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幻
予
防
措
置
は
治
療
措
置
に
ま
さ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
治
療
は

事
後
措
置
と
処
罰
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
み
せ
し
め
と
か
処
罰
に
よ

る
脅
威
に
よ
っ
て
は
実
際
よ
り
よ
い
将
来
へ
の
保
障
は
得
ら
れ
な
い
し
、

ま
た
社
会
関
係
に
お
け
る
人
び
と
の
行
動
の
道
徳
的
水
準
を
ひ
き
上
げ
る

こ
と
に
も
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
精
神
的
姿
勢
は
道
徳
的
ガ
イ
ダ
ン

ス
と
訓
練
を
含
ん
だ
予
防
的
措
置
で
も
っ
て
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
、
明
白
と
な
る
。
権
力
の
座
に
あ
る
者
は
従
っ
て
、
人
種
差
別

の
忌
ま
わ
し
い
性
格
と
罪
悪
性
に
つ
い
て
知
ら
し
め
る
義
務
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
数
者
集
団
、
移
民
、
原
住

民
、
そ
の
他
人
種
差
別
の
犠
牲
で
あ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
人
び
と
に
対
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
『
援
助
』
を
行
う
こ
と
で
は
十
分
と
は
言
え
な

い
。
当
事
国
を
法
的
に
義
務
づ
け
る
－
，
条
約
」
に
則
っ
て
、
寛
容
、
理
解
、

友
好
を
、
社
会
の
大
多
数
者
と
こ
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
集
団
と
の
間
に
促

進
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
あ
る
。

別
で
は
ど
う
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
目
的
は
達
成
さ
れ
る
の
か
。
人
種
的

差
別
反
対
の
原
則
に
関
す
る
『
一
般
大
衆
の
啓
発
』
計
画
を
作
り
、
実
施

す
る
こ
と
が
必
要
に
思
わ
れ
る
。

皿
幸
い
な
こ
と
に
第
九
条
に
従
っ
て
当
事
国
が
提
出
す
る
定
期
報
告
書

は
、
人
種
差
別
主
義
と
人
種
差
別
を
防
止
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
べ
き
行

動
と
措
置
に
関
す
る
豊
富
な
材
料
を
の
せ
て
い
る
。
委
員
会
も
強
調
し
た

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
異
な

序
言

第
一
章
第
七
条
に
基
づ
く
国
家
の
義
務

面
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

｜
、
迅
速
で
実
効
的
措
置

二
、
当
事
国
が
引
受
け
る
義
務
の
範
囲

三
、
人
種
差
別
を
導
く
偏
見
と
闘
う
と
い
う
国
家
の
義
務

Ｈ
人
種
的
偏
見
を
根
絶
す
る
た
め
の
措
置

ロ
諸
国
家
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
た
め
に

当
事
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
積
極
措
置

一
四
基
本
的
文
書
、
四
つ
の
国
際
連
合
文
書

人
種
差
別
を
撤
廃
す
る
手
段
と
し
て
の
、
教
授
、
教
育
、
文
化
及
び
情
報

第
二
章
い
ろ
い
ろ
な
措
置

基
本
的
文
書
、
四
つ

一
、
国
際
連
合
憲
章

一
一
、
世
界
人
権
宣
言

三
、
あ
ら
ゆ
る
形
態

四
、
’
九
六
九
年
一
月
四
日
発
効
の
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種

差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約

（
以
上
、
第
四
五
号
）

目
次

言

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
連
合
宣

第
二
章
い
ろ
い
ろ
な
措
置

面
一
国
内
的
措
置

一
、
法
的
ま
た
は
特
定
の
権
限
を
持
つ
機
関
の
教
育
的
役
目

二
、
適
切
な
教
授
法

三
、
適
切
な
教
育

四
、
基
本
的
に
人
間
中
心
の
文
化

五
、
人
種
差
別
と
闘
う
た
め
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
組
織
的
動
員

同
一
国
際
的
措
置
、
当
事
国
に
よ
る
「
条
約
」
第
七
条
の
規
定
の
誠

実
な
実
施
を
監
視
す
る
た
め
の
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
Ｓ
国
《

ご
）
の
権
限

結
論
第
七
条
の
特
質
・
そ
の
人
間
的
、
社
会
的
及
び
国
際
的
意

味
あ
い

（
以
上
、
本
号
）

Ａ
国
内
的
措
置

一
、
法
的
ま
た
は
特
定
の
権
限
を
持
つ
機
関
の
教
育
的
役
目

弘
既
存
の
法
的
措
置
の
実
効
性
や
特
定
の
国
際
機
構
の
も
た
ら
す
成
果
に

は
、
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
権
力
壌
関
や
世

論
に
も
た
ら
す
影
響
と
い
う
も
の
は
無
視
出
来
な
い
。
も
し
平
等
な
権
利

に
関
す
る
法
規
範
が
も
っ
と
頻
繁
に
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
政
府

は
こ
れ
ら
を
本
当
に
重
要
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
個
々
人
も
ま
た
こ
の

よ
う
な
権
利
の
存
在
と
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
し
か
る
べ
き
法
的
手
続
に
徒

っ
た
社
会
的
、
法
律
的
制
度
を
持
つ
国
々
の
経
験
は
、
お
そ
ら
く
他
の
国

々
に
、
こ
と
に
発
展
途
上
国
に
と
っ
て
有
用
で
あ
ろ
う
。

皿
人
び
と
の
態
度
を
変
え
さ
せ
る
た
め
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
ど
の
よ
う
な

行
為
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
の
示
す
通

り
で
あ
る
。

羽
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
、
普
遍
的
に
承
認
さ
れ

た
原
則
の
実
施
に
向
か
っ
て
、
卒
直
で
誠
実
な
態
度
を
関
係
当
局
が
採
る

と
い
う
こ
と
の
必
要
性
が
特
に
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家

は
国
内
的
レ
ベ
ル
で
義
務
を
果
た
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

義
務
は
ま
た
集
団
的
保
護
措
置
と
い
う
国
家
間
の
国
際
シ
ス
テ
ム
に
も
属

す
る
。
つ
ま
り
世
界
的
世
論
は
国
際
的
機
関
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
原
則

を
実
施
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
ど
の
よ
う
な
国
の
ケ
ー
ス
を
も
摘
発
し

強
く
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
条
約
の
普
遍
性
を
推
進
す
る
の
で
あ
り
国

家
も
こ
の
よ
う
な
目
的
に
向
か
っ
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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っ
て
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
層
の
認
識
を

深
め
る
こ
と
に
な
る
。

開
極
め
て
す
ぐ
れ
た
制
度
が
、
国
際
的
レ
ベ
ル
で
は
設
立
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
制
度
も
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
、
国
家
の
側
の

悪
意
に
当
た
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
の
で
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
輝
か
し
い
成

果
を
も
た
ら
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
着
実
に
進
展
し
、
重
要
性
を

増
し
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
成
功
に
加
え
て
、
も

し
こ
れ
ら
が
現
実
に
定
着
し
て
く
れ
ば
、
訓
練
と
教
育
的
役
目
を
果
た
す

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
世
論

に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
に
は
無
視
出
来
な
い
も
の
が
あ
り
、
｜
方
、
世
論

と
い
う
も
の
を
民
主
主
義
国
の
当
局
者
は
極
め
て
重
視
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
国
家
と
個
々
人
双
方
の
人
間
的
で
人
道
主
義
的
教
育
と

い
う
も
の
は
、
人
権
と
基
本
的
自
由
を
擁
護
し
、
人
種
差
別
主
義
に
対
し

て
個
々
人
を
護
る
た
め
の
機
構
に
と
っ
て
の
任
務
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
あ
ら
ゆ
る
人
種
と
国
籍
の
平
等
に
関
す
る
ソ
ビ
エ
ト
法
と
そ
の
個
々

の
条
文
の
研
究
は
、
白
ロ
シ
ヤ
共
和
国
の
教
育
制
度
に
お
い
て
重
要
な
位

置
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
反
人
種
主
義
的
態

度
の
形
成
に
か
か
わ
る
諸
問
題
は
、
中
等
学
校
と
上
級
教
育
学
校
の
双
方

の
カ
リ
キ
ー
ー
ラ
ム
に
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に

関
す
る
情
報
は
プ
レ
ス
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
（
○
国
勾
己
へ
○
ご
］
ヘ
シ
ニ
ニ
・
霞
》
勺
・
『
）
。

弱
プ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
一
国
の
社
会
に
ま
だ
統
合
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

種
族
共
同
体
の
あ
る
よ
う
な
若
干
の
国
が
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
ア
マ
ゾ

ン
地
域
の
孤
立
し
た
原
住
民
集
団
に
対
し
て
特
別
の
政
策
を
実
施
し
て
き

法
的
制
度
の
変
革
、
㈲
社
会
に
お
け
る
偏
見
が
将
来
の
世
代
に
受
け
継

が
れ
な
い
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
教
育
過
程
（
こ
れ
は
次
の
こ
と

に
関
係
す
る
）
を
改
革
す
る
こ
と
で
あ
る
。

羽
社
会
学
的
に
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
が
構
成
員
の
多
様
性
に
向
か
う

と
い
う
動
か
し
難
い
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
的
変
動
が
一
つ
の
社
会

に
お
け
る
異
っ
た
集
団
や
階
級
の
存
在
を
浮
き
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
レ
ベ
ル
で
の
差
異
の
存
在
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
差
別
と
い
う
も
の
が

生
ま
れ
て
き
た
。

幼
多
く
の
参
加
者
は
、
社
会
的
変
動
の
結
果
と
し
て
差
異
が
ま
す
ま
す
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
差
別
解
消
に
向
か
わ
ず
反
対
の
傾
向
が
出
て

き
た
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

虹
『
異
な
っ
て
存
在
す
る
権
利
』
（
国
、
三
｛
○
ヶ
⑦
＆
〔
【
貝
の
】
〕
（
）
あ
る

い
は
『
他
者
で
あ
る
権
利
』
（
用
碕
三
（
○
・
一
一
〕
⑦
目
〕
の
印
の
）
に
つ
い
て
も
討

議
が
行
わ
れ
た
。
『
異
な
っ
て
存
在
す
る
権
利
』
と
い
う
も
の
は
正
し
く

解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
い
と
、
こ

の
言
葉
は
、
③
勝
手
な
分
離
運
動
を
支
え
る
原
則
と
な
っ
た
り
、
⑪

人
種
差
別
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

蛆
第
七
条
の
基
本
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
寛
容
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
国
に
で
も
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
異
な
っ
た
諸
文

化
が
平
等
に
享
受
さ
れ
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
の
積
極
的
で

具
体
的
活
動
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
々
の
民
族
の
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
護
す
る
た
め
に
極
端
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
、

強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
異
な
っ
た
民
族
の
、
あ
る
い
は

訂
人
種
差
別
の
問
題
の
教
授
（
｛
①
四
○
一
】
旨
、
）
に
関
す
る
大
学
教
授
と
人

種
関
係
機
関
の
代
表
者
の
円
卓
会
議
は
、
ジ
一
一
ネ
ー
プ
で
一
九
七
九
年
一

一
月
五
日
か
ら
九
日
ま
で
開
か
れ
た
。
そ
の
結
論
は
こ
の
点
に
つ
い
て
極

（
５
）
 

め
て
一
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

胡
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者
は
、
人
種
間
の
偏
見
と
不
平
等
の
概
念
は
、
ま
ね

や
精
神
的
無
力
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
り
、
受
容
さ
れ
た
り
、
身
に

つ
い
た
り
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
先
天
的
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
人
種
差
別
主
義
は
社
会
に
お
い
て
世
代
か
ら

世
代
へ
受
け
継
が
れ
る
、
人
々
の
集
団
的
意
識
の
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
人
種
差
別
主
義
を
根
絶
す
る
と
い
う
作
業
は
い
ろ
い
ろ
の
異

な
っ
た
側
面
に
か
か
わ
る
が
、
次
の
諸
点
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
た
。
③
集
団
の
意
識
や
心
理
並
び
に
国
家
の
倫
理
的
並
び
に

異
な
っ
た
種
族
的
、
民
族
的
共
同
体
に
属
す
る
発
展
過
程
の
人
び
と
や
構

成
員
は
、
全
く
自
分
達
を
孤
立
さ
せ
る
よ
う
に
向
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
固
有
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
固
有
の
伝
承

や
伝
統
の
中
に
安
住
し
て
し
ま
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
も
い
け
な
い
。

今
日
で
は
、
個
々
の
民
族
の
特
質
や
異
な
っ
た
文
化
に
自
分
達
の
発
展
の

た
め
の
モ
デ
ル
と
技
術
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
、
誰
も
異
議
を
さ

し
は
さ
む
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
異
な
っ
た
文
化
の
発
展
の

諸
条
件
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
自
分
達
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
は
い
さ
さ
か
な
り
と
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
な
い
し
、
ま
た

こ
れ
を
容
認
す
る
も
の
で
も
な
い
。

蛸
人
種
差
別
主
義
に
関
す
る
今
日
の
教
育
に
は
改
善
の
余
地
が
大
い
に
あ

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
歴
史
に
基
づ
く
単
な

る
教
育
的
で
抽
象
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
人
種
差
別
主
義
の
も
た
ら
す
害

毒
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
、
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
教
育
だ
け
で
は
、
一
般
的
な
社
会
の
実
状
を

考
え
る
に
は
ほ
ど
遠
い
の
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
び
と
の
立
場
の

向
上
に
つ
な
が
る
よ
う
な
教
育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
が
、
指
摘

さ
れ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
び
と
も
自
分

達
の
可
能
性
と
能
力
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
論
自
分
達
の
権
利
の
侵
害

に
抵
抗
し
、
差
別
の
も
た
ら
す
結
果
と
闘
い
、
そ
し
て
恋
意
的
で
不
正
な

支
配
に
抵
抗
す
る
た
め
に
使
う
こ
と
の
出
来
る
方
法
や
法
的
救
済
措
置
に

つ
い
て
知
る
に
至
る
。
と
に
か
く
人
種
差
別
主
義
に
つ
い
て
の
教
育
は
、

人
権
に
関
す
る
一
般
教
育
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

て
い
る
。
必
要
以
上
に
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
接
触
を
求
め
な
い
と
い
う
の

が
基
本
的
政
策
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
一
般
的
に
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
有
害
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
住
民
の
共
同

体
は
句
ご
ｚ
缶
目
（
ｚ
皀
一
・
昌
一
旨
＆
自
司
・
［
］
己
昌
一
・
】
】
）
の
保
護
の
下
に

あ
る
。
し
か
し
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
誰
で
も
司
法
機
関
に
対
し
て
、
保
護
規

則
の
適
用
か
ら
解
放
さ
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
市
民
と
し
て
完
全
な
権
利
を
持
ち

た
い
と
請
願
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
が
人
種
的
対
立
を
解
消
す

る
た
め
に
行
っ
て
き
た
努
力
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
状
況
を
直
し
て
ゆ
く
た
め
の
一
層
成
果
が
期
待
さ
れ
る
（
ブ

ラ
ジ
ル
の
第
六
報
告
書
、
○
局
丙
己
へ
○
へ
霊
へ
シ
三
・
】
・
勺
・
］
Ｓ

一
一
、
適
切
な
教
授
法
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こ
と
が
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

必
教
育
綱
領
に
関
連
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

③
西
欧
型
の
教
育
体
系
は
必
ず
し
も
非
西
欧
文
化
の
組
織
的
教
育
を

含
ん
で
い
な
い
。

⑪
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
は
、
た
ま
に
特
記
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、

い
ろ
い
ろ
の
異
な
っ
た
民
族
が
全
人
類
の
文
化
に
向
か
っ
て
人
類
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
知
識
の
集
積
に
、
い
か
に
貢
献
し
た
か
の

記
述
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
高
等
教
育
だ
け
で
は
な
く
中
等
教

育
の
中
に
も
出
来
る
限
り
、
今
日
比
較
学
的
（
８
自
国
国
言
｛
）
方

法
と
い
う
も
の
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
有
名
な
比
較
学
者
、
フ

ラ
ン
ス
の
作
家
エ
テ
ィ
ア
ン
プ
ル
（
亘
一
の
目
三
の
）
は
、
文
学
の
一

般
理
論
は
過
去
（
『
未
来
も
過
去
の
知
識
に
依
存
す
る
』
と
述
べ
て

い
る
）
と
現
在
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
特
別

の
優
越
性
を
与
え
る
こ
と
も
、
反
対
に
こ
れ
を
不
当
に
低
く
評
価
し

た
り
無
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に

つ
い
て
は
と
り
わ
け
、
今
日
も
な
お
生
き
て
お
り
解
消
の
困
難
な
帝

国
主
義
的
、
植
民
地
主
義
的
態
度
は
ひ
と
ま
ず
度
外
視
し
て
よ
い
。

新
し
い
人
道
主
義
は
、
ど
の
よ
う
な
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
』
か

ら
も
解
放
さ
れ
た
も
の
で
、
人
間
の
極
め
て
初
期
の
成
業
を
説
明

し
、
あ
る
い
は
評
価
す
る
た
め
に
、
人
間
が
字
を
書
き
出
し
た
時
以

来
の
（
象
形
文
字
、
模
形
文
字
、
Ｂ
形
文
字
、
フ
ォ
ネ
シ
ア
ン
・
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
世
界
中
の
文
化
の
モ
デ
ル
を
綜
合
し
た
も
の
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。
と
は
一
一
一
一
巨
う
も
の
の
、
’
三
項
に
述
べ
た
意
味
の
本

本
当
の
意
味
の
平
等
主
義
が
存
在
す
る
と
言
え
る
ま
で
に
は
、
な
が
い
道

の
り
が
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

灯
人
種
差
別
の
問
題
の
教
授
な
ど
は
本
当
は
あ
り
得
な
い
と
か
不
適
当
で

あ
る
と
い
う
主
張
も
さ
れ
て
い
る
。
教
師
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て
、
あ
る
い

は
こ
れ
に
つ
い
て
学
生
の
興
味
を
そ
そ
る
た
め
の
十
分
な
訓
練
を
受
け
て

い
な
い
。
無
知
か
精
神
的
怠
惰
に
よ
っ
て
、
こ
の
主
題
は
誤
っ
て
思
考
さ

れ
、
大
方
時
代
遅
れ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
正
し
い
考
え
方
で
は

な
い
。
作
家
で
あ
る
ジ
ー
ル
・
ラ
プ
ー
ジ
ニ
は
、
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
デ
ラ
カ

ン
パ
ー
ニ
二
の
著
書
『
人
種
差
別
主
義
の
到
来
、
古
代
と
中
世
』
（
■
一
三
‐

の
拭
く
⑦
己
｛
一
・
口
目
国
曰
の
白
の
缶
具
臼
昌
一
の
》
⑦
｛
三
・
】
⑦
自
鈩
、
の
）
勺
昌
一
の
》

司
四
冒
己
》
ご
缶
）
の
書
評
の
中
で
（
一
九
八
一
一
一
年
一
一
一
月
一
○
日
付
ル
モ

ン
ド
紙
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
人
種
差
別
主
義
の
評
判
は
悪
い
。

軽
蔑
さ
れ
嫌
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
無
力
に
近
い
。
そ
れ
は
粉
砕

さ
れ
て
も
再
起
し
て
く
る
。
う
な
ぎ
が
眠
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し

か
し
敵
の
脳
の
中
に
ま
で
い
つ
の
間
に
か
入
っ
て
き
て
し
ま
う
。
た
た
け

ば
た
た
く
ほ
ど
強
さ
を
ま
し
て
く
る
。
例
え
ば
生
物
学
は
、
人
種
と
い
う

も
の
は
存
在
し
な
い
と
説
く
。
科
学
的
研
究
も
無
力
に
思
え
る
。
科
学
は

唯
一
人
間
と
種
族
集
団
と
い
う
も
の
は
あ
る
が
、
人
種
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
と
説
く
。
し
か
し
、
毎
年
何
千
人
か
ら
の
人
は
こ
の
よ
う
な
人

種
と
い
う
幻
想
の
名
の
も
と
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
』
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た

科
学
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
加
え
て
、
平
等
へ
の
考
え
方
へ
の
忠
誠
の

欠
除
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。
先
に
述
べ
た
国
連
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

人
種
関
係
の
全
領
域
に
か
か
わ
る
現
在
の
教
育
方
法
は
科
学
的
に
誤
り
に

基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
と
い
う
の
は
、
差
別
に
対
す
る
闘
い
を
も

当
の
開
か
れ
た
社
会
に
お
い
て
正
義
と
平
等
主
義
を
主
張
す
る
『
す

ぐ
れ
た
エ
リ
ー
ト
』
の
存
在
や
貢
献
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
人
道
主
義
は
、
異
な
っ
た
民
族
の
間
の

理
解
と
積
極
的
友
好
の
た
め
の
学
校
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
文
化
的
財

産
の
こ
の
よ
う
な
合
理
的
分
配
は
、
ま
た
同
じ
く
財
産
と
し
て
の
資

源
の
公
平
な
分
配
へ
の
途
を
開
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
世
界
は

正
義
の
理
念
に
基
づ
い
た
社
会
秩
序
と
い
う
基
盤
の
上
に
た
た
な
い

限
り
、
存
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

妬
目
標
は
そ
れ
故
ま
こ
と
に
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
ら
か
で
あ
る
か

秘
め
ら
れ
て
い
る
か
を
問
わ
ず
分
離
主
義
を
原
則
と
す
る
い
か
な
る
社
会

も
、
開
放
と
平
等
の
両
方
を
原
則
と
す
る
社
会
に
向
か
わ
し
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
適
切
な
改
革

を
要
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
第
七
条
の
意
味
で
の
教
育
改
革
を
通
じ
て
社

会
構
造
と
制
度
、
ま
た
人
々
の
心
理
的
態
度
に
急
激
な
改
革
を
も
た
ら
す

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

妬
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
あ
る
重
要
な
障
害
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ

ま
り
こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
学
校
と
社
会
と

の
関
係
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
学
校
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
社
会
の
認
め
る
価
値
観
と
体
系
を

反
映
す
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
意
識
的
か
無
意
識
的
か
知
ら
ず
、
一
般

人
に
現
状
そ
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
よ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
、
特
に
そ
の
目
的
が
本
当
に
平
等
主
義
で
あ
る
よ
う
な
若
干
の
場
合
、

ど
の
学
校
を
と
っ
て
も
こ
れ
が
社
会
変
革
の
手
段
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
精
神
的
態
度
に
つ
い
て
み
る
と
、
正
直
に
言
っ
て
、

つ
と
有
効
に
展
開
す
る
た
め
に
人
種
差
別
体
制
を
支
え
る
社
会
的
、
経
済

的
、
文
化
的
要
因
を
、
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
基
本
的
目
標
が
あ
る
の

に
、
こ
れ
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

蛆
人
種
差
別
反
対
の
た
め
の
教
授
の
問
題
は
、
す
べ
て
の
問
題
の
教
授
内

容
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
に
関
す
る
多
く
の
基
本
的
問

題
を
提
起
し
て
い
る
。

蛸
Ｈ
人
種
差
別
の
問
題
の
教
授
に
は
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
推
進
が
先

ず
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
種
差
別
を

助
長
す
る
偏
見
に
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
民
族
や
人
種
的
、
種
族
的

集
団
間
の
理
解
、
寛
容
、
友
好
を
鼓
舞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
世
界
的
と
国
内
レ
ベ
ル
の
双
方
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
原
則
は
ま
た
一
国

内
に
共
存
す
る
人
種
的
、
種
族
的
ま
た
民
族
的
集
団
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
多
数
集
団
に
属
す
る
人
々

も
、
原
住
民
の
人
び
と
、
移
住
労
働
者
の
有
す
る
文
化
的
、
歴
史
的
伝
統

に
つ
い
て
教
育
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

別
ひ
る
が
え
っ
て
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
人
種
差
別
に
関
す
る
教
授
の

学
際
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
生
物
学
、
特
に
遺
伝
学
、
ま
た
人
類

学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
や
政
治
学
が
関
係
し
て
こ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
中
等
学
校
の
歴
史
の
教
科
書
が
、
真
実
を
述
べ
な
か
っ
た
り
、

特
定
の
国
の
拡
張
主
義
や
侵
略
政
策
を
通
り
一
遍
に
扱
っ
た
り
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
事
実
を
歪
曲
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

極
端
な
愛
国
主
義
や
自
民
族
中
心
主
義
は
絶
対
に
い
け
な
い
。

矼
口
人
種
差
別
の
も
た
ら
す
害
悪
に
つ
い
て
の
若
い
人
び
と
の
理
解
を
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促
進
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
権
と

基
本
的
自
由
に
関
す
る
一
般
教
育
過
程
の
一
部
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
差

別
の
持
つ
社
会
学
的
並
び
に
法
的
意
味
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
若
い
人
び
と
は
、
人
種
差
別
禁
止
並
び
に
人
権
と
基
本
的
自
由
の
保

護
の
た
め
の
十
分
に
実
効
性
の
あ
る
制
度
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
熟
知

さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
前
者
の
前
提
条
件
で
あ
る
か
ら

（
６
）
 

で
←
の
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
条
約
」
第
五
条
の
基
本
的
重
要
性
は
強

調
さ
れ
て
さ
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
種
の
不
寛
容
や
、
極
端
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
法
律
と
憲
法
上
の
無
秩
序
が
支
配
的
な
国

が
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
国
で
は
、
種
族
的
少
数
集
団
に
属
す
る

人
々
が
、
自
分
達
の
＋
全
な
発
展
を
保
障
さ
れ
る
権
利
、
ま
た
実
際
的
レ
ベ

ル
で
、
結
社
の
自
由
と
か
一
応
は
存
在
す
る
立
法
議
会
の
議
員
を
選
出
す

る
権
利
を
行
使
す
る
た
め
、
自
分
達
に
固
有
の
価
値
と
い
う
も
の
を
表
現

す
る
機
会
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
困
難
と
言
え
よ
う
。
何
ん
の
留
保
も

条
件
も
つ
け
ず
国
家
が
人
権
の
保
護
の
た
め
の
制
度
を
実
施
す
る
と
い
う

こ
と
こ
そ
、
人
種
差
別
禁
止
の
原
則
の
実
効
力
あ
る
実
施
の
た
め
の
絶
対

不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。

砲
口
若
い
人
々
は
科
学
的
学
習
を
出
来
る
だ
け
早
く
始
め
る
べ
き
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
学
習
は
社
会
現
象
の
認
識
を
助
け
る
だ
け
で
は
な
く
、

ま
た
一
つ
の
倫
理
の
学
習
に
も
な
る
。
視
野
の
拡
大
を
伴
っ
た
深
い
学
習

は
、
基
本
的
に
は
『
開
か
れ
た
社
会
』
へ
眼
を
開
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
て
、
異
な
っ
た
も
の
へ
心
を
開
く
と
き
、
ま
た
い
く
分
軽

蔑
的
に
『
外
国
的
』
と
か
『
野
蛮
な
』
と
か
さ
え
以
前
は
言
っ
て
い
た
も

の
に
対
す
る
や
さ
し
い
、
共
感
的
態
度
を
推
進
す
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
そ
の
性
格
を
変
え
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
根
絶
に
責
任
の
あ

る
国
際
機
関
は
今
後
こ
の
よ
う
な
場
合
は
純
粋
に
政
府
寄
り
だ
っ
た
り

公
式
で
あ
る
よ
う
な
ソ
ー
ス
以
外
か
ら
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

人
種
的
平
等
を
保
障
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
社
会
的
、
経
済
的

及
び
文
化
的
権
利
の
尊
重
と
い
う
極
め
て
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
も
一

層
深
い
研
究
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
国
家
に
対
し
て
「
条
約
」

の
二
つ
の
基
本
的
条
文
、
つ
ま
り
第
五
条
（
ｅ
）
（
経
済
的
、
社
会
的
及

び
文
化
的
権
利
）
と
第
二
条
二
項
（
『
当
事
国
は
、
状
況
の
求
め
る
と

こ
ろ
に
従
い
、
当
事
国
に
属
す
る
特
定
の
人
種
的
集
団
又
は
個
人
が
、

人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
か
つ
平
等
に
享
有
す
る
こ
と
を
保
障
す

る
た
め
に
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
及
び
そ
の
他
の
分
野
に
お
い

て
、
そ
の
集
団
又
は
個
人
の
十
分
な
発
展
及
び
保
護
を
確
保
す
る
特
別

か
つ
具
体
的
な
措
置
を
と
る
』
）
を
実
施
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
提
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研

究
は
最
も
恵
ま
れ
な
い
立
場
に
あ
る
集
団
と
人
種
的
及
び
種
族
的
少
数

者
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
い
。
「
条
約
」
は
す
べ
て
の
人
に
例
外
な
く
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
「
条
約
」
は
特
に
、
歴
史

的
に
最
も
著
し
い
社
会
的
搾
取
と
収
奪
の
犠
牲
と
な
っ
て
き
た
集
団
に

関
係
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
法
律
的
（
弓
］
貝
⑦
）

な
差
別
禁
止
を
宣
言
し
た
り
保
障
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
、
経
済
的
及

び
社
会
的
差
別
が
な
お
存
在
す
る
限
り
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
事
実
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
恵
ま
れ
な
い
社
会
集
団
（
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
少
数
者
集

団
、
非
市
民
、
移
民
労
動
者
、
原
住
民
、
難
民
、
ロ
マ
・
ス
ィ
ン
テ

ィ
、
船
舶
の
ク
ル
ー
の
中
の
外
国
人
そ
の
他
）
は
一
般
に
、
財
産
は
ほ

と
ん
ど
か
全
く
待
た
な
い
た
め
、
大
方
、
人
種
差
別
の
犠
牲
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
人
間
ら
し
く
存

在
す
る
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
限
り
、
ま
た
、
財
力
が
な
い
た
め
こ
の

人
達
の
子
供
が
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
教
育
機
関
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て

い
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
人
達
は
、
多
数
者
集
団
に
属
す
る
彼
等
の
主
人

か
ら
軽
蔑
さ
れ
続
け
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
人
達
の
プ
ラ
イ
ド
と
人
間

的
尊
厳
は
、
「
条
約
」
の
精
神
か
ら
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
侵
害
を
受
け

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
故
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
改
善
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
人
達
の
法
律
的
地
位
と
同
様
、
心
理
的
及

び
道
徳
的
条
件
に
密
着
し
て
い
る
物
質
的
条
件
で
あ
る
。

弱
側
言
語
の
問
題
に
は
、
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
び
と
の
間
に
理
解
と
友
好
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
異
な
っ
た
種
族

的
、
民
族
的
も
し
く
は
言
語
的
少
数
者
が
、
自
分
達
の
固
有
の
言
語
を
自

分
達
の
社
会
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
司
法
的
、
行
政
的
手
続
に
お
い

て
、
完
全
に
平
等
な
立
場
で
使
用
す
る
こ
と
が
世
界
の
隅
々
に
お
い
て
可

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
人
び

と
に
自
分
達
の
固
有
な
文
化
に
対
す
る
尊
敬
と
、
ま
た
個
々
人
と
集
団
全

体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し

て
社
会
的
現
実
を
も
っ
と
明
確
に
把
握
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
や
り
方
に
よ
っ
て
と
に
か
く
、
自
分
達
の
尊
厳
の
回
復
と
ま
で
至
ら

な
く
て
も
、
す
く
な
く
と
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
は
次
第
に
強
く
な

っ
て
ゆ
く
。
と
は
言
え
、
や
は
り
も
う
一
つ
の
重
要
な
条
件
は
、
こ
の
よ

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
世
界
規
模
の
展
望
を
開
く
と
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
い
た
よ
う
な
形
式
の
教
育
体
系
が
今
日
可

能
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
科
学
的
研
究
の
正
し
い
や
り
方
に
支
え
ら

れ
て
い
る
時
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
種
差
別
的
態
度
は
真
理
を
求
め

る
科
学
的
研
究
方
式
を
損
な
う
可
能
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
は

ア
フ
リ
カ
研
究
で
あ
る
。
つ
い
最
近
ア
フ
リ
カ
社
会
の
比
較
研
究
の
講
座

が
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ニ
。
ｒ
・
フ
ラ
ン
ス
に
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
。
講

座
担
当
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
エ
リ
テ
ィ
エ
・
オ
ジ
ニ
夫
人
（
三
厨
・

両
国
ロ
８
】
の
⑦
国
曾
三
日
‐
缶
巨
彊
）
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
た
。
あ
る

度
し
難
い
反
動
的
考
え
方
が
ひ
ろ
く
社
会
に
根
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
人
類
学
や
文
化
人
類
学
の
研
究

を
排
斥
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
は
一
九
一
三
年
に
す
で
に

糾
弾
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
領
域
に
お
け
る
科
学
的
研
究
の
こ
の
よ
う
な

遅
れ
の
明
ら
か
な
理
由
の
一
つ
が
、
黒
人
と
そ
の
文
化
に
対
す
る
軽
蔑
的

態
度
が
永
年
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
種
差

別
主
義
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
へ
行
く
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
の
低
さ
と
困
難

さ
が
重
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
永
年
の
無
知
の
原
因
と
な
っ
た
。
以
上
が
エ

リ
テ
ィ
エ
・
オ
ジ
ェ
夫
人
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
面
の
若
干
の

問
題
は
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
二
つ
の
例
を
ひ
こ
う
。

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
と
南
ア
フ
リ
カ
の
支
配
下
に
あ
る
ナ
ミ
ビ
ア
以

外
の
社
会
で
は
人
種
差
別
は
秘
か
に
ま
た
あ
る
程
度
隠
れ
た
形
で
実
行

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
は
非
顕
在
的
で
し
か
な
い
た
め
、
ど

ち
ら
か
と
言
う
と
デ
ー
タ
の
集
積
と
現
場
で
の
調
査
と
い
う
よ
う
な
複

雑
で
高
価
な
方
法
に
よ
っ
て
し
か
摘
発
出
来
な
い
。
人
種
差
別
主
義
は
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う
な
人
達
も
そ
の
社
会
で
通
用
す
る
通
常
語
で
の
教
育
も
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
本

流
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
防
げ
る
し
、
ま
た
就
業
の
機
会
も
多
く
な

ろ
う
。
こ
う
し
て
貧
困
な
経
済
的
立
場
よ
り
次
第
に
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
ｂ

移
住
労
働
者
を
多
く
か
か
え
る
国
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
政
策
か
ら
大

き
な
示
唆
を
得
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
七
人
の
学
童
の
要
請
が
あ

れ
ば
一
つ
の
外
国
語
の
ク
ラ
ス
が
増
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
移
民
の
家
族
の
構
成
員
は
、
職
業
訓
練
コ
ー
ス
二
九
八
一
年
現

在
で
、
一
一
万
二
千
人
）
を
受
け
て
、
一
一
一
一
巨
語
の
学
習
が
出
来
る
。
モ
ザ
イ
ク

と
い
う
題
の
テ
レ
ビ
番
組
が
日
曜
日
に
放
映
さ
れ
、
二
百
万
か
ら
の
人
び

と
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
（
フ
ラ
ン
ス
の
第
六
定
期
報
告
書
、
○
因
用

□
へ
○
へ
ｇ
へ
シ
三
・
四
》
勺
．
①
）
。
ソ
連
の
や
り
方
も
ま
た
参
考
に
な
る
。

ソ
連
で
は
す
べ
て
の
民
族
が
自
己
の
文
化
と
固
有
の
言
語
を
自
由
に
発
展

さ
せ
る
た
め
に
、
機
会
平
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
書
籍
や
新
聞
・
雑
誌

の
類
も
、
例
え
ば
、
ソ
連
の
い
ろ
い
ろ
の
民
族
の
八
九
の
言
葉
と
他
の
国

々
の
六
六
の
言
葉
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
芝
居
な
ど
の
演
出
も
五
○
の
異

っ
た
言
葉
で
行
わ
れ
、
ラ
ジ
オ
放
送
や
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
放
映
に
も
、
あ

わ
せ
て
六
七
の
言
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
ル
ナ
シ
ャ
ル

ス
キ
国
立
演
劇
学
院
だ
け
で
も
、
五
○
の
異
っ
た
民
族
セ
ン
タ
ー
を
設
立

し
て
演
劇
を
教
え
る
こ
と
が
出
来
る
各
民
族
を
代
表
す
る
専
門
家
の
十
分

な
数
を
養
成
し
て
き
て
い
る
。
以
前
は
話
し
言
葉
だ
け
し
か
持
た
な
か
っ

た
四
○
に
の
ぼ
る
民
族
は
、
今
で
は
文
字
を
持
つ
に
至
り
、
科
学
的
原
理

に
従
っ
て
文
化
的
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
ソ
連
に
お
け
る
す
べ
て
の
民
族

と
種
族
集
団
は
、
異
な
っ
た
氏
族
と
の
間
の
コ
ミ
ニ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た

四
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
規
定
さ
れ
た
権
利
の
侵
害
に
関
す
る
通
報

手
続
。
こ
の
手
続
は
、
個
人
及
び
集
団
の
申
立
を
受
諾
す
る
権
限
を
承

認
す
る
旨
の
宣
言
を
し
た
当
事
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
個
人
あ
る
い
は

そ
の
集
団
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
（
「
条
約
」
第
一
四
条
、
当
該
国
は

こ
の
条
文
を
批
准
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
）
。

五
、
人
権
の
保
護
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ

る
人
び
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
五
条
に
よ
っ
て
、
法
的
救

済
手
続
に
訴
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
当
該
国
が
第
二
五
条
を
批
准
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
中
の
、
こ
の
点
に
関
す
る
最
も
基
本
的
条
文
は

第
一
四
条
で
あ
る
。

第
一
四
条
（
無
差
別
）
本
条
約
に
掲
げ
る
権
利
及
び
自
由
の
享
有

は
、
性
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
上
そ
の
他
の

意
見
、
民
族
的
又
は
社
会
的
出
身
、
民
族
的
少
数
者
へ
の
所
属
、

財
産
、
門
地
又
は
そ
の
他
の
地
位
の
よ
う
な
い
か
な
る
理
由
に
基

づ
く
差
別
も
な
く
、
確
保
さ
れ
る
。

東
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ア
ジ
ア
人
に
関
す
る
ケ
ー
ス
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
『
人
種
に
基
づ
い

て
人
び
と
の
特
定
の
集
団
に
つ
い
て
異
っ
た
取
り
扱
い
を
定
め
る
こ
と

は
、
一
定
の
状
況
の
下
で
は
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
侮
辱
の
特
別
の
形

態
を
構
成
す
る
』
（
東
ア
フ
リ
カ
出
身
ア
ジ
ア
人
ケ
ー
ス
、
委
員
会
報

告
書
二
○
七
項
）
（
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
と
不
寛
容
、
差
別
及
び
人

種
差
別
主
義
に
対
す
る
そ
の
行
動
」
、
’
九
八
三
年
一
月
一
一
五
日
の

ｇ
・
目
白
⑦
貝
〈
国
（
墨
）
国
〉
を
見
よ
）
。
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め
に
ロ
シ
ヤ
語
を
共
通
語
（
二
】
〕
ぬ
目
【
国
ご
Ｂ
）
と
し
て
選
ん
で
い
る

が
、
こ
れ
は
自
主
的
で
あ
る
（
○
国
丙
己
へ
○
お
］
へ
シ
三
・
房
》
勺
・
］
画
）

塁
⑤
法
的
あ
る
い
は
そ
の
他
の
権
限
あ
る
機
関
が
教
育
上
果
た
し
て
い

る
役
目
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
と
密
着
し
て
、
法
律
的
訓
練
も

困
難
な
問
題
も
あ
る
が
重
要
で
あ
る
。
生
徒
も
学
生
も
、
平
等
な
法
律
的

権
利
と
義
務
を
持
つ
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
権

利
の
行
使
に
は
現
在
で
も
法
律
的
制
約
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
制

約
は
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
、
こ
と

に
不
平
等
だ
っ
た
り
抑
圧
的
立
場
に
あ
っ
て
苦
し
む
人
達
は
、
権
利
を
侵

害
さ
れ
た
時
は
国
内
的
救
済
手
続
に
訴
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
、
ま
た

国
内
的
手
続
を
つ
く
し
た
後
に
は
、
国
際
的
救
済
手
続
に
訴
え
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
を
、
よ
く
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
的
救
済
手

続
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

｜
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
と
経
済
的
、
社
会
的

及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
、
国
連

の
人
権
専
門
委
員
会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
手
続
。

｜
｜
、
一
九
七
○
年
五
月
二
七
日
付
の
経
済
社
会
理
事
会
決
議
一
五
○
一
一
｜

（
×
伊
三
国
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
、
人
権
と
基
本
的
自
由
の
侵
害

に
関
す
る
通
報
手
続
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
個
人
に
対
し
て
、
大
型
で
一

貫
し
た
人
権
侵
害
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を
も
っ
て
い
る

と
か
、
そ
の
人
物
自
体
犠
牲
者
で
あ
る
場
合
に
、
国
連
へ
通
報
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
規
定
さ
れ
た
報
告
書
提
出
制
度
並
び
に
そ
の

他
の
措
置
あ
る
い
は
救
済
方
法
。

六
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
「
条
約
」
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
「
条
約
」
当
事
国
の
国
民
は
こ
れ
ら
「
条
約
」
に
よ
っ
て
享

受
出
来
る
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
人
の
権
利
及
び
義
務
に
つ
い
て
の
米
州
宣
言
（
’
九
四
八
年
ポ
ゴ

ダ
で
開
催
さ
れ
た
第
九
回
米
州
諸
国
国
際
会
議
で
採
択
）
と
、
一
九
六

九
年
二
月
一
一
一
一
日
に
多
く
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
よ
っ
て
署
名
さ

れ
た
米
州
人
権
条
約
で
あ
る
。
保
護
手
続
は
米
州
人
権
委
員
会
規
定
に

詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
（
’
九
六
六
年
五
月
二
五
日
米
州
機
構
理
事

会
で
採
択
、
一
九
六
六
年
六
月
八
日
並
び
に
追
っ
て
第
二
回
特
別
米
州

会
議
で
改
正
）
。
し
か
し
こ
の
手
続
の
実
効
性
は
未
知
で
あ
る
。

七
、
も
う
一
つ
の
『
救
済
措
置
』
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。
こ
れ

は
ユ
ネ
ス
コ
に
お
い
て
使
わ
れ
る
手
続
で
、
こ
と
に
ユ
ネ
ス
コ
の
条
約

お
よ
び
勧
告
委
員
会
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
救
済
手
続
』
に

関
す
る
知
識
は
、
こ
と
に
こ
の
適
用
範
囲
が
「
条
約
」
第
七
条
の
目
的

と
正
し
く
一
致
す
る
こ
と
か
ら
し
て
大
切
で
あ
る
。
こ
の
手
続
で
は
ユ

ネ
ス
コ
の
権
限
で
あ
る
、
教
育
、
科
学
、
文
化
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
諸
領
域
に
お
け
る
人
権
の
侵
害
に
関
す
る
申
立
が
、
ま
さ
し
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ユ
ネ
ス
コ
の
執
行
委
員
会
が
一
九
七
八

年
四
月
一
一
六
日
付
の
決
定
］
Ｃ
富
ご
忠
に
則
っ
て
承
認
し
た
手
続
に
従

っ
て
審
議
さ
れ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
管
轄
権
の
中
に
入
る
人
権
は
、
基
本

的
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
教
育
を
授
け
る
権
利
（
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
百
第
二
六
条
）

・
科
学
的
進
歩
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
権
利
（
同
第
二
七
条
）

・
文
化
的
生
活
に
自
由
に
参
加
す
る
権
利
（
同
条
）
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・
意
見
及
び
発
表
の
自
由
を
含
む
、
情
報
へ
の
自
由
（
同
第
一
九
条
）

こ
れ
ら
の
権
利
は
次
の
よ
う
な
他
の
人
権
の
行
使
を
含
む
と
思
わ
れ
る
。

・
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
へ
の
権
利
（
第
一
八
条
）

・
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
且
つ
国
境
に
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
及
び
思

想
を
求
め
、
受
け
且
つ
伝
え
る
自
由
（
同
第
一
九
条
）

・
い
か
な
る
科
学
的
、
文
学
的
又
は
美
術
的
な
製
作
品
か
ら
生
ず
る
無

形
及
び
有
形
の
利
益
の
保
護
を
受
け
る
権
利
（
同
第
二
七
条
）

・
平
和
的
な
集
会
と
結
社
の
自
由
を
、
教
育
、
科
学
、
文
化
及
び
情
報

に
か
か
わ
る
活
動
（
ユ
ネ
ス
コ
執
行
理
事
会
文
書
ご
画
向
〆
へ
ご
・
『

シ
己
三
岳
ゴ
を
み
よ
）
の
た
め
に
、
享
有
す
る
権
利
（
同
第
二
○
条
）

八
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
手
続
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
並
び
に
勧
告
に
規
定

さ
れ
て
い
る
人
権
の
保
護
は
あ
る
確
立
し
た
機
構
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
機
構
の
い
く
つ
か
は
憲
章
上
の
も
の

で
あ
る
が
、
他
は
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
方
は
恐
ら
く
当
事
国
が
行
っ
た
約
束
の
実
施
を
監
視
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
最
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
ま
た
実
効
力
も
最
も

強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
事
国
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
総
長
に
報
告
書
を
提
出

す
る
義
務
が
あ
り
、
こ
の
報
告
書
は
審
査
と
い
う
常
設
的
監
視
機
能
に

加
え
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
準
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
不
服
の
申

し
立
て
に
始
ま
る
争
訟
手
続
を
通
じ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
促
進
さ
れ
る
。

労
働
組
合
結
社
の
自
由
の
み
に
関
す
る
あ
る
特
別
な
方
式
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

憲
章
に
規
定
さ
れ
た
一
般
的
な
不
服
申
し
立
て
制
度
と
平
行
し
て
発
展

し
て
き
た
。

三
、
適
切
な
教
青

て
（
大
人
の
場
合
は
生
涯
教
育
と
し
て
）
対
話
す
る
こ
と
の
意
味
を
教

え
、
正
義
感
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
努
力
が
注
が
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
で

は
ど
う
し
た
ら
こ
の
よ
う
に
出
来
る
の
か
。
先
ず
第
一
に
対
話
と
い
う
も

の
の
本
当
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
深
い
分
析
と
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
気
の

な
が
い
教
育
的
努
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
人
び
と
は
自
分
自
身
並
び
に
他

の
人
び
と
に
対
し
て
、
次
の
こ
と
を
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ど
の
よ
う
な
対
話
に
と
っ
て
も
自
由
の
理
想
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
。

何
故
か
と
言
う
と
、
当
事
者
の
一
方
に
対
す
る
心
理
的
あ
る
い
は
肉
体

的
圧
力
の
結
果
で
あ
る
よ
う
な
合
意
を
得
て
も
、
こ
の
た
め
の
討
議
と

い
う
の
は
、
対
話
と
い
う
名
前
に
は
全
く
伍
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
当
の
対
話
の
道
徳
的
基
礎
は
、
平
等
の
原
理
を
専
ら
理
論
的
に
諸

じ
る
こ
と
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
結
論
は
素
直
に
厳
格
に
導

き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
格
言
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
『
汝
は
支
配
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
け
な
い
。
汝
自
身
支
配
さ

れ
る
こ
と
を
許
し
、
他
人
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
よ
う
に
せ
よ
』

事
柄
が
我
々
の
期
待
す
る
方
向
と
異
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
真
実
で

あ
れ
ば
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

ど
ん
な
交
渉
で
も
こ
れ
に
先
立
っ
て
最
初
に
、
人
間
関
係
を
支
配
す

る
ガ
イ
ド
と
し
て
役
に
立
つ
道
徳
的
で
法
的
基
本
原
則
に
つ
い
て
合
意

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

他
人
の
考
え
方
に
は
特
に
同
調
す
る
必
要
は
な
い
が
、
理
解
し
正
当

に
評
価
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
入
感
的
な
不
信

感
と
闘
う
こ
と
、
対
話
と
い
う
の
は
、
異
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
異
っ

た
信
条
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
始
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

弱
教
育
と
い
う
の
は
、
単
な
る
教
授
（
｛
の
：
一
〕
旨
、
）
よ
り
も
無
限
定
に

広
い
領
域
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
教
授
と
い
う
の
は
生
徒
ま
た

は
学
生
に
理
解
し
身
に
つ
け
る
こ
と
の
出
来
る
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
教
育
は
人
格
の
訓
練
と
発
達
を
目
標
と
す
る
方
法

で
あ
る
。
一
般
的
見
解
に
従
う
と
、
も
し
人
種
差
別
主
義
と
隔
離
主
義

が
、
そ
の
最
も
広
い
意
義
で
の
教
育
に
よ
っ
て
闘
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
な
ら
、
家
庭
、
学
校
そ
れ
に
大
学
は
単
に
知
識
が
分
か
ち
与
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
将
来

の
就
職
へ
の
途
を
開
く
た
め
の
知
識
を
分
か
ち
与
え
る
こ
と
に
役
立
つ
の

み
で
は
な
く
、
平
等
で
多
元
的
考
え
方
を
助
長
す
る
よ
う
な
道
徳
的
及
び

社
会
的
態
度
を
植
え
つ
け
る
た
め
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先

ず
は
人
び
と
の
心
の
領
域
よ
り
開
始
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
つ
ま
り

そ
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
け
る
攻
撃
性
、
プ
ラ
イ
ド
及
び
寛
容
の
欠
除
と

闘
い
、
「
す
べ
て
の
人
び
と
、
す
べ
て
の
集
団
を
し
て
、
こ
れ
ら
の
ど
れ

か
の
一
つ
の
方
面
に
お
い
て
自
分
達
が
誤
ち
を
犯
し
て
い
る
と
か
、
足
ら

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す

（
８
）
 

れ
ぱ
、
人
種
差
別
反
対
閏
一
宇
は
、
偽
善
的
自
己
満
足
は
論
外
と
し
て
、
し

ば
し
ば
欠
除
し
て
い
る
柔
軟
性
と
公
正
さ
を
回
復
し
て
、
道
徳
的
信
頼
性

と
本
当
の
力
を
強
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
』

記
一
般
的
教
育
は
、
教
授
の
分
野
に
属
す
る
人
種
差
別
と
闘
う
行
動
の
政

治
的
並
び
に
法
的
意
味
の
解
明
よ
り
も
、
す
べ
て
の
人
間
の
平
等
な
尊
厳

の
持
つ
道
徳
的
意
味
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

釘
適
切
な
教
育
方
法
に
お
い
て
は
、
子
供
、
青
少
年
そ
れ
に
大
人
に
対
し

続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
持
つ
こ
と
（
厳
格

に
言
う
と
、
こ
れ
こ
そ
寛
容
の
真
髄
で
あ
る
）
、
共
通
の
話
し
一
一
一
一
亘
葉
を

求
め
る
こ
と
、
両
者
の
側
に
完
全
な
誠
意
を
求
め
開
か
れ
た
心
を
持
つ

こ
と
に
よ
る
誠
実
を
目
標
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

詔
若
い
人
と
大
人
の
心
理
を
、
あ
ら
ゆ
る
人
種
的
偏
見
か
ら
解
き
放
た
れ

た
平
等
思
想
に
向
か
わ
せ
る
た
め
の
教
育
方
式
も
ま
た
、
真
実
の
探
求
に

基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
国
家
の
都
合
と
か
要
請
を
考
慮
し
て

何
ら
か
の
犠
牲
に
よ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
何
も
特
に
要
ら
な
い
。

た
だ
偽
善
、
あ
ら
ゆ
る
虚
偽
の
住
み
家
を
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾
け
て
打
ち

壊
せ
ば
よ
い
。

弱
こ
の
目
的
の
た
め
、
特
に
、
先
進
国
あ
る
い
は
先
進
地
域
と
発
展
途
上

国
あ
る
い
は
発
展
途
上
地
域
と
の
間
の
経
済
的
、
政
治
的
及
び
文
化
的
関

係
の
正
し
い
性
格
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
後
者
は
移
民
労
働
者
の
自

然
の
源
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
達
が
人
種
差
別
の
明
ら
か
な
犠
牲

者
で
あ
る
こ
と
は
、
毎
日
目
撃
す
る
通
り
で
あ
る
。

印
次
の
こ
と
が
明
確
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
部
の
富
裕
な
国
々
の
団
結
に
よ
る
、
第
三
世
界
の
人
民
の
政
治
的

並
び
に
経
済
的
抑
圧
は
、
平
和
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
。

北
側
の
一
部
の
国
々
が
南
側
の
国
々
に
対
し
て
示
す
関
心
は
、
総
じ

て
経
済
的
で
あ
り
、
従
っ
て
、
大
体
に
お
い
て
利
己
的
で
あ
る
。

（
９
）
 

経
済
的
発
展
の
絶
対
的
必
要
性
に
は
、
同
時
に
文
化
的
側
面
が
崖
一
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
世
界
の
人
び
と
も
警
戒
心
は
持
ち
続
け
つ
つ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
び
と
に
対
す
る
伝
統
的
敵
対
感
情
を
ぬ
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不
和
、
相
互
対
立
、
国
内
レ
ベ
ル
で
の
人
種
的
あ
る
い
は
種
族
的
偏
見
、

要
す
る
に
、
人
種
差
別
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
極
端
な
愛
国
主
義
、

差
別
そ
れ
に
不
平
等
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
に
対
し
て
闘
う
と
い
う
精
神
に
基

づ
く
お
互
い
の
尊
敬
と
協
力
を
通
じ
て
の
融
和
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う

な
立
場
に
た
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
教
育
方
法
は
、
そ
の
人
の
母
国
語
が

何
ん
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
教
授
や
教
育
の
場
合
の
言
語
選
択
の
自
由
を

保
障
し
て
い
る
。
国
家
機
関
や
い
ろ
い
ろ
な
公
的
サ
ー
ビ
ス
機
関
も
、
社

会
的
並
び
に
政
治
的
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
同
じ
立
場
で
活

動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
例
と
し
て
、
キ
エ
フ
市
の
設
立
一
五

○
○
年
記
念
祭
が
あ
る
。
キ
エ
フ
市
は
昔
の
ル
ス
ラ
ン
ド
の
首
都
で
、
今

日
で
は
ソ
ビ
エ
ト
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
首
都
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、
｜
般
的

な
関
心
を
今
日
で
も
集
め
て
い
る
歴
史
的
出
来
事
の
記
念
と
言
え
る
。
各

職
場
や
オ
フ
ィ
ス
、
教
育
施
設
に
も
、
各
々
国
際
友
好
評
議
会
、
ク
ラ
ブ

や
会
が
あ
っ
て
、
他
の
国
ぐ
に
と
の
友
好
の
推
進
に
努
め
て
い
る
。
国
際

主
義
の
テ
ー
マ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
美
術
や
文
学
に
卓
越
し
た
地

位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
○
国
局
己
へ
○
へ
宮
ヘ
ン
ニ
ロ
．
ご
》
勺
・

畠
１
＄
）
。

船
イ
ン
ド
で
は
人
権
の
思
想
が
、
人
種
差
別
と
闘
う
行
動
の
た
め
の
国
際

デ
ー
（
国
連
デ
ー
、
人
権
デ
ー
、
そ
の
他
）
に
の
み
広
報
さ
れ
る
の
で
は

な
い
。
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
生
誕
記
念
日
に
も
、
大
統
領
や
閣
僚
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
広
く
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
の
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
権
の
思

想
の
広
報
は
行
わ
れ
る
。
大
学
で
も
記
念
講
演
が
あ
っ
た
り
、
学
生
の
コ

ン
テ
ス
ト
が
あ
っ
た
り
す
る
。
全
学
校
連
合
の
よ
う
な
民
間
団
体
組
織
や

広
報
、
放
送
省
も
、
『
不
可
触
民
』
の
慣
行
を
根
絶
す
べ
く
、
特
別
の
催

ぐ
い
去
る
こ
と
が
、
そ
の
利
益
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
第
三
世
界
の
人
び
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
文
明
の
最
も
す
ぐ
れ
た

側
面
か
ら
思
想
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
三

世
界
の
国
ぐ
に
に
と
っ
て
、
受
け
入
れ
難
い
『
文
化
的
帝
国
主
義
』
と
、

外
国
文
化
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〃
自
由
な
立
場
よ
り
自
分
達

の
固
有
文
化
を
豊
か
に
し
て
ゆ
く
可
能
性
〃
と
の
間
に
線
を
引
く
こ
と

は
、
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
発
展
途
上
国
が
必
要
な
財

源
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
達
の
固
有
の
文
化
を
広
く
知
ら

し
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
国
々
を
援
助
す
る
義
務
が
先

進
工
業
国
に
は
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当

然
で
あ
る
。
先
進
国
と
て
も
同
時
に
、
外
国
の
文
化
的
貢
献
に
よ
っ
て

利
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
米
州
機
構
憲
章
第
一
四
九
条
は
、
文
化

の
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
性
格
を
ま
こ
と
に
適
切
に
『
共
通
の
国
際
生
活

に
向
け
て
人
び
と
の
教
育
を
指
導
す
る
こ
と
（
豆
【
の
。
←
旨
い
二
〕
の
巴

巨
Ｃ
二
一
○
】
〕
。
［
己
⑦
○
℃
一
⑦
の
｛
○
三
四
局
ｇ
の
四
○
○
］
ご
己
。
】
〕
】
】
〕
｛
の
目
）
昌
一
○
口
四
一

罠
の
）
』
と
規
定
し
て
い
る
。

田
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
ぐ
に
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
び
と
に
よ
る
文
化
的
貢

献
に
よ
っ
て
、
開
発
途
上
の
国
ぐ
に
の
文
化
を
豊
か
に
し
て
ゆ
く
た
め
に

適
用
さ
れ
る
原
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
遺
産
を
他
の
大
陸
か
ら
の

貢
献
に
よ
っ
て
豊
か
に
す
る
場
合
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
。
エ
リ
テ
ィ
エ

・
オ
ジ
ニ
夫
人
は
一
九
八
一
一
一
年
二
月
一
一
五
日
に
コ
レ
ー
ジ
ニ
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
で
行
っ
た
開
講
講
演
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
数
千
年
に

わ
た
っ
て
ア
フ
リ
カ
は
、
著
し
い
量
の
洗
練
さ
れ
た
思
想
形
態
、
宗
教
的

信
条
、
宇
宙
論
、
神
秘
論
そ
れ
に
神
性
論
を
発
展
さ
せ
、
こ
れ
を
世
界
へ

し
を
行
う
。
｜
般
の
教
育
機
関
や
ホ
ス
テ
ル
な
ど
も
指
定
カ
ー
ス
ト
か
ら

そ
れ
ら
の
人
び
と
の
権
利
を
奪
っ
て
い
る
慣
行
を
撤
廃
す
る
た
め
次
第
に

協
力
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
間
の
結
婚
も
今
で
は
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
指
定
カ
ー
ス
ト
を
社
会
の
中
に
完
全
に
同
化
さ
せ
る

こ
と
は
、
困
難
な
仕
事
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
も
明
ら
か
に
生

ま
れ
て
き
て
い
る
（
イ
ン
ド
の
第
五
定
期
報
告
書
、
○
国
用
亘
Ｏ
へ
ご
ヘ
シ
（
一
’

９
．
詮
》
宅
弔
・
ミ
ー
］
の
）
。

印
ガ
ー
ナ
で
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
人
種
差
別

の
形
態
に
対
す
る
闘
い
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

は
、
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
・
ガ
ー
ナ
国
内
委
員
会
や
、
成
人
教
育
機
関
、

ガ
ー
ナ
青
少
年
評
議
会
、
マ
ウ
リ
中
学
校
な
ど
が
音
頭
を
と
っ
て
実
施
さ

れ
て
い
る
。
三
つ
の
大
学
（
レ
ゴ
ン
、
ケ
ー
プ
・
コ
ー
ス
ト
、
ク
マ
シ
）

に
学
生
団
体
が
あ
り
、
一
委
員
会
に
協
力
し
、
委
員
会
か
ら
の
財
政
的
支
援

も
得
て
い
る
。
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
委
員
会
は
、
特
に
教
会
と
か
政
治
的

団
体
の
よ
う
な
他
の
組
織
の
会
員
が
、
そ
の
本
来
の
活
動
範
囲
を
こ
え
て

人
権
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
、
鼓
舞
し
て
い
る
（
ガ
ー
ナ
の
第
七
定
期
報

告
書
、
○
国
用
ロ
ヘ
○
へ
宮
ヘ
シ
ニ
Ｑ
・
巴
》
勺
勺
・
』
１
ｍ
）
。

開
文
化
と
い
う
も
の
は
、
知
識
の
集
積
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
か
ら
し
て
、
教
授
と
は
異
な
り
、
ま
た
若
干
の
点
で
教
育
と
も
異
な

る
。
し
か
し
普
遍
的
に
妥
当
す
る
一
般
的
理
想
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
指
向

す
る
と
い
う
点
で
、
知
識
と
は
異
る
。
文
化
と
い
う
も
の
は
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
き
た
現
実
を
変
形
し
て
、
｜
定
の
ス
タ
イ
ル
に
し

輸
出
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
資
材
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
卓
越
し

た
建
築
家
は
出
さ
な
か
っ
た
が
、
数
多
く
の
美
術
の
形
式
と
文
学
の
ジ
ャ

ン
ル
、
豪
華
な
自
然
主
義
哲
学
を
も
、
世
界
に
問
う
た
。
』

舩
次
に
、
ユ
ネ
ス
コ
が
提
案
し
た
文
化
政
策
に
対
す
る
、
一
九
八
二
年
七

月
の
メ
キ
シ
コ
市
の
一
般
的
宣
言
を
紹
介
す
る
。

『
文
化
、
科
学
及
び
教
育
の
普
及
と
相
互
作
用
は
、
平
和
、
人
権
尊

重
及
び
植
民
地
主
義
、
新
植
民
地
主
義
、
人
種
差
別
主
義
並
び
に
あ
ら

ゆ
る
形
態
の
侵
略
と
支
配
の
根
絶
に
貢
献
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
』

岡
こ
の
同
じ
宣
言
の
中
に
、
『
人
種
差
別
主
義
』
、
『
侵
略
』
、
そ
れ
に

『
支
配
』
と
い
う
一
一
一
つ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
の
現
実

の
反
映
で
あ
り
、
反
論
の
余
地
は
な
い
。

“
｜
般
的
教
育
に
お
い
て
は
、
人
種
差
別
と
闘
う
た
め
の
行
動
の
政
治
的

並
び
に
法
的
意
味
と
い
う
よ
り
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
尊
厳
に
お
い
て
平

等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
道
徳
的
意
味
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
、
目

的
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
む
し
ろ
教
授
の
範
囲
に
入
ろ
う
。

閉
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
並
び
に
法
的
制
度
を
有
す
る
国
ぐ
仁
に
お
け
る
教

育
方
法
は
、
そ
の
地
方
の
特
質
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
・
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
で
は
、
人
種
的
あ
る
い
は
種
族
的
異

和
感
を
防
止
し
た
り
柔
ら
げ
た
り
す
る
た
め
の
教
育
方
法
は
、
国
際
主
義

（
一
旦
⑦
目
〕
二
・
冒
二
印
目
）
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
国
で
支
配
的

な
考
え
に
従
う
と
、
国
際
主
義
と
い
う
の
は
、
諸
民
族
、
諸
国
家
そ
れ
に

社
会
集
団
の
間
に
友
好
を
漸
進
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、

四
、
基
本
的
に
人
間
中
心
の
文
化
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て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
は
客
体
を
変
形
し
て
こ
れ
に
、
豊
か
な
隠

喰
的
な
、
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
な
意
義
を
与
え
る
の
で
あ
る
○
「
開
か
れ
た

社
会
』
を
唱
え
る
人
間
的
文
化
は
、
ど
う
し
て
も
存
続
す
る
べ
き
も
の
で

あ
る
な
ら
、
普
遍
性
を
欠
く
こ
と
を
得
な
い
。
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
基
本
的
に
平
等
で
民
主
的
理
念
で
貫
か
れ
て
い
る
た
め
、
文
化
は
、

自
由
に
対
す
る
人
び
と
の
願
望
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
的
と

精
神
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
抑
圧
よ
り
個
々
の
人
を

解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

的
教
育
、
文
化
そ
れ
に
教
授
は
あ
る
意
味
で
一
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
種

差
別
の
根
絶
の
目
的
で
作
ら
れ
た
教
育
綱
領
は
、
全
体
と
し
て
の
人
格
を

発
展
さ
せ
る
よ
う
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
目
的
の
た
め
、
他

の
文
化
を
系
統
だ
て
て
学
習
す
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
ろ
う
と
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
教
育
制
度
は
、
今
日
ま
で
無
視
さ
れ
て

い
た
り
軽
視
さ
れ
て
い
た
文
化
の
学
習
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
他
の
民
族
の
文
化
的
伝
統
を
深
く
知
る
こ
と
は
大
切
だ
が
、

そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
も
う
一
つ
の
同
様
に
系
統
だ
っ
た
学
習
の
必
要
性

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
多
民
族
あ
る
い
は
多
文
化
国
の
領

域
内
に
住
む
種
族
的
少
数
者
、
土
着
民
集
団
や
移
民
労
働
者
で
あ
る
。

刀
文
化
に
つ
い
て
の
以
上
の
理
解
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
本
的
特
徴

で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
出
身
で
あ
ろ
う
と
他
の
人
に
対
す
る
開
か
れ
た

心
、
友
情
、
理
解
並
び
に
同
情
を
態
度
に
示
す
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
。
テ
ラ
ン
ス
（
日
の
円
の
口
ｏ
の
）
も
言
う
よ
う
に
、
『
私
は
一
人
の
人
間

で
あ
っ
て
、
人
間
的
で
な
い
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
無
関
係
な
の
で
あ

Ｈ
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現

す
る
文
化
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
、
も
っ
と
深
く
考
え
ら
れ
て
然
る
べ
き

だ
ろ
う
。
ま
た
文
化
一
般
に
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
固
有
の
文
化
に

対
す
る
各
民
族
の
権
利
、
ま
た
文
化
の
多
元
性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の

す
べ
て
の
民
族
の
権
利
が
主
張
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

諸
民
族
は
自
分
の
文
化
を
絶
対
視
す
る
余
り
、
他
の
文
化
と
敢
え
て
対
時

さ
せ
た
り
、
文
化
を
め
ぐ
る
闘
争
な
ど
に
ま
で
至
る
こ
と
は
、
厳
に
戒
め

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
民
族
も
、
自
分
達
の
最

も
深
奥
な
願
望
に
沿
っ
て
そ
の
存
在
を
確
実
な
も
の
に
し
、
ま
た
民
族
の

苦
悩
か
ら
幸
福
を
、
戦
争
か
ら
平
和
を
導
き
出
す
た
め
十
分
な
教
育
と
知

性
が
な
く
し
て
は
、
文
化
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

口
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
例
え
ば
普
遍
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
人
び
と

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
人
類
が
法
の
侵
犯
を
基
本
か
ら

否
認
し
な
い
で
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と

を
許
し
て
い
る
限
り
、
文
化
的
と
い
わ
れ
る
に
は
ほ
ど
遠
い
と
。
よ
い
暮

ら
し
を
し
て
い
る
人
び
と
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
び
と
、

そ
し
て
何
よ
り
も
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
利
益
を
考
え
て
問
題

の
解
決
に
当
た
る
ほ
ど
兄
弟
愛
に
燃
え
る
な
ら
、
人
類
は
普
遍
的
文
化
の

領
域
に
入
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
国
際
連
合
が
採

択
し
た
、
新
国
際
経
済
秩
序
の
樹
立
に
関
す
る
宣
言
と
行
動
計
画
と
国
家

の
経
済
的
権
利
義
務
憲
章
の
中
に
規
定
さ
れ
た
方
式
に
よ
る
、
経
済
関
係

の
改
革
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

閲
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
当
の
文
化
と
い
う
も
の
は
、
第
七
条
の
精

神
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
党
派
心
よ
り
自
由
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

う
っ
』
◎

こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
悪
事
を
行
う
者
や
犯
罪
者
が
存
在
す
る
と
い

う
事
実
に
照
ら
し
て
、
余
り
に
事
を
一
般
化
し
す
ぎ
る
と
言
う
人
び
と
も

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
び
と
は
、
テ
ラ
ン
ス
の
一
一
一
一
巨
葉
を
早
と
ち

り
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ラ
ン
ス
は
人
間
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
『
人
間
的
（
盲
目
目
）
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
人
間
的
』
マ
ナ
ー
で
振
舞
う
こ
と
は
、
目
的
が

自
明
で
あ
る
法
の
人
間
的
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、
悪
意
、
不
寛
容
、
攻
撃
性

な
ど
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
る
。

、
最
後
に
こ
の
『
基
本
的
に
人
間
的
文
化
』
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
一
言

述
べ
た
い
。
あ
ら
ゆ
る
教
育
的
並
び
に
文
化
的
努
力
の
最
終
目
標
は
、
普

遍
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
人
間
の
人
格
の
十
全
な
完
成
で
あ
る
。

初
文
化
、
つ
ま
り
教
授
と
教
育
の
目
標
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
か
。
手
段
か
あ
る
い
は
目
的
か
。

特
別
の
意
味
を
持
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
例
え
ば
、
民
族
的
な
も

の
）
で
、
保
護
に
価
す
る
正
当
性
が
十
分
に
あ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
あ
る
点
に
お
い
て
、
文
化
は
独
立
の
基
礎
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て

来
た
が
、
こ
の
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
、

第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
そ
の
自
己
の
権
利
に
お
い

て
、
自
分
達
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ま

す
ま
す
強
く
主
張
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

あ
る
い
は
、
普
遍
的
役
目
を
担
っ
た
あ
る
価
値
（
儲
の
ｇ
）
と
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
く
、
反
人
種
差
別
運
動
が
採
っ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。

測
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
そ
の
第
二
○
会
期
の
、
一
九
七
八
年
二
月
一
一
七
日

に
採
択
し
た
、
人
種
と
人
種
的
偏
見
に
つ
い
て
の
宣
言
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
こ
の
分
野
で
担
う
役
目
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
並
び
に
こ
れ
を
支
配
し
ま
た
こ
れ
に
仕
え
る
人
び

と
、
ま
た
国
内
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
組
織
化
さ
れ
た
団
体
は
、
世

界
人
権
宣
言
に
認
わ
れ
た
諸
原
則
、
こ
と
に
表
現
の
自
由
の
原
則
に
留

意
し
て
、
個
人
の
間
や
集
団
の
間
に
理
解
、
寛
容
並
び
に
友
好
を
促
進

す
る
こ
と
、
ま
た
個
人
や
個
人
の
い
ろ
い
ろ
な
集
団
に
つ
い
て
の
型
に

は
ま
っ
た
、
一
面
的
で
、
一
方
的
で
、
他
意
を
秘
め
た
よ
う
な
思
考
方

式
を
広
め
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
種
差
別
主
義
、
人
種

差
別
、
並
び
に
人
種
的
偏
見
の
根
絶
に
貢
献
す
る
よ
う
、
強
く
要
請
さ

れ
る
。
人
種
的
並
び
に
種
族
的
集
団
の
間
の
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
相

互
的
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
集
団
が
十
分
に
発
言

す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
何
ん
の
支
障
や
邪
魔
も
な
く
主
張
が
聞
か
れ

る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
故
、
こ
の
よ

自
身
目
的
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
文
化
は
、
男
女
を
問
わ
ず
す
べ
て

の
人
の
協
力
で
、
自
然
の
よ
り
よ
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
知
的
自
由
の
よ
り

広
い
領
域
の
確
立
を
目
的
と
す
る
。
絶
え
間
な
く
前
進
す
る
改
革
を
受
け

い
れ
る
に
十
分
な
ほ
ど
自
由
で
あ
れ
ば
、
本
当
の
文
化
は
そ
の
目
標
を
そ

れ
自
体
の
外
に
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
民
族
が
人
類
の
共
同
財
産
に

い
か
に
貢
献
出
来
る
か
と
い
う
判
断
基
準
も
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
考
え
方

に
お
い
て
打
ち
た
て
る
こ
と
が
出
来
る
。

五
、
人
種
差
別
と
闘
う
た
め
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
組
織
的
動
員
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う
な
コ
ミ
ニ
ニ
ケ
ー
シ
三
ン
を
促
進
す
る
個
人
や
集
団
の
考
え
方
を
素

直
に
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
第
五
条
三
項
）
。

巧
消
極
的
側
面
と
し
て
、
人
種
差
別
撤
廃
の
た
め
の
闘
い
に
お
い
て
は
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
（
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
映
画
、
新
聞
等
々
）
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
特
に
子
供
や
若
い
人
び
と
に
対
す
る
も
の
が
、

直
接
間
接
と
を
問
わ
ず
決
ま
り
文
句
や
映
像
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
堕
し
た
り

し
て
、
人
種
的
偏
見
を
か
え
っ
て
助
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け
な

い
。
ま
た
も
う
一
つ
の
危
険
が
今
日
の
世
界
で
、
一
ニ
ー
ス
と
か
思
想
の

伝
達
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
脅
し
て
い
る
。
そ
れ
は
権
力
の
座
に
あ

る
人
び
と
の
自
己
利
益
中
心
主
義
で
、
｜
般
大
衆
の
御
気
嫌
を
と
ろ
う
と

し
て
例
え
ば
外
国
人
を
『
あ
ら
ゆ
る
悪
の
源
』
で
あ
る
と
し
て
排
斥
し
よ

う
と
す
る
。
こ
れ
は
一
般
大
衆
を
誤
ら
せ
る
途
で
あ
る
。
積
極
的
側
面
と

し
て
は
、
｜
股
の
人
び
と
を
言
葉
と
か
イ
メ
ー
ジ
で
、
ま
た
世
界
的
展
望

に
お
い
て
、
読
者
や
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の
聴
衆
に
と
っ
て
余
り
な
じ
み
の

な
い
い
ろ
い
ろ
の
文
化
の
異
な
っ
た
側
面
（
哲
学
、
法
、
文
学
、
芸
術
）

に
つ
い
て
教
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
人
び
と
を
退
屈
に

さ
せ
た
り
、
無
関
心
に
さ
せ
た
り
し
な
い
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
。
反
対
側
の
世
界
や
未
知
の
世
界
の
特
定
の
民
族
の
文

化
的
伝
統
を
表
現
す
る
叙
事
詩
や
記
念
物
の
、
社
会
的
現
実
に
出
来
る
限

り
立
脚
し
た
鋭
い
、
知
性
的
解
説
は
、
諸
民
族
の
間
に
友
好
関
係
を
樹
立

す
る
こ
と
が
緊
急
で
あ
る
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
教
育
的
お
説
教
よ
り
、

ど
れ
だ
け
説
得
力
が
あ
る
か
知
れ
な
い
。

な
決
議
を
採
択
し
て
い
る
。

（
ｘ
ｘ
ｖ
）
「
条
約
」
第
七
条
の
実
施
の
た
め
の
追
加
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は

「
条
約
」
第
七
条
に
関
す
る
報
告
書
の
形
式
と
内
容
に
関
す
る
委
員

会
の
改
正
一
般
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
○
自
用
己
へ
○
へ
二
）
、
並
び
に
一
九

七
七
年
四
月
一
三
日
に
採
択
さ
れ
た
そ
の
一
般
的
勧
告
を
想
起
し

多
く
の
提
案
、
こ
と
に
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
構
が
そ
の
文
書

○
国
勾
己
へ
○
へ
ｓ
へ
シ
＆
・
］
に
よ
っ
て
提
出
し
た
諸
提
案
を
考
慮
し
、

次
の
諸
提
案
に
つ
い
て
当
事
国
の
注
意
を
喚
起
す
る
。

報
告
書
は
第
七
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
主
項
目
の
各
々
に
つ
い
て
、

次
に
あ
げ
る
別
々
の
見
出
し
を
つ
け
て
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
情
報
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｈ
教
授
と
教
育

ロ
文

化

曰
情

報

こ
れ
ら
の
広
範
な
指
標
の
枠
の
中
で
、
記
載
さ
れ
る
情
報
は
、
当
事

国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
措
置
を
含
ん
で
い
る
こ
と
。

何
人
種
差
別
に
導
く
偏
見
と
闘
う
た
め
の
措
置

㈲
諸
国
家
間
及
び
人
種
的
又
は
種
族
的
集
団
の
問
に
理
解
、
寛
容

並
び
に
友
好
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
。

一
、
教
授
と
教
青

こ
の
部
分
は
、
人
種
差
別
を
導
く
人
種
的
偏
見
と
闘
う
た
め
の
教
授

と
教
育
の
分
野
に
お
い
て
と
ら
れ
た
、
教
育
制
度
に
関
す
る
い
く
ら
か

Ｂ
国
際
的
措
置
、
当
事
国
に
よ
る
「
条
約
」
第
七
条
の

規
定
の
誠
実
な
実
施
を
監
視
す
る
た
め
の
人
種
差
別

撤
廃
委
員
会
（
Ｏ
両
刃
ロ
）
の
権
限

巧
国
際
条
約
の
文
言
に
よ
る
と
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
検
討
し
、

そ
の
後
は
、
人
種
差
別
に
関
す
る
国
際
的
義
務
に
つ
い
て
、
当
事
国
の
態

度
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
責
任
の
あ
る
主
要
機
関
で
あ
る
。
委
員
会
の

活
動
は
、
こ
と
に
第
七
条
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
般
的
に
み
て
有
用
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
活
動
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。

万
Ｈ
当
事
国
は
二
年
毎
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
当
事
国
の
代
表
に
対
し
て
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
行
う
質
問

は
、
関
係
す
る
国
内
機
関
に
よ
っ
て
第
七
条
が
い
か
に
実
施
さ
れ
て
い
る

か
に
、
特
別
の
重
み
が
お
か
れ
て
い
る
。
毎
年
国
連
総
会
に
委
員
会
の
年

次
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
が
、
委
員
会
は
こ
の
中
で
第
七
条
に
つ
い
て
特

別
の
一
章
を
設
け
、
第
七
条
の
実
施
を
め
ぐ
る
、
つ
ま
り
、
当
事
国
が
遵

守
を
約
束
し
た
第
七
条
に
忠
実
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
当
事
国
の
一

（
、
）

般
的
態
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
を
示
し
て
い
る
。
定
期
報
告
書
の
由
’

に
、
自
国
の
教
授
、
教
育
並
び
に
文
化
の
政
策
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
進
歩

に
つ
い
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
事
国
の
義
務
、
並
び
に
恐

ら
く
義
務
の
誠
実
な
履
行
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
の
世
論
の

前
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖
か
ら
、
当
事
国
は
必
要
な
改
善
を
も
た
ら

す
た
め
懸
命
に
努
力
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ん
で
い
る
。

泊
ロ
「
条
約
」
当
事
国
に
よ
る
定
期
報
告
書
の
作
成
を
助
け
る
た
め
、

委
員
会
は
、
政
府
に
対
す
る
一
般
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
形
で
、
次
の
よ
う

少●Ｃ“ｑｌｑ炉０』ｎＵｎｈ〃■、必ｒｒ■■）Ｐｂ妙レム■●ｑＣｒ００ｒ■Ⅱ十一ｃ』己テロｂｌｒ■傍似▼し、‐ｐＪ９Ｌｃ，■小ＬＤｂ‐ＰＤＩⅢ□し△■ら二■７●・ｌｂＤ印０▲７‐□、！－．‐』いげ・卜，Ｇ｜‐・０．００＄・Ｉ卜・＆いりｂ：、｜■ＩＰＤ』■▼０９ゲニｒⅡＮｒＩＰ■Ｄ■■Ｉ・■■■ＢＢ０Ｄ・●■▽ＬＣ０ｌ△且Ｐｒ０ｌ９Ｐ』■ＩＤ０．．‐円－■ｑＩｐＰ・■」
０
 

の
一
般
的
情
報
を
含
む
、
立
法
的
並
び
に
行
政
的
措
置
を
記
述
す
る
こ

と
。こ
の
部
分
は
ま
た
、
堂
剴
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
並
び
に
教
師
や
他
の
職

業
人
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
中
に
、
諸
国
家
及
び
人
種
的
又
は
種
族
的
集

団
の
間
の
よ
り
よ
い
理
解
、
寛
容
並
び
に
友
好
を
導
く
よ
う
な
人
権
の

諸
問
題
を
推
進
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
題
目
を
入
れ
る
た
め
の
措
置
が
と

ら
れ
た
か
否
か
を
記
述
す
る
こ
と
。

最
後
に
、
委
員
会
の
一
般
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
○
固
丙
己
へ
○
へ
三
日
戸

「
》
胃
の
耳
の
円
○
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
諸
条
約
の
目
的
と
原
則
が
、
教
授

と
教
育
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
の
情
報
を
提
出
す
る
こ
と
。

報
告
書
中
の
こ
の
部
分
に
は
、
民
族
の
文
化
と
伝
統
を
発
展
し
、
人

種
的
偏
見
と
闘
い
、
国
家
間
並
び
に
異
っ
た
文
化
間
の
理
解
、
寛
容
並

び
に
友
好
を
、
国
家
並
び
に
人
種
的
あ
る
い
は
種
族
的
集
団
の
間
に
推

進
す
る
た
め
に
、
活
動
す
る
機
関
や
団
体
の
動
き
に
つ
い
て
の
情
報
が

記
述
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

ま
た
人
種
差
別
主
義
と
人
種
差
別
と
闘
う
連
帯
委
員
会
や
関
係
団
体

の
動
き
、
当
事
国
に
よ
る
人
権
デ
ー
の
遵
守
状
況
や
人
種
差
別
主
義
と

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
反
対
す
る
運
動
に
つ
い
て
の
情
報
も
含
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
文

三
、
情

報

こ
の
部
分
に
は
以
下
の
情
報
が
含
ま
れ
る
。

化



1４４ 

、
画
》
開
。
。
｛
ロ
。
（
⑦
』
『
）

皿
よ
い
市
民
た
る
た
め
の
教
育
計
画
は
、
人
種
的
平
等
に
関
す
る
教
育
と

究
い
く
つ
か
の
人
権
に
関
す
る
国
際
文
書
に
つ
い
て
の
解
説
を
入
れ
て
い

研
る
。
こ
の
中
に
は
世
界
人
権
宣
言
や
、
い
う
ま
で
も
な
く
市
民
の
権
利
と

弗
義
務
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
含
ま
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
第

関
一
報
告
書
へ
の
一
九
七
○
年
五
月
一
九
日
付
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
（
○
自
用
己

に瓢へ○へ局．②へシ＆・醤・門冨冨昌］①のＰ弓・←・並びに、セネガル
の
の
一
九
七
六
年
七
月
一
一
一
日
付
の
第
二
定
期
報
告
書
、
○
因
用
己
へ
○
へ
局
凸

牒
ベ
ヘ
シ
＆
」
Ｃ
》
句
・
ウ
参
照
の
こ
と
）

第
胡
移
住
者
の
教
育
も
ま
た
多
く
の
国
の
注
意
を
喚
起
し
た
。
こ
れ
ら
の
国

徽
ぐ
に
は
、
移
住
者
が
移
住
国
の
国
語
を
学
べ
る
と
共
に
自
分
達
の
母
国
語

醜
に
よ
る
教
育
も
受
け
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
ベ
ル

弼
ギ
ー
は
こ
の
よ
う
な
国
の
典
型
で
あ
る
。

関
型
教
師
の
教
育
も
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
多
く
の
国
の
関
心
事
で
あ
る
。
ベ
ル
》
一

と廃
－
で
は
、
『
上
級
の
教
員
の
養
成
レ
ベ
ル
で
は
、
異
な
っ
た
国
ぐ
に
及
び
人

臓
種
的
並
び
に
種
族
的
諸
集
団
の
間
の
理
解
、
寛
容
並
び
に
友
好
を
促
進
す

月差
る
よ
う
な
措
置
の
実
施
が
将
来
の
教
職
に
お
い
て
当
た
り
前
の
こ
と
と
な

噸
る
よ
う
、
教
え
ら
れ
て
い
る
』
（
一
九
七
六
年
九
月
六
日
付
の
ベ
ル
ギ
ー

》
＄
の
纈
臺
棚
竈
議
城
塞
霊
諜
へ
言
及
し
て
〆

岻
た
報
告
書
も
あ
る
。
一
九
七
六
年
九
月
六
日
付
ベ
ル
ギ
ー
の
第
一
報
告
書

ら
が
こ
の
例
で
、
こ
の
種
の
学
校
は
特
に
『
人
種
と
人
種
差
別
、
人
権
一
般

←
の

の
問
題
に
特
に
注
意
を
払
う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
』
と
記
述
し
て
い
る
。

５
 

辿
師
人
種
差
別
主
義
と
闘
う
行
動
に
関
す
る
社
会
科
学
研
究
に
つ
い
て
も
、

何
人
種
差
別
を
導
く
人
種
的
偏
見
と
闘
う
た
め
、
ま
た
上
記
の
諸

文
書
の
目
的
と
原
則
の
よ
り
よ
い
理
解
を
植
え
つ
け
る
た
め
の
情
報
の

広
報
に
お
け
る
国
家
的
メ
デ
ィ
ア
の
役
目
に
つ
い
て

側
人
権
に
つ
い
て
広
報
し
、
ま
た
上
記
の
人
権
に
関
す
る
文
書
の

目
的
と
原
則
に
つ
い
て
の
知
識
を
広
報
す
る
に
つ
い
て
の
、
新
聞
、
ラ

ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
マ
ス
・
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の

役
目
に
つ
い
て
。

こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
余
り
に
簡
潔
で
あ
る
た
め
こ
の
ま
ま
で

は
そ
の
効
果
も
弱
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
考
え
方
に

沿
っ
て
も
っ
と
充
実
さ
せ
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

（
、
）

一
一
一
三
う
ま
で
も
な
い
。

門
口
委
員
会
は
そ
の
議
事
要
録
や
年
次
報
告
書
の
中
に
、
こ
と
に
第
七

条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
分
野
に
つ
い
て
当
事
国
が
も
た
ら
し
た
積
極
的
成

果
を
特
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
益
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、

疑
い
な
い
。
委
員
会
は
、
ま
だ
第
七
条
に
関
す
る
分
野
の
活
動
が
十
分
で

な
い
他
の
国
ぐ
に
に
対
し
て
も
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
と
な
る
モ

デ
ル
を
示
し
た
と
一
一
一
一
臣
え
る
。
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
例
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
人
種
差
別
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
。
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

第
五
定
期
報
告
書
（
一
九
七
八
年
二
月
一
七
日
付
）
は
、
次
の
よ
う
に
記

述
し
て
い
る
。
『
国
家
間
の
友
好
の
問
題
、
寛
容
並
び
に
人
種
差
別
に
対

す
る
闘
争
は
、
ま
た
地
理
や
生
物
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、
こ
の
両
者
の
教

師
と
学
生
の
入
門
書
の
中
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
い
ろ
い
ろ
の
異

っ
た
生
活
の
分
野
に
お
け
る
、
多
く
の
国
ぐ
に
や
民
族
が
も
た
ら
し
た
成

ｂ
Ｂ
１
１
・
Ｉ
Ｄ
１
８
ｑ
Ｉ
ｌ
Ｊ
ｒ
０
Ｃ
・
ｆ
ｃ
，
Ｄ
Ｌ
Ｉ
▲
ｒ
ｉ
ｆ
９
９
■
凸
し
Ｏ
Ｌ
▼
し
。
●
Ｐ
０
６
Ｏ
０
８
し
０
０
１
６
０
０
５
■
Ｐ
↑
↓
山
●
ゲ
ド
』
ム
ト
ロ
●
Ｏ
ｎ
Ｌ
ｌ
０
Ｉ
０
０
ｉ
ｌ
■
仔
仇
ｐ
・
Ｉ
ｊ
ｐ
ｐ
Ｂ
Ｌ
０
い
’
し
ｈ
Ｉ
＆
ｒ
Ｉ
■
ひ
■
■
Ｆ
Ｄ
し
し
０
件
し
■
叩
ｒ
伍
し
の
う
■
；
ト
マ
＆
Ｆ
ｆ
Ａ
Ｌ
■
Ｋ
Ｉ
ｂ
▽
◆
０
角
恥
じ
Ｐ
Ｅ
Ｐ
２
Ｐ
区
●
て
Ｌ
ｇ
Ｌ
■
ｒ
レ
ゲ
グ
ヒ
瓜
旦
ゲ
・
■
９
Ｌ
Ａ
ｒ
Ｉ
吟
●
Ｌ
Ｅ
Ｐ
旧
Ｉ
Ｐ
Ｕ
ｒ
Ａ
ｋ
い
い
Ｐ
Ｐ
ｒ
Ｌ
６
け
：
０
ト
ゲ
Ｐ
０
し
い
し
■
Ｆ
Ｂ
Ａ
■
Ｂ
Ｕ
０
△
■
Ｐ
Ｂ
Ｂ
■
□
Ｄ
■
匠
Ｄ
ｒ
Ｂ
ｒ
■
Ｂ
Ｄ
Ｄ
■
■
０
・
■
Ｙ
Ｄ
Ｏ
＆
、
』
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ⅱ
■
□
■
▼
▲
Ｐ
１
■
●
し
０
▲
ｒ
ら
ｂ
Ｐ
ｊ
Ｂ
■
い
●
Ｆ
１
び
り
・
０
０
０
，
，
二
■
＆
’
』
’
－
．
’
０
人
’
．
〃

果
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
』
（
○
両
用
己
へ
岩
へ
シ
三
・
］
Ｃ
・
【
房
司
の
‐

す
円
ロ
ロ
罠
竜
］
④
「
Ｐ
弓
・
「
）
。

即
学
校
の
教
科
書
か
ら
、
人
種
差
別
的
態
度
を
鼓
舞
し
た
り
正
当
化
す
る

よ
う
な
効
果
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
記
述
を
削
除
す
る
た
め
の
措
置
を
と
っ
て

い
る
国
も
す
ぐ
な
く
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
こ
の
例
で
あ
る
。
こ
の

国
の
第
一
報
告
書
（
一
九
七
六
年
一
月
四
日
付
）
は
次
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
。
『
原
住
民
問
題
に
関
す
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
省
は
、
原
住
民
と

ト
ー
レ
ス
海
峡
地
域
の
島
民
の
歴
史
と
文
化
が
正
確
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
学
校
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
教
育
担
当
当
局
と
教

科
書
の
著
者
と
が
鶴
議
し
て
い
る
』
（
○
国
幻
己
へ
○
へ
【
雷
へ
シ
三
・
四
・
ｍ
］

】
］
ロ
ー
】
］
①
ヨ
ヨ
勺
』
②
）

皿
二
国
間
の
協
定
に
従
っ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
外
務
省
と
国
際
的
文
化
交
流

サ
ー
ビ
ス
の
主
催
で
作
成
さ
れ
た
歴
史
教
科
書
レ
ビ
ュ
ー
（
目
一
】
の
一
］
三
，

。
ご
芹
⑦
×
｛
８
己
⑦
三
）
に
特
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
第
一
報
告
書
（
’
九
七
七
年
六
月
二
四
日
付
）
に
よ
る

と
、
こ
の
活
動
は
『
人
種
間
の
敵
対
感
情
を
煽
る
す
べ
て
の
思
想
や
こ
の

分
野
で
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
行
き
過
ぎ
を
隠
す
よ
う
な
傾

向
を
除
去
す
る
』
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
（
ベ
ル
ギ
ー
の
第
一
報
告

書
、
農
］
［
］
】
】
⑦
］
①
。
》
○
国
局
己
へ
○
へ
局
・
霊
へ
シ
ｇ
ｅ
．
ｍ
・
烏
］
三
『
］
①
。
》

戸
匡
］
）
。
ベ
ル
ギ
ー
第
二
報
告
書
は
比
較
的
に
人
種
差
別
主
義
の
問
題
に

重
点
を
置
い
て
い
る
が
、
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
と
の
あ
る
協
定
の
存
在
に
注

意
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の
協
定
は
『
両
国
の
歴
史
と
地
理
に
つ
い
て
の

正
確
な
知
識
を
伝
え
る
目
的
で
の
学
校
教
科
書
の
共
同
検
閲
を
明
確
に
謡

っ
て
い
る
』
（
○
局
届
□
へ
○
へ
］
の
ヘ
シ
ニ
Ｑ
・
』
。
閉
屡
。
ｇ
○
ケ
月
］
召
Ｐ
勺
．

特
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
野
は
ま
だ
比
較
的
に
未
開
拓

で
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
範
囲
で
判
断
す
る
と
、
極
め
て
少
数
の
国
に
関

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
一
九
七
六
年
二
月
四

日
付
の
第
一
報
告
書
の
中
で
、
社
会
科
学
教
育
に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
内
委
員
会
の
活
動
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
は
一
九

七
三
年
に
行
っ
た
調
査
に
基
づ
い
て
、
『
人
種
と
種
族
関
係
』
に
関
す
る

資
料
は
も
っ
と
深
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
て
い
る
（
○
局
宛
三

○
へ
局
．
②
③
ヘ
シ
ニ
ニ
・
』
○
ｍ
ｍ
］
四
目
亘
四
ご
］
①
弓
》
弓
・
］
②
）
。

町
ま
た
イ
ギ
リ
ス
も
一
九
六
八
年
の
人
種
関
係
法
に
基
づ
い
て
、
人
種
関

係
研
究
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
ま
た
、
’

九
六
八
年
設
立
の
人
種
関
係
研
究
所
も
あ
る
。

胡
一
般
の
人
び
と
に
対
し
て
、
人
権
の
分
野
、
こ
と
に
人
種
差
別
禁
止
に

関
し
て
の
一
定
の
国
際
文
書
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
教
訓
を
よ
く
認
識
で
き

る
よ
う
、
特
別
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
国
も
い
く
ら
か
あ
る
。

閉
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
こ
の
例
で
あ
る
。
’
九
七
七
年
七
月
一
一
八
日
の
第
三

定
期
報
告
書
は
、
｜
股
の
人
び
と
に
国
際
連
合
憲
章
や
そ
の
他
の
国
連
文

書
に
謡
わ
れ
た
規
定
を
よ
く
知
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
方
法
と
手
段
に

つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
『
学
童
た
ち
は
、
国
際
連
合
憲
章
の
中
に
躯
わ

れ
た
原
則
を
よ
く
認
識
し
て
い
る
。
人
権
並
び
に
人
権
を
守
る
た
め
の
国

内
的
及
び
国
際
的
機
構
、
さ
ら
に
は
人
権
の
歴
史
的
由
来
も
が
、
教
育
の

た
め
の
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
偏
見
に
対
す
る
闘
い
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
○
回
甸
己
ヘ
○
へ
ご
・
【
鴎
○
・
｛
Ｃ
己
⑦
Ｈ
］
＠
コ
・
弓
・

巴
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
ま
た
、
人
種
優
越
主
義
及
び
人
種
差
別
と
闘
う

行
動
の
た
め
の
一
○
年
計
画
に
つ
い
て
の
教
育
を
入
れ
て
い
る
。



Ｉ 
を
も
た
ら
す
よ
う
な
時
は
、
ハ
イ
チ
政
府
は
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

は
行
う
意
思
は
な
い
』
（
国
連
総
会
へ
の
委
員
会
の
報
告
書
、
○
窪
Ｃ
竺

究
宛
の
８
ａ
の
亜
目
三
■
ご
ｌ
威
円
の
｛
の
⑦
の
の
】
・
口
》
の
巨
己
ご
｝
の
日
の
日
子
」
の
（
シ
茜
］

研
へ
］
⑭
》
忌
日
・
塵
『
）
よ
り
の
引
用
）
。

す
弱
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
正
当
な
根
拠

朔
づ
け
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
一
貫
し
て
強
硬
に
反
駁
し
て
き
た
。
人
種
差

瓢
別
主
義
が
あ
る
特
定
の
国
に
存
在
し
な
い
と
い
う
か
ら
と
一
一
一
三
っ
て
、
こ
の

の
国
が
第
七
条
に
規
定
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
を
実
施
す
る
義
務
か
ら
免

条
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
の
が
、
委
員
会
の
立
場
で
あ
る
。
例
え
ば

櫻外国人労働者の大量の到来のような新しい社会条件の生まれる
条
結
果
人
種
差
別
主
義
が
再
び
拾
頭
し
、
ど
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
が
起
こ

鵡
る
か
予
測
出
来
な
い
と
い
う
の
が
、
委
員
会
の
立
場
で
あ
る
。

る
船
側
憲
法
に
基
づ
く
弁
解
も
ま
た
聞
か
れ
る
。
こ
と
に
以
上
挙
げ
た
弁

｛９ 
関
解
と
一
緒
の
こ
と
が
多
い
。
こ
の
種
の
見
解
の
論
拠
は
、
「
憲
法
に
人
種

と関
差
別
禁
止
の
一
定
の
規
定
が
）
の
る
限
り
、
憲
法
上
の
こ
れ
ら
の
規
定
と
条

蝋
約
の
条
文
を
実
施
に
移
す
た
め
、
立
法
的
、
行
政
的
並
び
に
そ
の
他
の
捨

月差
置
を
あ
ら
た
め
て
と
る
必
要
は
な
い
と
－
９
る
見
解
』
に
示
さ
れ
て
い
る

種人
〔
総
会
へ
の
委
員
会
の
年
次
報
告
書
、
○
量
○
国
］
用
⑦
８
己
の
》
曰
乏
目
ご
Ｉ

》Ｗｏ－鵬廉翅犯〆噌空鯉騨岬姥》《鐺錆窪誹舵旧浴
岻
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
条

紡
約
の
す
べ
て
の
条
文
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て
特
別
の
追
加
措
置
が
必
要
と
は
考
え
ら
れ
な
い
』
（
’
九
七
○
年
七

７
 

辿
月
一
一
一
○
日
付
の
第
一
報
告
書
、
○
両
宛
己
へ
○
へ
宛
．
②
｝
シ
三
・
認
）
。
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卯
人
種
差
別
の
禁
止
を
推
進
す
る
こ
と
に
責
任
の
あ
る
機
関
は
大
体
に
お

い
て
、
教
授
へ
教
育
、
情
報
に
関
係
が
あ
る
。
加
え
て
、
多
く
の
国
に
お

い
て
国
際
連
合
憲
章
の
原
則
と
目
的
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
委
員
会
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
反
対
す
る
ガ
ー
ナ
国
内
委
員
会
、

ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
の
人
民
と
連
帯
す
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
委
員
会
、

セ
ネ
ガ
ル
の
人
権
委
員
会
な
ど
が
こ
の
例
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
国
際
デ

ー
の
記
念
集
会
が
こ
れ
ら
の
組
織
に
よ
っ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
行
わ
れ

て
い
る
。

虹
「
条
約
」
の
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書

（
○
回
用
己
へ
○
ヘ
ｓ
ｏ
【
画
］
ロ
ロ
の
］
①
ご
）
は
極
め
て
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
ま
で
述
べ
て
来
た
状
況
報
告
か
ら
し
て
、
当
事
国
が
達
成
し
た

成
果
は
一
般
的
に
言
っ
て
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
貧
弱
で
あ
る
。
例
え
ば
先

ず
第
一
に
、
第
七
条
が
規
定
す
る
い
ろ
い
ろ
の
内
容
は
、
同
じ
程
度
に
実

施
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
文
化
と
情
報
に
つ
い

（
画
）

て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
一
一
一
云
え
る
。
以
上
簡
潔
に
触

れ
た
い
ろ
い
ろ
の
題
目
は
、
各
当
事
国
の
報
告
書
の
中
で
無
視
さ
れ
て
い

る
か
、
部
分
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

卯
回
こ
の
報
告
書
の
関
心
の
範
囲
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
人
種
差
別
撤

廃
委
員
会
は
何
を
お
い
て
も
、
当
事
国
は
「
条
約
」
第
七
条
の
課
す
義
務

を
誠
実
に
遵
守
す
る
に
つ
い
て
、
留
保
を
つ
け
た
り
、
不
十
分
で
あ
る
こ

と
に
先
ず
注
意
を
喚
起
す
る
べ
き
で
あ
る
。
委
員
会
が
当
事
国
の
釈
明
を

問
題
に
直
接
関
係
な
し
と
判
断
し
た
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
。
し
か
し
再
び

国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
（
○
国
幻
己
へ
○
へ
ｓ
ｏ
【
』
〕
ロ
ロ
①
こ
ぎ
）
に
よ

っ
て
み
よ
う
。
当
事
国
の
み
で
は
な
く
、
国
際
的
諸
機
関
が
体
験
し
た
い

肥
同
じ
く
一
九
七
三
年
八
月
一
四
日
付
の
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
第
一
報
告
書

も
、
「
条
約
」
を
批
准
し
た
時
こ
の
国
が
行
っ
た
次
の
よ
う
な
留
保
に
注

意
を
喚
起
し
て
い
る
。
『
ジ
ャ
マ
イ
カ
憲
法
は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
に
在
る
す

べ
て
の
人
に
、
人
種
や
出
身
地
に
よ
っ
て
差
別
す
る
こ
と
な
く
個
人
の
基

本
的
人
権
と
自
由
を
認
め
、
保
障
し
て
い
る
。
．
：
。
：
ジ
ャ
マ
イ
カ
は
「
条

約
」
を
批
准
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
憲
法
上
の
制
約
を
こ
え
る
義
務
を
引

き
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
』
。
こ
の
よ
う
な
陳
述
は
問

題
で
あ
る
。
国
内
法
と
国
際
法
規
の
問
に
く
い
違
い
の
あ
る
時
は
、
国
際

裁
判
所
は
、
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
署
名
さ
れ
批
准
さ
れ
た
「
条
約
」
を

優
位
さ
せ
る
と
い
う
原
則
に
必
ず
拘
束
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
に

か
く
ジ
ャ
マ
イ
カ
が
、
こ
の
留
保
の
結
果
と
し
て
、
『
条
約
の
条
文
を
実

施
に
移
す
た
め
の
い
か
な
る
…
…
措
置
を
と
る
こ
と
も
不
必
要
で
あ
る
』

と
陳
述
し
た
の
で
あ
る
（
一
九
七
三
年
八
月
一
四
日
付
の
第
一
報
告
書
、

○
国
用
己
へ
○
ヘ
用
・
雷
へ
シ
９
９
℃
）
。

的
。
権
限
不
在
の
主
張
、
｜
定
の
事
項
は
自
分
達
の
権
限
の
中
に
は

属
さ
ず
、
従
っ
て
第
七
条
こ
と
に
情
報
の
分
野
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る

措
置
を
と
る
こ
と
は
権
限
上
出
来
な
い
と
主
張
す
る
国
も
い
く
つ
か
あ
っ

た
。
ノ
ル
ウ
ー
ー
ー
が
こ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
国
の
第
四
定
期
報
告
書
の
審
議

（
聰
）

の
際
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
代
表
は
『
情
報
メ
ー
プ
ィ
ア
は
国
家
の
事
業
で
は
←
の
る

が
、
政
府
か
ら
は
独
立
し
て
お
り
、
政
府
の
介
入
に
よ
る
い
か
な
る
行
為

に
対
し
て
も
強
く
反
発
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
の
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政

府
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
統
制
も
行
使
す
る
こ
と
は
出
来
な

（
巧
）

い
』
と
陳
述
し
た
。
同
じ
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
報
告
書
も
、
「
第
七
条
に

よ
っ
て
と
ら
れ
る
べ
き
政
府
の
措
置
は
、
出
版
、
表
現
及
び
情
報
の
自
由

ろ
い
ろ
な
困
難
の
性
格
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
だ
け
の
目
的
な
ら
、
こ
れ

ら
の
困
難
な
点
に
つ
い
て
一
通
り
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
有
益
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
こ
の
た
め
の
必
要
な
弁
解
を
可
能
に
す
る

た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
前
提
条
件
で
も
あ
る
。

兜
伺
人
種
差
別
主
義
あ
る
い
は
人
種
差
別
は
存
在
し
な
い
と
い
う
陳
述

は
、
最
も
多
く
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
一
九
七
○
年
四
月
一
二
日
付
の
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
の
第
一
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
人
種
差
別
の

慣
行
を
生
む
よ
う
な
条
件
は
こ
の
国
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の

目
的
の
た
め
の
い
か
な
る
措
置
も
と
ら
れ
て
い
な
い
』
。
同
じ
よ
う
に
、

一
九
七
○
年
八
月
二
日
付
の
ナ
イ
ジ
ー
ー
リ
ア
の
第
一
報
告
書
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
は
、
ど
の
よ
う
な

形
態
の
人
種
的
隔
離
も
実
行
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
「
条
約
」
の
特
定

の
条
文
を
実
施
に
移
す
た
め
の
ど
の
よ
う
な
立
法
あ
る
い
は
司
法
的
措
置

も
直
ち
に
と
る
必
要
は
な
か
っ
た
』
。
特
に
ボ
リ
ビ
ア
は
、
『
ボ
リ
ビ
ア

に
は
人
種
差
別
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
発

に
関
す
る
国
際
条
約
の
第
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
措
置
は
必
要

な
い
』
と
記
述
し
て
い
る
。
同
様
の
見
解
は
い
く
ら
か
変
化
し
て
い
る

が
、
一
九
七
一
年
の
第
一
報
告
書
か
ら
一
九
七
七
年
の
第
四
定
期
報
告
書

ま
で
一
貫
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

処
ハ
イ
チ
も
第
二
定
期
報
告
書
で
、
同
じ
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
て
い

る
。
『
条
約
を
実
施
す
る
目
的
は
、
人
種
差
別
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に

人
種
差
別
を
創
出
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
差
別
を
実
行
し
て
い
る
人
び
と

の
間
で
こ
れ
を
撤
廃
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
反
差
別
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
が
反
対
に
国
民
の
一
部
の
間
に
人
種
差
別
感
情
を
煽
る
よ
う
な
結
果

け
６
０
１
０
Ｆ
い
▽
４
侃
丁
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脂
Ｌ
０
●
Ｐ
□
７
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ヶ
７
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１
‐
．
．
い
い
」
か
む
■
■
田
叶
０
■
Ｃ
Ｉ
Ｂ
■
■
Ｆ
Ｂ
Ｐ
・
Ｐ
ｒ
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結
一祠

究研る附
第
七
条
の
特
質
・
そ
の
人
間
的
、
社
会
的
及
び
国
際
的
意
味
あ
い

こ離
伽
「
条
約
」
第
七
条
の
設
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
普
遍
的
に
妥
当
－
９

の
る
。
そ
の
理
由
は
、
個
人
、
国
家
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
の
種
族
集
団
の
間

嵌
に
よ
い
関
係
を
つ
く
れ
る
か
ど
う
か
は
、
結
局
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
そ
れ

第
ぞ
れ
の
措
置
の
実
現
如
何
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
一
一
三
つ

鮒
て
、
社
会
関
係
を
規
律
す
る
国
内
法
体
系
に
も
国
際
条
約
に
も
、
こ
の
よ

噸
う
な
「
条
約
」
の
規
定
の
侵
犯
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
措
置
を

る
規
定
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
第
七
条
は
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ

鮒
る
・
国
際
連
合
憲
章
と
国
際
人
権
規
約
の
二
つ
に
例
を
と
っ
て
み
よ
う
。

鰍
こ
の
一
一
つ
と
も
、
各
国
政
府
や
個
人
が
こ
れ
ら
の
文
書
の
基
本
的
目
的
、

徹
例
え
ば
平
和
的
協
力
の
理
念
、
諸
国
家
の
主
権
的
平
等
の
尊
重
並
び
に
人

Ⅱ
 

識
格
の
尊
厳
の
尊
重
に
対
し
て
、
よ
り
進
ん
だ
注
意
を
払
う
よ
う
促
す
目
的

噸
で
の
教
授
、
教
育
、
文
化
及
び
情
報
の
分
野
に
お
い
て
と
る
べ
き
措
置
に

》肺刷肛函繩鰔耽雌Ⅱ糀榊航洲靴肌一天駅刎嚢柚阯心肺Ⅶ鮒ｌ汎蝿
畑
治
的
あ
る
い
は
経
済
的
制
裁
の
よ
う
な
社
会
的
懲
戒
手
段
に
も
増
し
て
教

舵Ⅶ〃徽楯駅杭化及び情報〆一ナィァを動員しての予防措置が大切
９
 

Ⅲ
川
こ
の
よ
う
な
具
体
的
措
置
を
実
現
に
移
す
こ
と
が
肝
要
で
←
の
る
。
国
家

（
巧
）

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
』
と
陳
述
Ｉ
し
た
。
こ
の
主
張
に
は
説
得
力
が

な
い
。
と
い
う
の
は
、
国
家
は
一
つ
の
単
一
体
と
し
て
そ
れ
自
体
の
こ
と
に

つ
い
て
国
際
的
な
報
告
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
職
員
の
、
さ
ら
に

は
そ
の
司
法
機
関
の
行
動
に
つ
い
て
さ
え
も
、
た
と
え
一
国
の
司
法
機
関

は
行
政
部
よ
り
独
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
責
任
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

川
側
第
七
条
に
規
定
さ
れ
た
防
止
措
置
を
確
立
す
る
に
つ
い
て
の
困
難

点
。
「
条
約
」
当
事
国
は
第
一
、
第
一
一
、
第
三
報
告
書
を
提
出
し
て
数
多

く
の
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
た
後
、
第
七
条
の
実
施
に
関
し
て

の
目
新
し
い
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
困
難
を
感
ず
る
よ
う

で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
の
第
二
定
期
報
告
書
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
陳
述
し
て
い
る
。
『
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て

カ
バ
ー
さ
れ
る
分
野
に
新
し
い
発
展
は
な
い
。
第
一
報
告
書
の
提
出
こ
の

方
：
：
：
こ
の
報
告
書
に
記
述
さ
れ
た
現
行
の
…
…
諸
措
置
は
実
施
さ
れ
て

（
Ⅳ
）
 

お
り
、
改
正
さ
れ
た
り
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
の
第
三
並

び
に
第
四
報
告
書
に
は
何
も
新
し
い
記
述
は
な
い
』
。

皿
同
じ
様
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
第
五
報
告
書
も
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
。
『
政
府
は
…
…
「
条
約
」
…
…
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
い
か
な

る
追
加
・
・
・
…
措
置
も
と
っ
て
い
な
い
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
政
府
は
「
条
約
」

第
四
、
五
、
六
、
そ
れ
に
七
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
、
新
し
い

措
置
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

こ
れ
は
、
上
記
の
諸
条
文
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
民
主
共
和
国
を
支
配
し
て
い

る
状
況
に
関
係
が
な
く
、
ま
た
人
種
に
関
す
る
差
別
反
対
の
原
則
は
、
常

に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
政
府
の
行
動
を
規
律
し
て
い
る
と
い
う
、
単
純
な
理
由

に
よ
る
。
こ
の
原
則
は
、
憲
法
第
一
二
条
の
最
後
に
公
式
に
再
確
認
さ
れ

条
、_／

◎ 

１ 

（
廻
）

て
い
る
』
。

皿
以
上
数
多
く
の
特
定
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
手
短
か
に
調
べ
て
み
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
通
知
や
緊
急
要
請
、
こ
と
に

一
九
七
七
年
四
月
一
三
日
の
一
般
的
勧
告
ｖ
（
〆
ぐ
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

情
報
の
分
野
に
つ
い
て
の
一
委
員
会
の
要
請
に
応
え
な
か
っ
た
り
、
不
十
分

な
報
告
し
か
し
な
か
っ
た
国
が
極
め
て
多
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

川
国
連
事
務
総
長
も
前
に
ふ
れ
た
報
告
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

う
Ｃ
Ｏ

『
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
新
た
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

状
況
は
悪
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
、
委
員
会
並
び
に
「
条

約
」
の
規
定
の
実
施
を
援
助
す
る
た
め
に
ユ
ネ
ス
コ
が
と
っ
た
措
置
に

照
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
方
策
は
、
第
七
条
を
実
施
す

る
た
め
国
家
が
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
出
来
る
だ
け
多
く
の
量
の
報
告

を
行
う
と
い
う
全
体
的
取
り
組
み
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
分

野
は
ユ
ネ
ス
コ
が
あ
る
程
度
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
唯
一
の
分
野
で
あ

ろ
う
』

皿
最
後
に
、
問
題
全
体
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。

委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
人
び
と
は
次
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
特
定

の
定
期
報
告
書
が
審
議
さ
れ
る
時
は
必
ず
、
当
事
国
政
府
が
「
条
約
」
第
九

条
に
従
っ
て
提
出
し
た
情
報
が
す
べ
て
の
点
で
事
実
に
合
致
す
る
か
否
か

の
問
題
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
当
事
国
の
誠
実

性
が
必
ず
や
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
当
事
国
の
側
の
誠
実
性
は
、
国

際
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
の
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す

れ
ば
、
十
分
で
あ
ろ
う
（
一
九
六
九
年
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
二
六

は
こ
れ
ら
の
実
施
の
受
託
者
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は

抽
象
的
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
を
保
障
す
る
責
任

は
、
そ
の
機
関
に
あ
る
。
異
な
っ
た
民
族
並
び
に
人
種
的
あ
る
い
は
種
族

的
集
団
の
間
に
差
別
禁
止
の
諸
原
則
、
理
解
、
寛
容
並
び
に
友
好
を
粘
り
強

く
実
現
し
て
ゆ
く
に
は
、
先
ず
第
一
に
は
教
師
の
側
に
お
け
る
、
異
な
っ

た
文
化
に
対
す
る
理
解
と
、
平
等
の
概
念
に
基
づ
い
た
普
遍
的
考
え
方
が

必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
あ
る
程
度
ま
で
は
、
立
法
者
や
広
く
は
行
政
担
当

者
、
裁
判
官
に
も
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

差
別
の
か
く
れ
た
犠
牲
者
の
奮
起
に
も
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ
し
か
し
何
よ
り
も
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
担
う
責
任
は
大
き
い
。
委

員
会
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
Ｉ
こ
と
に
そ
の
国
の
定
期
報
告
書
の

審
議
の
機
会
に
は
Ｉ
当
事
国
の
第
七
条
に
基
づ
く
義
務
の
遵
守
を
監
視

し
、
ま
た
こ
れ
に
注
意
を
促
す
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
責
任
は
ま
た
国

際
連
合
総
会
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
総
会
は
委
員
会
の
年
次
報
告
書
を

審
議
す
る
際
、
そ
の
道
義
的
権
威
と
強
力
な
広
報
能
力
を
使
っ
て
、
条
約
上

の
責
務
の
履
行
を
怠
っ
て
い
る
国
ぐ
仁
に
対
し
て
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ

う
求
め
る
責
任
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
文
化
人
や
文
筆
家
に
も
同
様
の
責

任
が
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
る
。
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
ア
ン
ド
レ
・
プ
リ
ン
ク

（
シ
ロ
ニ
忌
国
・
冒
岸
）
や
ナ
デ
ィ
ヌ
・
ゴ
ル
ド
マ
ー
（
乏
湧
三
口
の
ｏ
ｏ
ａ
－
‐

日
の
Ｃ
の
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
ナ
ー
の
文
筆
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
を
通
じ

て
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
反
対
し
、
人
種
的
平
等
の
保
障
を
求
め
て
活
動

し
て
い
る
。
．

Ⅲ
第
七
条
は
国
際
連
合
憲
章
の
基
本
的
規
定
を
支
え
る
哲
学
に
合
致
す
る

も
の
と
言
え
る
。
今
日
で
は
人
類
は
、
経
済
的
及
び
政
治
的
条
件
に
よ
っ

『
い
’
‐
⑪
９
‐
Ｏ
Ｌ
二
０
℃
｜
・
０
０
．
，
０
．
Ｇ
牛
。
．
←
Ｐ
ワ
・
ケ
タ
午
Ｏ
な
’
▲
Ｂ
▽
ｒ
ｌ
Ｌ
ｒ
・
‐
Ｑ
０
Ｃ
１
■
‐
ｌ
ｌ
ｐ
１
Ｒ
・
Ｉ
や
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て
も
た
ら
さ
れ
た
相
互
依
存
と
文
化
的
多
元
主
義
の
間
を
右
往
左
往
し
て

い
る
。
今
日
で
は
多
文
化
社
会
と
い
う
言
葉
さ
え
使
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
一
方
で
我
わ
れ
は
一
つ
の
世
界
と
い
う
理
想
を
追
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
他
方
で
国
際
共
同
体
に
お
け
る
個
別
の
異
な
っ
た
存
在
を
そ
の

ま
ま
承
認
す
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。

川
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
異
な
っ
て
存
在
す
る
権
利
が
あ
ら
ゆ
る
側
面
で

叫
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
人
権
の
分
野
で
実
定
法
は
、
差
別
撤
廃
を
目
標
と
し

た
平
等
を
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
平
均
化
（
の
菌
三
四
二
旨
’

二
」
・
口
）
を
何
が
何
ん
で
も
実
現
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
は
な
い
。
人
権

を
擁
護
す
る
た
め
の
制
度
は
、
多
様
化
を
伴
っ
た
統
一
と
自
由
を
伴
っ
た

相
互
依
存
を
結
合
あ
る
い
は
両
立
さ
せ
、
す
べ
て
の
人
び
と
の
尊
厳
の
平

等
を
多
様
性
と
自
由
を
伴
っ
た
相
互
依
存
と
い
う
事
実
の
中
に
位
置
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
種
族
的
集
団
や
す
べ
て
の
国
家
が
、
そ
の
属

す
る
政
治
・
社
会
的
体
制
に
関
係
な
く
、
｜
般
的
な
意
味
で
の
文
化
へ
の

権
利
と
、
そ
の
固
有
の
文
化
へ
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
諸
国
家
間
並
び

に
人
種
的
あ
る
い
は
種
族
的
集
団
の
間
に
、
理
解
、
寛
容
並
び
に
友
好
を

促
進
す
る
義
務
が
こ
れ
に
加
わ
る
と
す
る
な
ら
、
第
七
条
の
規
定
す
る
結

果
う
ま
り
、
異
な
っ
た
文
化
の
間
の
対
話
が
も
た
ら
す
比
類
を
み
な
い
成

果
を
伴
っ
た
、
善
意
の
人
び
と
の
豊
か
な
対
話
は
、
す
べ
て
の
人
類
の
参

加
す
る
真
の
対
話
に
よ
っ
て
の
み
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
健
全
な
対
話

は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
の
誠
実
さ
、
国
際
連
合
が
打
ち
出
す
価
値
観

へ
の
信
頼
な
ど
が
伴
う
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
話
は
、
個

人
々
々
や
人
民
を
隔
て
る
ベ
ー
ル
を
突
き
破
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
メ
カ

ー
ー
ズ
ム
で
あ
る
。
ま
た
他
の
人
び
と
と
の
理
解
と
接
触
を
容
易
に
し
、
個

へ
岳
）
○
一
〕
色
］
〕
．
ご
目
》
己
四
目
団
》
ご
囚
門
口
．
①
］
Ｃ

（
２
）
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
第
一
四
回
会
期
で
採
択
し
た
（
一
九
六
六
年
一

一
月
四
日
付
）
、
国
際
的
文
化
協
力
の
原
則
に
関
す
る
宣
一
一
一
一
□
、
第
二
条
（
一
一
）

（
３
）
従
来
か
ら
の
『
国
家
』
（
の
ご
｛
の
の
）
と
い
う
用
語
に
代
え
て
『
人

民
（
邦
語
で
は
「
民
族
」
と
も
訳
す
）
』
（
己
①
。
巳
⑦
の
）
と
い
う
用
語
を

用
い
る
場
合
は
、
国
際
的
立
法
に
関
係
す
る
人
び
と
の
、
人
間
（
こ
の

一
旨
目
自
己
の
円
の
。
ご
）
や
そ
の
基
本
的
権
利
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
国
際
生
活
を
も
っ
と
民
主
化
す
る
こ
と
を
援
護
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
総
会
決
議
忌
庭
（
※
ご
）

（
５
）
国
連
文
書
の
弓
へ
国
局
茄
自
用
・
少
へ
③

（
６
）
人
権
教
育
を
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
諸
国
が
打
ち
出
す
諸
条
件
に
則

っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
、
国
家
に
望
ま
れ
る
。

（
７
）
す
ぐ
れ
た
小
著
、
キ
リ
ル
・
ビ
ピ
イ
（
○
昌
二
四
国
団
居
）
「
人

種
優
越
主
義
に
直
面
す
る
教
育
者
『
（
臣
三
口
Ｃ
貝
の
禺
二
の
ご
冒
芹
］
の
早

凹
Ｑ
の
目
の
）
』
、
パ
リ
、
ユ
ネ
ス
コ
、
’
九
六
五
を
読
む
こ
と
。

（
８
）
聖
座
（
バ
チ
カ
ン
）
の
第
六
定
期
報
告
書
（
○
両
宛
Ｃ
へ
○
へ
急
へ
シ
，

二
・
巻
）
参
考
文
献
。
人
種
優
越
主
義
及
び
人
種
差
別
主
義
と
闘
う
ｎ

年
。

（
９
）
’
九
七
九
年
一
○
月
一
一
一
一
日
に
ロ
メ
で
調
印
さ
れ
た
円
冨
の
⑦
，

８
己
シ
○
℃
Ｉ
同
国
○
○
．
曰
く
の
貝
一
・
口
参
照
。
こ
の
条
約
は
、
発
展
へ
の

権
利
の
一
般
的
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
の
中
へ
文
化
的
側
面
を
導
入
し
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
Ｇ
・
テ
ネ
キ
デ
ス
『
人
種
差
別
に
対
す
る
国
連
の
行
動
』
（
已

胃
蔑
○
ロ
ー
⑦
の
ｚ
ｇ
」
○
口
の
ご
己
⑦
の
Ｃ
Ｏ
自
冒
の
一
四
ｓ
の
。
且
目
冒
四
三
○
】
】
国
‐

○
三
の
）
、
ハ
ー
グ
国
際
法
ア
カ
デ
ミ
ー
講
義
集
、
第
一
六
八
巻
（
’
九

八
○
年
）
、
二
九
○
、
二
九
一
頁
、
四
三
九
頁
以
下
参
照
。

（
、
）
特
に
委
員
会
の
総
会
へ
の
報
告
書
（
一
一
一
六
会
期
、
の
ロ
ロ
〕
］
⑦
目
の
】
】
一

三
・
」
②
ｌ
シ
へ
蓋
へ
］
②
》
ｚ
①
三
目
・
具
》
］
①
缶
を
み
よ
。
ま
た
同
じ
く
委
員

会
の
報
告
書
（
’
’
’
七
会
期
、
の
ご
Ｅ
〕
］
の
目
の
日
Ｚ
。
．
］
②
少
ヘ
ヨ
ヘ
屋
一
三
の
三

Ｋ
．
二
六
》
］
や
色
）
を
み
よ
。

（
、
）
ｓ
・
Ａ
・
ベ
ソ
ノ
フ
（
の
．
シ
・
因
の
田
・
己
。
ご
）
が
提
出
し
た
、
第

七
条
の
実
施
に
対
す
る
一
般
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
関
す
る
勧
告
案

は
一
読
の
価
値
が
あ
る
。

（
週
）
委
員
会
の
第
三
五
九
会
合
（
一
九
七
七
年
八
月
一
六
日
）
に
お
い

て
、
ユ
ネ
ス
コ
代
表
が
行
っ
た
陳
述
（
総
会
へ
の
委
員
会
の
報
告
書
、
三

一
一
会
期
、
の
ロ
昌
一
の
旨
⑦
員
夛
」
の
（
シ
へ
色
へ
罠
）
》
富
国
・
』
『
）
を
み
よ
。

（
型
）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
第
四
定
期
報
告
書
、
○
国
用
□
へ
○
へ
層
》
ご
ｚ
・
ぐ
‐

の
日
ご
閂
皀
。

（
巧
）
総
会
へ
の
委
員
会
の
報
告
書
、
公
式
記
録
、
一
一
一
一
一
一
会
期
、
の
二
己
▼

一
の
自
の
己
三
・
・
』
の
（
シ
へ
題
苣
⑭
）
》
己
四
国
・
畠
Ｃ

（
珀
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
第
三
定
期
報
告
書
、
○
向
用
□
へ
○
へ
ご
》
悪
。
。

｛
○
ず
の
Ｒ
］
や
『
司
勺
・
』

（
Ⅳ
）
モ
ン
ゴ
ル
、
第
二
定
期
報
告
書
、
○
国
元
己
へ
○
｝
閃
』
ミ
シ
三
・
ざ

（
焔
）
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
第
五
定
期
報
告
書
、
○
両
用
己
へ
○
へ
淫
へ
』
三
・

。
］
の
］
目
息
ご
ご
ぺ
②
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
第
二
定
期
報
告
書
、
○
国
完
己
へ
○

局
・
ざ
へ
缶
旦
・
］
「
》
ご
句
の
亘
冒
ご
乞
己
・
ガ
ー
ナ
、
第
三
定
期
報
告

書
、
○
国
困
己
へ
○
へ
宛
．
『
○
へ
シ
邑
・
屋
》
屋
冨
胃
呂
］
ミ
ー
・
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、

第
四
定
期
報
告
書
、
○
両
用
己
へ
○
肩
．
①
ミ
シ
＆
．
］
Ｐ
］
②
］
こ
］
臣
ご
『
①

〈
注
〉

（
１
）
総
会
公
式
記
録
、
’
’
一
六
会
期
、
の
ロ
昌
一
⑦
曰
①
貝
二
・
」
⑭
（
シ
へ
酉
①

人
と
社
会
的
の
両
レ
ベ
ル
で
多
く
の
不
安
と
失
望
を
も
た
ら
し
て
い
る
孤

立
か
ら
我
々
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
利
己
的
に
自
己
の
殻
に
閉

じ
こ
も
っ
た
り
、
利
益
の
追
求
に
の
み
専
念
し
た
り
、
｜
般
的
に
他
の
人

び
と
に
無
関
心
で
あ
っ
た
り
、
軽
蔑
的
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
市
民

意
識
と
国
際
的
進
帯
の
意
識
の
形
成
を
妨
げ
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
不
寛
容
と
敵
対
心
を
助
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

自
己
中
心
的
態
度
は
、
個
々
人
だ
け
で
は
な
く
社
会
に
も
害
毒
を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
る
。
私
達
は
私
達
の
生
き
る
時
の
印
を
よ
く
認
識
し
、
我
々
を

陥
れ
る
危
機
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
我
々
は
一
方
的
態
度

を
捨
て
、
普
遍
的
態
度
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
的
視
野
に
眼

覚
め
る
こ
と
、
並
び
に
必
ず
や
他
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
る
、
他
の
大
陸

か
ら
の
人
び
と
の
到
来
に
心
を
開
く
こ
と
は
、
疑
い
な
く
、
人
び
と
の
重

要
な
潜
在
能
力
、
発
明
し
創
造
し
て
行
く
能
力
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
己
の
完
成
の
過
程
で
、
限
り

な
い
喜
び
を
見
出
し
、
こ
の
幸
福
感
が
今
度
は
我
々
の
進
歩
を
促
す
の
で

あ
る
。
諸
民
族
並
び
に
人
種
的
及
び
種
族
的
集
団
の
間
の
理
解
、
寛
容
及

び
友
好
の
達
成
は
、
理
念
の
世
界
と
地
上
の
世
界
の
双
方
で
進
行
す
る
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
。
人
間
相
互
間
の
歩
み
寄
り
が
実
現
さ
れ
、
こ
の
こ
と

が
、
国
際
的
連
帯
の
精
神
の
発
展
、
国
家
の
安
全
の
確
保
、
そ
れ
に
国
際

連
合
の
終
局
的
目
的
で
あ
る
正
義
に
裏
付
け
ら
れ
た
平
和
（
勺
８
８
三
三
】

】
巨
昌
ｏ
の
）
の
強
化
に
立
派
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。

■
Ｂ
Ｐ
Ｃ
。
■




