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序　

章　

辺
野
古
か
ら
普
天
間
基
地
移
設
問
題
を
捉
え
る

第
１
節　

本
書
の
目
的
と
問
い
の
意
義

沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
。
沖
縄
に
数
多
あ
る
難
読
地
名
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
は
振
り
仮
名
を
つ

け
な
く
て
も
、
多
く
の
人
た
ち
は
こ
の
地
名
を
〝
へ
の
こ
〟
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
辺

野
古
が
、
返
還
が
予
定
さ
れ
て
い
る
米
海
兵
隊
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
の
建
設
予
定
地
に
程
近
い
集
落
で
あ
る
か

ら
だ
。

本
書
で
は
、
こ
の
辺
野
古
の
人
た
ち
を
二
十
余
年
に
わ
た
っ
て
翻
弄
し
て
き
た
普
天
間
基
地
移
設
問
題
を
事
例
に
、

辺
野
古
と
い
う
場
で
交
差
し
あ
う
辺
野
古
区
民
、
建
設
反
対
運
動
、
そ
し
て
日
本
政
府
の
有
り
様
を
描
き
出
し
て
い
く
。

な
か
で
も
特
に
力
点
が
置
か
れ
る
の
は
、
辺
野
古
区
民
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
て
き
た
の
か
で
あ
る
。

普
天
間
基
地
移
設
問
題
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
最
初
期
に
公
刊
さ
れ
た
高
橋
明

善
『
沖
縄
の
基
地
移
設
と
地
域
振
興
』（
二
〇
〇
一
）
を
嚆
矢
に
、
そ
の
成
果
は
あ
ま
り
に
膨
大
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

ら
を
こ
こ
に
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
建
設
に
反
対
す
る
市
民
や
日
本
政
府
と
沖
縄
と
の
関
係
性
に
着
目
し
た
研
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究
と
比
べ
る
と
、
辺
野
古
に
住
む
人
た
ち
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
い
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
学
術
論
文
や
学
術
書
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
う
し
た
研
究
は
、
問
題
の
ご
く
初
期
に
辺
野
古
集
落
で
参
与
観
察

を
お
こ
な
っ
て
い
た
井
上
雅
道
に
よ
る
論
考
（
井
上 1998, 2004

）
と
、
辺
野
古
住
民
の
自
然
環
境
と
の
か
か
わ
り
か

ら
振
興
事
業
を
批
判
的
に
論
じ
た
中
島
弘
二
に
よ
る
論
考
（
中
島 2013

）
を
除
け
ば
、
管
見
の
限
り
筆
者
が
進
め
て
き

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
（
１
）。

で
は
辺
野
古
区
民
を
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
辺

野
古
区
民
の
立
場
か
ら
普
天
間
基
地
移
設
問
題
を
見
て
い
く
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
「
沖
縄
の
基
地
問
題
」
と
し
て
で

は
な
く
、
よ
り
広
い
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

二
〇
一
〇
年
五
月
二
一
日
、
辺
野
古
区
と
し
て
の
意
思
を
決
定
す
る
組
織
で
あ
る
辺
野
古
区
行
政
委
員
会
は
、
普
天

間
代
替
施
設
の
辺
野
古
沖
へ
の
建
設
を
条
件
つ
き
で
容
認
す
る
と
い
う
決
議
を
出
し
た
。
辺
野
古
区
は
そ
れ
以
前
か
ら

受
け
入
れ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
は
い
た
が
、「
容
認
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
決
議
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
来
、
辺
野
古
は
、「
条
件
つ
き
受
け
入
れ
容
認
」
の
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。

本
書
の
中
核
と
な
る
問
い
は
、「
な
ぜ
辺
野
古
は
、
自
ら
の
生
活
環
境
の
悪
化
に
つ
な
が
る
新
た
な
基
地
の
建
設
を
、

条
件
つ
き
な
が
ら
容
認
し
て
い
る
の
か
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
へ
の
答
え
を
探
っ
て
い
く
こ
と
で
、
普
天
間

基
地
移
設
問
題
は
、
こ
の
社
会
の
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
、
普
遍
的
な
社
会
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

受
け
入
れ
容
認
の
背
景
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
続
く
米
海
兵
隊
基
地
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
と
辺
野
古
と

の
関
係
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
は
沖
縄
が
歩
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
米
軍
基
地
と
の
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
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て
シ
ュ
ワ
ブ
の
存
在
が
地
域
社
会
の
構
造
を
変
え
て
い
く
様
は
、
米
軍
基
地
の
み
な
ら
ず
、
原
子
力
発
電
所
の
よ
う
な

迷
惑
施
設
を
抱
え
て
い
る
地
域
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
迷
惑
施
設
の
周
辺
部
へ
の
集
中
と
い
う
側
面
に

着
目
す
れ
ば
、
人
び
と
が
抱
く
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
（
私
の
近
く
に
は
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
）
意
識
と
の
関
わ
り
も
見
え
て
く
る
。

条
件
つ
き
で
受
け
入
れ
を
容
認
す
る
と
い
う
辺
野
古
の
選
択
は
、
建
設
を
阻
止
す
る
た
め
に
辺
野
古
で
抗
議
活
動
を

お
こ
な
っ
て
い
る
反
対
運
動
の
市
民
か
ら
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
辺
野
古
区
民
も
、
地
域
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ

と
な
く
自
分
た
ち
を
非
難
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
抗
議
活
動
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
反
対
運
動
の
市
民
に
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
域
の
問
題
に
地
域
外
の
人
び
と
が
関
わ
ろ
う
と
す
る

際
に
起
き
る
対
立
で
あ
り
、「
よ
そ
者
」
論
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
辺
野
古
の
人
た
ち
に
よ
る
意
思
決
定
の

尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
当
事
者
性
の
問
題
や
、「
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
自
己
決
定

権
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

自
己
決
定
権
か
ら
敷
衍
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
辺
野
古
は
、
普
天
間
基
地
移
設
問
題
に
つ
い
て
の
決
定
権
を
持
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
る
。「
条
件
つ
き
受
け
入
れ
容
認
」
と
い
う
決
定
は
、
果
た
し
て
何
を
決
定
し
た
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
外
の
決
定
を
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
の

「
リ
ス
ク
論
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
決
定
権
の
所
在
と
い
う
点
に
着
目
す
れ
ば
、
国
家
と
地
方
自
治
体
と
の
関
係
性
、
地
方
自
治
体
と
地
域
社
会

と
の
関
係
性
も
、
辺
野
古
の
「
条
件
つ
き
受
け
入
れ
容
認
」
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
ガ
バ
ナ

ン
ス
や
自
治
と
い
っ
た
論
点
と
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、
普
天
間
基
地
移
設
問
題
は
、
現
代
社
会
が
抱
え
て
い
る
様
々
な
問
題
と
関
わ
っ
て
い
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る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
決
し
て
「
沖
縄
の
基
地
問
題
」
に
留
め
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

辺
野
古
区
民
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
性
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
自
治
に
つ
い
て
は
、
副
題
に
も
用
い
て
い
る
よ
う
に
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
当
事
者
は
誰
な
の
か
、
誰
が

決
定
権
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
誰
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
政
府
に
よ
る
自
治
へ
の
介
入
は
許
容
さ
れ
得

る
の
か
等
々
、
普
天
間
基
地
移
設
問
題
に
お
い
て
は
自
治
を
め
ぐ
る
争
い
が
複
層
的
に
生
じ
て
い
る
。
こ
の
自
治
に
つ

い
て
論
じ
る
上
で
も
、
辺
野
古
区
民
が
普
天
間
基
地
移
設
問
題
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
て
き
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と

は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
治
、
あ
る
い
は
民
意
に
つ
い
て
の
問
い
な
お
し
を
迫
る
こ
と
に
も
な

る
だ
ろ
う
。

第
２
節　

調
査
手
法

辺
野
古
区
民
の
立
場
か
ら
普
天
間
基
地
移
設
問
題
を
捉
え
る
た
め
に
、
筆
者
は
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
辺
野
古
で

の
最
初
の
調
査
を
実
施
し
て
以
来
、
現
在
ま
で
継
続
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
て
き
た
（
２
）。
そ
の
際
に
意
識

し
て
い
た
の
が
、
環
境
社
会
学
の
一
潮
流
で
あ
る
生
活
環
境
主
義
が
掲
げ
る
「
経
験
論
」
と
、
質
的
調
査
の
手
法
の
一

つ
で
あ
る
生
活
史
を
用
い
て
社
会
を
描
き
出
し
て
き
た
岸
政
彦
が
い
う
「
他
者
の
合
理
性
の
理
解
社
会
学
」
で
あ
る
。

も
っ
と
も
「
経
験
論
」
も
「
他
者
の
合
理
性
の
理
解
社
会
学
」
も
、
研
究
の
姿
勢
、
あ
る
い
は
視
座
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
方
法
論
と
し
て
こ
れ
ら
を
用
い
て
分
析
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
先
に
こ
と
わ
っ

て
お
き
た
い
。
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①
経
験
論

生
活
環
境
主
義
を
主
導
し
て
き
た
鳥
越
皓
之
は
、
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
近
代
技
術
が
環
境
問
題
を
解

決
す
る
と
判
断
す
る
立
場
で
あ
る
「
近
代
技
術
主
義
」
と
、
人
間
の
手
の
加
わ
ら
な
い
自
然
を
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と

判
断
す
る
立
場
で
あ
る
「
自
然
環
境
主
義
」
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
潮
流
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は

い
ず
れ
も
、
現
場
で
生
活
す
る
住
民
生
活
の
歴
史
や
住
民
生
活
の
意
向
を
無
視
し
が
ち
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

「
居
住
者
の
『
生
活
保
全
』
が
環
境
を
保
護
す
る
う
え
で
も
っ
と
も
大
切
で
あ
る
と
判
断
す
る
立
場
」（
鳥
越　

1997

：

19

）
に
た
つ
第
三
の
立
場
と
し
て
生
活
環
境
主
義
を
提
起
す
る
。

そ
し
て
生
活
環
境
主
義
は
、
保
全
さ
れ
る
べ
き
「
居
住
者
の
生
活
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
般
的
な
社
会
学
が

分
析
の
基
本
単
位
に
置
い
て
き
た
「
行
為
」
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
経
験
」
に
ま
で
降
り
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
「
経
験
論
」
を
展
開
し
て
い
く
。

も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
お
こ
う
。
鳥
越
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
場
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
マ
ン
ト
の
発
言
は
、「
複

数
の
選
択
肢
の
う
ち
、
選
ば
れ
た
も
の
が
行
動
と
し
て
、
ま
た
彼
の
意
見
と
し
て
眼
前
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
の

可
能
な
選
択
肢
は
闇
に
葬
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
が
条
件
し
だ
い
で
、
ま
た
現
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」（
同

書
：21

）
と
い
う
。
そ
う
考
え
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
鳥
越
が
環
境
問
題
の
現
場
で
し
ば
し
ば
、
住
民
が
途
中
で
意
見

を
変
え
る
と
い
う
事
態
に
触
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
住
民
の
「
豹
変
」
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
結
果
と
し
て
表
れ
た
に
過
ぎ
な
い
「
行
為
」
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
経
験
」
ま
で
捉
え

る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
い
う
「
経
験
」
と
は
、「
あ
る
人
や
集
団
に
と
っ
て
の
、
過
去
の
記
憶
さ
れ
て
い
る
時
間
の
蓄
積
の
こ
と
」
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（
同
書
：23

）
を
指
す
。
そ
し
て
そ
の
「
経
験
」
こ
そ
が
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
選
択
可
能
な
行
為
の
選
択
肢
の
幅
を
設

定
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
が
過
去
に
お
い
て
経
験
し
、
蓄
積
し
て
き
た
知
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を

と
る
の
か
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
地
域
に
お
い
て
表
出
し
て
い
る
各
人
、
各
集
団
の
行
為
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
行
為
そ
の
も
の
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
「
経
験
」
に
ま
で
降
り
立
ち
、

「
経
験
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
闇
に
葬
ら
れ
た
ま
ま
」
の
選
択
肢
ま
で
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
経
験
論
に
基
づ
い
た
生
活
の
分
析
で
あ
る
（
３
）。

こ
こ
で
、
文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら
生
活
環
境
主
義
の
彫
琢
を
図
っ
た
松
田
素
二
に
よ
る
経
験
論
の
理
解
に
つ
い
て

も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
松
田
は
、
集
団
に
と
っ
て
の
「
経
験
」
は
客
観
的
に
把
握
可
能
だ
と
い
う
見
解
を
、「
人
の
心

は
わ
か
ら
な
い
が
、
人
び
と
の
心
は
わ
か
る
」（
松
田 1989

：103

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
用
い
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
あ
る
特
定
の
地
域
の
生
活
者
で
あ
れ
ば
、
自
身
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
も
、
他
者
を
説
得
す
る
こ
と
も
可
能
な
、
す

な
わ
ち
そ
の
地
域
に
お
い
て
選
択
の
幅
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
言
説
の
こ
と
を
「
イ
デ
ィ
オ
ム
」、
そ
し
て
そ
の
地

域
に
存
在
す
る
イ
デ
ィ
オ
ム
の
束
を
「
イ
デ
ィ
オ
ム
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
と
名
付
け
た
。
松
田
は
言
明
し
て
い
な
い
が
、

こ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
人
び
と
の
心
」
を
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
地

域
で
暮
ら
す
人
び
と
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
松
田
は
、
地
域
住
民
が
有
し
て
い
る
、
イ
デ
ィ
オ
ム
を
操
る
力
と
し
て
の
「
生
活
知
」
に
着
目
す
る
。
生
活

知
と
は
、「
地
域
生
活
者
の
生
活
の
必
要
や
有
用
性
な
ど
に
依
拠
し
、
そ
れ
ら
を
日
常
生
活
の
営
み
の
な
か
で
便
宜
的

に
活
用
す
る
知
慧
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
け
っ
し
て
固
定
化
絶
対
化
さ
れ
定
式
化
さ
れ
て
、
逆
に
人
び
と
の
生
活
を
外

か
ら
支
配
す
る
こ
と
の
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
転
倒
さ
れ
な
い
知
識
」（
同
書
：125

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
域
住
民
は
、
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こ
の
「
転
倒
さ
れ
な
い
知
識
」
と
し
て
の
生
活
知
に
基
づ
き
な
が
ら
、
イ
デ
ィ
オ
ム
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
な
か
か
ら
適

当
な
イ
デ
ィ
オ
ム
を
便
宜
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
「
生
活
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、
松
田
は
見
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
松
田
は
、
た
と
え
ば
地
域
開
発
の
よ
う
な
、
地
域
に
外
か
ら
降
り
注
ぐ
圧
力
に
対
す

る
地
域
住
民
の
抵
抗
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
。「
そ
こ
に
居
住
す
る
生
活
者
の
便
宜
、
必
要
、
有
用
性
を
転
倒
す
る
こ

と
な
く
核
心
に
す
え
る
こ
と
（
中
略
）
が
、
現
に
彼
ら
に
お
お
い
か
ぶ
さ
る
異
質
で
巨
大
な
圧
力
へ
の
根
源
的
な
抵
抗

を
組
織
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
可
能
に
し
て
い
る
」（
同
書
：128

）。

「
居
住
者
の
生
活
」
に
着
目
し
、
居
住
者
が
地
域
で
培
っ
て
き
た
「
経
験
」
に
ま
で
降
り
て
い
く
こ
と
で
「
人
び
と

の
心
」
を
理
解
し
、
そ
こ
に
潜
む
「
生
活
の
便
宜
」
に
基
づ
い
た
転
倒
し
な
い
知
識
に
、
地
域
の
環
境
を
改
変
し
よ
う

と
す
る
外
か
ら
の
圧
力
へ
の
抵
抗
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
鳥
越
や
松
田
の
思
想
は
、
な
ぜ
辺
野
古
区
民
が
、
自
ら
の
生

活
環
境
の
破
壊
に
つ
な
が
る
新
た
な
基
地
の
建
設
を
、
条
件
つ
き
な
が
ら
容
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由

を
理
解
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
、
辺
野
古
区
民
に
よ
る
「
抵
抗
の
萌
芽
」
の
よ
う
な
も
の

を
見
い
だ
す
可
能
性
も
見
え
て
く
る
。

②
他
者
の
合
理
性
の
理
解
社
会
学

岸
は
、
Ｐ
・
ウ
ィ
リ
ス
『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の
野
郎
ど
も
』
を
事
例
に
、「
他
者
の
合
理
性
の
理
解
社
会
学
」
を
説
明

し
て
い
る
（
岸 2016

）。

ウ
ィ
リ
ス
は
一
九
七
〇
年
代
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
地
帯
で
あ
る
「
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
」（
架
空
の
地
名
）
の
高
校
で
参
与

観
察
を
実
施
す
る
。
彼
は
ラ
ッ
ズ
（
野
郎
ど
も
）
と
よ
ば
れ
る
不
良
少
年
グ
ル
ー
プ
と
、
イ
ヤ
ー
ホ
ー
ル
ズ
（
耳
穴
っ
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子
）
と
呼
ば
れ
る
ガ
リ
勉
優
等
生
グ
ル
ー
プ
を
分
析
の
対
象
と
し
た
調
査
を
進
め
た
。
ラ
ッ
ズ
た
ち
は
、
授
業
を
サ
ボ

り
、
教
師
に
反
抗
し
、
タ
バ
コ
を
吸
い
、
酒
を
飲
み
、
女
性
と
の
交
際
に
い
そ
し
み
、
喧
嘩
を
す
る
。
そ
し
て
イ
ヤ
ー

ホ
ー
ル
ズ
を
徹
底
的
に
軽
蔑
し
バ
カ
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
ラ
ッ
ズ
た
ち
の
行
動
は
、
か
れ
ら
が
い
い
大
学
に

進
学
す
る
こ
と
や
、
い
い
仕
事
に
つ
く
こ
と
を
妨
げ
て
も
い
る
。
結
果
的
に
ラ
ッ
ズ
た
ち
は
、
学
校
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア

ウ
ト
し
、
肉
体
労
働
の
よ
う
な
、
相
対
的
に
不
利
な
職
業
を
「
自
ら
進
ん
で
」
選
ん
で
し
ま
う
。
な
ぜ
ラ
ッ
ズ
た
ち
は

そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
、
そ
れ
が
ウ
ィ
リ
ス
の
問
い
だ
っ
た
。

参
与
観
察
の
結
果
、
ウ
ィ
リ
ス
は
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ウ
ィ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ラ
ッ
ズ
た

ち
の
父
親
の
多
く
は
肉
体
労
働
者
で
あ
り
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
勉
強
が
で
き
る
こ
と
よ
り
「
男
ら
し
さ
」「
荒
っ
ぽ

さ
」
が
評
価
さ
れ
る
環
境
で
育
っ
て
い
る
。
一
方
で
学
校
は
、
丁
寧
で
お
と
な
し
い
会
話
や
ふ
る
ま
い
、
知
的
な
勤
勉

さ
、
い
ま
の
楽
し
み
を
先
延
ば
し
し
て
禁
欲
的
に
課
題
を
こ
な
す
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
「
中
産
階
級
の
文
化
」
が
支
配

的
な
空
間
で
あ
る
。

そ
の
た
め
肉
体
労
働
者
の
子
ど
も
た
ち
＝
ラ
ッ
ズ
は
、
家
庭
で
や
っ
て
い
る
よ
う
に
普
通
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
だ
け

で
、
教
師
か
ら
怒
ら
れ
、
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
ラ
ッ
ズ
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
の
文
化
＝
中
産
階
級
の
文
化

に
適
応
し
、
ま
じ
め
に
勉
強
す
る
こ
と
は
、
中
産
階
級
の
家
庭
に
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
＝
イ
ヤ
ー
ホ
ー
ル
ズ
と
比
べ
る

と
、
か
な
り
高
い
コ
ス
ト
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
で
き
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
肉
体
労
働
者
の
子
ど
も
た

ち
の
多
く
は
、
ラ
ッ
ズ
に
な
り
、
そ
し
て
自
ら
も
肉
体
労
働
者
に
進
ん
で
な
っ
て
い
く
。
そ
の
ほ
う
が
自
然
だ
し
、
楽

だ
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ウ
ィ
リ
ス
は
、
ラ
ッ
ズ
た
ち
の
、
一
見
す
る
と
愚
か
で
不
合
理
な
選
択
の
背
後
に
、
か
れ
ら
な
り
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の
計
算
や
合
理
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
。
そ
し
て
岸
は
、「
一
見
す
る
と
不
合
理
な
行
為
選
択
の
背
後

に
あ
る
合
理
性
や
も
っ
と
も
な
理
由
」
の
こ
と
を
「
他
者
の
合
理
性
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
上
で
、
質
的
調
査
に

基
づ
く
社
会
学
の
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
を
、「
私
た
ち
と
は
縁
の
な
い
人
び
と
の
、「
一
見
す
る
と
」
不
合
理
な
行
為

の
背
後
に
あ
る
「
他
者
の
合
理
性
」
を
、
誰
に
も
わ
か
る
か
た
ち
で
記
述
し
、
説
明
し
、
解
釈
す
る
こ
と
」
だ
と
い
う

（
同
書
：28-29
）。
こ
れ
が
「
他
者
の
合
理
性
の
理
解
社
会
学
」
な
の
だ
。

辺
野
古
が
条
件
つ
き
で
新
た
な
基
地
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
は
、
一
見
す
る
と
不
合
理
で
あ
る
。
だ
が

そ
の
背
後
に
は
、
辺
野
古
の
人
た
ち
な
り
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
を
描
き
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
辺
野
古
に

対
し
て
人
び
と
が
抱
い
て
い
る
誤
解
を
少
し
ず
つ
と
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
辺
野
古
へ
の
理
解
も
広
ま
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
基
地
受
け
入
れ
の
責
任
を
辺
野
古
に
帰
す
る
こ
と
の
不
毛
さ
に
気
づ
く
契
機
に
も
な
る
は

ず
で
あ
る
。

第
３
節　

本
書
の
構
成

本
書
は
３
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
Ⅰ
部
で
は
、
普
天
間
基
地
移
設
問
題
の
経
緯
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
く
。

１
章
で
は
こ
の
問
題
の
発
端
で
あ
る
少
女
暴
行
事
件
や
普
天
間
基
地
の
返
還
合
意
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
れ
に
対
す
る

辺
野
古
や
名
護
市
の
応
答
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
２
章
で
は
普
天
間
代
替
施
設
の
建
設
計
画
が
沖
合
案
か
ら
Ｌ
字

案
、
そ
し
て
Ｖ
字
型
案
へ
と
変
化
し
て
い
く
経
緯
に
つ
い
て
、
普
天
間
基
地
の
移
設
計
画
が
米
軍
再
編
計
画
に
包
摂
さ

れ
て
い
く
過
程
に
も
触
れ
な
が
ら
見
て
い
く
。
３
章
で
は
自
公
政
権
か
ら
民
主
党
政
権
へ
の
政
権
交
代
が
お
こ
り
、
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「
県
外
移
設
」
へ
の
模
索
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
再
び
辺
野
古
案
に
戻
っ
て
い
く
一
連
の
経
緯
を
、
沖
縄
県
内
の
趨
勢
の

変
化
に
も
ふ
れ
な
が
ら
描
き
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
４
章
で
、
第
二
次
安
倍
政
権
に
よ
る
建
設
作
業
の
強
行
が
、
政
府

と
沖
縄
県
と
の
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
を
振
り
返
っ
て
い
く
。

第
Ⅱ
部
は
、
辺
野
古
区
民
か
ら
み
た
普
天
間
基
地
移
設
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
５
章
で
辺
野
古
の
歴
史

に
つ
い
て
、
特
に
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
受
け
入
れ
の
経
緯
と
、
受
け
入
れ
後
に
構
築
さ
れ
た
シ
ュ
ワ
ブ
と
の
関
係
性

に
重
点
を
置
き
な
が
ら
紹
介
し
て
い
く
。
こ
の
章
は
、
辺
野
古
区
民
の
普
天
間
基
地
移
設
問
題
に
対
す
る
態
度
を
理
解

す
る
上
で
必
須
で
あ
る
と
同
時
に
、
巷
間
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
「
辺
野
古
シ
ュ
ワ
ブ
誘
致
説
」
を
否
定
す
る
上
で
も

重
要
な
章
で
あ
る
。
６
章
で
は
、
辺
野
古
区
が
条
件
つ
き
で
普
天
間
代
替
施
設
／
辺
野
古
新
基
地
の
建
設
を
容
認
す
る

に
至
る
経
緯
を
時
系
列
に
振
り
返
り
な
が
ら
、
容
認
の
理
由
に
つ
い
て
辺
野
古
の
内
在
的
な
要
員
か
ら
考
察
す
る
。
７

章
は
、
辺
野
古
の
反
対
派
住
民
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
住
民
運
動
団
体
「
命
を
守
る
会
」
の
初
代
代
表
で
あ
る
西
川
征

夫
に
焦
点
を
当
て
、
辺
野
古
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
普
天
間
基
地
移
設
問
題
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
い
く
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
建
設
反
対
運
動
と
辺
野
古
区
民
と
の
対
立
の
経
緯
と
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
政
府
の
沖
縄

県
へ
の
姿
勢
を
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
く
。
８
章
で
は
、
辺
野
古
集
落
と
建
設
反
対
運
動
と
が
対
立
す
る

理
由
を
、
生
活
者
と
し
て
の
辺
野
古
の
人
た
ち
へ
の
視
点
の
弱
さ
に
求
め
つ
つ
、
な
ぜ
住
民
の
生
活
に
目
が
向
き
に
く

い
の
か
、
そ
の
構
造
的
要
因
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
９
章
に
お
い
て
、
運
動
の
論
理
と
辺
野
古
の
論
理
と
が
乖
離
す

る
理
由
を
、
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
の
リ
ス
ク
論
に
依
拠
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
８
章
と
９
章
を
通
し
て
、
条
件
つ
き
で
受
け

入
れ
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
辺
野
古
を
非
難
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
建
設
を
進
め
た
い
政
府
を
利
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
10
章
で
は
、
政
府
の
沖
縄
に
対
す
る
姿
勢
を
地
方
自
治
の
危
機
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と
捉
え
、
そ
の
問
題
性
を
補
完
性
原
理
と
報
奨
金
化
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
く
。

終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
つ
つ
、「
な
ぜ
辺
野
古
は
普
天
間
代
替
施
設
／
辺
野
古
新
基
地
の
建
設

を
条
件
つ
き
な
が
ら
容
認
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
応
答
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
に
つ
い
て
示
す
。

第
４
節　

建
設
さ
れ
る
基
地
の
呼
称
に
つ
い
て

な
お
こ
こ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
辺
野
古
に
建
設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
基
地
の
呼
称
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き

た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
基
地
を
「
普
天
間
代
替
施
設
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
、「
辺
野
古
新
基
地
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
で
、

そ
の
人
の
立
場
性
が
表
れ
る
か
ら
だ
。

政
府
は
こ
の
基
地
を
「
普
天
間
代
替
施
設
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
普
天
間
基
地
を
返
還
す
る
た
め
の
条
件
と

し
て
建
設
さ
れ
る
、
普
天
間
基
地
を
代
替
す
る
施
設
で
あ
る
か
ら
だ
。
一
方
で
建
設
に
反
対
す
る
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど

は
、
こ
の
基
地
を
「
辺
野
古
新
基
地
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
建
設
さ
れ
る
基
地
が
一
六
〇
〇
ｍ
の
滑
走
路
二
本
や
四
つ

の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
に
加
え
、
係
船
機
能
付
き
護
岸
、
燃
料
桟
橋
、
弾
薬
搭
載
エ
リ
ア
と
い
っ
た
軍
港
機
能
も
兼
ね
備
え
た

総
合
的
な
基
地
で
あ
り
、
普
天
間
基
地
の
機
能
移
転
と
い
う
水
準
を
超
え
た
新
た
な
基
地
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
も

そ
も
、
こ
の
基
地
が
建
設
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
普
天
間
基
地
が
返
還
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
書
で
は
、
い
く
つ
か
の
呼
称
を
使
い
分
け
る
。
ま
ず
普
天
間
基
地
移
設
問
題
の
経

緯
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
き
、
お
よ
び
政
府
の
立
場
か
ら
こ
の
基
地
に
言
及
す
る
と
き
は
「
普
天
間
代
替
施
設
」
を
用

い
る
。
そ
の
た
め
、
普
天
間
基
地
移
設
問
題
の
経
緯
に
つ
い
て
記
し
た
第
Ⅰ
部
で
は
、
原
則
と
し
て
「
普
天
間
代
替
施
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設
」
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、「
辺
野
古
新
基
地
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
八
年

あ
た
り
か
ら
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
を
書
く
と
き
は
「
普
天
間
代
替
施
設
」
で
統
一
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
と
こ
ろ
で
は
、
原
則
と
し
て
「
普
天
間
代
替
施
設
／
辺
野
古
新
基
地
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

１　

な
お
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
近
年
、
辺
野
古
区
民
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、『
目
撃
！

に
っ
ぽ
ん　

辺
野
古
に
住
ん
で
見
え
た
こ
と
〜
〝
移
設
先
の
町
〟
４
か
月
の
記
録
』（
二
〇
一
九
年
一

月
二
七
日
放
送
、
三
五
分
）、『
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集　

辺
野
古
〜
基
地
に
翻
弄
さ
れ
た
戦
後
』（
二
〇
一
九
年
九
月
二
一
日
放
送
、
六

〇
分
）、『
Ｂ
Ｓ
１
ス
ペ
シ
ャ
ル　

証
言
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
辺
野
古
』（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
六
日
放
送
、
一
一
〇
分
）
な
ど
の
作

品
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
を
一
年
間
休
学
し
て
辺
野
古
に
住
み
込
み
、
集
落
の
日
常
を
撮
影
し
た
八
島
輝
京
が
制
作

し
た
映
画
『
辺
野
古
抄
』（
二
〇
一
八
年
）
も
あ
る
。

２　

辺
野
古
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
始
め
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
熊
本
（2017c

）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

３　

も
っ
と
も
鳥
越
は
、「
現
象
で
あ
る
行
為
の
奥
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
着
目
は
本
書
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た

上
で
、
そ
の
例
と
し
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
観
察
の
し
や
す
さ
（
個
人
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
）
と
個
人
か
ら
の
視
点
に
着
眼
し
た
い
た
め
に
、
本
書
で
は
「
経
験
」
を
重
視
す
る
」
と
述
懐
し
て
い
る
（
同
書
：

22

）。


