ど
も
を
、
私
た
ち
の
世
界
に
迎
え
入
れ
る
作
法
、
つ
ま
り
歓
待
の
作
法
の
一

つ
で
あ
る
」
と
い
う
歓
待
の
教
育
学
を
提
唱
し
て
い
る
。（
矢
野　

二
〇
一
九
：
一
七

頁
）

③　

こ
の
よ
う
な
「
生
き
て
い
る
こ
と
の
不
思
議
に
め
ざ
め
る
」
問
い
に
つ
い
て
は
、教

育
人
間
学
の
先
行
研
究
の
な
か
に
多
数
存
在
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、鳶
野
克

己
（
二
〇
〇
三
ａ
）、
西
平
直
（
二
〇
一
五
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

④　
「
人
間
が
自
分
の
子
ど
も
を
教
育
し
な
い

0

0

0

こ
と
が
あ
り
得
る
」
が
、共
同
体
に
は
「
両

親
を
助
け
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
」
者
も
い
る
。「
人
間
は
必
ず
し
も
合
理
的
に
得
ら

れ
る
証
明
に
頼
る
こ
と
な
く
、最
も
深
い
生
活
上
の
決
定
を
し
て
い
る
」
も
の
で
も
あ

る
（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ド　

一
九
八
〇
）。

⑤　

こ
の
一
度
か
ぎ
り
の
「
今
」
に
よ
っ
て
、そ
の
後
の
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
が
左
右



三
八

324

さ
れ
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
人
生
に
は
往
々
に
し
て
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
々
の

生
活
の
な
か
で
絶
え
ず
意
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
、「
か
け
が
え
の
な
い

今
へ
の
哀
惜
と
祝
福
」
の
連
続
と
し
て
人
生
を
捉
え
る
向
き
も
あ
る
。

⑥　

現
職
教
員
と
過
労
死
遺
族
・
労
働
問
題
を
専
門
に
扱
う
法
曹
職
そ
し
て
教
育
社
会
学

者
を
中
心
と
し
て
、
現
職
教
員
の
過
労
死
・
過
重
労
働
問
題
を
世
に
問
う
活
動
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
教
員
の
激
務
の
一
端
が

発
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
＃
先
生
死
ぬ
か
も
」
な
ど
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
は
一

部
の
保
護
者
・
世
間
の
反
発
を
招
い
て
い
る
。

⑦　

小
田
原
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
膨
大
な
文
章
を
集
成
し
た
『
磔
刑
の
彼
方
へ
』
の
な
か

に
は
、
こ
の
表
現
を
用
い
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
小
論
は
小
田
原
が
思
想

の
立
脚
点
と
し
て
日
頃
口
に
し
て
い
た
こ
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

⑧　

一
方
で
、「
悲
惨
」
の
渦
中
に
あ
る
ひ
と
に
対
し
て
の
憎
悪
や
帰
責
と
い
っ
た
攻
撃

も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
本
田　

二
〇
一
四
：
一
八
〜
二
〇
頁
）

⑨　

ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト
教
育
学
は
、無
力
で
寄
る
べ
な
い
存
在
と
し
て
生
ま
れ
落
ち
な
が

ら
も
、や
が
て
同
様
に
生
ま
れ
落
ち
て
き
た
子
供
を
育
て
る
覚
悟
と
自
信
を
持
つ
存
在

と
し
て
人
間
を
と
ら
え
て
い
る（
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト　

一
九
八
〇
、
二
〇
一
三
。
鳶
野

　

二
〇
一
一
）。
こ
の
人
間
観
は
、
小
論
の
結
論
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
だ
が
「
い

の
ち
へ
の
世
話
」
を
担
う
存
在
と
換
言
で
き
る
。

⑩　

も
ち
ろ
ん
、
不
幸
に
し
て
養
育
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
産
み
落
と
さ
れ
た
途
端
に
遺
棄

さ
れ
る
赤
ん
坊
も
存
在
す
る
。保
護
責
任
者
遺
棄
の
事
件
が
報
じ
ら
れ
る
た
び
に
眉
を

顰
め
な
が
ら
気
の
毒
に
と
い
う
同
情
の
声
を
上
げ
る
ひ
と
も
多
い
。嬰
児
殺
し
の
寓
話

や
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
ベ
イ
ビ
ー
の
都
市
伝
説
が
産
出
さ
れ
る
の
も
、赤
ん
坊
は
無
条
件

に
養
育
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
共
通
理
解
の
強
力
さ
を
示
す
現
象
で
あ
ろ
う
。

⑪　

こ
れ
ら
の
負
い
目
に
つ
い
て
は
、
今
村
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
食
べ
る
こ
と
に
よ
る
負
い
目
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
群
か
ら
示
唆
を

得
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
よ
だ
か
の
星
」
に
お
け
る
「
よ
だ
か
」
の
気
づ
き
（
宮
沢

　

一
九
八
九
：
三
四
〜
三
五
頁
）
や
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
登
場
す
る
「
さ
そ
り
」

の
祈
り
（
同
前　

二
一
〇
〜
二
一
一
頁
）
な
ど
。

⑫　

な
お
、
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ト
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
愛
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

は
、「
人
間
が
責
任
あ
る
、
有
能
な
、
信
頼
に
足
る
実
践
の
中
で
役
立
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

と
き

に
経
験
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
に
対
す
る
利
己
的
で
な
い
無
私
的
な
深
い
献
身
の
こ

と
」（
同
書
、
一
一
六
頁
）
を
指
す
。

⑬　

こ
の
体
験
の
比
類
な
さ
、
偶
然
性
に
よ
る
生
の
駆
動
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
扱

い
た
い
。

⑭　

福
原
（
二
〇
一
六
）
に
よ
れ
ば
「
実
存
的
で
主
体
的
な
苦
悩
の
真
只
中
に
あ
る
青
年

期
の
大
学
生
・
大
学
院
生
が
抱
え
る
具
体
的
で
個
別
的
な
人
間
学
的
課
題
」（
二
一
頁
）

で
あ
り
、「
そ
れ
が
当
人
に
と
っ
て
何
年
に
も
わ
た
る
気
掛
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
解

決
し
な
け
れ
ば
、そ
の
後
の
人
生
の
展
開
を
考
え
ら
れ
な
い
と
本
人
に
思
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
」（
二
七
頁
）
で
あ
る
。

⑮　

福
原
・
神
村
（
二
〇
一
〇
）
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