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若
い
こ
ろ
か
ら
偽
書
、
ト
ン
デ
モ

本
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
を
ど
う
い

う
訳
か
よ
く
読
ん
で
い
た
。
本
箱
に

は
こ
の
手
の
本
が
び
っ
し
り
並
ん
で

い
る
。
学
校
で
の
歴
史
、
特
に
日
本

史
が
ど
う
も
納
得
い
か
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
テ
ス
ト
の
点
数
を
取
る
た
め

と
り
あ
え
ず
覚
え
た
が
、
腹
の
底
か

ら
納
得
し
て
い
た
わ
け
で
は
全
く
な

か
っ
た
。

特
に
、
「
日
本
書
紀
」
「
古
事
記
」

に
書
か
れ
た
神
話
は
と
も
か
く
、
天

皇
記
述
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
記
紀
を
基
本
に
日
本
の

歴
史
学
、
国
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
「
津
軽
外
三
郡
誌
」
「
宮

下
文
書
」
「
竹
内
文
書
」
「
秀
真
伝
」

な
ど
の
世
間
か
ら
は
偽
書
と
言
わ
れ

て
い
る
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
つ
ま

み
読
み
し

て
き
た
。

60
歳
ま

で
は
労
働
組
合
の
役
員
を
続
け
、
課

題
を
消
化
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で

ゆ
と
り
が
な
く
じ
っ
く
り
読
む
暇
も

無
か
っ
た
が
、
退
任
し
て
か
ら
長
年

思
い
続
け
て
い
た
こ
と
の
整
理
に
入
っ

て
10
年
、
よ
う
や
く
全
体
像
が
見
え

て
き
た
。
勿
論
、
無
知
、
無
学
の
私

に
第
一
次
資
料
を
読
む
こ
と
も
発
掘

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
出
回
っ
て

い
る
本
を
読
み
漁
り
自
分
で
繋
げ
、

自
分
な
り
に
納
得
さ
せ
る
し
か
な
い
。

そ
ん
な
中
で
、
鹿
島
昇
が
訴
え
て

き
た
「
鹿
島
史
観
」
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

鹿
島
昇
、
中
原
和
人
、
松
重
揚
江
な

ど
の
見
方
だ
。
更
に
こ
の
「
鹿
島
史

観
」
に
似
た
主
張
の
佐
治
芳
彦
、
吾

郷
清
彦
な
ど
の
主
張
も
似
て
い
る
が

学
会
か
ら
は
異
端
児
扱
い
さ
れ
パ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
の
主
張
の
共
通
点
は
「
記
紀

に
書
か
れ
て
い
る
天
皇
と
は
、
百
済
、

新
羅
な
ど
の
王
の
差
し
替
え
で
、
白

村
江
の
闘
い
で
百
済
、
倭
連
合
軍
を

負
か
し
た
唐
、
新
羅
連
合
軍
の
日
本

列
島
占
領
後
の
唐
、
新
羅
、
百
済
の

駆
け
引
き
の
結
果
と
し
て
、
自
分
た

ち
に
都
合
の
悪
い
、
そ
れ
ま
で
の
日

本
列
島
史
を
抹
殺
改
竄
し
た
結
果
と

し
て
日
本
書
紀
を
作
っ
た
」
と
い
う

点
だ
。

今
日
、
建
国
記
念
日
だ
そ
う
で
、

ま
す
ま
す
、
記
紀
作
成
時
代
に
興
味

を
持
っ
て
き
た
。〈

山
梨
・
国
労
O
B
〉

｢
崇
神
記｣

２

大
物
主
、
倭
大
国
魂
神
、
八
十

万
神
を
鎮
め
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
三

年
に
も
及
ん
だ
疫
病
は
、
崇
神
７

年
11
月
に
収
束
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
話
に
は
大
事
な

続
き
が
あ
り
ま
す
。

９
年
３
月
、
崇
神
の
夢
に
神
人

（
神
の
姿
を
し
た
人
）
が
現
れ
、

「
赤
盾
八
枚
赤
戈
八
竿
を
以
て
墨

坂
神
、
黒
盾
八
枚
黒
戈
八
竿
を
以

て
大
坂
神
を
祭
れ
」
と
告
げ
ま
す
。

墨
坂
と
は
倭
と
伊
勢
を
結
ぶ
要
路
、

大
坂
と
は
倭
と
河
内
を
結
ぶ
要
路
。

そ
の
境
界
の
坂
の
神
に
銅
製
や
鉄

製
の
武
具
を
奉
納
し
て
祭
れ
と
は
、

国
境
防
衛
力
を
強
化
せ
よ
、
と
の

意
味
で
し
ょ
う
。
疫
病
後
の
人
口

減
、
国
力
疲
弊
の
時
で
す
か
ら
、

周
辺
の
敵
が
攻
め
込
む
に
は
絶
好

の
機
会
で
す
。
今
回
は
崇
神
も
夢

託
を
疑
う
こ
と
な
く
、
翌
４
月
に

は
祭
祀
を
執
行
し
国
境
守
備
を
固

め
ま
し
た
。

10
年
７
月
、
崇
神
自
ら
「
遠
き

国
の
人
ど
も
王
化
の
徳
に
習
わ
ず
。

我
が
憲
を
知
ら
し
め
よ
。
教
え
を

受
け
ざ
る
者
あ
ら
ば
兵
を
挙
げ
て

伐
て
」
と
北
陸
、
東
海
、
西
道
、

丹
波
に
四
道
将
軍
を
派
遣
し
ま
す
。

三
ヶ
月
後
の
10
月
に
は

｢

背
き
し
者
悉
く
罪
に
伏
し
畿
内

に
事
無
し｣

と
な
り
ま
し
た
が
、

畿
外
に
は
抗
う
者
達
が
い
ま
だ
絶

え
ま
せ
ん
。
再
び
四
道
将
軍
を
侵

攻
さ
せ
、
半
年
か
か
っ
て
11
年
４

月
、
戎
夷
（
周
辺
の
野
蛮
国
）
を

平
定
、
国
内
安
寧
を
得
た
12
年
３

月
、
詔
勅
を
発
し
ま
す
。

「
不
徳
を
正
し
神
祇
を
祭
り
不
服

者
は
教
化
討
伐
、
世
は
定
ま
り
民

は
生
業
を
楽
し
み
畿
外
の
者
も
帰

属
し
た
。
こ
の
時
に
当
り
民
の
人

口
を
調
べ
長
幼
の
次
第
、
課
役
の

先
後
を
し
ら
す
べ
し
」

疫
病
収
束
後
を
段
階
別
に
整
理

し
て
み
ま
す
。

第
一
段
階
＝
国
境
防
衛
力
強
化

と
周
辺
国
制
圧
。
国
力
疲
弊
の
際

に
他
か
ら
の
攻
撃
に
先
立
ち
先
制

侵
攻
す
る
意
味
は
一
つ
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
災
害
後
の
国
力
回
復
は

為
政
者
に
と
っ
て
緊
急
か
つ
最
重

要
課
題
。
四
道
や
辺
地
の
平
定
と

は
領
地
の
拡
大
と
労
働
力
（
人
口
）

の
確
保
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

第
二
段
階
＝
９
月
、
人
口
調
査
。

疫
病
で
半
減
し
た
民
と
侵
攻
で
獲

得
し
た
新
た
な
領
民
の
人
口
調
査

と
は
課
税
対
象
者
の
確
定
、
い
わ

ば
検
地
で
す
。

第
三
段
階
＝
男
が
従
事
す
る
狩

猟
関
係
（
獣
肉
や
皮
革
）
、
女
が

従
事
生
産
す
る
絹
・
布
関
係
の
調

役
（
み
つ
き
＝
租
税
）
が
課
さ
れ

ま
し
た
。

第
四
段
階
＝
徴
収
し
た
租
税
は

天
神
地
祇
へ
奉
献
さ
れ
神
の
心
は

和
み
、
風
雨
順
行
百
穀
豊
稔
、
家

も
民
も
充
足
し
、
世
は
大
平
に
治

ま
っ
た
の
で
す
。

疫
病
収
束
後
か
ら
崇
神
が
次
々

と
打
っ
た
政
策
は
、
確
固
た
る
国

家
経
営
基
盤
の
構
築
な
の
で
し
た
。

疫
病
を
克
服
し
、
経
済
を
立
て
直

す
。
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト
」
と
崇
神
が
称
讃
さ
れ
る

所
以
で
す
。

書
紀
の
作
者
は
、
為
政
者
と
し

て
行
動
す
る
理
想
の
天
皇
像
を
崇

神
に
仮
託
し
、
後
続
の
天
皇
達
の

お
手
本
と
し
て
示
し
た
の
で
す
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ
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酒
蔵
変
じ
て
教
会
堂
と
な
る

桔
梗
屋
市
兵
衛
の
店
は

質
屋
が
本
業
で
、
そ
の
か

た
わ
ら
肥
料
商
と
銃
砲
火

薬
免
許
商
と
を
兼
ね
て
い

た
。質

屋
と
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
道
具
質
と
い
っ
て
、

そ
の
日
そ
の
日
の
商
売
道

具
の
鋸
・
鉛
・
鍋
・
釜
ま

で
、
何
で
も
質
草
と
し
て

用
立
て
て
い
た
の
で
、
庶

民
金
融
の
た
め
に
は
大
い

に
役
に
立
っ
て
い
た
ら
し

い
。と

こ
ろ
が
、
そ
れ
が
か

え
っ
て
仇
と
な
っ
て
、
箱

根
八
里
の
馬
方
衆
な
ど
に

は
、
自
分
の
馬
ま
で
質
に

入
れ
て
、
そ
れ
で
一
杯
ひ
っ

か
け
て
、
大
い
に
景
気
を
つ
け
て
い

る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
縞
の
財
布
が

す
っ
か
ら
か
ん
に
な
っ
て
し
ま
い
、

馬
を
残
し
て
、
手
ぶ
ら
で
山
へ
帰
っ

て
い
く
と
い
っ
た
連
中
さ
え
め
ず
ら

し
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
、
市
兵
衛
の
義
兄
、
お
隣
り
の
兵

右
衛
門
は
、
そ
の
酒
の
醸
造
元
、
つ

ま
り
造
り
酒
屋
だ
っ
た
か
ら
、
そ
こ

で
両
人
相
談
の
結
果
、
ど
ち
ら
も
商

売
変
え
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
動
機
に
は
、
精

神
的
な
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
経
済

的
、
あ
る
い
は
肉
体
的
健
康
と
い
っ

た
面
も
あ
っ
た
と
想
わ
れ
る
の
だ
が
、

と
に
か
く
そ
の
結
果
、
市
兵
衛
は
、

質
屋
と
肥
料
商
と
を
廃
業
し
て
、
銃

砲
火
薬
類
免
許
商
だ
け
を
残
し
て
、

こ
れ
を
番
頭
の
経
営
に
委
ね
、
自
分

は
曽
祖
父
初
代
市
兵
衛
の
開
拓
し
た

箱
根
山
麓
字
天
台
の
山
に
引
退
し
て

専
ら
静
養
と
修
道
に
努
め
る
こ
と
に

し
た
。
祖
父
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
し
だ

い
に
病
気
勝
ち
に
な
り
、
医
師
か
ら

も
静
養
を
勧
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。一

方
、
兵
右
衛
門
は
造
り
酒
屋
を

廃
業
し
て
酪
農
経
営
に
転
じ
、
町
の

南
郊
に
乳
牛
の
牧
場
を
つ
く
っ
た
。

そ
こ
で
今
ま
で
の
酒
蔵
を
教
会
堂
と

し
て
献
げ
る
決
意
を
し
、
醸
造
用
の

酒
槽
を
こ
わ
し
て
、
会
衆
用
の
腰
掛

を
作
り
、
搾
木
で
講
壇
を
こ
し
ら
え
、

土
蔵
の
白
壁
を
落
し
て
円
柱
の
並
ん

だ
玄
関
や
ベ
ラ
ン
ダ
を
造
っ
た
。
こ

う
し
て
一
見
ア
メ
リ
カ
開
拓
時
代
の

村
の
教
会
堂
然
と
し
た
西
洋
館
が
出

来
上
っ
た
。
正
に
酒
蔵
変
じ
て
教
会

堂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
借
家
住
ま
い
だ
っ
た
三

島
教
会
は
、
こ
こ
に
礼
拝
堂
を
与
え

ら
れ
、
や
が
て
こ
の
建
物
を
利
用
し

て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ス
ク
ー
ル
薔
花

女
学
校
を
も
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
通
称
「
バ
ラ
女
学
校
」
と
呼

ば
れ
た
寄
宿
舎
女
学
校
で
、
少
女
時

代
の
私
の
母
は
こ
こ
で
学
ん
だ
の
で

あ
っ
た
。
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三
島
の
町
と
キ
リ
ス
ト
教

三
島
の
町
に
教
会
が
設
立
さ
れ
、

同
時
に
私
の
祖
父
が
洗
礼
を
受
け
た

の
は
、
上
述
の
と
お
り
明
治
十
六
年

一
月
四
日
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
れ

は
新
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
教

会
で
あ
っ
て
、
旧
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）

の
教
会
は
、
そ
れ
よ
り
二
百
六
十
数

年
前
、
今
か
ら
数
え
れ
ば
三
百
六
十

年
も
昔
に
、
既
に
こ
の
地
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
、
古
い
記
録
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
念
の
た

め
そ
の
文
書
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
徳
川
第
二
代
将
軍
秀
忠
の
元

和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
イ
エ
ズ
ス

今
年
記
（
ラ
テ
ン
語
・
上
智
大
学
蔵
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
神
父
は
駿

河
（
静
岡
）
か
ら
関
東
に
入
り
、
ま

ず
伊
豆
地
方
を
訪
れ
た
。
そ
の
主
な

町
は
三
島
で
あ
る
。
同
町
の
周
辺
に

は
多
く
の
他
の
町
が
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
信
者
は
三
島
に
三
十
名
い
た
が
、

司
祭
は
信
徒
の
す
べ
て
を
悔
悛
の
秘

蹟
に
よ
っ
て
浄
め
、
御
聖
体
に
よ
っ

て
成
聖
の
聖
寵
を
増
し
、
力
を
与
え

て
い
た
。
そ
の
町
の
中
に
も
洗
礼
を

望
む
者
が
多
く
い
た
。
既
に
駿
河
の

教
会
で
は
迫
害
が
始
ま
っ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
伊
豆
教
会
に
お
い
て

は
自
由
で
信
仰
と
宗
教
に
関
し
て
は

何
の
圧
迫
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
神
父
は
そ
れ
よ
り

相
模
の
教
会
へ
い
っ
た
。
」（続

く
）

1
月
5
日
、
台
湾
で
日
本
か
ら
の

輸
入
食
品
5
品
目
が
認
め
ら
れ
ず
不

合
格
と
な
っ
た
。
台
湾
の
基
準
を
超

え
た
の
は
次
の
4
品
目
：
熊
本
と
佐

賀
の
イ
チ
ゴ
（
残
留
農
薬
）
、
味
覚

糖
の
ぷ
っ
ち
ょ
（
食
品
添
加
物
）
、

鹿
児
島
の
キ
ン
カ
ン
（
残
留
農
薬
テ

ブ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）
。
農
産
物
に
つ
い

て
は
規
定
を
満
た
さ
な
い
残
留
農
薬

や
重
金
属
が
検
出
さ
れ
た
と
い
う
。

昨
年
末
に
は
福
岡
で
基
準
値
1
8
0

倍
の
農
薬
が
春
菊
か
ら
検
出
さ
れ
回

収
騒
ぎ
が
起
き
た
が
、
残
念
な
が
ら

消
費
者
が
農
薬
に
つ
い
て
考
え
る
機

運
は
た
か
ま
ら
な
か
っ
た
。

E
U
は
政
策
に
よ
り
意
図
的
に
農

薬
を
減
ら
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
躍

進
が
著
し
い
ブ
ラ
ジ
ル
を
み
て
も
、

日
本
の
3
分
の
1
、
イ
ン
ド
は
30
分

の
1
し
か
な
い
。
日
本
は
2
0
1
7

年
12
月
25
日

時
点
で
残
留

農
薬
の
規
制

緩
和
が
始
ま
っ

て
い
て
、
ひ
ま
わ
り
の
種
子
、
べ
に

ば
な
の
種
子
で
4
0
0
倍
の
規
制
緩

和
が
さ
れ
た
。
2
0
1
7
年
は
通
常

国
会
で
種
子
法
廃
止
が
決
ま
っ
た
年

だ
。
こ
れ
か
ら
も
益
々
規
制
緩
和
は

進
む
だ
ろ
う
。

日
本
は
本
当
に
食
の
安
全
性
に
疎

い
。
実
は
日
本
の
給
食
か
ら
も
多
数

の
残
留
農
薬
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

給
食
は
安
全
第
一
で
あ
る
べ
き
で
、

海
外
で
は
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
食
材
し
か

使
わ
れ

な
い
と

こ
ろ
も

あ
る
の

に
、
日
本
で
は
カ
ロ
リ
ー
や
価
格
等

の
数
字
が
主
に
な
り
過
ぎ
て
食
材
の

安
全
性
は
蔑
ろ
。

私
た
ち
は
食
べ
た
も
の
か
ら
で
き

て
い
る
。
お
買
い
得
だ
！
と
思
っ
て

買
っ
た
そ
の
野
菜
は
実
は
高
い
買
い

物
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
野
菜
を
食

べ
続
け
る
と
癌
な
ど
の
病
気
に
か
か

る
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
、
結
果
と
し

て
高
い
医
療
費
を
払
う
こ
と
に
な
る

可
能
性
も
あ
る
し
、
そ
の
影
響
は
自

分
で
は
な
く
子
ど
も
や
孫
に
強
く
出

た
り
す
る
。
ギ
チ
ギ
チ
ガ
チ
ガ
チ
じ
ゃ

な
く
て
い
い
。
今
よ
り
少
し
で
良
い

か
ら
、
身
体
に
い
い
も
の
を
取
り
入

れ
よ
う
。
身
の
回
り
の
物
に
疑
問
を

持
と
う
。
消
費
者
が
変
わ
ら
な
い
と

日
本
は
変
わ
ら
な
い
。
逆
を
言
え
ば
、

消
費
者
が
変
わ
れ
ば
国
は
変
え
ら
れ

る
の
だ
。

〈
純
〉

食
の
安
全
・種
子
法

小出正吾回想録(11)
コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

Ⅶ

二
月
十
一
日
は
建
国
記
念
日
だ
そ
う
だ

「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

With

函
南
町
の
箱
根
南
麓
に
丹
那
盆

地
が
あ
る
が
、
そ
の
北
側
の
山
間

部
で
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
計
画
が
公

然
化
し
た
の
は
2
0
1
8
年
の
春

だ
っ
た
。
開
発
面
積
66
㌶
、
こ
の

大
き
さ
を
地
図
に
落
と
す
と
ほ
ぼ

建
設
予
定
地
下
の
丹
那
盆
地
と
同

等
の
広
さ
で
あ
る
。
現
場
視
察
を

何
度
か
し
た
が
、
山
林
が
拡
が
る

傾
斜
地
で
土
壌
は
黒
ボ
ク
土
と
な
っ

て
い
て
、
畑
に
は
向
く
が
崖
崩
れ

も
起
こ
り
や
す
い
。
こ
ん
な
所
を

丸
裸
に
し
た
ら
崖
崩
れ
が
起
こ
る

だ
ろ
う
と
参
加
者
一
同
納
得
す
る

よ
う
な
地
形
で
あ
る
。

下
流
部
に
は
丹
那
小
学
校
や
幼

稚
園
が
あ
る
。
事
業
者
は
ブ
ル
ー

キ
ャ
ピ
タ
ル
社
だ
が
、
事
実
上
の

主
体
は
中
部
電
力
傘
下
の
ト
ー
エ

ネ
ッ
ク
で
資
金
1
0
0
億
円
程
度

を
投
資
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
さ

れ
て
い
る
。

18
年
６
月
町
議
会
で
共
産
党
町

議
が
こ
の
問
題
で
初
め
て
質
問
を

し
、
規
制
の
た
め
の
町
条
例
の
制

定
を
訴
え
た
。
そ
の
時
点
で
の
町

の
対
応
は
問
題
意
識
を
感
じ
さ
せ

な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
19
年
に
な

る
と
地
元
の
軽
井
沢
区
や
隣
接
の

ダ
イ
ヤ
ラ
ン
ド
区
で
の
反
対
意
見

が
急
速
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
始

め
た
。
建
設
反
対
署
名
も
１
万
数

千
筆
が
集
約
さ
れ
た
。

特
に
ダ
イ
ヤ
ラ
ン
ド
区
民
の
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
精

力
的
な
問
題
提
起
は
こ
の
問
題
に

つ
い
て
の
認
識
を
広
範
に
知
ら
し

め
た
。
ネ
ッ
ト
の
威
力
を
改
め
て

再
認
識
し
た
。

函
南
町
は
反
対
世
論
の
盛
り
上

が
り
も
あ
り
、
こ
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

建
設
に
不
同
意
を
表
明
し
て
き
た

が
、
残
念
な
こ
と
に
地
元
軽
井
沢

区
が
総
会
で
反
対
決
議
を
し
た
の

が
遅
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
か
、

県
は
19
年
７
月
に
林
地
開
発
許
可

を
出
し
た
。

函
南
町
が
太
陽
光
条
例
を
採
択

し
た
の
が
19
年
６
月
議
会
、
施
行

は
同
10
月
１
日
。
事
業
者
が
林
地

開
発
許
可
申
請
を
提
出
し
た
の
が
、

施
行
日
以
前
と
の
理
由
で
条
例
の

一
部
は
適
用
で
き
な
い
と
の
態
度

を
取
っ
て
い
て
、
全
面
適
用
を
求

め
る
町
民
か
ら
批
判
を
受
け
て
い

る
。
条
例
適
用
す
れ
ば
F
I
T
法

の
適
用
除
外
に
な
り
建
設
計
画
が

ス
ト
ッ
プ
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い

の
に
何
故
か
と
言
う
事
だ
。

最
近
専
門
家
の
調
査
で
活
断
層

が
２
万
４
千
ト
ン
の
調
整
池
の
下

を
通
っ
て
い
る
事
な
ど
も
判
明
、

ま
す
ま
す
危
険
性
へ
の
不
安
は
高

ま
る
ば
か
り
だ
。
環
境
ア
セ
ス
メ

ン
ト
が
始
ま
っ
た
。
太
陽
光
条
例

の
全
面
適
用
や
林
地
開
発
許
可
取

り
消
し
を
求
め
る
運
動
な
ど
を
さ

ら
に
盛
り
上
げ
て
、
何
と
か
こ
の
無

謀
で
危
険
な
開
発
計
画
を
ス
ト
ッ
プ

さ
せ
た
い
。〈相

田
（
ミ
ツ
バ
チ
の
会
）
〉

函
南
町
軽
井
沢
地
区
に
は
、
東
京

ド
ー
ム
23
個
分
の
面
積
に
当
た
る
山

肌
に
10
万
枚
以
上
の
太
陽
光
パ
ネ
ル

を
設
置
す
る
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
建
設
計

画
が
あ
り
ま
す
。
環
境
に
優
し
い
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
た
い
文
句

に
全
国
各
地
に
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
が
建

設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
達
は
今
こ

の
事
業
の
光
の
部
分
だ

け
で
は
な
く
影
の
部
分

も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

自
然
破
壊
と
な
る
景

観
問
題
を
は
じ
め
、
急

峻
な
傾
斜
地
の
森
林
を

伐
採
す
る
た
め
地
滑
り

や
土
砂
崩
れ
が
起
き
や

す
く
な
る
こ
と
や
、
環

境
問
題
と
し
て
20
年
後

の
有
害
物
質
を
含
ん
だ

パ
ネ
ル
廃
棄
の
ゴ
ミ
処

理
問
題
、
設
置
時
点
で

反
射
鏡
ト
ラ
ブ
ル
の
問

題
な
ど
あ
り
ま
す
。

雨
が
降
っ
た
場
合
、

森
林
な
ら
ば
約
半
分
は

地
面
に
保
水
さ
れ
約
半

分
が
川
へ
流
れ
る
そ
う

で
す
が
太
陽
光
パ
ネ
ル

を
設
置
し
た
場
合
、
ほ

ぼ
全
量
地
表
を
流
れ
函
南
地
区
の
場

合
、
赤
沢
川
か
ら
柿
沢
川
へ
、
そ
し

て
狩
野
川
、
駿
河
湾
へ
流
れ
て
い
き

ま
す
。

今
後
、
想
定
外
の
台
風
や
風
水
害

が
発
生
し
た
場
合
、
天
城
山
系
や
黄

瀬
川
か
ら
の
水
量
も
加
わ
り
下
流
域

は
甚
大
な
被
害
を
受
け
る
で
し
ょ
う
。

一
昨
年
の
台
風
19
号
の
記
憶
は
ま
だ

鮮
明
に
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
計
画
地
域
は
活
断
層

が
縦
横
無
尽
に
走
っ
て
い
る
危
険
な

箇
所
で
直
下
の
軽
井
沢
地
区
に
は
、

小
学
校
や
幼
稚
園
が
あ
り
ま
す
。
住

民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
作

る
こ
と
の
方
が
電
気
を
作
る
こ
と
よ

り
ず
っ
と
大
切
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
が
計
画
さ
れ
る
背

景
に
は
安
く
手
に
入
る
土
地
で
金
傭

け
が
で
き
る
と
考
え
る
投
資
家
や
業

者
が
い
る
こ
と
や
、
い
つ
の
時
代
か

ら
か
政
治
が
経
済
（
大
企
業
）
に
牛

耳
ら
れ
始
め
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
メ
デ
ィ
ア
も
一
枚
咬
ん
で
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
球
を
傷
つ
け
な
が
ら
文
明
を
発

達
さ
せ
て
き
た
人
間
は
も
う
い
い
加

減
に
後
が
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
子

供
た
ち
に
良
い
環
境
を
残
す
こ
と
に

責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

す
で
に
手
遅
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

〈
森
〉

函
南
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
問
題
特
集

郷
土
の
文
学
碑
は
今
号
は
お
休
み
し
ま
す
。


