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建
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ま
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外
か
ら
指
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、規
範
の
権
能
が
単
に
要
請
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
て
、

質
量
と
相
即
し
現
実
を
基
底
と
す
る
と
い
う
内
面
的
連
関
が
生
ず
る
。
此
処
に
カ
ン
ト
の
形

式
主
義
の
上
に
出
ず
る
現
象
学
の
具
体
性
が
あ
る
。所
謂
「
事
象
自
体
へ
」
が
現
象
学
の
標
語

と
な
る
所
以
で
あ
る
。意
識
の
最
下
底
か
ら
先
験
的
自
我
の
極
を
媒
介
に
し
て
作
用
が
基
底

付
け
の
関
係
に
由
り
総
合
せ
ら
れ
て
、そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
領
域
を
構
成
す
る
構
造
関
係

を
明
に
し
、
客
観
界
を
夫
々
の
領
域
と
し
て
成
立
せ
し
む
る
統
一
根
柢
と
し
て
原
始
領
域
と

し
て
の
先
験
的
意
識
を
考
え
る
の
が
、現
象
学
の
特
色
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

          

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

西
洋
哲
学—

（
八
） 

               

反
省
的
方
法
１ 

 

是
に
由
っ
て
十
分
発
展
せ
ら
れ
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
意
識
の
総
合
的
構
造
の
説
（
図
式

論
や
第
一
版
の
先
験
演
繹
論
に
現
る
る
如
き
）
が
、
先
験
意
識
の
本
質
的
観
照
の
立
場
か

ら
新
な
る
光
に
照
ら
さ
れ
る
。
併
、
フ
ッ
セ
ァ
ル
の
先
験
意
識
と
カ
ン
ト
の
先
験
は
対
象
の

客
観
性
を
根
拠
付
け
る
為
に
現
実
意
識
が
実
現
す
べ
き
規
範
と
し
て
、
謂
わ
ば
現
実
意

識
の
彼
岸
に
想
定
せ
ら
れ
る
規
範
意
識
で
あ
る
。
然
る
に
フ
ッ
セ
ァ
ル
の
先
験
意
識
は
現

実
意
識
の
含
む
超
越
的
対
象
へ
の
関
係
を
内
在
化
し
、現
実
意
識
を
謂
わ
ば
そ
の
彼
岸
に

あ
る
統
一
的
根
柢
に
還
元
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
此
処
に
両
者
の
根
本
の
相
違

が
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
に
関
連
し
て
更
に
次
の
如
き
対
立
が
生
ず
る
。カ
ン
ト
の
先
験
意
識

は
所
与
の
真
観
に
客
観
的
意
味
形
象
た
る
資
格
を
賦
与
す
る
為
の
論
理
的
合
理
化
の
形

式
を
、
単
に
意
識
の
総
合
的
統
一
即
ち
所
謂
先
験
的
統
覚
の
中
心
に
統
一
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
形
式
的
に
止
ま
り
、
所
与
の
資
料
に
外
か
ら
指
定
せ
ら
れ
た
規
範

的
形
式
と
い
う
意
味
を
脱
し
な
い
の
に
対
し
、フ
ッ
セ
ァ
ル
の
先
験
意
識
は
現
実
意
識
を
そ

の
ま
ま
其
内
在
的
方
向
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
形
式
的
統
一
と

い
う
べ
き
も
の
で
な
く
現
実
意
識
の
最
下
底
た
る
感
性
的
質
料
を
含
み
、所
謂
質
料
と
作

用
と
を
貫
き
て
意
識
の
構
造
を
本
質
的
に
観
る
こ
と
を
能
く
せ
し
め
る
。斯
く
て
形
式
が

外
か
ら
指
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
規
範
の
権
能
が
単
に
要
請
に
止
ま
る
も
の
で
な

く
て
、
質
量
と
相
即
し
現
実
を
基
底
と
す
る
と
い
う
内
面
的
連
関
が
生
ず
る
。
此
処
に

カ
ン
ト
の
形
式
主
義
の
上
に
出
ず
る
現
象
学
の
具
体
性
が
あ
る
。
所
謂
「
事
象
自
体

へ
」
が
現
象
学
の
標
語
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
意
識
の
最
下
底
か
ら
先
験
的
自
我
の
極

を
媒
介
に
し
て
作
用
が
基
底
付
け
の
関
係
に
由
り
総
合
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
に
対
応
す

る
対
象
領
域
を
構
成
す
る
構
造
関
係
を
明
に
し
、
客
観
界
を
夫
々
の
領
域
と
し
て
成

立
せ
し
む
る
統
一
根
柢
と
し
て
原
始
領
域
と
し
て
の
先
験
的
意
識
を
考
え
る
の
が
、

現
象
学
の
特
色
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
六
章 

日
本
農
道
の
本
義 

    
 

～
第
二
節 

仕
事
の
精
神
～ 

 

仕
事
と
は
何
か 

 

仕
事
と
は
何
ぞ
や
。―

―

日
本
精
神
の
真
髄
た
る
「
仕
」
の
一
念
を
以
て
事
に
当
る
を
い
う
の

で
あ
る
。
其
の
職
業
職
分
の
如
何
を
問
わ
ず
、
吾
等
大
和
の
国
の
「
ひ
の
本
」
民
族
は
、
此
の
一

念―
―

没
我
奉
仕
の
一
念
を
以
て
、
其
の
事
に
当
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
日
常
「
田
に
仕
事
に
行

く
」
「
畑
に
仕
事
に
行
く
」
な
ど
無
造
作
の
間
に
使
い
慣
ら
し
て
来
た
こ
の
「
仕
事
」
と
い
う
言

葉
に
、
深
く
玩
味
す
れ
ば
実
に
斯
く
の
如
く
敬
虔
な
る
日
本
精
神
の
真
髄
を
発
見
し
得
る
の

で
あ
る
。 

  

田
に
仕
事
に
行
く
！ 

  

畑
に
仕
事
に
行
く
！ 

  

山
に
仕
事
に
行
く
！ 

田
に
、
畑
に
行
っ
て
勤
労
す
る
こ
と
を
、
吾
等
「
ひ
の
本
」
民
族
は
、
実
に
「
仕
事
」
を
す
る
と
哲

学
し
、信
仰
し
、而
し
て
実
行
し
て
来
た
の
で
あ
る
。従
っ
て
そ
は
断
じ
て
単
な
る
「
労
役
」
で
は

な
い
。恰
も
忠
臣
が
君
に
仕
う
る
如
く
、孝
子
が
親
に
仕
う
る
如
く
、貞
婦
が
夫
に
仕
う
る
如
く
、

己
の
一
切
を
捧
げ
尽
し
て
没
我
奉
仕
す
る
「
ひ
の
本
」
精
神
を
以
て
田
に
畑
に
仕
う
る
の
で
あ

る
。
可
憐
な
乙
女
子
が
針
を
運
ぶ
こ
と
す
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
裁
縫―

―

裁
っ
て
縫
う
と
は
い

わ
ず
し
て
、
其
の
衣
縫
う
「
針
の
道
」
を
通
じ
て
親
に
、
夫
に
、
子
に
仕
え
ん
と
す
る
「
針
仕
事
」

と
観
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

  

す
め
ら
み
く
に
の
も
の
の
ふ
は 

  

如
何
な
る
事
を
か
つ
と
む
べ
き 

  

た
だ
身
に
も
て
る
ま
ご
こ
ろ
を 

  

君
と
親
と
に
尽
す
ま
で 

 

黒
田
藩
の
俊
傑
加
藤
司
書
が
、
い
み
じ
く
も
唱
破
し
た
こ
の
今
様
歌
こ
そ
は
、日
本
武
士
の
荘

厳
た
ぐ
い
な
き
「
仕
」
の
精
神
を
明
示
せ
る
も
の
、苟
も
日
本
農
士
と
し
て
、
日
本
国
土
に
奉
仕

せ
ん
と
す
る
者
に
、
亦
此
の
至
誠
を
以
て
仕
う
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
祖
神
の
霊
の
宿
り

ま
す
瑞
穂
国
の
大
地
に
打
ち
込
む
一
鍬
々
々
に
籠
む
る
力
！
そ
は
決
し
て
一
日
労
働
す
れ
ば

何
十
銭
の
労
銀
を
獲
得
す
る
為
の
み
の
故
に
働
く
の
だ
と
い
う
様
な
、労
働
商
品
説
的
な
努
力

と
は
、霄
壌
天
地
の
差
あ
る
聖
な
る
労
働
で
あ
る
。―

―

是
れ
実
に
日
本
精
神
の
職
業
的
顕
現

に
し
て
、「
仕
事
す
る
」
真
精
神
は
実
に
此
処
に
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。 

 

今
之
を
農
業
的
に
更
に
深
く
考
察
す
る
に
、農
業
と
い
う
仕
事
を
「
本
」
の
原
理
と
末
の
原
理

の
両
面
よ
り
見
れ
ば
如
何
に
な
る
か
。
一
応
之
を
究
む
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
通
り
「
ひ
の

末
」
原
理
は
す
べ
て
の
も
の
を
分
裂
的
、対
立
的
に
見
る
所
か
ら
、農
業
上
に
於
て
も
、「
人
間
」

と
「
土
地
」
と
を
亦
対
立
的
に
分
裂
し
て
見
て
、
「
人
間
」
が
「
土
地
」
を
征
服
し
て
、
こ
れ
よ
り

成
る
べ
く
多
く
の
利
益
を
獲
得
し
ー
ー
極
言
す
れ
ば
搾
取
せ
ん
と
考
え
る
様
に
な
る
。之
に
対

し
て
「
本
」
の
原
理
に
立
っ
て
考
う
れ
ば
、す
べ
て
の
も
の
を
総
合
的
大
和
的
に
見
、随
っ
て
「
他
」

と
対
立
せ
る
「
我
」
を
主
張
し
て
我
執
排
他
に
出
ず
る
こ
と
を
戒
し
む
る
が
故
に
、
「
人
間
」
と

「
土
地
」
と
を
対
立
的
に
考
う
る
事
を
せ
ず
、
「
人
間
」
が
「
土
地
」
に
没
我
奉
仕
し
て
ー
ー
厳

密
に
言
え
ば
、
仏
家
の
所
謂
「
入
我
我
入
」
の
教
の
如
く
、
人
間
が
土
地
の
中
に
没
我
し
、
土
地

が
亦
人
間
の
中
に
没
我
す
る
一
体
大
和
の
境
地
に
至
っ
て
至
誠
勤
労
す
る
と
い
う
事
に
な
る
。

か
か
る
観
点
よ
り
東
西
両
思
想
に
就
い
て
、
そ
の
農
業
の
定
義
を
検
討
し
て
見
る
と
、
其
の
間

に
截
然
た
る
相
違
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 
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逆
境
か
ら
の
出
発                               

三
浦 

夏
南 

  
 

君
臣
父
子
の
関
係
を
中
核
と
す
る
五
倫
五
常
の
道
は
、
人
倫
の
大
経
で
あ
り
、人
類
の
常
道

で
あ
る
と
古
人
は
断
言
し
た
が
、
こ
の
道
が
当
為
当
然
、
平
易
凡
庸
な
も
の
と
は
と
て
も
思
え

な
い
ほ
ど
、
道
義
の
教
学
は
忘
却
さ
れ
、人
倫
の
事
実
は
消
失
し
て
い
る
。周
囲
を
見
渡
し
て
見

る
が
良
い
、
父
子
は
祖
先
伝
来
の
家
業
を
継
承
し
、
常
に
協
働
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
親
子

は
何
処
に
あ
る
か
。
父
は
我
が
国
の
所
有
で
あ
る
か
す
ら
疑
わ
し
い
大
企
業
の
中
で
使
役
さ
れ
、

子
は
数
年
毎
に
所
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
運
命
に
あ
る
公
務
員
に
よ
っ
て
、
学
校
と
や
ら
に
養

育
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
男
女
の
厳
格
な
る
け
じ
め
は
何
処
へ
行
っ
た
か
。
男
が
し
て
い
る
こ
と
を
女

も
す
る
と
い
う
の
が
、
本
当
に
女
性
の
権
利
だ
と
思
っ
て
居
る
の
な
ら
、
錯
誤
も
甚
だ
し
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
女
性
に
し
か
出
来
な
い
本
来
の
使
命
、
出
産
や
子
育
て
を
こ
そ
権
利
と
し

て
主
張
す
べ
き
で
あ
る
し
、
伝
統
的
に
女
性
が
担
っ
て
来
た
料
理
洗
濯
と
言
っ
た
家
事
の
重
大

性
や
神
聖
さ
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
君
臣
、
長
幼
、
朋
友
の
関
係
に
至
る
ま
で
、
人
倫

が
退
廃
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
倫
と
い
う
概
念
す
ら
存
在
し
な
い
か
の
如
き
現
状
が
当

然
の
よ
う
に
巷
間
に
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。 

勿
論
斯
く
の
如
き
現
象
は
有
志
以
来
未
曽
有
の
危
機
と
い
う
に
相
違
は
な
か
ろ
う
け
れ
ど

も
、
顧
み
て
我
が
国
の
戦
国
の
有
様
を
概
観
す
れ
ば
、
戦
乱
の
世
に
割
拠
し
た
群
雄
達
も
、
現

代
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
逆
境
の
中
か
ら
這
い
上
が
っ
て
来
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
毛

利
一
族
の
如
き
、
西
に
は
巨
万
の
富
を
築
き
、
其
の
栄
華
は
京
都
を
超
え
る
と
ま
で
言
わ
れ
た

山
口
の
大
内
氏
が
蟠
踞
し
、
東
に
は
源
氏
か
ら
出
た
京
極
氏
の
分
家
で
巨
大
な
勢
力
を
誇
る

尼
子
氏
が
睨
み
を
き
か
せ
て
い
る
。
斯
く
の
如
く
二
大
巨
族
の
中
間
に
挟
ま
れ
て
、
道
義
の
衰

え
た
戦
国
の
世
に
一
族
の
団
結
と
生
存
を
守
り
抜
く
こ
と
が
如
何
に
難
し
い
か
、
戦
国
の
世
を

去
る
こ
と
遠
い
令
和
に
生
き
る
我
々
に
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
族
家
臣
の
中

に
も
或
い
は
大
内
に
通
じ
、
或
い
は
尼
子
に
つ
く
も
の
が
現
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
毛
利
一

族
の
世
襲
問
題
に
大
内
、
尼
子
の
思
惑
が
働
く
の
も
当
然
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
容
易
な
ら
ぬ

状
態
で
あ
り
な
が
ら
、
毛
利
家
の
次
男
に
生
ま
れ
、
父
、
兄
、
嫡
孫
を
続
け
て
失
い
、
一
族
内
の

問
題
多
出
す
る
中
で
、
一
族
に
統
一
を
齎
し
、
内
に
は
秩
序
を
確
立
し
、
外
に
は
謀
略
を
用
い

て
一
族
の
権
益
を
確
保
し
た
毛
利
元
就
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

徳
川
の
形
勢
を
見
て
も
同
じ
で
あ
る
。
西
に
は
織
田
、
東
に
は
今
川
と
い
う
巨
大
な
敵
に
挟

ま
れ
、
織
田
と
今
川
の
葛
藤
が
そ
の
ま
ま
松
平
一
族
の
内
乱
に
直
結
す
る
。
或
者
は
織
田
に
通

じ
、ま
た
或
者
は
今
川
の
援
護
を
頼
み
、一
族
の
思
い
が
分
断
さ
れ
れ
ば
、分
家
や
家
臣
の
不
満

の
矛
先
は
惣
領
家
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
斯
く
の
如
き
対
立
葛
藤
か
ら
、家
康
の
祖
父
も
殺
さ
れ
、

父
も
殺
さ
れ
、幼
く
し
て
残
さ
れ
た
家
康
は
今
川
の
人
質
と
し
て
其
の
人
生
を
出
発
さ
せ
た
の

で
あ
る
。ま
さ
に
内
憂
外
患
交
々
至
る
、
何
と
い
う
逆
境
で
あ
ろ
う
か
。
信
頼
す
べ
き
譜
代
の
分

家
家
臣
は
頼
る
べ
く
も
な
く
、親
し
く
惣
領
家
の
主
人
と
し
て
の
生
き
方
を
学
ぶ
べ
き
祖
父
や

父
も
い
な
い
。こ
こ
か
ら
家
康
が
松
平
を
統
一
し
、織
田
信
長
と
提
携
し
て
、
東
海
は
お
ろ
か
天

下
の
経
綸
に
ま
で
至
っ
た
と
は
俄
か
に
は
信
じ
難
い
ほ
ど
で
あ
る
。 

英
雄
は
こ
れ
ほ
ど
の
逆
境
に
於
か
れ
て
さ
え
も
、
一
念
発
起
、
鋼
鉄
の
如
き
信
念
を
以
て
一

族
を
統
一
し
、群
雄
と
闘
争
し
、天
下
国
家
の
大
事
に
ま
で
も
踏
み
至
っ
た
の
で
あ
る
。戦
国
の

英
雄
の
如
き
人
徳
英
才
を
自
己
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
同
じ
日
本
人
と
し
て
、
彼
ら
が

為
し
た
こ
と
の
万
分
の
一
で
も
、
こ
の
世
に
行
う
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
回
天
の
事
業
を
成

す
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。歴
史
に
学
び
、
歴
史
に
励
ま
さ
れ
、我
々
も
ま
た
こ
の
乱
世
に
志

を
打
ち
立
て
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。 
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志
に
つ
い
て                                

三
浦 

颯 

 

今
年
か
ら
の
取
り
組
み
で
、
会
員
の
寄
稿
文
を
掲
載
し
て
い
く
と
い
う
運
び
と
な
り
、
今
月

号
で
は
い
つ
も
裏
方
の
仕
事
を
務
め
る
私
も
文
章
を
書
か
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。思

え
ば
、
学
問
に
志
を
立
て
、
日
本
人
と
し
て
懸
命
に
生
き
て
い
こ
う
と
決
断
し
た
の
も
、
ひ
の
心

を
継
ぐ
会
を
発
足
し
た
少
し
前
の
こ
と
で
、
私
の
愛
国
運
動
は
当
会
と
共
に
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
様
々
な
思
想
の
変
遷
や
、
行
動
に
よ
る
経
験
等
が
あ
り
ま
し
た
が
、
何
年
経
っ
て
も

「
志
」
と
い
う
も
の
が
結
局
の
と
こ
ろ
一
番
大
切
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

「
志
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
何
か
し
ら
書
か
れ
て
い
る
文
章
は
星
の
数
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
も
特
に
心
に
残
っ
た
先
哲
の
説
明
を
鑑
み
る
に
、
「
志
」
と
は
「
心
差
し
」
で
あ
り
、

「
士
（
さ
む
ら
い
）
の
心
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
換
言
す
る
と
、
自
ら
の
心
を
ど
こ

に
向
け
る
の
か
、
延
い
て
は
自
ら
の
人
生
を
ど
こ
に
捧
げ
て
い
く
の
か
と
い
う
の
が
「
志
」
で
あ
り
、

そ
の
「
志
」
は
須
ら
く
「
士
の
心
」
で
以
て
定
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
農
士
道
』
の
著
者
で
あ
る
菅
原
兵
治
先
生
は
「
『
士
』
は
『
十
』
と
『
一
』
と
の
会
意
文
字
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
『
十
』
は
数
多
き
欲
求
群
を
指
し
て
い
う
。
・
・
・
而
し
て
此
の
『
十
』
な
る
欲

求
群
を
よ
く
統
制
し
規
格
し
て
、
生
活
に
礼
あ
ら
し
め
て
行
く
統
一
原
理―

―

三
軍
の
帥
に

当
る
『
志
』
を
『
一
』
を
以
て
現
わ
す
の
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
志
は
数
多

き
人
の
欲
を
、
一
つ
の
公
明
正
大
な
精
神
に
よ
っ
て
統
制
す
る
も
の
な
の
で
す
。
一
人
の
神
州

男
児
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
そ
ん
な
志
を
抱
き
人
生
を
終
わ
り
た
い
も
の
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
は
「
好
き
な
事
を
し
て
生
き
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
が
美
徳
化
さ
れ
、

多
く
の
大
人
と
子
供
が
自
ら
の
エ
ゴ
と
し
て
の
欲
求
を
充
足
せ
ん
が
為
に
奔
走
し
て
い
る
姿
が

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
志
と
エ
ゴ
が
イ
コ
ー
ル
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
不
労
所
得
で
早
期
リ
タ

イ
ア
（FIR

E

）
す
る
人
々
を
勝
ち
組
と
称
賛
し
、エ
ン
タ
メ
系

Y
o
u
tu

b
e
r

に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
お
遊
び
の
延
長
線
上
」
で
成
金
と
な
っ
て
ふ
ん
ぞ
り
返
る
若
者
た
ち
に
憧
れ

を
抱
く
、
ま
さ
に
愚
の
骨
頂
の
よ
う
な
も
の
が
世
の
中
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
招
い
て
い
ま
す
。

仕
事
に
関
し
て
も
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
類
の
お
口
ば
か
り
の
仕
事
で
溢
れ
か
え
り
、
中
抜
き
業

者
が
下
請
け
業
者
に
発
注
を
繰
り
返
す
だ
け
で
、実
労
働
を
伴
わ
な
い
も
の
が
多
く
を
占
め
て

い
ま
す
。
一
方
で
国
を
支
え
る
第
一
次
産
業
は
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、現
場
労
働
者
は
低
賃
金

の
自
転
車
操
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
穴
埋
め
と
し
て
技
能
実
習
制
度
を
悪
用
し
た
外
国

人
労
奴
を
用
い
る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
道
義
国
家
「
日
本
」
は
何
処
に
あ
り

や
、
と
い
う
有
様
で
す
。
畢
竟
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
欲
の
充
足
が
肯
定
さ
れ
、
公
の
精
神
や

社
会
貢
献
な
ど
も
経
費
に
算
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
質
は
利
己
的
営
利
活
動
を
脱
し
得

な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
よ
り
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
農
家
よ
り
も
青
果
会
社
が
儲
か
る
、

大
工
よ
り
も
建
設
会
社
が
儲
か
る
、そ
ん
な
青
果
会
社
や
建
設
会
社
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
よ
う

な
ノ
ー
リ
ス
ク
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
方
が
儲
か
る
、
と
い
う
ふ
う
な
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
肉
体

労
働
か
ら
知
的
労
働
へ
、実
質
か
ら

V
irtu

a
l

に
移
行
す
る
こ
と
で
マ
ネ
ー
が
加
速
的
に
増
え

て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
実
質
の
無
い
空
虚
な
張
り
ぼ
て
社
会
で
、
如
何
な
る

「
志
」
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

根
腐
れ
し
て
い
る
野
菜
に
健
全
な
成
長
が
望
め
な
い
よ
う
に
、
健
全
な
志
は
健
全
な
社
会
を

必
要
と
し
ま
す
。
一
部
の
少
人
数
が
志
を
立
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
逆
境
で
も
立
志

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
民
が
正
し
い
方
向
に
向
か
う
た
め
に
は
、や
は
り
社
会
自

体
が
そ
う
い
っ
た
環
境
で
な
い
と
難
し
い
も
の
で
す
。
そ
の
社
会
を
再
建
し
て
い
く
こ
と
が
、
私

の
愛
国
運
動
で
あ
り
、
私
の
志
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
農
は
国
家
の
大
本
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

農
は
生
活
の
本
で
あ
り
、
教
育
の
本
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
農
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
が
急

務
な
の
で
す
。
こ
の
大
地
に
根
差
し
た
生
き
方
に
還
ら
な
け
れ
ば
、
皆
が
理
想
と
し
て
い
る
社

会
に
成
り
え
な
い
こ
と
を
何
年
も
学
問
す
る
中
で
痛
感
し
て
い
ま
す
。
農
本
主
義
的
価
値
観
に

戻
れ
ば
、
自
ら
の
生
活
は
自
ず
と
田
畑
や
家
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
支
え
る
土
台
と
し
て
の
地

域
と
結
び
つ
き
、そ
れ
が
発
展
し
て
村
や
国
と
自
然
な
形
で
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
う

す
る
こ
と
で
公
に
対
す
る
責
任
感
も
生
じ
て
来
る
の
で
す
。ま
た
生
活
は
衣
食
住
を
中
心
に
展

開
さ
れ
、
実
質
の
労
働
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
の
中
で
倫
理
道
徳
が
涵
養
さ

れ
、
道
義
的
国
家
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
ん
な
社
会
を
再
建
す
る
為
に
、
私
は
百
姓
に
な

っ
た
の
で
す
。
自
分
の
人
生
を
ラ
ク
に
エ
ゴ
に
生
き
て
い
く
だ
け
で
よ
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
も

百
姓
に
な
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
汗
水
流
し
て
、
お
金
に
困
り
な
が
ら
あ
く
せ
く
す
る
必
要
も
な
か
っ

た
の
で
す
。
社
会
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
、現
状
を
あ
る
程
度
肯
定
し
つ
つ
も
、批
判
す
る

と
い
う
賢
い
生
き
方
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、
そ
ん
な
半
端
な
生
き
方
で
は
こ
の

世
の
中
を
変
え
て
い
け
る
よ
う
な
主
体
者
に
は
成
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
自
ら
が
体
験
し
、
自

ら
が
再
建
し
て
い
く
主
体
者
と
な
る
た
め
に
百
姓
に
な
っ
た
の
で
す
。
今
、
空
虚
な
マ
ネ
ー
ベ
ー
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ス
の
社
会
か
ら
実
質
の
衣
食
住
ベ
ー
ス
の
社
会
へ
、
資
本
主
義
社
会
か
ら
農
本
主
義
社
会
へ
移

っ
て
い
く
時
が
来
て
い
ま
す
。
私
も
一
人
の
神
州
男
児
と
し
て
、
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
か
ら
に

は
、
や
は
り
「
志
」
に
生
き
、
「
志
」
に
死
に
た
い
も
の
で
す
。
そ
ん
な
志
を
共
有
で
き
る
若
人
と

日
本
再
建
に
向
け
て
奔
り
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

                        

小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
⑥                       

庄 

宏
樹  

 

知
止
而
后
有
定
。定
而
后
能
靜
。靜
而
后
能
安
。安
而
后
能
慮
。慮
而
后
能
得
。 

止
ま
り
を
知
り
て
后
定
ま
る
こ
と
あ
り
。
定
ま
り
て
后
能
く
靜
か
な
り
。
靜
か
に
し
て
后
能
く

安
し
。安
く
し
て
后
能
く
慮
る
。慮
り
て
后
能
く
得
。 

 

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
明
徳
の
極
至
す
な
わ
ち
堯
舜
の
よ
う
な
境
地
こ
そ
、
人
た
る
も
の
の
目

指
す
べ
き
境
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、自
ず
と
心
に
一
定
の
志
向
性
が
出
て
く
る
。こ

の
こ
と
を
述
べ
た
の
が
、
経
文
に
あ
る
「
止
ま
り
を
知
り
て
后
定
ま
る
こ
と
あ
り
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。
鶴
山
は
、こ
の
箇
所
を
講
義
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

江
戸
へ
ゆ
く
は
東
へ
ゆ
い
て
、
さ
て
五
十
三
次
を
歴
て
ゆ
く
と
云
を
知
た
れ
ば
こ
そ
ゆ
か

る
ヽ
。
そ
れ
を
北
へ
ゆ
か
ふ
か
、西
へ
行
ふ
か
と
云
様
な
こ
と
で
は
、
百
年
か
ヽ
り
て
も
本
路
に

は
ゆ
き
は
せ
ぬ
ぞ
。
親
に
事
る
の
孝
は
ケ
様
〳
〵
が
本
法
、
君
に
事
る
は
ケ
様
〳
〵
と
知
る

で
こ
そ
、
心
が
其
方
へ
真
向
に
向
ふ
て
く
る
ぞ
。そ
れ
で
「
知
止
」
が
一
番
の
手
の
下
し
処
ぞ
。 

 

「
知
止
」
は
、一
般
的
に
は
「
止
ま
る
を
知
る
」
と
読
み
下
さ
れ
る
が
、
崎
門
学
で
は
こ
れ
を
「
止

ま
り
を
知
る
」
と
読
ん
で
い
る
。細
か
な
違
い
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
止
ま
る
を
知
る
」
と
読
ん
で

し
ま
う
と
、
既
に
至
善
の
境
地
を
体
得
し
た
と
い
う
意
味
に
な
り
、
後
の
「
慮
り
て
后
能
く
得
」

と
の
差
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
。
鶴
山
の
言
う
よ
う
に
、「
知
止
」
と
は
「
一
番
の
手
の
下

し
処
」
で
あ
っ
て
、
修
行
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
何
を
終
着
点
と
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う

な
方
向
を
目
指
す
べ
き
か
を
ま
ず
は
知
る
必
要
が
あ
る
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、「
慮
り
て
后
能
く
得
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

 

能
の
字
は
、
い
き
に
く
い
こ
と
の
自
由
自
在
に
手
に
入
た
事
、得
は
学
者
一
生
の
目
あ
て
で
、

我
身
と
と
も
に
身
の
も
の
に
な
り
得
た
こ
と
。
誰
も
か
ふ
な
り
た
い
も
の
な
れ
ど
も
、
か
り

そ
め
に
な
る
こ
と
で
な
い
。…

…
 

慮
は
、
致
知
の
功
を
積
ん
で
き
て
、
義
理
の
見
ゑ
る
な
り

が
節
尽
し
て
、心
の
回
る
こ
と
ぞ
。義
理
み
が
い
て
得
失
合
点
し
た
こ
と
も
、ふ
と
変
つ
た
こ
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と
に
出
合
へ
ば
う
ろ
つ
く
様
に
な
り
、
後
で
は
こ
ヽ
は
か
ふ
し
た
れ
ば
良
か
つ
た
に
と
云
様
に

あ
り
た
が
る
。
そ
ふ
云
こ
と
な
し
に
、
わ
ざ
も
義
理
も
其
の
場
な
り
の
自
然
に
自
由
に
回
る

が
慮
ぞ
。
そ
ふ
あ
る
か
ら
能
く
得
ら
れ
た
も
の
。 

 

鶴
山
は
「
得
は
学
者
一
生
の
目
あ
て
」
で
あ
る
、
と
言
う
。
学
問
を
す
る
以
上
は
、
そ
の
学
ん

だ
内
容
を
日
常
生
活
に
お
い
て
自
由
自
在
に
応
用
で
き
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
何
の
後
悔
も

な
い
と
い
う
よ
う
な
境
地
に
到
っ
て
、
は
じ
め
て
学
問
の
成
果
が
本
当
に
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
、

と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
私
自
身
の
日
々
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、ま
さ
に
そ
れ
は
「
あ
の

時
は
こ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
の
連
続
で
あ
る
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
学

問
ら
し
い
学
問
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
も

そ
の
よ
う
な
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
は
、
い
く
ら
時
間
を
費
や
し
た
と
し
て
も
そ
の
甲

斐
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
今
回
の
冒
頭
に
掲
げ
た
文
章
の
中
で
も
、
特
に
大
事
な
の
は
最

初
の
「
知
止
」
と
、
最
後
の
「
能
得
」
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

此
段
を
せ
ん
ぎ
つ
め
て
み
た
時
、
「
知
止
能
得
」
二
つ
よ
り
な
い
。
先
づ
事
物
の
筋
目
を
み
が

い
て
筋
々
知
ら
ね
ば
、
身
の
も
の
に
な
ら
ふ
様
は
な
い
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
み
が
け
て
も
、
身

が
其
の
な
り
に
な
ら
ね
ば
、
み
が
い
た
甲
斐
は
な
い
ぞ
。
そ
れ
で
知
と
得
と
の
両
端
に
つ
ま
つ

て
を
る
。
さ
て
此
の
両
端
よ
り
外
は
な
い
が
、
其
の
間
に
定
静
安
慮
の
階
級
を
歴
ね
ば
得
ら

れ
ぬ
ぞ
。
さ
れ
ば
と
て
今
年
一
つ
、来
年
一
つ
歴
る
で
は
な
い
、皆
一
時
の
こ
と
ぞ
。 

  

こ
の
段
の
内
容
を
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
「
知
止
」
と
「
能
得
」
と
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
、
と
鶴
山

は
言
う
。
た
だ
し
、
「
能
得
」
の
境
地
に
達
す
る
ま
で
の
間
を
詳
し
く
言
え
ば
、そ
こ
に
は
「
定
静

安
慮
」
と
い
う
四
つ
の
状
態
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
定
と
慮
と
に
つ
い
て
は

粗
々
触
れ
た
の
で
、最
後
に
「
静
安
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。 

 

現
代
で
は
「
安
静
」
と
い
う
熟
語
も
あ
る
よ
う
に
、
静
と
安
と
は
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
に
聞

こ
え
る
が
、
朱
子
学
で
は
両
者
を
区
別
し
て
考
え
る
。
朱
註
に
は
、
「
靜
と
は
心
の
妄
り
に
動
か

ざ
る
を
謂
ひ
、
安
と
は
處
る
所
に
し
て
安
き
を
謂
ふ
」
（
静
謂
心
不
妄
動
、安
謂
所
處
而
安
）
と

あ
る
が
、
要
す
る
に
「
静
」
の
方
は
心
の
次
元
の
話
で
あ
り
、
対
す
る
「
安
」
は
自
身
の
置
か
れ
た

境
遇
を
も
考
慮
に
入
れ
た
概
念
で
あ
る
、と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。す
な
わ
ち
、
平
穏
無
事
の

と
き
に
心
に
妄
念
が
無
く
、
何
か
事
が
あ
っ
た
と
き
に
も
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と

が
「
能
得
」
の
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 
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農
を
通
し
て
読
む
論
語                      

今
村 

亮
太 

自
分
は
半
年
の
農
士
の
生
活
を
通
し
て
、
様
々
な
古
典
の
意
味
を
少
し
ず
つ
実
感
的
に
解
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
論
語
の
学
而
第
一
の
六
章
「
子
の
曰
わ
く
弟

子
、
入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
で
て
は
則
ち
弟
、
慎
み
て
信
あ
り
、
汎
く
衆
を
愛
し
て
仁
に
親
し
み
、

行
い
て
余
力
あ
れ
ば
、
即
ち
以
っ
て
文
を
学
ぶ
。
」
こ
の
章
を
拳
拳
服
膺
し
な
が
ら
、
日
々
農
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
出
で
て
は
則
ち
弟
、
慎
み
て
信
あ
り
と
い
う
部
分
は
今
の
自
分
に
と
っ
て

大
切
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
農
の
仕
事
は
、
作
業
そ
の
も
の
は
簡
易
的
な
も
の
が
多
く
、
一

年
目
の
自
分
で
も
で
き
る
作
業
が
多
く
あ
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
作
業
の
動
き
の
中
に
経
験

の
差
が
付
き
に
く
い
と
い
う
事
で
す
。
慣
れ
て
く
る
と
、自
分
の
性
格
が
や
り
方
に
現
れ
て
き
ま

す
。
現
れ
て
く
る
と
、
他
人
の
や
り
方
が
違
う
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ
た
り
、
自
分
の
や
り
方
と
い

う
も
の
を
し
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
当
然
自
分
の
や
り
方
で
な
く
、先
輩
方
の
や
り
方
を
真

似
し
よ
う
と
気
を
付
け
な
が
ら
や
っ
て
い
き
ま
す
。
社
会
人
だ
と
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
感
じ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
章
は
本
来
も
っ
と
深
さ
や
重
さ
の
あ
る
章
だ
と
思
い
ま
し
た
。現

代
で
は
こ
う
い
っ
た
違
い
か
ら
の
不
和
で
も
、他
の
場
所
で
働
け
る
と
い
う
考
え
で
い
る
こ
と
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
お
金
を
稼
ぐ
手
段
が
生
き
る
こ
と
の
本
体
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
孔
子

の
時
代
や
農
を
本
と
す
る
生
き
方
、
家
族
・
一
族
で
や
っ
て
い
く
農
で
は
、
孝
や
弟
が
本
体
に
あ

っ
た
は
ず
で
す
。
他
人
で
さ
え
仕
事
を
し
て
い
て
気
に
な
る
の
で
す
か
ら
、
家
族
で
あ
れ
ば
も
っ

と
あ
あ
し
ろ
こ
う
し
ろ
言
い
た
く
な
る
に
違
い
な
い
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
心
を
戒
め
て
、和
を
尊

し
と
し
て
い
く
、
孝
悌
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
我
々
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
大
切
で
難

し
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。自
分
も
こ
れ
か
ら
家
族
で
農
業
を
志
す
身
と
し
て
、
さ
ら

な
る
心
の
練
磨
、
人
間
力
の
向
上
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
日
本
人
が
世
界
に
誇
っ
て
き

た
人
間
力
は
、
こ
う
い
っ
た
農
を
共
に
す
る
生
活
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

物
価
高
騰
、食
料
危
機
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
代
で
、農
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
日
本
に
農
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
人
の
道
義
心
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と

に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
古
典
と
農
を
通
し
て
、
自
分
を
練
磨
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                 

       

三
浦 

美
恵   

  

季
節
は
廻
り
、
農
作
業
中
に
も
涼
し
い
風
が

吹
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
い
よ
い

よ
本
格
的
な
晩
生
の
お
米
の
手
刈
り
収
穫
・
稲

木
干
し
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
ん
な
季
節
の
変
わ

り
目
に
、
会
長
・
三
浦
夏
南
の
長
女
、
桃
子
が
誕

生
し
ま
し
た
。
広
島
に
あ
る
自
然
分
娩
の
出
来

る
病
院
の
近
く
に
、
臨
月
か
ら
移
動
し
て
待
機

し
て
い
ま
し
た
。
無
事
元
気
な
女
の
子
が
誕
生

し
、
先
日
愛
媛
に
戻
り
、
氏
神
様
に
お
礼
参
り
の

ご
挨
拶
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。現
在
は
よ
く
飲
む
長
女
の
授

乳
と
お
む
つ
替
え
に
追
わ
れ
る
、
幸
せ
な
毎
日
を
送
っ
て
い

ま
す
。
上
の
子
供
達
四
人
も
歓
迎
し
、
毎
日
張
り
切
っ
て
お

世
話
を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
三
浦
家
の
繁
栄
に
必
要
な
子

供
達
が
次
々
に
産
ま
れ
、
す
く
す
く
と
成
長
し
て
い
く
こ
と

は
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。 

農
業
で
は
、
今
秋
か
ら
新
た
な
取
り
組
み
を
多
数
始
め

ま
し
た
。
ま
ず
、
親
戚
が
本
格
的
に
農
業
を
手
伝
っ
て
く
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
九
月
か
ら
里
芋
の
収
穫
が
始
ま

り
、地
元
の
農
家
さ
ん
の
里
芋
を
代
わ
り
に
収
穫
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
す
が
、
退
職
し
た
親
戚
と
一
緒
に
収
穫
・
出

荷
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
も
、
別
の
親
戚
が
兼
業

農
家
と
な
り
、
毎
朝
晩
収
穫
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
今
後
は
で
き
る
だ
け
親
戚
も
一
緒
に
、
一
族
で
協
力

し
て
農
に
励
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、「
農
暮
ら
し
」
と
名
付
け
て
農
業
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

も
始
め
ま
し
た
。
月
一
回
程
度
集
ま
り
、農
業
初
心
者
に
対

し
て
、秋
野
菜
の
畝
立
て
、種
ま
き
、間
引
き
・草
管
理
を
体
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験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
親
戚
も
含
め
て
多
数
の
方
が
参
加
し
、
現
在
は
野
菜
の
収
穫
を
楽
し

み
に
、
自
分
達
の
立
て
た
畝
で
野
菜
の
手
入

れ
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
長
男
の
本
格
的
な
鍛
錬
も
始
め

ま
し
た
。
今
秋
で
六
歳
と
な
り
、
来
年
か
ら

小
学
校
就
学
対
象
と
な
る
長
男
は
、
毎
日

古
事
記
・
論
語
の
素
読
、
万
葉
集
の
朗
誦
、

そ
の
他
偉
人
の
文
章
暗
唱
、
万
葉
集
の
書
き

写
し
、
そ
ろ
ば
ん
、
童
謡
、
鍬
ふ
り
、
ラ
ン
ニ
ン

グ
、
武
道
、
掃
除
、
お
手
伝
い
を
行
い
ま
す
。

今
ま
で
も
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
本

格
的
に
開
始
し
ま
し
た
。大
人
が
手
分
け
し
て
教
え
、
毎
日
少
し
ず
つ
鍛
錬
し
て
い
ま
す
。何
で

も
お
兄
さ
ん
の
真
似
を
す
る
子
ど
も
達
は
、長
男
の
日
々
の
鍛
錬
も
横
で
見
守
っ
て
い
る
の
で
、

下
に
は
自
然
と
浸
透
し
て
い
く
事
で
し
ょ
う
。 

 

現
状
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
一
年
後
が
読
め
な
い
現
在
。
現
状
に
目
を
向
け
る
と
不
安

と
絶
望
ば
か
り
で
す
が
、
そ
れ
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
日
々
の
学
問
・農
業
・子
育
て
に
励

み
、
ど
ん
な
状
況
下
で
も
一
族
で
団
結
し
て
い
け
る
地
道
な
鍛
錬
を
、
息
子
と
と
も
に
し
よ
う

と
気
持
ち
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 

    
 

      

 

                            
 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 
 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員        

三
千
円 

賛
助
会
員   

     

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員   

 

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 


