
日
一
宅
口

に
つ
い
て

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
、

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
と
い
う
法
律
は
、
殺
人
と
か
強
盗
傷
人
の
よ

う
に
、
人
の
生
命
.
身
体
を
害
す
る
犯
罪
に
ょ
っ
て
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
者
の

遺
族
、
あ
る
い
は
重
障
害
を
受
け
た
人
に
対
し
ま
し
て
、
国
が
一
定
額
の
救
済

金
1
犯
罪
被
害
者
籍
付
金
1
を
支
給
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
こ
の

法
律
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
丁
度
二
年
前
に
あ
九
り
ま
す
昭
和
五
ナ
年
一

月
一
日
で
あ
り
ま
し
て
、
現
在
ま
で
に
約
二
0
0
人
の
方
が
九
か
、
こ
の
法
律

に
ょ
っ
て
救
済
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
出
発
時
に
は
最
高
額
が
約
九
0
0

万
円
で
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
一
 
0
0
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
九

こ
の
よ
う
に
し
て
、
九
と
え
ば
通
り
魔
犯
人
に
ょ
っ
て
生
命
を
落
と
し
九

り
、
強
盗
犯
人
に
重
傷
を
負
わ
さ
れ
再
起
不
能
の
障
害
を
受
け
た
場
合
、
遺
族

や
負
傷
者
は
、
一
定
額
の
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
九
の
で

す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
と
り
ま
し
て
、
こ
の
法
律
が
一
っ
の
大
き
稲

音
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
法
律
に
最
も
深
く
か

か
わ
っ
て
き
た
者
の
一
人
と
し
て
、
私
自
身
に
と
り
ま
し
て
も
新
法
の
成
立
は

感
慨
ひ
と
し
お
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

私
が
犯
罪
被
害
者
救
済
制
度
の
創
設
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た

の
は
、
そ
も
そ
も
は
刑
法
改
正
問
題
で
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
政
府

は
昭
和
三
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
刑
法
改
正
事
業
に
取
り
組
み
、
昭
和
四
九
年

に
は
改
正
刑
法
草
案
を
発
表
す
る
の
で
す
が
、
立
案
の
過
程
で
現
在
の
刑
法
よ

り
も
全
体
と
し
て
刑
を
重
く
す
る
こ
と
、
そ
れ
と
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る

保
安
処
分
を
創
設
す
る
こ
と
、
こ
の
二
っ
の
方
針
を
璽
し
ま
し
た
。
市
民
の

安
全
を
犯
罪
者
か
ら
守
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
個
人
主

義
の
原
理
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
市
民
は
、
自
ら
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、

財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
に
国
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

き
ま
し
九
0
 
し
九
が
い
ま
し
て
、
政
府
が
、
市
民
的
な
安
全
の
要
求
に
答
え
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど

も
、
犯
罪
者
を
重
く
罰
す
れ
ぱ
犯
罪
が
減
少
し
て
、
市
民
の
安
全
が
、
よ
り
強

ヒ
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
九
、
精
神
障
害
が
原
因
で
犯
罪

大

、ノ

實
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に
で
た
人
は
、
病
気
が
完
治
す
る
ま
で
拘
禁
し
て
お
く
と
い
う
保
安
処
分
の
制

度
は
、
不
幸
に
し
て
精
神
障
害
に
陥
っ
た
人
を
社
会
か
ら
抹
殺
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
ば
か
り
か
、
あ
ま
り
に
も
安
上
が
り
の
犯
罪
防
止
策
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。私

は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
現
代
に
お
け
る
刑
事
政
策
の

あ
り
方
を
追
求
し
て
き
た
の
で
す
が
、
市
民
的
安
全
の
要
求
に
刑
法
が
答
え
る

こ
と
に
は
限
度
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
く
に
、
こ
れ
を
重
視
し
す
ぎ
る
と

刑
法
が
不
当
に
市
民
生
活
に
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
て
、
か
え
っ
て

市
民
牛
活
の
安
全
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で

す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
安
全
の
要
求
に
答
え
る
九
め
に
は
、
犯
罪
の
撲
滅
と

い
う
発
想
を
変
え
て
、
犯
罪
被
害
者
を
国
が
救
済
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る

と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
刑
法
学
者
が
学
ん
だ
ド
¥
ツ
刑
法
学
に

お
き
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
乏
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス

に
は
、
ベ
ン
サ
ム
以
来
こ
の
愚
の
伝
統
が
あ
り
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
を
初

め
、
英
米
法
系
の
諸
国
で
は
、
こ
の
救
済
制
度
を
実
施
し
て
い
た
と
こ
ろ
か

ら
、
私
は
、
そ
れ
ま
で
一
 
0
年
問
つ
づ
け
て
き
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
か
ら
籬
れ

て
、
昭
和
四
五
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
イ
ギ
リ
ス
刑

法
や
犯
罪
被
害
者
救
済
制
度
の
研
究
を
し
た
の
で
す
0

抽
国
後
、
い
ち
早
く
法
律
繋
に
犯
罪
被
害
者
救
済
の
必
要
性
を
訴
え
る
論

文
を
発
表
す
る
と
と
も
、
犯
罪
被
害
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
遺
族
の
実
態
調
査
、

重
馨
を
受
け
た
人
た
ち
と
の
対
話
を
重
ね
、
あ
る
い
は
「
殺
人
犯
罪
の
撲
滅

を
推
進
す
る
遺
族
会
」
と
提
携
し
、
市
民
運
動
を
も
指
導
し
て
立
法
の
は
た
ら

き
か
け
を
し
て
み
ま
し
た
。
他
方
、
わ
が
国
の
よ
う
に
官
僚
組
織
が
整
備
さ
れ

て
い
る
国
に
お
い
て
は
、
市
民
研
と
い
っ
た
も
の
で
法
律
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
刑
法
や
犯
罪
防
止
策
は
い
か

に
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
理
讐
装
に
も
、
日
夜
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
丁
度
、
法
学
部
長
の
要
職
に
あ
っ
九
と
き
で
し
た
が
、
学
部
の
仕
事
の
あ

い
間
を
ぬ
っ
て
、
著
作
に
、
あ
る
い
は
立
法
運
動
に
没
頭
し
た
毎
日
は
、
私
に

と
っ
て
ま
こ
と
に
充
実
し
た
も
の
で
し
た
0

し
か
し
、
世
間
の
注
目
を
集
め
た
割
り
に
、
立
法
化
の
歩
み
は
遅
々
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
国
会
に
上
程
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
す
か

ら
、
制
度
の
必
要
性
を
訴
え
始
め
て
か
ら
八
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
立
法
化
の
道
程
は
、
ず
い
分
と
長
か
っ
た
よ
う
に

も
思
い
ま
す
。

で
は
、
ど
ぅ
し
て
こ
ん
な
に
多
く
の
歳
月
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
よ
う
か
0

今
ふ
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
の
制
度
の
実
現
の
た
め
に
は
、
四
つ
の
克
服
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
困
難
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
す
0

そ
の
一
っ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
財
源
の
問
題
で
し
た
。
こ
の
制
度
の
出
窕

点
は
、
一
方
的
に
犯
罪
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
い
な
が
ら
、
犯
人
か
ら
は
も
ち

ろ
ん
、
国
や
地
方
自
治
体
か
ら
も
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
気
の
毒
で
は
な

い
か
、
と
い
う
同
忽
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
犯
罪
被
害
者
が
気
の
毒
な
立

場
に
置
か
れ
て
ぃ
る
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
と
く
に
次
の
点
、
す

な
わ
ち
社
会
的
な
原
因
で
人
身
上
の
被
害
を
受
け
た
人
に
対
し
て
は
、
い
ろ
ん

な
補
償
制
度
が
あ
り
ま
す
の
に
、
犯
罪
に
ょ
っ
て
不
慮
の
被
害
を
受
け
て
も
、

何
の
救
済
も
受
け
ら
れ
な
い
の
は
不
均
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
り
ま

し
た
。
自
動
車
損
害
賠
償
貰
任
保
険
制
度
や
契
補
償
制
度
、
さ
ら
に
公
害
健

康
被
害
補
償
制
度
な
ど
多
く
の
補
籍
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
ど
ぅ
し

て
犯
罪
被
害
者
だ
け
が
泣
き
寝
入
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
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う
不
均
衡
感
が
、
こ
の
制
度
の
出
発
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
不
均
衡
を
是
正
し
な
い
で
放
置
し
て
お
け
ば
、
市
民
の
間
に
厳
罰

主
義
が
横
行
し
、
法
秩
序
に
対
し
て
の
不
信
感
が
は
び
こ
っ
て
し
ま
う
の
で
す

か
ら
、
犯
罪
被
害
者
は
国
が
責
任
を
も
っ
て
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
私
共
が
九
ど
り
つ
い
九
制
度
を
必
要
と
す
る
根
拠
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
理

屈
は
、
か
な
り
説
得
力
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
問
題
は
、
そ
の
財
源
を
ど
ぅ
し

て
国
の
一
般
会
計
か
ら
支
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
に
あ
り
ま
し
た
。
と
申

し
ま
す
の
は
、
、
こ
承
知
の
よ
う
に
、
自
賠
責
保
険
な
ど
の
各
種
補
償
制
度
に
お

き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
基
金
は
国
民
の
税
金
か
ら
で
は
な
し
に
、
自

動
車
の
保
有
者
と
か
、
τ
場
の
事
業
主
と
い
っ
九
加
害
者
に
な
り
う
る
よ
う
な

人
と
か
法
人
1
潜
在
的
加
害
者
1
が
拠
出
し
て
お
り
ま
し
て
、
国
の
一
般
会
創

か
ら
は
基
金
は
出
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
犯
罪
被
害
者
の
場
合
に
は

年
間
一
0
0
億
円
以
上
も
あ
る
罰
金
か
ら
拠
出
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ

り
ま
し
九
が
、
罰
金
も
す
で
に
支
出
が
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
結

局
は
、
税
金
か
ら
支
出
す
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
様
々

な
根
拠
が
考
案
さ
れ
九
の
で
す
が
、
自
由
社
会
で
は
、
個
人
の
自
由
権
を
保
障

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
犯
罪
を
完
全
に
撲
滅
す
る
と
い
う
こ
と

は
当
然
に
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
は
、
犯
罪
被
害
は
、
い
つ
、
誰

の
と
こ
ろ
に
降
り
か
か
る
か
分
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
被
害
を
現
実

の
被
害
者
に
だ
け
負
担
さ
せ
る
の
は
不
公
平
で
あ
り
ま
し
て
、
犯
罪
に
ょ
る
被

害
を
国
民
の
皆
が
全
体
と
し
て
引
き
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
ま
し
九
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
低
経
済
成
長
の
時
代
に
入
っ
て
国
が
赤
字
財
政
に
苦
し

ん
で
い
る
と
き
、
出
賓
を
前
提
と
す
る
制
度
が
敬
遠
さ
れ
る
の
は
無
論
で
す
。

そ
こ
で
、
当
初
は
、
加
療
一
力
月
程
度
の
傷
害
も
補
償
す
る
は
ず
で
し
た
か
、

と
り
あ
え
ず
死
亡
の
場
合
と
、
こ
れ
と
同
程
度
と
み
ら
れ
る
重
障
害
に
限
定

し
、
死
亡
に
つ
い
て
最
高
約
七
0
0
万
円
、
重
障
害
に
つ
き
約
九
0
0
万
円
の

救
済
金
で
出
発
し
九
の
で
し
九
。
こ
の
補
償
の
範
囲
や
限
度
額
に
不
満
を
い
う

人
も
い
ま
す
が
、
し
か
し
補
償
天
国
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
本
当
に
救
済
を

必
要
と
す
る
犯
罪
被
害
に
限
定
す
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
の
で
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
に
救
済
の
範
囲
を
広
げ
す
ぎ
て
財
源
難
に
苦
し
む
よ
り
は
、
日
本
の

制
度
は
、
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
制
度
だ
と
自
負
し
て
ぃ
ま
す
。

第
二
の
問
題
と
し
て
は
、
人
権
を
守
ろ
う
と
す
る
人
九
ち
の
間
に
、
一
種
の

危
倶
が
あ
っ
九
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
戦
後
の
刑
事
司
法
制
度
は

一
大
変
革
を
と
げ
九
と
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
戦
前
お
よ
び
戦
時
中

の
人
権
無
視
の
刑
事
司
法
を
反
省
し
て
、
被
疑
者
、
被
告
人
、
犯
罪
者
の
人
権

保
障
を
拡
充
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
が
払
わ
れ
九
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
実
務
家
の
み
な
ら
ず
研
究
者
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
人
サ
イ
ド
の
人

権
確
立
に
大
き
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
こ
う
し
九
状
況
の
も
と
で

犯
罪
被
害
者
に
光
を
あ
て
る
こ
と
は
、
折
角
定
着
し
つ
っ
あ
る
人
権
尊
重
に
立

つ
刑
事
司
法
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
懸
念
さ
れ
九
の
で
す
。
被
害
者

の
悲
惨
な
実
態
を
浮
き
ぽ
り
に
す
れ
ぱ
、
憎
き
犯
人
は
草
の
根
を
わ
け
て
も
捕

え
ろ
、
そ
し
て
厳
罰
に
処
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で

す
。

こ
の
懸
念
に
は
一
理
あ
る
の
で
す
。
現
に
、
改
正
刑
法
草
案
が
刑
罰
を
重
く

し
よ
う
と
し
九
の
も
、
被
害
者
が
気
の
毒
で
あ
り
、
そ
の
人
九
ち
の
応
報
感
情

を
満
足
さ
せ
て
ゃ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
理
由
で
し
九
。
そ
こ

で
、
こ
の
種
の
消
磊
に
対
し
て
は
十
分
な
配
慮
が
必
要
と
考
え
ら
れ
九
の
で
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す
が
、
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
三
0
年
代
以
後
、
経
済

状
勢
が
安
定
し
、
あ
る
程
度
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
が
営
め
る
よ
う
に
な
っ
た
条

件
の
も
と
で
は
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
「
い
の
ち
と
暮
し
」
が
価
値
の
根
源
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
犯
罪
被
害
者
を
無
視
し
た
刑
事
司
法
こ
そ
幻

想
で
は
な
い
か
。
大
切
な
こ
と
は
、
犯
人
サ
イ
ド
の
人
権
と
被
害
者
サ
イ
ド
の

人
権
の
調
和
に
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
す
。

第
三
の
問
題
は
、
も
っ
と
技
術
的
な
問
題
で
す
。
犯
罪
は
、
多
く
の
場
合
被

害
者
と
加
害
者
と
の
相
関
関
係
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
全
く
一
方
的
に
被
害
を
受
け
る
と
い
う
の
は
稀
(
ま
れ
)

で
す
。
被
害
者
に
落
ち
度
が
あ
っ
九
り
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
被
害
者
が

挑
発
し
た
九
め
に
犯
罪
を
誘
発
す
る
と
い
う
例
も
少
な
く
は
な
い
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
被
害
者
の
方
に
責
任
が
あ
る
場
合
に
も
、
通
り
魔
に
よ
る
被
害
者
と

同
じ
よ
う
に
救
済
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
社
会
正
義
が
許
し
ま

せ
ん
。
他
方
、
若
い
女
性
が
刺
激
的
に
過
ぎ
る
服
装
で
歩
い
て
い
九
九
め
に
強

姦
魔
に
製
わ
れ
て
殺
さ
れ
た
よ
う
な
と
き
に
、
そ
の
女
性
の
側
に
多
少
の
落
ち

度
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
全
く
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
の
も
不
当
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
九

の
で
す
が
、
結
局
、
被
害
者
が
犯
罪
を
誘
発
し
六
と
き
、
あ
る
い
は
、
被
害
者

に
も
責
任
が
あ
る
と
き
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
給
付
金
の
額
を
下
げ
る

か
、
全
く
支
給
し
な
い
も
の
と
し
て
解
決
し
九
の
で
し
九
。

し
か
し
、
立
法
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
む
ず
か
し
か
っ
た
問
題
は
、
法
律
が

実
施
さ
れ
る
以
前
に
被
害
に
会
っ
た
人
六
ち
、
又
は
そ
の
遺
族
を
救
済
す
べ
き

か
ど
ぅ
か
と
い
う
こ
と
で
し
九
。
と
く
に
、
制
度
創
設
の
九
め
に
運
動
を
し
て

き
九
「
犯
罪
被
客
糟
制
皮
を
促
進
す
る
会
L
 
の
会
員
九
ち
が
、
新
し
い
制
度

の
恩
恵
に
俗
し
え
な
い
と
す
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
何
の
た
め
に
頑
張
っ

て
き
た
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
過
去
に
遡
っ

て
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
だ
で
さ
え
財
政
困
難
と
い
う
理
由
か
ら
制
度
創

設
が
危
ぷ
ま
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
到
底
認
め
ら
れ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
法
律
論
か
ら
し
て
も
、
過
去
に
遡
る
べ
き
泱
定
的
根
拠
は
見
出

せ
ま
せ
ん
で
し
九
。
法
案
を
準
備
し
た
警
察
庁
の
関
係
者
は
、
こ
の
点
を
ず
い

分
深
刻
に
考
え
て
苦
慮
さ
れ
て
い
ま
し
九
が
、
私
は
、
先
の
「
促
進
す
る
会
」

の
顧
問
を
し
て
い
た
だ
け
に
、
さ
ら
に
悩
み
は
深
刻
で
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
政
党
が
一
五
年
前
の
被
害
者
に
ま
で
遡
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
主

張
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
は
、
多
く
の
被
害
者
か
ら
、
き
び
し
く
指
弾

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
会
員
か
ら
す
れ
ば
怒
り
を
覚
え
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
法
律
家
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
遡
及
適
用
を

会
員
の
方
が
た
に
約
束
す
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
一
半
の
責
任
が

あ
り
、
あ
れ
こ
れ
考
え
九
未
に
思
い
つ
い
九
案
が
、
被
害
者
の
遺
児
な
ど
に
対

す
る
奨
学
金
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
が
財
団
法
人
犯
罪
被
害
救
援
基
金
と
し
て
結

実
し
九
の
で
す
。
そ
し
て
、
制
度
の
創
設
前
後
を
問
わ
ず
月
額
一
万
五
0
0
0

円
程
度
の
救
援
金
を
大
学
生
以
下
の
子
弟
に
与
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
も
あ
れ
、
全
く
新
し
い
考
え
方
に
立
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法

は
動
き
出
し
、
多
く
の
人
た
ち
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
現
実
に
救
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
犯
人
サ
イ
ド
の
人

権
が
危
く
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
み
て
ま
い
り
ま
す

と
、
制
度
の
創
設
は
、
私
に
と
っ
て
ず
い
分
と
長
い
道
の
り
で
あ
り
ま
し
九

、
、
)
、

が
、
同
時
に
、
立
法
化
の
た
め
の
苦
労
が
実
を
結
ん
だ
と
い
う
充
実
感
に
ひ
九

れ
る
よ
う
に
も
思
っ
次
第
で
す
。

(
大
学
法
学
部
教
遅
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一
;

、、

1

ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
周
辺

1
金
へ
の
執
着
は
ほ
ど
ほ
ど
こ

私
の
学
生
時
代
は
、
ま
だ
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
全
盛
期
で
、
数
々
の
ア
メ
リ
カ
映

面
が
輸
入
さ
れ
、
私
も
し
ょ
つ
ち
ゅ
う
、
ハ
シ
ゴ
酒
な
ら
ぬ
ハ
シ
ゴ
映
画
を
し

＼ノ

て
回
っ
た
経
験
が
あ
る
。
そ
ん
な
映
画
の
中
の
ひ
と
つ
に
,
悪
の
花
園
"
と
い

、
つ
の
が
あ
っ
た
0
 
ゲ
ー
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
と
り
チ
ャ
ー
ド
.
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
カ

扮
す
る
西
部
の
食
い
つ
め
男
二
人
に
、
美
女
ス
ー
ザ
ン
・
ヘ
イ
ワ
ー
ド
を
か
ら

ま
せ
、
金
を
め
ぐ
っ
て
、
色
と
欲
と
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
行
す
る
西
部
劇
の
一

種
だ
っ
た
が
、
そ
の
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
、
生
き
残
っ
九
ク
ー
。
ハ
ー
が
、

山
上
か
ら
広
大
な
砂
漠
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
独
白
す
る
台
詞
が
、
ど
ぅ
い
う
わ

け
か
い
ま
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
ウ
ー
。
ハ
ー
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
つ
ぷ
や

く
の
だ
。

「
も
し
、
こ
の
地
球
が
金
で
で
き
て
い
た
な
ら
、
人
間
は
た
っ
た
一
握
り
の

泥
の
た
め
に
命
を
落
と
す
こ
と
だ
ろ
う
」

ま
こ
と
に
、
金
は
命
を
か
け
て
で
も
争
奪
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
大
昔
か
ら

杉
江
雅
彦

1格
好
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
欧
米
人
た
ち
が
金
を
渇
仰
す
る
こ
と

は
、
私
九
ち
日
本
人
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
そ
れ
は
一
種
の
信
仰

に
さ
え
似
て
い
る
。
個
人
レ
ベ
ル
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
国

ぐ
に
で
は
、
政
府
や
中
央
銀
行
で
さ
え
も
、
第
二
次
大
戦
後
の
1
M
F
体
制
の

も
と
で
、
ド
ル
を
米
国
に
売
っ
て
は
金
に
換
え
る
と
い
う
、
合
法
的
手
段
で
金

獲
得
に
熱
中
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
一
年
八
月
、
米
国
が
保
有
す
る
金

の
急
激
な
減
少
に
肝
を
つ
ぶ
し
た
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
は
、
金
と
ド
ル
の
兌
換

を
一
方
的
に
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。
有
名
な
,
ニ
ク
ソ
ン
.
シ
,
ツ
ク
"
が
こ

れ
だ
が
、
と
に
か
く
そ
れ
以
来
、
金
は
も
っ
ぱ
ら
民
間
の
需
要
対
線
と
し
て
、

し
か
も
公
定
相
場
は
無
い
に
等
し
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
九
か
ら
、
金
価
格

も
糸
が
切
れ
た
凧
の
よ
う
に
空
高
く
上
が
っ
て
し
ま
い
、
こ
ん
に
ち
に
お
よ
ん

で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
欧
米
人
に
く
ら
べ
て
、
比
較
的
金
に
は
恬
淡
で
あ
っ
九
私
た
ち

- a)ー



日
本
人
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
目
の
色
を
か
え
て
金
に
と
び
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
の
は
ど
ぅ
い
う
理
由
に
も
と
ず
く
の
だ
ろ
う
か
。
宝
石
商
の
店
頭
に
、
金
貨

を
買
う
た
め
に
O
L
九
ち
が
長
い
列
を
つ
く
つ
九
、
な
ど
と
い
う
ニ
ユ
ー
ス
を

聞
く
と
、
日
本
人
の
金
選
好
も
た
い
し
九
も
の
だ
と
び
っ
く
り
し
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
で
、
民
間
の
金
需
要
を
目
的
別
に
大
ざ
っ
ぱ
に
分
類
す
る
と
、
①
工
業

用
、
②
宝
飾
品
用
、
③
投
資
用
と
い
う
よ
う
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
九

と
え
ぱ
歯
医
者
で
金
歯
を
入
れ
る
と
い
っ
九
金
需
要
は
工
業
用
に
入
る
か
ら
、

こ
う
し
た
分
類
も
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
金
価
格
と
の
関
係
で

み
る
と
、
工
業
用
は
価
格
変
動
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
安
定
し
た
舗
要
量

を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
価
格
が
安
定
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
金

価
格
が
下
が
っ
た
あ
と
な
ど
は
宝
飾
品
用
の
需
要
が
伸
び
、
反
対
に
価
格
が
上

が
る
と
、
こ
ん
ど
は
投
資
用
需
要
が
ふ
ぇ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。

さ
て
、
私
た
ち
が
金
を
欲
し
が
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
宝
飾
品
と
し

て
、
あ
る
い
は
投
資
目
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
私

自
身
の
こ
と
で
い
う
な
ら
、
昨
年
春
に
あ
る
裁
判
系
言
を
し
九
と
こ
ろ
、
私

の
証
言
が
効
い
た
の
か
、
勝
訴
に
な
っ
た
人
か
ら
、
お
礼
だ
と
い
っ
て
金
の
力

フ
ス
釦
を
頂
い
九
。
よ
く
み
る
と
、
そ
れ
は
純
金
の
バ
ー
を
力
フ
ス
釦
に
加
工

し
た
も
の
で
、
表
面
に
は
ス
ィ
ス
信
用
銀
行
が
保
証
し
九
9
9
9
・
9
と
い
う

刻
印
が
あ
る
か
ら
、
九
ん
に
力
フ
ス
釦
と
し
て
の
効
用
だ
け
で
は
な
く
、
金
の

値
段
が
上
が
れ
ば
、
こ
れ
を
売
っ
て
儲
け
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、

装
飾
と
投
資
と
を
兼
ね
て
い
る
。
こ
れ
を
つ
け
て
い
る
と
、
安
心
し
て
酒
場
に

行
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
こ
と
に
り
ツ
チ
な
力
フ
ス
釦
を
も
ら
っ
、
九
も
の

だ
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
日
本
人
が
金
の
バ
ー
や
金
貨
を
さ
か
ん
に
買
い
出
し
九

の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
こ
こ
二
、
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
急
に
金
需
要
が
ふ
ぇ
九

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
一
昨
年
(
昭
和
五
十
六
年
)
十
二

月
の
外
為
法
改
正
で
、
金
の
輸
入
が
完
全
に
自
由
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第

二
に
は
、
不
公
平
課
税
を
是
正
す
る
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
法

が
施
行
さ
れ
る
と
(
昭
和
五
十
九
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
九

が
、
主
と
し
て
自
民
党
の
強
い
反
対
で
延
期
も
し
く
は
廃
止
が
必
至
の
雲
行
き

で
あ
る
)
、
個
人
の
財
産
が
す
べ
て
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る

と
い
う
の
で
、
こ
れ
を
嫌
っ
て
金
な
ど
の
実
物
資
産
に
乗
り
換
え
る
動
き
が
で

て
き
九
た
め
で
あ
る
。

た
と
え
ぱ
、
金
地
金
だ
け
の
動
き
を
み
て
も
、
わ
が
国
の
金
輸
入
は
、
昭
和

五
十
五
年
に
は
わ
ず
か
三
一
・
ハ
ト
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
九
も
の
が
、
翌
五
十
六

年
に
は
一
挙
に
一
六
七
・
三
ト
ン
に
ハ
ネ
あ
が
り
、
さ
ら
に
五
十
七
年
も
十
月

ま
で
の
実
績
で
一
三
七
・
五
ト
ン
に
達
し
て
い
る
。
世
界
中
の
金
の
供
給
量

は
、
五
十
五
年
に
九
四
六
ト
ン
、
五
十
六
年
が
九
六
ニ
ト
ン
で
あ
る
か
ら
、
一

咋
年
の
ご
と
き
は
、
稔
給
量
の
二
0
バ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
、
日
本
一
国
で
買

い
込
ん
だ
計
算
に
な
る
。
ま
さ
に
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ユ
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

宝
飢
品
用
と
投
資
用
(
あ
る
い
は
退
蔵
用
)
と
を
兼
ね
備
え
九
金
の
形
態

は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
金
の
バ
ー
ト
外
国
金
貨
で
あ
ろ
う
。
 
0
工
九
ち
が
列
を

つ
く
っ
て
ま
で
買
い
あ
さ
っ
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
小
粒
の
金
貨
で
は
な

か
っ
九
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
現
在
、
わ
が
国
で
市
販
さ
れ
て
い
る
外
国
金
貨

は
、
ク
ル
ー
ガ
ー
ラ
ン
ド
(
南
ア
フ
り
力
共
和
国
、
純
度
九
一
・
六
七
パ
ー
セ

ン
ト
)
、
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ン
ダ
(
中
国
、
同
九
九
・
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
)
、
そ
れ
に
メ

ー
プ
ル
リ
ー
フ
(
カ
ナ
ズ
、
伺
九
九
・
九
バ
ー
セ
ン
ト
)
の
三
種
類
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
毎
日
の
金
地
金
価
格
を
プ
レ
ミ
ア
ム
を
加
え
九
値
段
で
売
ら
れ
て
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お
り
、
世
界
中
で
こ
で
も
換
金
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
今
後
は
、

こ
う
し
た
形
で
の
金
需
要
が
、
次
第
に
わ
が
国
に
も
浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

わ
が
国
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ユ
は
、
た
ん
に
金
地
金
や
金
貨
の
ブ
ー
ム
を
呼

ん
だ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
ぅ
と
ぅ
、
金
の
売
買
取
引
を
専
問
に
行
う
金
取
引
所

を
誕
生
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
一
気
に
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
五
十
七
年
三
月
、
東
京
金
取
引
所
が
世
界
で
十
一
番
目
の
金
取
引
所
と
し

て
名
乗
り
を
あ
げ
た
か
ら
だ
。
こ
の
取
引
所
で
は
、
た
ん
に
金
の
現
物
を
売
買

す
る
だ
け
で
な
く
、
先
物
で
金
を
売
買
す
る
先
物
市
場
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

金
に
か
ぎ
ら
ず
、
先
物
取
引
と
い
う
の
は
、
現
在
時
点
で
は
商
品
の
売
り
渡
し

も
買
い
取
り
も
せ
ず
、
何
力
月
か
先
に
決
済
す
る
こ
と
を
契
約
す
る
だ
け
の
取

引
で
あ
る
か
ら
、
い
き
お
い
投
機
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
短
所
を
持
つ
反
面
、

商
品
の
保
有
者
に
と
っ
て
は
、
価
格
下
落
危
険
を
回
避
で
き
る
と
い
う
経
済
的

機
能
が
あ
る
。
金
の
先
物
市
場
が
わ
が
国
に
も
開
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
金
に
対

す
る
需
要
は
、
九
ん
に
金
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
価
格
の
変
動
を
見
越
し

て
儲
け
よ
う
と
す
る
投
機
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
金
の
所
有
者
が
金
価
格
の
下

落
に
よ
る
り
ス
ク
を
回
避
す
る
九
め
の
へ
ッ
ジ
手
段
と
し
て
も
、
徐
々
に
広
が

り
を
み
せ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
私
自
身
は
、
実
は
こ
れ
ほ
ど
は
や
く
日
本
に
も
金
取
引
所
が
で
き

よ
う
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
金
の
取
引
所
が
無

い
の
を
逆
に
利
用
し
て
、
経
済
知
識
に
乏
し
い
婦
人
や
老
人
を
巧
み
に
勧
誘

し
、
香
港
な
ど
の
外
国
金
市
場
で
取
引
し
た
り
、
甚
だ
し
き
は
、
実
際
に
あ
り

も
し
な
い
金
市
場
で
売
買
す
る
と
客
を
騎
し
て
損
を
さ
せ
る
、
悪
徳
業
者
が
急

増
し
は
じ
め
九
。
そ
の
結
果
、
ト
ラ
ブ
ル
や
被
害
が
続
出
し
て
社
会
問
題
化
し

た
た
め
に
、
主
と
し
て
自
民
党
国
会
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
、
金
取
引
所
開
設

の
気
運
が
急
速
に
お
こ
り
、
そ
れ
ま
で
は
新
規
の
商
品
取
引
所
開
設
に
は
慎
重

で
あ
っ
た
通
産
省
も
、
こ
う
し
た
動
き
に
対
応
し
て
、
金
取
引
所
の
設
立
に
踏

み
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

金
取
引
所
が
誕
生
し
、
先
物
取
引
を
利
用
し
て
金
の
売
買
取
引
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
国
民
の
金
に
対
す
る
関
心
を
広
げ
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
こ
と
は
九
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
一
般
投
資
家
の
先

物
取
引
参
加
は
十
分
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
金
の
先
物
取
引
を
正
し
く
理

解
し
て
い
る
人
が
、
果
九
し
て
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で

は
、
金
取
引
所
を
は
じ
め
と
し
て
関
係
業
界
は
、
も
っ
と
金
の
先
物
取
引
に
つ

い
て
の
正
確
な
P
R
活
動
を
行
う
な
ど
、
地
道
な
努
力
を
積
み
重
ね
る
必
要
が

あ
る
と
い
え
そ
う
だ
。
私
自
身
の
感
想
を
い
え
ぱ
、
金
取
引
所
の
設
立
は
拙
速

に
す
ぎ
九
と
思
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
金
の
価
格
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い

て
一
一
言
し
て
お
こ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
金
価
格
も
一
般
商
品
と
同
様
に
、

需
要
と
供
給
の
力
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
金
供
給
の
最
大
手
は
南
ア
フ
り
力

共
和
国
で
あ
る
が
、
こ
の
国
の
毎
年
の
供
給
量
は
ほ
ぽ
安
定
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
需
要
の
方
は
価
格
と
の
関
係
で
、
毎
年
の
変
動
が
か
な
り
激
し
い
。
そ

の
価
格
に
と
っ
て
大
き
な
撹
乱
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
ソ
ビ
エ
ト
に
ょ
る

売
却
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
は
こ
の
と
こ
ろ
、
慢
性
的
に
食
糧
不
足
に
悩
ま
さ
れ

て
お
り
、
外
国
か
ら
の
食
糧
輸
入
に
必
要
な
ド
ル
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
も

あ
っ
て
、
西
側
の
金
市
場
へ
金
を
売
却
し
て
い
る
。
こ
れ
が
金
の
供
給
量
の
予

想
を
狂
わ
せ
る
張
本
人
だ
が
、
こ
の
ソ
ビ
エ
ト
の
金
売
却
を
事
前
に
適
確
に
摺

め
な
い
の
が
悩
み
の
種
で
、
い
わ
ぱ
ソ
連
に
ょ
る
金
売
却
如
伺
が
金
価
格
の
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大
勢
を
決
め
、
そ
の
結
果
、
金
の
需
要
量
が
変
化
し
て
さ
ら
に
金
価
格
が
変
動

す
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
毎
年
の
よ
う
に
く
り
か
え
さ
れ
て
き
九
0

世
界
の
金
価
格
を
り
ー
ド
し
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
金
市
場
の
年
平
均
価
格
の
推

移
を
み
る
と
、
昭
和
五
十
五
年
が
六
三
・
三
ハ
ド
ル
、
五
十
六
年
が
四
五
九
.

八
五
ド
ル
、
さ
ら
に
五
十
七
年
に
は
三
九
六
・
五
0
ド
ル
(
但
し
十
一
月
ま
で

扉
の
書

新
島
八
重
子
の
和
歌

明
日
の
夜
は
何
国
の
誰
か
な
が
む
ら
む

な
れ
し
御
城
比
残
す
月
か
げ
八
重
子

書
体
、
歌
調
と
も
に
雄
勁
で
、
男
性
的
な
印
象
を
う
け
る
。
お
人
柄
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

「
何
国
」
は
「
い
ず
く
」
か
「
い
ず
こ
」
と
訓
む
の
だ
と
思
う
。
八
重
子

は
生
前
、
こ
の
和
歌
は
会
津
城
開
城
の
と
き
、
痛
憤
に
耐
え
ず
城
内
の
壁
に

書
き
残
し
た
も
の
だ
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
(
山
室
軍
平
「
新
島
八
重
子
刀

自
L
)
。
揮
毫
し
た
の
は
晩
年
で
あ
ろ
う
。

彼
女
が
和
歌
の
指
導
を
う
け
た
事
実
を
璽
し
う
る
の
は
、
新
島
襄
の
永

眠
以
後
で
、
師
匠
は
同
志
社
邦
語
神
学
科
出
身
の
歌
人
池
袋
清
風
で
あ
る
(
本

の
平
均
)
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
値
で
み
て
も
か
な
り
大
き
く
変
動
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
ー
ー
す
く
な
く
と
も
私
の
よ
う
な
素

人
に
は
、
ほ
と
ん
ど
将
来
の
金
価
格
を
当
て
る
こ
と
な
ど
で
き
っ
こ
な
い
、
と

割
り
切
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
装
飾
品
の
つ
も
り
で
、
小
粒
の
金
貨
で
も
買
う
の
が

安
全
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
0

矣
学
商
学
部
教
遅

誌
第
七
十
言
ぢ
の
拙
稿
参
照
)
。
と
は
い
っ
て
も
、
清
風
が
自
作
と
門
人
の
作

品
を
選
ん
で
編
ん
だ
『
浅
瀬
の
波
』
籾
編
(
明
治
二
十
一
年
六
月
刊
)
に
は

八
重
子
の
名
は
な
く
、
明
治
二
十
七
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
浅
瀬
の
波
』

第
二
編
に
個
別
社
員
(
清
風
の
結
社
「
案
山
子
の
舎
」
に
は
属
さ
ず
、
個
別

に
指
導
を
う
け
た
門
人
)
と
し
て
名
が
記
さ
れ
、
作
品
二
首
が
選
ぱ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
八
重
子
は
、
清
風
が
属
し
た
桂
園
派
の
繊
細
風
雅
な
情
趣

よ
り
は
む
し
ろ
、
心
情
を
大
胆
率
直
に
吐
露
す
る
人
で
あ
っ
た
0

そ
れ
以
後
も
、
和
歌
に
特
別
精
進
し
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
人
に
請
わ

れ
て
旧
作
を
揮
毫
す
る
程
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
0
 
私
が

知
る
か
ぎ
り
で
は
、
現
在
、
彼
女
の
作
品
と
し
て
明
ら
か
な
も
の
は
十
首
を

出
な
い
。
そ
の
中
の
一
首
を
左
に
掲
げ
て
お
く
。

大
磯
の
岩
に
砕
く
る
波
の
音

枕
に
ひ
び
く
夜
半
ぞ
悲
し
き

(
河
野
仁
胆
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