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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

十
一
月
号

国
民
こ
ぞ
っ
て
嘘
つ
き

西
友
が

政
官
財
の
人
た
ち

偽
装
肉
を
売
っ
た

だ
け
で
は
な
い

謝
罪
と
し
て

日
本
人
は

購
入
代
金
の

国
民
こ
ぞ
っ
て
嘘
つ
き
に

払
い
戻
し
を
計
画
し
た
と
こ
ろ

な
っ
た
よ
う
だ

販
売
額
の
何
倍
も
の

申
し
込
み
が
あ
り

そ
の
通
り
支
払
っ
た
と
い
う

中
に
は
十
万
円
の

人
も
い
た
ら
し
い

何
と
さ
も
し
い
こ
と
か
！

総
合
学
習
か
基
礎
学
力
か

文
科
省

総
合
学
習

勧
め
る
の
か

基
礎
学
力
を

養
う
の
か

教
育
現
場
は

混
乱
し
て
い
る
ぞ
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
〇
六
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
九
）

〔

四
）

１

六
大
総
説
〕
続
き

（

―

ま
た
『
金
剛
頂
経
』
に
云
わ
く

「
諸
法
は
本
よ
り
不
生

、

（
ふ
し
ょ
う
）
な
り
。
自
性
、
言
説
（
ご
ん
せ
つ
）
を
離
れ

た
り
。
清
浄
に
し
て
垢
染
（
く
ぜ
ん
）
無
し
、
因
業
（
い
ん

ご
う
）
な
り
、
虚
空
に
等
し

」
。

此
れ
ま
た

『
大
日
経
』
に
同
じ
。
諸
法
と
は
、
謂
（
い

、

わ
）
く
諸
（
も
ろ
も
ろ
）
の
心
法
な
り
。
心
王
（
し
ん
の

う

・
心
数
（
し
ん
じ
ゅ
）
そ
の
数
無
量
な
り
、
故
に
諸
と

）
曰
う
。
心
識
（
し
ん
し
き

、
名
異
に
し
て
義
通
ぜ
り
。
故

）

に
天
親
（
て
ん
じ
ん
）
等
は
、
三
界
唯
心
を
以
て
唯
識
の
義

を
成
立
（
じ
ょ
う
り
ゅ
う
）
す
。
自
余
（
じ
よ
）
は
上
に
同

じ
。

参
考
ま
で
に
、
現
代
語
訳
を
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
典
２

空
海

（
筑
摩
書
房
刊
）
の
「
即
身
成
仏
義
」
か
ら
、
引
用
さ
せ

』

て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

ま
た

『
金
剛
頂
瑜
伽
修
習
毘
盧
遮
那
三
摩
地
法
』
に
い
う
。

、

「
も
ろ
も
ろ
の
存
在
は
、
本
来
生
起
し
な
い
（
阿
字

。
そ
の

）

本
性
は
、
通
常
の
言
葉
や
説
明
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
な
い
（
バ

字

。
清
ら
か
で
汚
れ
が
な
い
（
ラ
字

。
原
因
・
条
件
の
生
ぜ

）

）

し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
訶
字

。
あ
た
か
も
虚
空
の
よ
う
で
あ

）

※
仮
名
部
分
は
原
文
で
は
漢
字
で
す

る
（
キ
ャ
字

」
）
。

こ
の
言
葉
も
、
先
に
『
大
日
経
』
に
説
か
れ
た
趣
旨
と
同
じ
で

あ
る
。

こ
こ
で
い
う
〈
も
ろ
も
ろ
の
存
在
〉
と
は
、
す
な
わ
ち
、
も
ろ

も
ろ
の
心
の
精
神
作
用
で
あ
る
。
心
の
本
体
と
そ
の
作
用
は
、
そ

の
数
が
量
り
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に

〈
も
ろ
も
ろ
〉
と
い
う

、

の
で
あ
る
。

「
心
」
と
「
識
」
と
は
、
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
内

容
は
通
じ
あ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
天
親
（
世
親
）
論
師
は
、

「
す
べ
て
の
存
在
は
、
た
だ
心
の
表
象
の
み
に
す
ぎ
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
説
い
て
、
唯
識
の
説
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
先
の
『
大
日
経
』
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

八
月
号
、
九
月
号
、
十
月
号
で
は

『
大
日
経
』
に
表
さ
れ
た

、

六
大
に
つ
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
そ
れ

を
『
金
剛
頂
経
』
で
み
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
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ま
ず
、
両
経
で
の
言
葉
の
対
応
を
、
五
月
号
で
そ
の
「
大
意
」

を
紹
介
し
ま
し
た
、
那
須
政
隆
著
『
即
身
成
仏
義
の
解
説

（
成

』

田
山
仏
教
研
究
所
刊
）
か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

（
六
大
の
義
）

我
覚

識
大

諸
法

文

文

本
不
生

地
大

本
不
生

の

の

出
過
語
言
道

水
大

自
性
離
言

経

経

諸
過
得
解
脱

火
大

清
浄
無
垢

頂

日

遠
離
於
因
縁

風
大

因
業

剛

大

知
空
等
虚
空

空
大

等
虚
空

金

九
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
『
大
日
経
』
で
の
表
示
と
は
、
順
序

と
言
葉
が
多
少
違
っ
て
い
ま
す
が
、
対
応
は
つ
く
と
思
い
ま
す
。

、

。

こ
こ
で

一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

そ
れ
は
、
表
の
終
わ
り
か
ら
二
行
目
の

遠
離
於
因
縁

風
大

因
業

の
対
応
で
す
。

因
み
に
、
今
月
号
の
『
金
剛
頂
経
』
で
の
こ
の
「
因
業
」
の
現

代
語
訳
は
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
「
原
因
・
条
件
の

生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
訶
字

」
と
あ
り
ま
す
。

）

と
こ
ろ
が
、
大
日
経
の
「
遠
離
於
因
縁
」
を
説
明
す
る
九
月
号

で
の
原
語
は

「
因
業
不
可
得
」
と
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
現
代
語

、

訳
は
「
さ
と
り
の
世
界
が
原
因
や
条
件
な
ど
の
働
き
を
超
越
し
て

い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
」
い
る
と
、
あ
り
ま
す
。

こ
う
み
て
来
ま
す
と
、
こ
の
対
応
表
の
「
因
業
」
は

「
因
業

、

不
可
得
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
真
言
密
教
の

ど
の
『
念
誦
次
第
』
で
も
、
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
思
い
を
も
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
解
説
書
を
読
ん
で
い
ま

し
た
ら
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
、
那
須
政
隆
著
『
即
身
成
仏

義
の
解
説

（
成
田
山
仏
教
研
究
所
刊
）
に
「

因
業
』
は
『
因

』

『

業
不
可
得
』
の
意
味
に
解
す
る
の
が
、
秘
密
の
解
釈
と
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
記
述
に
出
会
い
ま
し
た
。

別
に
「
秘
密
の
解
釈
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
弘
法
大
師
は
、
わ
ざ
と
「
不
可
得
」
を
落
と
さ
れ
て
、
皆

が
理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
お
試
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
代
語
訳
も
、
不
可
得
が
あ
る
よ

う
に
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

、

。

、

こ
の
他
に
は

も
う
分
か
り
に
く
い
語
は
あ
り
ま
せ
ん

も
し

確
認
の
た
め
で
し
た
ら
、
既
に
『
大
日
経
』
で
説
明
し
た
の
と
同

じ
で
す
の
で
、
そ
こ
（
八
、
九
月
号
）
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
ま
し
た
、
残
り
の
部
分
で
最
も
難
し
い
の
は
、

「
諸
法
と
は
謂
（
い
わ
）
く
諸
（
も
ろ
も
ろ
）
の
心
法
な
り
」
で
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
文
章
で
、
も
ろ
も
ろ
の
修
飾
語
を
省
き
ま
す
と

「
法
は

、

心
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と

「
法
と
は
何
か

「
心
と
は
何
か
」
を
明

、

」

、

、

、

ら
か
に
す
る
こ
と
が

こ
の
文
章
を
理
解
す
る
た
め
に
は

ま
ず

必
要
に
な
り
ま
す
。

法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
の
理
論
で
は
「
他
己
の
側
の
基
本
命

題
（
目
標

」
と
し
て
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
ま
す
。

）

他
己
の
側
の
基
本
命
題
（
目
標
）

人
間
は
法
を
目
指
し
て
、

よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
法
と
は
何
な
の
か
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
つ
で
し
た

か
、
既
に
中
村
元
著
の
『
仏
教
語
大
辞
典

（
東
京
書
籍
刊
）
か

』

ら
引
用
し
て
紹
介
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
う
一
度
再
掲
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

【
法
】
ほ
う

〔
Ⅰ
〕
普
通
は

「
た
も
つ
も
の

、
特
に
「
人
間

。

、

」

の
行
為
を
た
も
つ
も
の
」
が
原
意
と
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
一
般
に
、

次
の
よ
う
な
意
義
で
使
わ
れ
て
い
る
。
①
慣
例
。
習
慣
。
風
習
。

行
為
の
規
範
。
②
な
す
べ
き
こ
と
。
つ
と
め
。
義
務
。
こ
と
わ
り

。

。

。

。

。

。

の
み
ち

③
社
会
的
秩
序

社
会
制
度

④
善

善
い
行
為

徳

⑤
真
理
。
真
実
。
理
法
。
普
遍
的
意
義
の
あ
る
こ
と
わ
り
。
⑥
全

世
界
の
根
底
。
⑦
宗
教
的
義
務
。
⑧
真
理
の
認
識
の
規
範
。
⑨
教

え
。
教
説
。
⑩
本
質
。
本
性
。
属
性
。
性
質
。
特
質
。
特
性
。
構

成
要
素
。

（
以
下
〔
Ⅱ
〕
仏
教
以
外
の
哲
学
の
特
殊
な
術
語
の
紹
介
が
あ

り
、
続
い
て
〔
Ⅲ
〕
仏
教
に
お
け
る
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す

）
。

こ
こ
で
紹
介
し
ま
し
た
現
代
語
訳
で
は

「
法
」
を
「
存
在
」

、

と
訳
し
て
い
ま
す
が
、
確
か
に
〔
Ⅲ
〕
の
仏
教
の
意
味
の
⑪
に
、

「
事
物
。
存
在
。
存
在
し
て
い
る
も
の
。
物
。
具
体
的
個
別
的
な

。

。

。
」

。

存
在

対
象

も
の
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た

と
あ
り
ま
す

で
も
、
こ
こ
で
い
う
「
法
は
心
な
り
」
と
い
う
と
き
は
、
法
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
全
て
の
意

味
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

私
の
理
論
で
は
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
（
も
ろ
も
ろ
）

が
他
己
に
属
し
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
で
す
か
ら
、
す
べ
て

（

）

。

人
間
精
神

心

の
他
己
の
働
き
が
作
り
だ
し
た
も
の
な
の
で
す

〔
Ⅰ
〕
の
普
通
の
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
は
、
①
か
ら

⑩
ま
で
の
す
べ
て
が
、
人
間
の
文
化
的
営
み
に
よ
る
も
の
と
言
え

ま
す
が
、
仏
教
で
言
わ
れ
る
「
存
在
」
は
、
こ
の
世
の
全
て
の
存

在
が
含
ま
れ
ま
す
か
ら
、
文
化
的
に
人
間
が
作
り
だ
し
た
も
の
以

外
に
、
物
理
的
、
生
物
的
存
在
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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で
は
、
そ
う
し
た
も
の
ま
で
、
人
間
精
神
（
心
）
が
作
り
だ
し

た
と
、
何
故
、
言
え
る
の
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

、

、

、

実
は

私
た
ち
が

あ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
言
う
に
は

そ
の
も
の
を
精
神
（
心
）
が
認
識
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
え
な
い
も
の
は
、
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い

か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
、
心
が
作

り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

次
に
、
心
王
、
心
数
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
既
に
六
月
号
で
説

明
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

最
後
に

「
心
識
（
し
ん
し
き

、
名
異
に
し
て
義
通
ぜ
り
。

、

）

故
に
天
親
（
て
ん
じ
ん
）
等
は
、
三
界
唯
心
を
以
て
唯
識
の
義
を

成
立
（
じ
ょ
う
り
ゅ
う
）
す

」
に
進
み
ま
す
。

。

私
の
理
論
で
は

「
心
」
は
精
神
作
用
全
体
を
表
し

「
識
」

、

、

、

。

は
意
識
と
無
意
識
と
で

こ
れ
ま
た
精
神
全
体
を
指
し
て
い
ま
す

で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
切
り
口
が
違
う
だ
け
で
、
合
い
通

じ
て
い
る
の
で
す
。

次
の
三
界
と
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
こ
と
で
、
欲
界
と

は
、
欲
望
に
執
ら
わ
れ
た
生
物
が
住
む
境
域
、
色
界
と
は
、
欲
望

は
超
越
し
た
が
物
質
的
条
件
（
色
）
に
執
ら
わ
れ
た
生
物
が
住
む

境
域
、
無
色
界
と
は
、
欲
望
も
物
質
的
条
件
も
超
越
し
、
精
神
的

条
件
の
み
を
有
す
る
生
物
が
住
む
境
域
で
、
生
物
は
こ
れ
ら
三
つ

の
境
域
を
輪
廻
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
界
唯
心
と
は
、
こ
う
し
た
三
界
の
現
象
は
、
す
べ
て
心
か
ら

現
れ
出
た
影
像
（
よ
う
ぞ
う
）
で
、
心
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、

心
を
離
れ
て
別
に
外
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
考
え

方
で
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
天
親
（
世
親

〔
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

）

と
い
い
、
４
－
５
紀
頃
の
パ
キ
ス
タ
ン
の
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
の
人
〕

に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
ら
れ
、
唯
識
思
想
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
唯
識
派
は
瑜
伽
行
派
と
も
呼
ば
れ
、
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
重

。

。

視
し
ま
す

そ
の
体
験
の
中
か
ら
出
て
き
た
説
と
さ
れ
て
い
ま
す

密
教
も
瑜
伽
行
（
ヨ
ー
ガ
）
を
重
視
す
る
点
で
は
、
同
じ
特
徴

を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
、
瑜
伽
行
派
で
は
、
他
己
の
契
機
が
疎
か
に
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

、

。

私
の
理
論
は

密
教
の
即
身
成
仏
の
体
験
を
基
に
し
て
い
ま
す

そ
れ
は
、
瑜
伽
行
で
三
密
加
持
さ
れ
、
仏
と
一
体
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
（
存
在
）
が
自
分
と
一
体
で
あ
る
と
、
実

感
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
、
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

私
の
理
論
の
「
自
己
」
と
「
他
己
」
は
、
こ
の
唯
識
派
の
思
想

と
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
仏
教
の
流
れ
で
あ
る
如
来
蔵
思
想
と
の

統
合
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
だ
、
詳
し
く
は
調
べ
て
い
ま
せ
ん
が
、
時
が
至
れ
ば
、
文
献

で
こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

譲

り

合

い

助

け

合

う

環
境
・
開
発
サ
ミ
ッ
ト
は

失
敗
に
終
わ
っ
た

人
間
は

お
互
い
に
助
け
合
え
る
か
ら

人
間
な
の
に

国
際
的
に

貧
富
の
差
は
拡
大
し
て

社
会
的
ひ
ず
み
が
増
幅
し

発
展
途
上
国
で
は

エ
イ
ズ
が
蔓
延
し
て
い
る

な
の
に

援
助
が
進
ま
な
い

こ
の
ま
ま
だ
と

地
球
温
暖
化
も

森
林
破
壊
も

砂
漠
化
も

水
不
足
も

決
し
て
解
消
し
な
い

自
己
責
任

自
由
競
争

市
場
原
理
至
上
主
義

な
ど
と
い
わ
ず

譲
り
合
い

助
け
合
お
う
で
は
な
い
か

う

か

れ

る

日

本

人

ノ
ー
ベ
ル
賞

取
っ
た
取
っ
た
と

う
か
れ
る
な

大
事
な
問
題

山
ほ
ど
あ
る
に

Ｅ

Ｕ

二

十

五

カ

国

体

制

Ｅ
Ｕ
が

二
十
五
カ
国

体
制
に

果
し
て
う
ま
く

ま
と
ま
れ
る
？

エ
ゴ
の
渦
巻
く

世
界
に
あ
っ
て

身

体

へ

の

関

心

い
ま

自
分
の
体
へ
の
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る

規
範
な
き
時
代
に

生
き
方
を

模
索
し
て
い
る
の
だ

と
い
う

で
も
そ
れ
は

自
己
陶
酔
を
求
め
る

一
つ
の
現
れ
で
あ
る

と
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
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疲

れ

さ

せ

ら

れ

る

教

師

い
ま
教
師
は

半
分
の
人
が

辞
め
た
い
と
思
い

七
割
の
人
が

自
分
は
教
師
に

不
向
き
だ
と

思
っ
て
い
る

と
い
う

そ
し
て

現
実
に

休
職
者
や
離
職
者
が

増
え
て
い
る
ら
し
い

う
べ
な
る
か
な

Ｄ

Ｖ

防

止

法

施

行

一

年

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
＝
Ｄ
Ｖ
）

防
止
法
施
行
一
年
で

申
立
件
数
が
千
件
を
超
え
た

と
い
う

毎
月

件
数
が
増
え
つ
づ
け
て

い
る
ら
し
い

夫
婦
互
い
の

「
信
」
が
失
わ
れ

関
係
が
疎
に
な
る
に
つ
れ
て

Ｄ
Ｖ
が
増
え
る

こ
れ
も

他
己
萎
縮
の

必
然
的
帰
結

ま

さ

に

修

羅

場

現
在
の
世
界
は

ま
さ
に
修
羅
場
だ

民
族
対
立

宗
教
対
立

体
制
対
立

国
家
対
立

貧
富
対
立

そ
こ
に

和
す
る
思
想
は
な
い

こ
の
ま
ま
行
け
ば

今
世
紀
は

対
立
の
世
紀
に
な
ろ
う

そ
し
て

世
界
中
に

テ
ロ
が
蔓
延
し

や
が
て

核
兵
器
が
使
わ
れ
よ
う

そ
の
と
き
人
類
は

滅
亡
の
危
機
に
瀕
す
る

思

い

や

り

を

示

せ

ば

人
権
教
育
で
は

思
い
や
り
や
優
し
さ
を

教
え
て
い
る

で
も

そ
の
手
本
を
教
師
が
示
せ
ば

と
た
ん
に

子
ど
も
た
ち
に
な
め
ら
れ

学
級
は
荒
れ
て
し
ま
う

い
ま
の

教
育
現
場
の

実
態
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自
作
随
筆
選

愛
国
心
で
株
価
決
定
？
！

十
一
月
六
日
付
け
産
経
新
聞
の
「
正
論
」
欄
に
は
、
い
ま
売
れ

っ
子
の
精
神
科
医
・
和
田
秀
樹
氏
が

「
愛
国
心
で
株
暴
落
防
い

、

だ
米
国
投
資
家

日
本
の
投
資
家
よ
！

株
安
の
悪
循
環
断
て
」

と
題
し
て
、
投
稿
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
「
ア
メ
リ
カ
で
株
価
が
下
が
り
、
日
本
も

そ
れ
に
連
れ
て
下
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
下
が
り
方
の
パ
タ
ー
ン

が
違
い
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
あ
る
程
度
ま
で
下
が
る
と
、
急
に
反

発
し
て
値
を
戻
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
較
べ
日
本
で
は
、
じ
り

じ
り
と
下
が
り
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
急
反
発
が
見
ら

れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
は
愛
国
心
か
ら
、
あ
る
程
度
下

が
る
と
買
い
支
え
る
が
、
日
本
人
に
は
愛
国
心
が
欠
け
て
い
て
、

そ
う
し
な
い
か
ら
、
ず
る
ず
る
と
下
が
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で

す
。全

く
の
驚
き
で
す
。

確
か
に
、
株
価
に
は
、
人
気
投
票
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
は
、
あ
の
有
名
な
経
済
学
者
の
ケ
イ
ン
ズ
も
言
っ
た
通
り
で
す

が
、
し
か
し
、
株
価
は
様
々
な
要
因
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

下
落
の
と
き
、
そ
の
要
因
の
極
め
て
大
き
い
の
が
愛
国
心
で
あ

る
と
、
和
田
氏
は
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
、
こ
ん
な
珍

説
が
あ
っ
た
の
か
と
、
あ
ら
た
め
て
驚
き
ま
す
。
余
談
で
す
が
、

産
経
新
聞
の
経
済
記
者
の
方
々
も
こ
の
説
を
信
じ
て
、
こ
の
記
事

を
載
せ
ら
れ
た
の
か
、
不
思
議
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
と
も

「
愛

、

国
心
」
に
ひ
か
れ
て
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
、
ア
メ
リ
カ
は
、
未
曾
有
の
経
済
的
な
繁
栄

を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
支
え
る
哲
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が

徐
々
に
失
わ
れ
て
い
る
現
在
、
動
物
原
理
で
あ
る
「
ダ
ー
ウ
イ
ニ

ズ
ム
」
の
み
に
な
っ
て
い
る
、
と
思
え
る
の
て
す
。
と
言
い
ま
す

、

、

、

の
は

ア
メ
リ
カ
が
い
ま
信
奉
す
る
①
自
由
競
争

②
市
場
主
義

③
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
三
原
則
の
基
礎
に
は
、
強
者
の
論
理
、
つ

ま
り
適
者
生
存
、
自
然
淘
汰
の
思
想
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
ア

メ
リ
カ
は
、
い
ま
、
こ
の
思
想
を
世
界
に
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
私
の
理
論
か
ら
い
い
ま
す
と
、
こ
の
思
想
は
、
自

己
追
求
の
原
理
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
、
他
己
原
理
を
欠
い

て
い
る
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
は
、
い
ま
世
界
か
ら
経
済
的
に
収
奪
す

る
こ
と
で
、
繁
栄
を
保
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
繁
栄
は
、
い

ま
見
ま
し
た
よ
う
に
、
動
物
の
よ
う
に
他
者
を
食
い
物
に
す
る
思

想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
長
続
き
す
る
わ
け
が
あ

。

、

、

、

り
ま
せ
ん

も
し

繁
栄
が
続
く
と
す
れ
ば

長
続
き
す
る
ほ
ど
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実
は
、
限
り
な
く
滅
亡
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
動
物
原
理
に
よ
る
繁
栄
が
続
き
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ

、

、

、

国
内
だ
け
で
は
な
く

世
界
的
に
み
て
も

貧
富
の
差
は
拡
大
し

不
平
等
感
が
、
多
く
の
人
に
強
ま
っ
て
き
ま
す
。

あ
の
ア
メ
リ
カ
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
へ
の
テ
ロ
に
象
徴
さ
れ
ま

す
多
く
の
テ
ロ
は
、
こ
の
不
平
等
感
に
由
来
し
て
い
る
の
で
す
。

歴
史
的
に
み
ま
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
革
命
思
想
も
、
経
済
的
不

平
等
感
に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

一
方
に
は
、
贅
沢
三
昧
で
多
く
の
食
べ
物
を
残
飯
と
し
て
捨
て

て
い
る
の
に
、
他
方
で
は
、
極
貧
の
中
で
餓
死
や
病
死
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
多
く
の
人
が
い
る
、
と
い
う
こ
の
世
界
的
な
現
実
を

ア
メ
リ
カ
や
日
本
は
放
置
し
て
い
ま
す
。
自
己
責
任
、
自
業
自
得

と
ば
か
り
に
、
見
殺
し
に
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
、
強
者

た
ち
の
不
平
等
な
世
界
支
配
が
続
く
か
ぎ
り
、
世
界
が
安
定
し
て

平
和
を
保
つ
こ
と
は
、
出
来
な
い
と
知
る
べ
き
な
の
で
す
。

人
間
は
、
他
者
の
苦
し
み
や
悲
し
み
、
喜
び
や
嬉
し
さ
を
共
有

で
き
る
か
ら
人
間
な
の
で
す
。

こ
の
強
者
に
よ
る
一
方
的
な
世
界
支
配
は
、
こ
の
人
間
性
を
無

視
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
間
性
の
否
定
、
そ
れ
は
、
信
仰
・
宗
教
・
倫
理
・

道
徳
・
規
範
・
伝
統
の
否
定
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
も

の
の
否
定
は
、
人
の
行
動
の
予
測
を
極
め
て
不
確
定
に
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
規
範
や
伝
統
を
無
視
し
て
自
己
に
閉
じ
て
い
る
か
ら

な
の
で
す
。
他
者
の
事
を
配
慮
し
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で

す
。
テ
ロ
が
そ
う
な
ら
、
強
者
の
動
物
的
な
支
配
も
そ
う
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
利
害
は
常
に
対
立
し
、
常
に
変
動
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
ま
さ
に
ホ
ッ
ブ
ス
の
言
う
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る

闘
い
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
そ
う
な

ら
な
い
た
め
に
、
社
会
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
、
そ
れ
を
回
避
す
る

道
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
エ
ゴ
の
原

理
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
競
争
（
闘
争
）
原
理
を
超

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
現
代
は
、
人
々
の
行
動
の
予
測
が
極
め
て
困
難
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
こ
で
、

、

、

ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
さ
れ
よ
う
と
も

あ
る
い
は
起
こ
ろ
う
と
も

あ
る
意
味
で
、
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
す
。

い
ま
、
株
価
は
ア
メ
リ
カ
で
は
一
応
、
下
げ
止
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
い
つ
、
も
っ
と
下
が
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
所
得

格
差
の
拡
大
と
い
う
経
済
自
身
の
仕
組
み
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

、

、

、

、

そ
れ
以
上
に

テ
ロ
に
よ
り

戦
争
に
よ
り

天
変
地
異
に
よ
り

人
々
の
思
惑
に
よ
り
、
そ
の
他
、
諸
々
の
予
測
不
可
能
な
、
主
と

し
て
負
の
要
因
に
よ
っ
て
変
動
を
免
れ
な
い
か
ら
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
一
七
）

―

―

法
句
経
解
説

（
三
六
四
）
真
理
を
喜
び
、
真
理
を
楽
し
み
、
真
理
を
よ
く

知
り
分
け
て
、
真
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
修
行
僧
は
、
正
し

い
こ
と
わ
り
か
ら
堕
落
す
る
こ
と
が
な
い
。

、

、

、

こ
の
偈
に
は

あ
ま
り
難
し
い
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
が

た
だ

「
真
理
」
と
は
何
な
の
か
が
、
ま
ず
、
正
し
く
理
解
で
き
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

『

』（

）

、

中
村
元
著
の

広
説
佛
教
語
大
辞
典

東
京
書
籍
刊

で
は

真
理
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
真
理
】
①
真
実
の
理
。
真
実
。
真
実
の
規
範
。
理
は
事
に
対

。

。

（

）

。

。

す
る

②
真
如

事

諸
現
象

に
対
し
て
言
う

③
空
の
境
地

空
理
に
同
じ

（
以
下
略

。

。

）

こ
の
定
義
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
真
理
は
、
事
、
つ
ま
り
現
象

に
対
応
し
た
言
葉
で
、
そ
の
現
象
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
根
源

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
意
識
の
世
界
は
、
現
象
の
世
界
で

あ
り
、
無
意
識
の
世
界
が
真
理
を
成
り
立
た
し
め
る
世
界
な
の
で

す
。で

す
か
ら
、
真
理
は
、
修
行
に
よ
っ
て
、
そ
の
無
意
識
で
の
自

己
と
他
己
の
統
合
が
成
り
立
つ
と
き
、
私
た
ち
は

「
真
理
を
よ

、

く
知
り
分
け
」
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る

時
「
真
理
を
喜
ぶ
」
こ
と
が
で
き

「
真
理
を
楽
し
む
」
こ
と
が

、

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
「
真
理
に
し
た
が
っ
て

い
る
修
行
僧
は
、
正
し
い
こ
と
わ
り
か
ら
堕
落
す
る
こ
と
が
な
く

な
る
」
の
で
す
。

こ
こ
の
「
正
し
い
こ
と
わ
り
」
と
は
、
正
し
い
道
理
と
考
え
て

お
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
の
道
か
ら
外
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

（
三
六
五

（
托
鉢
に
よ
っ
て
）
自
分
の
得
た
も
の
を
軽
ん

）

じ
て
は
な
ら
な
い
。
他
人
の
得
た
も
の
を
羨
む
な
。
他
人
を

羨
む
修
行
僧
は
心
の
安
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
三
六
六
）
た
と
い
得
た
も
の
は
少
な
く
て
も
、
修
行
僧
が

自
分
の
得
た
も
の
を
軽
ん
ず
る
こ
と
が
無
い
な
ら
ば
、
怠
る

こ
と
な
く
清
く
生
き
る
そ
の
人
を
神
々
も
称
賛
す
る
。

こ
の
偈
は
、
托
鉢
僧
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
何

も
托
鉢
僧
に
限
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
、
一
般
に

働
く
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
を
得
て
生
活
し
て
い
る
人
々
に
共
通
に

言
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
て
努
力
し
た
結
果
と
し
て

「
自
分
の
得
た
も
の
を
軽

、
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ん
じ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
が
少
な
い
と

言
っ
て
、
他
人
の
得
た
も
の
を
羨
め
ば
、
心
の
安
定
が
得
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
た
と
え
得
た
も
の
が
少
な
く
て
も
、
そ
れ
を
軽
ん
じ
て

は
な
ら
な
い
。
軽
ん
ず
る
こ
と
な
く

「
怠
ら
な
い
で
清
く
生
き

、

る
」
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
人
を
神
々
も
称
賛
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

人
間
は
、
こ
こ
ろ
（
情
動
－
感
情
）
の
働
き
の
中
、
つ
ま
り
、

そ
の
情
動
の
中
に
、
自
分
の
欲
望
を
追
求
す
る
働
き
を
も
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
食
欲
、
性
欲
、
優
越
欲

の
三
つ
に
な
り
ま
す
。

こ
の
最
後
の
優
越
欲
が
、
競
争
心
や
他
人
を
羨
（
う
ら
や
）
む

こ
こ
ろ
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

人
間
は
、
自
分
の
得
た
絶
対
量
で
は
な
く
、
他
者
と
比
較
し
て

自
分
の
得
た
相
対
量
に
、
満
足
を
感
じ
る
の
で
す
。
た
と
え
絶
対

量
は
少
な
く
と
も
、
他
者
が
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
け
れ
ば
、

よ
か
っ
た
と
満
足
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
逆
に
、

絶
対
量
は
多
い
の
に
、
他
者
が
そ
れ
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
ね
た
ん

だ
り
、
う
ら
や
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ま
、
日
本
は
経
済
的
に
は
世
界
で
も
有
数
の
富
裕
な
国
に
な

っ
て
い
ま
す
。
世
界
に
類
の
な
い
贅
沢
を
享
楽
し
て
い
ま
す
。
食

べ
る
物
で
言
え
ば
、
多
く
の
残
飯
を
す
て
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

な
の
に
、
日
本
は
ま
た
、
世
界
に
類
を
見
な
い
「
自
殺
王
国
」
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
論
者
は
、
日
本
の
不
景
気
を

そ
の
原
因
の
第
一
に
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
果
し
て
そ
う
な
の
で
し

ょ
う
か
。

世
界
に
は
、
食
べ
る
物
さ
え
満
足
に
得
ら
れ
ず
、
餓
死
や
栄
養

失
調
に
よ
る
病
死
の
危
機
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
国
も
た
く
さ

。

、

。

ん
あ
り
ま
す

な
の
に
自
殺
は

日
本
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
す

私
は
、
日
本
の
自
殺
率
の
高
さ
は
日
本
人
の
自
己
肥
大
に
よ
る

優
越
欲
へ
の
執
着
に
原
因
を
求
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

得
る
も
の
の
絶
対
量
は
、
他
の
国
に
較
べ
れ
ば
多
い
し
、
食
料

で
言
え
ば
、
餓
死
し
な
く
て
も
よ
い
位
の
量
は
ど
こ
か
ら
で
も
得

ら
れ
る
の
に
、
国
の
中
で
は
、
他
者
と
比
較
し
て
少
な
い
、
と
思

う
。
そ
の
た
め
に
他
者
と
の
競
争
に
負
け
た
と
感
じ
、
人
生
の
敗

残
者
の
よ
う
に
思
え
て
、
生
き
て
い
く
気
力
を
失
う
の
だ
と
思
う

の
で
す
。

こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
得
た
も
の
を
軽
ん
じ
な
い
で
、

大
切
に
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
質
素
倹
約
に
努
め
よ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
ま
大
学
で
は
怠
け
と
ご
ま
す
り
が
蔓
延
し

て
い
ま
す
が

「
怠
る
こ
と
な
く
清
く
生
き
よ
う
」
で
は
あ
り
ま

、

せ
ん
か
。
他
者
と
の
比
較
で
は
な
く
、
自
分
な
り
に
精
一
杯
、
生

き
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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後
記

一
、
今
年
は
例
年
に
な
く
、
早
く
寒
さ
が
訪
れ
て
来
ま
し
た
。
も

う
何
だ
か
正
月
の
よ
う
な
寒
さ
で
す
。

二
、
先
日
、
さ
つ
ま
芋
を
全
部
、
掘
り
ま
し
た
。
コ
ン
テ
ナ
四
杯

ほ
ど
取
れ
ま
し
た
。
こ
と
し
は
夏
、
日
焼
け
し
た
せ
い
か
、
あ
ま

り
太
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ス
ト
ー
ブ
を
ま
だ
出
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
蒸
し
器
で
蒸
し
て
食
べ
て
い
ま
す
が
、
結
構
、
お
い
し

く
頂
い
て
い
ま
す
。

三
、
私
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
、
毎
週
日
曜
日
の
朝
五
時
か

ら
一
時
間
放
送
さ
れ
る
「
こ
こ
ろ
の
時
代
～
宗
教
・
人
生
～
」
を

だ
い
た
い
は
見
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
い
ま
、
月
一
回

シ
リ
ー
ズ
で
、
竹
村
牧
男
氏
が
「
ブ
ッ
ダ
の
宇
宙
を
語
る
－
華
厳

の
思
想
－
」
と
題
し
て
放
送
し
て
い
ま
す
。

四
、
先
日
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
（
後
半
用
）
を
買
っ
て
き
て
、
読
ん

で
い
ま
し
た
ら
、
華
厳
宗
の
根
本
経
典
に
法
蔵
と
い
う
僧
の
書
い

た
『
華
厳
五
教
章
』
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
唯
心
廻
転
善
成
門
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
い
た
の
で
す
。
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

五
、
教
章
は
、
私
の
父
の
名
で
す
し
、
善
成
は
私
の
法
名
だ
っ
た

か
ら
で
す
。

六
、
そ
し
て
、
そ
の
善
成
の
説
明
を
読
ん
で
、
縁
の
深
さ
に
再
び

驚
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
縁
起
の
世
界
は
、
唯
一
心
が
転
じ
て
善
く
（
能
く
）
成
じ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
縁
起
の
世
界
の
本
を
明
か
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
唯
心
、
唯
一
心
は
、
自
性
清
浄
心
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
転
じ
て
無
限
の
縁
起
の
世
界
が
展
開
す
る
の
だ
と
い
う
の
で

す

（
途
中
略
）
こ
の
転
ず
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
理
事
無

。

礙
か
ら
事
事
無
礙
へ
と
理
が
消
え
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う

（
理
事
無
礙
と
事
事
無
礙
は
説
明
略

。

。
」

）

、

、

、

七

善
成
と
い
う
名
も

私
が
自
分
で
考
え
て
付
け
た
名
で
す
が

そ
れ
も
、
私
を
得
度
さ
せ
た
下
さ
っ
た
加
藤
則
成
師
の
成
を
頂
い

た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
後
で
知
り
ま
し
た
。

八
、
す
べ
て
仏
の
お
は
か
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
と
、
そ
の
深
い
仏

縁
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

月
刊

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
三
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

十
一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
五
五
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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