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単
に
わ
か
る
こ
と
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
議
論
を
し
て
い
る
暇
が
あ
る
の
な
ら
、
こ
こ

二
〇
年
ほ
ど
で
「
貧
困
化
し
た
国
民
」「
経
済
的
地
位
を

失
っ
た
日
本
」「
ま
っ
た
く
成
長
し
な
い
経
済
」
を
、
ど

の
よ
う
に
し
て
改
善
し
て
い
く
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
公
共
事
業
批
判
も
結
構
だ
が
、

「
国
民
の
収
入
が
増
え
」「
雇
用
は
増
加
し
」「
税
収
が
伸

び
る
」
方
法
を
、
代
替
の
処
方
箋
と
し
て
示
す
べ
き
な

の
だ
。

　

一
九
九
五
年
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
に
初
め
て
指
摘
さ
れ
、

一
九
九
八
年
以
降
本
格
化
し
た
デ
フ
レ
の
進
行
と
と
も

に
、
日
本
人
の
世
帯
収
入
は
年
間
一
〇
〇
万
円
以
上
も

低
下
し
て
貧
困
化
し
て
い
っ
た
。
最
近
で
は
、
世
帯
あ

た
り
の
年
間
収
入
は
、
二
〇
〇
万
〜
四
〇
〇
万
円
の
世

帯
層
が
最
大
と
な
る
有
様
で
あ
る
。

　

世
界
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一
八
％
も
占
め
て
い
た
日
本
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
は
、
い
ま
や
、
七
％
程
度
に
低
下
し
た
。
わ
が
国

は
、
経
済
力
で
し
か
世
界
へ
の
存
在
を
示
せ
な
い
か
ら
、

急
速
に
存
在
感
の
な
い
小
さ
な
国
家
へ
と
変
貌
し
た
。

竹
島
も
尖
閣
も
、
問
題
の
背
景
に
は
わ
が
国
の
急
速
な

縮
小
が
あ
る
。

　

世
界
最
大
の
経
済
国
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
二
〇
年
で
二

倍
以
上
に
経
済
規
模
を
増
加
さ
せ
た
の
に
、
わ
が
国
は

名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
は
、
二
〇
年
前
を
下
回
る
有
様
だ
。
税

収
が
伸
び
な
い
の
に
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
費
が
急

た
が
、
ま
す
ま
す
財
政
が
厳
し
く
な
っ
て
赤
字
国
債

（
特
例
公
債
）
ま
で
大
量
に
発
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
今

日
で
は
、
公
共
事
業
費
は
、
道
路
も
含
め
す
べ
て
建
設

公
債
で
調
達
し
て
い
る
。

　

財
政
法
が
発
行
を
禁
止
し
て
い
る
特
例
公
債
は
、

一
九
七
五
（
昭
和
五
十
）
年
に
初
め
て
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
年
々
急
増
し
、
そ
の
発
行
残
高
は
最
近
で
は

四
五
〇
兆
円
に
も
達
し
、
建
設
公
債
残
高
二
四
七
兆
円

の
二
倍
近
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
保
障
費
な
ど

の
一
般
的
な
費
用
は
、
税
収
の
範
囲
内
で
支
出
す
る
こ

と
が
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
は
ま
か
な
え
な

い
こ
と
か
ら
「
法
が
禁
止
す
る
特
例
公
債
」
に
多
く
を

頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

消
費
税
の
増
税
規
模
が
今
回
の
程
度
だ
と
、
増
税
は

せ
い
ぜ
い
特
例
公
債
の
発
行
額
を
減
少
さ
せ
る
効
果
し

か
な
い
。
そ
の
た
め
公
共
事
業
は
、
や
は
り
建
設
公
債

収
入
の
み
で
行
う
こ
と
に
な
る
。
仮
に
増
税
の
際
に
た

ま
た
ま
公
共
事
業
が
増
額
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

建
設
公
債
増
発
に
よ
る
資
金
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
消
費
税
の
増
税
分
が
公
共
事
業
に
は
回
る
こ
と
は
な

い
」
の
で
あ
る
。

　

越
え
ら
れ
な
い
壁
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費

税
増
税
に
よ
っ
て
、
国
土
強
靱
化
だ
と
か
防
災
減
災
と

い
う
名
目
で
公
共
事
業
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
と
し

て
、「
公
共
事
業
・
防
災
便
乗
は
許
さ
れ
ぬ
」
な
ど
と
い

結
構
危
う
い
制
度
な
の
だ
と
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。
第

一
次
世
界
大
戦
後
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
民
主
政
体
に
お
け

る
自
由
選
挙
に
よ
っ
て
政
権
を
獲
得
し
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
し
、
最
近
の
わ
が
国
で
は
、
特
に
首
長

選
に
お
い
て
、
一
つ
だ
け
の
課
題
に
争
点
を
絞
り
、
さ

ら
に
反
市
民
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
仮
想
敵
を
つ
く
り
、

そ
れ
を
た
た
き
ま
く
る
こ
と
で
当
選
は
す
る
が
、
首
長

と
し
て
の
行
政
手
腕
に
著
し
く
欠
け
混
乱
だ
け
が
残
っ

た
事
例
が
続
出
し
て
い
る
。

　

増
税
は
国
民
に
は
不
人
気
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

で
き
る
だ
け
公
債
発
行
で
調
達
し
よ
う
と
す
る
。
財
政

法
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
民
の
安
全
や
生
活
の
効
率

を
生
み
出
す
た
め
の
財
産
を
形
成
す
る
公
共
事
業
に
つ

い
て
は
、
そ
の
財
源
と
し
て
債
券
の
発
行
を
認
め
て
い

る
か
ら
、
財
政
が
厳
し
く
な
る
と
ま
ず
、
公
共
事
業
費

か
ら
公
債
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
近
、
こ
の

関
係
を
正
し
く
踏
ま
え
な
い
ま
ま
、
社
会
資
本
整
備
を

急
い
で
い
る
世
界
中
の
流
れ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
、

と
に
か
く
公
共
事
業
憎
し
だ
け
の
感
が
あ
る
不
適
切
な

言
説
が
流
布
し
て
お
り
、
国
民
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
危

険
が
あ
る
。

　

建
設
公
債
の
発
行
は
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
十
一
）

年
ご
ろ
に
費
用
の
一
部
を
公
債
化
す
る
こ
と
で
始
ま
っ

主
主
義
と
は
、
事
実
に
基
づ
い
た
情
報
が
タ
イ

ミ
ン
グ
よ
く
主
権
者
に
届
い
て
い
な
け
れ
ば
、

民

う
新
聞
記
事
が
出
る
の
で
あ
る
。
デ
フ
レ
の
国
な
の
に

内
需
を
増
や
し
て
は
、
ダ
メ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

た
、
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
二
〇
一
二
・
七
・
三
〇
号
で

「
消
費
税
が
生
む
放
漫
財
政
」
と
い
う
記
事
を
載
せ
、

「
民
主
党
は
、
自
民
党
や
公
明
党
へ
の
配
慮
か
ら
消
費

税
引
き
上
げ
に
よ
る
税
収
増
の
一
部
を
実
質
的
に
公
共

事
業
に
使
う
方
向
に
転
じ
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
断

じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、「
公
共

事
業
に
使
う
方
向
」
に
な
ど
な
り
よ
う
が
な
い
こ
と
は

先
に
示
し
た
通
り
な
の
だ
。

　

実
は
、
薄
弱
な
が
ら
彼
ら
が
根
拠
と
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
今
回
の
「
消
費
税
増
税
法
（
略
称
）」

の
一
八
条
に
、「
財
政
に
よ
る
機
動
的
対
応
が
可
能
と

な
る
中
で
（
略
）
成
長
戦
略
並
び
に
事
前
防
災
及
び
減

災
等
に
資
す
る
分
野
に
資
金
を
重
点
的
に
配
分
す
る
こ

と
な
ど
、
我
が
国
経
済
の
成
長
等
に
向
け
た
施
策
を
検

討
す
る
」
と
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

条
文
に
「
検
討
す
る
」
な
ど
と
は
信
じ
が
た
い
表
現

だ
し
、
ひ
ど
い
悪
文
羅
列
の
こ
の
条
文
は
先
に
示
し
た

理
由
に
よ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
動
き
よ
う
が
な
い
の
だ
。

税
収
と
ほ
ぼ
同
額
か
そ
れ
以
上
の
赤
字
国
債
を
出
さ
ざ

る
を
得
な
い
現
状
で
は
、
建
設
公
債
を
原
資
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
公
共
事
業
に
「
税
」
が
回
る
事
態
は
ま
ず

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
会
計
に
そ
ん
な
余
裕

が
な
い
こ
と
な
ど
は
、
少
し
財
政
の
実
態
を
見
れ
ば
簡

増
す
る
か
ら
、
財
政
問
題
で
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

武
村
大
蔵
大
臣
の
一
九
九
五
年
の
財
政
危
機
宣
言
以

来
、
支
出
削
減
と
い
う
デ
フ
レ
促
進
策
に
邁
進
し
て
き

た
か
ら
、「
歳
出
を
減
ら
し
て
も
減
ら
し
て
も
、
ま
た
、

減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
恐
怖
の
循
環
に

陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
間
が
正
規
職
員
の
採
用
を

削
減
し
て
い
る
と
き
に
、「
公
務
員
に
優
秀
な
人
を
回

そ
う
と
考
え
て
採
用
を
増
や
す
」
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
採
用
を
半
減
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
削
減
ぶ
り
な
の

だ
。
公
務
を
め
ざ
し
て
勉
学
し
て
き
た
多
く
の
若
者
の

将
来
設
計
よ
り
も
、
当
面
の
財
政
を
優
先
さ
せ
て
い
る

の
が
い
ま
の
日
本
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
と
、
も
う
気
付

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
造
改
革
と
称
し
て
誤
っ
た

企
業
統
治
制
度
改
革
を
や
り
、「
株
主
指
向
と
い
っ
て

内
部
留
保
を
は
き
出
し
」「
不
況
時
に
も
か
か
わ
ら
ず

時
価
会
計
を
導
入
し
」「
取
締
役
員
の
任
期
を
一
年
に

し
た
り
、
四
半
期
ご
と
の
決
算
制
度
を
入
れ
て
、
業
績

評
価
を
短
期
主
義
に
し
」「
金
融
証
券
取
引
法
を
定
め

て
、
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
過
剰
だ
と
批
判
さ
れ
た
内
部
統

制
を
ア
メ
リ
カ
型
か
ら
ほ
と
ん
ど
修
正
せ
ず
導
入
し

て
」、
そ
の
結
果
、
経
営
者
の
進
取
の
意
欲
を
そ
い
で
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
不
況
に
沈
ん
で
も
い
る
。

　

い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
〇
年
何
を
し
て
き
た

の
だ
ろ
う
と
、
猛
省
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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