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◇
　
今
、
広
く
思
い
返
さ
れ
て
い
る
時
点

　

朝
日
新
聞
の
主
筆
で
あ
る
若
宮
啓
文
氏
が
、
同
紙
オ
ピ

ニ
オ
ン
欄
（
二
〇
一
二
年
一
月
一
〇
日
付
「
座
標
軸
」）
で
、

「
70
年
代
を
悔
や
む
」
と
題
し
て
、「
失
速
と
政
争 
借
金

国
家
の
幕
開
け
」「
家
庭
に
頼
る
日
本
型
福
祉 

甘
く
見
た

少
子
高
齢
化
」「
若
い
世
代
を
政
治
が
支
え
よ
」
と
、
日

本
社
会
の
大
状
況
と
あ
る
べ
き
政
策
を
論
じ
て
い
る
。
こ

の
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
国
家
財
政
の
型
が
、「
原

発
安
全
神
話
」
と
あ
い
ま
っ
て
、
今
日
の
危
機
を
招
き
寄

せ
て
い
た
の
だ
と
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

若
宮
氏
の
論
を
読
み
な
が
ら
、
わ
た
く
し
も
、
個
人
的

に
思
い
返
す
こ
と
が
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。「
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
」、「
狂
乱
物
価
」、「
七
四
年
度
に
戦
後
初

の
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
記
録
」、「
戦
後
初
の
本
格
的
な
赤
字

国
債
の
発
行
に
踏
み
切
る
の
は
七
五
年
度
だ
っ
た
」
と
い

う
指
摘
を
読
ん
で
ま
ず
回
想
さ
れ
る
当
時
の
光
景
は
、
わ

た
く
し
に
と
っ
て
は
、
大
先
輩
の
三
好
宏
一
先
生
が
赤
字

国
債
発
行
と
い
う
新
事
態
を
日
本
経
済
の
危
機
と
し
て
、

そ
の
時
点
で
も
な
お
建
設
業
に
多
く
を
依
存
し
て
い
た
北

海
道
経
済
の
弱
点
を
も
含
め
て
、
危
機
感
を
顕
わ
に
悲
憤

慷
慨
し
て
お
ら
れ
た
姿
で
あ
る
。

　

少
子
高
齢
化
や
「
日
本
型
福
祉
」
に
関
し
て
も
、
今
更

の
こ
と
だ
が
や
は
り
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
い
く
つ
か
記

し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
戦
後
の
貧
乏
と
住
宅
難
か
ら
子
ど

も
を
一
人
以
上
は
持
ち
に
く
か
っ
た
時
節
を
切
り
抜
け

て
、
二
人
、
三
人
と
子
ど
も
を
抱
え
る
夫
婦
が
増
え
て
き

た
の
が
七
〇
年
代
だ
っ
た
。
標
準
の
社
会
保
障
か
ら
み
た

欠
損
部
分
を
埋
め
る
べ
く
、
所
得
制
限
つ
き
の
児
童
手
当

が
制
度
化
さ
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
時
点
で
、
ま
た
新
し
い
少
子
化
が
始
ま
っ
て
い
た
。
当

時
の
用
語
で
は
人
口
の
純
再
生
産
率
が
、
一
を
割
り
始
め

た
。
豊
か
さ
を
意
味
し
て
い
る
寿
命
の
延
長
に
由
来
す
る

高
齢
化
の
陰
で
、
真
の
貧
困
で
あ
る
少
子
化
が
始
ま
っ
て

い
る
の
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
わ
た
く
し
は

発
言
し
て
い
た
。
ま
た
、
専
業
主
婦
モ
デ
ル
を
柱
に
し
た

「
日
本
型
福
祉
」
と
い
う
政
策
思
想
に
対
置
し
て
わ
た
く

し
は
、
中
小
企
業
で
夫
婦
共
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
、
子
ど
も

二
～
三
人
を
育
て
て
い
る
よ
う
な
夫
婦
を
援
護
す
る
こ
と

を
標
準
と
す
る
よ
う
な
政
策
思
想
が
む
し
ろ
あ
る
べ
き
も

の
だ
、
と
提
案
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
70
年
代
を
悔
や
む
」
こ
と
で
は
同
じ
で
も
、
悔
や
む

内
容
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。

　
◇
　
年
金
論
議
の
性
格

　
「
借
金
国
家
の
幕
開
け
」
と
関
連
す
る
こ
と
で
わ
た
く

し
が
思
い
出
す
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
当
時
、
年
金
保
険

の
改
革
の
前
段
に
あ
っ
た
論
議
で
あ
る
。
戦
後
日
本
の
年

金
保
険
は
し
ば
ら
く
「
成
熟
過
程
」
に
あ
っ
た
。
保
険
料

は
積
み
立
て
ら
れ
て
い
く
が
、
保
険
金
支
払
は
長
期
の
保

険
料
拠
出
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
例
外
を
除
い
て

始
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
間
、積
み
立
て
ら
れ
た
基
金
は
、

政
府
の
財
政
投
融
資
の
有
力
な
財
源
と
し
て
運
用
さ
れ
て

き
た
。
や
が
て
、
保
険
金
支
出
が
次
第
に
額
を
増
し
て
く

る
。
増
し
て
き
て
も
、
加
入
者
か
ら
み
て
保
険
料
の
拠
出

と
保
険
金
の
受
け
取
り
が
つ
り
合
っ
て
い
れ
ば
、保
険
者
、

つ
ま
り
制
度
の
管
掌
者
か
ら
み
て
基
金
は
安
定
し
て
い
る

は
ず
だ
し
、
保
険
料
拠
出
者
が
減
っ
て
き
て
も
、
そ
の
世

代
の
者
が
年
金
受
給
者
に
な
る
と
き
の
た
め
の
積
み
立
て

が
あ
れ
ば
、
原
理
上
、
積
立
金
総
額
が
減
っ
て
き
て
も
制

度
は
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
点
で

中
央
政
府
か
ら
、
運
用
で
き
る
年
金
積
立
金
総
額
の
減
少

に
露
わ
な
危
機
感
を
表
明
す
る
議
論
が
出
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
す
で
に
裁
定
さ
れ
た
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る

者
の
年
金
権
は
既
得
権
だ
が
、
将
来
ど
の
程
度
受
け
取
れ

る
か
を
制
度
的
な
約
束
と
し
て
受
け
止
め
て
保
険
料
を
拠

出
し
て
い
る
者
の
期
待
は
、「
期
待
権
」に
過
ぎ
な
い
の
で
、

「
70
年
代
を
悔
や
む
」
と
言
わ
れ
て
思
う
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既
得
権
と
は
違
う
、
な
ど
の
議
論
が
半
ば
公
的
に
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
労
働
組
合
運
動
の
側
か
ら
は
、
戦
前
の

年
金
制
度
が
戦
後
一
時
的
に
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
こ

と
、
ま
だ
豊
か
で
も
な
い
勤
労
者
の
家
計
か
ら
保
険
料
の

拠
出
を
強
制
し
な
が
ら
、
そ
の
積
立
金
を
専
ら
資
本
蓄
積

を
助
成
す
る
た
め
に
運
用
し
て
い
る
保
険
者
、
す
な
わ
ち

制
度
の
「
管
掌
」
者
へ
の
批
判
が
提
起
さ
れ
、さ
ら
に
は
、

い
よ
い
よ
年
金
受
給
者
が
現
れ
る
時
点
を
見
通
し
な
が

ら
、
受
け
取
れ
る
年
金
額
が
永
年
の
拠
出
に
心
理
的
に
見

合
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
へ
の
疑
念
も
提
起
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
勤
労
者
を
制
度
に
つ
な
ぎ
と
め
、
勤
労
者
か

ら
従
前
ど
お
り
拠
出
さ
せ
る
た
め
に
、
政
治
の
プ
ロ
セ
ス

を
経
由
し
て
、
保
険
者
側
、
す
な
わ
ち
制
度
の
「
管
掌
」

者
側
か
ら
様
々
な
譲
歩
が
行
わ
れ
た
。
保
険
年
金
と
は
言

え
な
い
国
民
年
金
に
お
け
る
一
〇
年
年
金
と
か
福
祉
年
金

を
、
年
金
保
険
と
制
度
的
に
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
年
金
受

給
者
の
不
満
を
和
ら
げ
る
た
め
に
保
険
金
額
を
改
定
し
、

資
本
蓄
積
に
ば
か
り
振
り
向
け
る
と
の
批
判
を
か
わ
す
べ

く
、
積
立
金
の
一
部
を
「
還
元
融
資
」
と
し
て
運
用
す
る

な
ど
で
あ
っ
た
。

　

思
い
返
す
と
、
こ
の
双
方
の
動
き
は
な
い
ま
ぜ
に
な
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
財
政
方
式
の
あ
り
方
を
明

快
に
し
て
い
た
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
建
議
を
な
い
が

し
ろ
に
し
な
が
ら
、年
金
保
険
の
積
立
金
運
用
の
実
態
を
、

被
保
険
者
つ
ま
り
保
険
料
を
拠
出
し
て
い
る
勤
労
者
や
年

金
受
給
者
の
目
か
ら
隠
し
、
日
本
の
年
金
保
険
制
度
は
す

で
に
賦
課
方
式
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
、
保
険
者

つ
ま
り
「
管
掌
」
者
側
か
ら
の
論
陣
が
、
そ
こ
に
建
て
ら

れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

　

わ
た
く
し
が
今
の
時
点
で
言
い
た
い
の
は
、
年
金
制
度

の
危
機
が
、
ま
る
で
年
金
を
春
闘
の
テ
ー
マ
に
す
る
よ
う

な
か
つ
て
の
労
働
組
合
側
の
過
度
な
要
求
か
ら
発
生
し
た

か
の
よ
う
に
言
う
論
議
は
、
一
方
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
◇
　
借
金
国
家
の
背
景

　

こ
う
し
た
混
迷
は
、
何
も
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
世
界
の
政
治
経
済
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
、
同
様

に
借
金
国
家
と
し
て
の
困
難
を
背
負
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
経
済
政
策
を
思
想
的
に
支
え
、
経
済
学
に
も

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
枠
を
創
り
出
す
こ
と
に
貢
献
し
た
経
済
学

の
流
れ
を
、
分
か
り
易
く
整
理
し
て
く
れ
て
い
る
根
井
雅

弘
著
『
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
『
経
済
学
』
の
時
代
』（
中
公
選
書
、

二
〇
一
二
年
一
月
）
に
注
目
し
た
い
。
同
書
か
ら
以
下
の

よ
う
な
流
れ
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
、
一
九
三
〇
年

代
の
大
恐
慌
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
労
働
市
場
を

前
に
し
て
現
実
の
必
要
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
「
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
」

か
ら
ハ
リ
ー
・
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
「
雇
用
法
」
へ
と

連
な
る
政
策
を
、「
ケ
イ
ン
ズ
主
義
」
を
受
容
し
た
ア
メ

リ
カ
の
経
済
学
が
思
想
的
に
援
護
し
、
ア
メ
リ
カ
を
先
頭

に
し
た
二
〇
世
紀
後
半
の
世
界
経
済
の
繁
栄
を
支
え
た
こ

と
。
第
二
に
、
そ
の
中
心
軸
に
立
っ
て
、「
ケ
イ
ン
ズ
主

義
」
に
拠
っ
て
立
つ
マ
ク
ロ
経
済
学
と
市
場
の
純
粋
理
論

に
拠
っ
て
立
つ
ミ
ク
ロ
経
済
学
を
微
妙
に
バ
ラ
ン
ス
を
採

り
な
が
ら
組
み
合
わ
せ
る
「
新
古
典
派
総
合
」
の
教
科
書

を
、
改
訂
を
続
け
な
が
ら
書
き
継
い
だ
の
が
、
ポ
ー
ル
・

サ
ム
エ
ル
ソ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
や
が

て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
に
危
機
が
深
化
す
る
と
と
も

に
、マ
ク
ロ
経
済
学
と
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
微
妙
な
「
総
合
」

が
、
市
場
原
理
主
義
的
な
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
優
位
に
よ
っ

て
崩
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

根
井
氏
の
叙
述
を
追
っ
て
い
く
と
、
今
も
っ
て
わ
た
く

し
に
は
半
端
の
理
解
し
か
な
い
が
、
折
々
の
経
済
学
論
議

が
懐
か
し
く
想
い
出
さ
れ
る
。
今
日
の
株
主
主
権
万
能
の

理
論
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
た
「
経
営
者
革
命
」
が
、
あ
る

い
は
国
際
金
融
資
本
の
投
機
活
動
を
予
想
さ
せ
な
い
よ
う

な
巨
大
企
業
の
内
部
の
「
計
画
経
済
」
が
論
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ
ス
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス

の
『
ゆ
た
か
な
社
会
』
や
『
新
し
い
産
業
国
家
』
が
「
寡

占
」
や
「
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
」
を
論
じ
、
あ
る
種

の
「
統
制
」
の
必
要
を
論
じ
て
も
い
た
こ
と
な
ど
。
そ
の

一
方
で
、
現
実
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
か
ら
出
る
「
総
需

要
管
理
」
の
手
法
は
貨
幣
数
量
説
的
な
財
政
支
出
依
存
に

単
純
化
し
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
世
界
経
済
を
守
る
た
め
の

増
大
す
る
軍
事
支
出
を
許
容
す
る
た
め
の
も
の
に
も
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
起
こ
っ
て
い
る
の
が
今
の
危
機
で
あ
る
。
ロ

バ
ー
ト
・
ル
ー
カ
ス
流
の
理
論
に
添
っ
て
勤
労
者
へ
の
分



13 北海道自治研究 ２０１２年３月（Ｎo.518）

配
率
を
切
り
下
げ
て
利
潤
や
利
子
へ
の
課
税
を
減
ら
し
て

も
、
投
資
が
増
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
、
投
機
資
金

ば
か
り
が
積
み
増
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

　
◇
　
増
税
の
前
に
？

　

元
大
蔵
省
理
財
局
企
画
室
長
高
橋
洋
一
氏
が
、
表
紙
帯

カ
バ
ー
に
「
金
融
資
産
三
〇
〇
兆
円
は
今
す
ぐ
使
え
る
」

と
コ
ピ
ー
を
記
し
た
『
財
務
省
が
隠
す
六
五
〇
兆
円
の
国

民
資
産
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
を
公
刊
し

て
い
る
。

　

同
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
家
に
は
膨
大
な
国
債
と
い
う

負
債
が
あ
る
一
方
で
、
特
別
会
計
の
形
で
大
き
な
資
産
も

あ
り
、
こ
の
資
産
が
財
務
省
を
中
心
と
す
る
霞
が
関
高
級

官
僚
の
天
下
り
先
を
運
営
す
る
も
の
と
し
て
周
到
に
隠
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
民
主
党
の
「
事
業
」
仕
分
け

は
、
財
務
省
の
掌
の
範
囲
内
に
止
ま
っ
て
い
て
、
特
別
会

計
の
あ
り
方
に
及
ぶ
「
制
度
」
仕
分
け
に
は
届
い
て
い
な

い
（
二
二
八
頁
）、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
個
別
的
に
も
、
知
ら
な
か
っ
た
で
は
す
ま

な
い
貴
重
な
情
報
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
書
き
出
し

て
み
よ
う
。

　

一
九
六
一
年
に
設
立
さ
れ
た
年
金
福
祉
事
業
団
は
、
や

が
て
年
金
保
険
積
立
金
の
運
用
に
手
を
つ
け
、
財
テ
ク
に

手
を
染
め
て
証
券
会
社
に
仕
事
を
回
し
、
多
大
な
損
失
を

被
っ
た
の
に
、
官
僚
の
利
権
は
二
〇
〇
六
年
の
年
金
積
立

金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
と
し
て
維
持
さ
れ
た
（
六
五

～
六
八
㌻
）。

　
「
公
的
年
金
の
徴
収
・
給
付
」
は
「
主
な
先
進
国
は
ど

こ
で
も
社
会
保
険
方
式
で
運
営
し
て
い
る
」（
一
七
一
㌻
）。

　

日
本
政
府
の
持
っ
て
い
る
「
金
融
資
産
五
〇
〇
兆
円

の
内
訳
を
見
る
と
、
貸
付
金
一
五
五
兆
円
、
有
価
証
券

九
二
兆
円
、
出
資
金
五
八
兆
円
、
運
用
寄
託
金
一
二
一
兆

円
な
ど
。
財
務
省
の
取
り
崩
せ
な
い
と
す
る
年
金
の
積
立

金
は
一
二
一
兆
円
で
、
資
産
の
二
割
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

財
務
省
の
『
多
く
は
積
立
金
』
と
い
う
表
現
は
詐
欺
的
で

あ
る
」（
二
一
四
㌻
）。

　

一
九
九
七
年
に
旧
三
公
社
の
共
済
年
金
が
厚
生
年
金
に

統
合
さ
れ
た
際
の
数
値
管
理
へ
の
疑
問
も
記
さ
れ
て
い
る

（
二
四
二
～
二
四
三
㌻
）。

　

関
連
し
て
、
こ
こ
で
、
厚
生
年
金
の
一
部
を
代
行
し
て

い
た
企
業
年
金
の
基
金
運
用
で
起
こ
っ
た
不
祥
事
に
関
す

る
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
も
共
々
に
念
頭
に
お
か
な
く
て
は
な

る
ま
い
。

　
◇
　
今
こ
そ
多
彩
な
知
恵
を

　

世
界
動
乱
の
予
感
に
怯
え
る
時
代
に
、
日
本
は
東
日
本

大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
政
治
は

政
局
に
振
り
回
さ
れ
て
、
大
局
が
議
論
さ
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
わ
た
く
し
は
、
増
額
さ
れ
る
消
費
税

が
不
適
切
に
食
い
ち
ぎ
ら
れ
な
い
よ
う
に
念
じ
つ
つ
、
一

方
で
、
今
次
の
大
震
災
で
旧
い
村
落
共
同
体
の
力
が
、
新

し
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
力
と
結
び
つ
い
て
住
民
を
救
っ
た
事
例
が

報
道
さ
れ
る
の
を
重
視
し
、
多
彩
な
知
恵
を
生
か
す
こ
と

の
重
要
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

経
済
学
で
は
、
大
瀧
雅
之
著
『
平
成
不
況
の
本
質

－

雇
用
と
金
融
か
ら
考
え
る
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年

一
二
月
）
が
、
景
気
変
動
と
所
得
分
配
を
考
え
続
け
て
き

た
経
済
学
者
の
発
言
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宮
本
太
郎
編
『
弱
者
99
％
社
会

－

日
本
復
興
の

た
め
の
生
活
保
障
』（
幻
冬
社
新
書
、二
〇
一
一
年
一
一
月
）

で
、
与
謝
野
馨
と
心
を
通
じ
合
う
編
者
が
、
同
時
に
、
濱

口
桂
一
郎
、
湯
浅
誠
と
も
心
を
通
じ
、
か
つ
社
会
保
険
料

の
収
納
を
重
視
し
、
同
時
に
消
費
税
を
考
え
つ
つ
、
こ
の

と
こ
ろ
の
所
得
税
の
軽
減
化
を
見
直
さ
な
い
政
府
を
批
判

す
る
大
澤
真
理
と
も
心
を
通
じ
て
い
る
こ
と
を
善
し
と
し

た
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
宮
本
太
郎
氏
が
『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
二
年

一
月
一
三
日
付
け「
経
済
観
測
」欄
で
、「
ベ
ー
シ
ッ
ク
ワ
ー

ク
と
い
う
構
想
」
を
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
と
し

た
い
の
で
あ
る
。

  ＜

あ
ら
ま
た　

し
げ
お
・
社
団
法
人
北
海
道
労
働
文
化
協
会
会
長＞


