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は
じ
め
に

話
が
だ
い
ぶ
進
ん
で
き
て
お
疲
れ
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
お
話
に
な
っ
た
先
生
は
皆
、
言
語
学
、
国
語
学
、
国
語
史
等
の
専
門
で
す
。
私

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
新
聞
史
を
研
究
し
て
き
た
人
間
で
す
。

メ
デ
ィ
ア
と
識
字
に
関
心
を
持
ち
、
明
治
初
期
の
新
聞
か
ら
研
究
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
観
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
論
を
始
め
る
前
に
、
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
近
代
の
日
本
語
」
と
し
て
何
を

措
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
ま
ず
あ
り
ま
す
が
、
私
の
報
告
で
は
、
近
代
日

本
国
家
の
統
治
の
下
で
、
日
本
列
島
を
中
心
と
し
た
領
土
で
、
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
末
ま
で
の
射
程
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
々
が
主
に
話
し
た
り
書
い

た
り
し
て
使
っ
て
い
た
言
語
を
、
と
り
あ
え
ず
「
近
代
日
本
語
」
と
い
う
名
称
で

括
っ
て
お
き
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
齋
藤
先
生
も
田
中
先
生
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
知
識
人
が
使
う
日
本
語
を
中
心
に
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代

日
本
語
の
最
上
級
の
エ
リ
ー
ト
が
使
う
部
分
で
す
。
近
代
日
本
語
と
言
っ
た
と
き
、

そ
の
上
層
部
だ
け
で
な
く
全
体
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
パ
ー

ス
パ
ク
テ
ィ
ブ
を
持
っ
て
、
近
代
日
本
語
と
対
応

す
る
文
字
や
書
記
言
語
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
人
々
の
生
活
の
中
に
広
ま
り
、
意
識

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
近
代
日
本
語
に
お
け
る
識

字
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
お
ざ
っ

ぱ
に
一
世
紀
く
ら
い
の
変
遷
の
見
取
り
図
を
描
い

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
者
で
す
の
で
、
ま
ず
は

印
刷
言
語
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
活
版
印
刷
に
よ
る
新
聞
雑
誌
が

　
　
切
り
拓
い
た
方
向
性

近
代
日
本
語
に
お
け
る
識
字
の
土
台
と
な
っ
た

の
は
、
徳
川
幕
府
下
で
発
展
し
た
書
き
言
葉
の
文

化
で
す
。
手
紙
を
は
じ
め
と
す
る
手
書
き
文
字
に

よ
る
文
書
類
と
写
本
、
木
版
製
版
に
よ
る
印
刷
物

講 
演 
近
代
日
本
語
に
お
け
る
識
字
と
メ
デ
ィ
ア土

屋 

礼
子
（
早
稲
田
大
学
教
授
）
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が
都
市
を
中
心
に
多
数
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
木
版
製
版
は
日
本
の
江
戸
時
代
に

非
常
に
発
達
し
た
印
刷
方
法
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
本
や
有
名
な
浮
世
絵
、
戯
作
本

な
ど
は
全
部
そ
の
方
法
で
刷
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
活
版
印
刷
は
、
明
治
期
に
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、

違
い
ま
す
。
一
五
世
紀
末
に
、
活
版
印
刷
の
技
術
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
朝
鮮
半
島

を
通
じ
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
京
都
で
一
部
、
五ご

山ざ
ん

版ば
ん

と
い
っ
た
経
典

な
ど
が
活
版
で
印
刷
さ
れ
ま
す
が
、
あ
ま
り
長
く
は
続
か
な
い
で
終
わ
り
ま
す
。

い
っ
た
ん
終
わ
っ
た
後
、
幕
末
に
な
っ
て
新
た
に
西
洋
か
ら
輸
入
す
る
か
た
ち
で

広
ま
り
ま
す
。

な
ぜ
活
版
が
、
江
戸
時
代
に
新
し
い
技
術
な
の
に
広
が
ら
ず
、
木
版
製
版
が

ず
っ
と
続
い
た
の
か
も
、
メ
デ
ィ
ア
上
、
非
常
に
面
白
い
問
題
で
す
が
、
今
日
は

そ
こ
に
深
入
り
し
て
い
る
時
間
は
な
い
の
で
端
折
り
ま
す
。

そ
の
木
版
製
版
を
基
に
し
て
、
書
き
言
葉
が
印
刷
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
印
刷
さ

れ
た
書
き
言
葉
は
、
基
本
的
に
話
し
言
葉
と
分
裂
し
て
お
り
、
同
じ
言
葉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
話
し
た
よ
う
に
書
く
と
い
う
思
想
は
、「
言
文
一
致
」
と
呼
ば
れ
る
考

え
方
で
、
近
代
後
半
、
そ
れ
も
明
治
末
に
な
っ
て
か
ら
活
発
に
出
て
き
ま
す
。
江

戸
時
代
に
は
そ
う
い
っ
た
発
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
書
き
言
葉
と
話
し
言

葉
は
別
々
で
し
た
。
地
域
的
な
話
し
言
葉
の
差
異
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
す

が
、
書
き
言
葉
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
き
言
葉
は
お

役
所
の
言
葉
と
同
じ
で
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

今
日
の
小
林
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
戯
作
な
ど
に
記
さ
れ
た
話
し
言
葉
は
、

江
戸
や
京
・
大
阪
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
話
し
言
葉
で
、
俗
語
と
し
て
登

場
し
ま
す
が
、「
お
国
言
葉
」
は
通
常
は
記
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

識
字
は
、
江
戸
時
代
の
地
域
と
社
会
階
層
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
お
り

ま
し
た
。
一
般
的
に
、
日
本
は
江
戸
時
代
の
識
字
率
が
世
界
の
中
で
は
わ
り
と
高

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
一
部
を
と
る
と
結
構
高
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
江
戸
や
京
・
大
坂
と
い
っ
た
都
市
部

に
住
ん
で
い
る
支
配
階
級
で
あ
る
武
家
の
男
性
が
一
番
高
い
識
字
層
で
す
。
一
番

読
み
書
き
が
で
き
な
い
層
は
農
漁
村
部
で
、
し
か
も
女
性
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

そ
の
間
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
っ
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
の
現
実
で
す
。
基

本
的
に
は
読
み
書
き
は
、
武
家
、
商
家
、
僧
侶
の
男
性
以
外
に
ほ
と
ん
ど
必
要

と
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
寺
子
屋
が
発
達
し
て
い
て
読
み
書
き
を
習
う
人
が
い
た

と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
男
性
で
す
。
女
性
は
ほ
と
ん
ど
寺
子
屋
に
も

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
偏
っ
た
識
字
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
階

層
に
と
っ
て
は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
は
読
み
書
き
が
必
須
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
、
近
世
の
世
界
で
す
。

こ
う
し
た
近
世
の
識
字
状
況
を
変
革
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
の
が
、
幕
末
か

ら
明
治
初
期
に
か
け
て
導
入
さ
れ
た
活
版
印
刷
に
よ
る
新
聞
雑
誌
で
す
。
明
治
半

ば
ま
で
印
刷
物
の
多
く
を
占
め
て
い
た
の
は
木
版
製
版
で
し
た
が
、
幕
末
に
ま
ず
、

木
で
で
き
た
木
活
字
が
で
き
ま
す
。
最
初
、
新
聞
は
木
活
字
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

次
い
で
、
鉛
合
金
に
よ
る
活
字
印
刷
が
輸
入
技
術
と
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）
の
有
名
な
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
明

治
五
年
、
一
八
七
二
年
初
版
）
と
い
う
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
も
活
版
印
刷
で
刷
ら
れ

た
の
で
す
が
、
後
か
ら
は
木
版
製
版
で
た
く
さ
ん
刷
ら
れ
ま
す
。
明
治
初
期
は
活

版
技
術
と
両
方
あ
っ
た
時
代
で
す
。
明
治
半
ば
ま
で
は
、
木
版
で
刷
ら
れ
た
も
の

も
多
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
活
版
印
刷
が
ど
ん
ど
ん
導
入
さ
れ
て

い
く
過
程
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
活
版
印
刷
が
ど
う
い
っ
た
変
化
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
一
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つ
は
、
草
書
体
に
よ
る
候
文
か
ら
、
楷
書
体
に
よ
る
漢
文
訓
読
体
へ
の
移
行
を
促

進
し
た
こ
と
で
す
。
寺
子
屋
、「
手
習
い
塾
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
こ
へ
子
ど
も
が

行
く
と
、
最
初
に
手
習
い
を
す
る
の
は
、
今
の
よ
う
に
一
文
字
一
文
字
離
れ
た
楷

書
で
は
な
く
、
草
書
で
候
文
で
す
。
楷
書
は
後
か
ら
習
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
当
時

の
必
要
度
に
応
じ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
活
版
印
刷
は
一
字
一
字
バ
ラ

バ
ラ
で
す
か
ら
、
バ
ラ
バ
ラ
の
楷
書
の
ほ
う
が
基
本
な
の
で
す
。

ま
た
、
活
版
印
刷
は
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
分
離
を
進
行
さ
せ
ま
し
た
。
一

般
的
に
識
字
と
い
う
と
「
読
み
書
き
」
を
指
し
ま
す
が
、「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」

こ
と
は
別
の
能
力
で
す
。
も
ち
ろ
ん
つ
な
が
っ
て
は
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
読
め
る

か
ら
と
言
っ
て
書
け
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
こ
れ
は
識
字
調
査
を
す
る
と

必
ず
出
る
の
で
す
け
れ
ど
、
読
む
ほ
う
が
高
く
、
書
け
る
ほ
う
が
低
い
ん
で
す
。

パ
ー
セ
ン
ト
の
差
が
出
ま
す
。
留
学
生
も
、
今
は
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
る
の
で
読
め
る

し
書
け
る
の
で
す
が
、
ワ
ー
プ
ロ
が
な
い
と
書
け
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
分
離
が
進
行
す
る
と
、
活
字
印
刷
さ
れ
て
い
る
場
合
は
読
め
る

が
、
自
分
で
難
し
い
字
は
書
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

他
方
、
草
書
体
を
読
め
る
者
は
、
書
け
る
者
と
一
致
す
る
割
合
が
高
く
な
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
中
で
書
を
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
草
書

体
を
崩
し
た
も
の
は
、
こ
れ
を
こ
う
や
っ
て
書
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

な
い
と
な
か
な
か
読
み
に
く
い
。
つ
ま
り
書
け
る
こ
と
と
読
め
る
こ
と
が
、
非
常

に
近
接
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
楷
書
体
の
活
字
を
読
め

る
者
は
、
必
ず
し
も
書
け
な
い
と
い
う
幅
が
広
が
っ
て
き
ま
す
。

同
時
に
、
書
き
手
に
よ
る
文
字
の
特
徴
が
残
る
木
版
製
版
と
異
な
り
、
活
版
印

刷
の
文
字
は
書
き
手
の
個
性
を
抹
消
し
、
発
信
者
と
し
て
平
等
な
地
平
に
立
た
せ

る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
木
版
の
場
合
も
書
き
手
の
文
字
の
特

徴
が
あ
る
程
度
残
り
ま
す
が
、
活
版
は
完
全
に
標
準
化
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
を
男
が
書
い
た
か
女
が
書
い
た
か
、
文
字
の
上
手
な
人
だ
っ
た
の
か
と
い
っ
た

こ
と
は
全
然
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
誰
が
書
い
た
か
、
わ
か
ら
な
い
状
況
に
な
り
ま
す
。

話
し
言
葉
の
場
合
、
話
し
手
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
活
版
印
刷
の
場
合
、
そ
の
人
が
年
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
女
性
な
の

か
、
偉
そ
う
な
人
な
の
か
、
太
っ
た
人
な
の
か
、
全
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

い
っ
た
自
由
さ
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
一
方
で
、
さ
き
ほ
ど
の
齋
藤
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
古
典

や
手
本
に
よ
る
定
型
句
か
ら
特
に
漢
字
を
開
放
し
ま
し
た
。
漢
字
は
古
典
の
中
に

入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
こ
れ
ま

で
の
古
典
の
定
型
句
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
、
活
版
で
は
自
由
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
個
々
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な
意
味
を
表
現
す
る
自
在
さ
を
生
み

出
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
活
版
印
刷
と
い
う
技
術
が
単
独
で
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
活
版
印
刷
が
す
べ
て
を
変
え
た
と
い
っ
た
技
術
決
定
論
、
つ
ま
り
パ

ソ
コ
ン
で
す
べ
て
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
技
術
決
定
論
が
好
き
な

方
は
わ
り
と
多
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
と
そ
の
使
い

方
、
使
う
考
え
方
が
一
緒
に
な
っ
て
変
革
が
起
こ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
明

治
初
期
も
、
新
聞
雑
誌
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
と
情
報
を
多
数
の
人
に
伝
播
す
る
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
の
シ
ス
テ
ム
が
、
文
明
開
化
と
い
う
国
家
の
下
で
の
啓
蒙
思
想
と
と

も
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
大
き
な
変
化
が
起
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
明

示
し
た
の
が
、
あ
ま
り
新
聞
史
で
も
注
目
さ
れ
な
い
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の

新
聞
紙
条
例
で
す
。
こ
の
後
の
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
新
聞
紙
条
例
は
、
筆
禍

事
件
を
た
く
さ
ん
起
こ
す
の
で
大
変
有
名
で
す
が
、
明
治
四
年
の
新
聞
紙
条
例
は
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有
効
期
間
が
短
か
っ
た
の
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
読
ん
で
み
る
と
面
白

い
ん
で
す
。
そ
の
最
初
は
次
の
二
条
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

一
、
新
聞
紙
ハ
知
識
ヲ
啓
開
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ベ
シ

つ
ま
り
、
新
聞
は
知
識
を
皆
さ
ん
に
広
げ
、
啓
蒙
す
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

一
、
人
ノ
知
識
ヲ
啓
開
ス
ル
ハ
、
頑
固
偏へ
ん

隘あ
い

ノ
心
ヲ
破
リ
文
明
開
化
ノ
域
ニ
導

カ
ン
ト
ス
ル
也
。
故
ニ
内
外
ヲ
問
ハ
ズ
所
有
ノ
事
実
ヲ
記
シ
、
博
ヲ
約
ニ
シ
遠
ヲ

近
フ
シ
、
以
テ
観
者
ノ
聞
見
ヲ
広
メ
国
家
為
治
ノ
万
一
ニ
裨
益
ア
ラ
ン
ヲ
要
ス
。

簡
単
に
言
う
と
、
新
聞
は
、
人
々
が
知
識
を
啓
い
て
頑
固
で
狭
い
心
を
破
り
、

文
明
開
化
の
域
に
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゆ
え
に
国
の

内
外
を
問
わ
ず
起
こ
っ
た
事
実
を
記
し
て
、
そ
れ
か
ら
あ
ま
ね
く
森
羅
万
象
を
短

く
縮
め
、
遠
く
に
あ
る
も
の
を
近
く
に
し
、
見
る
者
の
見
聞
を
広
め
て
国
家
統
治

の
た
め
に
利
益
を
与
え
る

こ
と
を
要
す
る
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
が
文
明
開
化
の
メ

デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
宣

言
し
た
も
の
で
す
ね
。
こ

の
条
例
に
は
も
っ
と
た
く

さ
ん
の
箇
条
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
で
も
う
一
つ

面
白
い
条
例
が
あ
り
ま

す
。一

、
文
ハ
極
メ
テ
平
易

ナ
ル
ヲ
主
ト
ス
、
奇
字
僻
文
ヲ
用
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。

つ
ま
り
、
新
聞
の
文
章
は
や
さ
し
く
書
き
な
さ
い
。「
奇
字
僻
文
」、
つ
ま
り
変

わ
っ
た
文
字
と
か
わ
か
り
に
く
い
文
章
は
用
い
な
い
ほ
う
が
い
い
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
翌
年
、
明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
発
布
さ
れ
る
学
制
と
と
も
に
、

易
し
い
文
章
で
多
く
の
人
々
に
知
識
を
与
え
て
教
育
す
る
機
関
と
し
て
新
聞
を

と
ら
え
て
奨
励
す
る
方
策
を
と
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
目
的
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
文
字
を
読
め
な
い
文
盲
（
当
時
は
「
無
筆
」
と
言
い
ま
し
た
）
を
な
く

し
て
全
国
を
統
一
し
、
文
明
開
化
を
推
進
す
る
と
い
う
の
が
、
明
治
政
府
の
宣
言

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
で
、
平
易
な
文
章
に
よ
る
新
聞
の
実
現

は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
．
小
新
聞
の
ふ
り
が
な
が
持
つ
意
味

小
新
聞
は
「
こ
し
ん
ぶ
ん
」
と
読
む
明
治
初
期
の
用
語
で
す
。
最
初
の
活
版
印

刷
に
よ
る
日
刊
紙
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
が
明
治
三（
一
八
七
〇
）
年
に
創
刊
さ
れ
ま

す
。
現
在
の
毎
日
新
聞
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
横
浜
に
観
光
へ
行
く
と
、
倉
庫

街
の
手
前
に
「
日
刊
紙
発
祥
の
碑
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
横
浜
毎
日
新
聞
社
が

あ
っ
た
場
所
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
奈
川
県
令
（
現
在
の
県
知
事
に

あ
た
る
）の
支
援
を
得
て
、
発
刊
さ
れ
た
最
初
の
日
刊
新
聞
で
す
。
東
京
で
も
『
東

京
日
日
新
聞
』『
日
新
真
事
誌
』
が
明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
和
紙
で
は
な
く
洋
紙
で
、
し
か
も
活
版
印
刷
で
、
体
裁
と
し
て
は
西

洋
の
新
聞
と
同
じ
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
文
章
が
難
し
か
っ
た
。
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
体
で
、
と
て
も
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「
平
易
」
と
は
言
い
難
い
も
の
で
し
た
。
さ
き
ほ
ど
田
中
先
生
が
『
明
六
雑
誌
』（
明

治
七
六
、一
八
七
三
年
創
刊
）
が
含
有
す
る
漢
字
の
割
合
を
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ

れ
く
ら
い
多
く
の
漢
字
が
あ
る
わ
け
で
す
。
今
の
大
学
生
に
は
難
し
く
て
読
め
な

い
く
ら
い
で
す
。
ふ
り
が
な
も
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
知
識
人
で
な
い
と
な
か
な
か
読
め
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
全
部
仮
名
文
字
で
書
い
た
新
聞
を
出
し
た
ら
読
み
や
す
い

じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
こ
と
で
、
前
島
密
（
一
八
三
五
〜
一
九
一
九
）
た
ち
が
、
平

仮
名
で
書
い
た
新
聞
を
試
み
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
創
刊
さ
れ

た
『
ま
い
に
ち
ひ
ら
が
な
し
ん
ぶ
ん
し
』
で
す
。
平
仮
名
で
ず
ら
ず
ら
と
書
く
と
か

え
っ
て
読
み
に
く
い
の
で
、
単
語
ご
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
置
い
た
、
分
か
ち
書
き
を

し
て
あ
り
ま
す
。「
わ
が 

く
に 

の
…
…
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
間
を
あ
け
て
い
る

の
で
す
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
後
は
タ
ダ
で
配
る
よ
う
に
も
し
た

の
で
す
が
、
ち
っ
と
も
売
れ
な
い
し
、
読
ん
で
も
く
れ
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

問
題
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
一
つ
は
、
漢
字
を
捨
て
て
も
漢
語
が
排
除
し
き
れ

な
い
と
い
う
日
本
語
の
語
彙
と
文
体
の
問
題
で
す
。
あ
る
程
度
知
識
の
あ
る
こ
と

を
言
お
う
と
思
う
と
、
漢
語
を
な
か
な
か
排
除
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
今
日
は
天

気
が
い
い
の
「
天
気
」
も
、
一
応
漢
語
で
す
。「
て
ん
き
」
と
書
い
て
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
な
い
で
す
が
、「
こ
の
度
鉄
道
が
敷
か
れ
た
」
と
か
を
和
語
に
直
し
て
表
現

し
て
、
そ
れ
を
読
者
が
読
ん
で
く
れ
る
か
。
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
う
い
っ
た
問

題
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
漢
字
こ
そ
男
が
学
ぶ
正
当
な
本
字
で
あ
り
、
仮
名
は
本
字
を
崩

し
た
女
子
ど
も
用
の
文
字
で
あ
る
と
い
う
、「
漢
字
権
威
主
義
」
と
私
は
呼
ん
で

い
ま
す
が
、
漢
字
の
ほ
う
が
偉
い
ん
だ
、
漢
字
を
読
み
書
き
す
る
ほ
う
が
賢
い
ん

だ
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、「
平
仮
名
の
文
章
か
」
と

言
っ
て
、
普
通
の
立
身
出

世
を
夢
見
る
学
あ
る
男
性

た
ち
は
、
買
お
う
と
は
露

ほ
ど
も
思
わ
な
か
っ
た
ん

で
し
ょ
う
。
今
で
も
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
今
新
聞

の
発
行
部
数
は
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
い
ま
す
。
新
聞
を

読
む
人
は
少
な
い
か
ら
、
ふ
り
が
な
つ
き
の
新
聞
を
だ
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
記

者
に
言
う
と
、「
と
ん
で
も
な
い
！
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
い
ま
す
ね
。
で
も
、
ふ

り
が
な
つ
き
だ
っ
た
ら
、
留
学
生
で
も
読
め
ま
す
。
海
外
で
日
本
語
を
学
習
し
て

い
る
人
た
ち
が
読
む
の
も
、
と
て
も
楽
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
記
者
た
ち
は

「
い
や
〜
そ
れ
は
」
と
言
っ
て
賛
同
し
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
恥
ず
か
し
い
み
た

い
な
部
分
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
根
底
に
は
漢
字
権
威
主
義
が
、
ど
こ
か
現

在
に
も
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

難
し
い
漢
字
は
読
め
な
い
が
、
仮
名
文
字
だ
け
で
は
だ
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
一
計
を
案
じ
た
人
が
い
ま
し
た
。
全
部
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
ふ
っ
て
し

ま
う
方
法
を
全
面
的
に
採
用
し
、
か
つ
、
そ
の
ふ
り
が
な
に
話
し
言
葉
を
取
り

入
れ
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
話
し
言
葉
は
、
当
時
「
俗
談
平
話
」
と
称
し
て
い

ま
し
た
。「
俗
談
」
は
俗
の
談
話
だ
し
、「
平
話
」
は
易
し
い
言
葉
と
い
う
こ
と
で

す
。
口
に
す
る
よ
う
な
易
し
い
言
葉
で
ふ
り
が
な
を
つ
け
、
漢
字
が
あ
る
文
章
で

も
読
ま
せ
る
文
体
を
用
い
て
発
行
さ
れ
た
の
が
、
現
在
ま
で
続
く
『
読
売
新
聞
』

で
す
。
別
に
読
売
新
聞
社
の
宣
伝
を
し
た
い
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
七
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（
一
八
七
四
）
年
一
一
月
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
非
常
に
売
れ
る
ん
で
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
一
万
部
。
当
時
の
新
聞
の

発
行
部
数
は
、
福ふ
く

地ち

桜お
う

痴ち

（
一
八
四
一
〜
一
九
〇
六
）
が
主
筆
を
務
め
る
権
威
あ
る

『
東
京
日
日
新
聞
』で
も
、
五
、〇
〇
〇
部
と
か
何
千
部
と
い
う
程
度
。
当
時
の
日
本

の
人
口
は
約
三
、五
〇
〇
万
人
で
す
。
今
の
人
口
か
ら
み
る
と
三
分
の
一
か
ら
四
分

の
一
程
度
で
す
が
、
そ
れ
で
も
五
、〇
〇
〇
部
と
い
う
の
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。

そ
れ
ぐ
ら
い
の
ミ
ニ
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
読
売
新
聞
』
は
、

平
仮
名
つ
き
で
出
し
た
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
一
万
部
を
超
え
た
。

こ
の
小
新
聞
に
特
徴
的
な
ふ
り
が
な
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

「
一を
と
と
い

昨
日
」。
こ
れ
は
「
い
っ
さ
く
じ
つ
」
と
い
う
の
が
本
来
の
字
音
の
仮
名
で
す

が
、
普
通
話
し
言
葉
で
「
一い
っ
さ
く
じ
つ

昨
日
、
お
会
い
し
ま
し
た
ね
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
よ

ね
。「
一お
と
と
い

昨
日
会
っ
た
よ
ね
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「
お
と
と
い
」
と
い
う
話
し
言

葉
を
そ
の
ま
ま
ふ
り
が
な
に
用
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
行
状
」
と
漢
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
お
こ
な
い
」
と
い
う
話
し
言

葉
を
そ
の
ま
ま
ふ
り
が
な
に
つ
け
ち
ゃ
う
。

も
っ
と
面
白
い
の
が
、「
会
計
」
に
つ
け
ら
れ
た「
か
ん
ぜ
う
」
と
い
う
ふ
り
が
な

で
す
。
つ
ま
り
「
お
か
ん
じ
ょ
う
」
で
す
。
今
で
は
難
し
い「
勘
定
」
の
字
を
書
き

ま
す
が
、「
会
計
」
と
い
う
字
に
「
か
ん
じ
ょ
う
」
と
つ
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
も
と
も

と
は
漢
語
で
す
が
、
話
し
言
葉
で
使
っ
て
い
る
音
を
そ
の
ま
ま
漢
字
に
つ
け
る
。

「
消た
よ
り息

」「
融や
り
く
り通

」「
無た

だ償
」「
愚か
ら
か
い弄

」「
浮あ
ぶ
な
い雲

」。

『
浮
雲
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
読
者
は
、
た
ぶ
ん
「
浮
雲
（
あ

ぶ
な
い
）」
と
い
う
意
味
を
思
い
浮
か
べ
て
読
ん
で
い
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、「
江せ
け
ん湖

」「
親み
よ
り族

」。
な
か
な
か
味
が
あ
る
ふ
り
が
な
で
す
よ
ね
。
こ

う
い
っ
た
ふ
り
が
な
は
、
読
み
書
き
が
で
き
な
い
人
々
で
も
口
に
し
て
い
る
俗
語

に
漢
字
を
引
き
当
て
た
訓
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
字
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
し

た
と
こ
ろ
が
、
小
新
聞
の
成
功
を
導
い
た
と
言
え
ま
す
。
仮
名
文
字
は
読
め
る
が

漢
字
の
読
み
に
困
難
を
感
じ
る
準
識
字
層
、
つ
ま
り
、
漢
字
も
平
仮
名
も
大
体
読

め
る
と
い
う
層
が
完
全
な
識
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
私
は
漢
字
は
ち
ょ
っ
と

…
…
だ
け
ど
平
仮
名
は
読
め
る
よ
」
と
い
う
層
を
「
準
識
字
層
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
の
準
識
字
層
に
対
し
、
漢
字
へ
の
志
向
を
排
除
せ
ず
に
ふ
り
が
な
と
い

う
は
し
ご
を
か
け
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
小
新
聞
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
ふ

り
が
な
の
ほ
う
が
主
体
と
な
っ
て
、
漢
字
は
従
で
す
。
た
と
え
ば
、「
苦
責
る
」
に

「
い
じ
め
る
」
と
ふ
り
が
な
が
ふ
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
ふ
り
が
な
が
な
い
と
読
め
ま

せ
ん
。
ま
た
「
有
益
こ
と
」
に
は
、「
た
め
に
な
る
こ
と
」
と
ふ
り
が
な
が
ふ
っ
て

あ
り
、
意
味
が
わ
か
り
ま
す
。
な
か
な
か
遊
ん
で
る
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ

う
い
っ
た
ふ
り
が
な
な
し
で
は
読
め
な
い
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
ふ
り
が
な
の
つ
い

た
文
章
の
ほ
う
が
本
体
で
、
そ
こ
に
漢
字
が
ふ
っ
て
あ
る
の
を
「
ふ
り
漢
字
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
古
典
や
古
語
に
よ
る
和
訓
や
字
音
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、

新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
庶
民
の
た
め
の
訓
の
試
み
で
し
た
。

実
際
、
こ
の
小
新
聞
を
街
頭
で
読
み
あ
げ
て
新
聞
を
売
る
呼
び
売
り
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。「
こ
れ
今
日
は
〜
」
と
い
っ
た
感
じ
で
、
広
場
や
街
角
な
ど
で
読
ん

で
、「
そ
れ
一
枚
ち
ょ
う
だ
い
」
と
売
り
買
い
し
て
い
ま
し
た
。「
呼
び
売
り
」
と

言
っ
て
、
こ
の
販
売
方
法
を
ほ
と
ん
ど
の
小
新
聞
は
採
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
数
年
で
禁
止
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
、
今
で
言

う
「
不
倫
」
な
ど
の
記
事
が
出
た
と
す
る
と
、
そ
の
当
事
者
の
家
の
前
に
い
っ
て
、

「
こ
れ
今
日
は
○
○
さ
ん
の
…
…
」
と
読
み
あ
げ
ら
れ
る
と
、
周
辺
の
人
達
は
た
い

へ
ん
困
惑
し
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
で
当
事
者
が
ス
ッ
と
家
か
ら
出
て
き
て
、「
そ
れ
全

部
買
う
か
ら
や
め
て
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
半
分
押
し
売
り
み
た
い
な
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部
分
が
出
て
き
て
止
め
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
数
年
間
は
小
新
聞
の
呼
び
売

り
が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
販
売
方
法
と
も
つ
な
が
っ
て
い
て
、
小
新
聞
の
ふ
り
が
な
は
、
結

果
と
し
て
漢
字
を
大
衆
化
す
る
方
向
へ
加
勢
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
漢
字
が
読
め

な
い
が
、
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
あ
る
か
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

漢
字
が
使
え
る
前
段
階
に
な
る
ん
で
す
。
や
が
て
呼
び
売
り
が
姿
を
消
し
、
オ
ー

ラ
ル
な
表
現
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ
、
俗
語
に
よ
る
自
由
な
読
み
を
失
っ
て
、
振

り
仮
名
が
規
範
化
す
る
と
、
そ
れ
は
漢
字
の
オ
ト
を
添
え
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ

な
く
な
り
、
難
し
い
漢
字
を
は
び
こ
ら
せ
庶
民
の
目
を
く
ら
ま
す
魔
術
に
転
化
す

る
土
壌
を
も
生
み
出
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
ふ
り
が
な
は
さ
き
ほ
ど
の
ふ

り
が
な
の
よ
う
な
自
由
さ
を
失
っ
て
、
こ
の
漢
字
に
は
こ
の
ふ
り
が
な
、
こ
れ
と

こ
れ
が
一
対
一
と
い
っ
た
標
準
化
が
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
単
に
漢

字
が
記
号
と
し
て
、「
こ
れ
は
こ
う
読
む
ん
だ
」
と
い
う
規
則
が
定
ま
り
、
表
現
さ

れ
る
だ
け
の
手
段
に
な
っ
て
、
話
し
言
葉
と
あ
ま
り
関
係
が
な
く
な
っ
て
い
き
、

漢
字
を
「
受
け
入
さ
せ
る
」
手
段
に
転
化
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
漢
字
を

繁
栄
さ
せ
て
い
く
。「
わ
か
ら
な
い
け
ど
読
め
る
」
と
い
う
漢
字
の
需
要
層
を
膨
大

に
作
り
出
し
て
い
く
ん
で
す
。
そ
の
典
型
例
が
、
帝
国
文
語
の
下
で
の
漢
字
権
威

主
義
と
言
文
一
致
で
す
。

三
．
帝
国
文
語
の
下
で
の
漢
字
権
威
主
義
と
言
文
一
致

明
治
政
府
に
よ
る
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
語
の
頂
点
は
、
明
治
二
二

（
一
八
八
九
）
年
発
布
の
大
日
本
帝
国
憲
法
と
、
翌
年
明
治
二
三（
一
八
九
〇
）
年

の
教
育
勅
語
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
幕
末
ま
で
一
部
知
識
人
が
弄
ぶ
に
す
ぎ
な

か
っ
た
漢
文
訓
読
体
と
区
別
し
て
、
明
治
政
府
が
作
り
上
げ
た
文
語
を
、
私
は

「
帝
国
文
語
」
と
呼
び
区
別
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
帝
国
文
語
は
難
解
な
文
章
で

あ
り
、
明
治
の
知
識
人
、
福
地
桜
痴
は
こ
の
新
文
体
を
「
鵺ぬ
え
ぶ
ん文
」
と
称
し
ま
し
た
。

福
地
は
、「
全
文
ノ
結
構
ハ
英
。
使
用
ノ
字
ハ
漢
。
而
シ
テ
接
続
ノ
文
法
ハ
日
本
ナ

レ
バ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
和
漢
洋
ノ
鵺
文
ナ
リ
」、
つ
ま
り
文
章
の
組
み
立
て
は
英
語
、

使
う
語
は
漢
語
、
つ
な
げ
て
い
る
文
法
は
日
本
語
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

福
地
桜
痴
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
論
説
を
ず
っ
と
書
い
て
き
て
、
知
識
人
の

リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
人
で
す
が
、
こ
の
「
鵺
文
」
を
作
り
出
し
て
き
た
張
本
人
の
一
人

で
あ
り
、
実
際
に
こ
う
言
っ
て
反
省
し
て
い
る
ん
で
す
。

新
聞
は
こ
の
「
鵺
文
」
を
ふ
り
が
な
つ
き
で
広
め
、
全
国
民
に
読
ま
せ
る
よ
う
普

及
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
頃
か

ら
大
新
聞
と
小
新
聞
が
双
方
の
特
徴
を
取
り
入
れ
、
中
新
聞
化
が
進
行
す
る
と
と

も
に
、
新
聞
の
言
語
も
、
大
新
聞
の
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
体
を
基
本
と
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
是
よ
り
以
後
他
国
民
に
損
害
を
加
ふ
る
の
行

為
続
々
生
ぜ
ば
由
々
し
き
大
問
題
と
な
る
べ
き
や
論
な
し
」
と
い
っ
た
文
語
体
が
、

明
治
半
ば
く
ら
い
か
ら
大
正
初
め
く
ら
い
ま
で
の
論
説
や
外
電
な
ど
を
中
心
に
す

え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
〜
で
あ
る
」「
〜
な
の
だ
」
と
い
う
や
や
口
語
に
近
い

文
体
が
、
随
筆
や
娯
楽
的
な
記
事
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
両
方
の
文
体
に
全

部
、
ふ
り
が
な
を
振
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
定
着
す
る
ん
で
す
。
今
の
新
聞
に
は

ふ
り
が
な
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
初
期
ま
で
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
新
聞
に
は
ふ
り

が
な
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
新
聞
に
と
っ
て
も
非
常
に
プ
ラ
ス
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
新
聞
の
文
体
は
、
立
身
出
世
を
夢
見
る
青
年
層
を
中
心

に
、
漢
字
権
威
主
義
を
強
化
す
る
方
向
へ
働
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
す
る
反
動
が
、
日
清
戦
争
以
降
に
推
進
さ
れ
た
言
文
一
致
運
動
で
す
。
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言
文
一
致
運
動
は
、
東
京
山
の
手
言
葉
を
基
に
し
た
標
準
語
政
策
と
方
言
撲
滅
運

動
と
並
行
し
て
、
日
本
語
を
国
語
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
が
、

新
聞
は
こ
こ
で
言
文
一
致
運
動
に
添
う
方
向
に
舵
を
と
り
ま
す
。
口
語
体
を
全
記

事
へ
と
拡
大
し
、
使
用
す
る
漢
字
を
制
限
す
る
改
革
を
進
め
ま
す
。
明
治
後
半
の

新
聞
に
比
べ
て
、
大
正
末
の
新
聞
記
事
の
漢
字
の
数
や
種
類
、
あ
る
い
は
難
し
さ

は
減
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
文
章
を
読
ん
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
は

ま
た
、
新
聞
自
身
の
事
業
の
合
理
化
と
拡
大
と
い
う
利
益
に
か
な
う
も
の
で
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
新
聞
記
事
を
読
み
や
す
く
す
る
の
は
、
読
者
層
を
拡
大
す
る
こ
と
に

他
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

就
学
率
が
男
女
と
も
に
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
一
九
二
〇
年
代
に
、『
大

阪
朝
日
』
と
『
大
阪
毎
日
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
万
部
を
超
え
る
発
行
部
数
を
上
げ
る

に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
部
数
拡
大
に
、
言
文
一
致
運
動
に
即
し
た
文
章
改

革
と
ふ
り
が
な
が
寄
与
し
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
に
新
聞
雑
誌

は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
直
ち
に
マ
ス
・
リ
テ
ラ

シ
ー
の
時
代
の
到
来
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
都
市
部
で
の
新
聞
購
読
率
は
各
種
の
調

査
か
ら
七
割
以
上
に
達
し
て
い

た
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
農
村
部

で
は
五
割
以
下
だ
っ
た
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
新

聞
の
普
及
率
は
全
体
的
に
六
割

程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。

四
．
放
送
メ
デ
ィ
ア
と
ふ
り
が
な
の
廃
止

新
聞
中
心
に
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
、
一
九
三
〇

年
前
後
に
メ
デ
ィ
ア
と
日
本
語
の
関
係
は
変
化
し
ま
す
。
ま
ず
、
大
正
一
四

（
一
九
二
五
）
年
に
東
京
放
送
局
が
開
局
し
ラ
ジ
オ
放
送
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、

ト
ー
キ
ー
映
画
が
製
作
・
上
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
音
声
の
メ
デ
ィ
ア
が
一
般

的
な
広
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。
映
画
や
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
、
標
準
語
の
音
声
を
聞

く
こ
と
は
、
標
準
語
以
外
を
話
す
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
影
響
を
与
え
る
体
験

で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
教
室
の
な
か
で
教
師
に
よ
っ
て
主
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
標

準
語
の
音
声
が
、
電
波
に
よ
っ
て
よ
り
生
き
生
き
し
た
か
た
ち
で
聞
く
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
標
準
語
の
広
が
り
を
格
段
に
促
進
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
昭
和
一
三（
一
九
三
八
）
年
に
山
本
有
三（
一
八
八
七
〜

一
九
七
四
）
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
聞
雑
誌
に
お
け

る
ふ
り
が
な
の
廃
止
で
す
。
漢
字
制
限
を
促
進
し
、
国
語
を
浄
化
し
て
文
明
国
に

ふ
さ
わ
し
い
文
章
に
す
る
と
い
う
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、

日
中
戦
争
開
始
後
の
戦
時
体
制
下
で
の
合
理
化
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。
一

方
で
、
ラ
ジ
オ
の
普
及
に
よ
り
、
漢
字
の
読
め
な
い
準
識
字
層
が
新
聞
で
は
な
く

ラ
ジ
オ
か
ら
情
報
を
得
る
状
況
が
生
じ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

少
な
く
と
も
ラ
ジ
オ
で
聞
い
て
も
わ
か
る
よ
う
な
文
章
が
、
情
報
伝
達
に
は
望
ま

し
か
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
昭
和
二
八
（
一
九
四
八
）
年
に
占
領
軍
の
指
導
の
下
で
実
施

さ
れ
た
「
日
本
人
の
読
み
書
き
能
力
調
査
」
で
は
、
新
聞
の
語
彙
を
理
解
し
、
簡

単
な
新
聞
の
文
章
が
読
め
る
か
ど
う
か
が
試
さ
れ
ま
し
た
。
今
皆
さ
ん
が
や
れ
ば
、

必
ず
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
合
格
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
く
ら
い
簡
単
な
調
査
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で
す
。
こ
の
中
で
、「
新
聞
を
ど
の
く
ら
い
読
む
か
」
も
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、「
新
聞
を
読
ま
な
い
」
人
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
少
し
読
む
」
が

二
三
パ
ー
セ
ン
ト
、「
読
む
」
と
答
え
た
人
が
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
た
。
こ
れ
は
、

さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
新
聞
購
読
率
が
六
割
程
度
だ
っ
た
と
い
う
推
定
と
大
体
合
致
し

ま
す
。
ま
た
、
新
聞
を
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
も
、
調
査
を
突
き
合
わ
せ
る
と
わ

か
り
ま
す
。
新
聞
を
全
く
理
解
で
き
な
い
と
い
う
人
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
、
半

分
以
下
し
か
理
解
で
き
な
い
人
は
二
割
、
三
分
の
二
程
度
し
か
理
解
で
き
な
い
人

が
約
二
割
、
ほ
ぼ
全
部
理
解
で
き
る
と
い
う
識
字
者
が
五
〜
六
割
で
し
た
。

こ
の
調
査
の
結
果
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
「
日
本
の
識
字
率
は
高
い
」
と
い

う
結
論
と
し
て
、
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

全
体
の
結
果
と
し
て
完
全
文
盲
、
つ
ま
り
一
文
字
も
読
め
な
い
人
は
一・
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
平
仮
名
は
読
め
る
け
ど
漢
字
は
読
め
な
い
不
完
全
文
盲
が
二
・一
パ
ー
セ
ン

ト
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と
の
九
〇
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
漢
字
が
読
め
る
と
い
う

こ
と
で
、
識
字
率
が
高
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
流
布
さ
れ
た
ん
で
す
。

実
は
、
ち
ゃ
ん
と
報
告
書
を
読
む
と
、
や
さ
し
い
問
題
で
す
か
ら
完
全
回
答
で

き
て
不
思
議
は
な
い
の
で
す
が
、
満
点
を
と
っ
た
の
は
全
体
の
六
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
し
か
い
な
い
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
九
割
の
人
は
満
点
は
と
れ
な
い
け
ど
、

読
め
る
と
い
う
「
不
完
全
識
字
」
な
ん
で
す
ね
。
な
の
で
「
識
字
の
神
話
」
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
日
本
の
識
字
は
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の
か
と
言
う
と
、

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
漢
字

に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ふ
り
が
な
を
廃
止
し
た
状
況
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
新
聞
の
普
及
率
は
下
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
に
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ
放
送

も
、
新
聞
読
者
を
減
ら
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
新
聞

の
普
及
率
は
上
昇
し
ま
す
。
都
市
部
だ
け
で
な
く
農
村

部
も
ほ
と
ん
ど
全
世
帯
が
新
聞
を
購
読
す
る
時
代
を

迎
え
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
そ
う

い
っ
た
時
代
が
は
っ
き
り
と
記
憶
に
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
一
九
六
〇
年
代
頃
に
、
被
差
別
部
落
な
ど
に
お
け
る
識
字
運
動
が
展
開
し
た

の
は
、
新
聞
の
普
及
と
マ
ス
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
成
立
状
況
を
反
面
か
ら
語
っ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
現
在
、
あ
る
い
は
将
来
の
日
本
の
識
字
を
考
え
る
時
は
、
新
聞
が

読
め
る
か
と
い
う
の
が
目
安
と
な
る
の
か
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち

は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


