
特
集
・
国
際
化
時
代
の
市
民
と
行
政
①

国
際
化
時
代
に
生
き
る

飯
島
　
茂

一

の
魚
が
激
流
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
四
苦
八
苦
し
て
い

る
で
は
な
い
か
。
親
切
な
猿
は
、
わ
が
身
の
危
険
を
も

か
え
り
み
ず
、
木
を
す
べ
り
降
り
、
魚
を
救
っ
て
や
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
猿
の
善
意
は
裏
目
に
出
て

し
ま
っ
た
。
濁
流
か
ら
″
救
い
出
さ
れ
た
は
ず
″
の
魚

は
、
猿
に
感
謝
す
る
ど
こ
ろ
か
、
間
も
な
く
苦
し
そ
う

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
、
息
た
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
話
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
き
わ

め
て
簡
単
な
物
語
り
だ
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
国
際
化

時
代
に
生
き
、
異
文
化
と
接
触
す
る
際
に
は
、
き
わ
め

て
含
蓄
の
あ
る
、
示
唆
に
富
ん
だ
話
と
い
え
よ
う
。
猿

の
魚
に
対
す
る
善
意
の
よ
う
に
、
あ
る
民
族
の
善
意
と

い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
そ
の
ま
ま
で
は
、
他
民
族
に

通
用
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
の
み
か
、
そ
の
善
意

一
―
は
じ
め
に

二
―
異
文
化
接
触
の
困
難
さ

三
―
外
国
語
の
壁
、
異
文
化
の
壁

四
―
ユ
ー
モ
ア
の
す
す
め

五
―
抑
揚
の
な
い
国
際
交
流
を

六
―
異
文
化
を
越
え
て

が
、
時
に
は
相
手
を
傷
つ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
相
手
の
命

取
り
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
こ
れ
ま
で
仕
事
の
関
係
で
、
ア
ジ
ア

諸
国
、
ま
た
欧
米
各
地
で
、
い
ろ
い
ろ
と
異
文
化
と
接

触
す
る
機
会
を
持
ち
、
ま
た
、
何
回
も
カ
ル
チ
ャ
ー
・

シ
ョ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
、
な
ん
と
数
多
く
の
失
敗
を

重
ね
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
！
　
従
っ
て
、
わ
た
く

し
は
、
読
者
の
方
々
に
高
い
席
か
ら
、
国
際
化
時
代
に

生
き
る
"
H
o
w

t
o
"
を
説
く
立
場
に
は
ま
っ
た
く
な

い
。
し
か
し
な
が
ち
、
職
種
の
関
係
で
、
日
本
人
の
平

均
よ
り
は
、
多
少
外
国
生
活
も
長
く
、
異
文
化
と
の
接

触
が
多
面
に
わ
た
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
こ
の
間
い
ど
ん
な
経
験
を
し
、
失
敗
を
重
ね
、
さ

ら
に
、
ど
ん
な
教
訓
が
与
え
ら
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
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わ
れ
わ
れ
の
隣
国
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
物
語
り
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　
昔
、
あ
る
所
に
、
猿
と
魚
が
住
ん
で
い
た
。
両
者
と

も
た
い
へ
ん
に
仲
が
良
か
っ
た
そ
う
だ
。
か
れ
ら
は
暇

が
あ
る
と
川
の
浅
瀬
で
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
て
、
そ

の
仲
は
他
の
動
物
た
ち
が
羨
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
そ
の
地
方
に
大
雨
が
降
り
、

魚
の
住
ん
で
い
る
川
が
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
。
突
然
の

増
水
だ
っ
た
の
で
、
猿
は
川
辺
に
生
え
て
い
る
樹
木

に
一
目
散
に
よ
じ
登
り
、
九
死
に
一
生
を
得
た
。
そ
し

て
、
足
の
下
で
石
を
噛
む
濁
流
を
見
て
、
一
瞬
息
を
の

ん
だ
。
い
ま
し
が
た
ま
で
、
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
親
友

は
じ
め
に



顧
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
上
で
、
異
文
化
と
の
接

触
が
年
々
密
接
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
″
国
際
化
時
代

に
生
き
る
″
読
者
の
皆
さ
ん
に
い
く
ら
か
で
も
役
に
立

つ
示
唆
が
あ
り
、
ま
た
、
最
終
的
に
は
、
ど
う
い
う
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
か
を
ご
理
解
い
た
だ
く
一
助
に
な

れ
ば
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

異
文
化
接
触
の
困
難
さ

　
十
年
ひ
と
昔
と
い
う
と
、
か
れ
こ
れ
三
昔
も
前
の
こ

と
で
あ
る
。
当
時
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
ま
だ
秘
境
と
呼
ば

れ
て
い
た
頃
、
わ
た
く
し
は
あ
る
探
検
隊
の
一
員
と
し

て
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
チ
ベ
ッ
ト
系
住
民
の
村

落
調
査
に
従
事
し
て
い
た
。
海
抜
三
、
五
〇
〇
メ
ー
ト

ル
か
ら
四
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ネ
パ
ー
ル
西
北

の
高
原
に
あ
る
寒
村
の
生
活
は
き
わ
め
て
厳
し
い
。

通
常
、
一
人
前
の
人
間
が
生
活
し
て
い
く
の
で
さ
え
、

や
っ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
双
子
が
生
ま
れ

た
の
だ
。
こ
れ
は
育
て
る
母
親
に
と
っ
て
も
、
ま
た
育

て
ら
れ
る
双
子
に
と
っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
母
乳
し
か
与
え
て
い
な
い
の
で
、
双
子
の
発
育
に

も
良
く
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
母
親
の
産
後
の
体
力
回

復
も
あ
ま
り
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
様
子
を

見
守
づ
て
い
た
が
、
母
子
の
健
康
状
態
は
悪
化
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
も
つ
い
に
傍
観
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
く
な
り
、
あ
る
日
、
両
親
に
、
双
子
に

ヤ
ギ
の
乳
を
与
え
る
こ
と
を
す
す
め
た
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ヤ
ギ
の
乳
は
牛
乳
よ
り
も
、
母
乳
の

成
分
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　

　
す
る
と
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
父
親
は
烈
火
の

ご
と
く
激
怒
し
、
口
か
ら
つ
ば
を
飛
ば
し
な
が
ら
、
わ

れ
わ
れ
を
な
じ
る
で
は
な
い
か
。
や
せ
細
っ
た
母
親
ま

で
も
が
、
よ
わ
よ
わ
し
い
声
で
は
あ
っ
た
が
そ
れ
に
加

わ
る
。
や
が
て
、
近
く
に
住
む
連
中
ま
で
も
が
、
わ
れ

わ
れ
を
ぐ
る
り
と
取
り
巻
き
、
口
々
に
罵
る
で
は
な
い

か
。
あ
ま
り
の
騒
ぎ
に
わ
が
隊
の
シ
ェ
ル
パ
が
跳
ん
で

き
て
、
一
触
即
発
の
険
悪
な
雰
囲
気
に
割
っ
て
は
い
っ

て
く
れ
た
。

　
シ
ェ
ル
パ
の
取
り
な
し
で
よ
う
や
く
騒
ぎ
が
鎮
ま

る
と
、
サ
ー
ダ
ー
（
シ
ェ
ル
パ
頭
）
は
、
村
人
が
な
ぜ

わ
れ
わ
れ
の
言
葉
に
激
昂
し
た
の
か
を
、
丁
寧
に
説
明

し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
日
本
の
旦
那
た
ち

は
、
貧
し
い
チ
ベ
ッ
ト
人
を
馬
鹿
に
し
、
人
間
扱
い
を

せ
ず
、
子
供
に
ヤ
ギ
の
よ
う
な
動
物
の
乳
を
飲
ま
せ
ろ

と
い
っ
て
侮
辱
し
た
…
…
」
と
い
う
の
だ
そ
う
だ
。
あ

ま
り
の
〝
誤
解
〟
に
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
も
、
あ
い
た
口

が
ふ
さ
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
場
は
、
わ
れ
わ
れ
が
村

人
の
見
て
い
る
前
で
ヤ
ギ
の
乳
を
飲
ん
で
み
せ
る
こ
と

で
、
一
応
け
り
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
た
の
か
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
こ
の

失
敗
の
最
大
原
因
は
、
ヤ
ギ
の
乳
と
、
そ
れ
か
ら
作
ら

れ
た
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
同
列
に
考
え
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
思
う
。
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
日
常
の
食
用
と
し

て
愛
好
す
る
チ
ベ
ッ
ト
系
牧
民
は
、
当
然
、
そ
の
原
料

の
ヤ
ギ
の
乳
を
飲
む
と
考
え
た
こ
と
が
誤
り
の
初
め

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ヤ
ギ
の
乳
は
、
ヤ
ギ
の
仔
が
飲
む

だ
け
で
。
人
間
が
口
に
す
る
の
に
は
、
加
工
し
て
、
バ

タ
ー
や
チ
ー
ズ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
の
単
純
で
は
あ
る
が
、
深

刻
な
失
敗
に
初
め
て
異
文
化
接
触
の
困
難
さ
を
思
い
し

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
―
外
国
語
の
壁
、
異
文
化
の
壁

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
〝
未
開
〟
と
も
い
え
る
異

文
化
と
の
接
触
の
例
は
い
さ
さ
か
極
端
な
例
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
〝
文
明
″
と
い
う
異
文
化

と
の
接
触
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
外
国
語
の
壁
は
さ
ら

に
厚
く
な
り
、
高
く
も
な
る
よ
う
だ
。

　
し
か
も
、
日
本
人
に
は
、
一
般
に
、
外
国
語
を
苦
手

と
す
る
者
が
多
い
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
を
受
け
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
現
状
に
甘

ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
多
額
の
費
用
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
費
や
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
近
年
に
な
る
と
、
た

し
か
に
、
わ
た
く
し
た
ち
が
外
国
語
を
習
得
し
始
め
た

頃
に
比
べ
て
、
先
生
方
の
能
力
も
教
授
法
や
Ｌ
Ｌ
な
ど

４
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の
設
備
も
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
も

あ
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
だ
が
、
こ
と
英
語
に
限
っ
て
言
え
ば
、
支
払
わ
れ
た
　

コ
ス
ト
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
比
べ
て
、
そ
の
成
果
は
満
足

す
べ
き
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

わ
た
く
し
た
ち
は
外
国
語
を
学
ぶ
際
に
、
「
い
っ
た
い

何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

十
分
に
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
の
わ
た
く
し
の
反
省
と
し
て
は
、
手
段
の
目
的
化

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
あ
た

か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
た
ち
が
漢
文
を
学
ん
だ
時
の

態
度
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
″
教
養
と
し
て
の
外
国
語
″

を
身
に
つ
け
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
は
″
重
厚
な
外
国

語
″
が
マ
ス
タ
ー
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
は
、
自
分
自
身
の
実
感
と
し
て
、
痛
い
ほ
ど
分
っ

て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
の
場
合
、
外
国
語
習
得
に
つ
い
て
、
い
ち

ば
ん
欠
け
て
い
た
の
は
、
ど
ん
な
目
的
で
、
ど
の
レ
ベ

ル
の
外
国
語
を
、
ど
れ
だ
け
短
期
に
、
か
つ
経
済
的
に

習
得
す
る
か
と
い
う
中
・
長
期
的
戦
略
で
あ
っ
た
。
い

わ
ば
、
外
国
語
習
得
に
関
す
る
″
哲
学
の
貧
困
″
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
た
い
て
い
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
外
国
語
を
あ

た
か
も
母
国
語
の
よ
う
に
マ
ス
タ
ー
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
幻
想
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
、
あ
る
英
語
資
格
検
定
試
験
の
準
備
コ
ー
ス
の
教

材
を
見
聞
し
、
そ
の
感
を
深
く
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
テ
ニ
ス
・
コ
ー
ト
の
ベ
ン
チ
で
若
い
男
女
が

さ
さ
や
き
合
っ
て
い
る
会
話
で
あ
っ
た
。
か
な
り
な
ま

り
の
強
い
米
語
で
あ
り
、
早
口
で
短
い
言
葉
の
や
り
と

り
は
、
た
と
え
ア
メ
リ
カ
で
数
年
暮
し
た
者
で
も
、
よ

ほ
ど
語
学
に
身
を
入
れ
て
勉
強
し
た
者
以
外
は
、
理
解

す
る
の
に
か
な
り
の
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
外
国
語
を
学
ぶ
場
合
に
、
母
国

語
な
み
に
マ
ス
タ
ー
し
、
こ
う
し
た
込
み
入
っ
た
特
殊

な
会
話
を
も
完
全
に
理
解
し
た
り
、
そ
う
し
た
会
話
に

入
っ
て
い
け
る
こ
と
は
理
想
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一

般
の
日
本
人
が
そ
れ
を
ほ
ん
と
う
に
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
以
外
に
、
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
を
身

に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
結
論
だ
け
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
一
に
も

二
に
も
重
要
な
こ
と
は
、
外
国
語
と
し
て
の
格
調
あ
る

英
語
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一

部
の
天
才
、
才
人
を
除
け
ば
、
わ
た
く
し
ど
も
は
n
a
-

t
i
v
es
p
e
a
k
e
r
並
み
の
外
国
語
を
身
に
つ
け
る
な
ど
と

幻
想
を
い
だ
い
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
国
の
サ
イ
ズ
も
小
さ
く
、
国
民
の
同
質
性
も
き
わ
め

て
高
い
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
、
人
々
は
原
則
的
に

　
″
一
言
語
、
一
文
化
″
の
中
で
育
ま
れ
て
い
る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
者
に
と
っ
て
は
、
外
国
語
を

習
得
し
た
り
、
異
文
化
に
対
し
て
相
対
主
義
的
な
考
え

方
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

従
っ
て
、
た
と
え
ば
、
多
民
族
社
会
に
育
っ
た
人
に
と
っ

て
、
新
し
い
外
国
語
を
学
ぶ
の
が
″
進
化
″
（
e
v
o
l
u
-

t
i
o
n
）
で
あ
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
場
合

に
は
、
″
革
命
″
（
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
）
に
も
た
と
え
ら
れ
よ

う
。
そ
の
た
め
に
は
、
従
来
の
考
え
方
の
全
面
的
変
更

が
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
外
国
生
活
中
に
子
供
た
ち
が
そ

こ
の
言
葉
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
過
程
で
よ
く
み
ら
れ
、

い
ろ
い
ろ
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ

る
と
、
わ
た
く
し
た
ち
大
人
は
会
話
の
中
で
、
も
し
も

r
e
c
t
a
n
g
l
e
（
矩
形
）
と
い
う
単
語
を
忘
れ
て
い
る
と
す

る
と
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
、
思
い
出
そ
う
と
四
苦
八
苦

し
た
結
果
、
口
ご
も
り
。
つ
い
に
は
口
を
閉
ざ
し
て
し

ま
い
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
。
子
供
の
場
合
は
、
そ

れ
を
n
o
t
r
o
u
n
do
n
e
（
丸
る
く
な
い
も
の
）
と
言
い

替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に
正
確
と
は
言
わ
な
い

ま
で
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
そ
の
場
を
し
の
い
で
し
ま
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
い
う
の
も
、
子
供
た
ち
は
、
日
本
文

化
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
十
分
で
は
な
い
た
め
に
異

文
化
接
触
に
弾
力
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

　
と
こ
ろ
で
、
異
文
化
接
触
を
す
る
場
合
、
外
国
語
を

あ
る
程
度
マ
ス
タ
ー
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け

で
は
十
分
で
な
い
の
で
始
末
が
悪
い
。
私
も
文
化
人
類

学
の
勉
強
を
し
て
い
る
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
の
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文
化
や
社
会
の
相
違
を
無
視
し
て
い
た
た
め
に
、
何
回

も
失
敗
を
重
ね
て
き
た
経
験
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ

の
中
の
最
傑
作
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
勉
強
し
て
い

た
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
女
学
生
が
、
あ
る
日
、
さ
り
げ
な

く
、
"
D
o

y
o
u
h
a
v
e
a

f
a
m
i
l
y
?
"
と
尋
ね
る
で
は

な
い
か
。
わ
た
く
し
は
言
下
に
"
f
a
m
i
l
y
"
を
「
家

族
」
と
訳
し
、
横
浜
に
い
る
両
親
や
妹
の
こ
と
を
思

い
浮
べ
な
が
ら
、
"
Y
e
s
,

I

d
o
.
T
h
e
y

l
i
v
ei
n

Y
o
k
o
h
a
m
a
.
"
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
ど
う

だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
、
い
つ
も
、
コ
ー
ヒ
ー
・
デ
ー
ト

に
さ
そ
っ
て
く
れ
た
り
、
レ
ポ
ー
ト
の
英
語
を
よ
く
直

し
て
く
れ
て
い
た
彼
女
は
、
わ
た
く
し
の
前
に
姿
を
現

わ
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
た
く
し
は
、
い
さ
さ

か
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。

　
が
、
や
が
て
、
レ
ポ
ー
ト
で
日
本
社
会
と
ア
メ
リ
カ

社
会
の
比
較
論
を
書
い
て
い
る
と
、
あ
の
時
、
と
ん
で

も
な
い
誤
訳
を
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
き
、
い
さ
さ

か
口
び
る
を
噛
む
思
い
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
に
と
っ

て
、
"
f
a
m
i
l
y
"
は
親
兄
弟
を
含
む
、
日
本
語
の
″
家

族
〟
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ

カ
流
の
″
核
家
族
″
で
あ
り
「
本
人
の
配
偶
者
と
、
未

婚
の
子
供
た
ち
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
彼
女
の
"
D
o
　
y
o
u

h
a
v
e
a

f
a
m
i
l
y
?
"
と
い
う

質
問
は
、
「
結
婚
な
さ
っ
て
い
る
の
？
」
と
い
う
質
問

を
す
こ
し
、
婉
曲
に
言
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
"
T
e
s
,

I

d
o
.
"
と
答
え
た
の
で
は
、

身
も
蓋
も
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
噫
々
！

四

ユ
ー
モ
ア
の
す
す
め

　
こ
う
し
た
異
民
族
と
の
間
の
文
化
的
障
壁
を
克
服
す

る
の
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
武
器
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
同
質
性
の
き
わ
め
て
高
い
社

会
に
住
ん
で
い
る
た
め
に
、
お
た
が
い
の
交
流
の
中
で

は
、
多
言
を
必
要
と
し
な
い
場
合
が
多
い
。
た
と
え

ば
、
日
本
人
同
志
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
想

は
、
与
謝
野
晶
子
の
歌
で
は
な
い
が
、
「
心
に
も
歌
に
も

な
さ
じ
わ
が
思
い
そ
の
日
そ
の
時
胸
よ
り
胸
へ
」
な
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
人
の
夫
婦
の
会
話
な
ど
に

な
る
と
、
外
国
の
人
た
ち
に
は
、
と
う
て
い
理
解
が
で

き
な
い
ほ
ど
、
寡
黙
で
あ
り
、
簡
単
で
あ
ろ
う
。
い
わ

ん
や
、
こ
う
し
た
文
化
的
背
景
の
も
と
に
育
っ
た
わ
れ

わ
れ
に
、
異
民
族
と
の
対
話
に
ユ
ー
モ
ア
を
持
ち
込
む

こ
と
な
ど
、
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
異
文
化
が
接
し
、
多
元
的
な
価
値
観
が
日
常

的
に
不
協
和
音
を
出
し
が
ち
な
所
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
そ
の
潤
滑
油
と
し
て
、
ユ
ー
モ
ア
の
果
た
す
役
割

は
大
き
く
な
ろ
う
。

　
い
つ
だ
っ
た
か
、
あ
る
会
議
で
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ

っ
た
。
首
都
圏
の
あ
る
自
治
体
で
、
横
浜
市
で
行
っ
た

よ
う
に
、
在
留
外
国
人
を
招
い
て
、
そ
の
自
治
体
の
行

政
や
生
活
に
つ
い
て
、
意
見
を
尋
ね
る
会
が
開
か
れ
た

時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
若
い
フ
ラ
ン
ス
美
人
が
、
「
日
本
の
警
察
は
す
こ
し

お
せ
っ
か
い
過
ぎ
ま
す
。
わ
た
く
し
が
夜
ジ
ョ
ギ
ン
グ

を
し
て
い
る
と
、
不
審
尋
問
と
称
し
て
、
住
所
や
職

業
、
そ
れ
に
時
に
は
わ
た
く
し
が
結
婚
し
て
い
る
か
ど

う
か
さ
え
聞
く
の
で
す
…
」
と
、
顔
に
似
合
わ
な
い
調

子
で
抗
議
の
声
を
あ
げ
る
。
す
る
と
、
そ
の
自
治
体
の

幹
部
の
一
人
は
、
大
ま
じ
め
に
、
「
警
察
の
首
脳
に
御

意
向
を
十
分
伝
え
、
今
後
そ
う
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う

善
処
い
た
し
ま
す
」
と
答
え
、
い
さ
さ
か
座
を
し
ら
け

さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
は
、
「
マ
ド
マ

ー
ゼ
ル
、
あ
な
た
が
御
結
婚
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
日
本
の
警
察
官
な
ら
ず
と
も
、
男
な
ら
ば
誰
れ
だ

っ
て
大
い
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
だ
っ
て
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
会
合
が
終
っ
た
ら
わ

た
く
し
に
も
こ
っ
そ
り
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
と

こ
の
パ
リ
ジ
ェ
ン
ヌ
は
、
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
ら
し

く
、
お
お
げ
さ
に
手
を
拡
げ
、
肩
を
す
ぼ
め
て
み
せ
て

い
た
が
、
目
で
は
ほ
ほ
え
ん
で
く
れ
た
。

五

抑
揚
の
な
い
国
際
交
流
を

　
と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
た
ち
日
本
人
の
異
文
化
接
触

の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
い
ち
ば
ん
気
に
か
か
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る
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
態
度
の
振
幅
が
著
し
い
こ

と
で
あ
る
。

　
戦
前
の
夜
郎
自
大
的
な
対
外
姿
勢
を
と
っ
た
時
代
の

こ
と
は
言
語
道
断
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
敗
戦
後

に
な
る
と
一
転
し
、
卑
屈
な
ま
で
も
の
自
虐
性
に
身
を

委
ね
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
な
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
は
、
わ
た
く
し
自
身
も
、
ま
っ
た
く
驚
か

さ
れ
た
経
験
が
一
度
な
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
。

　
そ
の
中
の
一
、
二
の
例
を
紹
介
す
る
と
、
以
前
、
横

浜
市
が
外
国
系
の
市
民
の
方
々
を
招
い
て
、
市
政
や
横

浜
の
生
活
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
う
か
が
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
横
浜
市
の
国
際
交
流
に
つ
い
て

は
、
か
ね
が
ね
関
心
が
深
か
っ
た
だ
け
に
、
声
を
か
け

て
も
ら
う
と
、
二
つ
返
事
で
司
会
の
役
を
引
き
受
け
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。
外
国
系
市
民
の
方
々
に
は
、
横
浜
生

ま
れ
の
方
も
い
れ
ば
、
近
年
、
日
本
人
の
配
偶
者
と
一

緒
に
横
浜
に
住
み
つ
か
れ
た
方
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

出
席
者
の
方
々
に
知
日
派
や
親
日
派
の
方
が
多
か
っ
た

せ
い
か
、
市
政
に
対
し
て
も
比
較
的
好
意
的
で
、
横

浜
の
生
活
も
、
そ
れ
な
り
に
エ
ン
ジ
ョ
イ
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
印
象
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
座
談
会
の
後
、

関
係
者
の
方
々
と
、
「
い
ま
少
し
コ
シ
ョ
ウ
を
き
か
し
、

ピ
リ
ッ
ト
さ
せ
た
方
が
、
座
談
会
と
し
て
面
白
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
」
と
異
口
同
音
に
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、

記
者
会
見
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
外
国
系
市
民
の
代
表

ン
ス
の
と
れ
た
常
識
を
も
っ
て
、
″
あ
る
が
も
の
を
、

あ
る
が
ま
ま
に
見
て
い
く
″
精
神
を
培
い
、
そ
れ
に
対

処
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
―
異
文
化
を
越
え
て

の
方
も
、
わ
た
く
し
も
座
談
会
の
雰
囲
気
を
か
な
り
忠

実
に
再
現
し
説
明
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
翌
日

の
あ
る
新
聞
の
見
出
し
に
は
、
い
さ
さ
か
驚
い
て
し
ま

っ
た
。
「
在
住
外
国
人
の
眼
き
び
し
く
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
わ
た
く
し
が
こ
の
座
談
会
で
受
け

た
印
象
、
そ
し
て
記
者
会
見
で
説
明
し
た
こ
と
と
は
、

き
わ
め
て
相
違
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
バ
ン
コ
ク
に
住
ん
で
い
た
頃
目
撃
し
た
こ
と

で
あ
る
が
、
日
本
か
ら
来
た
イ
ン
テ
リ
が
日
本
の
過
去

の
非
を
認
め
、
タ
イ
の
人
た
ち
に
詫
び
た
と
こ
ろ
ま

で
は
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
が
現
代
日
本
を
告

発
口
調
で
批
判
し
始
め
た
あ
た
り
か
ら
、
座
が
す
っ
か

り
し
ら
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
が
席
を
立
つ

と
、
タ
イ
人
の
友
人
の
一
人
は
、
「
あ
の
人
は
、
ほ
ん

と
う
に
あ
あ
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
ぶ
か
り

な
が
ら
、
「
あ
あ
い
う
こ
と
を
真
顔
で
い
う
君
た
ち
は

ほ
ん
と
う
に
こ
わ
い
…
」
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
他
虐
趣
味
と
自
虐
趣
味
の
間
を
極
端
に
揺

れ
動
く
わ
れ
わ
れ
の
線
の
細
い
、
ひ
弱
な
考
え
方
は
、

他
民
族
の
軽
蔑
を
招
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
尊
敬
を
集

め
る
こ
と
は
、
夢
の
ま
た
夢
で
は
な
か
ろ
う
か
。
異
民

族
と
接
し
、
交
際
を
深
め
る
中
で
重
要
な
こ
と
は
、
超

大
国
の
人
た
ち
に
対
し
て
も
卑
屈
に
な
る
必
要
は
な
い

し
、
小
国
の
人
た
ち
に
対
し
て
も
姿
勢
を
高
く
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抑
揚
の
な
い
。
バ
ラ

　
国
際
交
流
に
と
も
な
う
異
文
化
接
触
の
困
難
さ
や
問

題
点
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
の
さ
さ
や
か
な
体
験
に
も

と
づ
い
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
筆
を
進
め
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
短
い
文
章
の
中
で
は
、
す
べ
て
の

問
題
に
つ
い
て
言
及
し
、
所
見
を
述
べ
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
国
際
交
流
の
中

で
、
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
人
間
の
質
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
何
年
か
前
に
、
財
団
法
人
横
浜
市
海
外
交
流
協
会
が

主
催
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
異
文
化
ク
ロ
ス
オ
ー

バ
ー
」
が
開
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
国
際
化
時
代

に
、
横
浜
市
民
の
、
そ
し
て
ま
た
日
本
人
の
国
際
交
流

の
あ
る
べ
き
姿
を
摸
索
す
る
た
め
に
、
横
浜
市
民
を
中

心
に
、
在
日
外
国
人
の
方
々
の
協
力
を
仰
い
で
、
二
日

間
に
わ
た
り
熱
心
な
討
議
が
行
わ
れ
た
。
　
　
　

　
そ
の
最
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
。
イ
ギ
リ
ス
女
性
の
日

本
画
家
で
あ
る
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
さ
ん
が
、
国

際
化
時
代
に
生
き
る
日
本
人
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
、

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
の
で
紹
介
し
て
お

こ
う
。
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ス
ミ
ス
さ
ん
は
、
多
く
の
日
本
人
の
話
す
英
語
の
水

準
、
と
り
わ
け
そ
の
発
音
の
悪
さ
が
、
国
際
交
流
に
お

け
る
日
本
人
の
立
場
を
、
必
要
以
上
に
不
利
に
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
面
で
の
い
っ
そ
う
の
努
力
を

熱
望
し
た
上
で
、
知
日
派
ら
し
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
好

意
あ
ふ
れ
る
助
言
を
も
っ
て
、
発
言
の
締
め
く
く
り
と

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
ロ
ン
ド
ン
の
ヒ
ー
ス
ロ
ー
国
際
空
港
に
や
っ
て
来

る
外
国
人
旅
行
者
の
う
ち
で
、
わ
た
く
し
の
知
る
限

り
、
税
関
で
、
日
本
人
の
旅
行
者
ほ
ど
簡
単
に
通
関
で

き
る
人
た
ち
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
に
、

日
本
人
の
多
く
が
正
直
で
、
あ
ま
り
密
輸
な
ど
に
手
を

汚
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　
日
本
の
皆
さ
ん
、
日
本
文
化
や
日
本
社
会
の
国
際
化

は
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
に
重
要
な

課
題
で
す
が
、
ど
う
か
そ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
人

が
長
い
歴
史
の
中
で
育
て
、
保
持
し
て
き
た
正
直
さ
、

人
間
の
質
の
良
さ
と
い
う
も
の
を
、
今
後
も
け
っ
し
て

失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
や
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
強
調
し
、
内
外
の
出
席
者
の
共
感
を
得
た
の
で
あ
っ

た
。

　
今
日
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
国
際

化
論
や
異
文
化
接
近
へ
の
方
法
論
は
、
と
か
く
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
"
H
o
w

t
o
"
論
的
な
も
の
が
目
立
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ス
ミ
ス
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う

な
人
間
の
質
に
関
す
る
論
議
が
、
ま
ま
な
お
ざ
り
に
さ

れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
ス
ミ
ス

さ
ん
の
発
言
に
は
、
か
つ
て
は
七
つ
の
海
の
支
配
者
で

あ
り
、
異
文
化
接
触
に
は
、
苦
労
に
苦
労
を
重
ね
て
き

た
イ
ギ
リ
ス
人
ら
し
さ
が
に
じ
み
出
て
い
て
味
わ
い
深

い
も
の
が
あ
っ
た
。
諸
民
族
を
隔
て
て
い
る
社
会
や
文

化
の
壁
を
最
終
的
に
克
服
し
、
乗
り
越
え
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
"
H
o
w

t
o
"
的
な

知
識
や
技
術
で
は
な
く
、
正
直
さ
と
か
誠
実
さ
と
い
っ

た
、
い
わ
ば
人
間
の
質
の
高
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
り

げ
な
い
が
、
ス
ミ
ス
さ
ん
の
こ
の
重
厚
な
言
葉
に
は
、

口
本
人
出
席
者
の
多
く
が
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。

　
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
国
際
化
時
代
に
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
日
本
人
、
と
り
わ
け
、
「
み
な
と
み
ら

い
2
1
」
事
業
の
中
で
、
国
際
文
化
都
市
建
設
を
志
向
し

て
い
る
わ
れ
わ
れ
横
浜
市
民
は
、
時
と
し
て
、
ス
ミ
ス

さ
ん
の
こ
の
忠
告
を
反
鍔
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
東
京
外
大
教
授
〉
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