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と
か
残
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
の
方

は
我
々
を
騙
す
わ
け
が
な
い
と
い

う
も
の
が
多
い
で
す
。
神
様
だ
っ

た
天
皇
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
天
皇

に
な
っ
て
、
国
民
か
ら
受
容
さ
れ

る
わ
け
で
す
。

　

日
本
国
憲
法
で
天
皇
の
地
位
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
天
皇

の
巡
幸
な
ど
を
通
し
て
、
そ
の
権

威
と
か
尊
敬
は
横
滑
り
し
た
と
言

え
ま
す
。
だ
か
ら
、
昭
和
天
皇
は

人
々
の
前
に
出
る
と
い
う
こ
と
が

如
何
に
意
味
あ
る
こ
と
か
と
い
う

こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う

し
、
側
近
た
ち
も
同
様
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
今
の
天
皇
も
同
じ
認

識
だ
と
思
い
ま
す
。
一
部
の
保
守

派
の
人
々
が
言
う
よ
う
に
、
天
皇

は
国
民
の
前
に
あ
ま
り
出
ず
、
た

だ
祈
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
議

論
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
天
皇
に

し
ろ
今
の
天
皇
に
し
ろ
、
そ
れ
で

は
ダ
メ
だ
と
考
え
て
い
る
。
昭
和

天
皇
は
「
神
」
で
あ
っ
た
時
の
意

識
が
抜
け
き
ら
な
か
っ
た
人
な
の

で
、
国
民
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
が
、
今
の
天
皇
は
、
国
民

の
前
に
出
て
行
く
こ
と
自
体
が
、

天
皇
制
が
生
き
残
る
た
め
に
必
要

な
条
件
だ
と
思
っ
て
い
る
。
出
て

行
か
な
い
と
国
民
は
自
分
た
ち
の

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危

機
感
で
す
。

　

歳
を
重
ね
る
と
、
人
々
の
前
に

出
て
行
く
こ
と
は
体
力
的
に
難
し

く
な
り
ま
す
。
国
民
の
前
に
姿
を

晒
し
て
、
国
民
を
励
ま
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
天
皇
と

し
て
は
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う

判
断
が
今
の
天
皇
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
退
位
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
時
に
、
自
分
は
い

か
に
国
民
に
会
っ
て
き
た
か
を
時

間
を
か
け
て
話
し
て
い
ま
す
が
、

天
皇
が
人
々
の
前
に
立
つ
た
め
に

は
、
体
力
の
あ
る
皇
太
子
に
託
す

必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

今
の
天
皇
は
憲
法
第
1
条
を
積

極
的
に
解
釈
し
て
い
る
人
だ
と
思

い
ま
す
。
第
1
条
は
、
天
皇
は
国

民
統
合
の
象
徴
だ
と
い
う
規
定
で

す
が
、
天
皇
は
国
民
統
合
を
自
分

が
担
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。
特

に
沖
縄
が
典
型
だ
と
思
い
ま
す

が
、
日
本
の
中
で
不
安
定
要
因
に

な
っ
て
い
る
所
に
す
ご
く
肩
入
れ

す
る
わ
け
で
す
。「
象
徴
」
と
し

て
の
天
皇
が
国
民
の
間
に
根
付
く

た
め
に
は
、
天
皇
の
側
の
相
当
な

努
力
が
あ
っ
た
し
、
同
時
に
国
民

の
側
も
戦
前
か
ら
の
流
れ
の
中
で

天
皇
の
姿
を
通
し
て
理
解
し
、
そ

の
存
在
を
最
終
的
に
認
め
て
き
た

と
い
う
両
側
面
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

一
方
で
、
最
近
は
努
力
し
て
い

る
の
は
天
皇
の
側
だ
け
じ
ゃ
な
い

か
と
見
え
る
状
況
が
あ
っ
て
、
退

位
の
問
題
が
あ
そ
こ
ま
で
放
置
さ

れ
、
天
皇
の
後
継
者
問
題
（
女
系

女
性
天
皇
な
ど
）
の
話
が
い
ま

だ
に
何
も
進
ま
な
い
と
い
う
の

は
、
支
持
は
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
き
わ
め
て
緩
や
か
な
支
持
だ
と

い
う
こ
と
の
反
映
で
す
。
そ
れ
は

天
皇
の
身
体
を
通
し
て
の
支
持
な

の
で
、
代
替
わ
り
し
た
時
に
引
き

継
が
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
昭
和
か
ら
平
成
に
な
っ

た
時
も
、
最
初
の
う
ち
は
今
の
天

皇
は
結
構
批
判
を
さ
れ
て
い
た
の

で
、
多
分
皇
太
子
も
同
じ
こ
と
が

お
き
る
で
し
ょ
う
が
、
今
の
天
皇

の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
く
し
か

な
い
。
実
は
安
定
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
て
、
制
度
的
に
は
か
な
り

し
ん
ど
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

決
裁
文
書
し
か
な
か
っ
た

Ｑ　

な
ぜ
天
皇
の
問
題
と
公
文
書
問

題
が
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

も
と
も
と
は
今
の
天
皇
に
興
味

が
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
発
言
と

実
際
に
天
皇
制
を
支
持
し
て
い
る

人
達
の
考
え
方
の
ズ
レ
が
気
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
天
皇
は
憲
法

9
条
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
隠
そ
う

と
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
熱
狂
的
に

天
皇
制
を
支
持
し
て
い
る
人
達
に

は
9
条
改
憲
派
が
多
い
よ
う
に
見

え
ま
す
。

　

私
が
修
士
課
程
の
学
生
の
頃

に
、
ち
ょ
う
ど
情
報
公
開
法
が
で

き
た
の
で
、
天
皇
の
資
料
を
求
め

て
宮
内
庁
に
情
報
公
開
請
求
し
た

の
で
す
が
、
決
裁
を
受
け
た
文
書

し
か
出
て
こ
な
い
。
こ
ち
ら
が
知

り
た
い
の
は
、
政
策
を
決
定
す
る

ま
で
の
途
中
経
過
で
す
が
、
結
果

し
か
残
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

最
初
は
「
隠
蔽
」
か
と
思
っ
た
の

で
す
が
、
宮
内
庁
の
職
員
と
話
し

て
い
る
と
、
ど
う
も
違
う
の
で
は

な
い
か
と
。
彼
ら
は
悪
意
な
く
、

業
務
上
の
必
要
不
必
要
で
文
書
を

残
す
残
さ
な
い
を
決
め
て
い
る
人

達
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
な
ぜ
だ

ろ
う
と
調
べ
て
い
く
う
ち
に
公
文

書
問
題
を
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

公
文
書
管
理
の
度
合
い
は

国
民
の
関
心
の
度
合
を
反
映

Ｑ　

公
文
書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は

ど
う
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

　
「
知
る
権
利
」
は
憲
法
の
表
現

の
自
由
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
公
文
書
の
公
開

と
い
う
問
題
は
あ
ま
り
関
心
を
持

た
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

実
態
で
す
。
２
０
１
１
年
に
公
文

書
管
理
法
と
い
う
法
律
が
で
き
ま

し
た
が
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
公
文
書
管
理
法
は
、

字
面
の
通
り
、
公
文
書
を
管
理
す

る
た
め
の
法
律
で
す
が
、
考
え
て

み
れ
ば
、
明
治
以
降
こ
こ
ま
で
、

公
文
書
を
管
理
す
る
法
律
が
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。こ
の
法
律
は
、

こ
こ
1
年
ぐ
ら
い
の
不
祥
事
で
、

く
言
わ
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は

そ
れ
を
理
解
し
て
い
て
、
天
皇
は

日
本
国
民
の
中
で
は
絶
対
的
な
も

の
で
あ
る
、
だ
か
ら
天
皇
を
利
用

し
た
ほ
う
が
占
領
統
治
は
や
り
や

す
い
と
判
断
し
た
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
、権
力
を
全
部
剥
奪
し
つ
つ
、

天
皇
の
権
威
を
占
領
統
治
に
利
用

し
ま
し
た
。

　

日
本
政
府
は
天
皇
制
を
守
る
こ

と
が
絶
対
条
件
で
し
た
。
だ
か
ら

敗
戦
直
後
の
一
番
の
問
題
は
、
戦

争
責
任
が
天
皇
に
い
か
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
で
し
た
。
国
内
で
は

負
け
た
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
と

い
う
議
論
が
国
民
の
中
に
あ
っ

て
、
当
時
の
警
察
の
報
告
書
を
見

る
と
、
明
ら
か
に
天
皇
に
対
す
る

不
満
は
溜
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
日
本
政
府
は
「
天
皇
は
何
も

知
ら
な
か
っ
た
」
と
し
、
軍
部
に

責
任
を
押
し
つ
け
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
昭
和
天
皇
が
ど
う
振

る
舞
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

し
た
。
昭
和
天
皇
は
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
に
会
っ
て
「
自
分
は
従
い
ま

す
」
と
言
っ
た
の
で
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
は
天
皇
を
守
る
こ
と
を
決
断

し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
民
に
対
す

る
わ
だ
か
ま
り
を
解
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
全
国
に
出
か
け
て
い

く
わ
け
で
す
。

　

年
配
の
方
は
よ
く
わ
か
る
と
思

い
ま
す
が
、
昭
和
天
皇
は
動
き
や

話
し
方
が
す
ご
く
朴
訥
と
し
た
方

で
す
。
そ
れ
が
国
民
に
ウ
ケ
た
側

面
が
あ
り
ま
し
た
。
国
民
の
側
か

ら
見
る
と
、
背
広
姿
で
天
皇
が
ニ

コ
ニ
コ
と
話
し
か
け
て
く
る
わ
け

で
す
。
す
る
と
、「
純
朴
で
親
切

そ
う
な
こ
の
人
が
私
た
ち
を
騙
す

わ
け
が
な
い
」と
思
う
ん
で
す
ね
。

本
当
は
、
軍
か
ら
も
報
告
を
受
け

て
い
て
、
作
戦
行
動
に
疑
義
を
出

し
た
り
す
る
な
ど
、
裏
で
い
ろ
ん

な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
は
、
後

で
ど
ん
ど
ん
明
ら
か
に
な
る
わ
け

で
す
が
・
・
・
。
当
時
の
新
聞
や

公
文
書
な
ど
を
見
る
と
、
作
文
集

天
皇
に
対
す
る
関
心
が

公
文
書
研
究
の
き
っ
か
け

Ｑ　

公
文
書
問
題
に
関
心
を
も
た
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
お
話
し

く
だ
さ
い
。

 　
公
文
書
問
題
に
関
心
を
持
っ

た
き
っ
か
け
は
私
の
研
究
に
関
わ

り
ま
す
。
私
は
昭
和
天
皇
の
敗
戦

直
後
の
「
戦
後
巡
幸
」（
全
国
旅

行
）
に
注
目
し
、「
現
人
神
」
か

ら
「
象
徴
」
へ
と
変
わ
り
ゆ
く
昭

和
天
皇
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
て
い
っ
た
の
か
を
調
べ
る

こ
と
で
、
現
在
の
国
民
の
天
皇
制

支
持
の
源
流
を
探
る
こ
と
を
研
究

テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
天
皇
制
の
存

廃
に
つ
い
て
は
意
見
が
割
れ
て
い

ま
し
た
。
米
軍
が
ケ
ガ
な
ど
を
し

て
い
て
収
容
さ
れ
た
日
本
人
捕
虜

の
尋
問
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
日
本

人
は
軍
に
対
す
る
悪
口
は
言
い
ま

す
が
、
天
皇
に
つ
い
て
は
絶
対
悪
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