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罪
を
犯
し
た
人
々
は
、
捜
査
、
裁
判
、
そ
し
て
、
矯
正
処
遇
等
、
刑
事
司
法
の
各
場
面
で
、
そ
の
心
の
あ
り

様
を
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
矯
正
施
設
等
の
被
収
容
者
は
、
彼
の
帰
り
を
待
ち
、
ま
た
、
そ
の
心
の

支
え
と
な
る
家
族
、
友
人
な
ど
か
ら
少
な
く
と
も
、
精
神
的
に
は
遠
く
離
れ
、
社
会
か
ら
断
絶
し
た
存
在
で
あ

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
更
生
は
、
外
界
と
の
接
触
の
制
限
さ
れ
た
閉
鎖
施
設
で
、
否
応
な

く
仏
や
神
な
ど
の
超
越
的
存
在
や
聖
な
る
も
の
に
、
自
ら
の
心
を
照
ら
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
諸
外
国
で
の
教
誨
活
動
が
、
刑
事
施
設
の
み
な
ら
ず
病
院
等
に
お
い
て
も
広
く
行
わ
れ
て
き
た
の
は

そ
う
し
た
事
情
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
宗
教
に
本
来
的
に
備
わ
る
何
か
が
認
め
ら
れ
る
。

教
誨
と
は
、
精
神
的
、
倫
理
的
、
宗
教
的
な
教
化
方
法
を
い
う
。
日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
〇
八
（
明
治

四
十
一
）
年
の
監
獄
法
以
来
、
も
っ
ぱ
ら
監
獄
に
お
い
て
、「
受
刑
者
に
は
教
誨
を
施
す
」
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
内
容
上
、
教
誨
は
、
宗
教
に
よ
る
教
誨
と
そ
の
他
の
一
般
教
誨
と
に
区
別
さ
れ
う
る
が
、
教
誨

は
、
明
治
期
に
お
い
て
は
、
宗
教
教
誨
と
し
て
の
み
観
念
さ
れ
、
昭
和
期
に
入
り
、
宗
教
的
な
教
え
を
強
制
す
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る
こ
と
の
問
題
性
が
意
識
さ
れ
る
に
至
り
、
宗
教
的
観
点
を
離
れ
た
特
性
の
教
化
と
精
神
の
修
養
、
い
わ
ば
人

と
し
て
の
生
き
方
の
指
針
と
し
て
の
一
般
教
誨
が
在
監
者
に
施
さ
れ
、
こ
れ
と
並
行
し
て
宗
教
教
誨
が
実
施
さ

れ
て
い
た
。
教
誨
は
、
各
施
設
に
多
く
は
二
名
配
置
さ
れ
た
、
公
務
員
と
し
て
の
教
誨
師
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、

こ
れ
を
東
西
本
願
寺
の
僧
侶
が
担
う
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
の
宗
教
教
誨
は
、
信
教
の
自
由
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
健
全
な
宗
教
的
精
神
の
涵
養
を
図
る
こ
と
に
、
そ
の
目
的
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
占
領
軍
の
行
政
管
理
下
に
お
い
て
「
宗
教
上
ノ
礼
拝
ハ
之
ヲ
強
制
セ
サ
ル
コ
ト
」
と

さ
れ
、
日
本
国
憲
法
二
十
条
、
八
十
九
条
の
規
定
す
る
厳
格
な
政
教
分
離
原
則
に
よ
り
、
国
お
よ
び
そ
の
機
関

が
宗
教
に
関
与
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
監
獄
に
お
い
て
も
、
宗
教
は
民
間
宗
教
家
の
自
由
な
活
動
に
委
ね
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
確
か
に
、
戦
前
に
お
い
て
も
、
信
教
の
自
由
は
、
も
っ
と
も
重
要
な

基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
り
、
在
監
者
に
も
そ
の
内
面
的
な
生
活
に
お
い
て
任
意
の
宗
教
的
信
仰
を
も
つ
、
も

た
な
い
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
戒
護
お
よ
び
規
律
上
、
特
に
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
、
礼
拝
、
祈
祷
、
祝
典
、
儀

式
、
行
事
の
よ
う
な
宗
教
的
行
為
を
行
う
自
由
、
ま
た
は
、
そ
う
し
た
行
為
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
が
認
め
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
転
換
は
、
そ
の
次
元
を
超
え
て
、
従
来
の
公
務
員
と
し
て
の
教
誨
師
制
度
を
廃

止
し
、
ま
た
、
宗
教
教
誨
を
在
監
者
に
施
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え
方
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
監
獄
法
改
正
に
よ
る
二
〇
〇
七
年
の
い
わ
ゆ
る
「
刑
事
収
容
施
設
法
」
で
は
、「
宗
教
上
の
教
誨
」

が
規
定
さ
れ
、
よ
り
積
極
的
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
で
は
、
ま
ず
、
被
収

容
者
の
宗
教
上
の
権
利
に
配
慮
し
，
そ
の
生
活
再
建
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
こ
の
局
面
で
の
国
の
援
助
と
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
う
る
か
が
問
わ
れ
る
。
特
に
、「
宗
教
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
」を
超
え
て
、

「
特
定
の
宗
教
を
信
仰
し
，必
要
な
行
為
を
す
る
自
由
」
を
国
が
ど
こ
ま
で
、ど
の
よ
う
に
し
て
援
助
す
べ
き
か
、

を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
収
容
に
伴
う
被
収
容
者
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
国
の
補
填
義
務
一
般
の
性
格
と
範

囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

ま
た
、
処
遇
と
こ
れ
に
関
わ
る
社
会
的
資
源
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
処
遇
を
被
収
容
者
の
社
会
復
帰
に
対
す

る
施
設
内
・
社
会
内
を
問
わ
ぬ
「
一
貫
し
た
援
助
」
と
し
て
捉
え
る
際
に
は
、
そ
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
民
間
団
体
や
一
般
市
民
の
活
動
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
、
被
収
容
者
の

権
利
と
し
て
の
宗
教
教
誨
と
い
う
構
想
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
を
支
え
る
社
会
的
資
源
に
い
か
な
る
要
請
が
新

た
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
、
教
誨
活
動
を
支
え
る
教
誨
師
と
い
う
社
会
的
資
源

が
、
被
収
容
者
の
権
利
性
が
強
調
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
、
い
か
な
る
変
化
を
求
め
ら
れ
る
か
を
調
査
・
分
析

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
教
誨
師
と
い
う
伝
統
の
あ
る
資
源
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
指
向

の
中
で
、
矯
正
へ
の
市
民
的
関
与
に
求
め
ら
れ
る
要
素
を
一
般
化
し
て
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
ろ
う
。
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本
書
は
、
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
共
同
研
究
「
世
界
の
宗
教
教
誨
制
度
の
比
較
研
究
、
実
施
の
た
め
の

予
備
調
査
」（
代
表
・
赤
池
一
将
、
二
〇
一
一
年
度
）
お
よ
び
文
部
科
学
省
科
学
研
究
助
成
（
新
学
術
領
域
研
究
）

「
犯
罪
者
・
非
行
少
年
処
遇
に
お
け
る
人
間
科
学
的
知
見
の
活
用
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
代
表
・
石
塚
伸
一
、

二
〇
一
三
〜
二
〇
一
五
年
度
）
の
研
究
成
果
を
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
叢
書
第
百
十
七
巻
と
し
て
出
版
す

る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
研
究
は
、
二
〇
〇
七
年
度
以
降
三
年
間
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
指
定
研

究
「
矯
正
施
設
に
お
け
る
宗
教
意
識
・
活
動
に
関
す
る
研
究
」（
代
表
・
赤
池
一
将
、
二
〇
〇
七
〜
二
〇
〇
八
年

度
╱
代
表
・
石
塚
伸
一
、二
〇
〇
九
年
度
）
の
成
果
で
あ
る
『
矯
正
施
設
に
お
け
る
宗
教
意
識
・
活
動
に
関
す
る

研
究
─
─
そ
の
現
在
と
歴
史
』（
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
叢
書
第
九
十
一
巻
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
を

引
き
継
ぐ
形
で
実
施
さ
れ
た
。同
書
は
、こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
国
内
の
す
べ
て
の
教
誨
師
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
実
施
と
そ
の
結
果
の
分
析
を
第
一
部
「
刑
事
施
設
に
お
け
る
宗
教
意
識
・
活
動
に
関
す
る
調
査
」
と

し
て
提
示
し
、
こ
れ
に
当
該
問
題
に
関
与
す
る
各
方
面
か
ら
の
問
題
提
起
と
諸
外
国
で
の
実
情
に
関
す
る
論
稿

を
第
二
部
「
教
誨
の
歴
史
と
現
在
」
と
し
て
加
え
る
構
成
を
と
っ
た
。

前
掲
の
二
〇
一
一
年
度
以
降
の
二
つ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
パ
ー
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
補
充
を
試

み
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

第
一
に
、
当
初
は
、
前
掲
の
叢
書
第
九
十
一
巻
『
矯
正
施
設
に
お
け
る
宗
教
意
識
・
活
動
に
関
す
る
研
究　

■

─
─
そ
の
現
在
と
歴
史
』
第
Ⅱ
部
「
教
誨
の
歴
史
と
現
在
」
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ

ラ
ン
ス
を
対
象
と
す
る
比
較
研
究
の
継
続
を
予
定
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
度
の
「
世
界
の
宗
教
教
誨
制
度
の
比

較
研
究
、
実
施
の
た
め
の
予
備
調
査
」
に
お
い
て
は
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
主
に
、
フ
ラ
ン
ス
司
法
省
に
蓄
積

さ
れ
て
き
た
比
較
研
究
資
料
の
調
査
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
前
掲
の
科
研
費
に
よ

る
研
究
期
間
を
通
じ
て
、
外
国
人
研
究
員
の
参
加
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て
の
研
究
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
対
象
国
を
韓
国
、
台
湾
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
に
拡
大
し
、
比
較

の
視
点
の
相
対
化
を
試
み
た
。

ま
た
、
こ
の
第
Ⅱ
部
「
教
誨
の
歴
史
と
現
在
」
に
は
、
教
誨
活
動
に
関
与
す
る
各
方
面
か
ら
の
問
題
提
起
と

し
て
、
福
祉
専
門
家
、
矯
正
施
設
職
員
、
教
誨
師
の
論
稿
を
含
め
た
が
、
同
様
の
観
点
か
ら
二
〇
一
三
年
度
以

降
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
死
刑
問
題
と
の
関
係
か
ら
教
誨
活
動
に
深
い
関
心
を
示
す
弁
護

士
や
法
律
家
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
に
、
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
前
掲
科
学
研
究
に
お
い
て
は
、
叢
書
第
九
十
一
巻
の
第
Ⅰ
部
「
刑
事
施
設

に
お
け
る
宗
教
意
識
・
活
動
に
関
す
る
調
査
」
の
展
開
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
当
該
調
査
に
対
し
て

二
〇
一
一
年
以
降
に
実
施
さ
れ
た
再
評
価
・
分
析
を
お
こ
な
っ
た
ほ
か
、
当
該
調
査
を
踏
ま
え
て
教
誨
師
活
動
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を
主
導
す
る
教
誨
師
連
盟
の
中
心
的
存
在
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
の
企
画
を
進
め
、
結
果
と
し
て
、
大
谷

光
真
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
前
門
主
）
氏
、
平
野
俊
興
（
東
京
拘
置
所
教
誨
師
）
氏
等
の
参
加
を
得
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
宗
教
教
誨
の
現
在
と
未
来
─
─
日
本
人
の
宗
教
意
識
─
─
」（
龍
谷
大
学
、
二
〇
一
五
年
七
月
十
一
日
）
を

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
上
記
表
題
の
も
と
、
第
一
部
「
科
学
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
〜
矯
正
・
保
護

と
宗
教
活
動
」、
第
二
部
「
犯
罪
と
宗
教
教
誨
」、
第
三
部
「
意
見
交
換
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
第
一
部

は
、大
谷
光
真
氏
と
、教
誨
師
活
動
に
つ
い
て
の
綿
密
な
聞
き
取
り
調
査
を
も
と
に
し
た
『
教
誨
師
』（
講
談
社
、

二
〇
一
四
年
）
を
執
筆
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
堀
川
惠
子
氏
と
の
対
談
に
よ
り
、第
二
部
は
、赤
松
徹
眞
（
龍

谷
大
学
学
長
）
氏
に
よ
る
「
日
本
社
会
と
宗
教
教
誨
」、
平
野
俊
興
氏
に
よ
る
「
死
刑
と
宗
教
教
誨
」、
平
川
宗

信
（
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
）
氏
に
よ
る
「
浄
土
真
宗
と
死
刑
制
度
」
の
各
講
演
に
よ
り
、そ
し
て
、第
三
部
は
、

参
加
者
に
よ
る
意
見
交
換
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
。
本
書
の
第
一
部
の
章
立
て
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
再
現

す
る
意
図
で
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
堀
川
氏
と
は
、
事

前
に
数
度
の
会
合
を
持
ち
質
問
事
項
の
準
備
を
行
い
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
大
谷
氏
の

参
加
に
つ
い
て
も
関
係
者
に
対
し
て
趣
旨
説
明
等
を
行
っ
た
。
御
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
る
。

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
社
会
部
（
社
会
事
業
担
当
）
山
本
正
定
氏
、
本
願
寺
出

版
社
の
皆
さ
ん
、そ
し
て
、龍
谷
大
学
研
究
部
（
社
会
科
学
研
究
所
）
の
廣
田
雅
美
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　

二
〇
一
七
年
三
月

赤
池
一
将
・
石
塚
伸
一
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第
一
部
　
◉
　

宗
教
意
識
と
死
刑
制
度

※
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
総
合
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
教
誨
の
現
在
と
未
来
──
日
本

人
の
宗
教
意
識
──
」【
二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
七
月
十
一
日
開
催
】
よ
り

第
一
章
科
学
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
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第
一
章
　
科
学
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
（
対
談
）

大
谷
光
真

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
前
門
主

堀
川
惠
子

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

堀
川　

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
本
当
に
湿
気
の
多
い
暑
い
日
で
す
け
れ
ど
も
、お
そ
ら
く
多
く
の
方
々

が
前
門
様
の
お
話
を
楽
し
み
に
お
越
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。前
門
様
を
お
招
き
し
て
、

宗
教
教
誨
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
開
か
れ
た
場
で
会
合
が
持
た
れ
る
と
い
う
こ
と
は
初
め
て
だ
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。
限
ら
れ
た
貴
重
な
時
間
で
す
の
で
、
じ
っ
く
り
と
お
話
を
伺
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
お
話
に
入
る
前
に
、
前
門
様
は
去
年
、
門
主
を
退
か
れ
ま
し
て
、
今
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
な
さ
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
と
お
感
じ
に
な
っ
て
い
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
て
も
お
忙
し
い
ご
公
務
か
ら
解
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の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
肥
料
を
や
り
過
ぎ
れ
ば
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
水
を
や
り
過
ぎ
て
も
足
り
な
く

て
も
ダ
メ
。
な
ん
だ
か
人
間
と
よ
く
似
て
い
る
な
と
思
い
な
が
ら
、
私
も
今
朝
、
水
や
り
だ
け
は
済
ま
せ
て
、

こ
ち
ら
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
日
は
宗
教
教
誨
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
の
問
題
に
向
き
合
う
に
あ
た
っ
て
は
、
私
た

ち
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
か
け
が
え
の
な
い
「
い
の
ち
」
に
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
私
も
二
〇
〇
七
年
か
ら
、
司
法
の
問
題
の
取
材
を
始
め
ま
し
て
、
死
刑
の
み
に
か
か
わ
ら
ず
、
人

が
人
を
裁
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
罪
を
犯
し
た
方
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
人
生
を
歩
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ

と
に
向
き
合
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

い
ざ
、
こ
の
現
場
に
立
ち
ま
す
と
、「
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
の
重
み
に
本
当
に
圧
倒
さ
れ
、
言
葉
を
生
む

こ
と
が
本
当
に
難
し
い
、
そ
れ
ほ
ど
重
い
問
題
な
の
で
す
が
、
と
り
わ
け
、
近
年
で
申
し
上
げ
ま
す
と
東
日
本

大
震
災
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
が
生
き
て
い
る
時
間
の
中
で
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
「
い

の
ち
」
が
失
わ
れ
、そ
し
て
多
く
の
宗
教
者
の
方
々
が
現
場
に
立
た
れ
ま
し
た
。
本
当
に
難
し
い
問
題
で
し
て
、

「
天
災
」、
天
の
災
い
と
書
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
人
間
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
な
の
か
、
そ
の
あ
た

り
の
お
話
を
、
ま
ず
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

放
さ
れ
て
、
現
在
は
ど
の
よ
う
に
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

前
門
様　

退
任
し
ま
し
て
ほ
ぼ
一
年
が
た
ち
ま
し
た
。
き
っ
と
毎
日
が
日
曜
日
に
な
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
お

り
ま
し
た
ら
、
全
く
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
仕
事
の
内
容
が
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
て
、
非
常

に
苦
手
な
筆
で
、
墨
で
字
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
し
な
く
て
よ
く
な
り
ま
し
た
（
笑
）。
気

分
的
に
は
非
常
に
楽
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
こ
に
招
か
れ
た
よ
う
に
、
お
寺
の
外
の
用
事
が
ち
ょ
っ
と
増

え
て
き
て
い
ま
す
。

堀
川　

事
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
い
ろ
い
ろ
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
共
通
の
趣
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
今
朝
の
ご
様
子
は
？

前
門
様　

今
朝
は
、
水
や
り
で
、
土
は
い
じ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

堀
川　

バ
ラ
の
栽
培
を
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
私
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
バ
ラ
と
い
う
の
は
と

て
も
手
の
か
か
る
植
物
で
す
。
も
ち
ろ
ん
自
然
の
も
の
で
す
か
ら
、
自
然
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
本
当
は
良
い
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る
よ
う
な
現
場
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
や
は
り
、
自
然
の
前
で
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
し
ょ
う

か
？

前
門
様 

実
際
に
そ
の
被
害
を
直
接
受
け
ら
れ
た
方
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
、「
何
と
か
し

て
生
き
抜
き
た
い
」
と
い
う
お
気
持
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、も
う
少
し
落
ち
着
い
て
考
え
ま
す
と
、

確
か
に
、
地
震
と
か
津
波
は
人
間
の
力
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
人
間
が

い
な
け
れ
ば
天
災
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
と
共
同
作
業
で
、
結
果
と
し
て
、
災
害
、
天
災
と
い
う
も
の
が
形
に

現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
な
い
。
人
間
全
体
と
し
て
引
き
受
け
て
い
く
、

そ
う
い
う
共
同
、
仏
教
で
は
、
共ぐ
う

業ご
う

─
─
と
も
に
お
こ
な
う
─
─
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
自

然
の
動
き
と
人
間
の
動
き
が
相
俟
っ
て
大
き
な
災
害
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
す
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
力
は

大
変
弱
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
人
間
同
士
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
く
ほ
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
感
じ

た
こ
と
で
す
。

堀
川　

つ
ま
り
、
人
間
で
あ
る
私
た
ち
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
苦
境
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
が
人
び

前
門
様 

関
西
に
お
り
ま
す
と
、
も
う
一
つ
前
の
阪
神
淡
路
大
震
災
が
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
。
た

だ
、
私
自
身
も
そ
う
で
す
が
、
当
時
、
宗
教
界
は
ご
く
一
部
の
方
を
除
い
て
、
そ
う
い
う
問
題
に
対
処
を
す
る

心
構
え
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
だ
い
ぶ
出
遅
れ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
後
か

ら
気
が
つ
い
て
、
あ
あ
、
こ
れ
は
宗
教
的
に
も
深
刻
な
こ
と
だ
と
、「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
を
考
え
さ
せ
ら
れ

る
機
会
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
阪
神
淡
路
の
場
合
は
直
後
に
オ
ウ
ム
事
件
が
あ
り
ま
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
関

心
が
ず
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
今
度
、
東
日
本
の
場
合
は
、
私
の
子
ど
も
も
東
京
に
お
り
ま
し
た
が
、

東
京
の
方
ま
で
、
身か
ら
だ体

で
揺
れ
を
感
じ
ら
れ
て
、
非
常
に
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。
逆
に
関
西
に
お
り

ま
す
と
、
テ
レ
ビ
で
見
る
だ
け
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
宗
教
的
に
は
過
去
の
経
験
も
活
か
し
て
、

い
ち
早
く
駆
け
つ
け
た
方
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
好
意
的
に
そ
う
い
う
活
動
を
報
道
し
て
も

ら
っ
た
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。

私
は
京
都
に
お
り
ま
し
て
、
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
何
も
で
き
な
い
な
、
と
い

う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
、
お
念
仏
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
余
裕
が
で
き
て
か

ら
、「
救
援
・
支
援
は
ど
う
し
た
ら
？
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

堀
川　

本
当
に
多
く
の
「
い
の
ち
」
が
失
わ
れ
、
我
々
は
何
も
な
し
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
無
力
感
に
苛
ま
れ


