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剛
第
四
条
ｂ
の
第
一
項
は
、
『
団
体
並
び
に
人
種
的
差
別
を
助
長
し
煽

動
す
る
組
織
的
及
び
そ
の
他
の
す
べ
て
の
宣
伝
活
動
が
違
法
で
あ
る
と
宣
一
一
一
一
一
一

し
か
つ
禁
止
す
る
』
と
規
定
す
る
。

川
問
題
は
第
四
条
ｂ
の
第
二
項
に
規
定
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
団
体
ま
た

は
活
動
へ
の
参
加
を
処
罰
す
る
こ
と
で
、
す
で
に
第
一
項
の
要
件
を
充
足
す

る
も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
団
体
並
び
に
活
動
へ
の

参
加
を
処
罰
す
れ
ば
、
実
際
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体
の
設
立
ま
た
は
宣
伝
活

動
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

剛
こ
の
点
を
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
ノ
ル
ウ
ニ
ー
の
第
四
報
告
書

（
○
国
用
己
へ
Ｃ
層
）
の
審
議
の
際
、
議
論
し
、
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中

に
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

『
条
約
第
四
条
ｂ
の
実
施
に
つ
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
報
告
書
に
よ
る

と
、
こ
の
国
で
と
ら
れ
て
い
る
措
置
は
一
定
の
団
体
の
存
在
に
対
し
て
で

は
な
く
、
｜
定
の
違
法
行
為
に
対
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ

『
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
で
充
分
と
す
る
委
員
が
一
人
あ
っ
た
が
、

他
の
委
員
は
、
条
約
は
当
事
国
に
対
し
て
人
種
差
別
を
助
長
す
る
団
体
を

禁
止
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
も
し

ノ
ル
ウ
ー
ー
ー
が
こ
の
よ
う
な
禁
止
を
実
定
法
の
中
に
入
れ
て
い
る
な
ら
、

権
利
の
衝
突
を
解
決
す
る
た
め
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
示
さ
れ
た
論
理
は

ま
た
、
結
社
の
権
利
に
も
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
示
し
た

（
兜
）

点
で
な
さ
れ
う
る
も
の
か
否
か
疑
義
を
二
｜
し
た
』

皿
最
後
に
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
条
約
第
四
条
に
つ
い
て
、
委
員
諸
氏
は
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
の
現
行
法
制

は
す
べ
て
の
点
で
こ
の
条
文
に
完
全
に
合
致
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
を
表
明
し
た
。
こ
と
に
こ
の
条
文
の
ｂ
の
定
め
る
要
件
に
つ

い
て
は
疑
わ
し
い
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
人
種
差
別
を
助
長
す
る
宣
伝

活
動
を
処
罰
す
る
こ
と
は
な
る
ほ
ど
し
て
い
る
が
、
人
種
差
別
の
目
的
を

持
つ
団
体
を
違
法
と
宣
伝
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
委
員

達
は
、
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
政
府
が
さ
ら
に
措
置
を
と
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

条
約
第
四
条
に
合
致
す
る
よ
う
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と

（
詔
）

し
た
』

岨
第
四
条
ｂ
は
二
つ
の
こ
と
を
厳
格
に
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

Ｈ
団
体
並
び
に
組
織
的
宣
伝
活
動
及
び
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
宣
伝
活
動
、
並

び
に
、
ｐ
こ
れ
ら
の
団
体
ま
た
は
活
動
へ
の
参
加
を
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ

れ
る
べ
き
犯
罪
と
し
て
宣
一
一
一
一
巨
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
第
一
項
を
遵

守
し
て
も
必
ず
し
も
第
二
項
の
遵
守
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い
。
逆
も
ま
た

真
で
あ
る
。

川
白
ロ
シ
ア
共
和
国
の
刑
法
典
第
七
一
条
、
並
び
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和

国
の
刑
法
典
第
六
六
条
は
と
も
に
、
『
国
家
に
対
す
る
犯
罪
の
刑
事
責
任
』

に
関
す
る
ソ
ビ
エ
ト
法
の
第
二
条
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

班
白
ロ
シ
ア
は
そ
の
第
五
定
期
報
告
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。 ｃ
第
四
条
ｂ

一
一
、
白
ロ
シ
ア
共
和
国
並
び
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国

｜
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
並
び
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

委
員
も
一
人
あ
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ー
ー
ー
代
表
は
委
員
会
に
対
し
て
、
一
委
員
会

で
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
本
国
政
府
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
こ
の

際
委
員
会
が
こ
の
点
を
い
か
に
重
要
視
し
た
か
も
強
調
す
る
こ
と
に
す
る

（
弱
）

と
述
べ
た
』

皿
一
方
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
そ
の
総
会
へ
提
出
し
た
報
告
書
の

中
で
、
ス
ウ
ニ
ー
デ
ン
政
府
代
表
の
コ
メ
ン
ト
を
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
。

『
人
種
差
別
を
煽
動
し
た
団
体
の
い
か
な
る
メ
ン
バ
ー
も
、
現
行
法
で

処
罰
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
団
体
の
他
の
メ
ン
バ
ー
も
恐
ら
く
共
犯

者
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
今
日
ま
で
の
と
こ

ろ
、
こ
と
に
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
伝
統
に
照
し

て
、
こ
の
よ
う
な
団
体
の
結
成
を
処
罰
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
て

（
死
）

い
る
」『
条
約
第
四
条
ｂ
の
問
題
に
つ
い
て
、
代
表
は
条
約
の
批
准
に
先
立
っ

て
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
の
法
制
を
研
究
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
委
員
会
の
報

告
書
に
言
及
し
た
（
こ
の
際
こ
と
に
、
条
約
第
二
条
一
項
ｄ
の
要
件
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
）
。
こ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府

は
、
条
約
第
四
条
ｂ
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
に
法
律
を
制
定
す
る
こ
と

（
訂
）

は
不
要
と
判
断
し
た
』

『
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
政
府
代
表
は
、
以
上
の
見
解
と
質
問
の
一
部
を
コ
メ

ン
ト
し
た
。
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
政
府
は
ス
ウ
ー
ー
ー
デ
ン
の
法
制
が
条
約
第
四

条
ｂ
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
と
し
た
。
確
か

に
問
題
の
団
体
は
違
法
と
宣
言
さ
れ
た
り
禁
止
さ
れ
た
り
し
て
は
い
な

い
。
し
か
し
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
処
罰
さ
れ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
代
表
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
に
対
す
る
修
正
が
こ
の

『
白
ロ
シ
ア
共
和
国
の
刑
法
典
第
七
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
人
種
的
ま
た
は
民
族
的
敵
意
や
対
立
を
煽
動
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

い
か
な
る
宣
伝
ま
た
は
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
も
し
く
は
人
種
ま
た
は
国
籍

に
基
づ
く
、
市
民
の
権
利
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
何
ん
ら
か
の
制
限
、
も
し

く
は
市
民
に
対
す
る
何
ん
ら
か
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
特
権
の
付
与
は
、

六
カ
月
以
上
三
年
以
下
の
懲
役
刑
ま
た
は
二
年
以
上
五
年
以
内
の
流
刑
に

処
せ
ら
れ
る
」
。
白
ロ
シ
ア
共
和
国
の
刑
法
典
の
こ
の
条
文
の
諸
規
定
は

団
体
と
個
々
人
の
双
・
万
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
第
四
条
ｂ
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
。
人
種
差

別
を
助
長
し
煽
動
す
る
団
体
が
白
ロ
シ
ア
共
和
国
に
存
在
し
な
い
し
、
存

在
し
得
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
の
た
め
の
社
会
的
並
び
に
法
律
的
基

盤
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
』

川
し
か
し
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
白
ロ
シ
ア
共
和
国
の
第
六
定
期
報

告
書
を
審
議
し
た
後
、
総
会
に
提
出
し
た
報
告
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。

『
条
約
第
四
条
ｂ
の
適
用
に
関
し
て
若
干
の
疑
義
が
表
明
さ
れ
た
。
白

ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
の
刑
法
典
第
七
一
条
は
、
人
種
差

別
を
助
長
す
る
団
体
の
禁
止
を
要
請
し
て
い
る
第
四
条
の
諸
規
定
を
完
全

に
充
足
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
す
る
委
員
が
若
干
あ
っ
た
。
政
府
は

人
種
的
対
立
を
煽
動
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
宣
伝
を
処
罰
す
る
規
定
を

刑
法
典
に
持
つ
以
上
の
こ
と
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
共
和
国
に
は
人
種
差

別
を
助
長
す
る
団
体
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
な
お
、
条
約
に
よ
っ
て
国

（
印
）

家
は
、
い
か
な
る
こ
の
よ
う
な
団
体
の
結
成
を
も
現
実
に
毬
不
止
さ
れ
る
』

Ｗ
委
員
会
は
同
じ
様
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
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の
第
六
定
期
報
告
書
を
審
議
し
た
後
、
総
会
に
提
出
し
た
報
告
書
の
中
で
、

刑
法
典
第
六
六
条
は
「
条
約
」
第
四
条
ｂ
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
団
体

を
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
代

表
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
刑
法
典
第
六
六
条
の
規
定
は
す
で
に
条
約
第
四
条
の
す
べ
て
の
要
件

を
充
足
し
て
い
る
。
市
民
は
共
産
主
義
を
建
設
す
る
目
的
に
則
っ
て
設
立

さ
れ
た
団
体
だ
け
に
参
加
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
人
種

差
別
に
基
づ
い
て
い
る
団
体
は
結
成
を
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
ど
ん
な

団
体
も
登
録
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
活
動
を
行
い
、
憲
法
に
則
っ
て

（
α
）
 

そ
の
よ
う
な
活
動
を
指
揮
す
る
た
め
に
は
許
可
を
一
つ
る
こ
と
を
要
す
る
』

川
以
前
に
委
員
会
に
は
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

『
刑
法
典
第
六
六
条
は
、
人
種
的
ま
た
は
民
族
的
敵
意
や
対
立
を
煽
動

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
宣
伝
も
し
く
は
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
規

定
す
る
。
し
か
し
、
条
約
第
四
条
ｂ
の
す
べ
て
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る

と
は
思
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
団
体
を
違
法
と
宣
一
一
言
し
、
禁

止
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
団
体
へ
の
参
加
を
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ

き
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
義
務
は
、
刑
法
典
第
六
六
条
に
よ
っ
て
充

足
さ
れ
て
は
い
な
い
』

『
条
約
第
四
条
ｂ
に
関
連
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
代
表
は
、
人

種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動
す
る
団
体
を
違
法
と
宣
言
し
ま
た
禁
止
す
る
特

定
の
立
法
措
置
は
な
い
が
、
あ
る
種
の
団
体
は
自
動
的
に
憲
法
第
一
○
三

（
唾
）

条
と
刑
法
典
第
一
ハ
ー
ハ
条
の
対
象
と
な
る
』

に
、
出
席
者
は
直
ち
に
集
会
場
を
離
れ
、
解
散
す
る
。

ロ
命
令
が
従
わ
れ
な
い
場
合
は
、
解
散
は
実
力
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ

る
。第
二
四
条
い
か
な
る
団
体
も
、
こ
の
法
律
の
各
条
の
規
定
を
侵
犯
す

る
決
議
を
採
択
、
あ
る
い
は
指
令
を
出
す
場
合
、
そ
の
団
体
の
憲
章
に
規

定
さ
れ
た
行
動
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
場
合
、
も
し
く
は
、
そ
の
他
の
何
ん

ら
か
の
点
で
、
そ
の
合
法
的
存
在
の
た
め
の
条
件
に
も
は
や
一
致
し
な
い

場
合
は
、
解
散
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。

刑
法
典
の
秘
密
結
社
の
結
成
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が

存
在
す
る
。

●
許
可
の
取
消
ま
た
は
解
散
の
後
に
団
体
の
結
成
を
試
み
、
会
員
を
募
集

す
る
こ
と
、
並
び
に
こ
の
よ
う
な
団
体
の
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
。

第
二
九
七
条
許
可
が
取
消
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
以
前
存
在
し

て
い
た
も
の
の
当
局
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
一
般
的
に
当
局

に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
て
い
る
団
体
の
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
団
体
結
成
を
試
み
、
会
員
の
募
集
を
行
う
場
合
は
、
重
度
の
軽
犯

罪
と
し
て
拘
禁
並
び
に
重
犯
の
場
合
は
三
カ
月
以
上
六
カ
月
以
下
の
重
拘

禁
に
処
せ
ら
れ
る
。
但
し
行
為
が
第
二
八
六
条
並
び
に
第
二
八
八
条
の
よ

り
厳
し
い
規
定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

●
こ
の
よ
う
な
団
体
へ
の
参
加

第
二
九
八
条
そ
の
団
体
の
結
成
に
対
す
る
許
可
は
お
り
な
か
っ
た
、

も
し
く
は
解
散
が
当
局
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
団
体
の
た
め
に
会
費
を
払
い
続
け
る
と
か
、
そ
の
他
の
奉
仕
を
行

い
続
け
る
、
集
会
に
出
席
す
る
、
あ
る
い
は
団
体
の
た
め
に
自
分
の
家
屋

三
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

剛
と
こ
ろ
で
、
第
四
条
ｂ
の
第
二
項
は
す
で
に
同
じ
第
四
条
ａ
に
よ
っ

て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
。

剛
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
そ
の
第
三
定
期
報
告
書
（
冨
］
巳
旨
］
ミ
ベ
》
○
国
局
己

へ
○
へ
ご
）
で
、
『
人
種
差
別
主
義
に
則
っ
た
宣
伝
に
関
し
て
、
第
四
条
ｂ
に

お
け
る
こ
の
要
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条

約
第
四
条
ａ
に
含
ま
れ
る
特
別
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
』
と
述
べ
た
。

皿
一
九
五
一
年
の
結
社
に
関
す
る
法
律
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第
六
条
Ｈ
当
該
結
社
が
そ
の
目
的
ま
た
は
組
織
に
よ
っ
て
、
違
法
、

不
法
あ
る
い
は
国
家
に
対
し
て
危
険
で
あ
る
場
合
は
、
州
知
事
は
そ
の
結

成
を
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
○
条
決
議
ま
た
は
指
令
が
刑
事
法
規
を
侵
犯
す
る
も
の
で
あ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
内
容
ま
た
は
形
式
に
よ
っ
て
立
法
府
ま
た
は
行
政

府
の
い
か
な
る
部
門
の
権
限
で
も
こ
れ
を
侵
害
す
る
場
合
は
、
そ
の
団
体

は
こ
れ
ら
決
議
を
採
択
し
た
り
、
指
令
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。第
二
一
条
Ｈ
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
団
体
の
集
会
が
開
か
れ

る
時
は
、
集
会
は
禁
止
さ
れ
、
必
要
な
時
は
当
局
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る
。

ロ
同
じ
よ
う
に
、
合
法
的
に
招
集
さ
れ
た
集
会
は
、
違
法
行
為
が
集

会
中
に
起
っ
た
場
合
、
そ
の
団
体
の
憲
章
に
規
定
さ
れ
た
行
動
範
囲
を
逸

脱
す
る
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
討
論
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の

集
会
が
公
の
秩
序
を
脅
か
す
よ
う
な
性
格
を
お
び
て
い
る
場
合
は
、
当
局

の
代
表
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
代
表
が
集
会
に
送
ら
れ
な

い
場
合
は
当
局
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
解
散
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
一
一
条
Ｈ
あ
る
団
体
の
集
会
の
解
散
が
宣
言
さ
れ
た
後
は
速
か

ま
た
は
住
居
を
提
供
ま
た
は
賃
貸
す
る
よ
う
な
形
で
あ
る
団
体
へ
参
加
す

る
者
は
何
人
も
処
罰
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
参
加
は
軽
度
の
軽
犯
罪
と
し
て
、
二
万
五
○
○
○
シ
リ
ン

グ
以
下
の
罰
金
、
あ
る
い
は
一
カ
月
以
上
三
カ
月
以
下
の
拘
留
に
処
せ
ら

れ
る
。’
九
四
七
年
二
月
六
日
の
憲
法
令
で
改
正
さ
れ
た
一
九
四
五
年
五
月
八

日
の
恵
法
令
は
、
ナ
チ
党
の
禁
止
に
関
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ナ
チ
組
織

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
者
を
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
様
な

団
体
を
結
成
す
る
者
、
あ
る
い
は
そ
の
発
展
に
加
担
す
る
者
、
あ
る
い
は

そ
の
様
な
団
体
ま
た
は
結
社
に
参
加
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
書
画
の
形
式

で
何
人
か
を
以
上
の
違
法
行
為
を
行
う
よ
う
勧
め
る
者
は
、
法
律
に
よ
っ

て
処
罰
さ
れ
る
。
（
第
三
条
ａ
、
ｂ
、
Ｃ
、
ｄ
、
ｅ
、
ｆ
、
並
び
に
ｇ
）
。

皿
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
そ
の
報
告
書
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。

『
条
約
第
四
条
ｂ
の
実
施
状
況
は
、
審
議
さ
れ
た
報
告
書
の
第
三
章
に

記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
満
足
で
あ
る
と
し
た
委
員
が
若
干
あ
っ
た
。

し
か
し
他
の
委
員
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制
は
、
人
種
差
別
団
体
並
び

に
組
織
的
活
動
を
「
違
法
と
宣
一
一
一
三
し
「
禁
止
」
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
、
条
約
の
定
め
る
要
件
に
合
致
し
な
い
。
一
部
の
委
員
は
、

報
告
書
が
カ
バ
ー
す
る
期
間
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
関
係
当
局
が
人
種
差

別
を
助
長
す
る
団
体
を
処
罰
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
立
法
措
置
を
活
用

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
並
び
に
、
条
約
第
四
条
ｂ
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

た
団
体
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
質
し
た
。
前
の
報
告
書
に
言
及
さ
れ
て
い
た

ケ
ル
ン
ト
ナ
ー
・
ハ
イ
マ
ツ
ト
デ
ィ
ー
ン
ス
ト
会
に
つ
い
て
、
特
に
質
問
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川
ブ
ル
ン
ジ
の
第
二
報
告
書
（
②
］
己
⑦
Ｏ
の
目
ワ
貝
こ
ぎ
》
○
局
届
己
へ
○
「

Ｓ
ヘ
シ
ニ
・
］
）
は
、
’
九
五
九
年
五
月
八
日
付
の
命
令
第
一
一
／
一
一
三
四
号

の
第
二
条
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
条
約
」
第
四
条
ｂ
を
実

施
す
る
た
め
の
も
の
で
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
州
知
事
は
平
和
あ
る
い
は
公
共
の
秩
序
の
破
壊
を
ひ
き
お
こ
す
、
あ

る
い
は
ひ
き
お
こ
す
怖
れ
の
あ
る
活
動
を
行
う
い
か
な
る
団
体
も
、
解
散

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
…
…
．
．
：
：
あ
る
団
体
を
解
散
す
る
、
あ
る
い
は

活
動
を
中
止
す
る
決
定
が
発
効
し
た
後
、
こ
の
団
体
の
宣
伝
あ
る
い
は
支

援
に
参
加
す
る
、
そ
の
集
会
に
出
席
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
活
動
を
援
助

す
る
者
は
何
人
も
、
二
カ
月
以
下
の
重
懲
役
並
び
に
一
一
○
○
○
フ
ラ
ン
以

下
の
罰
金
、
も
し
く
は
、
こ
の
ど
ち
ら
か
の
刑
罰
に
の
み
処
せ
ら
れ
る
。
』

総
会
に
対
す
る
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
記
述

剛
ブ
ラ
ジ
ル
は
そ
の
第
六
報
告
書
（
ご
］
亘
］
旨
］
ミ
①
》
○
目
局
己
へ
宝
へ

シ
三
』
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
六
違
法
な
目
的
（
例
え
ば
、
差
別
的
宣
伝
の
流
布
）
を
持
つ
市
民
団

体
の
設
立
を
防
止
す
る
た
め
、
一
九
七
一
一
一
年
一
二
月
一
一
一
一
日
の
法
律
第
六

○
一
五
は
市
民
団
体
の
公
の
登
録
を
定
め
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

法
律
第
六
○
一
五
号

第
二
六
条
法
人
が
違
法
な
活
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い

は
、
公
共
の
福
祉
、
国
家
並
び
に
社
会
の
安
全
、
公
的
・
社
会
的
秩
序
、

道
徳
並
び
に
確
立
さ
れ
た
常
識
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
違
背
し
、
侵
害
し
、

あ
る
い
は
危
険
を
及
ぼ
す
よ
う
な
目
的
を
有
し
、
あ
る
い
は
関
係
状
況
が

そ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
は
登
録

を
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
条
文
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
動
機
の
何
れ
か
が
公
式
の
通
信
あ
る
い
は

何
ん
ら
か
の
当
局
か
ら
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
登
録
係
官
が
注
意
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
場
合
は
、
登
録
手
続
は
中
止
さ
れ
、
本
件
は
、
裁
判
官
に
よ

る
判
断
の
た
め
裁
判
所
へ
送
付
さ
れ
る
』

川
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

が
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
代
表
は
、
政
府
は
条
約
第
四
条
ｂ
の
規

定
を
、
人
種
差
別
を
助
長
、
煽
動
す
る
団
体
を
解
散
ｌ
も
し
く
は
結
成
を

阻
止
Ｉ
す
る
権
限
を
国
家
は
有
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
事
実
も
な
い
の
に
こ
の
よ
う
な
団
体
を
違
法
と
宣
言
す
る
こ

（
“
）
 

と
は
不
可
能
で
←
の
る
』

れ
た
場
合
、
こ
の
団
体
を
登
録
よ
り
抹
消
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
出

来
る
。
人
種
差
別
的
目
的
の
ど
ん
な
団
体
も
、
登
録
の
有
無
と
は
関
係
な

く
、
違
法
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
第
一
五
一
一
一
条
二
七
項
並
び
に
一
一
八
項
に

よ
る
と
、
こ
れ
は
憲
法
上
の
保
障
で
あ
る
。

二
七
項
す
べ
て
の
人
は
非
武
装
で
集
会
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
当
局

は
秩
序
を
維
持
す
る
目
的
以
外
で
こ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
法
律
に
よ
っ
て
、
当
局
に
よ
る
事
前
の
通
知
と
集
会
場
所
の
指
定
が

要
求
さ
れ
る
場
合
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

二
八
項
合
法
的
目
的
の
た
め
の
結
社
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
。
司
法

機
関
の
決
定
に
よ
る
以
外
に
団
体
の
解
散
は
な
い
。
』

五
、
ブ
ル
ン
ジ

四
、
ブ
ラ
ジ
ル

『
目
的
は
合
法
と
宣
言
さ
れ
た
が
、
あ
る
団
体
が
後
に
な
っ
て
他
の
種

類
の
活
動
、
こ
と
に
人
種
差
別
を
煽
動
す
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
質
し
た
委
員
一
人
が
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
団
体
は
、
当
局
あ
る
い
は
個
人
の
要
請
で
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来

る
も
の
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
条
約
第
四
条
ｂ
は
、
人

種
差
別
を
煽
動
す
る
団
体
へ
の
「
参
加
」
を
処
罰
さ
れ
る
べ
き
違
法
行
為

と
す
る
が
、
し
か
し
法
律
六
○
’
五
号
は
、
こ
の
よ
う
な
参
加
の
処
罰
は

規
定
し
て
い
な
い
。
あ
る
団
体
が
登
録
を
終
え
た
後
、
違
法
行
為
を
行
う
と

い
う
意
思
が
明
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
解
散
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
活
動
に
対
す
る
援
助

と
財
政
的
支
援
も
処
罰
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
も
質
さ
れ
た
。
ま
た
人
権

擁
護
審
議
会
の
最
近
の
活
動
並
び
に
裁
判
所
の
判
決
を
下
し
た
ケ
ー
ス
を

（
“
）
 

選
び
出
し
て
報
告
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
』

価
ブ
ラ
ジ
ル
の
第
七
定
期
報
告
書
（
○
回
丙
己
へ
○
ろ
』
ヘ
シ
三
・
誤
）
は
、

次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

『
団
体
の
登
録
に
つ
い
て
、
法
律
第
六
○
’
五
号
の
第
一
一
六
条
に
よ

っ
て
、
登
録
は
団
体
の
目
的
が
違
法
と
さ
れ
た
後
は
禁
止
さ
れ
る
。
あ
る

団
体
が
憎
悪
並
び
に
人
種
差
別
の
煽
動
行
為
を
行
う
場
合
は
、
法
律
第
六

六
二
○
号
の
第
一
一
一
六
条
（
Ⅵ
）
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
｜
｜
年
以

上
一
二
年
以
下
の
重
い
懲
役
刑
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
煽
動
に
よ
っ
て

重
大
な
身
体
傷
害
あ
る
い
は
死
亡
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
場
合
は
、
処
罰

は
八
年
以
上
三
○
年
以
下
の
重
い
懲
役
刑
と
な
る
。
刑
を
ど
の
位
重
く
す

る
か
の
決
定
は
、
裁
判
長
の
権
限
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
刑
罰
と
は
別
に
、
団
体
が
そ
の
慣
行
を
理
由
と
し
て
起
訴
さ

〃
キ
ー
ー
ー
バ
憲
法
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
三
条
集
会
の
権
利
、
デ
モ
を
す
る
権
利
並
び
に
結
社
の
権
利

は
、
マ
ー
ー
ニ
ア
ル
と
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
双
方
の
労
働
者
、
農
民
、
婦

人
、
学
生
、
そ
れ
に
労
働
階
級
の
他
の
セ
ク
タ
ー
の
人
び
と
に
よ
っ
て
享

受
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
、
必
要
な
手
段
が
こ
れ
ら
の
人
び

と
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
並
び
に
大
衆
的
団
体
は
、

そ
れ
ら
の
活
動
の
発
展
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
活

動
に
お
い
て
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
批
判
の
権
利
に

基
づ
い
た
、
一
一
一
一
巨
誇
と
意
見
の
自
由
を
完
全
に
享
受
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
一
条
市
民
が
享
受
す
る
自
由
は
一
つ
と
し
て
憲
法
の
規
定
並
び

に
法
律
あ
る
い
は
社
会
主
義
国
家
の
存
在
と
目
的
ま
た
は
社
会
主
義
と
共

産
主
義
を
確
立
す
る
と
い
う
キ
ー
ー
ー
バ
人
民
の
決
意
に
反
す
る
方
法
で
行

使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
の
違
反
は
処
罰
さ
れ
る
。

川
そ
の
第
五
報
告
書
（
匡
鈩
官
｝
］
］
房
』
》
○
国
【
□
へ
ペ
ヘ
ベ
⑰
へ
鈩
邑
・
西
）
に

し
て
い
る
。

『
’
九
五
九
年
五
月
八
日
の
命
令
に
よ
る
と
、
平
和
あ
る
い
は
公
の
秩

序
の
破
壊
を
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
も
た
ら
す
怖
れ
の
あ
る
団
体
を
解
散

す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
命
令
は
、
こ
の
よ
う

な
団
体
を
事
前
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
が
ま
た
注
目
さ

れ
た
。
そ
れ
故
、
次
の
報
告
書
が
、
特
に
条
約
第
四
条
ａ
並
び
に
ｂ
の
規

定
を
実
施
す
る
た
め
に
今
後
と
ら
れ
る
立
法
措
置
を
紹
介
す
る
こ
と
が
、

（
鴎
）

希
望
さ
れ
た
』

六
、
キ
ュ
ー
バ
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お
い
て
、
キ
ュ
ー
バ
政
府
は
、
以
上
の
憲
法
の
規
定
を
引
用
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
従
っ
て
、
人
種
差
別
を
唱
導
す
る
結
社
や
団
体
の

設
立
は
憲
法
違
反
で
あ
り
、
ま
た
、
憲
法
第
四
二
条
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た

禁
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
違
法
行
為
で
あ
る
』

剛
キ
ュ
ー
バ
政
府
は
そ
の
第
三
報
告
書
（
雪
］
目
の
］
ミ
ペ
》
○
両
宛
己
へ

○
勇
・
房
へ
シ
三
・
一
）
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
こ
れ
ら
の
規
定
の
侵
犯
に
対
す
る
処
罰
は
、
社
会
的
保
護
法
典
の
次

の
条
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。

第
二
一
九
条
集
会
や
デ
モ
は
、
口
こ
の
法
典
あ
る
い
は
特
別
法
に
規

定
さ
れ
た
何
ん
ら
か
の
違
法
行
為
を
行
う
目
的
で
開
催
さ
れ
た
場
合
は
、

違
法
と
さ
れ
る
。

第
二
二
四
条
こ
の
法
典
あ
る
い
は
特
別
法
に
規
定
さ
れ
た
何
ん
ら
か

の
違
法
行
為
を
行
っ
て
い
る
集
会
ま
た
は
デ
モ
に
参
加
す
る
者
は
、
当
該

違
法
行
為
を
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
処
罰
さ

れ
る
。

第
二
二
七
条
団
体
は
、
曰
そ
の
目
的
が
こ
の
法
典
ま
た
は
特
別
法
に

よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
な
ん
ら
か
の
違
法
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
る
場

合
は
、
違
法
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
一
一
二
条
山
違
法
な
目
的
の
た
め
結
成
さ
れ
た
団
体
の
プ
ロ
モ
ー

タ
ー
、
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
、
指
導
者
ま
た
は
指
揮
者
は
、
二
年
以
上
六
年

以
下
の
自
由
剥
奪
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
団
体
の
メ
ン
バ
ー
に

つ
い
て
は
、
期
間
は
一
年
以
上
三
年
以
下
と
さ
れ
る
。

川
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

『
ネ
パ
ー
ル
憲
法
は
個
人
の
権
利
の
保
護
の
規
定
を
お
い
て
お
り
、
こ

の
中
に
は
、
言
論
と
表
現
の
自
由
、
政
党
政
治
的
意
図
を
持
た
な
い
団
体

並
び
に
結
社
を
結
成
す
る
権
利
、
並
び
に
自
己
の
宗
教
を
告
白
す
る
権
利

を
含
ん
で
い
る
。
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
ネ
パ
ー
ル
憲
法
の
規
定
と

両
立
し
な
い
立
法
措
置
ま
た
は
そ
の
他
の
措
置
を
ネ
パ
ー
ル
に
要
求
し
た

り
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
認
め
る
も
の
と
解
さ
れ
な
い
。

ネ
パ
ー
ル
政
府
は
条
約
第
四
条
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
条
約
第

四
条
は
条
約
当
事
国
に
対
し
て
、
こ
の
条
文
の
ａ
、
ｂ
並
び
に
Ｃ
に
カ
バ

ー
さ
れ
る
分
野
に
お
い
て
さ
ら
に
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ネ
パ
ー
ル
王
国
政
府
が
、
世
界
人
権
宣
言
に
具
現

さ
れ
た
原
則
に
留
意
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
現
行
法
並
び
に
実

行
に
何
ん
ら
の
立
法
措
置
を
追
加
あ
る
い
は
こ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
が
、

第
四
条
の
は
じ
め
の
部
分
に
特
定
さ
れ
た
目
的
の
達
成
に
必
要
と
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
』

伽
し
か
し
ネ
パ
ー
ル
は
そ
の
第
二
報
告
書
（
］
①
］
旨
】
⑦
］
召
』
〕
○
同
勾
己

ヘ
○
戸
．
＆
へ
シ
三
・
ｍ
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
人
種
差
別
問
題
は
存
在
し
な
い
が
、
ネ
パ
ー
ル
王
国
政
府
は
、
人
権

侵
害
行
為
と
人
種
差
別
行
為
を
重
く
処
罰
す
る
た
め
の
特
別
の
立
法
措
置

を
検
討
中
で
あ
る
」

脳
ま
た
ネ
パ
ー
ル
は
そ
の
第
五
報
告
書
（
農
〕
目
⑦
］
房
』
）
○
因
己
局
へ
○

へ
③
ミ
シ
三
・
の
）
の
中
で
、
「
条
約
」
第
四
条
ｂ
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。

『
｜
、
ネ
パ
ー
ル
に
は
人
種
的
優
越
の
哲
学
を
持
つ
団
体
は
存
在
し
な

い
。
憲
法
は
異
っ
た
階
級
、
宗
教
並
び
に
人
び
と
の
人
種
の
違
い
を
の
り

皿
ネ
パ
ー
ル
王
国
は
一
九
七
一
年
一
月
三
○
日
に
「
条
約
」
に
加
入
し

た
際
、
次
の
よ
う
な
宣
言
を
し
た
。

『
一
部
の
委
員
は
、
キ
ュ
ー
バ
の
第
三
定
期
報
告
書
に
の
っ
て
い
る
情

報
は
、
前
の
報
告
書
の
情
報
と
共
に
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
第
四
条
の
強
行
的

要
件
が
完
全
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
第
四
条
ｂ
に
つ

い
て
は
、
報
告
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
結
社
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、

人
種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動
す
る
団
体
並
び
に
宣
伝
活
動
が
キ
ー
ー
ー
バ
で

は
違
法
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
社
会
法
的
保
護
典
第
二
二
四
条
の
諸
規
定
は
こ
の
法
律
ま
た
は
特
別

法
に
規
定
さ
れ
た
何
ん
ら
か
の
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
集
会
ま
た
は

デ
モ
に
参
加
す
る
者
は
、
当
該
違
法
行
為
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
従
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
規
定
す
る
が
こ
れ
は
そ
の
適
用
範
囲
に
お
い
て

行
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
他
方
、
こ
の
条
文
が
処

罰
を
差
別
的
に
行
う
も
の
で
は
な
い
限
り
、
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
っ
た
。
他
の
当
事
国
か
ら
の
報
告
を
委
員
会
が

審
議
し
た
際
、
次
の
よ
う
な
見
解
の
表
明
の
あ
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
。

条
約
が
人
種
差
別
を
助
長
し
煽
動
す
る
す
べ
て
の
団
体
を
違
法
と
宣
言

し
、
禁
止
す
る
以
上
、
人
種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動
す
る
こ
と
を
そ
の
目

的
と
し
て
公
言
し
て
い
る
団
体
を
違
法
と
宣
一
一
一
一
臣
し
、
禁
止
す
る
こ
と
で
は

十
分
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
種
差
別
団
体
は
人
種
差
別
の
助
長
と
煽
動

を
そ
の
目
的
と
し
て
公
に
認
め
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
れ

（
妬
）

ら
の
要
件
は
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
白
で
←
の
る
』

こ
え
て
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
形
成
を
強
く
支
持
し
て
い
る
。

二
、
ネ
パ
ー
ル
憲
法
第
一
七
条
に
よ
る
と
、
基
本
権
は
団
体
並
び
に
結

社
を
結
成
す
る
自
由
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
基
本
権
は
、
異
っ

た
階
級
ま
た
は
職
業
の
人
び
と
、
あ
る
い
は
異
っ
た
地
域
の
人
び
と
の
間

に
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
自
由
に
制
限
を
課
す
こ
と

が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
は
、
こ
れ
ら
を
制
限
す
る
こ
と

が
出
来
る
。

三
、
一
九
四
九
年
の
結
社
ま
た
は
集
会
に
関
す
る
法
律
は
、
異
っ
た
人

種
の
ネ
パ
ー
ル
市
民
の
間
に
憎
悪
、
敵
意
、
悪
意
ま
た
は
不
和
を
か
も
す

目
的
を
も
っ
た
、
人
び
と
の
い
か
な
る
大
会
ま
た
は
集
会
の
開
催
、
も
し

く
は
い
か
な
る
団
体
の
結
成
を
制
約
す
る
。

皿
こ
れ
に
対
応
す
る
法
制
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

●
人
び
と
の
集
会
と
団
体
に
関
す
る
法
律
二
○
○
五
号

第
五
条
以
下
の
目
的
を
有
す
る
集
会
ま
た
は
団
体
は
そ
の
存
立
は
認
め

ら
れ
な
い
。

側
ネ
パ
ー
ル
の
カ
ー
ス
ト
、
人
種
、
人
び
と
の
間
に
憎
悪
、
悪

意
、
敵
意
、
不
利
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
場
合

Ｍ
友
好
国
に
対
す
る
敵
対
心
を
つ
く
り
出
す
意
図
を
も
っ
て
い

る
場
合

●
予
防
拘
禁
法
二
○
’
八
号
（
一
九
六
二
年
）

第
三
条
命
令
を
出
す
権
限

Ｈ
政
府
は
次
の
点
に
つ
い
て
何
人
に
対
し
て
も
不
利
な
効
果
を
も
た

ら
す
何
ら
か
の
こ
と
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
思
料
す
る
場
合
は
、

本
条
の
口
に
従
っ
て
命
令
を
出
す
こ
と
が
出
来
る

七
、
ネ
パ
ー
ル
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六
五
年
一
○
月
一
一
五
日
）
に
見
解
表
明
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
留
保
と
し
て

研
の
効
力
は
持
っ
て
い
な
い
と
、
委
員
会
は
判
断
し
た
。
条
約
第
四
条
ａ
の

朔
実
施
と
ｂ
の
実
施
の
間
に
一
貫
性
の
な
い
こ
と
も
、
指
摘
さ
れ
た
。
す
な

朝
わ
ち
、
集
会
と
結
社
の
自
由
は
、
思
想
と
表
現
の
自
由
よ
り
も
神
聖
で
あ

（
“
）
 

施
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
〉
の
る
。
』

膿
伽
一
一
ニ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
そ
の
第
二
報
告
書
（
踵
甸
の
亘
冒
ご
こ
『
９

機
○
国
用
己
へ
○
用
・
弓
へ
缶
三
・
『
）
に
お
い
て
そ
の
立
場
を
、
次
の
よ
う
に
表

・
明
し
た
。

条四
『
ニ
ニ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
第
一
報
告
書
の
第
一
一
一
四
項
（
Ｓ
・
巨
の
。
【
○
同
１

繍幻ロヘロの用・］②］）についての、人種差別撤廃委員会の一委員長の
条
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
人
種
差
別
団
体
そ
の
も

醜
の
を
違
法
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
（
そ
の
逗
由
は
、
条
約
第
五

荊
条
並
び
に
世
界
人
権
胄
一
一
一
一
一
臣
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
〈
総
会
公
式
記

関
録
、
第
三
○
会
期
、
第
三
委
員
会
シ
へ
○
・
四
へ
の
【
屋
］
の
〉
、
結
社
の
自

と園
由
へ
の
権
利
を
我
々
は
堅
持
す
る
か
ら
で
一
の
る
）
、
ニ
ニ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の

蝋
刑
事
犯
罪
法
第
一
九
○
八
号
の
第
八
一
条
が
、
異
っ
た
階
級
ま
た
は
人
び

月差
と
の
間
に
、
敵
意
ま
た
は
悪
意
を
挑
発
し
、
公
共
の
安
全
を
脅
か
す
こ
と

順
を
、
い
か
な
る
個
人
ま
た
は
団
体
に
つ
い
て
も
違
法
行
為
と
宣
言
し
て
い

の
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
例
え
ば
文
化
的
活
動
へ
の

雌参加を目的とした一人種の人びとの集会は禁止されないとして
蝿
も
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
が
我
々
の
社
会
に
お
け
る
他
の
人
種
に
対
し

秘
て
、
ま
た
は
他
の
人
種
の
間
に
敵
意
や
悪
意
を
生
ぜ
し
め
た
り
促
進
す
る

こ
と
は
、
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
。
』

幽
伽
委
員
会
は
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

Ｃ
ネ
パ
ー
ル
王
国
と
他
の
国
の
間
の
友
好
関
係

ｄ
異
っ
た
階
級
ま
た
は
宗
教
の
人
び
と
の
間
の
友
好
関
係

ｐ
Ｈ
に
従
っ
て
、
命
令
は
次
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。

ａ
そ
の
よ
う
な
者
を
拘
束
す
る
。

ｂ
そ
の
よ
う
な
者
が
ネ
パ
ー
ル
王
国
内
の
ど
の
よ
う
な
所
に
も
住

む
こ
と
を
禁
止
す
る
。

Ｃ
命
令
が
指
定
す
る
、
ネ
パ
ー
ル
王
国
内
の
あ
る
所
に
住
む
こ
と
、

並
び
に
、
そ
の
人
が
指
定
さ
れ
た
地
に
住
ま
な
い
時
は
、
改
め

て
命
令
が
指
定
す
る
所
に
、
所
定
の
時
間
内
に
住
む
こ
と
。
』

脳
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

『
条
約
第
四
条
に
関
し
て
は
、
ネ
パ
ー
ル
憲
法
並
び
に
他
の
立
法
措
置

が
言
及
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
法
律
は
、
条
約
第
四
条
に
よ
っ
て
要
求

さ
れ
て
い
る
人
種
差
別
の
予
防
の
た
め
の
特
定
の
措
置
に
対
す
る
明
確
な

言
及
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
第
四
条
の
定
め
る
要
件
を
部
分
的
に

し
か
充
足
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
。
報
告
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
立
法
措

置
よ
り
み
る
と
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
人
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
の
間
の

調
和
の
と
れ
た
良
好
な
関
係
を
乱
す
怖
れ
の
あ
る
人
種
差
別
行
為
を
規
制

す
る
た
め
の
広
範
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
ネ
パ

ー
ル
政
府
は
な
お
、
第
四
条
の
規
定
に
十
分
に
合
致
す
る
た
め
さ
ら
に
立

法
措
置
を
と
る
た
め
、
条
約
に
則
っ
た
約
束
に
照
し
て
、
問
題
の
一
連
の

（
訂
）

規
定
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
要
菫
弱
さ
れ
る
。
』

八
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

剛
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
一
九
七
一
一
年
一
一
月
一
一
一
一
日
に
「
条
約
」
を

批
准
し
た
が
、
こ
の
際
、
留
保
も
宣
言
も
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
第

一
報
告
書
（
己
の
ｏ
の
冒
す
貝
】
召
函
．
○
目
局
己
へ
○
へ
幻
・
ロ
ミ
シ
三
・
の
）
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
国
連
総
会
第
一
一
一
委
員
会
の
一
九
六
五
年
一
○
月
二
五
日
の
第
一
一
一
一
一

八
会
合
に
お
い
て
条
約
第
四
条
が
採
択
さ
れ
た
際
、
ニ
ニ
ジ
ー
ラ
ン
ド
代

表
は
、
第
四
条
は
全
体
を
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
と
述
べ
た
。
ニ
ー
ー
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
は
採
択
に
つ
い
て
賛
成
票
を
入
れ
た
が
、
そ
れ
は
第
四
条
の
導

入
部
の
終
り
に
「
留
意
し
て
」
の
一
句
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
約

第
五
条
並
び
に
世
界
人
権
宣
言
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
利
に
充
分
配
慮
し

て
、
こ
の
条
文
を
適
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
理
解
が
．
あ
っ
て
の
こ

と
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
代
表
の
こ
の
理
解
の
仕
方
の
表
明
は
何

ん
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
受
け
て
い
な
い
。
人
種
関
係
法
第
二
五
条
は
、
こ
の
理

解
の
線
に
そ
っ
て
、
条
約
第
四
条
ｂ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
約
束
を
実
施
に

移
す
も
の
で
あ
る
。
結
社
の
自
由
へ
の
権
利
に
留
意
し
て
、
第
二
五
条
は

人
種
差
別
団
体
を
違
法
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
こ
の
よ

う
な
団
体
の
活
動
を
も
規
制
し
、
こ
れ
ら
を
全
く
無
能
力
に
す
る
た
め
の

手
段
は
用
意
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
だ
第
二
五
条
を
発
動
し
て
訴
追
し
た

と
い
う
例
は
な
い
。
』

Ⅶ
以
上
の
見
解
表
明
を
コ
メ
ン
ト
し
て
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、

総
会
に
対
す
る
報
告
の
中
に
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

『
人
種
関
係
法
は
、
条
約
第
四
条
ｂ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
、
人
種
差
別
団
体
を
違
法
と
宣
言
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ニ
ー
ー
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
代
表
は
国
連
総
会
第
一
一
一
委
員
会
の
第
一
一
一
二
八
会
合
（
一
九

る
。

『
⑤
一
九
○
八
年
の
ニ
ニ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
刑
法
典
第
八
一
条
は
、

「
い
か
な
る
個
人
ま
た
は
団
体
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
が
異
っ
た
階
級
ま

た
は
団
体
の
間
に
、
公
の
安
全
を
脅
か
す
よ
う
な
敵
意
ま
た
は
悪
意
を
起

さ
せ
る
こ
と
を
違
法
行
為
」
と
宣
一
一
一
一
臣
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
条
約

第
四
条
ｂ
は
、
人
種
差
別
団
体
も
ま
た
「
違
法
で
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
宣

言
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
委
員

が
若
干
あ
っ
た
。
現
状
で
は
ニ
ー
ー
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
関
連
の
刑
法
規
定
は
、

一
一
つ
の
点
に
お
い
て
、
条
約
第
四
条
ｂ
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
。

「
公
共
の
安
全
」
が
危
険
に
陥
っ
て
い
る
場
合
だ
け
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、

ま
た
、
団
体
の
一
定
の
活
動
を
違
法
と
宣
言
し
、
禁
止
す
る
が
、
し
か

し
、
違
法
行
為
団
体
そ
れ
自
体
を
違
法
と
宣
言
し
、
禁
止
す
る
も
の
で
は

な
い
。
さ
ら
に
団
体
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
問
に
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
単
一
人
種
団
体
と
人
種
差
別
に
従
事
す
る
団
体
で
あ

る
。
条
約
第
四
条
ｂ
は
、
単
一
人
種
団
体
で
あ
る
と
複
合
人
種
団
体
で
あ

る
と
を
問
わ
ず
、
人
種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動
す
る
す
べ
て
の
団
体
に
適

（
ぬ
）

用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
委
員
会
の
大
勢
で
←
の
っ
た
。
』

川
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
再
び
そ
の
第
一
一
一
報
告
書
（
】
◎
言
呈
］
ミ
Ｐ

ｏ
因
用
己
へ
○
国
ぺ
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
こ
れ
ら
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
認
め
ら
れ
て
い
る
自
由
を

あ
る
程
度
は
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
ニ

ー
ジ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
問
題
に
関
す
る
限
り
、
制
限
を
、
こ
と
に
結
社
の

自
由
に
つ
い
て
課
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
制
限
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
あ
り
え
な
い
。
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第
四
条
の
文
言
か
ら
明
白
な
こ
と
は
、
こ
の
条
文
を
実
施
す
る
た
め
に

は
、
条
約
第
五
条
並
び
に
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
足
明
記
さ
れ
た
諸
権
利
に
国
家

は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
条
文
が
要
求
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
立
法
原
則
と
伝
統
を

慎
重
に
検
討
し
た
後
、
異
っ
た
人
種
間
の
対
立
を
助
長
す
る
よ
う
な
団
体

を
規
制
す
る
も
っ
と
も
適
切
な
方
法
は
、
そ
の
活
動
を
禁
止
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

人
種
関
係
法
第
二
五
条
は
、
個
人
に
対
し
て
の
み
で
は
な
く
、
団
体
並

び
に
法
人
団
体
に
も
適
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
第
四
条
ｂ
に
よ
っ
て
考
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
団
体
の
活
動
を
完
全
に
無
効
に
し
て
し
ま

う
措
置
を
備
え
て
い
る
。
も
し
口
頭
も
し
く
は
書
き
物
の
形
で
、
人
種
差

別
宣
伝
を
流
布
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
団
体
と
言
え
ど

も
、
第
二
五
条
を
明
ら
か
に
侵
犯
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
い
ろ
い
ろ
他

の
理
由
も
あ
ろ
う
が
、
第
二
五
条
の
存
在
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体
の
設
立

を
阻
止
す
る
た
め
有
効
で
あ
る
。

第
一
一
五
条
の
実
効
性
は
、
以
記
の
六
一
一
’
六
六
項
に
言
及
さ
れ
て
い
る

最
近
の
訴
追
の
例
で
支
持
さ
れ
い
る
。
』

伽
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
以
上
の
陳
述
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。

『
条
約
第
四
条
ｂ
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
委
員
が
あ
っ

た
。
異
っ
た
人
種
間
に
敵
対
関
係
を
助
長
す
る
よ
う
な
団
体
を
規
制
す
る

最
も
適
切
な
手
段
は
、
団
体
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
の
活
動
を
違
法

と
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
る
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
委
員
は
し
か
し
、
何
故
に
政
府
は
違
法
行
為
だ
け
を
処
罰
し
、

も
の
で
あ
る
。

ウ
ル
グ
ァ
イ
の
法
制
を
も
っ
と
詳
し
く
み
る
と
憲
法
第
三
九
条
は
以
下

の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
い
か
な
る
目
的
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
者
は

結
社
の
権
利
を
有
す
る
。
但
し
、
法
律
に
よ
っ
て
違
法
と
宣
言
さ
れ
て
い

る
結
社
の
権
利
は
否
定
さ
れ
る
」

違
法
な
結
社
の
概
念
は
、
上
記
の
転
覆
を
目
的
と
す
る
結
社
に
加
え

て
、
憲
法
第
七
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
民
主
共
和
的
政
府
形
態
に
反
す

る
思
想
を
流
布
す
る
結
社
を
含
ん
で
い
る
（
こ
の
よ
う
な
団
体
は
、
一
九

四
○
年
六
月
一
八
日
の
法
令
第
九
九
一
一
一
六
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
。

畑
報
告
書
を
審
議
し
た
後
、
委
員
会
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
第
四
条
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
さ
れ
た
。
条
約
第
四
条
に

則
っ
て
刑
法
典
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
法

律
案
は
ま
だ
採
択
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
ウ
ル
グ
ァ
イ
政

府
は
一
連
の
定
期
報
告
書
の
中
で
度
々
述
べ
て
い
る
。
法
律
案
を
採
択
す

る
と
い
う
こ
と
は
政
府
の
関
心
事
で
は
な
く
、
立
法
府
の
関
心
事
で
あ
る

と
政
府
は
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
的
義
務
を
遵
守
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
国
家
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
点
に

関
連
し
て
、
報
告
書
は
条
約
第
四
条
ａ
並
び
に
ｂ
は
現
行
刑
法
に
よ
っ
て

充
分
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
法
令
第
一
○
二
七
九
条
は
、
こ
の
条

文
が
予
想
し
て
い
る
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
政
府
が
刑
法
典
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案

を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の

が
、
現
行
法
は
条
約
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
な
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
法
律
案
の
テ
キ
ス
ト
が
第
四
条
に
合
致
す
る
よ
う
に
刑
法
典
を
改

九
、
ウ
ル
グ
ァ
イ

皿
ウ
ル
グ
ァ
イ
の
第
七
定
期
報
告
書
（
○
因
局
己
へ
Ｏ
Ｓ
］
へ
シ
三
・
℃
）
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
一
九
四
二
年
一
一
月
一
九
日
の
法
令
第
一
○
二
七
九
号
に
つ
い
て
は

前
の
報
告
書
に
言
及
が
あ
る
。
第
六
条
ｍ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

転
覆
活
動
団
体

伽
人
種
的
紛
争
ま
た
は
憎
悪
を
か
き
た
て
る
、
ま
た
は
醸
成
す
る

よ
う
な
団
体
、
単
位
、
組
織
ま
た
は
集
団
を
助
長
、
結
成
ま
た
は
組
織

ま
た
は
指
揮
す
る
い
か
な
る
者
も
、
一
○
カ
月
の
勾
留
か
ら
五
年
の
懲

役
判
決
に
処
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
団
体
活
動
に
参
加
す
る
者
は
何
人

も
三
カ
月
以
上
五
カ
月
以
下
の
勾
留
判
決
に
処
さ
れ
る
。
』

こ
の
立
法
措
置
自
体
、
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
違
法
行
為
に
関
す
る
章

の
第
一
四
八
条
と
第
一
四
九
条
に
お
い
て
違
法
行
為
と
考
え
ら
れ
る
行

為
、
法
律
を
犯
す
こ
と
の
煽
動
、
並
び
に
階
級
間
の
憎
悪
を
醸
成
す
る
こ

と
の
唱
導
に
対
す
る
処
罰
を
規
定
し
て
い
る
刑
法
典
の
規
定
を
補
完
す
る

皿
デ
ン
マ
ー
ク
は
そ
の
第
四
報
告
書
（
息
二
日
ｏ
｝
］
］
君
Ｐ
Ｃ
両
用
亘

○
広
巴
シ
三
・
巴
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
…
…
あ
る
結
社
が
合
法
か
否
か
は
、
公
的
機
関
に
よ
っ
て
そ
の
結
成

許
可
が
事
前
に
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
の
点
は
、
憲
法
が
「
結
社
の
自
由
」
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る

保
護
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
他
方
市
民
は
、
「
合
法
的
」
目
的
の
た

め
に
の
み
結
社
を
結
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
憲
法
は
、

そ
の
よ
う
な
活
動
の
根
源
を
た
た
な
い
の
か
と
質
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
政
府
は
、
言
論
の
自
由
よ
り
、
結
社
の
自
由
に
よ
り
重
要
性
を
お

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
団
体
そ
の
も
の
の
存
在

を
許
し
な
が
ら
、
他
方
で
人
種
差
別
団
体
の
メ
ン
バ
ー
を
そ
の
活
動
を
理

由
に
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
適
切
な
規
制
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
従
っ
て
、
政
府
は
条
約
第
四
条
ｂ
を
完
全
に
遵
守
し
て
、
こ
の
よ
う

な
団
体
も
解
散
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
立
法
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

（
、
）

な
ら
な
い
。
』

正
す
る
も
の
か
を
委
員
会
が
確
認
出
来
る
た
め
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
委

員
会
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
ウ
ル
グ
ァ
イ
の
立
法
府
が
、
条
約

当
事
国
と
し
て
の
ウ
ル
グ
ァ
イ
の
義
務
に
則
っ
て
法
律
案
を
採
択
出
来
る

よ
う
に
と
の
希
望
を
、
委
員
会
は
表
明
し
た
。

ウ
ル
グ
ァ
イ
政
府
代
表
は
ど
の
よ
う
な
逆
行
を
も
阻
止
す
る
た
め
の
措

置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
委
員
会
の
大
方
の
見
解

に
同
意
し
た
。
こ
の
理
由
か
ら
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
政
府
は
、
刑
法
典
を
改
正

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
案
を
作
成
し
た
。
委
員
会
は
、
人
種
的

憎
悪
を
助
長
す
る
た
め
の
団
体
を
結
成
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
試
み
も
、

処
罰
の
対
象
と
な
る
と
い
う
点
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
小
さ
な

団
体
に
よ
る
も
の
で
も
、
人
種
差
別
を
煽
動
す
る
試
み
を
処
罰
す
る
、
特

（
、
）

別
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る
』

｜
、
デ
ン
マ
ー
ク

Ｄ
平
和
な
集
会
並
び
に
結
社
の
自
由
に
対
す
る
権
利

と
の
関
係
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三
、
ト
ン
ガ

刑
ト
ン
ガ
の
場
合
は
、
第
四
条
ｂ
を
実
施
す
る
た
め
の
立
法
措
置
は
全

く
存
在
し
な
い
。

加
ト
ン
ガ
の
場
合
は
、
「
条
約
」
第
五
条
に
関
し
て
留
保
を
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
第
四
条
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
解
釈
宣
言
を
行
っ
て
い
る
。

『
ト
ン
ガ
政
府
は
、
条
約
当
時
国
に
対
し
て
、
第
四
条
ａ
、
ｂ
並
び
に

Ｃ
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
分
野
に
さ
ら
に
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る

も
の
と
解
釈
す
る
。
但
し
政
府
が
世
界
人
権
宣
言
に
具
現
さ
れ
た
諸
原
則

並
び
に
条
約
第
五
条
に
明
記
さ
れ
た
権
利
（
特
に
意
見
、
発
表
の
自
由
に

対
す
る
権
利
、
並
び
に
平
和
な
集
会
、
結
社
の
自
由
に
対
す
る
権
利
）
に

留
意
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
現
行
法
と
実
務
に
立
法
措
置
の
追

加
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
』

Ⅲ
ト
ン
ガ
の
第
二
報
告
書
（
鵠
○
・
一
・
ず
の
円
乞
『
⑰
》
○
両
宛
己
へ
○
へ
⑰
）
は

「
留
保
」
（
上
記
参
照
）
に
注
意
を
喚
起
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
『
現
在
の
と
こ
ろ
ト
ン
ガ
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
現
行
法
や
実

務
に
立
法
措
置
の
追
加
あ
る
い
は
改
正
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
』

皿
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
次
の
よ

刑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
「
条
約
」
の
批
准
に
際
し
て
、
特
に
「
条
約
」
第

四
条
ｂ
に
つ
い
て
の
解
釈
宣
言
を
行
い
、
『
平
和
な
集
会
と
結
社
の
自
由
へ

の
権
利
は
、
妨
げ
ら
れ
な
い
』
と
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
そ
の
第
三
報
告

書
（
雷
］
百
］
】
］
①
ヨ
・
○
同
局
己
へ
○
ヘ
ご
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
の
こ
の
規
定

に
基
づ
く
義
務
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体
ま
た
は
活
動
を
違
法
と
宣
言
し
、

禁
止
す
る
一
般
的
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な

団
体
ま
た
は
活
動
が
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
な
特
定
の
場
合
に
、
こ
れ
を

違
法
と
宣
言
し
、
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
適
切
な
立
法
措
置

違
法
な
目
的
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
結
社
を
法
律
的
に
保
護
し
な
い
こ
と

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
結
社
の
解
散
の
た
め
の

法
規
を
制
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
、
こ
の
よ
う
な
結
社
の
結
成
並
び
に
こ

れ
へ
の
加
入
は
犯
罪
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
』

『
条
約
第
四
条
ｂ
の
最
終
条
項
に
関
し
て
は
、
あ
る
結
社
が
政
府
に
よ

っ
て
当
分
の
間
禁
止
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
結
社
の
活
動
に
引
き
続
き
参
加
す
る
何
人
に
対
し
て
も
処
罰

を
科
し
得
よ
う
』

畑
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

『
条
約
第
四
条
に
つ
い
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
法
制
は
こ
の
条
文
の
諸
規

定
を
完
全
に
充
足
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
委
員
会
の
各
委
員
の
見
解

（
花
）

で
あ
っ
た
。
』

の
委
員
は
ま
た
こ
の
条
文
に
つ
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
行
っ
た
解
釈
宣
言

は
、
第
四
条
の
完
全
遵
守
に
対
す
る
障
害
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
質
し
た
。

条
約
第
四
条
と
の
関
連
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
代
表
は
、
団
体
の
活
動

が
明
か
に
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
の
み
そ
の
団
体
の

（
ね
）

一
沽
動
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
が
政
府
の
一
般
方
針
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
』

二
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ト
ン
ガ
の
報
告
書
は
度
々
、
条
約
へ
の
加
入
の
時
に
行
っ
た
留
保
と

解
釈
宣
言
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
第
四
条
と
第
五
条
の
実
施

に
関
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
適
用
範
囲
と
効
果
を
め
ぐ
っ

て
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
条
約
第
四
条
に
つ
い
て
は
、
ト
ン
ガ
が

加
入
の
時
に
行
っ
た
宣
一
一
一
一
百
は
、
解
釈
宣
言
で
あ
っ
て
留
保
で
は
な
い
と
い

う
結
論
を
裏
付
け
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
国
連
事
務
総
長
も
こ
れ

を
解
釈
宣
言
と
し
て
分
類
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
。

条
約
第
四
条
は
強
行
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
ト
ン
ガ
政
府
の
考
え
方
と

は
反
対
に
そ
の
法
制
が
こ
の
条
文
の
ａ
並
び
に
ｂ
の
要
件
を
ま
だ
充
足
し

て
い
な
い
す
べ
て
の
当
事
国
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
明

確
な
立
法
措
置
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
委
員
会
の
一
致
し
た

（
池
）

立
場
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
』

『
委
員
会
は
ト
ン
ガ
の
第
三
定
期
報
告
書
の
中
に
、
ト
ン
ガ
で
は
一
般

的
に
法
改
正
を
審
議
し
て
い
る
委
員
会
が
あ
り
、
こ
れ
が
、
「
人
種
的
偏
見

を
刑
事
犯
罪
と
名
付
け
る
」
規
定
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
犯
罪

法
を
改
正
す
る
提
案
を
審
議
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
旨

（
だ
）

の
記
述
に
注
目
し
た
。

委
員
会
は
、
委
員
会
が
こ
の
国
の
定
期
報
告
書
を
審
議
し
た
際
に
出
し

た
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
第
四
条
の
実
施
の
た
め
に
ト
ン
ガ
に
お

い
て
特
定
の
立
法
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
注
目
し
た
。
｜
部

の
委
員
は
、
刑
事
犯
罪
法
第
四
六
条
と
第
四
七
条
は
、
条
約
第
四
条
の
要

件
を
充
足
す
べ
く
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
、
ト
ン
ガ
政
府
は
、
こ
の
条
文
の

実
施
に
つ
い
て
の
解
釈
に
関
し
て
行
っ
た
宣
言
を
再
考
す
べ
き
で
あ
る
と

を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法

制
に
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
連
邦
憲
法
令
第
一
条
に
よ
っ

て
（
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
○
両
用
己
へ
○
へ
用
．
。
へ
鈩
皀
９
・
一
ら
・
画
）
い
か

な
る
形
態
の
人
種
差
別
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

結
社
に
関
す
る
法
令
第
一
条
一
項
は
（
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

シ
ご
】
】
①
×
固
｛
○
○
国
宛
己
へ
○
へ
肉
・
＄
ヘ
レ
ニ
Ｐ
］
）
、
そ
の
目
的
あ
る
い
は
設

立
が
違
法
ま
た
は
不
法
、
ま
た
は
国
家
に
対
し
て
危
険
で
あ
る
よ
う
な
結

社
（
ま
た
は
団
体
）
の
設
立
を
禁
止
す
る
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
。
そ

れ
故
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
を
実
施
す

る
た
め
の
、
す
で
に
述
べ
た
連
邦
憲
法
令
と
共
に
こ
の
法
規
の
活
用
に
よ

っ
て
、
人
種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動
す
る
目
的
を
持
つ
団
体
の
結
成
を
阻

止
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
団
体
も
ま
た
禁
止
さ
れ
よ
う
。
何
故
な
ら
、
あ
る
結
社

（
団
体
）
は
、
も
し
そ
の
法
的
地
位
に
関
す
る
諸
条
件
を
も
は
や
充
足
し

な
い
場
合
は
、
解
散
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
合
法
的
目
的
並
び
に
合
法

的
設
立
が
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
の
法
的
地
位
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
要
件
に
合
致
し
な
い
団
体
は
、
禁
止
さ
れ
う
る
』

、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
第
五
定
期
報
告
書
を

審
議
し
た
後
、
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
条
約
第
四
条
に
関
し
て
、
人
種
差
別
を
煽
動
す
る
団
体
の
禁
止
に
直

接
関
係
す
る
立
法
措
置
に
つ
い
て
の
情
報
が
さ
ら
に
要
求
さ
れ
た
。
委
員

の
一
人
は
、
報
告
書
の
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
処
罰
規
定
に
条
約
第
四
条

ａ
並
び
に
ｂ
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
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る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
極
端
な
措
置
は
活
動
を
地
下
に
追

い
や
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
規
制
を
も
っ
と
困
難
に
す
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
科
学
的
見
解
の
単
な
る
表
明
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も

の
と
、
反
対
に
容
認
し
難
い
違
法
行
為
を
構
成
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の

も
の
の
間
に
、
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と

の
危
倶
が
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
理
由
か
ら
政
府
は
そ
の
予
備
的
法
律
案
で

は
、
明
ら
か
な
違
法
行
為
を
行
う
人
び
と
と
「
人
種
差
別
」
団
体
の
個
々

の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
措
置
の
採
用
の
み
を
考
え
、
こ
の
よ
う
な
団
体
自

体
の
禁
止
は
考
え
な
か
っ
た
（
何
れ
の
場
合
も
、
最
終
結
果
は
事
実
上
同

一
と
な
ろ
う
）
。
法
律
案
の
改
正
草
案
は
ま
だ
審
議
中
で
あ
る
。
最
終
的

判
断
は
議
会
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
関
係
当
局
は
、
一
委
員
会
に
お
い
て
表

明
さ
れ
た
見
解
に
つ
い
て
、
正
し
く
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
』

●
人
種
差
別
的
傾
向
を
持
つ
ベ
ル
ギ
ー
人
の
集
団

脱
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
そ
の
総
会
に
対
す
る
報
告
書
の
中
で
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
条
約
第
四
条
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
に
存
在
す
る
人
種
差
別
あ
る
い

は
「
ナ
チ
」
団
体
の
活
動
は
地
下
に
潜
行
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
規
制
が

困
難
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
対
す
る
極
端
な
措
置
は
回
避
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
旨
の
、
報
告
書
の
中
の
見
解
は
理
解
に
苦
し

む
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
委
員
会
は
常
に
、
第
四
条
の
諸
規
定
を

当
事
国
は
絶
対
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
堅
持
し

て
き
た
。
こ
の
立
場
が
ベ
ル
ギ
ー
の
立
法
担
当
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と

が
、
希
望
さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
条
約
第
五
条
の
権
利
と
自

由
、
こ
と
に
意
見
と
発
表
の
権
利
並
び
に
平
和
な
集
会
と
結
社
の
権
利
へ

皿
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
一
九
七
五
年
八
月
七
日
に
「
条
約
」
を
批
准
し
た

際
第
四
条
の
解
釈
と
、
こ
の
条
文
の
平
和
な
集
会
と
結
社
の
権
利
と
の
両
立

性
に
つ
い
て
宣
言
を
行
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
の
諸
要
件
を

充
足
す
る
た
め
に
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
は
、
こ
の
条
約
の
当
事
国
と
な
る
に

つ
い
て
引
き
う
け
る
義
務
に
そ
の
法
制
を
適
合
す
る
用
意
が
あ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
王
国
は
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
第
四
条
は
、
そ
の
ａ
、
ｂ
並

び
に
Ｃ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
措
置
は
、
世
界
人
権
宣
言
に
具
現
さ
れ
て
い

る
諸
原
則
並
び
に
条
約
第
五
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
権
利
に
留
意
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
事
実
を
重
要
視
し
て
い
る

旨
、
強
調
し
た
い
。
ベ
ル
ギ
ー
王
国
は
そ
れ
故
、
第
四
条
に
よ
っ
て
課
せ

ら
れ
た
義
務
は
、
意
見
並
び
に
表
現
の
自
由
へ
の
権
利
、
並
び
に
、
平
和

的
集
会
と
結
社
の
自
由
へ
の
権
利
と
両
立
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
世
界
人
権
宣
言
の
第
一
九
条
並
び
に

第
二
○
条
に
宣
一
一
一
一
口
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関

す
る
国
際
規
約
の
第
一
九
条
と
第
二
一
条
に
も
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
人
種
差
別
撤
廃
条
約
第
五
条
．
（
Ⅷ
）
並
び
に
（
Ⅸ
）
に
も
ま
た
規
定

さ
れ
て
い
る
。

ベ
ル
ギ
ー
王
国
は
ま
た
、
人
権
と
基
本
的
自
由
保
護
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ

い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
再
度
、
ト
ン
ガ
政
府
は
第
四
条
の
完
全

な
実
施
を
保
障
す
る
た
め
の
拘
束
力
あ
る
立
法
措
置
を
と
る
よ
う
に
と
の

．
（
花
）

希
望
を
表
明
し
た
。
』

四
、
ベ
ル
ギ
ー

剛
カ
ナ
ダ
の
場
合
は
、
批
准
の
時
に
留
保
も
解
釈
宣
言
も
行
わ
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
「
条
約
」
第
四
条
を
実
施
す
る
た
め
の
立
法
措
置
は
な
い
。

川
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
幾
人
か
の
委
員
は
、
報
告
書
の
中
に
「
カ
ナ
ダ
は
団
体
の
活
動
を
規

制
す
る
と
い
う
こ
と
を
約
束
す
る
が
、
こ
の
場
合
団
体
を
違
法
と
宣
言
す

る
方
式
を
好
む
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
コ
メ
ン
ト
を
行
っ

た
。
条
約
に
基
づ
い
て
、
当
事
国
は
条
約
第
四
条
ｂ
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
活

動
ま
た
は
団
体
を
規
制
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
だ
け
で
な
く
、
団
体
自
体

を
違
法
と
宣
一
一
一
一
口
し
、
禁
止
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
が
、
想
起
さ

（
ね
）

れ
た
。
』

条
約
第
四
条
ｂ
の
適
用
に
関
し
て
、
カ
ナ
ダ
代
表
は
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。
『
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
と
こ
の
規
定
は
、
世
界
人
権
宣
言
に
具
現
さ

れ
た
諸
原
則
へ
の
明
確
な
言
及
を
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
他
の
部
分
に

照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宣
言
の
第
一
九
条
と
一
一
○
条

は
、
意
見
、
発
表
、
集
会
及
び
結
社
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
、
要
件
が
お
互
い
に
相
容
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ

シ
バ
条
約
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と
を
重
く
み
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
強
調
し
た
い
。
特
に
、
意
見
と
表
現
の
自
由
並
び
に

平
和
な
集
会
と
結
社
の
自
由
を
各
々
扱
っ
て
い
る
第
一
○
条
と
第
二
条

に
つ
い
て
然
り
で
あ
る
。
」

伽
ベ
ル
ギ
ー
の
第
二
報
告
書
（
ｃ
ｏ
ｏ
（
○
す
貝
］
君
の
》
○
同
宛
己
へ
○
へ
息
へ

シ
＆
』
）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ベ
ル
ギ
ー
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
。

●
人
種
差
別
主
義
に
基
づ
い
た
団
体
の
禁
止

『
人
種
間
優
越
主
義
に
基
づ
く
団
体
の
禁
止
、
こ
の
よ
う
な
団
体
の
特

性
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
し
て
現
在
と
ら
れ
て
い
る
措
置
に
つ
い
て
の
ベ

ル
ギ
ー
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
報
告
が
求
め
ら
れ
た
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
が
批
准
書
を
寄
託
し
た
時
に

行
っ
た
釈
明
宣
言
に
明
ら
か
な
通
り
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
、
差
別
並
び
に

そ
の
よ
う
な
差
別
が
平
等
の
立
場
に
お
け
る
人
権
の
享
受
あ
る
い
は
行
使

に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
不
利
な
効
果
に
対
す
る
闘
争
の
た
め
の
諸
要
件
は
、

出
来
る
限
り
意
見
と
発
表
の
自
由
並
び
に
平
和
的
な
集
会
と
結
社
の
自
由

へ
の
権
利
の
諸
要
件
と
両
立
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

る
。す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
の
圧
倒
的
多
数
は
思
想

と
い
う
も
の
の
い
か
な
る
検
閲
に
も
反
対
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
に
、

特
別
の
場
合
に
恐
ら
く
正
当
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
法
律
が
、
よ
り
あ
い
ま

い
な
、
さ
ら
に
は
全
く
容
認
さ
れ
得
な
い
状
況
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
過
度
の
自
由
の
方
が

結
局
は
、
濫
用
の
危
険
の
あ
る
制
限
よ
り
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。
議

会
で
の
諸
提
案
も
、
｜
般
的
に
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
慎
重
に
対
処
す

の
自
由
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
に
、
何
の
疑
い
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
世
界
人
権
宣
言
の
第
二
九
条
二
項
は
、
他
人
の
権
利
及
び
自
由
の
尊

重
を
保
障
す
る
た
め
の
制
限
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
ベ

ル
ギ
ー
の
人
種
差
別
団
体
の
存
在
は
他
人
の
自
由
を
制
約
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
件
は
条
約
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

（
両
）

な
ら
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
た
」

五
、
カ
ナ
ダ
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皿
し
か
し
、
万
が
一
自
分
の
国
の
管
轄
権
の
範
囲
で
は
人
種
差
別
は
存

在
し
な
い
と
か
、
人
種
差
別
団
体
は
な
い
と
主
張
出
来
る
と
し
て
も
、
当
事

国
は
ａ
及
び
ｂ
に
従
っ
て
立
法
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
第
四
条
は
治
療
よ
り
防
止
を
目
的
と
し
て
い
る
。
法
律
に
よ
る
処
罰

は
、
人
種
差
別
主
義
ま
た
は
人
種
差
別
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
助
長
ま
た
は
煩

川
「
条
約
」
第
四
条
ａ
及
び
ｂ
の
要
件
の
す
べ
て
を
ま
だ
充
足
し
て
い

な
い
国
の
多
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
ず
も
っ
て
、
自
分
の

国
の
管
轄
権
下
に
限
り
人
種
差
別
は
存
在
し
な
い
と
す
る
若
干
の
国
が
あ
る

け
ら
れ
て
い
る
。

『
そ
の
よ
う
な
差
別
の
あ
ら
ゆ
る
煽
動
又
は
行
為
を
根
絶
す
る
こ
と
を
目
ざ

し
た
迅
速
か
つ
積
極
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
』
を
約
束
す
る
と
し
て
い
る
。

川
し
か
し
、
第
四
条
ａ
及
び
ｂ
は
自
由
裁
量
的
で
は
な
く
、
強
行
的
な

の
で
あ
る
。
第
四
条
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
当
事
国
は
第
四
条
に
従

っ
て
、
同
条
ａ
に
列
挙
さ
れ
た
一
定
の
諸
行
為
を
『
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ

れ
る
べ
き
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
』
の
で
あ
り
、
ま
た
同
条
、
ｂ
に

要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
人
種
的
差
別
を
助
長
し
煽
動
す
る
団
体
並
び

に
組
織
的
宣
伝
活
動
及
び
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
宣
伝
活
動
が
違
法
で
あ
る
こ

と
を
宣
言
し
か
つ
禁
止
す
る
』
、
並
び
に
『
そ
れ
ら
の
団
体
又
は
活
動
へ
の

参
加
が
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
』
の

で
あ
る
。

加
第
四
条
は
（
導
入
部
を
み
よ
）
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
人
種
差
別
ま

た
は
こ
の
よ
う
な
差
別
の
煽
動
の
根
絶
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
ａ
及
び

ｂ
は
、
主
と
し
て
人
種
差
別
の
煽
動
、
ま
た
は
助
長
及
び
煽
動
に
対
し
て
向

た
め
で
あ
る
。

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
し
か
し
こ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
努
力
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
故
に
こ
そ
、
カ
ナ
ダ
は
第
四
条
ｂ
に
よ

っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
個
々
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
即
し
て
検
討

（
ね
）

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
←
の
る
』

『
さ
ら
に
、
条
約
第
四
条
ｂ
に
従
っ
て
、
人
種
差
別
を
助
長
し
、
煽
動

す
る
団
体
を
違
法
と
宣
言
し
、
禁
止
す
る
た
め
に
、
直
接
的
な
立
法
措
置

は
と
ら
れ
て
い
な
い
と
も
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
カ
ナ
ダ
代
表

が
そ
の
第
四
定
期
報
告
書
の
委
員
会
に
よ
る
審
議
に
際
し
て
、
カ
ナ
ダ
政

府
は
、
人
種
差
別
的
性
格
の
団
体
に
対
し
て
は
、
予
防
措
置
を
と
る
と
い

う
よ
り
、
必
要
が
生
ず
る
度
毎
に
措
置
を
と
る
と
い
う
方
式
の
方
を
選
択

し
た
と
述
べ
た
こ
と
が
、
想
起
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
を
禁
止
す
る

こ
と
に
特
定
さ
れ
た
立
法
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
の
報
告
が

さ
ら
に
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
第
四
条
ｂ
に
関
し
て
の
カ
ナ
ダ
政
府

の
現
在
の
考
え
方
は
ど
う
か
が
質
問
さ
れ
た
。

第
四
条
ｂ
の
実
施
の
た
め
の
立
法
措
置
に
関
す
る
質
問
に
答
え
て
、
カ

ナ
ダ
政
府
代
表
は
、
本
件
を
カ
ナ
ダ
に
通
用
し
て
い
る
立
法
シ
ス
テ
ム
の

形
態
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
委
員
会
に
要
請
し
、
人
種
的
優
越
ま

た
は
憎
悪
、
あ
る
い
は
人
種
差
別
の
煽
動
を
流
布
す
る
企
て
が
起
こ
る
ま

で
、
カ
ナ
ダ
国
民
は
、
立
法
措
置
は
不
要
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ

（
即
）

た
。
』Ｅ
留
保
（
略
）

Ｆ
留
保
並
び
に
解
釈
声
明
ま
た
は
吉
一
一
一
一
一
臣
の
効
果
（
略
）

川
「
条
約
」
を
実
施
す
る
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
実
行
は
、
こ
と
に
第

四
条
に
関
し
て
は
、
｜
様
で
は
な
い
。

皿
い
く
つ
か
の
国
は
、
「
条
約
」
の
発
効
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
法
律

は
す
で
に
、
第
四
条
の
諸
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
主
張

が
正
当
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
稀
な
場
合
で
あ
る
。

加
他
の
国
ぐ
に
は
、
「
条
約
」
の
批
准
ま
た
は
加
入
に
先
立
っ
て
、

「
条
約
」
に
合
致
さ
せ
る
た
め
の
立
法
措
置
を
完
了
し
た
。

畑
多
く
の
国
が
、
「
条
約
」
へ
の
加
入
ま
た
は
そ
の
批
准
の
後
に
、
現

行
法
の
改
正
を
行
っ
た
。
第
四
条
を
完
全
に
充
足
す
る
改
正
も
若
干
あ
る
。

川
わ
ず
か
な
数
の
国
は
、
第
四
条
に
定
め
る
要
件
を
充
足
す
る
た
め
、

全
く
新
し
い
法
制
を
採
用
し
た
。

脳
い
く
つ
か
の
国
は
、
必
要
な
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
を
目
下
考
慮
中

で
あ
る
。
こ
の
た
め
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
国
も
若
干
あ
る
。

川
「
条
約
」
の
他
の
条
文
と
異
っ
て
、
第
四
条
に
は
自
動
執
行
性
は
な

い
。
「
条
約
」
を
国
内
法
の
一
部
に
編
入
あ
る
い
は
変
形
す
る
手
続
が
備
わ

っ
て
い
て
も
、
第
四
条
が
命
令
す
る
と
こ
ろ
を
果
た
す
た
め
に
立
法
措
置
が

と
ら
れ
た
時
に
の
み
、
こ
の
条
文
は
実
施
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

Ⅷ
「
条
約
」
の
他
の
条
文
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ら
条
文
は
、
当

事
国
が
「
条
約
」
の
目
的
を
達
成
す
る
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
措

置
を
、
充
分
な
自
由
裁
量
を
も
っ
て
と
る
こ
と
を
当
事
国
に
許
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
四
条
の
導
入
部
は
こ
の
一
般
的
傾
向
に
従
っ
て
、
当
事
国
は

動
を
目
的
と
す
る
活
動
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
、
推
定
さ
れ

る
。
他
の
措
置
も
「
条
約
」
に
よ
っ
て
推
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
。
特
に
第
七
条
で
は
、
教
授
、
情
報
、
教
育
、
文
化
並
び
に
文
化

を
通
じ
て
、
人
種
差
別
を
導
く
偏
見
と
闘
い
、
諸
国
聞
及
び
人
種
的
又
は
種

族
的
集
団
の
間
に
お
け
る
理
解
、
寛
容
及
び
友
好
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
事
立
法
措
置
も
、
教
育
的
で
あ
る
と
と
も
に
懲
戒

的
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

皿
第
四
条
に
従
っ
て
立
法
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
、
ま
た

何
時
す
る
の
か
と
い
う
決
定
を
す
る
た
め
の
自
由
裁
量
権
を
確
保
し
た
い
と

す
る
国
も
若
干
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
留
保
は
「
条
約
」
の
趣
旨
と
目
的
に
合
致

せ
ず
、
「
条
約
」
第
二
○
条
二
項
の
も
と
で
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

畑
第
二
○
条
二
項
は
、
「
留
保
は
、
こ
の
条
約
の
当
事
国
の
少
な
く
と

も
三
分
の
一
一
が
反
対
す
る
と
き
は
、
両
立
し
な
い
も
の
又
は
抑
止
的
な
も
の

と
み
な
さ
れ
る
』
と
規
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
る
留
保
が
「
条
約
」
と

両
立
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
む
し
ろ
特
異
な
方
法
で
あ
る
。
「
条
約
」
の
第
二
二
条
は
国
際
司
法

裁
判
所
に
、
「
条
約
」
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
た

め
の
最
終
的
権
能
を
与
え
て
い
る
。

狐
問
題
の
留
保
の
許
容
性
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
司
法
的
決
定
が
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
当
事
国
は
、
そ
の
留
保
を
撤
回
す
る
よ
う
求
め
ら
れ

る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
実
際
、
委
員
会
も
あ
る
当
事
国
に
そ
の
よ
う
な
勧
告
を

行
っ
た
例
が
あ
る
。

剛
「
条
約
」
第
四
条
の
完
全
実
施
を
妨
げ
て
い
る
他
の
要
因
は
、
こ
の
条

文
が
意
見
及
び
表
現
の
自
由
、
並
び
に
平
和
的
な
集
会
と
結
社
の
自
由
を
侵

四
結
論
と
勧
告
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砺
窪
麟
譲
臓
瀧
窯
胖
鮭
艤
露
師
璃
・
工
川
川
吐

荊
ス
）
と
な
っ
て
い
る
。

墹
醐
多
く
の
当
事
国
が
そ
の
憲
法
の
中
に
、
そ
こ
に
保
障
さ
れ
て
い
る
人

施
権
の
享
受
に
お
け
る
平
等
の
原
則
を
入
れ
て
い
る
。
ま
た
自
国
の
憲
法
の
中

喉
に
、
差
別
禁
止
の
原
則
、
こ
と
に
人
種
ま
た
は
肌
の
色
に
基
づ
く
こ
の
原
則

条
を
規
定
し
て
い
る
国
ぐ
に
も
他
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
ぐ
に
も
若
干
は
そ
れ

化
故
、
差
別
行
為
ま
た
は
平
等
の
原
則
の
侵
犯
は
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
主
張

畷
し
て
い
る
。
憲
法
違
反
行
為
の
犠
牲
者
は
、
そ
の
救
済
を
求
め
て
権
限
あ
る

鵬
裁
判
所
へ
訴
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
一
部
の
国
は
憲
法
上
の
権
利
と
し

条
て
ア
ム
パ
ロ
（
四
目
ご
胃
・
）
と
い
う
特
別
の
救
済
手
続
を
用
意
し
て
い
る
。

醗
剛
ア
ム
パ
ロ
と
い
う
救
済
手
続
は
、
一
般
的
に
、
公
務
員
ま
た
は
公
の

朔
当
局
が
差
別
行
為
と
か
平
等
の
原
則
の
侵
害
と
か
の
憲
法
違
反
行
為
を
行
っ

関
た
時
に
、
用
い
ら
れ
る
。
担
当
の
裁
判
所
が
憲
法
違
反
行
為
を
認
定
し
た
時

勵
は
、
関
係
の
公
務
員
ま
た
は
公
の
当
局
は
、
行
為
の
実
行
の
継
続
を
中
止
す

徹
る
よ
う
命
令
さ
れ
る
。
も
し
公
務
員
ま
た
は
公
の
当
局
が
こ
れ
に
従
わ
な
い

ｌ
 

議
場
合
は
、
直
ち
に
罷
免
さ
れ
る
。
人
種
差
別
の
煽
動
の
犠
牲
者
と
行
為
者
の

臆
双
方
が
公
務
員
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
救
済
手
続
を
利
用
出
来
る
。
し
か
し

》附鴫鯆剛舸飢脈燗Ｍ暘合、人種差別またはその煽動の犠牲者に何
畑
剛
若
干
の
当
事
国
の
法
制
は
、
『
人
種
的
優
越
ま
た
は
憎
悪
の
流
布
』

ら
ま
た
は
『
人
種
差
別
の
煽
動
』
を
、
｜
定
の
条
件
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
。

あ
つ
ま
り
、
流
布
ま
た
は
煽
動
は
意
図
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
、

３
 

遁
『
憎
悪
を
か
き
た
て
る
』
と
い
う
よ
う
な
目
的
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

害
ま
た
は
危
険
に
お
と
し
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
で
あ

る
。
こ
れ
は
極
端
な
議
論
と
言
え
よ
う
。
中
間
の
立
場
は
、
『
バ
ラ
ン
ス
』

が
第
四
条
ａ
と
言
論
の
自
由
、
並
び
に
、
第
四
条
ｂ
と
結
社
の
自
由
の
間
に

保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
大
勢
は
、
言
論
の
自

由
及
び
結
社
の
自
由
権
は
絶
対
的
と
は
言
え
ず
、
こ
れ
ら
に
も
一
定
の
制
約

が
あ
る
と
す
る
見
解
に
傾
い
て
い
る
。

川
自
由
と
い
う
の
は
ラ
イ
セ
ン
ス
で
は
な
い
。
国
連
事
務
総
長
だ
っ
た

ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
、
次
の
通
り
極
め
て
鋭
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
『
昔

も
今
日
も
無
制
限
の
自
由
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
あ
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
各

人
の
自
由
と
い
う
の
は
、
隣
人
の
自
由
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
あ
る
社
会

が
存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
そ
の
す
べ
て
の
構
成
の
行
動
の
自
由
に

対
す
る
一
定
の
制
約
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
社
会
ま
た
は
共

同
体
が
い
か
に
ル
ー
ズ
な
も
の
で
あ
る
か
と
か
、
秩
序
の
な
い
も
の
で
あ
る

か
は
、
余
り
関
係
が
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
個
々
人
の
自
由
に
対
す
る
制
約

（
餌
）

は
、
不
可
避
な
も
の
で
←
の
る
。
』

剛
世
界
人
権
胄
｜
言
第
二
九
条
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
記
し
て
い

る
。
す
べ
て
の
人
は
、
自
己
の
権
利
及
び
自
由
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
、

他
人
の
権
利
及
び
自
由
の
正
当
な
承
認
及
び
尊
重
を
保
障
す
る
こ
と
並
び
に

民
主
的
社
会
に
お
け
る
道
徳
、
公
の
秩
序
及
び
一
般
の
福
祉
の
正
当
な
要
求

を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
目
的
と
し
て
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
制
限

の
み
に
服
す
る
。

剛
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
巨
第
三
○
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
こ
の
宣
言
の

い
か
な
る
規
定
も
、
い
ず
れ
か
の
国
、
集
団
又
は
個
人
に
対
し
て
、
こ
の
宣

言
に
掲
げ
る
権
利
及
び
自
由
の
破
壊
を
目
的
と
す
る
活
動
に
従
事
し
、
又
は

そ
の
よ
う
な
目
的
を
有
す
る
行
為
を
行
う
権
利
を
認
め
る
も
の
と
解
釈
し
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
九
条
二
項
に
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
合
理
的
な
制
限
を
排
除
し
た
り
、
禁
止
し
た
り
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
を
、
別
途
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
九
条
二
項
は
、
し
か
し
こ

れ
ら
の
権
利
や
自
由
を
無
効
に
す
る
目
的
ま
た
は
効
果
を
有
す
る
も
の
で
は

な
い
。
さ
ら
に
人
権
宣
言
の
第
二
九
条
三
項
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
及
び
自
由

を
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原
則
に
反
し
て
行
使
し

て
は
な
ら
な
い
、
と
規
定
す
る
。

川
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
第
二
九
条
㈲
は
、

表
現
の
自
由
に
対
す
る
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
次
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
制
限
の
み
を
課
す
こ
と
が

出
来
る
と
し
て
い
る
。
ａ
他
の
者
の
権
利
又
は
信
用
の
尊
重
、
ｂ
国
の
安

全
、
公
の
秩
序
又
は
公
衆
の
健
康
若
し
く
は
道
徳
の
保
護
。

剛
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
第
二
一
条
も
ま

た
、
平
和
的
な
集
会
の
権
利
も
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

国
の
安
全
若
し
く
は
公
共
の
安
全
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
若
し
く
は
道

徳
の
保
護
又
は
他
の
者
の
権
利
及
び
自
由
の
保
護
の
た
め
に
民
主
的
社
会
に

お
い
て
必
要
な
よ
う
な
制
限
は
、
こ
れ
を
課
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

川
自
由
な
言
論
に
対
す
る
権
利
を
擁
護
す
る
の
に
最
も
意
欲
的
で
あ
る

社
会
に
お
い
て
さ
え
、
名
誉
穀
損
並
び
に
治
安
撹
乱
に
対
す
る
法
律
は
存
在

す
る
。
委
員
会
の
大
勢
は
、
同
じ
論
理
が
、
人
種
的
優
越
に
基
づ
い
た
思
想

の
流
布
に
関
し
て
、
差
別
な
く
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
確
信

し
て
い
る
。

剛
加
う
る
に
、
人
種
差
別
は
国
際
法
上
の
一
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
根
絶

ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
行
動
は
、
脅
迫
的
、
罵
倒
的
、
ま
た
は
侮
辱
的
』
で
あ

り
、
ま
た
は
、
『
噸
笑
、
誹
誇
、
侮
辱
、
脅
迫
ま
た
は
そ
の
他
の
手
段
』
を

伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
制
限
的
で
、
第

四
条
ａ
が
、
ま
っ
た
く
無
条
件
に
、
流
布
ま
た
は
煽
動
の
単
な
る
行
動
を
処

罰
す
べ
き
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
。

川
刑
法
典
の
ほ
と
ん
ど
が
、
い
ず
れ
か
の
個
人
ま
た
は
個
人
の
集
団
に

対
す
る
暴
力
行
為
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
行
為
の
煽
動
を
処
罰
す
る
も
の
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
第
四
条
ａ
の
文
字
通
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
精
神

の
次
元
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
｜
応
こ
の
規
定
の
要
件
の
一
つ
は
充
足
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
特
定
の
人
種
ま
た
は
異
っ
た
肌
の
色
ま
た
は
種
族
的

出
身
の
個
人
の
集
団
」
に
対
す
る
暴
力
あ
る
い
は
そ
の
煽
動
に
特
定
し
た
立

法
措
置
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

剛
犯
罪
の
共
犯
ま
た
は
従
犯
も
ま
た
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
一
般
的
刑
法

規
定
は
、
『
人
種
差
別
行
為
に
対
す
る
財
政
的
援
助
も
含
む
援
助
の
供
与
の

規
定
』
を
、
も
し
こ
れ
ら
の
人
種
差
別
行
為
が
第
一
順
位
の
犯
罪
と
さ
れ
る

よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
カ
バ
ー
す
る
で
あ
ろ
う
。

剛
若
干
の
当
事
国
は
、
平
和
的
集
会
及
び
結
社
の
権
利
を
保
障
す
る
憲

法
を
持
ち
、
ま
た
合
法
的
目
的
の
た
め
に
の
み
結
成
さ
れ
う
る
と
、
規
定
す

る
。
そ
れ
故
、
人
種
差
別
を
促
進
し
ま
た
は
煽
動
す
る
団
体
ま
た
は
結
社

は
、
合
法
的
目
的
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
違
反

と
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
措
置
は
、
許
可
や
登
録
の
取
消
し
か
ら

解
散
ま
で
と
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
団
体
ま
た
は
結
社
が
す
で
に
登
録
さ
れ

て
い
る
と
か
許
可
さ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
立
法

措
置
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体
ま
た
は
結
社
を
設
立
ま
た
は
結
成
し
、
あ
る
い






