
に
活
動
し
て
い
た
、
福
岡
の
玄
洋
社
で
す
。

　

自
由
民
権
運
動
を
経
て
、
平
岡
浩
太
郎
は
、
炭
鉱
事
業
で
得

た
巨
額
な
資
金
を
ふ
ん
だ
ん
に
投
じ
て
、
薩
長
藩は

ん

閥ば
つ

政
府
に
対

抗
す
る
た
め
に
、
板
垣
退
助
が
結
成
し
た
自
由
党
と
大
隈
重

信
が
設
立
し
た
進
歩
党
を
合
同
さ
せ
て
、
憲
政
党
を
結
党
し
、

隈わ
い
は
ん板

内
閣
を
組
織
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
最
初
の
政
党
内
閣

と
し
て
、
第
三
次
伊
藤
博
文
内
閣
を
倒
し
た
の
で
す
。

　

憲
政
党
の
結
成
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
を
目
的
と
し
て

土
佐
の
立
志
社
に
代
表
さ
れ
る
全
国
の
地
方
政
社
は
、
政
党
に

組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
間
も
な
く
憲
政
党
は
、
旧
自
由
党
系
の
憲
政
党
と
旧

＜

第
一
章＞

す
べ
て
は
国
民
を
守
る
た
め
に

　

〜
明
治
政
府
に
抗あ

ら
が

っ
た
人
々
①
〜

　
　

⃝

め
ざ
す
は
明
治
維
新
の
刷さ

っ
し
ん新

　

―
―
戦
後
保
守
政
治
の
政
治
的
指
南
番
―
―

　

今
日
、
学
校
の
授
業
で
は
、
自
由
民
権
運
動
が
日
本
の
民
主

主
義
の
ス
タ
ー
ト
の
よ
う
な
教
え
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

自
由
民
権
運
動
と
言
え
ば
、
板
垣
退
助
が
率
い
る
土
佐
の
立

志
社
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
双
璧
を
成
し
て
い
た

の
が
、
平
岡
浩
太
郎
を
は
じ
め
箱
田
六
輔
、
頭
山
満
ら
を
中
心

● 
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近
代
化
の
事
業
を
行
う
に
際
し
て
、
平
岡
は
決
っ
し
て
金
銭

に
屈
し
て
、
金
儲
け
に
奔ほ

ん

走そ
う

し
て
己
の
魂
ま
で
売
る
こ
と
を
断

じ
て
良
し
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
く
ま
で
も
地
元
福
岡
の

人
々
の
雇
用
を
土
台
と
し
て
考
え
、
玄
洋
社
の
憲
則
に
謳う

た

わ
れ

た「
人
民
の
権
利
を
固
守
」（
民
権
）を
実
行
す
る
た
め
の
経
済
活

動
を
志

こ
こ
ろ
ざし

て
い
た
の
で
す
。

　

古こ

島じ
ま

一か
ず

雄お

と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
吉
田
茂
の
政

治
指
南
番
と
言
わ
れ
た
人
で
す
。
そ
の
た
め
か
、
橋
本
龍
太
郎

元
首
相
が
首
相
時
代
に
、
そ
の
官
邸
に
古
島
の
額
が
掛
け
て
あ

り
ま
し
た
。

　

保
守
政
治
の
政
治
的
指
南
番
と
も
言
わ
れ
た
古
島
一
雄
は
、

地
元
福
岡
の
日
刊
紙『
九
州
日
報
』の
主
筆
で
し
た
。

　
『
九
州
日
報
』は
玄
洋
社
の
機
関
紙
的
な
新
聞
で
、
平
岡
浩
太

郎
の
資
本
に
よ
っ
て
、
九
州
最
大
の
部
数
を
誇
る
日
刊
紙
と
し

て
発
行
さ
れ
て
お
り
、
平
岡
自
身
が
古
島
を
引
っ
張
っ
て
き
て
、

『
九
州
日
報
』の
主
筆
に
さ
せ
ま
し
た
。
彼
は
玄
洋
社
の
社
員
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
玄
洋
社
の
人
々
か
ら
薫く

ん

陶と
う

を
受
け
て
、

彼
ら
と
近
し
い
周
辺
人
物
的
な
存
在
で
し
た
。

　

そ
の
古
島
が
、
戦
後
の
保
守
政
治
の
政
治
的
な
指
南
番
と
言

わ
れ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。

　

戦
後
政
治
の
流
れ
の
中
に
在
っ
て
古
島
は
、
玄
洋
社
の
精
神

を
伝
え
よ
う
と
努
め
て
き
た
の
で
す
。

　

―
―
独
自
の
論
説
で
読
者
を
獲
得
―
―

　
『
九
州
日
報
』は
、
現
在
の『
西
日
本
新
聞
』で
す
。

　

も
と
も
と
福
岡
に
は
、『
福ふ

く

陵り
ょ
う新

報
』と
い
う
頭
山
満
が
創
刊

し
た
玄
洋
社
系
の
新
聞
社
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
玄
洋
社

の
機
関
紙
的
な
役
割
を
果
す
新
聞
で
し
た
。
そ
れ
に
対
抗
す
る

よ
う
に
し
て
発
刊
さ
れ
た
の
が
、
自
由
党
系
の『
福
岡
日
日
新

聞
』と
い
う
新
聞
で
し
た
。

　
『
福
稜
新
報
』は
、
間
も
な
く
経
済
的
に
行
き
詰づ

ま
り
、
そ
れ

に
対
し
て
、
平
岡
浩
太
郎
が
資
本
を
提
供
し
て
廃
刊
の
危
機
を

救
い
ま
し
た
。『
福
稜
新
報
』は
、『
九
州
日
報
』と
改
題
し
て
、

大
東
亜
戦
争
中
ま
で
発
行
し
続
け
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
新
聞
は
、
お
互
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た
主
張

進
歩
党
系
の
憲
政
本
党
と
に
分
裂
し
、
憲
政
党
は
立
憲
政
友
会

に
合
流
し
、
憲
政
本
党
は
後
の
立
憲
民
政
党
へ
と
な
り
ま
す
。

　

自
由
民
権
運
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
た
、
全
国
の
地
方
政
社

が
次
々
と
政
党
に
組
み
込
ま
れ
て
行
く
中
、
唯
一
、
福
岡
を
拠

点
に
活
動
し
て
い
た
地
方
政
社
の
玄
洋
社
だ
け
は
、
そ
う
し
た

政
党
に
は
与く

み

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
岡
浩
太
郎
は
、
自
ら
の
努
力
で
成
立
に
漕こ

ぎ
着
け
た
、
日

本
最
初
の
政
党
内
閣
で
あ
る
隈
板
内
閣
を
組
閣
す
る
に
当
た
り
、

そ
の
激
し
い
猟

り
ょ
う

官か
ん

運
動
、
つ
ま
り
大
臣
の
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
を

す
る
議
員
た
ち
の
様
子
を
醜み

に
く

い
と
思
っ
て
、
心
の
底
か
ら
嫌
い
、

自
ら
は
一
切
の
閣
僚
ポ
ス
ト
を
拒
否
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
政
党
政
治
に
よ
る
以
外
に

藩
閥
政
府
を
倒
す
良
策
は
見
つ
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
時
代
に

あ
っ
て
、
将
来
の
政
党
政
治
の
腐
敗
と
い
う
も
の
を
平
岡
は
こ

の
時
す
で
に
見
越
し
て
、
予
測
し
て
い
た
の
で
す
。

　

玄
洋
社
の
産
み
の
親
と
言
わ
れ
て
い
る
、
人
参
畑
塾（
興
志

塾
）の
高た

か

場ば

乱お
さ
む先

生
が
、「
国こ

く
か
い会

、
国こ

く
か
い会

何
に
こ
っ
か
い
と
な
ら

ん
ご
と
せ
な
い
か
ん
」と
、
博
多
弁
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
国
会
、

国
会
と
何
を
言
っ
て
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け

な
い
よ
」と
い
う
意
味
で
す
。「
こ
く
」と
は
博
多
弁
で「
言
う
」と

い
う
意
味
で
す
。

　

今
で
は
、
右
翼
の
源
流
だ
と
巷ち

ま
た

で
言
わ
れ
て
い
る
玄
洋
社
の

設
立
の
原
点
は
、
自
由
民
権
運
動
の
ス
タ
ー
ト
と
共
に
始
ま
っ

て
い
た
の
で
す
。
世
界
で
も
民
族
運
動
が
、
近
代
的
な
民
権
思

想
と
融
合
し
た
と
い
う
事
実
は
、
あ
ま
り
例
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
玄
洋
社
が
偏へ

ん

固こ

で
偏へ

ん

狭き
ょ
うな

民
族
主
義
運
動
で

は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

　

平
岡
浩
太
郎
は
、
地
元
の
北
九
州
の
開
発
に
も
重
点
を
置
き
、

地
元
の
福
岡
に
殖
産
興
業
の
誘
致
も
し
て
い
ま
す
。
そ
の
経
済

活
動
は
、
日
本
の
近
代
化
に
直
結
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、

日
本
を
近
代
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
近
代
的
な
兵
器
に
よ
っ

て
武
装
し
た
欧
米
の
侵
略
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
尊
皇
」「
愛
国
」「
民
権
」と
い
う
精
神
を
子
孫
の
子
孫
に
伝
え

て
、
断
じ
て
そ
れ
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
誓
い
を
立
て
た

玄
洋
社
の
憲
則
を
基
に
平
岡
は
、
近
代
化
を
推
進
し
て
行
く
の

で
す
。

玉響 No.312 ｜ 4647｜玉響 No.312



と
い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
、
当
時
、
政
財
界
の
黒
幕
と
言
わ

れ
て
い
た
、
玄
洋
社
の
杉
山
茂し

げ

丸ま
る

の
長
男
で
、
後
に『
ド
グ
ラ
・

マ
グ
ラ
』の
作
家
と
し
て
今
で
も
人
気
が
高
い
、
幻
想
小
説
家
と

し
て
も
著
名
な
、
夢ゆ

め

野の

久き
ゅ
う
さ
く作

で
す
。
他
に
も『
九
州
日
報
』に
は
、

孫
文
と
中
華
革
命
の
支
援
者
で
、『
三
十
三
年
の
夢
』の
著
者
と

し
て
有
名
な
宮
崎
滔と

う

天て
ん

や
、
政
治
家
と
し
て
著
名
な
中
野
正せ

い

剛ご
う

、

思
想
家
と
し
て
評
価
が
高
い
清
水
芳よ

し

太た

郎ろ
う

、
そ
し
て
前
述
し
た

古
島
一
雄
な
ど
が
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
平
岡
浩
太
郎
は
、
天
下
国
家
の
た
め
に
政
治
活

動
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
志
が
あ
っ
た
り
す
る
浪
人
た
ち
が
、

生
活
の
心
配
が
な
い
よ
う
に
と
、『
九
州
日
報
』の
特
派
員
や
記

者
と
し
て
雇
っ
て
、
生
活
の
保
障
を
し
た
上
で
、
自
由
に
記
事

を
書
か
せ
、
天
下
国
家
の
た
め
の
活
動
を
思
う
存
分
さ
せ
て
い

た
の
で
す
。
平
岡
は
、「
正
業
を
持
っ
て
天
下
国
家
に
当
れ
」と
、

常
に
後
輩
や
門
下
生
に
対
し
て
諭さ

と

し
、
彼
ら
が
自
由
に
活
動
し

な
が
ら
、
働
け
る
職
場
を
提
供
し
続
け
、
人
材
を
育
成
し
ま
し
た
。

　

平
岡
は
、
辛し

ん

亥が
い

革
命
を
支
援
す
る
た
め
に
、『
九
州
日
報
』の

記
者
を
特
派
員
と
し
て
大
陸
に
派
遣
し
て
、
活
動
報
告
も
さ
せ

て
い
ま
す
。
言
論
人
と
し
て
も
一
流
の
人
が
、
玄
洋
社
に
は
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
右
翼
や
保
守
と
言
わ
れ
て
い
る
団
体
の
中
で
、
日
刊

紙
ま
で
持
っ
て
活
動
す
る
組
織
は
、
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。

『
九
州
日
報
』の
流
れ
は
、
今
で
も『
西
日
本
新
聞
』と
し
て
続
い

て
い
ま
す
。

　

平
岡
浩
太
郎
は
、
炭
鉱
事
業
の
成
功
で
得
た
豊
富
な
資
金
を
、

こ
う
し
た
言
論
活
動
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
確
に
、
玄
洋
社
の
主
義
主
張
を『
九

州
日
報
』で
論
陣
を
張
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

だ
か
ら
玄
洋
社
に
は
、
国
民
の
支
持
が
あ
り
ま
し
た
。
玄
洋

社
に
は
、
政
治
的
な
力
も
あ
り
ま
し
た
し
、
自
分
た
ち
で
築
い

た
経
済
的
な
基
盤
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
玄
洋
社
は
、
政
府
や
財
閥
、
軍
閥
な
ど
か
ら
資

金
を
貰も

ら

っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
独
立
し
た
行
動
が
で
き
ま
し
た
。

自
分
た
ち
が
訴
え
た
い
精
神
を
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
や
は
り
そ
れ
は
極
め
て
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

私
自
身
の
場
合
も
、
提

ち
ょ
う

灯ち
ん

記
事
を
求
め
る
ス
ポ
ン
サ
ー
や
紐ひ

も

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
主
張
を
支
持
す
る
人
々
が
、

そ
れ
ぞ
れ
支
持
す
る
論
陣
を
張
る
新
聞
を
購
入
し
て
、
そ
の
販

売
部
数
の
競
争
を
し
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
玄
洋
社
を
支
持
す

る
人
々
は『
九
州
日
報
』を
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
自
由
党
的
な
主

張
を
好
む
人
々
は『
福
岡
日
日
新
聞
』を
購
読
し
た
の
で
す
。

　

今
日
の
新
聞
は
ど
ん
な
新
聞
を
読
ん
で
も
、
だ
い
た
い
同
じ

よ
う
な
論
調
で
、
し
か
も
ヤ
ク
ザ
者
み
た
い
な
新
聞
勧
誘
員
が

玄
関
先
に
や
っ
て
来
て
、
そ
の
家
人
が
恐
怖
心
か
ら
止や

む
を
得

ず
に
、
新
聞
を
購
読
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込

ま
れ
た
結
果
、
別
に
読
み
た
く
も
な
い
新
聞
社
が
発
行
す
る
新

聞
を
と
る
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
昔
は
、
ど
の

論
調
を
自
分
が
好
む
か
、
あ
る
い
は
支
持
す
る
の
か
に
よ
っ
て

新
聞
が
読
ま
れ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
が
、
戦
時
下
の
大た

い

政せ
い

翼よ
く

賛さ
ん

体
制
の
下
、
昭
和
十
七

（
一
九
四
二
）年
八
月
十
日
、
戦
争
遂
行
の
言
論
統
制
の
た
め
に

新
聞
は
ブ
ロ
ッ
ク
化
さ
れ
、
一
つ
の
県
に
一
つ
の
県
紙
し
か
置

い
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
、「
一
県
一
紙
」と
い
う
政
府
の
方
針

に
よ
っ
て
、『
九
州
日
報
』は『
福
岡
日
日
新
聞
』と
合
同
、『
西
日

本
新
聞
』と
な
り
ま
し
た
。
翌
年
四
月
十
七
日
、
九
州
日
報
社
と

福
岡
日
日
新
聞
合
資
会
社
が
合
併
、
福
岡
日
日
側
が
存
続
法
人

と
な
っ
て『
株
式
会
社
西
日
本
新
聞
社
』が
発
足
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、『
九
州
日
報
』の
名
称
が
消
え
、
実
に
五
十
五
年
間
、

玄
洋
社
の
機
関
紙
的
な
新
聞
と
し
て
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ

て
日
刊
紙
を
発
行
し
続
け
て
い
た『
九
州
日
報
』の
幕
は
こ
こ
に

閉
じ
ま
し
た
。

　

平
岡
浩
太
郎
が
、『
九
州
日
報
』の
主
筆
兼
社
長
と
し
て
招
い

た
人
に
、
福ふ

く

本も
と

日に
ち

南な
ん

と
い
う
玄
洋
社
の
論
客
が
い
ま
し
た
。

　

彼
は
赤
穂
浪
士
の
顕
彰
で
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
、『
元
禄
快

挙
録
』を
同
紙
で
連
載
、
後
に
こ
れ
を
単
行
本
と
し
て
上

じ
ょ
う

梓し

し
ま

し
た
。
同
書
は
、
赤
穂
浪
士
の
事
蹟
を
詳
述
し
た
名
著
で
あ
り
、

今
日
で
は
岩
波
文
庫
に
な
っ
て
い
ま
す
。
赤
穂
浪
士
の
映
画
や

ド
ラ
マ
、
演
劇
な
ど
の
原
作
の
ほ
と
ん
ど
が
、『
元
禄
快
挙
録
』

に
依よ

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
平
岡
は
、『
九
州
日
報
』に
一
流
の
言
論
人
を
集

め
ま
し
た
。

　
『
九
州
日
報
』の
記
者
と
し
て
活
躍
し
た
一
人
に
、
杉
山
泰や

す

道み
ち
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そ
こ
で
新
政
府
は
、
徳
川
幕
府
で
さ
え
も
天
皇
陛
下
と
外
国

人
を
会
わ
せ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
の
水
兵
ぐ
ら

い
の
者
で
も
、
平
気
で
天
皇
陛
下
と
会
わ
せ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
欧
米
列
強
諸
国
に
対
す
る
恐
怖
心
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

彼
ら
は
、
欧
米
列
強
諸
国
に
対
す
る
著

い
ち
じ
るし

い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
恐
怖
感
か
ら
近
代
化
を
急
ぎ
ま
す
。

　

薩
摩
出
身
の
初
代
文
部
大
臣
森
有あ

り

礼の
り

は
、「
日
本
語
を
や
め
て

す
べ
て
英
語
に
せ
よ
」と
か「
日
本
人
は
欧
米
人
と
混
血
す
べ
き

だ
」と
か
主
張
を
し
ま
す
。
ま
さ
に
、「
幽
霊
の
如
き
は
森
有
礼
」

だ
、
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
る
所ゆ

え
ん以

が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て

森
有
礼
は
、
愛
国
者
の
西
野
文ぶ

ん

太た

郎ろ
う

に
、
短
刀
で
脇
腹
を
刺
さ

れ
て
、
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
斬ざ

ん

奸か
ん

状じ
ょ
うに

は
、「
天
皇
を
頂
く

我
が
国
の
基
礎
を
破
壊
し
、
我
が
国
を
亡
滅
に
陥

お
と
し
いれ

よ
う
と
し

た
」な
ど
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
二
十
二（
一
八
八
九
）

年
二
月
十
一
日
の
こ
と
で
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
ま
で
主
張
し
て
、
日
本
が
欧
米
化
す
る
こ
と
が

近
代
化
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
欧
化
主
義
的
な
勢
力
が
権
力
者

と
し
て
日
本
を
統
治
し
、
動
か
し
始
め
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
新
政
府
に
対
し
て
、
民
族
と
し
て
の
抵
抗
が
生
ま

れ
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
存
在
が
、
玄
洋
社
だ
っ
た
の
で
す
。

　

急
速
に
欧
米
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
本
来
の
近
代
化
で
は
な

い
と
彼
ら
は
主
張
し
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
欧
米
の
技
術
と

い
う
も
の
は
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
薩
長

の
独
裁
に
任
せ
て
い
た
ら
、
欧
米
崇
拝
の
精
神
に
よ
っ
て
、
本

来
の
日
本
の
精
神
も
文
化
も
伝
統
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
い
う
危
機
感
か
ら
日
本
を
救
う
べ
く
、
祖
国
の
建
て
替
え
建

て
直
し
、
つ
ま
り
第
二
維
新
の
必
要
性
を
玄
洋
社
に
代
表
さ
れ

る
人
々
は
、
痛
感
し
た
わ
け
で
す
。
明
治
維
新
は
一
流
の
人
間

が
志

こ
こ
ろ
ざ
し
な
か

半
ば
で
死
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
新
政
府
で
権
力
の
座
に

就つ

い
た
の
は
、
生
き
残
っ
た
二
流
、
三
流
の
人
物
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
二
流
、
三
流
だ
っ
た
政
治
家
た
ち
も
、

維
新
の
激
動
を
経
験
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
政
治
家
と
比
較

し
た
場
合
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
は
雲う

ん

泥で
い

の
差
が
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
今
日
、
玄
洋
社
を
民
権
派
を
裏
切
り
、
国
権
派
に

転
向
し
た
右
翼
だ
と
し
て
、
批
判
す
る
学
者
が
多
く
い
ま
す
。

　

そ
の
理
由
は
、
明
治
二
十
五（
一
八
九
二
）年
の
松
方
内
閣
の

付つ

き
の
資
金
提
供
者
も
い
ま
せ
ん
か
ら
、
言
い
た
い
こ
と
を
言

え
ま
す
。
や
り
た
い
こ
と
は
、
経
済
的
な
足あ

し

枷か
せ

の
た
め
に
十
分

に
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
の
行
動
は
誰
か
ら
も
指
図
も
さ

れ
な
け
れ
ば
、
規
制
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
言
い
た
い

こ
と
は
、
堂
々
と
言
え
ま
す
。

　

い
ま
、
左
派
の
人
々
は「
人
権
、
人
権
」と
か
言
い
ま
す
。
右

派
の
保
守
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
は「
愛
国
、
愛
国
」と
言
う
主
張

だ
け
を
や
っ
て
い
ま
す
。
両
方
と
も
共
通
点
は
、
経
済
は
メ
チ
ャ

メ
チ
ャ
弱
い
こ
と
で
す
。

　

財
閥
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
、
玄
洋
社
の
存
在
と
は
比
較
す

る
に
及
び
ま
せ
ん
。

　

―
―
す
り
か
え
ら
れ
た
明
治
維
新
―
―

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
は
徳
川
幕
府
が
、
天
皇
と
国
民
と
の

間
に
藩は

ん

屛ぺ
い

と
し
て
立
ち
は
だ
か
り
、
天
皇
と
国
民
が
分
断
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

本
来
、
明
治
維
新
は
、
幕
府
を
倒
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
断

さ
れ
て
し
ま
っ
た
天
皇
と
国
民
を
一
体
化
し
て
、
国
の
建
て
替

え
建
て
直
し
を
す
る
た
め
の
復
古
革
命
で
し
た
。

　

そ
れ
が
、
薩
長
藩
閥
政
府
に
よ
る
、
単
な
る
幕
府
と
の
首
の

す
げ
替
え
、
つ
ま
り
薩
長
藩
閥
政
府
の
独
裁
に
変
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
薩
長
藩
閥
政
府
が
新
た
な
幕
府
と
な
っ
て
、
天
皇

と
国
民
と
の
間
に
立
ち
塞ふ

さ

が
る
藩
屛
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
と
国
民
と
が
一
体
と
な
る
一
君
万
民

と
い
う
、
日
本
本
来
の
国
の
姿
を
取
り
戻
す
べ
く
、
も
う
一
度
、

国
の
建
て
替
え
、
建
て
直
し
を
す
る
第
二
維
新
が
必
要
だ
っ
た

の
で
す
。

　

特
に
外
交
問
題
に
お
い
て
、
幕
府
が
、
欧
米
列
強
諸
国
と
締

結
し
た
不
平
等
条
約
の
改
正
こ
そ
、
明
治
維
新
後
の
日
本
が
抱

え
る
大
き
な
課
題
で
し
た
。
そ
の
課
題
を
引
き
継
い
だ
の
が
、

薩
長
藩
閥
政
府
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
末
に
お
い
て
長
州
藩
や
薩
摩
藩
は
、
英
国
を

は
じ
め
と
す
る
欧
米
列
強
諸
国
と
戦
争
を
し
て
、
負
け
た
経
験

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
、
欧
米
列
強
諸
国
の
怖
さ
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
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時
に
海
軍
軍
拡
計
画
が
あ
っ
た
時
に
玄
洋
社
は
、
軍
拡
を
支
持

し
て
い
た
事
に
よ
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
玄
洋
社
は
、
民
権
派

を
裏
切
っ
て
国
権
派
に
変
わ
っ
た
、
と
い
う
言
い
方
を
学
者
は

し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
玄
洋
社
が
、
海
軍
軍
拡
計
画
を
支
持
し
た
の
は
、
明

治
十
九（
一
八
八
六
）年
に
清
国
の
水
兵
が
日
本
の
長
崎
に
上
陸

し
て
、
同
地
で
乱
暴
を
働
い
た
事
件
が
そ
の
理
由
で
し
た
。

　

当
時
は
不
平
等
条
約
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
外

国
人
が
日
本
に
来
て
、
わ
が
ま
ま
放
題
を
し
て
日
本
で
暴
れ
て

い
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
こ
と
の
経
験
か
ら
、
玄
洋
社
の
人
々
は
、
国
防
を

し
っ
か
り
し
な
く
て
は
、
日
本
に
横
暴
を
働
く
外
国
に
対
し
て
、

国
家
と
し
て
の
権
利
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
事
を

は
っ
き
り
と
自
覚
し
ま
し
た
。
国
家
が
外
国
に
よ
っ
て
危
険
に

晒さ
ら

さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
人
民
の
権
利
は
守
れ
ま
せ
ん
。
国

土
が
外
国
か
ら
侵
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
人
民
の
権
利

は
、
た
ち
ま
ち
侵
略
者
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
、
植
民
地
の
奴
隷

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
世
界
の
弱
肉
強
食
の
中
か
ら
国
の
権

利
を
守
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
人
民
の
権
利
を

守
る
事
と
同
意
義
な
の
で
す
。

　

国
家
の
権
利
と
い
う
の
は
、
外
国
の
植
民
地
に
な
ら
ず
に
祖

国
が
自
由
に
独
立
す
る
と
い
う
権
利
で
す
。

　

今
の
北
朝
鮮
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は「
小

国
が
独
立
す
る
た
め
に
外
国
の
圧
力
を
跳は

ね
退の

け
る
た
め
に
み

ず
か
ら
核
武
装
し
て
当
然
じ
ゃ
な
い
か
」と
述
べ
て
い
ま
す
。
や

は
り
き
ち
ん
と
し
た
国
防
、
す
な
わ
ち
充
実
し
た
防
衛
力
が
な

け
れ
ば
、
国
家
と
し
て
の
独
立
が
危
ぶ
ま
れ
ま
す
。
ま
し
て
や

当
時
の
日
本
は
、
欧
米
列
強
諸
国
と
の
不
平
等
条
約
の
下
で
す
。

そ
の
不
平
等
条
約
を
改
正
し
て
、
そ
れ
ら
の
国
々
と
対
等
な
関

係
で
な
け
れ
ば
、
人
民
の
権
利
を
守
る
事
は
決
っ
し
て
有
り
得

る
事
は
出
来
な
い
の
で
す
。　　
　
　
　
　
（
続
き
は
次
号
に
て
）

田
中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
会
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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