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教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ　

回
勅　

兄
弟
の
皆
さ
ん



1　
「
フ
ラ
テ
ッ
リ
・
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
（
兄
弟
の
皆
さ
ん（

1
））」。

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
こ
の
こ
と
ば

を
、
す
べ
て
の
兄
弟
姉
妹
に
語
り
か
け
る
た
め
に
、
そ
し
て
福
音
が
香
る
生
き
方
を
勧
め
る
た
め
に
用
い
ま

し
た
。
わ
た
し
は
彼
の
訓
戒
の
中
か
ら
、
地
理
的
・
空
間
的
な
壁
を
乗
り
越
え
る
愛
へ
と
招
く
も
の
を
強
調

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
離
れ
て
い
て
も
、
一
緒
に
い
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
兄
弟（

2
）」

を
愛
す
る

人
は
、
幸
せ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
の
短
く
簡
単
な
こ
と
ば
で
、
開
か
れ
た
兄
弟
愛
の
本
質
を

表
現
し
ま
し
た
。
身
体
的
な
近
し
さ
を
超
え
、
生
ま
れ
や
住
む
世
界
と
い
っ
た
場
所
を
超
え
、
一
人
ひ
と
り

を
認
め
、
尊
重
し
、
愛
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
兄
弟
愛
で
す
。

兄
弟
愛
と
社
会
的
友
愛
に
つ
い
て
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1　
「
フ
ラ
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。
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2　

わ
た
し
に
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
を
書
く
よ
う
促
し
た
、
兄
弟
愛
、
質
素
、
喜
び
の
こ
の
聖
人
が
、

今
ま
た
、
こ
の
新
た
な
回
勅
を
兄
弟
愛
と
社
会
的
友
愛
に
さ
さ
げ
る
動
機
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
自
分
を
太

陽
、
海
、
風
の
兄
弟
だ
と
感
じ
て
い
た
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
自
分
と
同
じ
人
間
と
は
、
な
お
さ
ら
結
ば
れ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
彼
は
至
る
と
こ
ろ
に
平
和
の
種
を
蒔ま

き
、
貧
し
い
人
、
見
捨
て
ら
れ

た
人
、
病
気
の
人
、
除の

け
者
に
さ
れ
た
人
、
隅
に
置
か
れ
た
人
の
そ
ば
に
あ
っ
て
歩
み
ま
し
た
。

境
界
な
く

3　

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
人
生
に
は
、
出
自
、
国
籍
、
肌
の
色
、
宗
教
の
違
い
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
、

隔
て
の
な
い
心
を
示
す
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
ス
ル
タ
ー
ン
・
マ
リ
ク
・
ア
ル
＝

カ
ー
ミ
ル
訪
問
で
す
。
彼
の
貧
し
さ
、
わ
ず
か
な
手
持
ち
、
隔
た
り
、
そ
し
て
言
語
、
文
化
、
宗
教
の
違
い

ゆ
え
に
、
訪
問
に
は
多
大
な
労
力
を
要
し
ま
し
た
。
あ
の
十
字
軍
の
時
代
に
、
こ
の
旅
は
、
す
べ
て
の
人
を

抱
き
し
め
た
い
と
切
望
し
、
彼
が
生
き
た
い
と
願
っ
た
そ
の
愛
の
壮
大
さ
を
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
示
し
た

の
で
す
。
主
に
対
す
る
彼
の
忠
実
さ
は
、
兄
弟
姉
妹
へ
の
愛
と
比
例
し
て
い
ま
し
た
。
困
難
と
危
険
か
ら
目
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を
そ
ら
さ
ず
に
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
弟
子
た
ち
に
要
求
し
た
の
と
同
じ
態
度
で
ス
ル
タ
ー
ン
に
会
い
に

行
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
回
教
徒
や
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
…
…
間
」
に
行
く
際
の
、
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
否
定
せ
ず
に
、「
口
論
や
争
い
を
せ
ず
、
神
の
た
め
に
す
べ
て
の
人
に
従（

3
）」

う
態
度
で
す
。

あ
の
時
代
背
景
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
無
謀
と
も
い
え
る
要
求
で
し
た
。
八
百
年
前
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
、

自
身
と
同
じ
信
仰
を
も
た
な
い
人
々
に
対
し
て
さ
え
、
何
で
あ
れ
攻
撃
や
争
い
を
避
け
、
謙
虚
で
兄
弟
的
な

「
服
従
」
を
生
き
る
よ
う
招
い
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
を
感
銘
さ
せ
ま
す
。

4　

彼
は
教
義
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
論
争
を
引
き
起
こ
し
は
せ
ず
、
む
し
ろ
神
の
愛
を
伝
え
ま
し
た
。

「
神
は
愛
で
す
。
愛
に
と
ど
ま
る
人
は
、
神
の
内
に
と
ど
ま
る
」（
一
ヨ
ハ
ネ
4
・
16
）

―
彼
は
こ
の
こ
と
を

理
解
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
兄
弟
的
な
社
会
と
い
う
夢
を
呼
び
覚
ま
す
、
創
意
あ
ふ
れ

る
父
と
な
っ
た
の
で
す
。「
自
身
の
動
き
に
他
な
る
存
在
が
加
わ
る
の
を
受
け
入
れ
る
人
だ
け
が
、
し
か
も

他
者
を
自
分
の
も
と
に
と
ど
め
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
よ
り
い
っ
そ
う
自
己
を
実
現
す
る
の
を
助
け

る
た
め
に
そ
う
す
る
人
だ
け
が
、
真
の
父
と
な
る（

4
）」

か
ら
で
す
。
監
視
塔
と
防
護
壁
だ
ら
け
の
そ
の
世
界
で

は
、
締
め
出
さ
れ
た
周
縁
部
の
悲
惨
な
地
域
が
拡
大
し
て
い
く
中
、
都
市
で
は
権
力
を
も
っ
た
家
ど
う
し
の

血
な
ま
ぐ
さ
い
争
い
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
自
ら
の
内
奥
に
ま
こ
と
の
平
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和
を
保
ち
、
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
欲
望
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
一
員

と
な
り
、
す
べ
て
の
人
と
調
和
し
て
生
き
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の
回
勅
の
創
作
意
欲
を
か
き
立
て
て
く
れ

た
の
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
す
。

5　

兄
弟
愛
と
社
会
的
友
愛
に
関
す
る
問
題
は
、
わ
た
し
が
つ
ね
に
気
に
か
け
て
き
た
こ
と
で
す
。
こ
の
数

年
間
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
繰
り
返
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
言
及
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
回
勅
で
は
、
そ
の

言
及
の
数
々
を
よ
り
広
範
な
考
察
の
文
脈
に
置
い
て
取
り
上
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、『
ラ
ウ
ダ
ー

ト
・
シ
』
執
筆
の
際
に
は
、
被
造
物
の
保
護
を
力
強
く
提
唱
す
る
わ
た
し
の
兄
弟
、
正
教
会
総
主
教
ヴ
ァ
ル

ソ
ロ
メ
オ
ス
一
世
に
着
想
を
得
た
の
に
対
し
、
今
回
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ

イ
ー
ブ
師
か
ら
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
師
と
は
ア
ブ
ダ
ビ
で
お
会
い
し
、
神
は
「
す
べ

て
の
人
を
、
権
利
、
義
務
、
尊
厳
に
お
い
て
平
等
に
創
造
な
さ
り
、
…
…
互
い
に
兄
弟
と
し
て
生
き
る
よ
う

招
い
て
く
だ
さ
っ
た（

5
）」

こ
と
を
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。
単
な
る
外
交
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
対
話
に
よ

る
考
察
で
あ
り
、
共
同
責
任
だ
っ
た
の
で
す
。
共
同
で
署
名
し
た
そ
の
文
書
で
提
起
し
た
主
要
な
問
題
を
、

こ
の
回
勅
に
お
い
て
取
り
上
げ
詳
し
く
論
じ
ま
す
。
ま
た
、
世
界
中
の
多
く
の
人
や
グ
ル
ー
プ
か
ら
受
け
取

っ
た
、
考
察
を
含
ん
だ
数
々
の
手
紙
や
文
書
も
、
わ
た
し
な
り
の
表
現
で
盛
り
込
み
ま
し
た
。
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6　

こ
の
先
の
内
容
は
、
兄
弟
愛
に
関
す
る
教
義
の
要
約
を
意
図
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
普
遍
的

な
側
面
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
こ
の

社
会
回
勅
を
、
熟
考
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
助
け
と
し
て
差
し
出
し
て
い
ま
す
。
他
者
を
排
除
し
た
り
無
視

し
た
り
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
在
の
状
況
を
前
に
、
こ
と
ば
だ
け
で
終
わ
り
は
し
な
い
兄
弟
愛
と
社
会
的
友

愛
と
い
う
、
新
し
い
夢
を
も
っ
て
応
じ
る
た
め
で
す
。
本
回
勅
は
、
わ
た
し
を
励
ま
し
は
ぐ
く
む
キ
リ
ス
ト

教
の
信
念
に
よ
っ
て
執
筆
し
ま
し
た
が
、
そ
の
考
察
が
す
べ
て
の
善
意
の
人
と
の
対
話
に
開
か
れ
る
も
の
と

な
る
よ
う
努
め
ま
し
た
。

7　

ま
た
、
こ
の
書
簡
の
執
筆
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（C

O
V

ID
-19

）
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
予

期
せ
ず
発
生
し
、
わ
た
し
た
ち
の
誤
っ
た
安
全
が
露
呈
さ
れ
ま
し
た
。
各
国
が
ば
ら
ば
ら
な
対
応
を
し
た
だ

け
で
な
く
、
共
同
で
行
動
で
き
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
密
接
に
関
係
し
合
う
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
全
員
に
影
響
す
る
問
題
の
解
決
を
い
っ
そ
う
困
難
に
す
る
分
裂
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
し
て
き
た
こ
と
の
改
善
だ
け
が
重
要
だ
と
、
あ
る
い
は
既
存
の
制
度
や
規
則
の
改
正
が
受
け

取
る
べ
き
唯
一
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
考
え
る
人
が
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
現
実
を
拒
ん
で
い
る
の
で
す
。
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9　

徹
底
し
た
分
析
や
、
わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
の
考
察
は
望
ま
ず
に
、
わ
た
し
は
、

普
遍
的
な
兄
弟
愛
の
展
開
を
妨
げ
て
い
る
現
在
の
世
界
の
い
く
つ
か
の
傾
向
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。

粉
々
に
砕
か
れ
る
夢

10　

数
十
年
も
の
間
、
世
界
は
多
く
の
戦
争
と
失
敗
か
ら
学
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
共
存
に
向
か
っ
て

8　

わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
こ
の
時
代
に
、
一
人
ひ
と
り
の
尊
厳
を
認
め
る
こ
と
で
、
兄
弟
愛
を
望
む
世
界

的
な
熱
意
を
す
べ
て
の
人
の
間
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
強
く
望
ん
で
い
ま
す
。
す
べ
て
の

人
の
間
に
、「
さ
あ
、
夢
見
る
た
め
の
、
わ
た
し
た
ち
の
人
生
を
す
ば
ら
し
い
冒
険
に
す
る
た
め
の
、
す
て

き
な
秘
訣
を
お
見
せ
し
ま
す
。
独
り
で
人
生
に
立
ち
向
か
え
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
…
…
わ
た
し
た
ち
に
は
、

支
え
て
く
れ
る
、
助
け
て
く
れ
る
、
そ
し
て
前
を
見
る
よ
う
互
い
に
助
け
合
う
共
同
体
が
必
要
な
の
で
す
。

と
も
に
夢
見
る
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
大
切
で
し
ょ
う
。
…
…
独
り
で
は
、
幻
影
を
抱
い
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
な

い
も
の
を
見
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
夢
は
、
と
も
に
編
む
の
で
す（

6
）」。

た
だ
一
つ
の
人
類
家
族
と
し

て
、
等
し
く
生
身
の
人
間
で
あ
る
旅
人
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
皆
を
宿
す
こ
の
地
球
の
子
ど
も
と
し
て
、
夢

を
見
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
豊
か
な
信
仰
や
信
念
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

意
見
を
も
っ
て
い
て
、
だ
れ
も
が
兄
弟
な
の
で
す
。
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弟
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開
を
妨
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て
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る
現
在
の
世
界
の
い
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つ
か
の
傾
向
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。

粉
々
に
砕
か
れ
る
夢

10　

数
十
年
も
の
間
、
世
界
は
多
く
の
戦
争
と
失
敗
か
ら
学
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
共
存
に
向
か
っ
て
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ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
た
か
に
見
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
共
通
の
ル
ー
ツ
を
認
め
、
そ
こ
に
あ
る
多
様
性
を

喜
ぶ
こ
と
の
で
き
る
、
一
体
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
夢
が
進
み
ま
し
た
。「
分
断
を
乗
り
越
え
、
大

陸
の
す
べ
て
の
民
の
間
に
平
和
と
交
わ
り
を
促
進
す
る
よ
う
協
働
す
る
能
力
に
基
づ
く
未
来
を
望
ん
だ
、
欧

州
連
合
の
創
設
者
た
ち
の
固
い
信
念（

7
）」

を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

共
生
へ
の
熱
意
も
高
ま
り
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
進
展
が
あ
り
ま
し
た
。
別
の
国
々
や
地
域
で
は
、
和
平
や

友
好
関
係
樹
立
の
試
み
が
実
を
結
ん
だ
り
、
明
る
い
兆
し
が
見
え
た
り
し
て
い
ま
す
。

11　

し
か
し
、
後
退
の
兆
し
が
歩
み
に
表
れ
て
い
ま
す
。
乗
り
越
え
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
錯
誤
な
対

立
に
火
が
つ
き
、
内
向
き
で
、
憎
悪
の
た
ぎ
る
、
恨
み
が
ま
し
い
、
攻
撃
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
再
燃
し

て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
、
多
種
多
様
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
響
さ
れ
た
挙
国
一
致
の
考
え
が
、
仮
定

に
過
ぎ
な
い
国
益
の
保
護
を
装
っ
て
、
新
た
な
か
た
ち
の
利
己
主
義
と
社
会
的
感
覚
の
喪
失
を
生
み
出
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、「
ど
の
時
代
で
も
、
過
去
の
世
代
の
努
力
と
成
果
を
自
分
の

も
の
と
し
、
そ
れ
を
さ
ら
な
る
高
み
へ
到
達
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
歩
む
道
で
す
。

善
は
、
愛
、
正
義
、
連
帯
と
同
じ
く
、
一
挙
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
々
勝
ち
取
る
べ
き

も
の
で
す
。
過
去
に
獲
得
し
た
手
の
内
に
あ
る
も
の
で
よ
し
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
わ
た
し
た
ち
皆
に
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問
い
た
だ
し
て
い
る
、
多
く
の
兄
弟
姉
妹
が
今
な
お
苦
し
ん
で
い
る
不
公
正
な
境
遇
を
否
定
す
る
か
の
よ
う

に
し
て
、
そ
れ
に
甘
ん
じ
て
は
い
け
な
い
の
で
す（

8
）」。

12　
「
世
界
に
開
か
れ
た
」

―
こ
れ
は
、
今
日
の
経
済
界
と
金
融
界
で
用
い
ら
れ
る
表
現
で
す
。
そ
れ
は

も
っ
ぱ
ら
国
外
の
利
権
者
へ
の
開
放
、
ま
た
は
ど
の
国
で
も
支
障
な
く
複
雑
で
な
く
投
資
す
る
経
済
大
国
の

自
由
を
指
し
て
い
ま
す
。
た
だ
一
つ
の
文
化
様
式
を
押
し
つ
け
る
た
め
に
、
地
域
紛
争
と
共
通
善
へ
の
無
関

心
が
世
界
経
済
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
化
は
、
世
界
を
均
一
化
は
し
て
も
、
人
々
や
国
々

を
分
断
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
社
会
の
ま
す
ま
す
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
人
間
は
隣
ど
う
し
に

は
な
り
ま
す
が
、
兄
弟
に
は
な
ら
な
い（

9
）」

か
ら
で
す
。
個
々
の
利
益
を
重
視
し
、
実
存
の
共
同
体
的
側
面
を

弱
め
る
没
個
性
化
し
た
世
界
の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
孤
独
で
す
。
い
う
な
れ
ば
、
人
々

が
消
費
者
あ
る
い
は
傍
観
者
の
役
割
を
果
た
す
市
場
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

進
行
は
、
通
常
、
己
の
身
を
守
ろ
う
と
す
る
強
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
有
利
で
あ
る
一
方
、
弱
く
貧

し
い
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
薄
め
ら
れ
、
よ
り
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱で
従
属
的
な
も
の
に
さ
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、「
分
断
し
て
統
治
せ
よ
」
を
適
用
す
る
多
国
籍
の
経
済
大
国
を
前
に
、
政
治
は
ま
す
ま
す
弱
体

化
す
る
の
で
す
。
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歴
史
意
識
の
末
路

13　

ま
さ
に
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
歴
史
的
感
覚
も
喪
失
が
進
み
、
ま
す
ま
す
解
体
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
人

間
の
自
由
が
す
べ
て
を
ゼ
ロ
か
ら
築
く
の
だ
と
主
張
す
る
、
あ
る
種
の
「
脱
構
築
主
義
」
が
文
化
的
に
浸
透

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
制
限
の
な
い
消
費
欲
と
、
中
身
の
な
い
種
々
の
形
態
の
個

人
主
義
の
増
幅
、
そ
れ
ら
を
維
持
さ
せ
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
若
者
に
与
え
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ

り
ま
す
。「
も
し
だ
れ
か
が
あ
な
た
に
あ
る
提
案
を
し
て
、
歴
史
は
知
ら
な
く
て
よ
い
、
老
人
た
ち
の
経
験

か
ら
学
ぶ
必
要
は
な
い
、
過
ぎ
た
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
、
自
分
が
与
え
る
未
来
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
よ
い

と
伝
え
た
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
提
案
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
が
い
う
こ
と
だ
け
を
あ
な
た
た
ち
に

さ
せ
る
た
め
の
、
安
易
な
や
り
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、
あ
な
た
た
ち
に
、

空
っ
ぽ
で
、
根
の
な
い
、
何
の
信
念
も
な
い
人
に
な
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た

た
ち
が
、
そ
の
人
の
示
す
約
束
だ
け
を
頼
り
、
そ
の
計
画
に
服
従
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
、
種
々

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
働
く
か
ら
く
り
で
す
。
違
う
も
の
す
べ
て
を
破
壊
（
あ
る
い
は
解
体
）
し
、
そ
う
し
て

反
対
勢
力
を
排
し
て
支
配
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
歴
史
を
軽
視
す
る
若
者
、
世
代
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を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
き
た
精
神
的
・
人
間
的
財
産
を
拒
む
若
者
、
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
も
の
を
す
べ
て
軽

ん
じ
る
若
者
が
望
ま
れ
て
い
ま
す（

10
）」。

14　

こ
れ
ら
は
新
た
な
形
態
の
文
化
の
植
民
地
化
で
す
。
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。「
自
身
の
伝
統
を
遠
ざ

け
、
模
倣
へ
の
執
着
や
無
理
強
い
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
許
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
怠
慢
や
無
関
心
か
ら
、
魂
を
奪

い
取
ら
れ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
民
は
、
自
身
の
霊
的
な
姿
と
と
も
に
倫
理
的
一
貫
性
も
、
そ
し
て
最
終

的
に
は
、
思
想
的
、
経
済
的
、
政
治
的
自
立
を
も
失
う
の
で
す（

11
）」。

歴
史
意
識
、
批
判
的
思
考
、
正
義
の
た

め
の
闘
い
、
共
生
の
道
、
そ
れ
ら
を
薄
れ
さ
せ
る
効
果
的
な
方
法
は
、
重
要
な
語
の
意
味
を
無
に
す
る
か
変

質
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
民
主
主
義
、
自
由
、
正
義
、
団
結
と
い
っ
た
語
句
は
、
今
日
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
支
配
の
た
め
の
道
具
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
中
身
の
な
い
見
出
し
語
と
し
て
、
手
あ
か
の
つ
い
た
も
の
に
さ
れ
、
ゆ
が
め
ら
れ
ま
し
た
。

万
人
の
た
め
の
計
画
の
欠
如

15　

支
配
し
て
際
限
な
く
突
き
進
む
た
め
の
い
ち
ば
ん
の
方
法
は
、
特
定
の
価
値
観
の
擁
護
を
隠
れ
蓑み

の

に
し
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て
ま
で
、
絶
望
の
種
を
蒔ま

き
、
絶
え
間
な
く
不
信
感
を
あ
お
る
こ
と
で
す
。
今
日
、
多
く
の
国
が
、
憎
悪
に

駆
り
立
て
、
激
昂
さ
せ
、
二
極
化
さ
せ
る
政
治
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
用
い
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
駆
使

し
て
、
他
者
の
存
在
す
る
権
利
と
、
意
見
を
表
明
す
る
権
利
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
彼
ら
を
笑
い
も

の
に
し
、
嫌
疑
を
か
け
、
包
囲
す
る
戦
略
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
真
実
、
彼
ら
の
価
値
観

は
受
け
つ
け
ら
れ
ず
、
そ
う
し
て
、
社
会
は
貧
し
く
な
り
、
強
者
優
勢
へ
と
後
退
す
る
の
で
す
。
政
治
は
も

は
や
、
す
べ
て
の
人
の
発
展
と
共
通
善
の
た
め
の
長
期
計
画
を
扱
う
健
全
な
議
論
で
は
な
く
、
他
を
破
壊
し

つ
つ
効
率
的
な
資
源
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
対
応
に
終
始
し

て
い
ま
す
。
揚
げ
足
を
取
り
合
う
こ
の
さ
も
し
い
ゲ
ー
ム
で
は
、
議
論
は
不
一
致
や
対
立
が
常
態
化
す
る
よ

う
操
作
さ
れ
る
の
で
す
。

16　

全
員
が
全
員
と
対
決
さ
せ
ら
れ
る
こ
う
し
た
利
益
を
巡
る
争
い
で
、
勝
利
は
破
壊
と
同
義
と
な
る
中
、

隣
人
に
気
づ
く
た
め
、
ま
た
道
に
倒
れ
た
人
の
そ
ば
に
い
る
た
め
に
、
ど
う
す
れ
ば
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
か
。
人
類
全
体
の
発
展
と
い
う
優
れ
た
目
的
を
も
つ
計
画
が
、
今
日
に
お
い
て
は
妄
言
の
よ
う

に
聞
こ
え
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
間
の
距
離
は
広
が
り
、
よ
り
正
義
に
か
な
う
結
束
し
た
世
界
へ
の
厳
し
く

遅
々
と
し
た
行
軍
は
、
再
三
の
極
端
な
後
退
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
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17　

わ
た
し
た
ち
を
包
み
込
ん
で
支
え
る
世
界
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
を
大
切
に
す
る

こ
と
で
す
。
同
じ
家
に
住
む
「
わ
た
し
た
ち
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
手
っ
取
り
早
い
収
益
を
必

要
と
す
る
経
済
大
国
は
、
こ
う
し
た
大
切
に
す
る
こ
と
に
は
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。
環
境
保
全
の
た
め
に
上

げ
ら
れ
る
声
は
、
特
定
の
人
々
の
利
益
で
し
か
な
い
合
理
性
を
盾
に
、
し
ば
し
ば
黙
殺
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
生
み
出
し
て
い
る
、
む
な
し
く
、
即
時
的
で
、
共
通
の
構
想
を
も
た
な
い
こ
の

文
化
で
は
、「
何
ら
か
の
資
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
と
、
気
高
い
要
求
を
装
っ
た
新
た
な
戦
争
に
都
合
の
よ

い
筋
書
き
を
仕
立
て
る
動
き
が
予
見
で
き
ま
す（

12
）」。

世
界
規
模
で
の
切
り
捨
て

18　

一
部
の
人
類
は
、
制
約
な
し
に
生
き
て
よ
い
と
さ
れ
る
人
間
集
団
に
利
益
を
も
た
ら
す
特
権
階
級
の
た

め
に
、
犠
牲
に
な
っ
て
も
よ
い
か
の
よ
う
で
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
人
間
を
も
は
や
、
尊
重
さ
れ

守
ら
れ
る
べ
き
最
重
要
の
価
値
と
し
て
み
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
く
に
、
貧
し
い
人
や
障
害
者
の

場
合
、
出
生
前
の
胎
児
の
よ
う
に
「
ま
だ
役
に
立
た
な
い
」
場
合
、
あ
る
い
は
老
人
の
よ
う
に
「
も
う
役
に
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立
た
な
い
」
場
合
に
そ
う
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
食
品
ロ
ス
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
浪
費
に
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た（

13
）」。

19　

高
齢
化
社
会
を
招
き
、
高
齢
者
を
痛
ま
し
い
孤
独
に
捨
て
置
く
こ
と
と
な
る
少
子
化
は
、
す
べ
て
は
自

分
た
ち
で
完
結
し
、
個
人
の
利
益
だ
け
が
重
要
、
そ
う
暗
に
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
廃
棄

の
対
象
は
、
食
品
や
余
剰
物
だ
け
で
な
く
、
人
間
自
身
も
し
ば
し
ば
そ
う
な
の
で
す（

14
）」。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
原
因
で
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、
高
齢
の
人
た
ち
に
起
き
た
こ
と
を
目
に
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
、

そ
ん
な
ふ
う
に
亡
く
な
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
実
際
は
、
熱
波
や
そ
の
他
の
要
因
に
よ

り
、
似
た
よ
う
な
こ
と
が
こ
れ
ま
で
も
起
き
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
残
酷
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
高
齢
者
を
隔
離
し
、
家
族
が
ふ
さ
わ
し
く
親
し
く
寄
り
添
う
こ
と
な
し
に
、
他
人
の
世
話
に

任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
家
族
を
毀き

損そ
ん

し
零
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
い
ま
す
。
さ
ら

に
そ
れ
は
、
若
者
か
ら
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
と
、
自
分
た
ち
だ
け
で
は
手
に
で
き
な
い
知
恵
を
得
る
た
め
に
必

要
な
つ
な
が
り
を
奪
い
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

20　

こ
う
し
た
切
り
捨
て
は
、
い
つ
の
間
に
か
深
刻
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
人
件
費
削
減
へ
の
固
執
な
ど
、
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さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
失
業
は
、
貧
困
層
の
拡
大
に
直
接
影
響
す

る
か
ら
で
す（

15
）。

切
り
捨
て
は
さ
ら
に
、
克
服
さ
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
、
人
種
差
別
の
よ
う
な
悲
惨
な
形
態

も
と
り
ま
す
。
そ
れ
は
繰
り
返
し
、
隠
れ
た
り
現
れ
た
り
し
ま
す
。
人
種
差
別
の
事
例
は
わ
た
し
た
ち
を
再

び
恥
入
ら
せ
、
社
会
の
進
歩
は
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
実
現
し
て
お
ら
ず
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
確
か
な
も
の

に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

21　

成
長
は
促
し
た
も
の
の
、
全
人
的
発
展
に
は
資
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
経
済
の
法
則
が
あ
り
ま
す（

16
）。

富
は
増
え
て
も
格
差
が
伴
い
、
そ
こ
か
ら
は
、「
新
し
い
貧
困
の
形
態
が
出
現（

17
）」

し
て
い
る
の
で
す
。
現
代

社
会
は
貧
困
を
減
少
さ
せ
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
今
の
現
実
と
は
比
較
で
き
な
い
別
の
時
代
の
基
準
に

よ
っ
て
測
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
過
去
の
時
代
で
は
、
電
気
が
使
え
な
い
こ
と
は
貧
し
さ
の
し
る

し
で
は
な
く
、
つ
ら
い
思
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
貧
困
は
つ
ね
に
、
歴
史
の
実
際
的
な
時

点
の
現
実
的
な
可
能
性
の
文
脈
で
、
分
析
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
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十
分
な
普
遍
性
を
帯
び
ず
に
い
る
人
権

22　

実
際
の
と
こ
ろ
、
人
権
は
万
人
に
等
し
く
は
な
い
、
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

権
利
の
尊
重
は
、「
ま
さ
に
国
の
社
会
的
そ
し
て
経
済
的
発
展
の
前
提
条
件
で
す
。
人
間
の
尊
厳
が
尊
重
さ

れ
、
そ
の
権
利
が
認
め
ら
れ
保
障
さ
れ
る
と
き
、
創
造
性
や
独
創
性
も
ま
た
花
開
き
、
人
間
の
個
性
は
共
通

善
の
た
め
に
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
せ
る
の
で
す（

18
）」。

し
か
し
、「
現
代
の
社
会
を
注
意
深
く
見
る
と
、

七
十
年
前
に
厳
か
に
宣
言
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
間
の
等
し
い
尊
厳
が
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
真
に
認
め

ら
れ
、
尊
重
さ
れ
、
保
障
さ
れ
、
促
進
さ
れ
て
い
る
か
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
多
く
の
矛
盾
を
目
に
し
ま
す
。

今
日
の
世
界
に
は
、
狭き

ょ
う
あ
い隘な
人
類
学
的
視
点
と
、
人
を
搾
取
し
、
切
り
捨
て
、
殺
す
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
い
、

利
益
に
基
づ
い
た
経
済
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
、
い
く
つ
も
の
形
態
の
不
正
義
が
持
続
し
て
い
ま
す
。

人
類
の
一
部
が
裕
福
に
暮
ら
す
一
方
で
、
他
の
一
部
は
自
ら
の
尊
厳
が
認
め
ら
れ
ず
、
軽
視
さ
れ
、
踏
み
に

じ
ら
れ
、
基
本
的
な
権
利
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
り
侵
害
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す（

19
）」。

こ

の
こ
と
は
、
人
間
の
等
し
い
尊
厳
に
基
づ
く
平
等
な
権
利
に
つ
い
て
、
何
を
語
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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23　

同
様
に
、
世
界
中
の
社
会
組
織
は
い
ま
だ
、
女
性
が
男
性
と
完
全
に
同
じ
尊
厳
と
寸
分
た
が
わ
ぬ
権
利

を
有
す
る
こ
と
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
と
は
、
お
よ
そ
い
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
り
に
宣
言
は
し
て
い
て
も
、

決
定
事
項
や
現
実
は
異
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
ま
す
。
事
実
、「
疎
外
さ
れ
、
虐
待
さ
れ
、
暴
力
を

受
け
苦
し
ん
で
い
る
女
性
は
、
二
重
の
意
味
で
貧
し
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
し
ば
し
ば
彼
女
た
ち
に
は
、

自
分
の
権
利
を
守
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す（

20
）」。

24　

次
の
こ
と
を
認
識
し
ま
し
ょ
う
。「
国
際
社
会
が
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
の
奴
隷
制
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に

数
々
の
条
約
を
採
択
し
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
百

万
も
の
人
々
、
子
ど
も
や
あ
ら
ゆ
る
年
代
の
男
女
が
、
現
在
で
も
自
由
を
奪
わ
れ
、
奴
隷
の
よ
う
な
状
態
で

生
き
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
…
…
過
去
と
同
様
、
現
在
に
お
い
て
も
、
奴
隷
状
態
の
根
本
に
は
、
人

を
物
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
人
間
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。
…
…
神
の
似
姿
と
し
て
神
に
か

た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
人
間
が
、
抑
圧
、
裏
切
り
、
ま
た
は
身
体
的
・
心
理
的
な
拘
束
に
よ
っ
て
、
自
由
を
奪

わ
れ
、
売
ら
れ
、
他
の
人
の
所
有
物
に
さ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の

で
す
」。
犯
罪
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「
世
界
各
国
の
若
者
や
子
ど
も
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
、
最
新
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
巧
み
に
操
っ
て
い
ま
す（

21
）」。

女
性
を
服
従
さ
せ
て
そ
の
後
中
絶
を
強
い
る
の
で
す
か
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ら
、
倒
錯
は
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
臓
器
を
売
る
た
め
に
誘
拐
さ
え
す
る
、
忌
ま
わ
し
い
行
為
。
こ
う
し
た

こ
と
で
、
人
身
売
買
や
そ
の
他
の
現
代
の
奴
隷
制
は
、
人
類
全
体
で
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
世
界
的
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
犯
罪
組
織
は
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
世
界
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

駆
使
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
状
況
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、

世
界
的
に
一
致
し
た
努
力
も
求
め
ら
れ（

22
）」

る
か
ら
で
す
。

争
い
と
恐
れ

25　

戦
争
、
テ
ロ
行
為
、
人
種
や
宗
教
を
理
由
と
し
た
迫
害
、
人
間
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
る
行
為
の
数
々
は
、

そ
れ
ら
が
特
定
の
、
お
も
に
経
済
の
利
益
に
か
な
う
か
否
か
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
判
断
さ
れ
ま
す
。
権

力
者
に
と
っ
て
都
合
が
よ
け
れ
ば
真
実
と
な
り
、
利
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
真
実
で
は
な
く
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
暴
力
の
状
況
は
、「
世
界
の
多
く
の
地
域
で
そ
れ
ら
が
痛
ま
し
い
か
た
ち
で
拡
大
し
、「
散
発
的
な

第
三
次
世
界
大
戦
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
で
す（

23
）」。

26　

わ
た
し
た
ち
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
展
望
の
欠
如
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
こ
れ
は
驚
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。
ど
の
戦
争
で
も
、
破
壊
さ
れ
る
の
は
「
人
類
家
族
の
召
命
に
刻
み
込
ま
れ
た
兄
弟
関
係
そ
の
も
の
」

で
、
そ
の
た
め
「
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
状
況
は
こ
と
ご
と
く
、
不
信
を
助
長
し
、
自
分
の
世
界
に
引
き
こ
も

る
よ
う
人
々
を
仕
向
け（

24
）」

る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
の
世
界
は
、「
恐
怖
と
不
信
の
心

理
か
ら
支
持
さ
れ
た
偽
り
の
安
全
保
障
を
基
盤
と
し
た
安
定
と
平
和
を
、
擁
護
し
確
保
し
よ
う
と
す
る（

25
）」

意

図
に
よ
っ
て
、
無
意
味
な
二
分
法
へ
と
進
む
の
で
す
。

27　

逆
説
的
に
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
は
克
服
さ
れ
ず
に
い
る
、
先
祖
伝
来
の
恐
怖
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
実
に
、
新
し
い
科
学
技
術
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
力
を
つ
け
て
い
た
の
で
す
。
今
日
も
な
お
、
古
い
城

壁
の
向
こ
う
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
、
未
知
の
領
域
、
荒
れ
野
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
も

の
は
、
知
ら
れ
て
い
な
い
、
な
じ
み
の
な
い
、
自
分
た
ち
の
も
と
に
属
し
て
い
な
い
も
の
な
の
で
、
信
頼
で

き
な
い
の
で
す
。「
異
邦
人
」
の
領
域
で
あ
り
、
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
そ
れ
か
ら
身
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
わ
が
身
を
守
る
た
め
の
新
た
な
壁
が
築
か
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
も
は

や
世
界
は
存
在
せ
ず
、「
わ
た
し
の
」
世
界
だ
け
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
多
く
の
人

が
不
可
侵
の
尊
厳
を
も
っ
た
人
間
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
り
、
た
だ
の
「
そ
れ
ら
」
に
な
る
ほ
ど
な
の
で
す
。

再
燃
し
て
い
る
の
が
、「
他
の
文
化
、
他
の
人
々
と
の
こ
う
し
た
接
触
を
防
ぐ
た
め
に
、
壁
の
文
化
を
作
ろ
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う
と
す
る
、
壁
を
、
心
の
壁
を
、
地
上
の
壁
を
築
こ
う
と
す
る
誘
惑
で
す
。
そ
し
て
、
壁
を
築
く
者
、
壁
を

建
設
す
る
者
は
だ
れ
で
も
、
自
分
が
築
い
た
壁
の
内
側
で
、
視
界
を
遮
ら
れ
、
奴
隷
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
他
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
す（

26
）」。

28　

制
度
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
る
数
多
く
の
人
の
、
孤
独
、
恐
れ
、
不
安
定
さ
は
、
マ
フ
ィ
ア

に
と
っ
て
の
格
好
の
餌え

食じ
き

と
な
り
ま
す
。
マ
フ
ィ
ア
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
儲も

う

け
な
が
ら
、
彼
ら
を
た
び
た
び

さ
ま
ざ
ま
に
支
援
す
る
こ
と
で
、
自
ら
を
忘
れ
ら
れ
た
人
々
の
「
保
護
者
」
だ
と
主
張
す
る
か
ら
で
す
。
マ

フ
ィ
ア
に
典
型
的
な
教
育
法
が
あ
り
、
そ
れ
は
偽
り
の
共
同
体
の
神
秘
性
を
も
っ
て
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
が

非
常
に
困
難
な
、
依
存
と
服
従
の
き
ず
な
を
作
り
出
す
の
で
す
。

共
通
の
方
向
性
を
欠
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
進
歩

29　

グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
師
と
も
ど
も
、
科
学
、
技
術
、
医
学
、
産
業
、

そ
し
て
福
祉
の
分
野
で
、
と
く
に
先
進
国
に
お
い
て
生
じ
た
、
有
益
な
進
歩
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、「
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
価
値
あ
る
歴
史
的
進
歩
と
と
も
に
、
国
際
的
な
行
動
を
左
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右
す
る
、
モ
ラ
ル
の
低
下
、
霊
的
価
値
観
や
責
任
感
の
希
薄
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
す
べ
て
が
社
会
全
体
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
孤
独
感
、
絶
望
感
を
拡
散
（
さ
せ
て
い
ま

す
）。
…
…
不
透
明
感
、
失
望
、
将
来
へ
の
不
安
に
支
配
さ
れ
、
目
先
の
経
済
利
益
に
操
ら
れ
た
世
界
情
勢

の
中
、
緊
張
の
温
床
が
生
じ
、
武
器
や
弾
薬
が
集
め
ら
れ
、
新
た
な
紛
争
地
と
な
る
準
備
が
進
ん
で
い
ま

す
」。
わ
た
し
た
ち
が
さ
ら
に
指
摘
し
た
こ
と
は
、「
深
刻
な
政
治
危
機
、
不
正
義
、
天
然
資
源
の
公
平
な
分

配
の
欠
如
…
…
で
す
。
貧
困
と
飢
餓
の
せ
い
で
骸
骨
の
よ
う
に
な
っ
て
死
ん
で
ゆ
く
数
百
数
千
万
人
の
子
ど

も
た
ち
を
生
む
そ
の
よ
う
な
危
機
を
前
に
し
て
、
国
際
社
会
の
許
し
が
た
い
沈
黙
が
支
配
し
て
い
ま
す（

27
）」。

こ
の
よ
う
な
光
景
を
眼
前
に
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
多
く
の
進
歩
に
魅
了
さ
れ
る
も
の
の
、
真
に
人
間
的
な

方
向
性
を
見
い
だ
せ
て
は
い
ま
せ
ん
。

30　

現
代
の
世
界
で
は
、
同
じ
人
類
に
属
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
薄
れ
、
正
義
と
平
和
を
と
も
に
築
く
と

い
う
夢
は
、
別
の
時
代
の
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
快
適
で
、
冷
淡
で
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
さ
れ
た
無
関
心
が
い
か
に
支
配
し
て
い
る
か
を
目
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
幻
想
の
ま
や
か
し
の

背
後
に
あ
る
、
深
い
失
望
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
は
全
能
だ
と
思
い
込
み
、
皆
が
同
じ

船
に
乗
り
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
幻
想
で
す
。
兄
弟
愛
の
優
れ
た
価
値
観
を
置
き
ざ
り
に
す
る
こ
の
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失
望
が
行
き
着
く
の
は
、「
一
種
の
冷シ

ニ
シ
ズ
ム

笑
主
義
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
失
望
や
幻
滅
の
道
を
進
む
な
ら

ば
、
こ
の
誘
惑
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
…
自
分
自
身
、
あ
る
い
は
自
身
の
利
益
の
た
め
の
孤
立

や
断
絶
は
、
希
望
を
回
復
し
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
方
法
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
う

す
る
の
は
、
親
し
さ
、
出
会
い
の
文
化
で
す
。
孤
立
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
し
さ
で
す
。
対
立
の
文
化
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
出
会
い
の
文
化
な
の
で
す（

28
）」。

31　

共
通
の
方
向
性
を
欠
い
て
進
む
こ
の
世
界
の
空
気
感
に
お
い
て
は
、「
自
己
の
安
寧
へ
の
執
着
と
、
人

類
で
共
有
す
る
幸
福
と
の
距
離
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
人
々
の
間
で
、
そ
し
て
人
間
共
同
体

の
間
で
、
今
や
真
の
分
断
が
進
行
中
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
抱
く
ほ
ど
で
す
。
…
…
と
い
う
の
も
、
と
も
に

生
き
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
と
、
と
も
に
追
求
し
耕
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
共
同
の
生

の
種
子
の
豊
か
さ
と
美
を
味
わ
う
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
だ
か
ら
で
す（

29
）」。

科
学
技
術
は
進
歩
し

続
け
ま
す
が
、「
科
学
技
術
の
革
新
が
、
同
時
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
社
会
の
公
正
と
共
生
に
か
な
う
な
ら
、

な
ん
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
は
る
か
彼
方
の
惑
星
を
発
見
す
る
一
方
で
、
自
分
を
取
り
巻
く
兄
弟

姉
妹
の
必
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
何
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う（

30
）」。
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パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
他
の
歴
史
上
の
惨
劇

32　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（C

O
V

ID
-19

）
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
な
世
界
的
な
悲
劇
が
、
同
じ

船
で
航
海
す
る
世
界
共
同
体
と
し
て
の
意
識
を
一
時
的
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
こ

で
は
、
一
人
の
悪
が
す
べ
て
の
人
を
傷
つ
け
る
の
で
す
。
一
人
で
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に
救
わ
れ

る
道
し
か
な
い
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
わ
た
し
は
こ
う
話
し
た
の
で
す
。

「
嵐
は
わ
た
し
た
ち
の
弱
さ
を
露
わ
に
し
、
偽
り
の
薄
っ
ぺ
ら
な
信
頼
を
暴
き
ま
す
。
そ
う
し
た
信
頼
の
も

と
に
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
の
予
定
、
計
画
、
習
慣
、
優
先
事
項
を
決
め
て
い
る
の
で
す
。
…
…
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
、
己
の
「
エ
ゴ
」
を
ご
ま
か
す
た
め
の
常
套
で
あ
る
化
粧
は
、
嵐
に
よ
っ
て

は
が
れ
落
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
決
し
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
あ
の
（
恵
み
の
）
共
通
の
属
性
が
再
び

明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
兄
弟
姉
妹
だ
と
い
う
属
性
で
す（

31
）」。

33　

世
界
は
、
技
術
の
進
歩
を
利
用
し
て
「
人
的
コ
ス
ト
」
削
減
に
努
め
た
経
済
へ
と
、
冷
酷
に
突
き
進
み

ま
し
た
。
そ
し
て
、
市
場
の
自
由
さ
え
あ
れ
ば
何
も
問
題
は
な
い
の
だ
と
信
じ
込
ま
せ
る
人
も
い
ま
し
た
。
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し
か
し
、
制
御
不
能
な
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
激
し
い
予
期
せ
ぬ
衝
撃
は
、
一
部
の
人
の
利
益
で
は
な
く
、

人
間
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
つ
い
て
再
び
考
え
る
よ
う
強
い
た
の
で
す
。
今
日
了
解
さ
れ
る
の
は
、

「
わ
た
し
た
ち
は
輝
く
大
き
な
夢
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
に
、
結
局
は
、
気
晴
ら
し
、
閉
鎖
、
孤
独
を
費
や

す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ネ
ッ
ト
上
の
関
係
作
り
に
夢
中
に
な
っ
て
、
兄
弟
愛
の
味
わ
い
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
で
す
。
迅
速
で
安
全
な
結
果
を
求
め
て
い
た
の
に
、
い
ら
だ
ち
と
焦
燥
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
の
に
気

づ
か
さ
れ
ま
す
。
仮バ

ー
チ
ャ
ル想の

囚
人
で
あ
り
、
現リ

ア
ル実

の
味
わ
い
を
失
い
ま
し
た（

32
）」。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
引
き
起
こ

し
た
痛
み
、
不
確
実
性
、
不
安
、
自
己
の
限
界
へ
の
気
づ
き
は
、
わ
た
し
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
関
係

性
、
社
会
の
組
織
、
そ
し
て
何
よ
り
も
わ
た
し
た
ち
の
存
在
の
意
味
を
、
見
つ
め
直
す
よ
う
に
と
の
声
を
響

か
せ
て
い
ま
す
。

34　

す
べ
て
が
つ
な
が
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
身
の
い
の
ち
や
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の

の
絶
対
的
な
主あ

る
じだ

と
言
い
募
る
こ
と
で
、
こ
の
世
界
の
惨
事
は
、
自
分
た
ち
の
現
実
と
の
向
き
合
い
方
と
は

無
関
係
だ
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
神
の
罰
だ
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
自
然
に
対
し
て
与
え
た
損
害
が
、
結
局
は
自
分
た
ち
に
返
っ
て
き
た
の
だ
と
断
言
す
れ
ば
い
い
わ
け

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
う
め
き
声
を
上
げ
、
抵
抗
し
て
い
る
の
は
現
実
そ
の
も
の
で
す
。
歴
史
や
人
生
に
お
け
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る
悲
し
み
を
想
起
さ
せ
る
、
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
有
名
な
詩
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す（

33
）。

35　

と
こ
ろ
が
わ
た
し
た
ち
は
、
歴
史
の
教
訓
、「
人
生
の
師（

34
）」

を
す
ぐ
に
忘
れ
ま
す
。
公
衆
衛
生
上
の
危

機
の
後
の
最
悪
の
反
動
は
、
大
量
消
費
の
熱
病
や
新
し
い
形
態
の
身
勝
手
な
自
己
防
衛
に
、
い
っ
そ
う
ひ
ど

く
落
ち
て
い
く
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
「
あ
の
人
た
ち
」
で
終
わ
ら
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
「
わ
た
し
た

ち
」
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
ど
う
か
も
う
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
こ
か
ら
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
歴
史
に
、
別
の

深
刻
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
加
え
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
年
々
医
療
体
制
が
縮
小
さ
れ
て
き
た
結
果

の
一
端
と
し
て
、
呼
吸
装
置
の
不
足
で
亡
く
な
っ
た
高
齢
者
を
、
ど
う
か
忘
れ
ず
に
い
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

ど
う
か
、
こ
れ
ほ
ど
の
苦
し
み
が
無
駄
に
な
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
生
き
方
へ
と
飛
躍
で
き
ま
す
よ
う
に
。

わ
た
し
た
ち
に
は
互
い
が
必
要
で
、
互
い
に
対
し
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
、
は
っ
き
り
気
づ
け
ま
す
よ

う
に
。
わ
た
し
た
ち
が
引
い
た
境
界
を
越
え
て
、
す
べ
て
の
顔
、
す
べ
て
の
手
、
す
べ
て
の
声
を
備
え
た
人

類
と
し
て
、
新
た
に
生
ま
れ
る
た
め
に

―
。

36　

時
間
、
労
力
、
財
産
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
帰
属
し
連
帯
す
る
共
同
体
に
対
し
て
の
情
熱
の
共

有
を
回
復
で
き
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
を
欺
く
世
界
規
模
の
幻
想
が
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
く
中
で
、
多
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く
の
人
は
不
快
感
と
空
虚
さ
に
取
り
残
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
「
消
費
主
義
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ

の
執
着
は
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
維
持
で
き
る
人
が
少
数
で
あ
る
と
き
に
は
、
暴
力
と

相
互
破
壊
へ
と
導
き
う
る
だ
け
の
も
の
と
な
る（

35
）」

こ
と
を
無
邪
気
に
知
ら
ず
に
い
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
自
分
の
身
は
自
分
で
守
れ
」
は
、
一
瞬
で
「
周
り
は
す
べ
て
敵
」
と
い
う
意
味
に
変
換
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
よ
り
も
悲
惨
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

国
境
で
の
人
間
の
尊
厳
の
欠
如

37　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
体
制
か
ら
も
、
経
済
自
由
化
の
立
場
か
ら
も
、
移
民
の
入
国
は
是
が
非
で
も
避

け
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
貧
し
い
国
々
へ
の
支
援
は
制
限
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
も
論

じ
立
て
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
財
源
が
底
を
つ
き
、
緊
縮
政
策
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
の

で
す
。
裏
づ
け
の
な
い
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
主
張
の
裏
に
、
切
り
裂
か
れ
る
多
く
の
い
の
ち
が
あ
る
こ
と
に

は
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
が
、
戦
争
、
迫
害
、
自
然
災
害
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
す
。
他
の
人
々

は
、
当
然
の
権
利
と
し
て
、「
自
分
と
家
族
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
も
っ
と
ま
と

も
な
未
来
を
夢
見
て
、
そ
れ
を
か
な
え
る
た
め
の
条
件
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す（

36
）」。
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38　

残
念
な
が
ら
、
一
部
は
「
西
洋
文
化
に
魅
了
さ
れ
た
人
々
で
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
期
待
を
抱
き

が
ち
で
、
結
果
と
し
て
落
胆
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
冷
酷
な
密
入
国
あ
っ
せ
ん
業
者
の
多
く
は
麻
薬
や
武

器
の
密
売
組
織
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
弱
い
立
場
の
移
住
者
か
ら
搾
取
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
移
動
の
途
次

で
、
暴
力
、
人
身
売
買
、
精
神
的
虐
待
、
言
語
に
絶
す
る
苦
し
み
を
、
あ
ま
り
に
多
く
体
験
す
る
の
で
す（

37
）」。

移
住
す
る
人
々
は
、「
自
分
が
も
っ
て
生
ま
れ
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
大
抵
は
文
化
的
・

宗
教
的
な
根
を
失
っ
た
状
態
で
生
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
分
断
は
ま
た
、
も
っ
と
も
活
発
で
果
敢

な
成
員
を
失
う
郷
里
の
地
域
社
会
に
も
、
家
族
、
と
り
わ
け
片
親
か
両
親
が
故
国
に
わ
が
子
を
残
し
て
国
外

に
出
稼
ぎ
に
行
く
場
合
の
家
族
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す（

38
）」。

し
た
が
っ
て
「
移
住
し
な
い
権
利
、
す
な
わ

ち
故
郷
に
と
ど
ま
る
権
利
を
再
確
認
す
る
必
要（

39
）」

も
あ
る
の
で
す
。

39　

さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、「
一
部
の
目
的
国
で
は
、
移
住
の
事
象
が
警
戒
心
と
恐
怖
心
を
引
き
起
こ
し
、

政
治
的
意
図
か
ら
そ
れ
が
あ
お
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
内
向
き
で
自
陣
に
退
却
す
る

人
々
の
も
つ
、
外
国
人
嫌
悪
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
拡
散
す
る
の
で
す（

40
）」。

移
住
者
は
他
の
人
と
同
じ
よ
う
に

社
会
生
活
に
参
与
す
る
十
分
な
資
格
が
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
他
の
人
と
同
じ
く
生
ま
れ
な
が
ら
の
尊
厳
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を
も
つ
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、「
自
身
を
そ
の
あ
が
な
い
の
主
役（

41
）」

に
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
す
。
あ
の
人
た
ち
は
人
間
で
は
な
い
、
と
は
決
し
て
口
に
は
出
さ
な
い
も
の
の
、
実
際
は
、

決
定
事
項
や
待
遇
を
も
っ
て
、
価
値
が
低
く
、
重
要
性
が
低
く
、
人
間
と
し
て
劣
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。
キ
リ
ス
ト
者
が
、
時
に
自
身
の
信
仰
に
よ
る
深
い
信
念

―
出
自
、
肌
の
色
、
宗
教
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
不
可
侵
の
尊
厳
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
兄
弟
愛
と
い
う
最
上
の
法

―
よ
り

も
特
定
の
政
治
的
な
好
み
を
優
先
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
や
振
る
舞
い
に
加
担
す
る
こ
と
は
容
認
で
き
ま

せ
ん
。

40　
「
移
住
は
、
世
界
の
将
来
の
礎

い
し
ず
えと

な
る
一
要
素
で
す（

42
）」。

し
か
し
な
が
ら
今
日
、
そ
れ
は
「
全
市
民
社
会

の
基
盤
と
な
る
、
あ
の
「
兄
弟
と
し
て
の
責
任
感
」
の
喪
失（

43
）」

の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
、
こ
の
道
を
進
ん
で
い
く
重
大
な
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
「
そ
の
優
れ
た
文
化

的
・
宗
教
的
遺
産
か
ら
の
刺
激
が
あ
る
た
め
に
、
人
間
中
心
主
義
を
擁
護
し
、
市
民
の
権
利
を
保
護
し
つ
つ

も
移
民
の
支
援
と
受
け
入
れ
を
確
保
す
る
、
倫
理
的
な
責
務
の
間
で
の
公
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
見
い
だ
す
の
に

必
要
な
手
立
て
を
も
っ
て
は
い
る
の
で
す（

44
）」。
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41　

移
住
者
に
対
し
て
、
疑
い
や
恐
れ
を
抱
く
人
が
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
。
自
然
な
自
己
防
衛
本
能

の
一
側
面
と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。
で
す
が
、
人
も
民
族
も
、
心
の
内
に
、
他
者
へ
の
開
き
を
創
造
的
に
組

み
込
む
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
、
実
り
豊
か
に
な
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
皆
さ
ん
に
は
、
そ
う
し
た
直
情
的

な
反
応
を
乗
り
越
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
の
疑
い
と
恐
れ
が
、
わ
た
し
た
ち
を
不
寛
容
で

閉
鎖
的
な
人
に
す
る
ほ
ど
に
、
わ
た
し
た
ち
の
考
え
と
行
動
に
影
響
し
、
お
そ
ら
く

―
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に

―
人
種
差
別
主
義
者
に
さ
え
し
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
恐
怖
心
は
、
他

者
と
出
会
う
意
欲
も
可
能
性
も
奪
い
ま
す（

45
）」。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
錯
誤

42　

矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
他
者
を
寄
せ
つ
け
な
い
閉
鎖
的
で
不
寛
容
な
姿
勢
が
広
が
る
一
方
で
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
な
ど
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
距
離
が
詰
ま
っ
た
り
、
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
す
べ
て
が
偵
察
さ
れ
監
視
さ
れ
、
あ
る
種
の
シ
ョ
ー
と
な
り
、
生
活
は
常
時
監
視
下
に
置
か
れ
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
そ
う
と
す
る
の
で
、
個
人
個
人
が

の
ぞ
か
れ
る
対
象
と
な
り
、
し
ば
し
ば
匿
名
に
て
、
詮
索
さ
れ
、
丸
裸
に
さ
れ
、
広
め
ら
れ
る
の
で
す
。
他
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者
へ
の
敬
意
が
失
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
追
い
出
す
、
そ
の
人
を
無
視
す
る
、
そ
の
人
を
遠
ざ

け
て
お
く
の
と
同
時
に
、
遠
慮
な
し
に
、
そ
の
人
生
を
極
限
ま
で
侵
害
し
う
る
の
で
す
。

43　

さ
ら
に
、
ネ
ッ
ト
上
の
ヘ
イ
ト
と
た
た
き
の
動
き
は
、
一
部
の
人
が
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

な
、
集
団
で
の
監
督
の
適
切
な
形
態
で
は
な
く
、
単
な
る
敵
対
者
の
結
託
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
デ

ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
、
依
存
、
孤
立
化
、
具
体
的
な
現
実
と
の
接
触
の
漸
進
的
喪
失
と
い
っ
た
危
険
に
人
を

さ
ら
し
か
ね
ず
、
真
の
対
人
関
係
の
発
達
に
は
妨
げ
と
な
り
ま
す（

46
）」。

身
体
の
動
き
、
表
情
、
沈
黙
、
身
振

り
手
振
り
、
さ
ら
に
は
匂
い
、
手
の
震
え
、
赤
面
、
汗
ま
で
も
が
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に

よ
っ
て
語
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
な
の
で
す
。
友
情
、
安
定
し
た
相

互
関
係
、
時
と
と
も
に
成
熟
す
る
合
意
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
む
骨
折
り
を
省
く
ネ
ッ
ト
上
の
関
係
は
、
見
か

け
だ
け
の
社
交
な
の
で
す
。
真
に
「
わ
た
し
た
ち
」
を
築
く
こ
と
は
な
く
、
外ゼ

ノ
フ
ォ
ビ
ア

国
人
嫌
悪
や
弱
者
蔑
視
と
な

っ
て
現
れ
る
利
己
主
義
そ
の
も
の
を
、
ひ
た
す
ら
隠
し
、
増
幅
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
ネ
ッ
ト
上
の
関
係
は
、

橋
を
架
け
る
に
は
足
り
ず
、
人
類
を
結
び
合
わ
せ
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
す
。
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恥
知
ら
ず
な
攻
撃
性

44　

人
々
は
消
費
主
義
的
で
便
利
な
ひ
き
こ
も
り
状
態
を
維
持
す
る
と
同
時
に
、
凝
り
固
ま
っ
た
つ
な
が
り

を
選
択
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
相
手
の
姿
を
ず
た
ず
た
に
す
る
ほ
ど
の
、
狂
っ
た
よ
う
な
極
端
な
攻
撃
や
中
傷
、

嫌
が
ら
せ
、
冒
涜
、
こ
と
ば
の
暴
力
を
助
長
し
ま
す
。
身
体
と
身
体
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
は
、
互
い
の
破
滅

を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
起
こ
り
え
な
い
ほ
ど
の
、
激
し
さ
を
も
っ
て
な
の
で
す
。
社
会
的
な
攻
撃
は
、
携

帯
機
器
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
比
類
な
く
拡
張
す
る
場
を
見
い
だ
す
の
で
す
。

45　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
完
全
に
節
度
を
欠
く
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
数

年
前
ま
で
は
、
世
間
全
体
の
敬
意
を
失
う
危
険
な
し
に
は
口
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
日
で
は
政
治
家

で
す
ら
、
ど
ぎ
つ
い
表
現
で
言
い
放
っ
た
と
し
て
も
、
制
裁
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
無
視
で
き
な

い
の
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
巨
大
な
経
済
利
益
集
団
が
、
侵
略
す
べ
く
巧
妙
に
計
算
さ
れ

た
支
配
形
式
を
手
に
し
た
状
態
で
介
入
し
て
お
り
、
分
別
や
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
を
操
作
す
る
か
ら
く
り
を
生

み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
あ
る
機
能
は
、
結
果
と
し
て
、
同
じ
よ
う
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な
考
え
を
も
つ
者
ど
う
し
の
出
会
い
を
助
長
し
、
異
種
な
る
も
の
と
の
対
面
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で

す
。
こ
う
し
た
閉
鎖
的
集
ま
り
は
、
嘘
の
情
報
や
ニ
ュ
ー
ス
を
流
す
こ
と
を
助
長
し
、
偏
見
や
憎
悪
を
か
き

立
て
て
い
く
の
で
す（

47
）」。

46　

他
者
を
つ
ぶ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
狂
信
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
も
つ
人
も
ま
た
そ
の
主
体
に
な
る
、
そ

う
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
者
も
例
外
で
は
な
く
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、
多
種
多
様

な
デ
ジ
タ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
や
交
流
サ
イ
ト
上
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
、
こ
と
ば
に
よ
る
暴
力
に
か

か
わ
り
え
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
て
も
、
た
が
が
外
れ
、
誹
謗
中
傷
が
常
態
化
し
、
倫
理

観
や
相
手
の
名
誉
に
払
う
べ
き
敬
意
が
ま
る
き
り
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す（

48
）」。

こ
の
よ
う
な

こ
と
で
、
皆
に
と
っ
て
の
父
で
あ
る
か
た
が
示
し
て
お
ら
れ
る
兄
弟
愛
に
対
し
、
ど
ん
な
貢
献
が
で
き
る
と

い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

知
恵
を
も
た
な
い
情
報

47　

真
の
知
恵
は
、
現
実
と
の
出
会
い
を
伴
い
ま
す
。
し
か
し
今
日
で
は
、
何
で
も
作
り
出
し
、
ご
ま
か
し
、
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ゆ
が
め
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
現
実
が
有
す
る
限
界
を
直
視
す
る
こ
と
が
耐
え
が
た
く
な
り

ま
す
。
そ
の
結
果
、「
選
別
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
き
、
好
き
な
も
の
と
嫌
い
な
も
の
、
魅
力
的
な
も
の
と

不
快
な
も
の
を
、
即
座
に
分
け
る
習
慣
が
生
ま
れ
ま
す
。
同
じ
理
屈
で
、
自
分
と
世
界
を
共
有
す
る
人
を
自

分
で
選
ぶ
の
で
す
。
こ
う
し
て
今
日
で
は
、
癇か

ん

に
触
っ
た
り
不
快
に
思
え
た
り
す
る
人
や
状
況
を
、
バ
ー
チ

ャ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
簡
単
に
排
除
し
て
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
仮

想
社
会
を
築
き
上
げ
て
い
く
の
で
す
。

48　

人
間
の
対
面
の
特
徴
で
あ
る
、
腰
を
据
え
て
他
者
の
話
を
聞
く
こ
と
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
、

他
者
を
受
け
入
れ
、
相
手
に
注
意
を
払
い
、
相
手
を
自
分
の
社
会
に
迎
え
る
人
の
、
感
受
性
の
強
い
姿
勢
の

典
型
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
今
日
の
世
界
は
ほ
と
ん
ど
、
耳
が
ふ
さ
が
れ
た
世
界
で
す
。
…
…
現
代
世
界
の

速
度
、
狂
乱
は
、
他
の
人
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
、
じ
っ
く
り
耳
を
傾
け
さ
せ
な
く
し
ま
す
。
相
手
が
話
し

て
い
る
の
に
す
ぐ
に
遮
り
、
話
し
終
え
て
い
な
い
の
に
返
答
し
よ
う
と
し
ま
す
。
聴
く
力
を
失
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
」。
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
「
神
の
声
を
聴
き
、
貧
し
い
人
々
の
声
を
聴
き
、
病
者
の
声

を
聴
き
、
自
然
の
声
を
聴
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
す
べ
て
を
自
分
の
生
き
方
と
し
た
の
で
す
。
聖
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
が
蒔ま

い
た
種
が
、
多
く
の
人
の
心
で
育
つ
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す（

49
）」。
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49　

沈
黙
と
傾
聴
が
消
え
る
と
、
す
べ
て
は
瞬
く
間
に
焦
っ
た
タ
イ
ピ
ン
グ
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
変
換
さ
れ
、

思
慮
あ
る
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
目
の
前
に
欲
し
い
も
の
を
作
り

上
げ
、
表
面
を
見
た
だ
け
で
は
瞬
時
に
は
、
制
御
で
き
な
い
も
の
、
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
は
す
べ
て
排
除

す
る
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
動
き
は
、
そ
こ
に
本
質
的
に
備
わ
っ
て
い
る
論
理
に

よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
共
通
の
知
恵
へ
と
導
き
う
る
落
ち
着
い
た
考
察
を
妨
げ
ま
す
。

50　

わ
た
し
た
ち
は
、
対
話
、
落
ち
着
い
た
話
し
合
い
、
あ
る
い
は
熱
い
議
論
を
通
し
て
、
と
も
に
真
理
を

探
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
個
人
や
民
族
の
長
年
の
経
験
を
じ
っ
く
り
と
受
け
取
れ
る
よ
う

に
な
る
、
沈
黙
や
忍
耐
を
も
必
要
と
す
る
、
根
気
の
い
る
道
で
す
。
わ
た
し
た
ち
を
お
ぼ
れ
さ
せ
る
情
報
の

洪
水
は
、
優
れ
た
知
恵
の
堆
積
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
恵
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
必
死
に
検
索
し
て
作

ら
れ
る
も
の
で
も
、
根
拠
の
不
確
か
な
情
報
の
総
和
で
作
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
し

か
た
で
は
、
真
実
と
の
出
会
い
に
よ
る
成
熟
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
会
話
は
結
局
、
最
新
の
デ
ー
タ
に
関
し
て

展
開
す
る
だ
け
で
、
水
平
的
で
累
積
的
な
だ
け
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
し
っ
か
り
と
し
た

注
意
を
払
う
こ
と
も
で
き
ず
、
人
生
の
核
心
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
存
在
に
意
味
を
与
え
る
た
め
に
何
が
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必
要
で
あ
る
か
を
認
知
し
な
い
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
自
由
は
わ
た
し
た
ち
に
売
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
と

い
う
幻
想
と
な
り
、
モ
ニ
タ
ー
の
前
で
ネ
ッ
ト
を
見
る
自
由
と
混
同
さ
れ
る
の
で
す
。
地
域
的
・
世
界
的
な

兄
弟
愛
の
道
の
り
は
、
自
由
な
心
と
、
実
際
の
出
会
い
へ
の
思
い
に
よ
っ
て
の
み
、
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

服
従
と
自
己
軽
視

51　

経
済
的
に
成
功
し
て
い
る
国
が
、
発
展
途
上
国
の
文
化
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
、
自
国
の
文
化
的
価

値
か
ら
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
能
力
を
開
発
し
て
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
成
長
す
る
こ
と
の
、
代

わ
り
を
な
し
て
い
ま
す
。
創
造
す
る
代
わ
り
に
模
倣
し
た
り
購
入
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
、
表
面
的
で
悲

し
い
こ
の
切
な
る
思
い
が
、
国
全
体
の
自
尊
心
を
著
し
く
低
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
多
く
の
貧
困
国
の
、
富

裕
層
や
運
よ
く
貧
困
か
ら
抜
け
出
せ
た
人
々
に
は
、
自
国
の
特
性
や
歩
み
方
を
拒
否
し
た
り
、
自
分
た
ち
の

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ま
る
で
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
蔑
視
し
た
り
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
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52　

自
己
評
価
を
散
々
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
支
配
の
た
め
の
簡
単
な
方
法
で
す
。
世
界
を
均
質
化
し
よ

う
と
す
る
潮
流
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
低
い
自
己
評
価
を
利
用
し
て
儲も

う

け
つ
つ
、
そ
の
間
に
メ
デ
ィ
ア

や
S
N
S
を
通
じ
て
権
力
者
に
有
利
な
文
化
を
新
た
に
創
造
し
よ
う
と
す
る
、
強
力
な
利
害
関
係
が
散
見
さ

れ
ま
す
。
金
融
界
の
投
機
家
や
買
収
家
の
日
和
見
主
義
は
そ
こ
か
ら
利
を
得
、
貧
し
い
人
々
は
い
つ
も
損
を

す
る
の
で
す
。
ま
た
、
民
族
の
文
化
を
黙
殺
す
れ
ば
、
多
く
の
政
治
指
導
者
は
、
自
由
に
構
想
す
る
こ
と
が

で
き
て
長
期
に
持
続
で
き
る
、
効
果
的
な
事
業
を
実
行
で
き
な
く
な
る
の
で
す
。

53　

忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
ル
ー
ツ
が
な
い
、
だ
れ
と
も
つ
な
が
り
が
な
い
、
そ
う
し
た
経
験
ほ
ど
、
ひ

ど
い
疎
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
土
地
が
実
り
豊
か
に
な
り
、
民
が
実
を
結
び
、
明
日
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
そ
の
構
成
員
の
間
に
つ
な
が
り
の
関
係
を
ど
れ
だ
け
生
み
出
せ
た
か
、
ま
た
世
代
間
、
そ
し
て
そ
れ
を

構
成
す
る
共
同
体
ど
う
し
で
共
生
の
き
ず
な
を
ど
れ
だ
け
築
き
上
げ
ら
れ
た
か
、
さ
ら
に
ま
た
、
感
覚
を
麻

痺
さ
せ
て
互
い
を
い
っ
そ
う
遠
ざ
け
る
も
の
を
ど
れ
だ
け
断
ち
切
れ
る
か
、
そ
れ
の
み
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
す（

50
）」。
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希
望

54　

看
過
で
き
な
い
こ
う
し
た
暗
い
影
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
わ
た
し
は
、
こ
こ
か
ら
先
、
た
く
さ
ん

の
希
望
の
道
に
つ
い
て
広
く
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
は
ず
っ
と
、
人
類
に
よ
い
種
を
蒔
き
続
け
て
お
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
最
近
起
き
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
不
安
の
中
に
あ
っ
て
も
、
自
分
の
い
の
ち
を
差
し
出
す

こ
と
で
こ
た
え
た
実
に
多
く
の
旅
の
仲
間
を
、
取
り
戻
し
、
た
た
え
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち

の
生
活
は
、
市し

井せ
い

の
人
々
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
ま
し
た
。
ま
ぎ
れ
も

な
く
、
そ
の
普
通
の
人
々
が
、
共
有
す
る
歴
史
の
決
定
的
な
出
来
事
を
書
き
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
医
師
、

看
護
師
、
薬
剤
師
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
従
業
員
、
清
掃
員
、
介
護
従
事
者
、
配
達
員
、
エ
ッ
セ
ン
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
治
安
当
局
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
司
祭
、
修
道
者
…
…
、
自
分
の
力
だ
け
で
自
分
を
救
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
人
た
ち
で
す（

51
）。

55　

わ
た
し
は
希
望
へ
と
招
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
希
望
は
、「
生
き
て
い
る
具
体
的
な
状
況
や
歴
史
的
な

条
件
に
関
係
な
く
、
人
間
が
深
く
根
ざ
し
て
い
る
現
実
を
語
り
ま
す
。
渇
き
を
、
願
望
を
、
満
た
さ
れ
る
こ
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56　

前
章
で
言
及
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
淡
々
と
し
た
現
実
描
写
に
は
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。「
現
代
の
人
々

の
喜
び
と
希
望
、
苦
悩
と
不
安
、
と
く
に
貧
し
い
人
々
と
す
べ
て
の
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
も
の
は
、
キ
リ

ス
ト
の
弟
子
た
ち
の
喜
び
と
希
望
、
苦
悩
と
不
安
で
も
あ
る
。
真
に
人
間
的
な
こ
と
が
ら
で
、
キ
リ
ス
ト
の

弟
子
た
ち
の
心
に
響
か
な
い
も
の
は
何
も
な
い（

53
）」

か
ら
で
す
。
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
中
に
光
を
見
い
だ

そ
う
と
し
つ
つ
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
行
動
指
針
を
提
示
す
る
前
に
、
わ
た
し
は
二
千
年
前
に
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
た
と
え
話
に
章
を
割
く
つ
も
り
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
回
勅
は
善
意
あ
る

す
べ
て
の
人
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
信
念
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
話
は
、
わ

と
へ
の
切
望
を
、
な
し
遂
げ
た
人
生
を
、
大
い
な
る
も
の
に
触
れ
た
い
と
い
う
思
い
を
語
り
ま
す
。
心
を
満

た
し
、
真
理
、
善
、
美
、
正
義
、
愛
の
よ
う
な
、
偉
大
な
も
の
へ
と
精
神
を
高
め
る
も
の
で
す
。
…
…
希
望

は
大
胆
で
あ
り
、
個
人
的
な
快
適
さ
を
、
視
野
を
狭
め
て
し
ま
う
小
さ
な
安
全
や
補
償
を
、
超
え
る
も
の
で

す
。
そ
れ
は
、
人
生
を
よ
り
美
し
く
、
尊
厳
あ
る
も
の
と
す
る
、
大
き
な
理
想
に
開
か
れ
る
た
め
の
も
の
な

の
で
す（

52
）」。

希
望
の
う
ち
に
歩
み
ま
し
ょ
う
。
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56　

前
章
で
言
及
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
淡
々
と
し
た
現
実
描
写
に
は
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。「
現
代
の
人
々

の
喜
び
と
希
望
、
苦
悩
と
不
安
、
と
く
に
貧
し
い
人
々
と
す
べ
て
の
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
も
の
は
、
キ
リ

ス
ト
の
弟
子
た
ち
の
喜
び
と
希
望
、
苦
悩
と
不
安
で
も
あ
る
。
真
に
人
間
的
な
こ
と
が
ら
で
、
キ
リ
ス
ト
の

弟
子
た
ち
の
心
に
響
か
な
い
も
の
は
何
も
な
い（

53
）」

か
ら
で
す
。
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
中
に
光
を
見
い
だ

そ
う
と
し
つ
つ
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
行
動
指
針
を
提
示
す
る
前
に
、
わ
た
し
は
二
千
年
前
に
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
た
と
え
話
に
章
を
割
く
つ
も
り
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
回
勅
は
善
意
あ
る

す
べ
て
の
人
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
信
念
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
話
は
、
わ
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た
し
た
ち
の
だ
れ
も
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
い
た
だ
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

す
る
と
、
あ
る
律
法
の
専
門
家
が
立
ち
上
が
り
、
イ
エ
ス
を
試
そ
う
と
し
て
い
っ
た
。「
先
生
、
何

を
し
た
ら
、
永
遠
の
い
の
ち
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」。
イ
エ
ス
が
、「
律
法
に
は
何

と
書
い
て
あ
る
か
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
読
ん
で
い
る
か
」
と
い
わ
れ
る
と
、
彼
は
答
え
た
。「『
心

を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な

さ
い
、
ま
た
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
』
と
あ
り
ま
す
」。
イ
エ
ス
は
い
わ
れ
た
。「
正
し

い
答
え
だ
。
そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
い
の
ち
が
得
ら
れ
る
」。
し
か
し
、
彼
は
自
分
を

正
当
化
し
よ
う
と
し
て
、「
で
は
、
わ
た
し
の
隣
人
と
は
だ
れ
で
す
か
」
と
い
っ
た
。
イ
エ
ス
は
お
答

え
に
な
っ
た
。「
あ
る
人
が
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
へ
下
っ
て
行
く
途
中
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
。

追
い
は
ぎ
は
そ
の
人
の
服
を
は
ぎ
取
り
、
殴
り
つ
け
、
半
殺
し
に
し
た
ま
ま
立
ち
去
っ
た
。
あ
る
祭
司

が
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
同

じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人
も
そ
の
場
所
に
や
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て

行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
旅
を
し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
の
人
を
見
て
あ
わ

れ
に
思
い
、
近
寄
っ
て
傷
に
油
と
ぶ
ど
う
酒
を
注
ぎ
、
包
帯
を
し
て
、
自
分
の
ろ
ば
に
乗
せ
、
宿
屋
に
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連
れ
て
行
っ
て
介
抱
し
た
。
そ
し
て
、
翌
日
に
な
る
と
、
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
取
り
出
し
、
宿
屋

の
主
人
に
渡
し
て
い
っ
た
。『
こ
の
人
を
介
抱
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
が
も
っ
と
か
か
っ
た
ら
、
帰
り

が
け
に
払
い
ま
す
』。
さ
て
、
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣

人
に
な
っ
た
と
思
う
か
」。
律
法
の
専
門
家
は
い
っ
た
。「
そ
の
人
を
助
け
た
人
で
す
」。
そ
こ
で
、
イ

エ
ス
は
い
わ
れ
た
。「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」。（
ル
カ
10
・
25
―
37
）

背
景

57　

こ
の
た
と
え
話
は
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
通
底
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
世
界
と
人
間
の

創
造
に
つ
い
て
物
語
っ
た
直
後
、
聖
書
は
わ
た
し
た
ち
ど
う
し
の
関
係
に
お
け
る
挑
戦
を
示
し
ま
す
。
カ
イ

ン
が
弟
の
ア
ベ
ル
を
抹
殺
し
、
神
の
問
い
が
響
き
ま
す
。「
お
前
の
弟
ア
ベ
ル
は
、
ど
こ
に
い
る
の
か
」（
創

世
記
4
・
9
）。
そ
の
答
え
は
、
わ
た
し
た
ち
が
よ
く
す
る
も
の
と
同
じ
で
す
。「
わ
た
し
は
弟
の
番
人
で
し

ょ
う
か
」（
同
）。
尋
ね
る
こ
と
で
神
は
、
出
し
う
る
唯
一
の
答
え
と
し
て
無
関
心
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
、

決
定
論
や
運
命
論
の
た
ぐ
い
を
こ
と
ご
と
く
問
題
に
し
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
は
わ
た
し
た
ち
に
、
敵
意

を
克
服
し
て
互
い
を
大
切
に
で
き
る
、
多
様
な
文
化
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
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58　

ヨ
ブ
記
は
、
共
通
の
諸
権
利
を
主
張
す
る
根
拠
を
、
創
造
主
は
同
じ
と
い
う
事
実
に
求
め
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
を
胎
内
に
造
っ
て
く
だ
さ
っ
た
か
た
が
、
彼
ら
を
も
お
造
り
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
か
た
に

よ
っ
て
、
母
の
胎
に
置
か
れ
た
の
だ
か
ら
」（
31
・
15
）。
数
世
紀
の
後
、
聖
イ
レ
ネ
オ
は
そ
れ
を
音
律
の
イ

メ
ー
ジ
で
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
真
理
を
愛
す
る
者
は
、
ど
れ
か
特
定
の
音
ど
う
し
の
違
い
に
惑

わ
さ
れ
て
、
こ
の
音
は
こ
の
人
、
あ
の
音
に
は
あ
の
人
と
い
う
具
合
に
、
異
な
る
創
作
者
と
制
作
者
を
想
定

し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
む
し
ろ
、
た
だ
一
人
同
じ
人
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

54
）」。

59　

ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
で
は
、
他
者
を
愛
し
世
話
せ
よ
と
の
命
令
は
、
同
じ
民
族
に
属
す
る
者
ど
う
し
の
関
係

に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
古
い
戒
律
の
「
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」（
レ

ビ
19
・
18
）
は
通
常
、
同
胞
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地

の
外
に
広
が
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
、
そ
の
境
目
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
自
分
に
と

っ
て
嫌
な
こ
と
は
、
だ
れ
に
も
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
勧
告
が
現
れ
ま
し
た
（
ト
ビ
ト
４
・
15
参
照
）。
賢

者
ヒ
レ
ル
（
紀
元
前
一
世
紀
）
は
そ
れ
に
つ
い
て
、「
こ
れ
が
ト
ー
ラ
ー
の
す
べ
て
で
あ
り
、
残
り
は
す
べ
て

そ
の
解
説
に
す
ぎ
な
い（

55
）」

と
い
っ
た
の
で
す
。
神
の
姿
勢
を
ま
ね
た
い
と
い
う
望
み
は
、
ご
く
身
近
な
人
だ
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け
に
囲
ま
れ
て
い
よ
う
と
す
る
例
の
傾
き
の
克
服
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。「
人
間
の
い
つ
く
し
み
は
、
隣

人
に
し
か
及
ば
な
い
が
、
主
の
い
つ
く
し
み
は
、
す
べ
て
の
人
に
及
ぶ
」（
シ
ラ
18
・
13
）。

60　

新
約
聖
書
で
は
、
ヒ
レ
ル
の
教
え
は
肯
定
表
現
を
取
り
ま
し
た
。「
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ

と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
こ
そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
」（
マ
タ
イ
7
・
12
）。
こ

の
呼
び
か
け
は
普
遍
的
で
、
人
間
と
い
う
境
遇
に
あ
る
だ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
及
ぶ
と
い
う
性
質
が
あ
り

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
と
高
き
か
た
、
天
の
御
父
は
、「
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
て
く
だ
さ

る
」（
マ
タ
イ
5
・
45
）
か
ら
で
す
。
結
果
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
ま
す
。「
あ
な
た
が
た
の
父
が
あ

わ
れ
み
深
い
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
あ
わ
れ
み
深
い
者
と
な
り
な
さ
い
」（
ル
カ
6
・
36
）。

61　

外
国
人
を
排
除
し
な
い
よ
う
心
を
広
く
す
る
こ
と
に
は
動
機
が
あ
り
、
聖
書
の
も
っ
と
も
古
い
諸
書
に

す
で
に
そ
れ
を
見
い
だ
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
外
国
人
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
で
暮
ら
し
て
い
た
と
き

の
、
消
せ
な
い
記
憶
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

寄
留
者
を
虐
待
し
た
り
、
圧
迫
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
た
ち
は
エ
ジ
プ
ト
の
国
で
寄
留
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者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
出
エ
ジ
プ
ト
22
・
20
）

　

あ
な
た
は
寄
留
者
を
虐
げ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
た
ち
は
寄
留
者
の
気
持
ち
を
知
っ
て
い
る
。
あ

な
た
た
ち
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
国
で
寄
留
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
出
エ
ジ
プ
ト
23
・
9
）

　

寄
留
者
が
あ
な
た
の
土
地
に
と
も
に
住
ん
で
い
る
な
ら
、
彼
を
虐
げ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
た
ち

の
も
と
に
寄
留
す
る
者
を
あ
な
た
た
ち
の
う
ち
の
土
地
に
生
ま
れ
た
者
同
様
に
扱
い
、
自
分
自
身
の
よ

う
に
愛
し
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
た
ち
も
エ
ジ
プ
ト
の
国
に
お
い
て
寄
留
者
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。（
レ
ビ
19
・
33
―
34
）

　

ぶ
ど
う
の
取
り
入
れ
を
す
る
と
き
は
、
後
で
摘
み
尽
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
寄
留
者
、
孤
児
、

寡か

婦ふ

の
も
の
と
し
な
さ
い
。
あ
な
た
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
国
で
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
な
さ

い
。（
申
命
記
24
・
21
―
22
）

　

新
約
聖
書
で
は
兄
弟
愛
へ
の
呼
び
か
け
が
響
き
ま
す
。

　

律
法
全
体
は
、「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
一
句
に
よ
っ
て
全
う
さ
れ
る
か
ら

で
す
。（
ガ
ラ
テ
ヤ
5
・
14
）
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兄
弟
を
愛
す
る
人
は
、
い
つ
も
光
の
中
に
お
り
、
そ
の
人
に
は
つ
ま
ず
き
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

兄
弟
を
憎
む
者
は
闇
の
中
に
（
い
ま
す
）。（
一
ヨ
ハ
ネ
2
・
10
―
11
）

　

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
死
か
ら
い
の
ち
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
兄
弟
を
愛
し
て
い

る
か
ら
で
す
。
愛
す
る
こ
と
の
な
い
者
は
、
死
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
す
。（
一
ヨ
ハ
ネ
3
・
14
）

　

目
に
見
え
る
兄
弟
を
愛
さ
な
い
者
は
、
目
に
見
え
な
い
神
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。（
一
ヨ
ハ

ネ
4
・
20
）

62　

こ
の
よ
う
な
愛
の
提
案
も
、
誤
解
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
外
部
か
ら
隔
て
ら

れ
た
内
々
の
グ
ル
ー
プ
に
な
ろ
う
と
し
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
が
受
け
た
誘
惑
に
対
し
、
聖
パ
ウ
ロ
は

彼
の
弟
子
た
ち
に
、
互
い
「
と
す
べ
て
の
人
」（
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
3
・
12
）
へ
の
愛
を
も
つ
よ
う
勧
め
、
そ
し
て

ヨ
ハ
ネ
の
共
同
体
で
は
、「
兄
弟
た
ち
、
そ
れ
も
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
た
ち
」（
三
ヨ
ハ
ネ
5
）
を
親
切
に
迎

え
る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
文
脈
は
、
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
話
の
意
義
を
理
解
す
る
助
け
に

な
り
ま
す
。
愛
は
、
傷
を
負
っ
た
兄
弟
が
こ
の
土
地
の
出
身
な
の
か
、
あ
の
土
地
の
出
身
な
の
か
を
気
に
し

た
り
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
「
わ
た
し
た
ち
を
分
断
し
引
き
離
す
鎖
を
断
ち
切
り
、
橋
を
架
け
る

愛
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
皆
が
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
大
き
な
家
族
を
築
け
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
愛
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で
す
。
…
…
思
い
や
り
と
尊
厳
を
知
る
愛
な
の
で
す（

56
）」。

見
捨
て
ら
れ
た
人

63　

イ
エ
ス
は
、
強
盗
に
襲
わ
れ
て
負
傷
し
、
道
端
に
倒
れ
て
い
る
人
が
い
た
と
語
り
ま
す
。
数
人
が
そ
の

そ
ば
を
通
り
ま
し
た
が
、
避
け
て
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
社
会
で
重
要
な
職
務
に
つ
い
て
い
な
が

ら
、
共
通
善
へ
の
愛
が
心
に
な
か
っ
た
人
た
ち
で
す
。
負
傷
者
を
介
抱
し
た
り
、
せ
め
て
助
け
を
呼
ん
だ
り

す
る
、
そ
の
わ
ず
か
な
時
間
も
惜
し
ん
だ
の
で
す
。
一
人
の
人
は
、
足
を
止
め
近
づ
い
て
、
自
ら
手
当
て
を

し
、
懐

ふ
と
こ
ろを

痛
め
て
世
話
し
ま
し
た
。
こ
の
人
は
何
よ
り
も
、
こ
の
せ
わ
し
な
い
世
界
で
わ
た
し
た
ち
が
出
し

渋
る
も
の
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
自
分
の
時
間
を
差
し
出
し
た
の
で
す
。
こ
の
人
に
は
、
用
事
や
約
束
、
ま

た
や
り
た
い
こ
と
の
た
め
の
、
そ
の
日
の
予
定
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
で
す
が
負
傷
し
た
人
を
前
に
し
て
、

す
べ
て
を
投
げ
出
す
こ
と
が
で
き
、
相
手
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
知
ら
な
く
て
も
、
時
間
を
割
く
べ
き
だ
と
考

え
た
の
で
す
。

64　

あ
な
た
は
、
ど
の
人
が
自
分
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
か
。
こ
の
質
問
は
鋭
く
、
直
接
的
で
決
定
的
で
す
。
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あ
な
た
は
こ
の
中
の
だ
れ
で
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
他
人
に
、
と
り
わ
け
い
ち
ば
ん
の
弱
者
に
対
し
、
無

関
心
で
い
る
誘
惑
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
多
く

の
面
で
成
長
を
遂
げ
た
も
の
の
、
発
展
し
た
社
会
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
も
ろ
く
弱
い
人
々
に
寄
り
添
い
、

世
話
を
し
、
支
え
る
こ
と
に
は
無
知
な
の
で
す
。
自
分
に
直
接
影
響
す
る
ま
で
は
、
ほ
か
に
目
を
や
っ
た
り
、

素
通
り
し
た
り
、
状
況
を
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
に
、
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

65　

道
で
襲
わ
れ
た
人
が
い
て
も
、
大
抵
は
何
も
見
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
逃
げ
て
い
き
ま
す
。
車
で
人
を

轢ひ

い
て
も
逃
げ
て
し
ま
う
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
回
避
だ
け
が
大
切
で
、
そ
れ
で
人
が
死
の
う
と

関
係
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
こ
と
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
生
き
方
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
そ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
に
、
お
そ
ら
く
と
て
も
際
ど
い
か
た
ち
で
表
れ
出
る
の
で
す
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
は
皆
自
分

の
必
要
に
心
を
注
ぐ
あ
ま
り
、
苦
し
む
だ
れ
か
を
見
る
と
、
面
倒
で
じ
ゃ
ま
だ
と
感
じ
ま
す
。
他
人
の
こ
と

で
時
間
を
無
駄
に
し
た
く
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
、
病
ん
だ
社
会
の
症
状
で
す
。
痛
み
に
背
を
向
け
て
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
か
ら
で
す
。

66　

こ
ん
な
ふ
う
に
惨
め
に
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
模
範
に
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。
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自
国
の
、
そ
し
て
全
世
界
の
市
民
と
し
て
、
新
た
な
社
会
の
き
ず
な
の
構
築
者
と
し
て
の
召
命
を
取
り
戻
す

よ
う
招
く
物
語
で
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
の
根
本
に
基
本
法
と
し
て
書
き
つ
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
新
た
な
呼
び
か
け
な
の
で
す
。
社
会
は
共
通
善
の
追
求
を
目
指
す
べ

き
で
、
そ
の
目
的
に
基
づ
い
て
、
政
治
的
・
社
会
的
秩
序
、
関
係
性
の
構
図
、
人
間
ら
し
い
計
画
を
、
何
度

も
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
で
す
。
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
が
そ
の
行
い
で
示
し
た
の
は
、「
一

人
ひ
と
り
の
存
在
は
他
者
の
存
在
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
人
生
は
た
だ
過
ぎ
行
く
時
間
で

は
な
く
出
会
い
の
時
間
だ
と
い
う
こ
と（

57
）」

で
す
。

67　

こ
の
た
と
え
話
は
、
つ
ら
い
こ
の
世
界
の
再
建
の
た
め
の
本
質
的
な
選
択
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
、

啓
発
的
な
イ
コ
ン
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
痛
み
を
、
こ
れ
ほ
ど
の
傷
を
前
に
し
て
、
唯
一
の
道
は
よ
い
サ
マ
リ

ア
人
の
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
ほ
か
の
選
択
は
ど
れ
も
、
追
い
は
ぎ
の
一
味
に
つ
く
か
、
道
端
の
傷
を
負

っ
た
男
の
痛
み
を
あ
わ
れ
ま
ず
に
素
通
り
す
る
者
の
側
に
つ
く
か
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
は
、
益
が
共
有
さ

れ
る
よ
う
、
他
者
の
弱
さ
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
排
除
す
る
社
会
を
作
ら
ず
、
か
え
っ
て
隣
人
と
な
っ
て
倒

れ
た
人
を
起
き
上
が
ら
せ
て
社
会
に
復
帰
さ
せ
る
人
々
か
ら
成
る
共
同
体
を
再
構
築
で
き
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
た
と
え
は
、
自
分
だ
け
を
見
て
、
人
間
の
現
実
の
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
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要
求
に
向
き
合
わ
な
い
人
の
態
度
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。

68　

は
っ
き
り
い
え
ば
、
こ
の
物
語
は
、
抽
象
的
な
理
念
を
暗
示
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
社
会
的
・
倫

理
的
な
教
訓
を
伝
え
る
役
目
し
か
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
、
人
間
の
本
質
的
特
徴

を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
愛
に
お
い
て
の
み
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
る
充
満
の
た
め
に
造
ら

れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
の
痛
み
に
無
関
心
で
生
き
る
と
い
う
選
択
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
だ
れ
か
を

「
人
生
の
隅
」
に
放
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
憤
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
し
、
人
間
の
苦
し
み
に
、
動
転
す
る
ほ
ど
心
乱
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。
そ
れ
が
尊
厳
な
の
で
す
。

繰
り
返
さ
れ
る
物
語

69　

物
語
は
シ
ン
プ
ル
で
ス
ト
レ
ー
ト
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
人
類
の
兄
弟
愛
を
実
現
す
る
道
に
登
場
す
る

各
人
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
際
に
生
じ
る
、
内
的
な
闘
い
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
道
を
行
け
ば
必
ず
、
傷
つ
い
て
い
る
人
に
遭
遇
し
ま
す
。
今
日
で
は
、
傷
つ

い
た
人
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
ま
す
。
道
端
で
苦
し
む
人
を
受
け
入
れ
る
か
排
除
す
る
か
が
、
経
済
的
、
政
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治
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
日
々
わ
た
し
た
ち
は
、
よ
い
サ
マ
リ

ア
人
で
あ
る
か
、
離
れ
て
通
り
過
ぎ
る
無
関
心
な
旅
人
で
あ
る
か
の
選
択
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
人
生
全
体
、
世
界
の
全
体
へ
と
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
だ
れ
も
が
、
今
あ
る
い
は
か

つ
て
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
傷
を
負
っ
た
人
の
、
追
い
は
ぎ
の
、

離
れ
て
通
り
過
ぎ
る
人
の
、
そ
し
て
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
面
影
を
帯
び
て
い
る
の
で
す
。

70　

物
語
に
お
け
る
登
場
人
物
の
間
の
違
い
が
、
倒
れ
て
辱
め
を
受
け
た
人
の
痛
ま
し
い
状
況
と
対
峙
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
一
変
す
る
か
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
サ
マ

リ
ア
人
の
違
い
で
も
な
け
れ
ば
、
祭
司
と
商
人
の
区
別
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
二
種
類
の
人
が
い
る
だ

け
で
す
。
痛
み
を
介
抱
す
る
人
と
離
れ
て
通
り
過
ぎ
る
人
、
倒
れ
た
人
に
気
づ
い
て
か
が
む
人
と
目
を
背
け

て
先
を
急
ぐ
人
で
す
。
ま
さ
に
、
わ
た
し
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
仮
面
、
レ
ッ
テ
ル
、
メ
ッ
キ
が
は
が
れ
落
ち
、

本
当
の
姿
が
現
れ
る
と
き
で
す
。
他
者
の
傷
に
触
れ
て
、
手
当
て
を
す
る
た
め
に
身
を
か
が
め
て
い
る
で
し

ょ
う
か
。
肩
を
貸
す
た
め
に
身
を
か
が
め
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
、
恐
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
、

眼
前
の
挑
戦
な
の
で
す
。
危
機
に
あ
れ
ば
、
選
択
は
急
を
要
し
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
追
い
は
ぎ
で
も

な
く
素
通
り
す
る
人
で
も
な
い
な
ら
ば
、
傷
を
負
っ
た
男
で
あ
る
か
、
傷
つ
い
た
人
に
肩
を
貸
す
人
な
の
で
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す
。

71　

よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
物
語
は
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
社
会
的
、
政
治
的
無
関
心
に
よ
っ
て
、
現

代
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
が
荒
廃
し
て
い
く
さ
ま
に
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
国

内
や
国
家
間
の
紛
争
、
機
会
の
略
奪
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
、
道
端
に
置
き
去
り
に
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
の
中
で
イ
エ
ス
は
、
ひ
ど
い
傷
を
負
っ
た
男
や
助
け
た
人
に
怒
り
や
復
讐
心
が

芽
生
え
て
い
た
な
ら
ば
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
、
別
の
可
能
性
は
示
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
は
、

人
間
の
心
の
い
ち
ば
ん
よ
い
と
こ
ろ
を
信
頼
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
た
と
え
話
を
も
っ
て
、
愛
に

と
ど
ま
る
よ
う
に
と
、
傷
つ
い
た
者
を
立
ち
直
ら
せ
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
を
築
き
上
げ
る
よ
う
に

と
、
励
ま
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

登
場
人
物

72　

た
と
え
話
は
追
い
は
ぎ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
後
か
ら
、
イ
エ
ス
は
話
を
始
め
ま

す
。
事
の
顛て

ん

末ま
つ

を
あ
れ
こ
れ
考
え
た
り
、
追
い
は
ぎ
に
意
識
を
向
け
た
り
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
で
す
。
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わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
ま
す
。
世
の
中
に
遺
棄
の
闇
が
、
さ
も
し
い
権
力
、
蓄
積
、
分
裂
の
た

め
の
暴
力
の
闇
が
、
い
っ
そ
う
濃
く
な
る
の
を
見
て
き
ま
し
た
。
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
暴
力

か
ら
身
を
守
る
た
め
、
あ
る
い
は
盗
人
を
追
い
か
け
る
た
め
に
散
っ
て
し
ま
い
、
傷
を
負
っ
た
人
を
置
き
去

り
に
し
て
お
く
の
で
す
か
。
傷
を
負
っ
た
人
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
和
解
し
え
な
い
分
裂
、
非
情
な
無

関
心
、
内
輪
の
対
立
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
か
。

73　

そ
れ
か
ら
た
と
え
は
、
離
れ
て
通
り
過
ぎ
る
人
に
し
っ
か
り
と
目
を
向
け
さ
せ
ま
す
。
悪
意
の
有
無
や
、

軽
蔑
あ
る
い
は
悲
し
む
べ
き
う
か
つ
さ
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
足
を
止
め
ず
に
先
へ
行

く
こ
の
危
険
な
無
関
心
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
祭
司
や
レ
ビ
人
が
、
突
き
つ
け
ら
れ
た
現
実
か
ら
遠
く
離
れ

て
い
る
こ
と
を
悲
し
く
投
影
し
て
い
ま
す
。
素
通
り
の
し
か
た
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
相
補
的
で
す
。

一
つ
は
、
自
分
の
こ
と
に
没
頭
す
る
こ
と
、
他
の
人
に
関
与
せ
ず
、
無
関
心
で
あ
る
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
た
だ
目
を
そ
ら
す
こ
と
で
す
。
後
者
の
素
通
り
の
し
か
た
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
く
つ
か
の
国
や
そ
の

国
の
一
部
に
は
、
貧
し
い
人
々
と
そ
の
文
化
へ
の
侮
蔑
が
あ
り
、
そ
し
て
、
国
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
事
業

が
貧
し
い
人
々
の
場
を
上
書
き
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
、
外
国
ば
か
り
を
見
る
暮
ら
し
に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
一
部
の
無
関
心
は
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
貧
し
い
人
々
の
願
い
が
自
分
た
ち
の
心
に
届
い
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た
と
し
て
も
、
貧
し
い
人
々
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
関
心
の
外
な
の
で
す
。

74　

離
れ
て
通
り
過
ぎ
る
人
に
は
、
無
視
で
き
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
神
の
礼
拝
に
従
事
す
る
者
、
祭
司
と
レ
ビ
人
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
神
を
信
じ
て
賛

美
す
る
こ
と
が
、
神
の
心
に
か
な
う
生
き
方
を
裏
づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
、
鋭
い
警
鐘
で
す
。

信
仰
者
は
、
そ
の
信
仰
が
求
め
る
す
べ
て
に
忠
実
で
な
い
か
も
し
れ
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
に
近
い
気

に
な
り
、
他
人
よ
り
も
卓
越
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
兄
弟

姉
妹
に
心
を
開
く
と
い
う
信
仰
の
生
き
方
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
神
に
真
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
づ
け
と

な
る
で
し
ょ
う
。
聖
ヨ
ハ
ネ
・
ク
リ
ゾ
ス
ト
モ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
問
い
た
だ
さ
れ
る
こ
の
問
題
を
、
実
に

明
確
に
表
現
し
ま
し
た
。「
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
を
本
当
に
尊
び
た
い
の
で
す
か
。
裸
の
キ
リ
ス
ト
を
見
て

も
見
下
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
外
で
は
、
裸
の
ま
ま
寒
さ
に
苦
し
む
そ
の
か
た
を
見
捨
て
て
お
き
な
が
ら
、

聖
堂
で
絹
の
衣
を
ま
と
っ
て
、
そ
の
か
た
を
た
た
え
て
は
な
り
ま
せ
ん（

58
）」。

皮
肉
な
こ
と
に
、
信
仰
し
て
い

な
い
と
い
う
人
の
ほ
う
が
、
信
者
よ
り
も
神
の
み
旨
を
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

75　
「
追
い
は
ぎ
」
は
普
通
、「
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
通
り
過
ぎ
る
」
人
々
と
、
ひ
そ
か
に
同
盟
を
結
ん
で
い
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ま
す
。
そ
こ
か
ら
む
し
り
取
る
た
め
に
社
会
を
利
用
し
欺
く
人
々
と
、
自
分
の
批
判
は
確
か
だ
と
思
い
込
み

な
が
ら
も
、
そ
の
体
制
と
そ
こ
か
ら
の
資
源
を
利
用
し
て
生
き
て
い
る
人
は
、
同
じ
囲
い
の
中
に
い
ま
す
。

違
法
行
為
の
免
責
、
個
人
や
法
人
の
収
益
の
た
め
の
社
会
制
度
の
悪
用
、
ま
た
、
根
絶
で
き
な
い
そ
の
他
の

悪
事
が
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
信
用
を
恒
常
的
に
失
墜
さ
せ
、
不
信
と
混
乱
を
広
げ
る
疑
惑
を
た
え
ず
ま
き
散

ら
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
悲
し
い
偽
善
で
す
。「
何
も
か
も
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
欺
瞞

は
、「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
、
失
望
と
絶
望
が

深
ま
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
連
帯
と
寛
大
の
心
が
消
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
人
々
を
落
胆
さ
せ
る
こ
と
は
、
完

璧
な
悪
の
世
界
が
で
き
上
が
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
隠
れ
た
真
の
思
惑
の
横
暴
が
ひ
そ
か
に
行
わ
れ

る
仕
組
み
で
、
資
力
を
、
意
見
表
明
や
思
考
の
意
欲
を
抑
え
つ
け
る
の
で
す
。

76　

最
後
に
、
傷
を
負
っ
た
人
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
時
に
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
の
よ
う
に
ひ
ど
く
傷
つ
き
、

道
端
に
投
げ
出
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
骨
抜
き
に
さ
れ
ゆ
が
ん
だ
り
、
内
外
の
少
数
の
利
益
に
供
す
る

よ
う
仕
向
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
社
会
制
度
の
せ
い
で
、
見
捨
て
ら
れ
た
と
も
感
じ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
社
会
に
は
、
習
慣
化
さ
れ
た
、
品
よ
く
視
線
を
そ
ら
す
方
法
が
あ
る
の
で
す
。

政ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス

治
的
公
正
や
ト
レ
ン
ド
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
装
う
こ
と
で
、
苦
し
む
人
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
テ
レ
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ビ
中
継
で
眺
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
一
見
す
る
と
人
情
味
あ
る
、
当
た
り
障
り
の
な
い
話
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
す
ら
あ
る（

59
）」

か
ら
で
す
。

再
起

77　

わ
た
し
た
ち
に
は
毎
日
、
新
た
な
機
会
、
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
為
政
者
に
す
べ
て
を

期
待
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
子
ど
も
じ
み
た
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
新
た
な
プ
ロ
セ
ス
や
変

革
を
始
め
た
り
生
み
出
し
た
り
で
き
る
、
共
同
責
任
の
場
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
傷
つ
い
た
社
会
の
回
復
と

支
援
に
、
積
極
的
に
参
与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
兄
弟
愛
の
神
髄
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
絶

好
の
機
会
が
目
の
前
に
あ
り
ま
す
。
憎
し
み
や
恨
み
を
募
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
失
敗
し
た
人
の
痛
み
を
背

負
う
、
も
う
一
人
の
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
に
な
る
好
機
で
す
。
こ
の
物
語
の
中
の
偶
然
通
り
か
か
っ
た
旅
人
の

よ
う
に
、
必
要
な
の
は
た
だ
、
純
粋
に
、
単
純
に
、
民
に
な
り
た
い
と
い
う
望
み
、
倒
れ
た
人
を
受
け
入
れ
、

共
同
体
に
加
え
、
起
き
上
が
ら
せ
る
た
め
、
不
断
に
根
気
強
く
働
き
た
い
と
い
う
、
無
欲
な
望
み
で
す
。
暴

力
を
働
く
側
の
論
理
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
野
心
を
抱
き
、
混
乱
と
嘘
を
拡
散
す
る
者
の
論
理
に
陥
り
、
そ

こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
し
ば
し
ば
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
望
む
こ
と
が
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必
要
な
の
で
す
。
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
と
し
て
政
治
や
経
済
を
考
え
る
人
た
ち
に
は
、
そ
う
さ
せ
て
お
け
ば
い
い

の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
よ
い
も
の
を
育
て
、
よ
い
も
の
の
た
め
に
身
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

78　

け
が
し
た
人
の
一
つ
一
つ
の
傷
に
サ
マ
リ
ア
の
旅
人
が
払
っ
た
と
同
じ
気
遣
い
を
も
っ
て
、
一
つ
一
つ

足
元
か
ら
始
め
て
、
具
体
的
な
地
元
の
も
の
の
た
め
、
ひ
い
て
は
祖
国
と
世
界
の
隅
々
の
た
め
に
闘
う
こ
と

は
可
能
で
す
。
他
者
の
も
と
へ
行
き
、
わ
た
し
た
ち
の
も
の
で
あ
る
現
実
を
、
痛
み
や
無
力
感
に
お
び
え
る

こ
と
な
く
引
き
受
け
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
現
実
に
、
神
が
人
間
の
心
に
蒔ま

か
れ
た
す
べ
て
の
よ

い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
圧
倒
さ
れ
そ
う
な
困
難
は
成
長
の
た
め
の
機
会
で
あ
っ
て
、
服
従
へ
と
向
か
わ

せ
る
、
怠
惰
な
悲
嘆
は
正
当
化
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
め
い
め
い
が
、
そ
れ
を
独
り
で
す
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
サ
マ
リ
ア
人
は
、
あ
の
男
の
人
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
宿
屋
の
主
人
を
求
め
ま
し
た
。
わ
た
し

た
ち
も
広
く
呼
び
か
け
て
、
小
さ
な
個
の
集
合
よ
り
も
強
力
な
「
わ
た
し
た
ち
」
に
巡
り
会
う
よ
う
招
か
れ

て
い
ま
す
。
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
全
体
は
部
分
を
超
え
る
も
の
で
す
。
単
な
る
部
分
の
総
体
で
は
あ

り
ま
せ
ん（

60
）」。

不
毛
な
内
輪
の
争
い
、
終
わ
ら
な
い
対
立
、
そ
の
さ
も
し
さ
、
恨
み
を
捨
て
よ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
喪
失
の
痛
み
を
隠
す
の
を
や
め
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
悪
、
怠
り
、
嘘
の
責
任
を
取
る
の
で
す
。

修
復
を
も
た
ら
す
和
解
が
わ
た
し
た
ち
を
復
活
さ
せ
、
自
分
自
身
に
対
す
る
不
安
、
そ
し
て
他
者
へ
の
恐
怖
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を
取
り
除
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

79　

旅
の
途
上
の
サ
マ
リ
ア
人
は
、
お
礼
や
感
謝
を
待
つ
こ
と
な
く
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
奉
仕
へ
の
献
身

は
、
自
ら
の
神
と
人
生
と
に
向
き
合
っ
て
の
深
い
充
足
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
責
務
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は

皆
、
傷
を
負
っ
た
あ
の
男
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
の
民
族
と
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
対
し
責
任
が
あ
る
の

で
す
。
連
帯
と
思
い
や
り
の
姿
勢
、
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
寄
り
添
い
の
姿
勢
で
、
男
女
、
子
ど
も
、
お
年
寄

り
一
人
ひ
と
り
の
も
つ
脆

ぜ
い
じ
ゃ
く弱
性
に
心
を
配
り
ま
し
ょ
う
。

垣
根
な
き
隣
人

80　

イ
エ
ス
は
、
一
つ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
こ
の
た
と
え
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
の
隣
人
と
は

だ
れ
で
す
か
、
で
す
。
イ
エ
ス
の
時
代
の
社
会
で
は
、「
隣
人
」
と
い
う
語
は
、
も
っ
と
も
近
し
い
人
、
す

ぐ
そ
ば
の
人
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
助
け
は
ま
ず
、
自
分
の
集
団
や
民
族
に
属
す
る
人
に
向

け
る
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
サ
マ
リ
ア
人
は
、
当
時
の
一
部
の
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
、
卑
し
く
汚

れ
た
存
在
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
助
け
る
べ
き
親
し
い
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
イ
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エ
ス
が
、
こ
の
発
想
を
完
全
に
覆
し
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
近
し
い
人
は
だ
れ
か
と
自
ら
に
問
う
の
で
は
な

く
、
自
分
自
身
が
近
し
い
者
、
隣
人
と
な
る
よ
う
招
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

81　

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
所
属
す
る
集
団
の
仲
間
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
助
け
を
必
要
と
し

て
い
る
人
の
前
に
い
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
サ
マ
リ
ア
人
が
、
傷
つ
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の

隣
人
と
な
っ
た
の
で
す
。
近
し
く
そ
こ
に
い
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
、
歴
史
的
な
垣
根
を
突
き
破
っ

た
の
で
す
。
イ
エ
ス
は
要
求
を
も
っ
て
締
め
く
く
り
ま
す
。「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ

い
」（
ル
カ
10
・
37
）。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
違
い
を
も
気
に
留
め
ず
、
苦
し
み
を
前
に
、
だ
れ
に
対
し
て
も
近

し
く
な
る
よ
う
迫
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
は
、
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
隣
人
」
が
い
る
、
で

は
な
く
、
他
者
の
隣
人
と
な
り
な
さ
い
、
と
の
呼
び
か
け
を
聞
く
、
そ
う
い
い
た
く
思
い
ま
す
。

82　

問
題
は
、
傷
を
負
っ
た
男
は
ユ
ダ
ヤ
人
（
ユ
ダ
ヤ
の
住
人
）
で
あ
り
、
他
方
、
足
を
止
め
て
そ
の
人
を

助
け
た
の
は
サ
マ
リ
ア
人
（
サ
マ
リ
ア
の
住
人
）
で
あ
っ
た
と
、
イ
エ
ス
が
わ
ざ
わ
ざ
強
調
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
こ
の
点
は
、
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
愛
の
考
察
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
す
。
サ
マ
リ
ア
人
は
異
教

の
習
慣
が
浸
透
し
た
地
方
に
住
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
、
汚
れ
た
、
忌
み
嫌
う
べ
き
、
危
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険
な
民
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
事
実
、
忌
む
べ
き
民
族
に
つ
い
て
言
及
す
る
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
文
書
は
、

サ
マ
リ
ア
人
を
「
民
と
は
い
え
な
い
」（
シ
ラ
50
・
25
）
と
ま
で
い
い
、「
シ
ケ
ム
に
住
む
愚
か
な
者
ど
も
」

（
同
26
節
）
と
言
い
添
え
て
い
ま
す
。

83　

で
す
か
ら
、
イ
エ
ス
に
水
を
飲
ま
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
と
き
、
サ
マ
リ
ア
の
女
は
仰
々
し
く
こ
た

え
た
の
で
す
。「
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
な
た
が
サ
マ
リ
ア
の
女
の
わ
た
し
に
、
ど
う
し
て
水
を
飲
ま
せ
て
ほ
し
い

と
頼
む
の
で
す
か
」（
ヨ
ハ
ネ
4
・
9
）。
イ
エ
ス
の
信
用
を
落
と
す
べ
く
非
難
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
人
た

ち
が
見
い
だ
し
た
最
高
の
侮
辱
は
、
イ
エ
ス
を
「
サ
マ
リ
ア
人
で
悪
霊
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
」（
ヨ
ハ
ネ

8
・
48
）
と
呼
ぶ
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ
マ
リ
ア
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
あ
わ
れ
み
に
結
ば
れ
た
こ
の

出
会
い
は
、
強
烈
な
問
い
か
け
で
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
輪
を
広
げ
て
、
愛
の
力
に
、
あ
ら
ゆ
る
偏

見
、
す
べ
て
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
垣
根
、
さ
も
し
い
利
害
を
こ
と
ご
と
く
突
き
破
れ
る
普
遍
的
な
次
元
を

も
た
ら
す
た
め
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
操
作
を
徹
底
し
て
否
定
す
る
も
の
で
す
。
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寄
留
者
か
ら
の
問
い
か
け

84　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
の
は
、
別
の
福
音
箇
所
で
イ
エ
ス
が
い
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。「
よ
そ
者
で
あ
っ
た
と
き
に
宿
を
貸
し
…
…
て
く
れ
た
」（
マ
タ
イ
25
・
35
［
聖
書
協
会
共
同
訳
］）。
イ
エ

ス
が
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
他
者
の
悲
惨
な
体
験
を
ご
自
分
の
も
の
と
す
る
、
開
か
れ
た

心
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
聖
パ
ウ
ロ
は
「
喜
ぶ
人
と
と
も
に
喜
び
、
泣
く
人
と
と
も
に
泣
き
な
さ

い
」（
ロ
ー
マ
12
・
15
）
と
勧
告
し
て
い
ま
す
。
心
が
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
な
れ
ば
、
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
か
、

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
相
手
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
加
わ
る
こ
と
で
、
つ
い
に
は
、
他
者
が
「
自
分
の
肉
親
」（
イ
ザ
ヤ
58
・
7
［
聖
書
協
会
共
同

訳
］）
で
あ
る
こ
と
を
体
験
す
る
の
で
す
。

85　

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
に
は
、
ま
た
別
の
超
越
的
な
次
元
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
見
捨
て
ら
れ
た
兄
弟
、
排
除
さ
れ
た
兄
弟
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
を
見
る

こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
（
マ
タ
イ
25
・
40
、
45
参
照
）。
事
実
、
信
仰
は
、
か
つ
て
な
い
動
機
づ
け
を
も
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っ
て
他
者
を
認
識
さ
せ
る
の
で
す
。
信
じ
る
者
は
、
神
は
一
人
ひ
と
り
の
人
間
を
永
遠
の
愛
を
も
っ
て
愛
し

て
お
ら
れ
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
に
は
無
限
の
尊
厳
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

61
）」

こ
と
を
認
識
で
き
る
よ
う
に

な
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
、
一
人
ひ
と
り
の
た
め
に
血
を
流
し

て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
だ
れ
一
人
と
し
て
、
こ
の
か
た
の
普
遍
の
愛
が
及
ば
ぬ
者
は
い
な
い
こ
と
を
信

じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
が
、
神
と
の
親
し
い
い
の
ち
で
あ
る
究
極
の
源
泉
へ
と
至
る
な
ら
ば
、

交
わ
り
に
あ
る
す
べ
て
の
い
の
ち
の
完
全
な
起
源
に
し
て
模
範
で
あ
る
、
三
つ
の
位
格
の
交
わ
り
に
出
会
う

の
で
す
。
神
学
は
、
こ
の
偉
大
な
真
理
の
考
察
に
よ
っ
て
、
豊
か
に
な
り
続
け
て
い
ま
す
。

86　

そ
う
し
た
動
機
づ
け
が
あ
る
の
に
、
教
会
が
、
奴
隷
制
や
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
暴
力
を
罪
だ
と
強
く
宣

告
す
る
ま
で
、
か
な
り
長
い
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
が
く
然
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
霊
性
と
神
学
が
発

展
し
た
今
日
で
は
、
い
っ
さ
い
言
い
訳
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
ま
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
、
閉
鎖

的
で
暴
力
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
外
国
人
嫌
悪
の
態
度
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
人
へ
の
蔑
視
、
さ
ら
に

は
虐
待
さ
え
も
、
信
仰
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
と
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
お
墨
つ
き
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
よ
う
な
人
が
い
ま
す
。
信
仰
は
、
そ
れ
が
内
包
す
る
人
道
主
義
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
傾
向
に
対
し

批
判
的
な
感
覚
を
働
か
せ
続
け
る
べ
き
で
、
そ
の
兆
し
が
見
え
た
な
ら
、
即
反
応
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
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87　

人
間
は
、「
余
す
こ
と
な
く
自
分
自
身
を
与
え
な
い
か
ぎ
り（

62
）」、

自
己
実
現
も
成
長
も
な
く
、
充
足
も
得

ら
れ
な
い
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
者
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
自
分
の
真
の
姿
す
ら
も
徹
底
し
て

知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
わ
た
し
は
他
者
と
内
面
的
に
交
わ
る
ほ
ど
、
…
…
わ
た
し
自
身
と
も
実
際
に

交
わ
る（

63
）」

の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
人
は
、
愛
す
る
具
体
的
な
顔
が
な
け
れ
ば
、
生
き
る
価
値
を
体
験

で
き
な
い
の
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
真
の
人
間
存
在
の
秘
密
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
い
の
ち
が
あ
る
の
は
、
き
ず
な
、
交
わ
り
、
兄
弟
愛
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
真
の
つ
な
が
り
と
、
実
直
な

結
び
つ
き
の
上
に
あ
る
の
な
ら
、
い
の
ち
は
死
よ
り
も
強
い
の
で
す
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
自
分
は
自
分
に
の

ん
。
こ
の
た
め
、
信カ

テ
ケ
ー
ジ
ス

仰
教
育
と
説
教
に
お
い
て
は
、
よ
り
直
接
的
で
明
確
に
、
生
き
る
こ
と
の
社
会
的
な
意

味
、
霊
性
の
兄
弟
的
次
元
、
各
人
の
不
可
侵
の
尊
厳
に
対
す
る
確
信
、
す
べ
て
の
人
を
愛
し
受
け
入
れ
る
動

機
、
こ
れ
ら
を
扱
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
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人
間
は
、「
余
す
こ
と
な
く
自
分
自
身
を
与
え
な
い
か
ぎ
り（

62
）」、

自
己
実
現
も
成
長
も
な
く
、
充
足
も
得

ら
れ
な
い
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
者
と
の
出
会
い
が
な
け
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ば
、
自
分
の
真
の
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す
ら
も
徹
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し
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知
る
こ
と
は
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ん
。「
わ
た
し
は
他
者
と
内
面
的
に
交
わ
る
ほ
ど
、
…
…
わ
た
し
自
身
と
も
実
際
に

交
わ
る（

63
）」

の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
人
は
、
愛
す
る
具
体
的
な
顔
が
な
け
れ
ば
、
生
き
る
価
値
を
体
験

で
き
な
い
の
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
真
の
人
間
存
在
の
秘
密
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
い
の
ち
が
あ
る
の
は
、
き
ず
な
、
交
わ
り
、
兄
弟
愛
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
真
の
つ
な
が
り
と
、
実
直
な

結
び
つ
き
の
上
に
あ
る
の
な
ら
、
い
の
ち
は
死
よ
り
も
強
い
の
で
す
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
自
分
は
自
分
に
の
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み
帰
属
し
、
孤
島
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
う
ぬ
ぼ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
い
の
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
姿
勢
に
は
、
死
が
は
び
こ
っ
て
い
ま
す（

64
）」。

超
え
出
る

88　

愛
は
、
各
人
の
心
の
奥
底
か
ら
出
て
き
ず
な
を
生
み
、
人
を
自
分
自
身
か
ら
他
者
へ
向
け
て
抜
け
出
さ

せ
る
と
き
に
、
存
在
を
広
げ
ま
す（

65
）。

わ
た
し
た
ち
は
愛
の
た
め
に
造
ら
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
内
に
は
、

「ekstasis

（
脱
魂
）
の
法
則
と
い
う
べ
き
も
の
…
…
す
な
わ
ち
、
…
…
他
の
人
の
中
に
よ
り
完
成
し
た
実
存

を
見
い
だ
す
た
め
に
、
自
己
の
「
外
へ
歩
み
出
る
」

（
66
）」

も
の
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
た
め
、「
い
か
な
る
場
合

に
お
い
て
も
、
人
間
は
こ
の
事
業
を
な
し
遂
げ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
か
ら
抜

け
出
る
こ
と
で
す（

67
）」。

89　

け
れ
ど
も
自
分
の
人
生
を
、
小
数
集
団
と
の
、
ま
し
て
や
家
族
と
の
か
か
わ
り
だ
け
に
矮
わ
い
し
ょ
う小
化
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
よ
り
広
範
な
か
か
わ
り
の
構
造
な
し
に
、
自
分
自
身
を
理
解
す
る
こ

と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。
現
在
の
か
か
わ
り
だ
け
で
な
く
、
自
分
以
前
に
あ
っ
た
も
の
も
、
ま
た
、
こ
れ
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ま
で
に
自
分
の
人
生
を
形
づ
く
っ
て
く
れ
た
も
の
も
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
と
の
関
係
で
無
視
し

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
人
は
自
分
と
の
関
係
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
自

分
も
そ
の
人
と
の
つ
な
が
り
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
関
係
は
、

そ
れ
が
健
全
で
本
物
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
を
拡
大
し
豊
か
に
し
て
く
れ
る
他
者
へ
と
開
き
ま
す
。
崇
高
な

社
会
的
感
覚
は
、
今
日
、
親
密
な
関
係
を
装
っ
た
自
己
中
心
的
な
内
輪
主
義
の
影
で
簡
単
に
失
わ
れ
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
、
真
正
で
あ
る
愛
、
成
長
を
助
け
る
愛
、
そ
し
て
も
っ
と
も
崇
高
な
か
た
ち
の
友
愛
は
、
充

満
に
至
り
う
る
心
に
宿
り
ま
す
。
カ
ッ
プ
ル
や
友
人
の
き
ず
な
は
、
近
し
い
人
々
に
心
を
開
く
た
め
、
す
べ

て
の
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
自
分
自
身
か
ら
抜
け
出
る
た
め
の
も
の
な
の
で
す
。
閉
じ
た
グ
ル
ー
プ

や
自
己
中
心
的
な
カ
ッ
プ
ル
は
、
世
間
に
対
し
て
「
自
分
た
ち
」
な
る
も
の
を
作
っ
て
い
て
、
そ
の
多
く
は
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
た
だ
の
自
己
保
身
を
美
化
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

90　

人
里
離
れ
た
地
で
暮
ら
す
数
々
の
小
さ
な
集
落
が
、
通
り
す
が
り
の
旅
人
を
迎
え
入
れ
る
寛
容
の
力
を

磨
き
、
も
て
な
し
と
い
う
神
聖
な
義
務
の
模
範
的
な
姿
を
生
み
出
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
中
世
の

修
道
共
同
体
も
そ
の
よ
う
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ
は
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
修
道
院

の
規
律
と
沈
黙
を
乱
す
と
し
て
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
貧
し
い
人
と
巡
礼
者
に
対
し
て
は
「
最
大
の
配
慮
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と
気
配
り（

68
）」

を
も
っ
て
接
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
し
た
。
も
て
な
し
と
は
、
自
分
の
集
団
を
超
え
出
て
の

人
類
と
の
出
会
い
で
あ
る
、
そ
の
挑
戦
と
恵
み
を
手
放
さ
ず
に
い
る
た
め
の
具
体
的
な
手
段
で
す
。
こ
う
し

た
人
た
ち
は
、
自
分
が
養
い
う
る
価
値
あ
る
も
の
に
は
す
べ
て
、
他
者
へ
と
開
く
こ
と
で
自
ら
を
超
え
出
る

こ
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。

愛
の
固
有
の
価
値

91　

人
は
、
勇
気
、
節
制
、
勤
勉
、
そ
の
他
の
徳
と
い
っ
た
、
倫
理
的
価
値
と
し
て
表
れ
る
い
く
つ
か
の
姿

勢
を
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
徳
の
行
為
に
適
切
な
方
向
性
を
与
え
る
に
は
、
そ
れ

が
ど
の
程
度
、
対
他
者
の
開
放
と
結
合
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
せ
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
神
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
る
愛

カ
リ
タ
スな
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
見
せ
か
け
の

徳
し
か
得
ら
れ
ず
、
交
わ
り
あ
る
人
生
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
聖
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
引
用
し
て
述
べ
た
の
で
す
。

―
欲
張
り
ど
も
の
剛
毅
、
そ
れ

は
徳
で
す
ら
な
い（

69
）。

聖
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
別
の
言
い
方
で
、
愛
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
他
の
諸
徳
は
厳
密

に
い
っ
て
、「
神
が
望
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
に（

70
）」

は
、
お
き
て
を
全
う
で
き
な
い
と
説
い
て
い
ま
す
。
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92　

人
生
に
お
け
る
霊
的
な
レ
ベ
ル
は
、「
人
生
が
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
を
最
終
的
に

決
め
る
基
準（

71
）」

で
あ
る
愛
に
よ
っ
て
量
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
信
者
の
中
に
は
、
自
身
の
偉
大
さ
は
、
ど
れ

だ
け
自
分
の
主
義
主
張
を
ほ
か
の
人
に
強
要
で
き
る
か
、
真
実
を
力
づ
く
で
守
れ
る
か
、
剛
直
さ
を
激
し
く

見
せ
つ
け
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
信
者
は
皆
、
知
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
愛
が
第
一
で
あ
り
、
決
し
て
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
愛
で
あ
り
、
最
大
の
脅

威
は
愛
さ
な
い
こ
と
な
の
だ
と
（
一
コ
リ
ン
ト
13
・
1
―
13
参
照
）。

93　

神
が
恵
み
に
よ
っ
て
可
能
に
し
て
く
だ
さ
る
愛
す
る
経
験
が
い
か
に
生
じ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
、
相
手
を
「
あ
る
意
味
で
自
分
と
一
体
で
あ
る
…
…
も
の
と
み
な
し（

72
）」

て
そ
の
人
に
注
意
を
向
け
る
運
動
だ
と
説
き
ま
し
た
。
相
手
に
向
け
ら
れ
た
愛
あ
る
関
心
は
、
相
手
の
善
を

無
償
で
求
め
る
志
向
を
生
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
尊
重
と
尊
敬
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
究
極
的
に

「
愛
徳
」
と
い
う
こ
と
ば
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
愛
す
る
相
手
は
自
分
に
と
っ
て
「
い
と
お

し
い
」、
す
な
わ
ち
「
価
値
が
高
い
と
判
定
さ
れ
る（

73
）」の

で
す
。
だ
か
ら
、「
あ
る
人
が
他
の
者
に
対
し
て
好

意
を
示
す
と
い
う
そ
の
愛
か
ら
し
て
、
そ
の
者
に
無
償
で
何
か
を
授
け
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る（

74
）」

の
で
す
。
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94　

そ
う
で
あ
れ
ば
愛
は
、
あ
ま
た
の
慈
善
行
為
以
上
の
も
の
で
す
。
行
為
は
、
相
手
の
身
体
的
、
道
徳
的

条
件
を
超
え
て
、
価
値
あ
る
も
の
、
尊
い
も
の
、
喜
ば
し
い
も
の
、
美
し
い
も
の
と
し
て
敬
う
こ
と
で
、
よ

り
い
っ
そ
う
相
手
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
結
び
つ
き
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
人
が
そ
の
人
で
あ
る
が
ゆ
え

の
相
手
へ
の
愛
が
、
相
手
の
人
生
に
と
っ
て
最
上
の
も
の
を
求
め
る
よ
う
わ
た
し
た
ち
を
促
す
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
だ
れ
も
排
除
し
な
い
社
会
的
友
愛
と
、
す
べ
て
の
人
に
開
か

れ
た
兄
弟
愛
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

愛
の
ま
す
ま
す
の
寛
容
さ

95　

愛
は
最
終
的
に
、
普
遍
的
な
交
わ
り
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
向
か
わ
せ
ま
す
。
孤
立
す
る
こ
と
で
、
成
長

し
た
り
充
実
感
を
得
た
り
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
愛
は
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
の
寛
容

さ
、
他
者
を
受
け
入
れ
る
い
っ
そ
う
の
力
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
は
、
相
互
の
つ
な
が
り
の
十
全
な
意
味
へ
と

向
け
て
周
縁
を
す
べ
て
組
み
入
れ
て
い
く
、
終
わ
り
の
な
い
冒
険
の
中
で
の
こ
と
で
す
。
イ
エ
ス
は
わ
た
し

た
ち
に
「
あ
な
た
が
た
…
…
は
皆
兄
弟
な
の
だ
」（
マ
タ
イ
23
・
8
）
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
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96　

自
分
の
限
界
を
超
え
出
る
よ
う
に
と
の
こ
の
要
求
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
や
国
の
間
に
お
い
て
も
い
え

る
こ
と
で
す
。
事
実
、「
現
代
世
界
の
交
流
と
通
信
の
機
会
の
増
大
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
諸
国
家
間
に

お
け
る
…
…
一
体
感
と
共
通
の
運
命
に
あ
る
こ
と
を
い
っ
そ
う
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
わ
た

し
た
ち
は
、
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
、
民
族
・
社
会
・
文
化
の
多
様
性
の
う
ち
に
、
互
い
に
受
け
入
れ
合

い
配
慮
し
合
う
兄
弟
姉
妹
か
ら
成
る
共
同
体
を
形
成
す
る
使
命
が
宿
っ
て
い
る
の
を
見
い
だ
し
ま
す（

75
）」。

す
べ
て
の
人
か
ら
成
る
開
か
れ
た
社
会

97　

周
縁
部
は
、
わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
都
市
の
中
心
部
に
も
、
家
庭
の
中
に
さ
え
も
存
在
し

ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
地
理
的
で
は
な
く
実
存
的
な
、
愛
の
普
遍
的
な
開
放
性
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
身
近
に
い
て
も
、
自
分
が
関
心
を
も
つ
世
界
に
関
係
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
人
に
近
づ
い
て
い
く
、

仲
間
を
広
げ
よ
う
と
す
る
、
普
段
か
ら
発
揮
し
て
い
る
才
能
の
こ
と
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
社
会
で
苦

し
み
、
見
捨
て
ら
れ
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
兄
弟
姉
妹
は
だ
れ
し
も
、
同
じ
国
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、

実
存
的
な
意
味
で
の
異
邦
人
で
す
。
す
べ
て
の
書
類
が
そ
ろ
う
市
民
で
あ
っ
て
も
、
自
国
で
異
邦
人
の
よ
う
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な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
人
種
差
別
は
簡
単
に
変
異
す
る
ウ
イ
ル
ス
で
あ
り
、
消
滅
せ
ず
に
隠
れ
て
、

つ
ね
に
待
ち
伏
せ
て
い
る
の
で
す
。

98　

社
会
で
異
質
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
、「
隠
れ
た
追
放
者
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す（

76
）。

障

害
の
あ
る
多
く
の
人
は
、「
自
分
た
ち
は
帰
属
も
参
画
も
で
き
ず
に
い
る
存
在
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」。「
彼

ら
の
完
全
な
市
民
権
の
獲
得
を
妨
げ
る
」
も
の
が
、
ま
だ
数
多
く
あ
り
ま
す
。
目
指
す
の
は
、
彼
ら
を
世
話

す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
「
市
民
社
会
お
よ
び
教
会
共
同
体
に
積
極
的
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
一
人
ひ
と
り
を
、
唯
一
無
二
の
か
け
が
え
の
な
い
人
と
し
て
大
切
に
す
る
意
識
の
形

成
に
寄
与
す
る
、
険
し
く
骨
の
折
れ
る
道
の
り
で
す
」。
同
じ
く
、
心
に
浮
か
ぶ
の
は
「
高
齢
者
の
こ
と
で

す
。
高
齢
ゆ
え
の
障
害
か
ら
、
自
分
を
お
荷
物
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
」。
そ
れ
で
も
、

す
べ
て
の
人
が
、「
自
分
だ
け
の
特
別
な
来
歴
を
通
し
て
、
共
通
善
へ
の
唯
一
無
二
の
貢
献
」
が
で
き
る
の

で
す
。
何
度
で
も
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
障
害
を
理
由
に
差
別
さ
れ
る
人
た
ち
に
、
発
言
権
を
与

え
る
た
め
の
勇
気
を
も
っ
て
く
だ
さ
い
。
悲
し
い
こ
と
に
、
今
日
い
ま
だ
に
、
国
に
よ
っ
て
は
、
彼
ら
を
同

じ
尊
厳
あ
る
人
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
に
い
る
か
ら
で
す（

77
）」。
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普
遍
的
な
愛
の
不
十
分
な
理
解

99　

境
界
を
越
え
て
広
が
る
愛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
や
国
で
、「
社
会
的
友
愛
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
根

底
に
あ
り
ま
す
。
社
会
に
お
い
て
こ
の
社
会
的
友
愛
が
本
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
真
の
普
遍
的
な
寛
大
さ

を
可
能
と
す
る
条
件
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の
い
る
グ
ル
ー
プ
に
我
慢
が
な
ら
ず
愛
せ
な
い
た
め
、

つ
ね
に
移
動
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
の
、
誤
っ
た
普
遍
主
義
と
は
異
な
り
ま
す
。
自
分
の
グ
ル
ー
プ
を
見

下
す
人
は
、
自
身
の
属
す
る
社
会
で
、
一
級
や
二
級
、
も
っ
て
い
る
尊
厳
や
権
利
の
多
寡
と
い
っ
た
階
級
分

け
を
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
居
場
所
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
す
。

100　

わ
た
し
は
、
均
質
化
と
支
配
と
搾
取
の
た
め
に
、
一
部
の
人
に
よ
っ
て
命
令
あ
る
い
は
計
画
と
し
て
、

そ
し
て
表
向
き
は
理
想
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
権
威
的
で
観
念
的
な
普
遍
主
義
を
持
ち
出
す
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
モ
デ
ル
は
、「
表
面
上
は
一
致
を
求
め
、
意
図
的
に
、
一

次
元
的
な
画
一
化
を
目
指
し
、
差
異
や
伝
統
を
徹
底
し
て
排
除
し
ま
す
。
…
…
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
、
す
べ
て

の
人
を
あ
た
か
も
球
体
の
よ
う
に
均
等
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
各
人
と
各
国
の
豊
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か
さ
と
独
自
性
を
破
壊
し
て
し
ま
い
ま
す（

78
）」。

こ
う
し
た
普
遍
主
義
者
の
間
違
っ
た
夢
は
、
世
界
か
ら
多
様

な
色
彩
、
美
、
そ
し
て
つ
い
に
は
人
間
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
未
来
は
モ
ノ
ト
ー

ン
で
は
な
く
、
各
人
に
よ
る
多
種
多
様
な
貢
献
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
（
な
の
で
す
）。
わ
た
し
た
ち
人

類
家
族
に
と
っ
て
、
皆
が
同
じ
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
く
、
調
和
と
平
和
の
う
ち
に
共
存
す
べ
き
だ
と
学
ぶ

こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
必
要
で
し
ょ
う
か（

79
）」。

会
員
社
会
を
超
え
て

101　

こ
こ
で
ま
た
、
な
お
も
多
く
の
勧
め
を
示
し
て
く
れ
る
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
話
に
戻
り
ま
し
ょ

う
。
道
端
に
傷
を
負
っ
た
男
が
い
ま
し
た
。
彼
の
脇
を
通
り
過
ぎ
た
登
場
人
物
た
ち
は
、
近
し
い
者
と
な
り

な
さ
い
と
い
う
内
な
る
呼
び
か
け
に
で
は
な
く
、
自
分
の
役
割
、
自
分
が
得
て
い
る
社
会
的
地
位
、
社
会
で

重
要
視
さ
れ
る
仕
事
に
意
識
を
集
中
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
社
会
に
と
っ
て
の
名
士
を
気
取
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
急
ぎ
の
用
件
は
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
る
役
割
で
し
た
。
傷
を
負
っ
て
道
端
に
見
捨
て
ら
れ

て
い
た
男
は
、
そ
う
し
た
計
画
に
と
っ
て
迷
惑
な
存
在
で
、
じ
ゃ
ま
で
あ
り
、
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
何
の
役

に
も
立
た
な
い
人
物
で
し
た
。
何
者
で
も
な
く
、
一
目
置
か
れ
る
集
団
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
歴
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史
を
作
る
う
え
で
何
の
役
回
り
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
寛
大
な
サ
マ
リ
ア
人
は
、
自
身
、
そ
う
し

た
階
層
の
い
ず
れ
か
ら
も
外
れ
、
社
会
に
は
属
す
る
場
の
な
い
部
外
者
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

そ
う
し
た
閉
鎖
的
な
階
級
づ
け
か
ら
は
免
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ッ
テ
ル
と
枠
組
み
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
る
彼
は
、
自
分
の
旅
を
中
断
し
、
計
画
を
変
更
し
、
助
け
が
必
要
な
傷
を
負
っ
た
男
と
い

う
思
い
が
け
な
い
出
来
事
に
心
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

102　

今
日
、
他
と
自
分
た
ち
と
を
分
離
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
固
執
す
る
社
会
集
団
が
た
え
ず
生
ま
れ

て
は
伸
展
す
る
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
で
し
ょ
う
か
。
自
己
弁
護

的
で
自
己
中
心
的
な
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
組
織
を
揺
さ
ぶ
り
か
ね
な
い
よ
そ
者
が
存
在
す
る
こ

と
を
徹
底
し
て
阻
止
す
る
た
め
に
組
織
化
へ
と
傾
く
人
々
の
心
を
、
ど
う
す
れ
ば
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
隣
人
に
な
る
と
い
う
可
能
性
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
、
自
分
た
ち
の

利
益
を
脅
か
さ
な
い
人
を
隣
人
と
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
「
隣
人
」
と
い
う
語
は
す
べ
て
の
意
味

を
失
い
、
特
定
の
利
害
で
結
ば
れ
た
人
、「
会
員
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
が
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の

で
す（

80
）。
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自
由
、
平
等
、
兄
弟
愛

103　

兄
弟
愛
は
、
単
に
個
人
の
自
由
の
尊
重
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

し
っ
か
り
と
統
制
さ
れ
た
平
等
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
生
じ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
生
じ
う
る

条
件
で
は
あ
り
ま
す
が
、
必
然
の
結
果
と
し
て
兄
弟
愛
が
生
じ
る
に
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兄
弟
愛
に

は
、
自
由
と
平
等
に
寄
与
す
る
前
向
き
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
意
識
的
に
兄
弟
愛
を
培
わ
な
け
れ
ば
、
ど
う

な
る
で
し
ょ
う
か
。
兄
弟
愛
の
た
め
の
、
対
話
の
た
め
の
、
価
値
観
と
し
て
の
相
互
贈
与
と
相
互
繁
栄
の
発

見
の
た
め
の
教
育
に
な
る
よ
う
な
、
兄
弟
愛
へ
と
向
か
う
政
治
的
意
志
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
ど
う
な
る
で
し

ょ
う
か
。
自
由
が
劣
化
し
、
そ
う
し
て
、
だ
れ
か
や
何
か
に
属
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
所
有
し
て
楽
し
む
た

め
だ
け
の
、
ひ
た
す
ら
自
己
完
結
の
孤
立
状
態
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
の
で
す
。
こ
れ
で
は
、
ほ
か
で
も
な
く

愛
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
自
由
の
豊
か
さ
を
味
わ
い
尽
く
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

104　

平
等
は
、「
人
類
は
皆
、
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
抽
象
的
な
定
義
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
兄
弟
愛
の
意
識
的
で
教
育
的
な
育
成
の
結
果
な
の
で
す
。
会
員
に
な
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
は
、
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閉
ざ
さ
れ
た
世
界
を
作
り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
の
輪
に
属
さ
ず
、
自
分
や
家
族
の
た
め
に
よ
り
よ
い
生
活
を
願

っ
て
や
っ
て
来
る
人
た
ち
が
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
に
ど
ん
な
意
味
を
見
い
だ
せ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

105　

個
人
主
義
は
わ
た
し
た
ち
を
、
さ
ら
に
自
由
に
、
平
等
に
、
よ
り
兄
弟
に
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
個
々
人
の
益
を
た
だ
合
算
し
た
だ
け
で
は
、
人
類
全
体
に
と
っ
て
の
よ
り
よ
い
世
界
は
生
み
出
せ

ま
せ
ん
。
ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
膨
大
な
悪
か
ら
、
自
分
た
ち
を
守
る
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
過
激
な
個
人
主
義
は
、
駆
逐
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
ウ
イ
ル
ス
で
す
。
だ
ま
す
の
で
す
。

個
々
の
野
心
と
安
心
を
積
み
上
げ
れ
ば
共
通
善
を
築
け
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
す
べ
て
は
自
分
の
野
心
に

任
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
だ
と
、
わ
た
し
た
ち
に
信
じ
込
ま
せ
る
の
で
す
。

人
々
を
鼓
舞
す
る
普
遍
の
愛

106　

社
会
的
友
愛
と
普
遍
的
兄
弟
愛
を
目
指
し
て
歩
む
に
は
欠
か
せ
な
い
、
基
礎
と
な
る
認
識
が
あ
り
ま
す
。

人
間
と
は
ど
れ
ほ
ど
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
か
、
い
つ
い
か
な
る
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
、
人
に
は
ど
れ
ほ
ど

価
値
が
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ほ
ど
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
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な
ら
ば
、
明
確
に
、
確
実
に
、
言
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
資
源
の
少
な
い
地
や
開
発
途
上
の
地
に

生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
が
十
分
な
尊
厳
を
も
た
ず
に
生
活
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い（

81
）」

と
。
こ
れ
が
社
会
生
活
の
基
本
原
則
で
す
が
、
自
分
た
ち
の
描
く
世
界
に
つ
い
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
に

は
資
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
目
的
に
は
役
に
立
た
な
い
と
考
え
る
人
々
か
ら
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
そ
れ
は
つ
ね
に
無
視
さ
れ
る
の
で
す
。

107　

す
べ
て
の
人
間
は
、
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
、
全
人
的
に
発
展
す
る
権
利
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
基
本

的
な
権
利
は
、
い
か
な
る
国
も
否
定
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
役
に
立
て
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
生
ま

れ
や
育
ち
に
制
約
が
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
が
有
す
る
権
利
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の

は
か
り
し
れ
な
い
尊
厳
を
減
じ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
人
と
し
て
の
尊
厳
は
、
境
遇
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
人
の
存
在
と
い
う
価
値
に
根
拠
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
基
本
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
兄
弟
愛
に
も
人
類
の
存
続
に
も
未
来
は
あ
り
ま
せ
ん
。

108　

こ
の
原
則
を
、
偏
向
的
に
取
り
入
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
、
す
べ
て
の
人
に
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
先
は
す
べ
て
各
人
次
第
だ
と
主
張
し
ま
す
。
こ
の
偏
っ
た
観
点
に
よ
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る
な
ら
ば
、「
取
り
残
さ
れ
た
人
、
弱
い
人
、
生
活
手
段
を
ほ
ぼ
断
た
れ
て
い
る
人
へ
の
出
資（

82
）」

は
、
理
に

か
な
わ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
弱
い
人
々
の
た
め
に
出
資
す
る
こ
と
は
利
益
に
は
な
ら
ず
、
効
率
を
下
げ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
存
在
し
て
い
て
積
極
性
を
も
っ
た
国
家
と
市
民
社
会
の
諸
制
度
に
は
、
特
定
の
経
済
・

政
治
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
も
つ
、
際
限
の
な
い
効
率
主
義
的
構
造
を
超
え
出
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
諸
制
度
は
間
違
い
な
く
、
ま
ず
人
と
共
通
善
と
に
向
け
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

109　

裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
、
よ
い
教
育
を
受
け
、
十
分
な
食
事
を
与
え
ら
れ
て
育
つ
人
も
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
優
れ
た
能
力
を
も
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
彼
ら
に
は
確
か
に
、
実
行
力
の
あ
る
国
家
は
必
要
な

く
、
自
由
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
障
害
を
も
つ
人
、
貧
困
家
庭
に
生
ま
れ
た
人
、
高
等

教
育
を
受
け
ず
に
育
っ
た
人
、
病
の
適
切
な
治
療
を
受
け
ら
れ
ず
に
育
っ
た
人
に
、
同
じ
ル
ー
ル
を
当
て
は

め
る
の
は
明
ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
す
。
社
会
が
も
っ
ぱ
ら
自
由
市
場
と
効
率
性
の
基
準
に
従
う
な
ら
ば
、

彼
ら
に
居
場
所
は
な
く
、
兄
弟
愛
は
た
だ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
に
な
る
で
し
ょ
う
。

110　

実
際
、「
経
済
的
自
由
の
行
使
が
阻
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
雇
用
機
会
が
連
続
的
に
減

少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
自
由
を
声
高
に
叫
ぶ
の
は
二
枚
舌
を
使
う
こ
と（

83
）」

で
す
。
自
由
、
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民
主
主
義
、
兄
弟
愛
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
ら
、
意
味
が
抜
き
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。「
わ
た
し
た
ち
の

経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
一
人
で
も
犠
牲
者
が
出
る
以
上
、
ま
た
一
人
で
も
切
り
捨
て
ら
れ
る
以
上
、
普
遍

的
な
兄
弟
愛
の
祝
祭
は
存
在
し
え
な
い（

84
）」

の
は
事
実
だ
か
ら
で
す
。
人
間
的
で
兄
弟
的
な
社
会
と
は
、
必
要

最
低
限
の
も
の
が
保
障
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
利
潤
を
生
ま
な
い
と
し
て
も
、
時
間
が
か
か
ろ
う
と

も
、
効
率
と
は
程
遠
く
と
も
、
そ
の
人
が
ベ
ス
ト
の
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
だ
れ
も
が
人
生
の
旅
路
に
お

い
て
寄
り
添
い
を
得
る
こ
と
が
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
社
会
で
す
。

111　

人
間
は
、
不
可
侵
の
権
利
を
備
え
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
つ
な
が
り
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

根
底
に
は
、
他
者
と
の
出
会
い
へ
と
、
自
己
を
超
え
出
て
向
か
う
よ
う
に
と
の
呼
び
か
け
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、「
人
権
の
間
違
っ
た
理
解
や
、
逆
説
を
弄
す
る
悪
用
か
ら
生
じ
う
る
何
ら
か
の
誤
り
に
陥
ら
な
い

よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
個
人
の
権
利
の
要
求
が
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
の

は
確
か
な
こ
と
で
す
。
個
人
主
義
と
命
名
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
ま
る
で
「
モ
ナ
ド
（
単

子
）」
の
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
冷
淡
な
、
い
か
な
る
社
会
的
・
人
類
学
的
文
脈
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
人
間

観
が
隠
れ
て
い
ま
す
。
…
…
各
人
の
権
利
は
、
よ
り
偉
大
な
善
へ
と
調
和
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
際
限
な
く
解
釈
さ
れ
、
結
果
的
に
争
い
と
暴
力
の
源
と
な
る
の
で
す（

85
）」。
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倫
理
的
善
の
促
進

112　

他
者
と
全
人
類
の
善
を
望
み
追
求
す
る
と
は
、
全
人
的
発
展
を
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
価
値
を

も
っ
て
人
と
社
会
の
成
熟
に
努
め
る
こ
と
で
も
あ
る
、
そ
う
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
新
約
聖
書

は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
はἀ

ア

ガ

ト

ス

ネ

ー

γαθω
σύνη

と
表
さ
れ
る
聖
霊
の
実
り
に
言
及
し
て
い
ま
す
（
ガ
ラ
テ
ヤ
5
・
22
参

照
）。
そ
れ
は
、
善
へ
の
関
心
、
善
の
追
求
を
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
他
者
の
た
め
に
、
す
ば
ら

し
い
も
の
、
最
高
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
の
成
熟
、
健
や
か
な
成
長
、
価
値
観
の

育
成
で
あ
り
、
物
質
的
な
豊
か
さ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。bene-volentia

と
い
う
同
様
の
ラ
テ
ン
語
表
現

も
あ
り
、
そ
れ
は
他
者
の
善
益
を
願
う
姿
勢
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
善
に
対
す
る
強
い
欲
求
で
あ
り
、
す
べ

て
の
よ
い
も
の
、
す
ば
ら
し
い
も
の
へ
の
愛
着
で
あ
り
、
他
者
の
人
生
を
美
し
い
も
の
、
崇
高
な
も
の
、
有

益
な
も
の
で
満
た
す
べ
く
、
わ
た
し
た
ち
を
駆
り
立
て
る
も
の
な
の
で
す
。

113　

こ
れ
に
関
し
て
、
胸
を
痛
め
つ
つ
も
、
今
一
度
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
ま
す
。「
も
う
長
ら
く
、
倫
理
、

善
、
信
仰
、
誠
実
さ
を
茶
化
す
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
道
徳
的
退
廃
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
軽
は
ず
み
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な
浅
薄
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
認
識
す
る
と
き
が
来
た
の
で
す
。
社
会
生
活
の
基
盤
が

腐
る
と
、
対
立
す
る
利
害
を
め
ぐ
る
争
い
…
…
が
確
実
に
起
こ
り
ま
す（

86
）」。

わ
た
し
た
ち
自
身
の
た
め
、
そ

し
て
全
人
類
の
た
め
に
、
善
の
促
進
に
立
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
、
真
正
で
全
面
的
な
成
長
に
向
け

て
と
も
に
歩
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
、
価
値
観
を
確
実
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
利
己
主
義
、
暴
力
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
腐
敗
、
無
関
心
が
広
が
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
す
。
結
局
そ
れ
は
、
い
か
な
る
超
越
に
も
閉
ざ
さ
れ
、
個
人
の
利
益
を
囲
い
込
む
人
生
な
の
で

す
。

連
帯
の
価
値

114　

わ
た
し
が
強
調
し
た
い
連
帯
は
、「
個
人
の
回
心
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
倫
理
的
な
徳
で
あ
る
と
同
時

に
社
会
的
な
姿
勢
で
あ
り
、
教
育
と
養
成
の
責
任
を
担
う
す
べ
て
の
人
の
努
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
ま
ず
、

教
育
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
第
一
の
使
命
へ
と
招
か
れ
て
い
る
家
庭
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
家
庭

は
、
愛
と
兄
弟
愛
、
共
存
と
分
か
ち
合
い
、
他
者
へ
の
配
慮
と
ケ
ア
を
体
験
し
、
そ
の
価
値
を
伝
え
る
最
初

の
場
で
す
。
家
庭
は
、
信
仰
を
伝
え
る
た
め
の
特
別
な
場
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
母
親
が
子
ど
も
た
ち
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に
教
え
る
素
朴
な
信
心
の
基
本
動
作
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
学
校
や
他
の
青
少
年
向
け
の
施
設
で
、
子
ど
も
と

若
者
の
教
育
と
い
う
重
要
な
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
教
育
者
や
養
成
者
は
、
人
間
の
道
徳
的
、
霊
的
、
社
会

的
な
側
面
に
対
す
る
自
ら
の
責
任
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
由
、
相
互
尊
重
、
連
帯
と
い
う
価

値
観
は
、
ご
く
幼
少
期
か
ら
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
…
…
情
報
伝
達
ツ
ー
ル
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
ツ
ー
ル
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
ま
す
ま
す
広
が
り
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
と
く
に
、
文
化
や
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
に
従
事
し
て
い
る
人
々
も
ま
た
、
教
育
と
養
成
の
責
任
を
担
い

ま
す（

87
）」。

115　

す
べ
て
の
も
の
が
分
散
し
、
一
貫
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
今
、
堅
固
さ（

88
）に

訴
え
る
の
は
よ

い
こ
と
で
す
。
堅
固
さ
は
、
わ
た
し
た
ち
は
運
命
共
同
体
で
あ
り
、
他
者
の
弱
さ
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
と

知
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
連
帯
の
具
体
的
な
表
現
は
奉
仕
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
者
の
面
倒
を
見
る
、

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
取
り
う
る
も
の
で
す
。
奉
仕
は
「
お
お
む
ね
、
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱な

面
の
世
話
を
す
る
こ
と
で

す
。
奉
仕
す
る
と
は
、
家
族
、
社
会
、
人
民
の
中
の
脆
弱
な
人
た
ち
の
面
倒
を
見
る
こ
と
で
す
」。
こ
の
業

務
に
お
い
て
各
自
が
で
き
る
こ
と
は
、「
も
っ
と
も
弱
い
人
か
ら
実
際
に
向
け
ら
れ
る
視
線
の
前
で
、
自
分

の
願
望
や
期
待
、
権
力
欲
を
脇
に
置
く
こ
と
で
す
。
…
…
奉
仕
は
つ
ね
に
、
兄
弟
の
相そ

う

貌ぼ
う

を
見
、
そ
の
肉
体
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に
触
れ
、
親
し
み
を
覚
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
人
の
「
苦
し
む
も
の
」
を
味
わ
い
、
兄
弟
の
地
位
向
上

を
目
指
す
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
奉
仕
は
決
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
の
で
す
。
仕
え
る
対
象
は
概

念
で
は
な
く
、
人
だ
か
ら
で
す（

89
）」。

116　

末
端
に
置
か
れ
た
人
々
は
、
概
し
て
、「
あ
の
す
ば
ら
し
い
連
帯
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
苦

労
し
て
い
る
人
た
ち
、
貧
し
い
人
た
ち
の
間
に
あ
り
、
今
の
文
明
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
、
少
な

く
と
も
忘
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
連
帯
で
す
。
連
帯
は
必
ず
し
も
好
ま
れ
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
を
耳
障
り
な
こ
と
ば
、
口
に
す
る
の
が
は
ば
か
ら
れ
る
こ
と
ば
に
何
度
か
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
こ
れ
は
、
散
発
的
な
お
情
け
行
為
の
よ
う
な
も
の
を
は
る
か
に
上
回
る
こ
と
ば
な

の
で
す
。
そ
れ
は
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
部
の
者
に
よ
っ
て
占
有
さ

れ
る
富
よ
り
も
、
す
べ
て
の
者
の
い
の
ち
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
貧
困
、
不
平
等
、
職
や
土
地
や
家
を

も
て
な
い
状
態
、
社
会
権
や
労
働
権
の
否
定
な
ど
の
構
造
的
要
因
と
闘
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
拝
金
帝
国

の
破
壊
的
影
響
に
立
ち
向
か
う
こ
と
で
す
。
…
…
連
帯
と
は
、
そ
の
根
本
的
意
味
に
お
い
て
解
さ
れ
る
な
ら
、

歴
史
を
作
る
様
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
草
の
根
で
の
活
動
が
な
す
も
の
な
の
で
す（

90
）」。
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117　

地
球
と
い
う
、
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
話
す
と
き
に
は
、
普
遍
的
良
心
、
そ

し
て
今
な
お
人
々
の
間
に
残
る
相
互
扶
助
を
案
じ
る
思
い
、
そ
れ
ら
さ
さ
や
か
な
も
の
に
訴
え
て
い
ま
す
。

も
し
自
分
に
は
存
分
に
水
が
あ
っ
て
も
人
類
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
そ
れ
を
大
事
に
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
自
分
自
身
を
、
ま
た
自
分
が
属
す
る
集
団
を
、
超
え
出
て
行
け
る
倫
理
的
レ
ベ
ル
に
到
達
し
て
い
る

か
ら
な
の
で
す
。
こ
れ
は
実
に
人
間
ら
し
い
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
姿
勢
が
、
一
人
ひ
と
り
の
権
利
を
認

め
る
た
め
に

―
そ
の
人
が
国
境
の
外
で
生
ま
れ
た
人
だ
と
し
て
も

―
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

所
有
権
の
社
会
的
機
能
の
再
提
案

118　

世
界
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
人
は
皆
、
同
じ
尊
厳
を
も
っ
て
、
こ
の
地
球
に
生

ま
れ
る
か
ら
で
す
。
肌
の
色
、
宗
教
、
能
力
、
出
生
地
、
居
住
地
、
そ
の
他
多
く
の
こ
と
の
違
い
を
、
重
視

し
た
り
、
皆
の
権
利
を
損
な
っ
て
一
部
の
人
の
特
権
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
利
用
し
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ゆ
え
共
同
体
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
は
、
す
べ
て
の
人
が
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
、
十
全
な
発
達
の

た
め
の
適
切
な
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
責
務
が
あ
る
の
で
す
。
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119　

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
最
初
の
数
百
年
間
に
、
多
く
の
賢
人
が
、
被
造
物
は
万
人
の
た
め
に
あ
る
と
い
う

こ
と
の
考
察
に
お
い
て
、
普
遍
的
感
覚
を
発
展
さ
せ
ま
し
た（

91
）。

そ
こ
か
ら
、
尊
厳
あ
る
生
活
に
必
要
な
も
の

が
も
て
ず
に
い
る
人
が
い
る
の
は
、
そ
れ
を
だ
れ
か
が
手
放
さ
ず
に
い
る
か
ら
だ
と
い
う
考
え
が
導
か
れ
ま

す
。
聖
ヨ
ハ
ネ
・
ク
リ
ゾ
ス
ト
モ
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
ま
す
。「
自
分
の
財
産
を
貧
し
い

人
々
に
分
か
ち
与
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
貧
し
い
人
々
の
も
の
を
盗
む
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
の
生
命
を

奪
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
も
っ
て
い
る
物
は
わ
た
し
た
ち
の
も
の
で
は
な
く
、
貧
し
い
人
々

の
も
の
で
す（

92
）」。

ま
た
聖
大
グ
レ
ゴ
リ
オ
の
こ
と
ば
に
も
あ
る
と
お
り
で
す
。「
貧
し
い
人
々
に
何
か
必
要
な

物
を
与
え
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
も
の
を
寛
大
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
自

身
の
も
の
を
彼
ら
に
返
し
て
い
る
だ
け
で
す（

93
）」。

120　

わ
た
し
は
聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
こ
と
ば
を
も
う
一
度
自
分
の
も
の
に
し
、
皆
さ
ん
に
示
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
力
強
さ
は
、
お
そ
ら
く
十
分
に
理
解
さ
れ
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
神
が
大
地
を
全

人
類
に
与
え
た
の
は
、
人
類
の
だ
れ
一
人
と
し
て
欠
け
る
こ
と
な
く
生
命
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
神
は

何
人
を
も
排
除
を
し
た
り
、
優
遇
し
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た（

94
）」。

こ
の
文
脈
で
、
思
い
出
し
て
ほ
し
い
の
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
、
私
有
財
産
権
を
絶
対
あ
る
い
は
不
可
侵
の
も
の
と
認
め
た
こ
と
は
な
く
、
あ
ら
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ゆ
る
形
態
の
私
有
財
産
の
社
会
的
目
的
を
強
調
し
て
き（

95
）」

た
こ
と
で
す
。
万
人
の
た
め
の
こ
の
世
の
資
源
を

共
同
利
用
す
る
と
い
う
原
理
は
、「
倫
理
的
、
社
会
的
秩
序
全
体
の
第
一
原
則（

96
）」

で
あ
り
、
自
然
権
、
生
来

の
権
利
、
優
先
さ
れ
る
権
利
な
の
で
す（

97
）。

人
間
の
十
全
な
実
現
に
必
要
な
財
に
つ
い
て
の
、
他
の
す
べ
て
の

権
利
は
、
私
有
財
産
権
や
そ
の
他
の
権
利
を
含
め
、
聖
パ
ウ
ロ
六
世
が
断
言
し
た
よ
う
に
、「
実
現
を
妨
げ

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
実
現
を
助
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

98
）」

の
で
す
。
私
有

財
産
権
は
、
被
造
物
で
あ
る
財
は
万
人
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
原
理
か
ら
派
生
す
る
、
二
次
的
な
自
然
権
と

し
か
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
社
会
の
機
能
に
表
れ
る
べ
き
、
実
に
具
体
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
の
生
来
的
権
利
よ
り
も
二
次
的
権
利
が
優
先
さ
れ
、
実
際
の
意
義
が
奪
わ
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
起
き
る
の
で
す
。

権
利
に
国
境
は
な
い

121　

そ
れ
ゆ
え
、
だ
れ
も
除
外
さ
れ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

人
の
生
ま
れ
が
ど
こ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
ま
し
て
や
、
機
会
に
恵
ま
れ
た
地
に
生
ま
れ
た
人
の
特
権

が
そ
う
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
国
境
や
境
界
線
が
、
そ
れ
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
女
性
で
あ
る
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が
ゆ
え
に
権
利
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
く
、
生
ま
れ
た
場
所
や
住
ん
で
い
る
場
所
で
、

尊
厳
あ
る
生
活
や
発
展
の
た
め
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
容
認
で
き
な
い
の
で
す
。

122　

開
発
は
、
少
数
者
の
蓄
財
の
た
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
個
人
や
民
族
の
権
利
、
ま
た
個
人

的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
分
野
に
お
け
る
各
種
の
権
利（

99
）」

を
守
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
部
の
人
の
権
利
で
あ
る
企
業
や
市
場
の
自
由
を
、
民
の
権
利
や
困
窮
者
の
尊
厳
よ
り
も
優
先
さ
せ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
環
境
保
護
よ
り
優
先
さ
せ
て
も
な
り
ま
せ
ん
。「
自
身
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
皆
の
善
の
た
め
に
そ
れ
を
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い（

100
）」

か
ら
で
す
。

123　

企
業
家
の
活
動
が
、「
富
を
生
み
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
を
改
善
す
る
尊
い
使
命（

101
）」

で
あ
る
の
は
事
実

で
す
。
神
は
、
わ
た
し
た
ち
に
授
け
た
才
能
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
促
し
、
期
待
し
て
、
宇
宙
を
可
能
性
で
満

た
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
神
の
計
画
で
は
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
向
上
に
努
め
る
よ
う
召
さ
れ
て

お
り（

102
）、

こ
れ
に
は
、
財
を
積
み
富
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
経
済
的
・
技
術
的
能
力
の
活
用
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
企
業
家
ら
の
そ
う
し
た
能
力
は
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
明
白
に
、

他
の
人
々
の
発
展
と
貧
困
の
克
服
を
、
と
り
わ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
雇
用
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
指
す
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べ
き
で
す
。
私
有
財
産
権
に
は
つ
ね
に
、
も
っ
と
も
重
要
で
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
原
則
が
伴
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
地
上
の
財
貨
は
万
人
の
た
め
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
使
用
も
万
人
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
原
理

に
、
あ
ら
ゆ
る
私
有
財
産
は
従
属
す
る
と
い
う
も
の
で
す（

103
）。

民
の
権
利

124　

地
上
の
財
貨
は
万
人
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
確
信
は
、
今
日
、
国
や
そ
の
領
土
や
資
力
に
対
し
て
も
当

て
は
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
私
有
財
産
の
正
当
性
や
、
特
定
の
国
の
市
民
の
権
利
の
正
当
性

か
ら
だ
け
で
な
く
、
財
の
共
同
使
用
と
い
う
第
一
原
理
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、
他
国
か
ら

来
た
人
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
そ
の
土
地
の
財
を
よ
そ
か
ら
来
た
困
窮
者
に
対
し

て
拒
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
。
米
国
の
司
教
団
が
教
え
た
よ
う
に
、
基
本
的
権
利
は
「
神
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
一
人
ひ
と
り
に
付
与
さ
れ
た
尊
厳
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
い
か
な
る
社
会
よ
り
も
優
位
に

あ
る（

104
）」

の
で
す
。

125　

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
国
家
間
の
関
係
や
交
流
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
理
解
を
提
示
し
ま
す
。
す
べ
て
の
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人
に
不
可
侵
の
尊
厳
が
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
間
が
わ
た
し
の
兄
弟
や
姉
妹
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
が

本
当
に
万
人
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
こ
で
生
ま
れ
た
と
か
、
祖
国
を
出
て
暮
ら
し
て
い
る
と
か
は
、
大

し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
わ
た
し
の
国
も
、
そ
の
人
の
発
展
に
対
し
て
連
帯
責
任
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
責
任
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に

そ
の
人
を
寛
大
に
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
の
人
の
国
で
そ
の
人
た
ち
の
地
位
が
向
上
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け

る
こ
と
、
そ
の
国
の
民
の
人
間
ら
し
い
発
展
を
妨
げ
る
腐
敗
し
た
構
造
に
加
わ
っ
て
国
全
体
の
天
然
資
源
を

使
用
し
た
り
枯
渇
さ
せ
た
り
し
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
国
に
当
て
は
ま
る
こ
の
責
任
は
、
国
内
の
深

刻
な
不
平
等
が
少
な
く
な
い
諸
地
域
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
国
内
が
豊
か
に
な
っ
た
地
域
が
消
費
水
準
を
押

し
上
げ
る
た
め
に
、
貧
し
い
地
域
と
い
う
「
お
荷
物
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
夢
見
る
の
は
、
人
間
の
対
等
な

尊
厳
を
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
う
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

126　

国
際
関
係
に
お
け
る
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
個
人
や
小
集
団
の
自
助
・
共
助
だ

け
を
考
え
て
い
て
は
、
世
界
の
深
刻
な
問
題
の
解
決
策
は
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。「
不
平
等
は
、
個
人
ば
か
り
で
な
く
、
国
全
体
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
際
関
係
に

お
け
る
倫
理
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん（

105
）」。

そ
れ
に
正
義
は
、
個
人
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
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権
利
や
民
族
の
権
利
も
認
め
、
尊
重
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す（

106
）。

い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
対
外
債
務
に

よ
る
圧
力
で
大
き
な
壁
に
阻
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
「
国
民
の
生
存
と
発
展
と
い
う
基
本
的
権
利（

107
）」

の
保
障
で

す
。
債
務
の
支
払
い
は
、
多
く
の
場
合
、
発
展
を
推
し
進
め
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
制
限
し
、
大
き
な
制

約
と
な
り
ま
す
。
合
法
的
な
契
約
に
よ
る
債
務
は
す
べ
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
維

持
さ
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
貧
困
国
が
富
裕
国
に
対
し
て
負
う
こ
う
し
た
義
務
の
遂
行
の
方
法
が
、
貧
困
国

の
存
続
や
成
長
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

127　

間
違
い
な
く
、
こ
れ
は
別
の
論
理
な
の
で
す
。
こ
の
論
理
に
入
ら
な
い
の
な
ら
、
わ
た
し
の
こ
と
ば
は

夢
物
語
に
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
不
可
譲
の
人
間
の
尊
厳
を
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
に
起

因
す
る
権
利
の
大
原
則
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
別
の
人
類
を
夢
見
、
思
い
描
く
挑
戦
は
可
能
な
の

で
す
。
す
べ
て
の
人
に
、
土
地
、
住
居
、
仕
事
が
確
保
さ
れ
て
い
る
地
球
を
焦
が
れ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で

す
。
こ
れ
こ
そ
が
真
の
平
和
へ
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
外
部
か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
恐
怖
と
不
信
の
種
を

蒔ま

く
、
無
意
味
で
短
絡
的
な
戦
略
と
は
異
な
り
ま
す
。
真
の
恒
久
的
な
平
和
は
、「
人
類
家
族
全
体
が
、
相

互
依
存
と
共
同
責
任
に
よ
っ
て
築
く
未
来
に
奉
仕
す
る
、
連
帯
と
協
働
の
世
界
的
な
倫
理
に
よ
っ
て
の
み
実

現
可
能（

108
）」

だ
か
ら
で
す
。
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128　

す
べ
て
の
人
は
兄
弟
姉
妹

―
こ
の
主
張
は
、
そ
れ
が
抽
象
に
と
ど
ま
ら
ず
肉
を
得
て
具
体
化
す
る
と
、

幾
重
も
の
課
題
を
提
示
し
て
わ
た
し
た
ち
に
考
え
を
改
め
さ
せ
、
新
た
な
視
野
を
も
っ
て
新
た
な
対
応
を
展

開
す
る
よ
う
突
き
動
か
し
ま
す
。

国
境
の
限
界

129　

隣
人
が
移
住
者
の
場
合
、
複
雑
な
課
題
が
加
わ
り
ま
す（

109
）。

確
か
に
理
想
は
不
必
要
な
移
住
を
避
け
る
こ
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と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
出
身
国
で
、
尊
厳
を
も
っ
て
暮
ら
し
成
長
す
る
実
際
的
な
可
能
性
を
創
出
し
、

そ
の
地
で
自
身
の
全
人
的
発
展
の
た
め
の
条
件
が
整
う
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
性
に
お

い
て
十
分
な
進
展
が
あ
る
ま
で
は
、
本
人
や
そ
の
家
族
の
基
本
的
必
要
を
満
た
す
だ
け
で
な
く
、
人
と
し
て

十
分
な
自
己
実
現
が
か
な
う
定
住
先
を
得
る
と
い
う
、
万
人
が
有
す
る
権
利
を
尊
重
す
る
の
は
わ
た
し
た
ち

の
義
務
で
す
。
到
着
す
る
移
民
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
取
り
組
み
は
、
四
つ
の
動
詞
に
要
約
さ
れ
ま
す
。

受
け
入
れ
る
こ
と
、
保
護
す
る
こ
と
、
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
共
生
す
る
こ
と
で
す
。「
大
事
な
の
は
、
優
れ

た
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
上
か
ら
与
え
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
四
つ
の
行
動
を
通
し
て
と
も
に
旅
を
す
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
と
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
ち
つ
つ
、
相
違
に
対
し
て
開
放
的
で
、
人
類

兄
弟
愛
の
し
る
し
の
も
と
に
高
め
合
え
る
町
、
国
を
築
く
た
め
な
の
で
す（

110
）」。

130　

こ
れ
に
は
、
最
低
限
必
要
な
対
策
、
な
か
で
も
、
深
刻
な
人
道
危
機
か
ら
の
避
難
者
に
対
す
る
も
の
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ビ
ザ
の
発
給
数
増
加
と
手
続
き
の
簡
略
化
、
個
人
や
共
同
体
の
財
政
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
択
、
も
っ
と
も
弱
い
立
場
に
あ
る
難
民
の
た
め
の
人
道
回
廊
の
開
拓
、
適
正
で
ま
っ
と
う

な
滞
在
施
設
の
提
供
、
身
の
安
全
と
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
、
領
事
館
か
ら
の
適
切
な
支
援

―
身
分
証

明
書
を
確
実
に
受
け
取
れ
る
権
利
、
公
正
な
司
法
利
用
、
銀
行
口
座
の
開
設
、
最
低
限
の
生
活
必
需
品
の
保
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障

―
の
確
保
、
移
動
の
自
由
と
就
労
機
会
の
付
与
、
未
成
年
者
の
保
護
と
教
育
を
普
通
に
受
け
る
こ
と
の

保
障
、
一
時
的
な
後
見
人
や
里
親
制
度
の
整
備
、
信
教
の
自
由
の
保
障
、
社
会
参
画
の
推
進
、
家
族
の
呼
び

寄
せ
の
促
進
、
共
生
を
生
む
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
準
備
な
ど
で
す（

111
）。

131　

移
住
し
て
す
で
に
久
し
く
、
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い
る
人
た
ち
に
は
、「
市
民
」
と
い
う
概
念
を
適
用

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
は
「
権
利
と
義
務
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
の
も
と
で

万
人
が
正
義
を
享
受
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
完
全
な
市
民
権
」
の
概
念
を
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に

定
着
さ
せ
、
孤
立
感
や
劣
等
感
を
生
み
出
し
う
る
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
差
別
的
に
は
使
用

し
な
い
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
対
立
や
軋あ

つ

轢れ
き

の
素
地
と
な
り
、
差
別
に
よ
っ
て
、
一
部
の
市
民
の

発
展
と
、
宗
教
的
・
市
民
的
権
利
と
を
取
り
上
げ
る
の
で
す（

112
）」。

132　

国
家
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
必
須
行
動
の
範
囲
を
越
え
て
、
適
当
な
解
決
策
を
独
自
に
推
し
進
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。「
各
国
の
選
択
の
結
果
が
国
際
社
会
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
で

す
」。
し
た
が
っ
て
、「
解
決
は
共
働
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る（

113
）」

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
移
住
の
た
め
の

国グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

家
間
の
法
整
備
へ
と
つ
な
が
る
の
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
必
要
な
の
は
、「
単
な
る
緊
急
対
応
に
と
ど
ま
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ら
な
い
中
長
期
的
な
計
画
の
立
案
で
す
。
そ
う
し
た
計
画
は
受
入
国
に
お
け
る
移
民
の
参
画
を
実
際
的
に
促

す
こ
と
に
寄
与
し
つ
つ
、
同
時
に
、
出
身
国
の
発
展
に
も
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す
。
支
援
の
名
の

も
と
に
、
対
象
と
な
る
民
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
じ
ま
な
い
も
の
や
文
化
を
否
定
す
る
よ
う
な
戦
略
や
実

践
に
従
い
は
し
な
い
、
連
帯
政
策
で
行
う
べ
き
な
の
で
す（

114
）」。

互
い
に
与
え
合
う

133　

異
な
る
生
活
・
文
化
の
背
景
を
も
つ
多
様
な
人
々
の
到
来
は
、
贈
り
物
と
な
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
移
住
者
の
歩
み
は
ま
た
、
人
や
文
化
と
の
出
会
い
の
物
語
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
到
着
す
る
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
や
社
会
に
と
っ
て
移
住
者
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
、
い
っ
そ
う
の
繁
栄
と
全
人
的
発
展
の

機
会（

115
）」

と
な
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、「
若
者
の
皆
さ
ん
に
と
く
に
お
願
い
し
ま
す
。
自
分
た
ち
の
国
に

来
た
よ
そ
の
若
者
に
対
抗
し
て
、
彼
ら
を
危
険
な
存
在
、
あ
た
か
も
彼
ら
に
は
万
人
が
有
す
る
不
可
侵
の
尊

厳
が
な
い
か
の
よ
う
に
見
せ
よ
う
と
す
る
者
た
ち
の
、
策
略
に
陥
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん（

116
）」。

134　

か
て
て
加
え
て
、
異
な
る
人
が
心
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
人
は
自
分
ら
し
さ
を
失
わ
ず
に
い
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ら
れ
、
同
時
に
、
新
し
い
発
展
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
豊
か
さ
を
生
み
出
し
て

き
た
多
様
な
文
化
は
、
こ
の
世
界
が
衰
退
し
な
い
よ
う
に
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
他
の
現
実
と
の
出
会
い

に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
何
か
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
多
様
な
文
化
を
励
ま
し
続
け
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
文
化
の
硬
化
症
の
犠
牲
者
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
豊
か
さ
を
発
見
し
、
わ
た
し
た
ち
を
結
び
つ
け
て
く
れ
る
も
の
を

大
切
に
し
、
す
べ
て
の
人
を
尊
重
し
つ
つ
成
長
す
る
機
会
と
し
て
、
違
い
を
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

個
人
、
家
族
、
共
同
体
が
自
ら
の
文
化
の
価
値
を
伝
え
、
他
者
の
経
験
に
あ
る
よ
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
根
気
強
く
、
信
頼
に
満
ち
た
対
話
が
必
要
な
の
で
す（

117
）」。

135　

以
前
話
し
た
こ
と
の
あ
る
例
を
紹
介
し
ま
す
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
化
は
、「
米
国
に
と
っ
て
非
常

に
有
益
な
も
の
と
な
り
え
る
、
価
値
観
と
可
能
性
の
酵
母
で
す
。
…
…
大
量
の
移
民
は
つ
ね
に
そ
の
地
の
文

化
に
影
響
を
与
え
、
変
容
さ
せ
ま
す
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
い
て
は
、
大
量
の
イ
タ
リ
ア
移
民
が
社
会
の
文

化
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
文
化
様
式
に
お
い
て
は
、
約
二
十
万
人
い
る
ユ
ダ
ヤ
人

の
存
在
が
顕
著
で
す
。
移
民
は
、
社
会
で
共
生
で
き
る
よ
う
助
け
を
差
し
伸
べ
れ
ば
、
恵
み
と
な
り
、
社
会

を
成
長
に
招
く
富
、
新
し
い
贈
り
物
な
の
で
す（

118
）」。
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136　

よ
り
広
い
視
野
で
、
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
師
と
と
も
に
確
認
い
た

し
ま
し
た
。「
西
洋
と
東
洋
の
関
係
は
、
論
じ
る
ま
で
も
な
く
互
い
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
、
か
け
が
え
の

な
い
、
お
ろ
そ
か
に
な
ど
で
き
な
い
も
の
で
す
。
文
化
交
流
と
対
話
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
方
の
文
明

に
よ
っ
て
豊
か
に
な
る
か
ら
で
す
。
西
洋
は
東
洋
文
明
の
内
に
、
物
質
主
義
の
支
配
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
自
ら
の
霊
的
・
宗
教
的
病
の
い
く
つ
か
に
対
す
る
治
療
法
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
洋
は

西
洋
文
明
の
内
に
、
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱さ
、
分
断
、
紛
争
、
科
学
的
・
技
術
的
・
文
化
的
衰
退
か
ら
救
わ
れ
る
助
け
と
な

る
多
く
の
要
素
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
洋
に
お
い
て
人
格
、
文
化
、
文
明
の
形
成
に
不
可
欠

な
要
素
で
あ
る
、
宗
教
、
文
化
、
歴
史
の
相
違
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
ま
た
、
二ダ

ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

つ
の
基
準
を

用
い
る
政
策
を
避
け
、
東
洋
と
西
洋
の
す
べ
て
の
人
に
尊
厳
あ
る
生
を
保
障
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
の
、

か
つ
共
通
の
人
権
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す（

119
）」。

実
り
あ
る
交
流

137　

国
ど
う
し
の
相
互
扶
助
は
、
実
際
に
、
す
べ
て
に
と
っ
て
益
と
な
る
の
で
す
。
自
ら
に
固
有
の
文
化
的
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基
層
か
ら
発
展
す
る
国
は
、
全
人
類
の
宝
で
す
。
今
日
で
は
、
皆
が
救
わ
れ
る
か
、
だ
れ
も
救
わ
れ
な
い
か
、

そ
の
い
ず
れ
か
な
の
だ
と
い
う
意
識
を
強
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
球
上
の
ど
こ
か
で
の
貧
困
、
悪
化
、

苦
し
み
は
、
最
終
的
に
は
地
球
全
体
に
影
響
す
る
諸
問
題
の
静
か
な
温
床
な
の
で
す
。
特
定
種
の
絶
滅
を
憂

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
貧
困
や
他
の
構
造
的
制
約
か
ら
、
自
身
の
可
能
性
や
美
し
さ
を
発
揮
で
き
ず
に
い
る
人

や
民
族
が
至
る
と
こ
ろ
に
い
る
、
そ
の
こ
と
を
気
に
病
ん
で
し
か
る
べ
き
で
す
。
そ
の
行
き
着
く
先
は
、
わ

た
し
た
ち
す
べ
て
の
貧
困
化
だ
か
ら
で
す
。

138　

こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
も
つ
ね
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど

強
く
結
ば
れ
た
世
界
の
現
実
に
よ
っ
て
、
な
お
い
っ
そ
う
明
白
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
に
は
、「
連
帯
に

お
け
る
す
べ
て
の
民
族
の
発
展
に
向
け
た
国
際
協
力
を
強
化
し
、
そ
れ
を
方
向
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る（

120
）」

世

界
規
模
の
法
、
政
治
、
お
よ
び
経
済
の
秩
序
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
結
局
、
地
球
上
の
す
べ
て
に
恩
恵
を
も

た
ら
し
ま
す
。「
貧
困
国
へ
の
開
発
援
助
は
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
豊
か
さ
を
産
出
す
る（

121
）」

か
ら
で
す
。

全
人
的
発
展
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
共
同
の
意
思
決
定
へ
の
貧
困
国
の
効
果
的
な
参
画（

122
）」

で
あ
り
、

そ
し
て
「
貧
困
と
低
開
発
に
苦
し
む
国
々
の
国
際
市
場
へ
の
参
画
を
よ
り
可
能
に
す
る（

123
）」

た
め
の
努
力
の
こ

と
で
す
。
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無
償
で
受
け
入
れ
る

139　

と
は
い
え
、
こ
の
問
題
提
起
を
何
ら
か
の
功
利
主
義
に
矮

わ
い
し
ょ
う小
化
さ
せ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
償

性
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
結
果
を
期
待
せ
ず
、
何
ら
直
接
の
見
返
り
を
求
め
ず
に
、
そ
れ
自
体
が
よ
い

こ
と
だ
と
い
う
だ
け
で
、
何
ら
か
を
な
す
力
で
す
。
こ
れ
が
た
め
、
差
し
当
た
り
目
に
見
え
る
利
益
を
も
た

ら
さ
ず
と
も
、
外
国
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
科
学
者
や
投
資
家
の
み
を

受
け
入
れ
る
と
主
張
す
る
国
も
あ
り
ま
す
。

140　

兄
弟
的
無
償
性
を
生
き
な
い
人
は
、
自
身
を
強
欲
な
商
人
に
変
え
、
自
分
が
与
え
る
も
の
と
、
そ
の
見

返
り
に
得
る
も
の
を
い
つ
も
量
っ
て
い
ま
す
。
対
し
て
神
は
、
無
償
で
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
忠
実
で
は

な
い
者
さ
え
も
助
け
る
ほ
ど
に
で
す
。「
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
て
く
だ
さ
る
」（
マ
タ
イ
5
・

45
）
の
で
す
。
だ
か
ら
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
望
ま
れ
る
の
で
す
。「
施
し
を
す
る
と
き
は
、
右
の
手
の
す

る
こ
と
を
左
の
手
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
施
し
を
人
目
に
つ
か
せ
な
い
た
め
で
あ
る
」（
マ

タ
イ
6
・
3
―
4
）。
わ
た
し
た
ち
は
無
償
で
い
の
ち
を
受
け
ま
し
た
。
い
の
ち
を
得
る
の
に
支
払
い
は
し
て
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い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
何
ら
期
待
せ
ず
、
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
助
け
る
相
手

に
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
よ
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
に
い
わ
れ

た
こ
と
で
す
。「
た
だ
で
受
け
た
の
だ
か
ら
、
た
だ
で
与
え
な
さ
い
」（
マ
タ
イ
10
・
8
）。

141　

世
界
の
国
々
の
真
の
良
し
悪
し
は
、
国
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人
間
家
族
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き

る
こ
う
し
た
力
で
量
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
く
に
、
危
機
の
時
代
に
試
さ
れ
ま
す
。
閉
鎖
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
無
償
性
の
余
地
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
他
者
の

破
滅
と
は
無
関
係
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ほ
か
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
自
分
た
ち
は
よ
り
守
ら
れ

る
、
そ
う
信
じ
る
思
い
違
い
で
す
。
移
民
は
、
差
し
出
す
こ
と
を
し
な
い
、
た
だ
の
強
奪
者
と
見
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
貧
し
い
人
々
は
危
険
で
あ
る
か
役
に
立
た
な
い
者
た
ち
で
あ
り
、
富
裕
層
は
寛

大
な
慈
善
家
で
あ
る
と
い
う
、
お
め
で
た
い
考
え
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
無
償
の
受
け
入
れ
を
備
え

る
社
会
的
、
政
治
的
な
文
化
だ
け
が
未
来
を
得
ら
れ
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
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覚
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に

も
緊
張
が
生
じ
て
い
ま
す
。
日
常
的
な
狭
量
さ
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
地
球
規
模
の
側
面
に
注
意
を
向
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
時
に
、
地
に
足
を
着
け
て
歩
ま
せ
て
く
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
視
点
も
失
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
両
者
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
、
二
つ
の
極
端
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
抽
象
的
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
住
む
市
民
で
…
…
、
今
一
つ
は
、
民
俗
博
物
館
に
い
る
地
方
の
世
捨
て
人
の
よ

う
で
、
ひ
た
す
ら
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
し
か
な
く
、
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
、

ま
た
垣
根
を
越
え
て
神
が
与
え
る
美
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
ま
す（

124
）」。

地
元
愛
の
狭
量
さ
か
ら
救

い
出
し
て
く
れ
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
地
元
が
も
は
や
ふ
る
さ
と

と
は
い
え
ず
、
柵さ

く

で
囲
わ
れ
た
場
所
、
牢
獄
に
な
っ
た
と
き
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
が
わ
た
し
た
ち
を
救
い

出
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
を
充
満
へ
と
引
き
寄
せ
る
、
目
的
因
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で

す
。
同
時
に
ま
た
、
ロ
ー
カ
ル
を
温
か
く
受
け
止
め
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
は
な
い

も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
パ
ン
種
と
な
り
、
豊
か
に
し
、
補
完
性
を
機
能
さ
せ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
普
遍
的
兄
弟
愛
と
社
会
的
友
愛
は
、
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
共
通
の
本

質
を
も
っ
た
二
つ
の
極
な
の
で
す
。
二
つ
を
切
り
離
せ
ば
、
ゆ
が
み
が
生
じ
、
有
害
な
二
極
化
に
つ
な
が
る

の
で
す
。
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ロ
ー
カ
ル
の
味

143　

解
決
策
は
、
固
有
の
宝
を
放
棄
す
る
よ
う
な
開
放
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
な
く
し
て
他
者
と
の
対
話
は
な
い
の
と
同
様
に
、
郷
土
愛
、
そ
の
民
へ
の
愛
、
固
有
文
化
の
特
性
へ
の
愛

着
な
く
し
て
、
人
々
の
間
に
開
か
れ
た
姿
勢
は
な
い
の
で
す
。
自
ら
を
し
か
と
立
た
せ
て
根
ざ
し
て
い
る
基

盤
が
な
け
れ
ば
、
他
者
と
は
向
き
合
え
ま
せ
ん
。
そ
の
基
盤
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
相
手
の
贈
り
物
を
受
け
入

れ
、
真
な
る
も
の
を
相
手
に
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
同
胞
で
あ
る
民
と
そ
の
文
化
に
固
く
結
ば

れ
て
い
れ
ば
、
異
な
る
人
を
受
け
入
れ
、
相
手
の
独
自
の
貢
献
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
だ
れ

も
が
、
特
別
な
責
任
感
を
も
っ
て
自
分
の
ふ
る
さ
と
を
愛
し
大
切
に
し
、
自
分
の
国
を
案
じ
て
い
ま
す
。
だ

れ
し
も
、
自
分
の
家
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
愛
着
を
も
っ
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
す
。

そ
れ
は
近
所
の
人
の
務
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
規
模
の
善
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
ふ
る
さ
と
を
守

り
愛
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
国
の
災
い
の
余
波
が
、
地
球
全
体
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
所
有
権
の
肯
定
的
な
意
義
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、

自
分
の
も
の
を
大
切
に
し
て
育
て
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
人
の
善
へ
の
貢
献
と
な
り
う
る
の
で
す
。
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さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
健
全
で
豊
か
な
交
流
の
前
提
条
件
で
す
。
特
定
の
地
域
や
文
化
で
の
生
活
の

経
験
に
は
、
同
じ
経
験
を
し
て
い
な
い
人
に
は
分
か
り
に
く
い
現
実
の
姿
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
す
る
力
が

隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
は
、
支
配
的
な
文
化
の
独
占
的
形
態
に
よ
っ
て
均
質
化
、
画
一
化
、
規
格
化
さ
れ

た
帝
国
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
多
面
体
と
し
て
の
彩
り
を
失
い
、
う
ん
ざ
り
す

る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
古
い
物
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
誘
惑
で
す
。

天
ま
で
届
く
塔
の
建
設
は
、
多
様
性
に
基
づ
く
諸
民
族
の
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
た
一
致
を

表
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
お
ご
り
と
野
心
か
ら
生
じ
る
、
欺
瞞
的
な
企
て
で
し
た
。

神
が
諸
国
民
の
た
め
の
ご
自
分
の
摂
理
の
計
画
に
お
い
て
望
ま
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
単
一
性
を
、
作
り
出

そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
（
創
世
記
11
・
1
―
11
参
照
）。
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世
界
に
対
す
る
誤
っ
た
開
放
が
あ
り
ま
す
。
郷
里
に
つ
い
て
深
い
明
察
が
で
き
な
い
者
や
、
同
胞
に
対

し
て
ぐ
ず
ぐ
ず
と
遺
恨
を
抱
く
者
の
、
空
虚
な
浅
薄
さ
か
ら
来
る
も
の
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
わ
た
し

た
ち
全
体
の
益
と
な
る
、
大
き
な
善
を
見
分
け
る
た
め
に
、
つ
ね
に
視
野
を
広
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
は
ぐ
ら
か
し
た
り
、
追
放
す
る
こ
と
な
く
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
か
ら
の
恵
み
で
あ
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る
、
肥
沃
な
土
地
、
わ
た
し
た
ち
が
置
か
れ
た
歴
史
に
根
を
張
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
狭
い
範
囲
で
、
手
の

届
く
と
こ
ろ
で
、
け
れ
ど
も
広
い
視
野
を
も
っ
て
働
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
こ
れ
は
、
個
人
の
価
値
を

失
わ
せ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
こ
と
で
も
、
不
毛
で
あ
る
孤
立
し
た
部
分
性
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん（

125
）」。

そ

れ
は
多
面
体
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
そ
こ
で
、
そ
の
価
値
と
も
ど
も
尊
重
さ
れ
る
の
で
す
。「
全
体
は
部
分

を
超
え
る
も
の
で
す
。
単
な
る
部
分
の
総
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

126
）」。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野

146　

ロ
ー
カ
ル
偏
重
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
胞
や
そ
の
文
化
に
対
す
る
健
全
な

愛
と
は
違
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
よ
そ
の
も
の
に
対
す
る
あ
る
種
の
不
安
や
恐
怖
か
ら
、
身
を
守
る
べ
く
防

御
壁
を
築
き
た
が
る
閉
鎖
的
な
精
神
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
対
す
る
真
摯
で

友
好
的
な
開
放
性
が
な
け
れ
ば
、
他
の
場
所
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
自
ら
に
問
わ
な
け
れ
ば
、
他
の
文
化
に

よ
っ
て
自
ら
を
豊
か
に
し
な
け
れ
ば
、
他
の
民
の
悲
劇
に
連
帯
し
な
け
れ
ば
、
健
全
な
ロ
ー
カ
ル
と
は
な
り

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
は
、
取
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
理
念
、
慣
習
、
保
障
に
自

己
を
閉
ざ
し
、
全
世
界
か
ら
差
し
出
さ
れ
る
無
数
の
可
能
性
や
美
に
対
し
て
感
嘆
の
声
を
上
げ
ら
れ
ず
、
真
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の
寛
大
な
連
帯
に
欠
け
て
い
ま
す
。
こ
う
な
る
と
ロ
ー
カ
ル
な
暮
ら
し
は
も
は
や
、
実
際
の
受
容
力
が
乏
し

く
な
り
、
他
な
る
も
の
で
補
完
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
、
発
展
の
可
能
性
が
制
限
さ
れ
、
硬
直
化
し
て

病
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
事
実
、
健
全
な
文
化
は
元
来
ど
れ
も
開
か
れ
て
い
て
友
好
的
で
あ
る
の
で
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
な
価
値
観
を
も
た
な
い
文
化
は
、
真
の
文
化
で
は
な
い
の
で
す（

127
）」。

147　

人
は
、
考
え
方
や
心
に
余
裕
が
な
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
身
を
置
い
て
い
る
場
を
囲
む
現
実
を
解
釈
し

に
く
く
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
異
な
る
も
の
と
の
関
係
や
比
較
な
し
に
は
、
自
分
自
身
や

自
分
の
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
、
明
確
に
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。
他
の
文
化
は
、
そ
れ
か

ら
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
敵
で
は
な
く
、
人
間
ら
し
い
暮
ら
し
の
限
り
な
い
豊
か
さ
を
、
さ
ま
ざ
ま

に
映
す
も
の
だ
か
ら
で
す
。
他
な
る
も
の
、
異
な
る
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、

各
人
は
、
自
分
と
い
う
人
間
と
そ
の
文
化
の
独
自
性
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
豊
か
さ
、
可
能
性
、
限
界
に
つ
い

て
、
認
識
を
深
め
ら
れ
る
の
で
す
。
あ
る
場
所
で
得
ら
れ
る
経
験
は
、
異
な
る
文
化
的
背
景
に
生
き
る
他
者

の
経
験
と
「
対
比
的
」
か
つ
「
調
和
的
」
に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（

128
）。

148　

間
違
い
な
く
、
健
全
な
開
放
性
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
脅
か
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
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生
き
て
い
る
文
化
は
、
他
の
場
所
の
要
素
を
も
っ
て
豊
か
に
な
る
こ
と
で
、
複
製
や
単
な
る
反
復
を
行
う
の

で
は
な
く
、「
自
分
な
り
に
」
新
し
い
も
の
を
自
ら
へ
と
組
み
入
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ず

れ
す
べ
て
の
人
の
利
益
と
な
る
、
新
た
な
集
合
体
が
誕
生
す
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
貢
献
を
も
た
ら
す
文
化

に
は
、
後
で
豊
か
に
還
っ
て
く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
わ
た
し
は
、
先
住
民
族
に
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
と
先

祖
伝
来
の
文
化
を
大
切
に
す
る
よ
う
勧
め
た
の
で
す
。
た
だ
し
そ
れ
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。「
い
っ
さ
い
の
混
交
（m

estizaje

混
血
）
を
否
定
す
る
、
ま
っ
た
く
の
閉
鎖
的
、
非
歴
史
的
、

固
定
化
さ
れ
た
、
先イ

ン
デ
ィ
へ
ニ
ス
モ

住
民
主
義
の
提
案
は
、
わ
た
し
の
意
図
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。「
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
自
体
、
異
な
る
も
の
と
の
対
話
に
よ
っ
て
根
を
強
く
し
豊
か
に
す
る
の
で
あ
り
、
真
の
保
存

と
は
、
脆
弱
化
を
生
む
隔
離
と
は
異
な
る
の
で
す（

129
）」。

世
界
は
、
い
っ
さ
い
の
文
化
的
強
要
の
な
い
、
開
か

れ
た
文
化
間
で
生
じ
る
相
次
ぐ
総
合
に
よ
っ
て
成
長
し
、
新
た
な
美
で
満
た
さ
れ
る
の
で
す
。

149　

郷
土
愛
と
、
全
人
類
へ
の
心
底
か
ら
の
愛
着
、
そ
の
両
者
の
健
全
な
関
係
を
促
す
た
め
に
覚
え
て
お
く

と
よ
い
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
と
は
諸
国
の
総
和
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
国
間
の
交
わ
り
そ
の
も
の
の
こ

と
で
あ
り
、
い
か
な
る
特
定
集
団
の
出
現
に
も
先
ん
じ
る
相
互
包
摂
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
交
わ
り
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
た
も
の
の
中
へ
と
、
個
々
の
人
間
集
団
は
組
み
込
ま
れ
、
そ
こ
で
自
ら
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の
美
を
見
い
だ
す
の
で
す
。
だ
れ
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
状
況
下
に
生
ま
れ
ま
す
が
、
そ
れ
な
し
に
は
自

分
自
身
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
自
分
が
よ
り
大
き
な
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ

と
を
知
る
の
で
す
。

150　

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
視
点
が
求
め
る
の
は
、
い
か
な
る
民
族
、
文
化
、
個
人
も
、
独
力
で
す
べ
て
を

獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
快
く
同
意
す
る
こ
と
で
す
。
豊
か
な
人
生
を
築
く
た
め
の
構
成

要
素
と
し
て
、
他
な
る
も
の
は
必
要
で
す
。
限
界
や
不
完
全
さ
の
自
覚
は
、
脅
威
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
共
通

の
計
画
を
夢
見
、
練
り
上
げ
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
で
す
。「
人
間
は
限
界
を
も
た
な
い
限
界
的
存
在
者（

130
）」

だ
か
ら
で
す
。

自
分
の
地
域
か
ら

151　

弱
小
国
が
全
世
界
へ
と
開
か
れ
る
地
域
交
流
の
お
か
げ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
独
自
性
の
希
薄
化

が
抑
え
ら
れ
う
る
の
で
す
。
諸
国
民
か
ら
成
る
家
族
に
あ
っ
て
、
世
界
に
対
し
適
切
に
真
に
開
く
に
は
、
隣

人
に
心
を
開
く
力
が
必
要
で
す
。
近
隣
の
人
々
と
の
文
化
的
・
経
済
的
・
政
治
的
共
生
に
は
、
健
全
な
全
面
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的
一
体
性
に
達
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
足
が
か
り
と
し
て
の
演
習
で
あ
る
、
隣
人
愛
と
い
う
価
値
観
を
促
進

す
る
教
育
過
程
が
必
要
で
す
。

152　

い
わ
ゆ
る
下
町
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
今
も
「
向
こ
う
三
軒
両
隣
」
の
精
神
を
生
き
て
い
ま
す
。
近
所

の
人
と
つ
き
あ
い
、
支
え
る
と
い
う
義
務
感
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
然
と
抱
く
よ
う
な
場
所
で
す
。
そ
う
し
た

地
域
社
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
観
が
残
る
場
所
で
は
、
こ
の
界か

い

隈わ
い

の
「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
感
覚
で
、

無
償
性
、
仲
間
意
識
、
相
互
扶
助
を
特
徴
と
す
る
近
所
づ
き
あ
い
が
続
い
て
い
ま
す（

131
）。

近
隣
諸
国
間
で
も
、

こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
間
に
、
真
心
あ
る
近
所
づ
き
あ
い
を
築
い
て
ほ
し
い
の

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
主
義
的
な
見
方
は
、
諸
国
間
の
関
係
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。
他
な
る
も
の
を

危
険
な
競
争
相
手
や
敵
と
み
な
し
て
、
互
い
に
相
手
か
ら
身
を
守
っ
て
生
き
る
こ
と
の
危
険
性
は
、
地
域
の

人
々
と
の
関
係
性
に
転
移
す
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
う
し
た
恐
怖
と
不
信
の
中
で
教
育
を
受
け
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

153　

こ
の
孤
立
か
ら
利
益
を
得
て
、
各
国
と
個
別
に
交
渉
す
る
こ
と
を
好
む
強
国
や
大
企
業
が
あ
り
ま
す
。

反
対
に
、
小
国
や
貧
し
い
国
に
は
、
近
隣
諸
国
と
地
域
協
定
を
結
ぶ
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
で
、
連
合
国
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と
し
て
交
渉
し
、
孤
立
分
断
や
大
国
依
存
に
陥
る
事
態
が
回
避
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
日
、
孤
立
状

態
に
あ
る
国
家
に
は
、
自
国
民
の
共
通
善
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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第
五
章
　
最
良
の
政
治

154　

社
会
的
友
愛
を
生
き
る
民
族
と
国
民
を
起
点
に
し
た
兄
弟
愛
が
実
現
可
能
な
世
界
共
同
体
の
展
開
を
生

み
出
す
に
は
、
真
の
共
通
善
に
貢
献
す
る
最
良
の
政
策
が
必
要
で
す
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
が
ら
、
今
日
の
政

治
は
し
ば
し
ば
、
別
の
世
界
へ
と
向
か
う
こ
と
を
阻
む
体
制
を
し
い
て
い
ま
す
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
自
由
主
義

155　

弱
者
切
り
捨
て
は
、
弱
者
を
あ
お
っ
て
都
合
よ
く
利
用
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
や
り
口
や
、
富
裕
層
の
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経
済
的
利
益
の
た
め
の
自
由
主
義
の
や
り
口
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
す
べ

て
の
人
に
居
場
所
が
あ
り
、
弱
者
を
も
組
み
込
み
、
多
様
な
文
化
を
尊
重
す
る
、
開
か
れ
た
世
界
を
思
い
描

く
の
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

民ポ
ピ
ュ
ラ
ー

衆
派
か
大ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

衆
迎
合
か

156　

近
年
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
や
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
と
い
う
語
が
、
メ
デ
ィ
ア
や
日
常
会
話
に
も
浸
透

し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
語
は
、
有
し
て
い
た
は
ず
の
価
値
を
失
い
、
分
断
し
た
社
会
の
極
の
一
つ
と

な
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
、
集
団
、
社
会
、
政
府
を
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
か
「
非
ポ
ピ
ュ

リ
ス
ト
」
か
と
い
う
、
二
つ
の
対
立
項
に
分
類
し
よ
う
と
す
る
ま
で
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
は
や
、

い
か
な
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
二
極
の
い
ず
れ
か
に
分
類
せ
ず
に
は
意
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
の
で
す
。
不
当
に
信
用
を
損
ね
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は
過
剰
に
称
賛
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
分
類
を
行

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

157　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
、
社
会
の
現
実
を
読
み
解
く
鍵
に
据
え
よ
う
と
す
る
主
張
に
は
、
も
う
一
つ
の
欠
点
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が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
民
と
い
う
概
念
の
正
統
性
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
民
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
言
語
上
か
ら
な
く
そ
う
と
す
る
試
み
は
、「
民
主
主
義
」

―
つ
ま
り
「
民
衆
に
よ
る
統
治
」

―
と
い

う
こ
と
ば
の
抹
消
に
ま
で
つ
な
が
り
う
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
と
は
単
な
る
個
人
の
集
合
体
以

上
の
も
の
だ
と
断
言
す
る
に
は
、「
民
」
と
い
う
語
は
必
要
な
の
で
す
。
現
実
に
は
、
大
多
数
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
社
会
的
事
象
が
あ
り
、
大
き
な
風
潮
、
共
同
体
規
模
の
志
向
が
あ
り
ま
す
。
共
通
の
計
画
を
と
も
に

実
現
す
る
た
め
に
、
違
い
を
超
え
て
共
通
の
目
的
を
考
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
集
団
と
し

て
の
夢
に
な
ら
な
い
と
、
長
期
的
に
大
き
な
何
か
を
計
画
し
て
い
く
の
は
非
常
に
困
難
で
す
。
こ
う
し
た
こ

と
は
、
名
詞
「
民
」
と
形
容
詞
「
大ポ

ピ
ュ
ラ
ー

衆
的
」
で
す
べ
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
衆デ

マ
ゴ
ギ
ー

愚
政
治
に
対
す
る
確
固
た
る
批

判
を
含
め
、
民
の
参
画
が
阻
ま
れ
れ
ば
、
社
会
の
現
実
の
基
本
的
側
面
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

158　

そ
こ
に
は
誤
解
が
あ
る
の
で
す
。「
民
衆
と
は
、
彼
ら
の
な
す
こ
と
は
す
べ
て
善
良
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
の
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
は
天
使
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
、
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も

な
け
れ
ば
、
神
秘
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
話
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の

で
す
。
…
…
民
衆
と
は
何
か
を
説
明
す
る
際
に
、
必
要
な
も
の
と
し
て
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
る
、
そ

れ
は
当
然
で
す
。
し
か
し
そ
の
方
法
で
は
、
民
衆
に
属
す
る
こ
と
の
意
味
を
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
民
衆
と
い
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う
語
に
は
、
論
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
す
。
民
衆
の
一
員
に
な
る
こ
と
は
、
社
会
的
、

文
化
的
つ
な
が
り
か
ら
成
る
共
有
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
な
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
動
的
な
こ

と
で
は
な
く
、
反
対
に
、
共
通
の
計
画
に
向
け
て
の
、
時
間
の
か
か
る
難
し
い
歩
み
な
の
で
す（

132
）」。

159　

民
衆
の
感
情
や
文
化
的
動
向
、
社
会
の
大
き
な
潮
流
を
く
み
取
る
力
の
あ
る
、
民
衆
派
の
指
導
者
が
い

ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が
結
集
し
指
導
的
立
場
を
担
う
こ
と
で
務
め
る
奉
仕
は
、
変
革
と
成
長
の
永
続
的
な
計

画
の
基
礎
と
な
り
え
る
も
の
で
、
共
通
善
追
求
の
た
め
に
は
他
者
に
役
職
を
譲
る
力
も
含
ん
で
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
が
狂
っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
劣
化
し
て
し
ま
う
の
は
、
私
的
な
計
画
や
権
力
維
持
の
た
め
に
、

何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
旗
じ
る
し
の
も
と
、
大
衆
と
い
う
文
化
を
政
治
的
に
利
用
す
る
目
的
で
賛
同
を

引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
者
の
力
へ
と
変
化
し
て
し
ま
う
場
合
で
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
彼
ら
は
、
一
部
の
民
衆

の
卑
劣
で
利
己
的
な
性
向
を
刺
激
し
て
大
衆
の
気
を
引
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
乱
暴
な
、
あ
る
い
は
狡
猾
な

や
り
口
で
、
制
度
や
合
法
性
を
盾
に
し
た
支
配
へ
と
そ
れ
が
変
わ
れ
ば
、
い
っ
そ
う
深
刻
な
事
態
に
な
る
の

で
す
。

160　

閉
鎖
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
集
団
は
、「
民
」
と
い
う
こ
と
ば
を
ね
じ
曲
げ
て
い
ま
す
。
実
は
彼
ら
は
、
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真
の
民
衆
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
事
実
、「
民
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
開
い
て
い
る
も
の

で
す
。
生
き
生
き
と
し
た
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
未
来
あ
る
民
は
、
異
な
る
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

新
た
な
総
合
に
つ
ね
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
で
そ
う
す
る
の
で
は
な
く
、
他
な
る
も

の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
問
わ
れ
、
拡
大
し
、
豊
か
に
な
ろ
う
と
す
る
気
構
え
ゆ
え
に
そ
れ
を
な
し
、
そ
う

し
て
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

161　

民
衆
派
の
権
力
者
の
堕
落
の
別
の
一
面
は
、
即
効
主
義
で
す
。
票
や
支
持
を
得
る
た
め
に
大
衆
の
要
望

に
こ
た
え
は
し
て
も
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
努
力
と
創
意
を
も
っ
て
暮
ら
し
を
守
れ
る
よ
う
、
そ
の
発
展
の

た
め
の
資
源
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
骨
の
折
れ
る
不
断
の
努
力
を
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き

り
と
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
。「
わ
た
し
は
無
責
任
に
大
衆
に
迎
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま

せ
ん（

133
）」。

格
差
を
埋
め
る
に
は
経
済
成
長
を
想
定
し
、
各
地
域
の
潜
在
能
力
を
生
か
し
て
、
持
続
可
能
な
公

平
性
を
確
保
す
べ
き
で
す（

134
）。

さ
ら
に
、「
特
定
の
切
迫
事
に
対
処
す
る
福
祉
計
画
な
ど
、
単
に
仮
の
対
応
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
す（

135
）」。

162　

最
大
の
問
題
は
職
で
す
。
真
の
民
衆
派

―
彼
ら
は
民
の
善
益
を
促
進
す
る
の
で
す

―
は
、
一
人
ひ
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と
り
の
内
に
神
が
蒔ま

い
た
種
、
す
な
わ
ち
そ
の
人
の
能
力
、
発
意
、
強
さ
が
芽
吹
く
チ
ャ
ン
ス
を
、
す
べ
て

の
人
に
約
束
す
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
貧
し
い
人
々
へ
の
最
大
の
支
援
で
あ
り
、
尊
厳
あ
る
人
生
に

至
る
最
良
の
道
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
強
く
申
し
上
げ
る
の
で
す
。「
貧
し
い
人
々
へ
の
金
銭
的
援
助
は
つ
ね

に
、
差
し
迫
っ
た
必
要
に
こ
た
え
る
、
当
座
の
解
決
策
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
真
の
目
標
は
つ
ね
に
、

貧
し
い
人
々
が
自
ら
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
尊
厳
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に（

136
）」

す
る
こ
と
で
す
。

ど
れ
だ
け
生
産
の
仕
組
み
が
変
わ
ろ
う
と
も
、
政
治
は
、
一
人
ひ
と
り
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
能
力
と
努
力
と
で
貢
献
で
き
る
社
会
機
構
を
目
指
す
と
い
う
目
的
を
放
棄
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
ば
、「
働
く
こ
と
と
そ
の
尊
厳
を
奪
う
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
ひ
ど
い
貧
困
は
な
い（

137
）」

か
ら
で
す
。
真
に
発

展
し
た
社
会
で
は
、
就
労
は
社
会
生
活
に
欠
か
せ
な
い
側
面
で
す
。
食
べ
て
い
く
手
段
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

個
人
の
成
長
、
健
全
な
関
係
の
構
築
、
自
己
の
表
現
、
恵
み
の
分
か
ち
合
い
、
よ
り
よ
い
世
界
を
築
く
共
同

責
任
の
自
覚
、
そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
民
と
し
て
生
き
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

自
由
主
義
の
立
場
の
価
値
と
限
界

163　

民
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
共
同
体
の
き
ず
な
や
文
化
の
き
ず
な
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
を
内
包
し
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て
い
ま
す
が
、
社
会
は
同
時
に
存
在
す
る
利
害
関
係
の
寄
せ
集
め
で
し
か
な
い
と
す
る
個
人
主
義
的
自
由
主

義
の
立
場
か
ら
は
、
概
し
て
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
自
由
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
語
り
ま
す
が
、

そ
こ
に
は
共
通
の
物
語
と
い
う
根
が
欠
け
て
い
ま
す
。
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
社
会
的
弱
者
の
権
利
を

擁
護
す
る
人
た
ち
が
、
一
律
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
し
て
非
難
さ
れ
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
立
場
に
お
い
て
は
、

民
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
あ
り
も
し
な
い
も
の
の
神
話
化
な
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
必
要

の
な
い
偏
向
が
生
じ
て
い
ま
す
。
民
と
い
う
概
念
に
し
ろ
、
隣
人
と
い
う
概
念
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
社
会
機

構
や
科
学
や
市
民
社
会
制
度
を
退
け
た
り
軽
ん
じ
た
り
す
る
、
神
話
的
あ
る
い
は
情
緒
的
な
だ
け
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

138
）。

164　

愛
徳
は
、
そ
う
し
た
神
話
的
な
面
と
制
度
的
な
面
と
を
一
つ
に
し
ま
す
。
制
度
、
法
律
、
技
術
、
経
験
、

専
門
知
識
、
科
学
的
分
析
、
行
政
の
手
続
き
な
ど
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
求
め

る
、
歴
史
を
変
え
る
に
効
果
的
な
歩
み
を
愛
徳
は
意
味
す
る
か
ら
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
公
の
秩
序
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
的
生
活
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
法
の
庇
護
の
も
と
に
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、

法
と
力
に
基
づ
い
て
、
仕
事
の
分
担
、
経
済
活
動
、
社
会
正
義
、
政
治
的
市
民
権
に
よ
っ
て
、
最
低
限
の
福

祉
が
保
障
さ
れ
た
安
寧
の
状
態
に
な
け
れ
ば
、
家
庭
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
維
持
で
き
ま
せ
ん（

139
）」。
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165　

真
の
愛
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
そ
の
献
身
の
中
に
組
み
込
む
力
が
あ
り
ま
す
。
愛
は
、
人
と
人
と
の

出
会
い
の
中
に
現
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
組
織
化
さ
れ
た
自
由
で
創
造
的
な
社
会
の
諸
制
度
が
生
み

出
し
う
る
多
様
な
資
源
を
通
し
て
、
遠
く
離
れ
た
、
ま
た
知
る
こ
と
も
な
か
っ
た
兄
弟
姉
妹
の
も
と
に
ま
で

届
き
う
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
よ
い
サ
マ
リ
ア
人
に
と
っ
て
さ
え
、
独
り
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か

っ
た
こ
と
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
た
、
宿
屋
の
存
在
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
隣
人
愛
は
現
実
の

も
の
で
あ
り
、
最
底
辺
に
置
か
れ
た
人
々
に
益
す
る
よ
う
歴
史
を
変
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
何
も
無
駄

に
し
ま
せ
ん
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
個
人
主
義
的
傾
向
や
、
少
数
に
し
か
波
及
し
な
い
非
効
率
な
方
法
と
結
ば

れ
た
、
左
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
社
会
主
義
的
思
考
を
抱
く
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
そ
の
間
、
大
勢
の
見
捨

て
ら
れ
た
人
た
ち
は
、
見
込
み
で
し
か
な
い
一
部
の
人
の
善
意
に
頼
る
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

兄
弟
愛
の
霊
性
の
促
進
だ
け
で
な
く
、
貧
し
い
国
で
苦
し
み
死
ん
で
い
く
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
が
抱
え
る
、

差
し
迫
っ
た
問
題
の
解
決
を
支
援
す
る
効
果
的
な
国
際
組
織
を
同
時
に
進
展
さ
せ
る
必
要
を
示
し
て
い
ま
す
。

翻
っ
て
こ
れ
は
、
可
能
な
解
決
法
は
た
だ
一
つ
で
は
な
い
こ
と
、
受
容
可
能
な
方
法
論
、
皆
に
公
平
に
適
用

さ
れ
る
経
済
対
策
は
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
綿
密
な
科
学
研
究
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
提

示
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
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166　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
す
べ
て
は
、
人
の
心
、
習
慣
、
生
活
様
式
を
変
え
る
必
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
マ
ス
コ
ミ
、

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
、
す
で
に
過
剰
な
権
力
を
有
す
る
人
た
ち
を
利
す
る
、
抑
え
の
利
か
な
い
経
済
利

害
や
社
会
機
構
を
前
に
、
個
人
主
義
的
で
能
天
気
な
文
化
を
助
長
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
技テ

ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク

術
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
す
る
わ
た
し
の
批
判
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
抑
制
さ
せ
れ
ば
安

心
だ
と
は
述
べ
て
は
い
ま
せ
ん
。
最
大
の
危
険
は
、
物
体
、
物
質
的
現
実
、
機
構
に
で
は
な
く
、
人
々
の
そ

れ
ら
の
用
い
方
に
あ
る
か
ら
で
す
。
問
題
は
、
人
間
の
弱
さ
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
「
欲
」
と
呼

ぶ
も
の
に
含
ま
れ
る
、
人
間
の
変
わ
ら
な
い
利
己
的
な
傾
向
で
す
。
己
の
内
に
、
内
輪
に
、
さ
も
し
い
自
分

の
利
益
の
内
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
、
人
間
の
傾
向
で
す
。
こ
の
欲
は
、
こ
の
時
代
ゆ
え
の
欠
点
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
類
の
始
ま
り
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
、
時
代
ご
と
に
か
た
ち
を
変
え
、
異
な
る
様
相
を
呈
す

る
だ
け
で
、
結
局
は
、
歴
史
の
そ
の
時
期
に
利
用
可
能
な
手
だ
て
を
使
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
で

す
が
、
神
の
助
け
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

167　

教
育
活
動
、
連
帯
の
習
慣
づ
け
、
人
間
の
生
を
よ
り
十
全
に
捉
え
る
力
、
精
神
的
成
熟
は
、
人
間
関
係
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を
良
質
に
す
る
た
め
に
必
要
で
す
。
社
会
自
体
が
、
そ
の
格
差
と
ゆ
が
み
、
経
済
力
、
技
術
力
、
政
治
力
、

は
た
ま
た
メ
デ
ィ
ア
権
力
の
濫
用
に
対
し
て
反
発
で
き
る
も
の
と
な
る
た
め
で
す
。
こ
の
人
間
の
弱
さ
と
い

う
要
因
を
無
視
し
て
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
未
来
が
保
証
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
解
決
が
約
束
さ
れ
る
特
定

の
秩
序
に
相
応
す
る
世
界
を
夢
想
す
る
、
自
由
主
義
の
立
場
が
存
在
す
る
の
で
す
。

168　

市
場
だ
け
で
す
べ
て
が
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
再
び
彼
ら
は
、
こ
の
新
自
由
主
義
信
仰
の

教
条
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浮
上
す
る
ど
ん
な
難
題
に
対
し
て
も
、
つ

ね
に
同
じ
対
処
を
提
案
す
る
、
貧
弱
な
、
二
番
煎せ

ん

じ
の
考
え
で
す
。
新
自
由
主
義
は
、
社
会
問
題
を
解
決
す

る
唯
一
の
手
段
と
し
て
、
魔
法
の
理
論
で
あ
る
「
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
」
や
「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
」

―

直
接
そ
れ
に
言
及
し
な
い
ま
で
も

―
に
頼
り
、
そ
れ
自
体
を
再
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
想
定
さ
れ

た
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
、
社
会
構
造
を
脅
か
す
新
た
な
形
態
の
暴
力
の
因
子
で
あ
る
格
差
を
解
決
し
て

い
な
い
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
雇
用
の
削
減
で
は
な
く
創
出
の
た
め
に
、「
生
産
活

動
上
の
多
様
性
と
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
創
造
性
を
好
む
経
済
の
促
進（

140
）」

を
目
指
す
、
積
極
的
な
経
済
政
策
が
緊
急

に
必
要
で
す
。
あ
ぶ
く
銭
を
得
る
の
が
お
も
な
目
的
の
金
融
投
機
が
、
大
惨
事
を
引
き
起
こ
し
続
け
て
い
ま

す
。
そ
の
う
え
「
市
場
は
、
そ
の
中
に
連
帯
と
相
互
信
頼
が
な
け
れ
ば
、
適
切
な
経
済
機
能
を
十
全
に
果
た
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す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
日
、
ま
さ
に
そ
の
信
頼
が
失
わ
れ
て
い
ま
す（

141
）」。

過
去
の
結
末
は
意
図
し
た
と

お
り
に
は
な
ら
ず
、
主
流
の
経
済
理
論
の
対
処
法
は
確
実
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。
パ
ン
デ
ミ

ッ
ク
に
直
面
し
た
世
界
の
シ
ス
テ
ム
の
脆

ぜ
い
じ
ゃ
く弱

性
は
、
市
場
の
自
由
に
よ
っ
て
万
事
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
、
そ
し
て
、
金
融
を
至
上
命
令
と
し
な
い
健
全
な
政
治
の
復
権
に
加
え
、「
人
間
の
尊
厳
を
中
心
に

戻
し
、
わ
た
し
た
ち
が
必
要
と
す
る
別
の
選
択
肢
と
な
る
社
会
構
造
を
、
尊
厳
と
い
う
柱
の
上
に
構
築
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（

142
）」

こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。

169　

閉
鎖
的
で
一
色
に
染
ま
っ
て
い
る
経
済
の
視
点
で
は
、
た
と
え
ば
、
失
業
者
、
非
正
規
労
働
者
、

非イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー

公
式
経
済
従
事
者
を
、
そ
の
他
、
現
行
の
流
れ
に
入
れ
ず
に
い
る
大
勢
の
人
を
結
集
さ
せ
る
市
民
活
動

な
ど
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
活
動
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
民ポ

ピ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー

衆
に
よ
る
経
済

や
共
同
体
で
の
生
産
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
社
会
、
政
治
経
済
へ
の
参
画
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
必
要

な
の
は
、「
草
の
根
市
民
運
動
を
取
り
入
れ
、
排
除
さ
れ
た
人
々
を
運
命
共
同
体
の
枠
組
み
に
参
入
さ
せ
る

と
こ
ろ
か
ら
た
ぎ
る
倫
理
的
な
熱
の
ほ
と
ば
し
り
を
も
っ
て
、
地
方
、
国
、
そ
し
て
国
際
的
な
統
括
体
制
を

突
き
動
か
す
こ
と
で
す
」。
そ
し
て
ま
た
、「
下
か
ら
、
草
の
根
か
ら
広
が
っ
て
結
集
す
る
、
こ
う
し
た
運
動
、

こ
う
し
た
連
帯
経
験
が
、
よ
り
連
携
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
く（

143
）」

よ
う
促
す
の
も
大
切
で
す
。
た
だ
し
、
そ
こ
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に
あ
る
個
性
的
な
ス
タ
イ
ル
を
損
ね
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
も
の
が
、「
変
革

の
種
蒔
き
人
で
あ
り
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
無
数
の
行
動
を
、
ま
る
で
詩
を
紡
ぐ
よ
う
に
、
創
造
的
に
結
び
合

わ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
の
主
導
者（

144
）」

で
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
彼
ら
は
「
社
会
の
詩
人
」

―
自
ら
の
流

儀
で
活
動
し
、
提
案
し
、
推
進
し
、
解
放
を
も
た
ら
す
者
な
の
で
す
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、「
困
窮
者
に
向
け

て
構
想
さ
れ
な
が
ら
も
、
ま
っ
た
く
困
窮
者
側
の
も
の
で
は
な
く
、
困
窮
者
か
ら
の
も
の
で
も
な
い
、
ま
し

て
や
人
々
を
再
び
一
つ
に
す
る
計
画
に
含
ま
れ
て
も
い
な
い
社
会
政
策（

145
）」

を
超
え
る
、
全
人
的
発
展
が
可
能

と
な
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
が
厄
介
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
専
門
家
」
に
は
彼
ら
を
ど
う
評
価
す

れ
ば
よ
い
の
か
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
ら
な
し
で
は
「
尊
厳
の
た
め
に
日
々
闘
い
未
来

を
築
く
民
衆
を
蚊か

帳や

の
外
に
置
く
の
で
す
か
ら
、
民
主
主
義
は
後
退
し
て
唯
名
論
と
化
し
、
形
式
的
手
続
き

と
な
り
、
代
表
す
る
と
い
う
性
格
が
失
わ
れ
、
抜
け
殻
に
な
っ
て
し
ま
う（

146
）」

と
認
め
る
勇
気
を
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

国
際
機
構

170　

い
ま
一
度
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
の
金
融
危
機
は
、
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倫
理
原
則
に
も
っ
と
注
意
を
払
う
新
た
な
経
済
を
、
そ
し
て
投
機
的
な
金
融
慣
行
や
仮
想
的
な
富
を
規
制
す

る
新
た
な
手
法
を
、
発
展
さ
せ
る
機
会
を
提
供
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
危
機
へ
の
反
応
に

は
、
世
界
を
支
配
し
続
け
る
時
代
後
れ
の
基
準
の
再
考
は
含
ま
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た（

147
）」。

む
し
ろ
、
そ

の
後
に
世
界
で
展
開
し
た
実
際
の
戦
略
は
、
利
己
主
義
を
助
長
し
、
分
裂
を
加
速
さ
せ
、
真
の
権
力
者
が
無

傷
で
逃
げ
出
す
た
め
に
、
ま
す
ま
す
放ほ

う

埓ら
つ

に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

171　

繰
り
返
し
は
っ
き
り
申
し
上
げ
ま
す
。「
正
義
の
古
典
的
定
義
に
よ
れ
ば
、
各
人
が
自
分
が
与
え
う
る

も
の
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
個
人
や
社
会
集
団
の
尊
厳
や
権
利
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
を
是
と
さ
れ

た
絶
対
的
権
力
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
る
個
人
や
人
間
集
団
な
ど
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
お
い
て
（
政
治
、
経
済
、
防
衛
、
技
術
な
ど
の
）
実
権
を
分
散
さ
せ
、

権
限
と
利
害
を
規
制
す
る
法
制
度
の
制
定
は
、
権
力
の
制
限
を
実
現
し
ま
す
。
し
か
し
現
代
の
わ
た
し
た
ち

に
世
界
が
示
し
て
い
る
の
は
、
多
く
の
間
違
っ
た
権
利
と
、
傷
を
受
け
や
す
い
立
場
に
あ
る
人
、

―
い
う

な
れ
ば
悪
用
さ
れ
た
権
力
の
犠
牲
者
の
絵
で
す（

148
）」。

172　

二
十
一
世
紀
は
、「
国
民
国
家
の
勢
い
の
衰
退
を
目
撃
し
て
お
り
、
そ
れ
は
お
も
に
、
経
済
と
金
融
の
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分
野
が
多
国
籍
化
す
る
こ
と
で
、
政
治
の
分
野
よ
り
も
優
先
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
下
で

は
、
国
際
機
関
を
、
各
国
政
府
間
の
合
意
に
よ
っ
て
公
正
に
任
命
さ
れ
、
制
裁
を
課
す
権
限
を
付
与
さ
れ
た

職
員
を
有
す
る
、
よ
り
強
力
で
能
率
よ
く
組
織
化
さ
れ
た
も
の
に
す
る
工
夫
が
欠
か
せ
ま
せ
ん（

149
）」。

法
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
た
何
が
し
か
の
世
界
規
模
の
権
限
の
可
能
性
を
語
る
際（

150
）、

必
ず
し
も
各
員
の
権
限
に
つ
い
て

考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
最
低
限
、
世
界
規
模
の
共
通
善
、
飢
餓
と
貧
困
の
根
絶
、
基
本
的
人

権
の
確
実
な
擁
護
、
こ
れ
ら
を
保
障
す
る
た
め
の
権
限
を
付
与
さ
れ
た
実
行
力
の
あ
る
世
界
機
構
の
設
立
は

見
据
え
る
べ
き
で
す
。

173　

こ
の
点
で
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
国
際
連
合
の
改
革
、
そ
し
て
同
様
に
経
済
の
諸
制
度
と

国
際
金
融
の
改
革
の
必
要
性
（
で
す
）。
諸
国
民
か
ら
な
る
家
族
と
い
う
概
念
が
実
際
の
効
力
を
発
揮
す
る

た
め
に
こ
れ
ら
は
必
要
で
す（

151
）」。

当
然
こ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
権
力
が
少
数
の
国
の
互
選
で
生
ま

れ
る
の
を
避
け
、
と
同
時
に
、
文
化
的
な
押
し
つ
け
や
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
理
由
に
し
た
弱
小
国
の

基
本
的
自
由
の
制
限
を
防
ぐ
た
め
の
、
厳
格
な
法
規
制
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
国
際
共
同
体
は
、
国
家
の
独

立
が
否
定
も
し
く
は
制
限
さ
れ
る
従
属
関
係
の
な
い
、
加
盟
国
の
主
権
に
基
づ
く
法
的
な
共
同
体（

152
）」

だ
か
ら

で
す
。
し
か
し
、「
国
際
連
合
憲
章
の
前
文
と
第
一
章
に
あ
る
基
本
理
念
に
基
づ
く
国
連
の
仕
事
は
、
正
義
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が
普
遍
的
兄
弟
愛
の
理
念
に
不
可
欠
な
条
件
だ
と
認
め
た
う
え
で
の
、
法
支
配
の
発
展
と
促
進
だ
と
も
い
え

ま
す
。
…
…
真
に
根
本
的
な
法
的
規
範
で
あ
る
国
連
憲
章
が
提
示
し
た
と
お
り
、
法
に
よ
る
議
論
の
余
地
の

な
い
支
配
を
確
保
し
、
折
衝
、
仲
介
、
仲
裁
を
つ
ね
に
方
策
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す（

153
）」。

そ
の
問
題
点
や

欠
点
に
共
同
で
対
処
し
解
決
す
る
た
め
に
も
、
国
際
連
合
の
正
当
性
が
否
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

174　

勇
気
と
寛
大
さ
は
、
特
定
の
共
通
目
標
を
自
由
に
確
立
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
何
ら
か
の
基
本
的
法
規

の
世
界
全
体
で
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
す
。
こ
れ
が
真
に
有
効
に
な
る
に
は
、「
合
意
は
拘
束

す
る
（pacta sunt servanda （

154
））」

を
保
持
し
、「
法
の
力
の
代
わ
り
に
力
の
法
に
訴
え
よ
う
と
す
る
誘
惑（

155
）」

を
避

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、「
対
立
の
争
点
を
平
和
的
に
解
決
す
る
た
め
の
規
範
的
手
段

の
再
構
築
、
そ
の
範
囲
の
拡
張
、
な
ら
び
に
そ
の
効
力
の
強
化
が
必
要
で
す（

156
）」。

そ
う
し
た
規
範
的
手
段
の

中
で
も
、
多
国
間
協
定
を
優
先
す
べ
き
で
す
。
多
国
間
協
定
は
二
国
間
協
定
以
上
に
、
真
に
普
遍
的
な
共
通

善
の
た
め
の
配
慮
と
、
脆
弱
な
国
々
の
保
護
と
を
保
証
す
る
か
ら
で
す
。

175　

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
市
民
社
会
の
多
く
の
団
体
や
組
織
が
、
複
雑
な
状
況
に
お
け
る
国
際
調
整
の
不
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足
、
基
本
的
人
権
や
特
定
の
集
団
の
深
刻
な
事
態
に
対
す
る
無
関
心
と
い
っ
た
、
国
際
社
会
の
弱
点
を
補
い

協
力
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
補
完
性
の
原
理
は
、
国
家
の
活
動
を
補
う
下
位
の
共
同
体
や
組
織
の

参
与
と
活
動
を
保
証
す
る
、
具
体
的
表
現
を
獲
得
す
る
の
で
す
。
彼
ら
は
大
抵
、
共
通
善
を
思
っ
て
み
ご
と

な
力
を
発
揮
し
、
真
に
英
雄
的
な
行
為
を
な
し
遂
げ
る
人
も
存
在
し
、
わ
た
し
た
ち
人
類
が
今
な
お
こ
れ
ほ

ど
の
美
を
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。

社
会
に
向
か
う
愛
と
、
政
治
に
お
い
て
実
践
す
る
愛

176　

多
く
の
人
に
と
っ
て
、
今
日
、
政
治
は
不
快
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ
の
事
実
の
背
景
に
は
、
一
部
の
政

治
家
に
よ
る
度
重
な
る
、
過
ち
、
汚
職
、
無
為
無
策
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
加
え
、
政

治
を
弱
体
化
さ
せ
、
代
わ
り
に
経
済
の
台
頭
を
図
る
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
政
治
の

支
配
を
企
て
る
戦
略
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
政
治
な
し
に
世
界
は
機
能
す
る
で
し
ょ
う
か
。
よ
い
政
治
な

く
し
て
、
普
遍
的
兄
弟
愛
と
社
会
平
和
に
至
る
有
効
な
道
は
見
い
だ
せ
る
で
し
ょ
う
か（

157
）。
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必
要
と
さ
れ
る
政
治

177　

い
ま
一
度
、
申
し
上
げ
ま
す
「
政
治
は
経
済
に
服
従
し
て
は
な
ら
ず
、
経
済
は
効
率
主
義
の
技

テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク

術
主
義

パ
ラ
ダ
イ
ム
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
は
な
り
ま
せ
ん（

158
）」。

権
力
の
濫
用
、
汚
職
、
法
の
軽
視
、
無
為
無
策
は
拒
否

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、「
政
治
不
在
の
経
済
は
、
現
今
の
危
機
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
対
処
す
る
他

の
方
途
を
抑
え
込
む
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
正
当
化
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

159
）」。

そ
れ
ど
こ
ろ
か

「
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
将
来
を
見
据
え
、
危
機
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
対
処
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
新
し

い
全
人
的
で
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
る
政
治
で
す（

160
）」。

わ
た
し
が
考
え
る
の
は
、「
制
度
を
改
革
・
調

節
し
、
最
良
の
実
践
を
推
進
し
、
不
当
な
圧
力
や
官
僚
的
な
な
れ
あ
い
を
克
服
で
き
る
健
全
な
政
治（

161
）」

で
す
。

こ
れ
を
経
済
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
、
経
済
が
国
家
の
実
権
を
握
る
こ
と
を
認
め
て
よ
い
は
ず

も
あ
り
ま
せ
ん
。

178　

狭
量
で
目
先
の
こ
と
ば
か
り
を
求
め
る
政
治
の
数
々
を
目
に
し
て
い
ま
す
が
、
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

「
困
難
に
際
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
気
高
い
原
則
を
掲
げ
、
長
期
的
な
共
通
善
を
思
い
描
く
と
き
、
真
の
政
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治
的
手
腕
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
政
治
権
力
者
た
ち
は
、
国
造
り
の
仕
事
に
お
け
る
こ
う
し
た
義
務
を
引

き
受
け
る
こ
と
を
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す（

162
）」。

し
か
も
そ
れ
は
、
現
在
と
未
来
の
人
類
の
た

め
の
共
通
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。
後
の
人
た
ち
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は

選
挙
運
動
に
は
役
立
ち
ま
せ
ん
が
、
真
の
正
義
が
命
じ
る
も
の
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
司
教
た
ち
が
教
え
て

く
れ
た
よ
う
に
、
地
球
は
「
あ
ら
ゆ
る
世
代
に
貸
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
次
世
代
へ
と

手
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
い（

163
）」

の
で
す
。

179　

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
は
、
た
ま
の
継
ぎ
当
て
や
応
急
処
置
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
、
深
刻
な
構
造
的

欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
抜
本
的
な
練
り
直
し
と
大
幅
な
変
更
を
も
っ
て
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
が

あ
り
ま
す
。
健
全
な
政
治
だ
け
が
、
最
大
限
に
幅
広
い
分
野
と
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
知
を
結
集
し
て
、
そ
れ
を

率
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
通
善
を
追
求
す
る
政
治
、
社
会
、
文
化
、
草
の
根

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
一
体
化
し
た
経
済
は
、「
人
間
の
創
造
性
や
進
歩
の
理
想
を
抑
え
込
む
こ
と
な
く
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
力
を
新
た
な
道
筋
に
沿
っ
て
方
向
づ
け
る
多
様
な
可
能
性
へ
と
開
か
れ
る（

164
）」

こ
と
が
可
能
と

な
る
の
で
す
。
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政
治
に
お
い
て
実
践
す
る
愛

180　

一
人
ひ
と
り
の
人
間
を
兄
弟
や
姉
妹
と
認
識
し
、
す
べ
て
の
人
を
包
み
込
む
社
会
的
友
愛
を
求
め
る
こ

と
は
、
た
だ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
実
現
を
確
か
な
も
の
と
す
る
有
効
な
方
法
を
見
つ
け

る
た
め
の
、
決
意
と
能
力
が
必
要
で
す
。
こ
の
点
に
お
け
る
努
力
は
す
べ
て
、
立
派
な
愛
徳
の
わ
ざ
と
な
り

ま
す
。
困
っ
て
い
る
人
を
一
個
人
で
助
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
兄
弟
愛
と
正
義

の
社
会
的
行
程
を
生
み
出
そ
う
と
他
の
人
々
に
加
わ
る
と
き
、
そ
の
人
は
「
よ
り
広
範
な
愛
、
政
治
に
お
い

て
実
践
す
る
愛
の
領
域（

165
）」

に
入
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
に
向
か
う
愛
を
魂
と
す
る
、
社
会
的
・
政
治

的
秩
序
へ
と
歩
む
こ
と
で
す（

166
）。

再
度
わ
た
し
は
、「
共
通
善
を
求
め
る
た
め
の
、
崇
高
な
使
命
、
貴
重
な
愛

の
わ
ざ（

167
）」

で
あ
る
政
治
の
立
て
直
し
を
訴
え
た
い
の
で
す
。

181　

教
会
の
社
会
教
説
か
ら
導
か
れ
る
責
務
は
す
べ
て
「
愛
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
の
教
え
に
よ
れ
ば
、

愛
は
律
法
全
体
を
統
合
す
る
も
の
で
す
（
マ
タ
イ
22
・
36
―
40
参
照（

168
））」。

こ
れ
は
、「
相
互
配
慮
の
さ
さ
や
か
な

言
動
を
通
し
て
あ
ふ
れ
出
る
愛
は
ま
た
、
市
民
性
に
も
政
治
性
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
よ
り
よ
い
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世
界
を
造
ろ
う
と
す
る
一
つ
一
つ
の
行
為
に
お
い
て
感
じ
ら
れ（

169
）」

る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

愛
は
親
し
く
身
近
な
関
係
の
中
だ
け
で
な
く
、「
広
範
な
関
係
（
社
会
、
経
済
、
政
治
）
の
原
理（

170
）」

に
お
い

て
も
表
さ
れ
る
の
で
す
。

182　

政
治
に
お
い
て
実
践
す
る
こ
の
愛
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
主
義
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
超
え
た
社
会
的
感
覚

の
成
熟
を
必
要
と
し
ま
す
。「
社
会
に
向
か
う
愛
は
共
通
善
を
愛
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
愛
に
よ

っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
す
べ
て
の
人
の
善
を
一
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
を
結
び
つ
け
て
い

る
社
会
的
側
面
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
形
で
求
め
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す（

171
）」。

人
は
皆
、

民
に
属
す
る
こ
と
で
十
全
に
一
人
の
人
間
と
な
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
一
人
ひ
と
り
の
顔
に
敬
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
真
の
民
で
は
な
い
の
で
す
。
民
と
人
は
、
相
関
関
係
に
あ
る
語
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
そ
の
民
を

個
人

―
不
当
な
利
益
を
ね
ら
う
権
力
者
に
簡
単
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
う
も
の

―
に
解
体
し
よ
う
と

す
る
思
惑
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
崩
壊
の
影
響
を
回
避
す
べ
く
、
そ
の
均
衡
を
取
り
戻
し
、

方
向
転
換
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
い
政
治
は
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
共
同
体
を
構
築
す
る
方
法
を

追
求
し
ま
す
。



140

実
現
す
る
愛

183　
「
人
類
愛（

172
）」

か
ら
出
発
し
て
、
わ
た
し
た
ち
皆
が
そ
こ
に
招
か
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
、

愛
の
文
明
へ
と
進
む
こ
と
は
可
能
で
す
。
愛
は
、
そ
の
普
遍
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
、
新
た
な
世
界
を
築
く
こ

と
が
で
き
ま
す（

173
）。

愛
は
不
毛
の
感
情
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
発
展
を
実
現
す
る
道
に
至
る
最

高
の
方
法
だ
か
ら
で
す
。
人
類
愛
は
、「
今
日
の
世
界
が
抱
え
る
問
題
に
対
す
る
新
た
な
取
り
組
み
方
を
与

え
ら
れ
る
力
と
し
て
、
ま
た
、
構
造
、
社
会
組
織
、
法
体
系
を
内
側
か
ら
大
い
に
新
し
く
さ
せ
る
力（

174
）」

な
の

で
す
。

184　

愛
は
、
健
全
で
開
か
れ
た
社
会
生
活
全
体
の
中
心
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日

で
は
、「
道
徳
的
責
任
の
解
釈
と
方
向
づ
け
に
愛
は
無
関
係
で
あ
る
と
、
安
易
に
退
け
ら
れ
て
い
ま
す（

175
）」。

真

実
へ
の
責
務
と
結
ば
れ
て
い
れ
ば
、
愛
は
主
観
的
な
感
傷
以
上
の
も
の
で
あ
り
、「
変
わ
り
や
す
い
主
観
的

感
情
や
考
え
の
と
り
こ（

176
）」

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
し
く
、
愛
の
真
理
と
の
関
係
は
、
愛
の
普
遍
主
義
を
確

か
な
も
の
と
し
、「
関
係
性
に
欠
け
た
狭
い
領
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま（

177
）」

う
こ
と
を
回
避
さ
せ
ま
す
。
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そ
う
で
な
け
れ
ば
愛
は
、「
知
識
と
実
践
の
連
携
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
人
間
の
普
遍
的
発
展
の
計
画
と
過

程
か
ら
排
除（

178
）」

さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
真
理
を
欠
い
て
い
れ
ば
、
情
緒
か
ら
は
、
関
係
性
や
社
会
性
が

失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
真
理
に
開
か
れ
る
こ
と
は
、
愛
を
「
人
間
的
で
普
遍
的
な
ゆ
と
り
を

奪
う（

179
）」

偽
り
の
信
仰
か
ら
守
る
の
で
す
。

185　

愛
に
は
、
真
理
の
光
が
必
要
で
す
。
真
理
は
わ
た
し
た
ち
が
た
え
ず
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
理

性
の
光
で
あ
る
と
と
も
に
信
仰
の
光
で
も
あ
り（

180
）」、

相
対
主
義
と
は
無
縁
の
も
の
で
す
。
ま
た
、
期
待
す
る

結
果
を
得
る
べ
く
、
具
体
的
で
よ
り
確
実
な
手
段
を
見
い
だ
す
た
め
の
、
科
学
の
発
展
と
そ
の
か
け
が
え
の

な
い
貢
献
も
意
味
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
善
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
善
意
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
本
人
や
本
人
の
国
が
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
、
実
際
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

政
治
的
に
お
い
て
実
践
す
る
愛
の
働
き

186　

い
わ
ゆ
る
「
引
き
起
こ
さ
れ
た
」
愛
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
愛
の
力
に
直
接
動
か
さ
れ
、
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個
人
や
民
へ
と
向
け
ら
れ
る
行
為
で
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、「
命
じ
ら
れ
た
」
愛
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
よ
り
健
全
な
制
度
、
よ
り
公
正
な
規
制
、
よ
り
連
帯
の
あ
る
機
構
の
創
出
に
駆
り
立
て
る
よ
う
な
、

愛
の
行
為
で
す（

181
）。

で
す
か
ら
、「
隣
人
が
貧
困
に
陥
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
社
会
を
組
織
し
、
構
築
し
よ
う

と
努
力
す
る
こ
と
は
、
…
…
絶
対
に
必
要
な
愛
の
行
為（

182
）」

で
す
。
苦
し
む
人
に
寄
り
添
う
こ
と
は
愛
の
わ
ざ

で
あ
り
、
そ
の
人
と
直
接
か
か
わ
ら
な
く
て
も
、
そ
の
苦
し
み
の
原
因
と
な
る
社
会
の
状
況
を
変
え
る
た
め

の
行
い
は
、
す
べ
て
愛
の
わ
ざ
で
す
。
お
年
寄
り
が
川
を
渡
る
の
を
助
け
る

―
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
愛
の

わ
ざ
で
、
政
治
家
が
橋
を
架
け
る

―
こ
れ
も
ま
た
愛
の
わ
ざ
な
の
で
す
。
食
事
を
差
し
出
す
こ
と
で
他
者

を
助
け
る
人
が
い
れ
ば
、
政
治
家
は
そ
の
働
き
口
を
創
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
崇
高
な
愛
の
わ
ざ
で
あ
っ
て
、

そ
の
政
治
活
動
を
高
貴
な
も
の
と
す
る
の
で
す
。

愛
の
献
身

187　

政
治
の
精
神
の
核
で
あ
る
こ
の
愛
は
つ
ね
に
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
に
対
す
る
優
先
的
な
愛
で
あ
り
、
彼

ら
の
た
め
の
す
べ
て
の
活
動
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
す（

183
）。

愛
に
よ
っ
て
向
か
う
先
が
変
え
ら
れ
る
ま
な
ざ
し

だ
け
が
、
他
者
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
貧
し
い
人
々
は
そ
の
深
淵
な
尊
厳
を
も
っ
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て
認
識
さ
れ
真
価
が
認
め
ら
れ
、
独
自
の
様
式
と
文
化
ご
と
尊
重
さ
れ
て
、
そ
う
し
て
、
真
に
社
会
に
溶
け

込
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
、
真
の
政
治
の
精
神
の
核
な
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
開
か

れ
る
道
は
、
魂
の
な
い
実プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

用
主
義
と
は
別
物
で
す
。
た
と
え
ば
、「
貧
困
と
い
う
恥
ず
べ
き
こ
と
に
取
り
組

む
に
あ
た
っ
て
は
、
貧
し
い
人
々
に
た
だ
気
休
め
を
与
え
、
彼
ら
を
飼
い
慣
ら
し
、
無
害
な
存
在
に
さ
せ
る
、

口
封
じ
戦
略
を
と
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
利
他
的
と
お
ぼ
し
き
行
為
の
裏
で
、
受
け
身
の
存
在
に
さ
せ
ら
れ

て
い
る
人
を
見
る
の
は
、
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
で
し
ょ
う（

184
）」。

必
要
な
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
手
段
と
社

会
参
画
で
す
。
教
育
は
、
人
間
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
将
来
の
設
計
者
と
な
る
た
め
に
あ
る
の
で
す
。
そ
こ

に
お
い
て
は
、
連
帯
の
原
理
と
切
り
離
せ
な
い
補
完
性
の
原
理
が
価
値
を
示
し
ま
す
。

188　

こ
の
こ
と
か
ら
、
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
緊
急
に
解
決
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

政
治
家
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱さ

の
、
民
の
脆
弱
さ
と
個
々
人
の
脆
弱
さ
の
面
倒
を
見
る
こ
と

で
す
。
脆
弱
さ
の
世
話
を
す
る
こ
と
は
、
無
残
に
「
切
り
捨
て
の
文
化
」
を
引
き
起
こ
す
機
能
主
義
的
で
民

営
化
志
向
の
社
会
の
中
で
の
、
強
さ
と
優
し
さ
、
努
力
と
寛
大
さ
を
意
味
し
ま
す
。
…
…
追
い
詰
め
ら
れ
、

苦
悩
に
満
ち
た
状
況
に
あ
る
人
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
そ
の
人
の
尊
厳
に
敬
意
を
払
う
と
い
う
こ
と
で
す（

185
）」。

こ
う
し
て
、
内
容
の
あ
る
活
動
が
確
か
に
作
り
出
さ
れ
る
の
で
す
。「
人
間
と
し
て
の
条
件
と
尊
厳
を
守
る
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た
め
に
は
、
何
で
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

186
）」

か
ら
で
す
。
政
治
家
は
働
く
人
で
あ
り
、
大
き
な
目
標
を
も

ち
、
自
国
に
限
定
さ
れ
な
い
、
幅
広
く
現
実
的
で
実
利
的
な
視
点
を
も
つ
建
設
者
で
す
。
政
治
家
の
最
大
の

不
安
が
世
論
調
査
で
の
支
持
率
低
下
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
社
会
的
経
済
的
排
除
と
い
う
現
象
」
が
効
果

的
に
解
決
し
て
い
な
い
こ
と
に
不
安
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。「
残
念
な
結
果
を
伴
う
排
除
は
、

人
身
売
買
、
臓
器
売
買
、
幼
児
の
性
的
搾
取
、
売
春
を
含
む
奴
隷
労
働
、
麻
薬
取
引
、
武
器
取
引
、
テ
ロ
、

世
界
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
犯
罪
な
ど
で
す
。
そ
れ
は
深
刻
な
事
態
で
、
多
く
の
無む

辜こ

な
人
の
犠
牲
で
あ

り
、
良
心
の
呵か

し
ゃ
く責
を
和
ら
げ
る
名
ば
か
り
の
唯
名
論
者
に
陥
る
誘
惑
は
こ
と
ご
と
く
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
機
関
は
、
こ
う
し
た
惨
禍
す
べ
て
を
撲
滅
す
る
た
め
に
、
実
際
に
有
効
で
あ
る
よ
う

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す（

187
）」。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
技
術
開
発
が
も
た
ら
し
た
膨
大
な
手
段
を
巧

み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
こ
と
で
す
。

189　

も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
人
権
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
い
ま
だ
程
遠
く
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
世
界
の
政
治
は
、
飢
餓
問
題
の
解
決
を
主
要
か
つ
緊
急
の
目
標
に
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
金
融
投
機
が
、
食
料
を
他
の
商
取
引
と
同
様
に
扱
う
こ
と
で
そ
の
価
格
に
影
響
が
出
る
と
、

何
百
万
人
も
の
人
が
飢
え
に
苦
し
み
、
い
の
ち
を
落
と
す
の
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
大
量
の
食
品
が
捨
て
ら
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れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
正
真
正
銘
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
す
。
飢
餓
は
犯
罪
で
あ
り
、
食
料
は
不
可
侵
の
権

利
な
の
で
す（

188
）」。

わ
た
し
た
ち
は
往
々
に
し
て
語
義
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
巡
る
議
論
に
没
頭
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
間
に
、
飢
え
や
渇
き
で
死
ん
で
し
ま
う
兄
弟
姉
妹
、
雨
風
を
し
の
ぐ
場
も
な
け
れ
ば
医
療
も
受
け
ら
れ

ず
に
い
る
兄
弟
姉
妹
が
、
今
日
い
ま
だ
に
い
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
基
本
的
必
要
が

満
た
さ
れ
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
人
身
売
買
も
人
類
に
と
っ
て
の
も
う
一
つ
の
恥
で
す
。
国
際
政
治
は
、
演

説
や
善
意
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
こ
れ
を
容
認
し
続
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
さ
ま
、
必
ず
解
決
す
べ
き
こ

と
で
す
。

余
す
こ
と
な
く
呼
び
集
め
る
愛

190　

政
治
に
お
い
て
実
践
す
る
愛
は
ま
た
、
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
姿
勢
に
よ
っ
て
表
さ
れ
ま
す
。
と
り

わ
け
政
権
を
担
う
人
は
、
意
見
交
換
を
可
能
に
す
る
た
め
の
自
制
が
求
め
ら
れ
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の

問
題
の
収
束
を
目
指
し
ま
す
。
ほ
か
の
人
の
見
解
に
耳
を
傾
け
、
す
べ
て
の
人
が
居
場
所
を
も
て
る
よ
う
に

し
ま
す
。
犠
牲
と
忍
耐
に
よ
っ
て
、
統
治
者
は
、
ど
ん
な
人
に
も
居
場
所
が
あ
る
、
あ
の
す
ば
ら
し
い
多
面

性
を
築
く
手
助
け
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
経
済
的
交
渉
な
ど
で
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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そ
れ
以
上
の
こ
と
、
共
通
善
の
た
め
に
互
い
に
差
し
出
し
合
う
の
で
す
。
お
め
で
た
い
夢
物
語
に
聞
こ
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
崇
高
な
目
標
は
放
棄
で
き
ま
せ
ん
。

191　

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
原
理
主
義
的
不
寛
容
が
、
個
人
、
集
団
、
民
族
の
間
の
関
係
を
傷
つ
け
て
い
る
の
を

目
に
し
な
が
ら
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
尊
重
す
る
こ
と
の
大
切
さ
、
い
か
な
る
違
い
も
受
け
入
れ
る
愛
、
そ

の
人
の
考
え
や
思
い
や
習
慣
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
ど
ん
な
罪
が
あ
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
の
人

の
尊
厳
を
第
一
と
す
る
こ
と

―
そ
れ
ら
を
生
き
、
教
え
る
の
で
す
。
狂
信
、
閉
鎖
的
思
考
、
社
会
的
・
文

化
的
分
断
が
現
代
社
会
に
拡
大
す
る
中
、
優
れ
た
政
治
家
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
響
く
よ
う
に
す
る
最
初

の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
す
。
違
い
が
対
立
を
生
む
の
は
事
実
で
す
が
、
画
一
性
は
息
苦
し
さ
を
生
じ
さ
せ
、

わ
た
し
た
ち
を
文
化
的
に
衰
退
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
現
実
の
断
片
に
閉
じ
こ
も
っ
て
生
き
る
べ
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

192　

こ
れ
に
関
連
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
師
と
と
も
に
求
め
た
こ
と

を
、
思
い
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
国
際
政
治
と
世
界
経
済
を
担
う
者
た
ち
に
、
寛
容
、
共
生
、
平
和
の

文
化
を
広
め
る
た
め
の
真
摯
な
取
り
組
み
、
無む

辜こ

の
血
が
流
さ
れ
る
の
を
止
め
る
い
ち
早
い
介
入
…
…
を
求
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め
ま
す（

189
）」。

そ
し
て
特
定
の
政
策
が
、
自
国
の
利
益
の
名
の
も
と
に
、
他
国
に
対
す
る
憎
悪
や
恐
怖
の
種
を

蒔ま

く
な
ら
ば
、
危
惧
し
、
速
や
か
に
対
応
し
、
直
ち
に
方
針
転
換
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

成
功
よ
り
も
豊
か
な
土
壌
を

193　

こ
う
し
た
た
ゆ
ま
ぬ
活
動
を
続
け
な
が
ら
も
、
政
治
家
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
人
間
で
も
あ
り
ま
す
。
お

の
お
の
、
日
常
の
人
と
の
つ
き
あ
い
を
通
し
て
愛
を
生
き
る
よ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
一
人
の
人
間
な
の
で

す
か
ら
、
次
の
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
現
代
の
世
界
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ

れ
、
振
り
分
け
ら
れ
た
人
間
の
欲
求
の
充
足
を
、
そ
の
高
度
な
技
術
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
合
理
化
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
人
は
、
自
分
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
減
り
、
固
有
の
心
、
苦
し
み
、
悩
み
、
喜

び
が
あ
り
、
固
有
の
家
族
が
い
る
、
こ
の
世
で
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
、
ま

す
ま
す
少
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
治
療
す
る
か
ら
そ
の
人
の
病
を
、
現
金
を
支
給
す
る
か
ら
そ
の
人
の
経
済

的
困
窮
を
、
シ
ェ
ル
タ
ー
を
提
供
す
る
か
ら
そ
の
人
に
家
が
な
い
こ
と
を
、
レ
ジ
ャ
ー
や
娯
楽
を
企
画
す
る

か
ら
そ
の
人
の
欲
求
を
知
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」。
で
す
が
、「
無
価
値
だ
と
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
を
、
兄
弟
の
よ
う
に
、
ま
る
で
世
界
に
は
そ
の
人
し
か
存
在
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
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に
愛
す
る
こ
と
は
、
時
間
を
無
駄
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す（

190
）」。

194　

優
し
さ
を
も
っ
て
愛
す
る
機
会
は
、
政
治
に
も
あ
り
ま
す
。「
優
し
さ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
ば
に

行
き
、
具
体
的
に
示
さ
れ
る
、
愛
の
こ
と
で
す
。
心
か
ら
始
ま
っ
て
、
目
に
、
耳
に
、
手
に
届
け
ら
れ
る
動

き
で
す
。
…
…
優
し
さ
は
、
も
っ
と
も
勇
敢
で
強
い
人
々
が
た
ど
っ
た
道
な
の
で
す（

191
）」。

政
治
活
動
の
最
中
、

「
も
っ
と
も
小
さ
い
人
、
も
っ
と
も
弱
い
人
、
も
っ
と
も
貧
し
い
人
は
、
わ
た
し
た
ち
の
心
に
訴
え
る
は
ず

で
す
。
彼
ら
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
心
と
魂
を
つ
か
む
「
権
利
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
す
。
彼
ら
は
わ
た

し
た
ち
の
兄
弟
姉
妹
な
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
ら
を
そ
の
よ
う
に
愛
し
、
彼
ら
に
心
を
配
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん（

192
）」。

195　

そ
う
し
て
、
い
つ
も
大
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
、

そ
う
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
政
治
活
動
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
い
か
な
る
外
観

を
も
超
え
て
、
一
人
ひ
と
り
が
限
り
な
く
尊
い
存
在
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
愛
と
献
身
と
を
受
け
る
べ
き

存
在
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
っ
た
一
人
の
人
に
対
し
て
し
か
よ
り
よ
く
生
き
る
助
け
に
な
れ
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
、
自
分
の
生
涯
を
か
け
た
献
身
は
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。
神
に
忠
実
な
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民
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
壁
を
打
ち
壊
し
て
、
自
分
の
心
を
人
の
顔
と
名
前
と
で

い
っ
ぱ
い
に
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
満
た
さ
れ
た
者
と
な
る
の
で
す（

193
）」。

計
画
を
通
し
て
夢
見
た
大
き
な

目
標
は
、
部
分
的
に
し
か
達
成
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
愛
を
生
き
、
政
治
を
単
な
る
権
力
の
追
求
と
す

る
考
え
を
捨
て
た
人
に
と
っ
て
は
、「
愛
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
働
き
は
決
し
て
無
に
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
他

者
の
た
め
の
真
の
心
配
り
、
神
に
対
す
る
愛
の
行
為
、
惜
し
み
な
い
努
力
、
痛
み
を
伴
う
忍
耐
、
ど
れ
も
が

決
し
て
無
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
生
命
力
と
し
て
世
の
中
を

循
環
す
る
の
で
す（

194
）」。

196　

さ
ら
に
い
え
ば
、
蒔
か
れ
た
善
の
秘
め
ら
れ
た
力
に
希
望
を
置
き
、
成
果
は
他
の
人
に
収
穫
さ
れ
る
プ

ロ
セ
ス
に
着
手
で
き
る
の
は
、
真
の
高
潔
さ
で
す
。
よ
い
政
治
は
希
望
を
、
民
の
心
に
あ
る
善
の
蓄
え
に
何

が
あ
ろ
う
と
も
置
く
信
頼
を
、
愛
に
結
ぶ
の
で
す
。
そ
の
た
め
、「
法
お
よ
び
人
と
人
と
の
誠
実
な
対
話
に

基
礎
を
置
く
真
正
な
政
治
活
動
は
、
す
べ
て
の
人
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
、
関
係
、
知
性
、
文
化
、
精
神
の
新

た
な
力
を
発
揮
で
き
る
可
能
性
を
内
に
秘
め
て
い
る
と
確
信
す
る
と
き
、
刷
新
さ
れ
ま
す（

195
）」。

197　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
政
治
は
、
そ
の
ポ
ー
ズ
や
、
政
治
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
、
種
々
の
偏
向
報
道
で
示
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章
　
対
話
と
社
会
的
友
愛

198　

近
づ
く
こ
と
、
伝
え
る
こ
と
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
目
を
向
け
る
こ
と
、
互
い
を
知
る
こ
と
、
互
い
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
接
点
を
探
す
こ
と

―
、
こ
の
ど
れ
も
が
、
動
詞
「
対
話
す
る
」
に
集
約
さ
れ

ま
す
。
会
っ
て
、
助
け
合
う
に
は
、
対
話
が
必
要
で
す
。
対
話
が
何
に
な
る
の
か
、
説
明
は
不
要
で
す
。
家

族
や
共
同
体
を
一
つ
に
し
て
き
た
、
多
く
の
寛
大
な
人
の
粘
り
強
い
対
話
が
な
け
れ
ば
、
世
界
が
ど
う
な
っ

て
い
た
か
を
考
え
て
み
れ
ば
十
分
で
す
。
粘
り
強
く
勇
気
あ
る
対
話
は
、
対
立
や
紛
争
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
以
上
に
、
世
界
に
と
っ
て
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
に
、

目
立
た
な
い
な
が
ら
も
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
れ
る
姿
よ
り
も
、
ず
っ
と
崇
高
な
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
姿
は
ど
れ
も
、
分
裂
、
敵
意
、

そ
し
て
共
通
の
計
画
に
信
を
置
け
な
い
痛
ま
し
い
懐
疑
主
義
の
種
を
蒔
く
だ
け
で
す
。
将
来
に
つ
い
て
考
え

る
際
に
は
、「
何
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
本
当
の
目
的
は
何
な
の
か
」
と
問
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
数
年
後
、
自
分
の
過
去
を
振
り
返
っ
た
と
き
の
問
い
が
、「
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
わ
た
し
を
認
め

て
く
れ
た
だ
ろ
う
か
。
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
わ
た
し
に
投
票
し
た
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
に
好
意
的
な
人
は
ど
れ

だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
で
す
。
つ
ら
く
と
も
、
問
い
は
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し

い
の
で
す
。「
わ
た
し
は
ど
れ
だ
け
の
愛
を
仕
事
に
注
い
だ
だ
ろ
う
か
。
民
が
前
に
進
め
る
よ
う
何
を
し
た

だ
ろ
う
か
。
社
会
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
足
跡
を
残
せ
た
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
真
の
き
ず
な
を
築
け
た

だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
前
向
き
な
力
を
発
揮
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
社
会
的
な
平
和
の
種
を
ど
れ
だ
け
蒔
け
た
だ

ろ
う
か
。
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
役
職
を
通
し
て
何
を
生
み
出
せ
た
だ
ろ
う
か
」。
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第
六
章
　
対
話
と
社
会
的
友
愛

198　

近
づ
く
こ
と
、
伝
え
る
こ
と
、
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
目
を
向
け
る
こ
と
、
互
い
を
知
る
こ
と
、
互
い
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
接
点
を
探
す
こ
と

―
、
こ
の
ど
れ
も
が
、
動
詞
「
対
話
す
る
」
に
集
約
さ
れ

ま
す
。
会
っ
て
、
助
け
合
う
に
は
、
対
話
が
必
要
で
す
。
対
話
が
何
に
な
る
の
か
、
説
明
は
不
要
で
す
。
家

族
や
共
同
体
を
一
つ
に
し
て
き
た
、
多
く
の
寛
大
な
人
の
粘
り
強
い
対
話
が
な
け
れ
ば
、
世
界
が
ど
う
な
っ

て
い
た
か
を
考
え
て
み
れ
ば
十
分
で
す
。
粘
り
強
く
勇
気
あ
る
対
話
は
、
対
立
や
紛
争
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
以
上
に
、
世
界
に
と
っ
て
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
に
、

目
立
た
な
い
な
が
ら
も
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
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新
し
い
文
化
に
向
け
た
社
会
で
の
対
話

199　

私
的
な
世
界
に
逃
げ
込
み
現
実
を
避
け
よ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
、
破
壊
的
な
暴
力
を
も
っ
て
現
実
に

対
峙
す
る
者
も
い
ま
す
。
で
す
が
、「
利
己
的
な
無
関
心
と
暴
力
的
な
抗
議
の
間
に
は
、
い
つ
も
可
能
な
選

択
肢
が
あ
り
ま
す
。
対
話
で
す
。
世
代
間
の
対
話
、
民
の
間
の
対
話

―
わ
た
し
た
ち
は
皆
民
で
す
か
ら

―
、
真
実
に
開
か
れ
た
ま
ま
与
え
て
受
け
取
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
国
は
、
そ
こ
に
あ
る
文
化
的
に
多
様

な
豊
か
さ
が
建
設
的
に
対
話
し
て
い
る
と
き
に
繁
栄
す
る
の
で
す
。
民
衆
文
化
、
大
学
文
化
、
若
者
文
化
、

芸
術
文
化
、
技
術
文
化
、
経
済
文
化
、
家
庭
の
文
化
や
メ
デ
ィ
ア
の
文
化
な
ど
で
す（

196
）」。

200　

対
話
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
す
。
S
N
S
上
で
の
熱
に
浮
か
さ
れ
た
意
見
の

や
り
取
り
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
信
頼
性
が
高
い
と
は
い
え
な
い
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。
単
な
る
独
り
言
で
あ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
交
わ
る
こ
と
な
く
、
険
の
あ
る
攻
撃
的
な
口
調

で
他
者
の
注
意
を
無
理
矢
理
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
独
り
言
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
だ
れ
に
対
し
て
も
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
は
ご
都
合
主
義
で
矛
盾
が
多
い
の
で
す
。
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201　

事
実
や
発
言
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
拡
散
は
、
実
際
に
は
、
対
話
の
可
能
性
を
ほ

と
ん
ど
閉
ざ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
各
人
が
、
自
分
の
考
え
、
関
心
事
、
意
見
を
、
頑
固
に
少
し
も
譲
ら
ず
、

ほ
か
の
人
は
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
か
ら
で
す
。
反
対
者
の
信
用
を
す
ぐ
失
墜
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向

が
強
く
な
り
、
違
い
を
乗
り
越
え
総
合
を
目
指
す
開
か
れ
た
敬
意
あ
る
対
話
に
向
か
う
よ
り
も
、
屈
辱
的
な

形
容
詞
を
相
手
に
あ
て
が
う
の
で
す
。
も
っ
と
も
よ
く
な
い
の
は
、
政
治
運
動
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
は
当
た

り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
う
し
た
物
言
い
が
、
だ
れ
も
が
日
常
的
に
使
う
ま
で
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
議

論
は
、
腹
黒
く
も
自
分
た
ち
に
都
合
よ
く
世
論
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
強
大
な
権
力
を
も
つ
特
定
の

利
害
関
係
者
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
操
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
の
政
府
の
こ
と
だ
け
を
い
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
操
作
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
力
は
、
経
済
、
政
治
、
メ
デ
ィ
ア
、
宗
教
の
ほ
か
、
ど
の
分

野
に
よ
る
も
の
も
あ
り
え
る
の
で
す
。
そ
の
動
き
が
自
分
た
ち
の
経
済
的
利
害
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利
益
に

合
致
す
る
と
、
正
当
化
さ
れ
た
り
許
容
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
遅
か
れ
早
か
れ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の

利
益
に
反
す
る
も
の
と
な
る
の
で
す
。

202　

対
話
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
、
だ
れ
も
共
通
善
に
関
心
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
、
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権
力
が
も
た
ら
す
利
益
を
得
る
こ
と
に
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
自
分
た
ち
の
考
え
方
を
押
し
つ
け
る
こ
と
だ

け
に
気
が
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
な
る
と
会
話
は
、
お
の
お
の
が
、
全
支
配
権
と
可
能
な
か

ぎ
り
の
多
く
の
利
益
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
単
な
る
交
渉
と
な
り
、
共
通
善
を
生
み
出
す
共
同
で
の
追
求

が
な
く
な
る
の
で
す
。
未
来
を
担
う
英
雄
と
は
、
こ
の
病
ん
だ
論
理
を
打
ち
破
り
、
個
人
的
な
都
合
で
は
な

く
、
敬
意
を
も
っ
て
真
実
に
満
ち
た
こ
と
ば
を
語
ろ
う
と
す
る
人
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
英
雄

が
こ
の
社
会
の
中
心
で
ひ
そ
か
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
を
、
神
は
望
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

と
も
に
築
く

203　

社
会
で
の
真
の
対
話
に
は
、
相
手
の
物
の
見
方
を
尊
重
し
、
そ
こ
に
正
当
な
信
念
や
関
心
事
が
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
を
受
け
入
れ
る
能
力
が
必
要
で
す
。
そ
の
独
自
性
か
ら
し
て
、
他
者
に
は
寄
与
し
う
る
何
か

し
ら
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
公
の
議
論
が
し
っ
か
り
と
尽
く
さ
れ
る
よ
う
、
相
手
が
自
ら
の
立
場
を
明
確
に

し
、
表
明
す
る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
、
首
尾
一
貫
し
た
考
え
を
も

ち
、
価
値
観
や
信
念
を
揺
る
が
さ
ず
、
あ
る
考
え
方
を
展
開
し
て
い
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
の

た
め
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
真
に
そ
う
な
る
の
は
、
対
話
の
中
や
、
他
者
へ
と
開
か
れ
て
い
る
中
で
、
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そ
れ
が
展
開
す
る
と
き
だ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
真
の
対
話
の
精
神
が
あ
れ
ば
、
相
手
の
い
っ
て
い
る

こ
と
、
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
の
信
念
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
力

が
培
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
誠
実
に
な
り
、
自
分
の
信
じ
て
い
る
こ
と
を
ご
ま
か
さ
ず
に
、
語
ら

う
こ
と
、
接
点
を
探
す
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
…
…
と
も
に
働
き
闘
う
こ
と
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る（

197
）」

か
ら
で
す
。
公
の
議
論
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
確
か
に
開
か
れ
、
そ
こ
に
情
報
の
操
作
も
隠
蔽

も
な
い
な
ら
ば
、
真
実
に
よ
り
適
切
に
至
れ
る
、
少
な
く
と
も
よ
り
よ
く
真
実
を
表
明
で
き
る
こ
と
へ
の
、

不
断
の
刺
激
と
な
り
ま
す
。
公
の
議
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
、
自
分
た
ち
の
物
の
見
方
や
限
ら
れ
た
関

心
事
の
中
で
、
呑
気
に
自
己
充
足
に
安
住
す
る
こ
と
を
防
ぎ
ま
す
。「
違
い
は
創
造
的
で
あ
り
、
緊
張
を
も

た
ら
し
、
そ
の
緊
張
の
解
消
の
先
に
、
人
類
の
進
歩
が
あ
る（

198
）」

と
考
え
た
い
も
の
で
す
。

204　

今
日
で
は
、
専
門
化
す
る
科
学
の
発
展
と
と
も
に
、
学
際
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
と
の
確
信
が
あ
り
ま
す
。
事
実
は
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
異
な
る
方
法
論
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
は
で
き
る
か
ら
で
す
。
科
学
の
進
歩
だ
け
が
、
生
活
、
社
会
、
そ
し
て
世
界

の
あ
る
面
を
理
解
す
る
、
唯
一
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
み
な
す
危
険
を
見
過
ご
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
は
な
く
、
自
ら
の
研
究
に
お
い
て
多
く
の
結
果
を
上
げ
つ
つ
、
他
の
学
問
や
知
の
成
果
を
借
り
て
、
研
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究
対
象
と
し
て
い
る
事
実
の
他
の
側
面
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
者
は
、
よ
り
包
括
的
か
つ
総
合
的
な

事
実
の
理
解
へ
と
開
か
れ
る
の
で
す
。

205　

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
で
、「
メ
デ
ィ
ア
は
わ
た
し
た
ち
が
互
い
に
よ
り
親
し
み
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
助
け
、
人
類
家
族
の
一
体
感
を
生
み
出
す
も
の
で
す
。
そ
の
一
体
感
が
あ
れ
ば
、
連
帯
と
、
す
べ
て

の
人
の
生
が
も
っ
と
尊
厳
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
真
剣
な
努
力
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
…
…
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
た
め
に
わ
た
し
た
ち
の
助
け
と
な
り
ま
す
。
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
か
つ
て
な
く
発
展
し
て
き
た
今
日
、
と
く
に
そ
う
で
す
。
殊
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
、
す
べ
て
の
人
の
間
で
の
出
会
い
と
連
帯
の
可
能
性
を
限
り
な
く
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま
こ
と

に
善
な
る
も
の
、
神
か
ら
の
た
ま
も
の
で
す（

199
）」。

た
だ
し
、
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
が
、
寛
大

な
出
会
い
、
全
き
真
実
の
真
摯
な
追
求
、
奉
仕
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
に
寄
り
添
う
こ
と
、
共
通
善
を
構
築
す

る
責
務
に
、
実
際
に
わ
た
し
た
ち
を
導
い
て
く
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
つ
ね
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
司
教
団
が
教
え
た
よ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
の
弱
点
に
付
け
込
み
、

人
々
の
も
っ
と
も
悪
い
と
こ
ろ
を
引
き
出
す
よ
う
仕
向
け
る
、
デ
ジ
タ
ル
世
界
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん（

200
）」。
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合
意
形
成
と
い
う
基
盤

206　

相
対
主
義
は
解
決
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
せ
か
け
の
寛
容
を
隠
れ
蓑み

の

に
、
道
徳
的
価
値
観
が
そ
の
と

き
の
都
合
次
第
で
権
力
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
容
易
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
要
は
、「
自
分
自

身
の
欲
望
や
そ
の
時
そ
の
場
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
以
外
に
客
観
的
な
真
理
や
信
頼
に
値
す
る
原
理
が
な
い

中
で
、
…
…
政
治
的
な
取
り
組
み
や
法
的
な
強
制
力
で
は
不
十
分
だ
、
と
わ
た
し
た
ち
は
考
え
る
べ
き
で
す
。

文
化
が
堕
落
し
、
客
観
的
な
真
理
や
普
遍
的
に
有
効
な
諸
原
理
が
も
は
や
保
て
な
く
な
る
と
、
法
は
恣
意
的

な
強
制
手
段
あ
る
い
は
回
避
す
べ
き
障
害
物
と
し
か
み
な
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
す（

201
）」。

207　

真
実
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
も
っ
と
も
深
い
現
実
に
こ
た
え
る
真
実
を
探
究
す
る
こ

と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
人
間
も
神
聖
で
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る

―
長
い
熟
考
と
知
恵

の
歩
み
を
経
て
至
っ
た
こ
の
確
信
に
欠
け
た
法
と
は
、
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
社
会
に
未
来
が
あ
る
に
は
、

人
間
の
尊
厳
と
い
う
わ
た
し
た
ち
が
従
う
べ
き
真
理
へ
の
敬
意
が
、
社
会
に
浸
透
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
殺
人
を
犯
さ
な
い
の
は
、
社
会
か
ら
の
追
放
や
重
い
処
罰
を
避
け
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
信
念
に
よ
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る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
理
性
に
よ
っ
て
認
識
し
、
良
心
に
お
い
て
受
け
入
れ

て
い
る
、
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
理
で
す
。
社
会
は
、
そ
こ
に
真
実
の
探
究
の
実
践
が
あ
り
、
第
一
の
基

盤
で
あ
る
真
理
へ
の
愛
着
が
あ
る
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
高
潔
で
尊
い
も
の
な
の
で
す
。

208　

公
の
場
で
も
私
的
な
場
で
も
、
真
実
を
操
作
、
歪
曲
、
隠
蔽
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
口
を
暴
く
こ
と

を
覚
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
「
真
実
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
報
道
に
よ
る
出
来
事
の
報
告

の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
選
択
と
法
の
根
底
に
あ
る
、
よ
り
強

固
な
基
盤
の
追
求
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
知
は
そ
の
瞬
間
の
妥
当
性
を
超
え
う
る
も
の
で
あ

り
、
今
も
昔
も
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
な
る
も
の
を
つ
か
み
う
る
の
だ
と
、
認
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
人
間
の
本
性
の
究
明
に
よ
り
、
理
性
は
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
普
遍
的
な
価
値
観
を
見
つ
け
る
の

で
す
。

209　

さ
も
な
け
れ
ば
、
今
日
、
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
も
、
朦も

う

朧ろ
う

と
し
て
お
び

え
て
い
る
住
民
の
「
合
意
形
成
」
が
あ
れ
ば
、
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
諸
民
族
間
の
合
意
形
成
で
す
ら
、
同
じ
く
操
作
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
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り
、
十
分
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
善
を
な
し
う
る
と
い
う
証
拠
は
山
ほ
ど
あ
り

ま
す
が
、
同
時
に
ま
た
、
自
分
た
ち
の
内
に
破
壊
の
力
が
あ
る
こ
と
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ

た
し
た
ち
が
陥
っ
て
し
ま
っ
た
無
関
心
か
つ
冷
酷
な
個
人
主
義
は
、
差
し
当
た
り
必
要
な
も
の
よ
り
も
高
次

の
価
値
を
求
め
る
こ
と
を
怠
っ
た
結
果
で
も
あ
る

―
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
相
対
主
義
に
は
、
権

力
者
や
巧
妙
な
人
が
、
真
実
と
お
ぼ
し
き
も
の
を
巧
み
に
押
し
つ
け
る
危
険
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
本

質
的
な
悪
を
禁
止
す
る
道
徳
的
規
範
の
問
題
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
も
特
権
や
例
外
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
間
が
世
界
の
あ
る
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
こ
の
地
上
で
「
貧
し
い
者
の
う
ち
の
も
っ

と
も
貧
し
い
者
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
徳
性
の
要
求
の
前
で
は
、
わ

た
し
た
ち
は
皆
、
絶
対
的
に
平
等
な
の
で
す（

202
）」。

210　

今
日
わ
た
し
た
ち
に
起
き
て
い
る
こ
と
、
よ
こ
し
ま
で
空
虚
な
論
理
に
わ
た
し
た
ち
を
引
き
ず
り
込
む

も
の
、
そ
れ
は
、
倫
理
と
政
治
の
物
理
学
と
の
混
同
で
す
。
そ
れ
自
体
で
よ
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
な
く
な

り
、
あ
る
の
は
有
利
か
不
利
か
の
計
算
だ
け
で
す
。
道
徳
的
判
断
が
変
更
さ
れ
た
結
果
、
法
は
正
義
の
基
本

概
念
に
つ
い
て
言
及
で
き
ず
に
、
支
配
的
な
考
え
の
映
し
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
衰
退
が
、
つ
ま
り
、
表
面

的
で
妥
協
的
な
合
意
に
よ
る
「
水
準
低
下
」
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
最
後
は
、
力
の
論
理
が
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勝
利
を
収
め
る
の
で
す
。

合
意
と
真
実

211　

多
元
的
な
社
会
に
あ
っ
て
、
対
話
は
、
つ
ね
に
肯
定
さ
れ
尊
重
さ
れ
る
べ
き
、
か
つ
一
時
的
な
合
意
を

超
え
た
も
の
を
見
極
め
る
最
善
の
方
法
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
話
し
て
い
る
の
は
、
動
機
、
理
性
的
議
論
、

多
様
な
展
望
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
見
地
の
寄
与
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
照
ら
さ
れ
る
べ
き
対
話

に
つ
い
て
で
あ
り
、
つ
ね
に
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
礎
と
な
る
何
ら
か
の
真
理
に
到
達
で
き
る
と

の
信
念
を
否
定
し
な
い
対
話
に
つ
い
て
で
す
。
い
つ
ま
で
も
色
あ
せ
な
い
何
ら
か
の
価
値
あ
る
も
の
が
あ
る
、

そ
れ
を
認
め
る
こ
と

―
そ
れ
ら
価
値
あ
る
も
の
の
識
別
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

―
で
、

社
会
倫
理
に
堅
固
さ
と
安
定
が
付
与
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
基
本
的
価
値
が
対
話
や
合
意
形
成
に
よ
っ
て

識
別
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら
が
、
い
か
な
る
合
意
を
も
超
越
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
超
え
た
妥
協
の
余
地
の
な
い
価
値
だ

と
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
意
味
や
影
響
力
に
つ
い
て
の
理
解
は
深
ま
っ
て
い
く
は
ず
で
す
が

―
そ

の
意
味
で
合
意
形
成
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
す

―
、
そ
れ
ら
は
内
在
的
に
有
す
る
意
味
ゆ
え
に
、
そ
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れ
自
体
で
揺
る
が
ぬ
価
値
を
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

212　

社
会
が
適
切
に
機
能
す
る
う
え
で
、
あ
る
も
の
が
つ
ね
に
役
立
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
あ
る
も
の

の
背
後
に
、
知
的
に
理
解
で
き
る
不
変
の
真
理
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
や
社
会
と
い
う

現
実
そ
の
も
の
に
、
そ
の
内
な
る
本
質
に
、
そ
れ
ら
の
発
展
と
存
続
を
支
え
る
基
本
的
な
構
造
の
数
々
が
存

在
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
特
定
の
要
求

―
対
話
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
、
し
か
し
厳
密
に
は

合
意
形
成
に
は
よ
ら
な
い
も
の

―
が
生
じ
ま
す
。
規
範
と
い
う
も
の
は
社
会
生
活
そ
の
も
の
に
不
可
欠
で

あ
る
と
の
事
実
は
、
そ
の
規
範
自
体
が
よ
い
何
か
だ
と
い
う
こ
と
の
目
に
見
え
る
し
る
し
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
社
会
的
便
益
、
合
意
形
成
、
実
在
す
る
客
観
的
真
実
、
こ
れ
ら
を
対
立
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
三
つ
は
、
対
話
を
通
し
て
人
が
問
題
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
調
和
的
に
一
つ
に
な
る
の
で
す
。

213　

い
か
な
る
状
況
で
も
他
者
の
尊
厳
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
尊
厳
は
わ
た
し
た

ち
が
生
み
出
し
た
り
仮
定
し
た
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
形
あ
る
も
の
や
も
ろ
も
ろ
の
状
況
に
勝
る
価
値
が

確
か
に
他
者
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
、
他
者
を
別
様
に
扱
う
よ
う
求
め
る
の
で
す
。
す
べ

て
の
人
間
が
放
棄
し
え
な
い
尊
厳
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
文
化
的
変
化
に
も
左
右
さ
れ
な
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い
人
間
の
本
性
に
か
な
う
真
理
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
間
は
歴
史
の
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
同
じ
不
可
侵
の

尊
厳
を
有
し
て
お
り
、
だ
れ
も
事
情
次
第
で
こ
の
信
条
を
否
定
し
た
り
、
そ
れ
に
反
す
る
行
動
を
と
る
権
限

を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
知
性
は
、
熟
考
と
経
験
と
対
話
を
通
し
て
物
事
の
現

実
を
注
意
深
く
観
察
す
る
は
ず
で
、
知
性
を
超
越
す
る
現
実
の
中
に
、
何
が
し
か
の
普
遍
的
な
倫
理
的
要
求

の
基
礎
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

214　

不
可
知
論
者
に
と
っ
て
こ
の
基
盤
は
、
基
本
的
で
妥
協
の
余
地
の
な
い
倫
理
原
則
に
堅
固
で
安
定
し
た

普
遍
的
妥
当
性
が
付
与
さ
れ
、
新
た
な
大
惨
事
を
防
ぐ
に
は
十
分
な
も
の
と
見
え
る
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト

者
に
と
っ
て
は
、
倫
理
原
則
の
原
点
で
あ
る
人
間
の
こ
う
し
た
本
性
は
、
究
極
的
に
そ
れ
ら
の
原
則
に
堅
固

な
基
盤
を
与
え
る
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す（

203
）。

こ
れ
は
、
倫
理
の
不
変
論
を
確
立
す
る
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
ま
た
何
ら
か
の
倫
理
体
系
の
強
要
を
生
む
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
根
本
的
か
つ
普
遍
的
に
有
効

な
倫
理
原
則
は
、
多
様
な
実
践
規
範
を
生
み
出
せ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
必
ず
対
話
の
余
地
は
あ
る
の
で
す
。

新
し
い
文
化
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215　
「
人
生
は
出
会
い
の
芸
術
、
多
く
の
行
き
違
い
が
あ
る
と
し
て
も

―（
204
）」。

わ
た
し
が
繰
り
返
し
求
め
て

き
た
の
は
、
対
立
軸
が
消
え
な
い
弁
証
法
を
超
え
た
、
出
会
い
の
文
化
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
た

く
さ
ん
の
面
、
実
に
多
く
の
面
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
を
帯
び
た
一
致
を

構
成
す
る
、
あ
の
多
面
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
生
き
方
で
す
。「
全
体
は
部
分
に
勝
る（

205
）」

か
ら
で
す
。
多

面
体
が
表
す
の
は
、
異
な
る
も
の
ど
う
し
が
補
完
し
合
い
、
豊
か
に
し
合
い
、
照
ら
し
合
い
な
が
ら

―
た

と
え
そ
こ
に
反
対
意
見
や
警
戒
心
が
あ
っ
た
と
し
て
も

―
共
存
す
る
社
会
で
す
。
ど
ん
な
人
か
ら
も
、
何

か
し
ら
教
わ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
ら
、
役
に
立
た
な
い
人
、
い
な
く
て
も
よ
い
人
は
だ
れ
一
人
い
ま
せ

ん
。
周
縁
部
の
人
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
た
人
は
異
な
る
視
点
を
も
っ
て
い
て
、

重
大
決
定
が
な
さ
れ
る
権
力
の
中
枢
か
ら
は
気
づ
き
え
な
い
現
実
の
部
分
を
見
て
い
る
の
で
す
。

文
化
を
形
成
す
る
出
会
い

216　
「
文
化
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
民
の
中
に
、
そ
の
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
信
念
に
、
そ
の
生
き

方
に
、
浸
透
し
て
い
る
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。
民
衆
に
お
け
る
「
文
化
」
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
観
念
や

抽
象
概
念
以
上
の
も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
、
そ
の
人
間
集
団
を
特
徴
づ
け
る
、
願
望
、
熱
狂
、
そ
し
て
生
き
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方
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
出
会
い
の
文
化
」
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が

民
と
し
て
、
出
会
う
こ
と
、
接
点
を
探
す
こ
と
、
橋
を
架
け
る
こ
と
、
す
べ
て
の
人
が
加
わ
る
も
の
を
描
く

こ
と
に
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
そ
れ
が
願
い
と
な
り
、
生
き
方
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
文
化
の
主
体
は
民
で
あ
り
、
専
門
家
や
メ
デ
ィ
ア
の
力
に
よ
っ
て
残
り
の
民
を
お
と
な
し
く
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
一
部
の
社
会
層
で
は
な
い
の
で
す
。

217　

社
会
平
和
は
、
骨
の
折
れ
る
手
仕
事
で
す
。
多
少
の
狡
猾
さ
と
資
力
で
、
自
由
と
違
い
と
を
抑
え
込
む

ほ
う
が
簡
単
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
平
和
は
、
平
和
を
支
え
る
出
会
い
の
文
化
の
実
り
で
は
な
く
、

表
面
的
で
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱な

も
の
で
し
ょ
う
。
異
な
る
も
の
を
す
べ
て
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
は
る
か
に
困
難
で
時
間

が
か
か
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
堅
固
な
平
和
を
保
障
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
汚
れ

の
な
い
人
だ
け
を
集
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
ら
の
過
ち
ゆ
え
に
問
題
視
さ
れ
る
人
た

ち
で
も
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
何
ら
か
の
貢
献
を
し
て
い
る（

206
）」

か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
的
要
求
を

黙
殺
し
た
り
、
騒
ぎ
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
平
和
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
机
上
の
合
意
や
、
少

数
の
幸
福
な
者
の
た
め
の
は
か
な
い
平
和（

207
）」

で
は
な
い
か
ら
で
す
。
重
要
な
の
は
、
出
会
い
の
プ
ロ
セ
ス
を
、

違
い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
民
を
築
く
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
子
ど
も
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た
ち
に
は
、
対
話
と
い
う
武
器
を
装
備
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
出
会
い
と
い
う
優
れ
た
格
闘
を
教
え
ま
し
ょ
う
。

他
者
を
認
識
す
る
喜
び

218　

そ
れ
に
は
、
他
者
が
そ
の
人
ら
し
く
、
ほ
か
と
異
な
る
存
在
で
い
る
権
利
を
認
め
る
、
習
慣
的
な
力
を

必
要
と
し
ま
す
。
文
化
に
ま
で
な
っ
た
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
、
社
会
契
約
が
可
能
な
も
の
と
な
る
の
で
す
。

こ
の
認
識
が
な
い
と
、
相
手
の
い
っ
さ
い
の
意
味
を
失
わ
せ
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
、
社
会
で
何
の

価
値
も
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
巧
妙
な
や
り
方
が
出
現
し
て
し
ま
い
ま
す
。
特
定
の
目
に
見
え
る
暴

力
を
拒
絶
す
る
裏
に
、
も
っ
と
陰
湿
な
別
の
暴
力
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
と
異

な
る
人
を
軽
ん
じ
る
者
の
暴
力
で
あ
り
、
異
な
る
人
た
ち
の
要
求
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
利
益
に
何
ら
か

の
損
害
が
生
じ
る
と
き
に
は
、
い
っ
そ
う
ひ
ど
く
な
る
の
で
す
。

219　

社
会
の
一
部
の
層
が
、
あ
た
か
も
貧
し
い
人
々
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
世
界
が
差
し
出
す
す

べ
て
を
享
受
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
る
時
点
で
そ
れ
は
重
大
な
結
果
を
招
き
ま
す
。
他
者
の
存
在
と
権
利
を

無
視
す
れ
ば
、
遅
か
れ
早
か
れ
何
ら
か
の
暴
力
を

―
大
抵
は
思
わ
ぬ
か
た
ち
で

―
招
き
ま
す
。
自
由
、
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平
等
、
友
愛
の
夢
は
、
実
際
に
す
べ
て
の
人
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
単
な
る
礼
節
程
度
に
と

ど
ま
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
権
力
、
政
治
的
権
力
、
学
術
的
権
力
を
さ
ま
ざ
ま
に

握
る
者
の
間
の
出
会
い
を
促
す
だ
け
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
真
の
社
会
的
な
出
会
い
は
、
住
民
の
大
半

が
共
有
す
る
大
き
な
形
態
の
文
化
を
、
真
の
対
話
の
場
に
据
え
ま
す
。
立
派
な
提
案
が
し
ば
し
ば
最
貧
困
層

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
彼
ら
の
も
の
で
な
い
、
彼
ら
が
そ
こ
に
自
己
同
一
化
で
き
な
い
、

そ
う
し
た
文
化
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
現
実
的
で
包
括
的
な
社
会
契
約
は
「
文
化

契
約
」

―
社
会
に
共
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
観
や
文
化
あ
る
い
は
生
活
様
式
を
尊
重
し
受
け
入
れ
る
も

の

―
で
も
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

220　

た
と
え
ば
先
住
民
族
は
進
歩
に
抗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
進
歩
に
つ
い
て
異
な
る
考
え
方

を
も
っ
て
い
て
、
多
く
の
場
合
、
先
進
国
の
現
代
文
化
よ
り
も
人
間
的
で
す
。
そ
れ
は
、
権
力
を
も
つ
者
た

ち
の
、
地
上
に
あ
る
種
の
永
遠
の
楽
園
を
ど
う
し
て
も
作
り
上
げ
た
い
者
た
ち
の
、
利
益
に
方
向
づ
け
ら
れ

た
文
化
と
は
違
い
ま
す
。
先
住
民
文
化
に
対
す
る
不
寛
容
と
侮
蔑
は
、
他
者
を
裁
き
な
が
ら
生
き
る
非
情
な

「
道
徳
屋
」
に
特
有
の
、
ま
さ
し
く
暴
力
の
一
形
態
で
す
。
で
す
が
、
多
様
な
文
化
か
ら
、
と
り
わ
け
貧
し

い
人
々
の
文
化
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
真
正
で
、
深
い
、
安
定
し
た
変
革
は
決
し
て
望
め
ま
せ
ん
。
文
化
契
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約
は
、
当
該
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
枚
岩
だ
と
は
了
解
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
地
位
向
上
と
共
生
社

会
の
方
策
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
す
。

221　

こ
の
契
約
は
、
共
通
善
の
た
め
に
何
か
を
差
し
出
す
場
合
も
あ
る
と
の
覚
悟
も
求
め
て
い
ま
す
。
だ
れ

も
、
真
理
の
全
貌
を
手
に
入
れ
た
り
、
我
欲
を
こ
と
ご
と
く
満
た
し
た
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
願
望

は
、
相
手
の
権
利
を
否
定
す
る
こ
と
で
相
手
を
抹
殺
し
た
い
と
の
思
い
を
も
た
ら
す
か
ら
で
す
。
偽
り
の
寛

容
の
追
求
は
、
他
者
に
も
自
ら
の
主
義
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
た
う
え
で
、

己
の
主
義
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
、
対
話
に
よ
る
現
実
理
解
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
、
愛
だ
け
が
可
能
に
す
る
真
正
な
他
者
認
識
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の

人
の
動
機
や
関
心
の
中
に
あ
る
本
当
の
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
理
解
で
き
る
も
の
を
見
つ
け
出
す
こ

と
に
も
な
る
の
で
す
。

優
し
さ
を
取
り
戻
す

222　

消
費
主
義
的
な
個
人
主
義
は
、
多
く
の
暴
挙
を
招
き
ま
す
。
自
身
の
平
穏
に
と
っ
て
、
他
者
は
た
だ
の
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じ
ゃ
ま
者
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の
と
し
て
他
者
と
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
攻
撃

的
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
は
、
危
機
の
と
き
に
、
大
惨
事
、
困
難
に
あ
る
と
強
ま
り
、
怒
り
の
レ
ベ

ル
に
ま
で
達
し
、
そ
ん
な
と
き
に
「
自
分
の
身
は
自
分
で
守
れ
」
の
精
神
が
出
て
く
る
の
で
す
。
し
か
し
、

優
し
さ
の
実
践
を
選
ぶ
こ
と
は
そ
れ
で
も
可
能
で
す
。
そ
う
し
て
、
暗
闇
に
輝
く
星
と
な
っ
て
い
る
人
々
が

い
る
の
で
す
。

223　

聖
パ
ウ
ロ
は
、
ギ
リ
シ
ア
語χ

ク
リ
ス
ト
―
テ
ィ
ス

ρηστότης

（
ガ
ラ
テ
ヤ
5
・
22
）
を
も
っ
て
、
聖
霊
の
実
の
一
つ
に
言
及

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
不
愛
想
で
な
い
、
冷
淡
で
な
い
、
峻
厳
で
な
い
、
親
切
で
、
穏
や
か
な
、
支
え
と

慰
め
を
与
え
て
く
れ
る
心
持
ち
を
表
す
語
で
す
。
こ
の
よ
う
な
心
を
も
つ
人
は
、
他
者
の
人
生
が
も
っ
と
楽

に
な
る
よ
う
に
と
、
と
く
に
、
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
つ
ら
い
悩
み
を
抱
え
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
な
と
き
に
助
け

ま
す
。
他
者
へ
の
接
し
方
は
、
優
し
い
物
腰
、
こ
と
ば
や
態
度
で
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
と
い
う
心
配
り
、
相

手
の
負
担
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
思
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
現
れ
ま
す
。「
辱
め
た
り
、
悲
し
ま

せ
た
り
、
怒
ら
せ
た
り
、
軽
蔑
し
た
り
す
る
こ
と
ば
」
の
代
わ
り
に
、「
力
を
与
え
、
慰
め
、
励
ま
し
、
勇

気
づ
け
る
こ
と
ば
を
語
る（

208
）」

と
い
う
こ
と
で
す
。
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優
し
さ
は
、
人
間
関
係
に
生
ま
れ
が
ち
な
残
酷
さ
か
ら
、
他
人
の
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
く
な
る
ほ
ど

の
不
安
か
ら
、
相
手
に
も
幸
せ
に
な
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
く
な
る
ほ
ど
に
注
意
が
散
漫
し
た

状
態
か
ら
、
解
放
し
て
く
れ
ま
す
。
今
日
で
は
、
他
者
に
優
し
く
接
す
る
た
め
に
、「
い
い
で
す
か
」「
ご
め

ん
な
さ
い
」「
あ
り
が
と
う
」
と
口
に
す
る
一
瞬
の
時
間
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
時
折
、
無
関
心
が
は
び
こ
る
中
、
自
分
の
心
配
事
や
急
ぎ
の
用
事
は
二
の
次
に
し
て
、

注
意
を
向
け
、
微
笑
み
か
け
、
励
ま
し
の
こ
と
ば
を
か
け
、
話
を
聞
く
た
め
時
間
を
作
る
、
そ
ん
な
優
し
い

人
が
現
れ
る
奇
跡
が
起
こ
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
努
力
を
毎
日
続
け
ら
れ
た
な
ら
、
健
全
な
共
生
が
生
み
出

さ
れ
、
無
理
解
に
打
ち
勝
ち
、
対
立
が
防
げ
ま
す
。
優
し
さ
の
実
践
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
瑣さ

末ま
つ

な
こ
と
で

も
な
け
れ
ば
、
上
っ
つ
ら
な
態
度
や
俗
物
的
態
度
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
真
価
を
認
め
て
尊
ぶ
こ
と
で

も
あ
る
の
で
、
社
会
の
中
で
文
化
と
し
て
醸
成
さ
れ
る
と
、
生
き
方
、
人
と
の
か
か
わ
り
、
議
論
や
反
対
意

見
の
表
明
の
し
か
た
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
合
意
形
成
を
目
指
す
の
を
助
け
、
激
し
い
怒
り
に
よ
っ
て
橋

が
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
道
を
開
く
の
で
す
。
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第
七
章
　
再
び
会
う
道

225　

世
界
の
多
く
の
地
域
に
は
、
傷
の
回
復
に
つ
な
が
る
平
和
の
歩
み
が
必
要
で
、
才
覚
と
大
胆
さ
で
、
い

や
し
と
再
び
会
う
道
を
生
み
出
す
決
意
を
も
っ
た
平
和
の
職
人
が
必
要
で
す
。

真
実
か
ら
の
再
出
発

226　

再
び
会
う
と
は
、
対
立
す
る
前
に
戻
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
が
経
て
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
皆
、

変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
苦
し
み
や
対
立
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
中
身
の
な
い
外
交
、
し
ら
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ば
く
れ
る
こ
と
、
二
枚
舌
、
隠
蔽
、
現
実
に
ふ
た
を
す
る
慇い

ん

懃ぎ
ん

さ
は
、
も
う
要
り
ま
せ
ん
。
熾
烈
な
対
立
を

経
た
者
は
、
嘘
偽
り
の
な
い
真
実
を
出
発
点
に
し
て
語
る
の
で
す
。
過
去
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、

未
来
を
、
過
去
の
無
念
、
間
違
い
、
影
響
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
悔
い
改
め
の
姿
勢
で
回
想
す
る
こ
と
を

身
に
着
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
実
の
歴
史
的
真
実
に
基
づ
い
て
の
み
、
相
互
理
解
と
、
万
人
の
た
め
の

新
た
な
総
合
へ
の
挑
戦
に
向
け
て
、
粘
り
強
く
継
続
的
に
努
め
て
い
け
る
の
で
す
。
事
実
、「
平
和
の
歩
み

は
、
時
間
が
か
か
る
骨
の
折
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
真
理
と
正
義
を
求
め
、
犠
牲
者
の
記
憶
を
尊

重
し
、
報
復
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
共
通
の
希
望
に
向
け
て
一
歩
ず
つ
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
、
根
気
を

要
す
る
作
業
で
す（

209
）」。

頻
発
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
コ
ン
ゴ
の
司
教
団
が
語
っ
た
よ
う
に
、「
紙
の
上
で
の
和

平
協
定
だ
け
で
は
、
決
し
て
十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
繰
り
返
さ
れ
る
危
機
の
発
端
に
つ
い
て
の
真

相
究
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
先
へ
進
む
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
人
民
に
は
、
何
が
起
き
た
の
か
を
知

る
権
利
が
あ
り
ま
す（

210
）」。

227　

実
に
「
真
実
は
、
正
義
と
憐
憫
の
離
れ
ら
れ
な
い
仲
間
で
す
。
こ
の
三
つ
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
が
平

和
の
構
築
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
、
残
り
二
つ
の
変
質
を
防
い
で
い
る
の
で
す
。
…
…
真

実
は
実
際
、
決
し
て
復
讐
に
つ
な
が
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
和
解
、
そ
し
て
ゆ
る
し
に
つ
な
が
る
べ
き
も
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の
で
す
。
真
実
と
は
、
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
家
族
に
起
き
た
こ
と
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
家
族

に
起
き
た
こ
と
、
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
伝
え
る
こ
と
で
す
。
真
実
と
は
、
残
忍
な
暴
力
集
団
の
一
味

に
さ
れ
た
未
成
年
者
の
身
に
何
が
起
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
真
実
と
は
、
乱
暴
や
虐
待
の

被
害
者
で
あ
る
女
性
の
痛
み
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
…
…
一
人
の
人
間
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
は
ど
れ
も
、

人
類
の
肉
体
に
刻
ま
れ
る
傷
で
す
。
暴
力
に
よ
る
死
の
一
つ
一
つ
は
、
わ
た
し
た
ち
を
人
と
し
て
衰
退
さ
せ

る
の
で
す
。
…
…
暴
力
は
暴
力
を
生
み
、
憎
し
み
は
さ
ら
な
る
憎
し
み
を
生
み
、
死
は
さ
ら
な
る
死
を
生
み

ま
す
。
逃
れ
ら
れ
な
い
か
に
見
え
る
こ
の
連
鎖
を
、
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん（

211
）」。

平
和
の
構
築
と
手
仕
事

228　

平
和
へ
の
道
と
は
社
会
の
画
一
化
の
こ
と
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
を
と
も
に
働
け
る
よ
う
に
す
る
も

の
で
す
。
す
べ
て
の
人
に
益
と
な
る
共
通
の
目
標
を
掲
げ
て
、
多
く
の
人
を
団
結
さ
せ
ま
す
。
何
ら
か
の
共

通
の
目
的
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
的
提
案
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
、
共
通
善
の
た
め
の
働
き
が
差
し
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
困
難
に
つ
い
て
の
見
解
や
解
決
法
は
一
様
で
は
な
い
と
認
め
る
に
は
、
社
会
が

抱
え
て
い
る
問
題
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
努
力
が
必
要
で
す
。
ふ
さ
わ
し
い
共
存
が
実
現
す
る
道
は
つ
ね
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に
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
識
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
自
分
と
異
な
る
人
が
、
部
分
的
で
あ
っ
た
と

し
て
も
理
に
か
な
っ
た
視
点
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
、
間
違
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
悪
事
に
手
を
染
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
に
く
む
べ
き
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
で
す
。「
発
言
や
行
動
だ
け
で
相
手
を
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
て
い
る

可
能
性
の
ゆ
え
に
そ
の
人
を
大
切
に
す
べ
き（

212
）」

だ
か
ら
で
す
。
必
ず
や
、
い
ち
る
の
望
み
は
残
さ
れ
て
い
る

と
す
る
可
能
性
で
す
。

229　

南
ア
フ
リ
カ
の
司
教
た
ち
が
教
え
た
よ
う
に
、
真
の
和
解
は
、「
支
配
欲
よ
り
も
他
者
へ
の
奉
仕
を
基

盤
と
す
る
、
新
た
な
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
で
」
先
取
的
に
実
現
さ
れ
ま
す
。「
そ
れ
ぞ
れ
が
身
勝
手
に
最

大
限
の
富
を
求
め
る
争
奪
戦
で
は
な
く
、
も
っ
て
い
る
も
の
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
を
基
盤
と
す
る
社
会

で
す
。
家
族
で
あ
れ
、
国
で
あ
れ
、
民
族
で
あ
れ
、
文
化
で
あ
れ
、
ど
ん
な
小
集
団
よ
り
も
、
人
類
と
し
て

と
も
に
い
る
こ
と
の
価
値
が
、
間
違
い
な
く
大
切
に
さ
れ
る
社
会
で
す（

213
）」。

韓
国
の
司
教
団
が
指
摘
し
た
の

は
、
真
の
平
和
は
、「
正
義
の
た
め
に
対
話
を
通
し
て
闘
い
、
和
解
と
相
互
の
発
展
を
追
い
求
め
る
と
き
に

の
み
実
現
さ
れ
る（

214
）」

と
い
う
こ
と
で
す
。
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分
断
の
克
服
を
、
各
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
損
ね
ず
に
行
う
と
い
う
困
難
な
取
り
組
み
は
、
基
本

的
な
帰
属
意
識
が
す
べ
て
の
人
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、「
わ
た
し
た
ち

の
社
会
は
、
各
人
が
、
各
社
会
集
団
が
、
ま
さ
に
家
に
い
る
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
と
き
に
勝
利
す
る
の

で
す
。
家
庭
で
は
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
子
ど
も
た
ち
は
打
ち
解

け
て
い
ま
す
。
だ
れ
も
除
外
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
人
が
窮
地
に
陥
れ
ば
、
そ
れ
が
深
刻
で
あ
ろ
う
と
、
身
か
ら

出
た
さ
び
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ほ
か
の
人
が
そ
の
人
を
助
け
、
支
え
ま
す
。
そ
の
人
の
痛
み
は
皆
の
痛
み

な
の
で
す
。
…
…
家
で
は
、
皆
で
共
通
の
計
画
に
貢
献
し
、
皆
で
共
通
の
益
の
た
め
に
尽
く
し
ま
す
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
個
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
を
支
え
、
励
ま
す
の
で
す
。
け
ん
か
は
し
ま
す
が
、

変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
家
族
の
き
ず
な
で
す
。
家
族
の
け
ん
か
は
、
後
で
仲
直
り
で
き
ま
す
。
一

人
ひ
と
り
の
喜
び
や
悲
し
み
は
、
皆
の
も
の
で
す
。
そ
う
な
の
で
す
。
家
族
で
あ
る
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
も
し
、
政
治
的
に
対
立
す
る
人
や
近
所
の
人
に
、
子
ど
も
、
妻
、
夫
、
父
親
、
母
親
に
注
ぐ
の

と
同
じ
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
ど
ん
な
に
よ
い
で
し
ょ
う
。
自
分
た
ち
の
社
会
を
愛
し
て

い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
社
会
は
ど
こ
か
縁
遠
い
も
の
、
得
体
の
知
れ
ぬ
も
の
で
、
自
分
と
は
関
係
の
な
い
、

自
分
は
属
し
て
い
な
い
、
自
分
に
は
責
任
の
な
い
も
の
の
ま
ま
な
の
で
し
ょ
う
か（

215
）」。
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多
く
の
場
合
、
非
常
に
重
要
な
の
は
交
渉
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
平
和
の
た
め
の
い
く
つ
も

の
具
体
的
な
道
筋
が
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
永
続
的
な
平
和
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
で
何
よ
り
も
効
果

的
な
の
は
、
民
衆
の
手
仕
事
に
よ
る
変
革
で
す
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
日
常
の
生
き
方
を
も
っ

て
力
強
い
パ
ン
種
と
な
り
う
る
の
で
す
。
優
れ
た
変
革
は
、
机
上
や
オ
フ
ィ
ス
で
は
生
み
出
せ
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
「
歴
史
の
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
、
希
望
に
あ
ふ
れ
、
平
和
に
あ
ふ
れ
、
和
解
に
あ
ふ
れ
る
一
ペ
ー
ジ

を
描
く
た
め
の
、
た
だ
一
つ
の
創
造
の
計
画
に
お
い
て
、
一
人
ひ
と
り
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
す（

216
）」。

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
も
っ
て
参
加
す
る
平
和
の
「
構
築
」
も
あ
れ
ば
、
わ

た
し
た
ち
皆
を
巻
き
込
む
「
手
仕
事
」
の
平
和
も
あ
り
ま
す
。
世
界
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

和
平
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
が
学
ん
だ
の
は
、
こ
う
し
た
平
和
を
も
た
ら
す
道
、
復
讐
よ
り
も
理

性
を
優
先
さ
せ
る
道
、
政
治
と
法
の
微
妙
な
調
整
の
道
で
は
、
一
般
の
人
の
関
与
を
無
視
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
善
意
の
政
治
集
団
や
経
済
集
団
内
の
規
範
的
枠
組
み
や
制
度
的
合
意
の
設
計
だ
け

を
も
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
目
立
つ
こ
と
の
な
か
っ
た
分

野
の
経
験
を
和
平
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
や
益
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
共
同
体
こ
そ
、

集
団
の
記
憶
の
プ
ロ
セ
ス
を
彩
る
も
の
な
の
で
す（

217
）」。
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232　

一
国
の
社
会
平
和
の
構
築
に
終
わ
り
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
手
を
止
め
る
間
の
な
い
、
す
べ
て

の
人
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
で
す
。
そ
れ
は
、
困
難
や
違
い
や
、
平
和
的
共
存
へ
の
道
に
関

す
る
見
解
の
相
違
が
あ
ろ
う
と
も
、
国
家
の
一
致
を
構
築
す
る
た
め
の
努
力
を
怠
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
出

会
い
の
文
化
を
促
進
す
る
た
め
に
粘
り
強
く
闘
う
こ
と
を
求
め
る
作
業
で
す
。
出
会
い
の
文
化
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
政
治
活
動
、
社
会
活
動
、
経
済
活
動
の
中
心
に
、
人
間
、
そ
の
崇
高
な
尊
厳
、
そ
し
て
共
通
善
に
対
す

る
敬
意
を
置
く
よ
う
求
め
る
文
化
で
す
。
こ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
、
復
讐
の
い
か
な
る
誘
惑
も
、
私
的
な

目
先
の
利
益
の
追
求
も
、
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に（

218
）」。

ど
ち
ら
か
が
暴
力
的
な
市
民
デ
モ
を
し

て
も
、
解
決
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
司
教
団
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
市
民

の
動
員
」
が
あ
お
ら
れ
る
と
き
に
は
、「
そ
の
理
由
や
目
的
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
政
治

的
な
操
作
が
あ
り
、
特
定
の
利
害
関
係
の
た
め
の
私
物
化
が
見
ら
れ
る（

219
）」

の
で
す
。

ま
ず
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
と
と
も
に

233　

社
会
的
友
愛
の
追
求
に
は
、
過
去
の
対
立
に
よ
る
溝
が
埋
ま
ら
な
い
社
会
集
団
の
間
の
融
和
だ
け
で
な

く
、
困
窮
を
極
め
た
脆
弱
な
階
層
の
人
々
と
再
び
会
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
平
和
と
は
、「
戦
争
が
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な
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

―
と
く
に
、
よ
り
大
き
な
責
任
を
担
う
立
場
に
あ
る
者
に
よ

る

―
で
も
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ら
れ
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
が
ち
な
わ
た
し
た
ち
の
兄
弟
姉
妹
の
尊
厳
を
認

め
、
保
障
し
、
具
体
的
に
回
復
さ
せ
て
、
彼
ら
が
自
国
の
運
命
を
担
う
メ
イ
ン
キ
ャ
ス
ト
だ
と
自
覚
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
す（

220
）」。

234　

社
会
で
の
い
ち
ば
ん
の
弱
者
は
、
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
不
公
平
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
傷
つ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
最
貧
困
に
あ
え
ぐ
人
た
ち
や
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
が
、
反
社
会
的
に
映
る
姿
で
反

発
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
反
発
に
は
大
概
、
彼
ら
を
蔑
視
し
、
社

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

会
的
包
摂
を
欠
い
て
き
た
歴

史
が
関
係
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
司
教
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
よ

う
に
、「
友
と
な
る
ほ
ど
近
く
に
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
、
今
日
の
貧
し
い
人
々
の
価
値
観
、
彼

ら
の
正
当
な
望
み
、
そ
し
て
彼
ら
な
り
の
信
仰
の
生
き
方
を
、
深
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
貧
し

い
人
々
を
優
先
し
て
選
択
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
を
貧
し
い
人
々
と
の
友
情
へ
と
導
く
は
ず
で
す（

221
）」。

235　

社
会
に
平
和
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
人
た
ち
は
、
不
平
等
や
全
人
的
発
展
の
欠
如
が
、
平
和
を
生
み
出

せ
な
く
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
実
、「
機
会
の
不
均
等
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
攻
撃
や
戦
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争
の
温
床
と
な
り
、
遅
か
れ
早
か
れ
爆
発
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
地
域
社
会
、
国
、
国
際
社
会
が
、
自
身
の

一
部
で
あ
る
隅
に
置
か
れ
た
人
々
を
見
捨
て
る
の
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
政
策
も
執
行
機
関
や
諜
報
機
関
も
、

安
寧
を
継
続
的
に
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん（

222
）」。

最
初
か
ら
や
り
直
す
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
必
ず
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
の
も
と
か
ら
で
あ
る
は
ず
で
す
。

ゆ
る
し
の
価
値
と
意
味

236　

対
立
、
暴
力
、
分
断
は
社
会
の
正
常
な
機
能
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
和
解
に
つ
い
て
話

し
た
が
ら
な
い
人
も
い
ま
す
。
確
か
に
、
ど
ん
な
人
間
集
団
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
間

の
微
妙
な
権
力
闘
争
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
ゆ
る
し
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
自
分
の
立
場
を
譲
歩
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
他
方
が
事
態
を
支
配
し
て
し
ま
う
と
主
張
す
る
人
も
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
人
た

ち
は
、
異
な
る
集
団
間
で
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
を
維
持
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
和
解
は
弱
者
の
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
。
徹
底
し
た
対
話
が
で
き

ず
に
、
不
当
な
こ
と
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
、
問
題
に
立
ち
向
か
え
ず
に
、

見
か
け
上
の
平
和
を
選
ぶ
人
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
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避
け
ら
れ
な
い
対
立

237　

ゆ
る
し
と
和
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
そ
し
て
他
の
宗
教
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
、
と
く

に
強
調
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。
危
険
な
の
は
、
信
者
の
信
念
を
し
っ
か
り
と
理
解
せ
ず
、
運
命
論
、
惰

性
、
不
正
、
さ
ら
に
は
不
寛
容
や
暴
力
を
あ
お
る
よ
う
な
か
た
ち
で
そ
の
信
念
を
示
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

238　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
暴
力
や
不
寛
容
の
醸
成
へ
と
誘
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
さ
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
ご
自
身
が
、
他
者
に
己
を
押
し
つ
け
る
た
め
に
力
を
用
い
る
こ
と
を
公
然
と
非
難
し
ま
し
た
。「
あ

な
た
が
た
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
異
邦
人
の
間
で
は
支
配
者
た
ち
が
民
を
支
配
し
、
偉
い
人
た
ち
が
権
力

を
振
る
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
マ
タ
イ
20
・
25
―

26
）。
さ
ら
に
福
音
書
は
、「
七
の
七
十
倍
」（
マ
タ
イ
18
・
22
）
ゆ
る
す
よ
う
求
め
、
自
分
は
ゆ
る
さ
れ
た
の
に
、

他
者
を
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
無
情
な
家
来
の
た
と
え
を
示
し
て
い
ま
す
（
マ
タ
イ
18
・
23
―
35
参
照
）。

239　

新
約
聖
書
の
別
の
箇
所
を
読
め
ば
、
腐
敗
と
逸
脱
の
蔓
延
す
る
異
教
の
世
界
に
囲
ま
れ
て
い
た
初
期
の
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キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
は
実
際
に
、
辛
抱
と
寛
容
と
理
解
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
が
実
に
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
反
抗
す
る
者
を
優
し
く
教
え
導
く
よ
う
求

め
て
い
る
箇
所
で
す
（
二
テ
モ
テ
2
・
25
参
照
）。
ま
た
、「
だ
れ
を
も
そ
し
ら
ず
、
争
い
を
好
ま
ず
、
寛
容
で
、

す
べ
て
の
人
に
心
か
ら
優
し
く
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
自
身
も
か
つ
て
は
、
無
分
別
で

…
…
い
た
の
で
す
」（
テ
ト
ス
3
・
2
―
3
）
と
の
勧
告
も
あ
り
ま
す
。
使
徒
言
行
録
は
、
一
部
の
権
威
者
か

ら
迫
害
さ
れ
て
い
た
弟
子
た
ち
が
「
民
衆
全
体
か
ら
好
意
を
寄
せ
ら
れ
た
」（
2
・
47
。
4
・
21
、
33
、
5
・
13

参
照
）
と
明
言
し
て
い
ま
す
。

240　

し
か
し
な
が
ら
、
ゆ
る
し
、
平
和
、
社
会
的
和
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
驚

愕
さ
せ
ら
れ
る
言
い
回
し
に
出
く
わ
し
ま
す
。「
わ
た
し
が
来
た
の
は
地
上
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
だ
、

と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
平
和
で
は
な
く
、
剣つ

る
ぎを
も
た
ら
す
た
め
に
来
た
の
だ
。
わ
た
し
は
敵
対
さ
せ
る
た

め
に
来
た
か
ら
で
あ
る
。
人
を
そ
の
父
に
、
娘
を
母
に
、
嫁
を
し
ゅ
う
と
め
に
。
こ
う
し
て
、
自
分
の
家
族

の
者
が
敵
と
な
る
」（
マ
タ
イ
10
・
34
―
36
）。
こ
れ
は
、
こ
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
章
の
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
そ
こ
で
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
自
ら
の
選
択
が
対
立
を
も
た
ら
そ
う
と
も
、

愛
す
る
人
が
そ
の
選
択
に
反
対
し
て
も
、
恥
じ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
選
択
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
の
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は
明
ら
か
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
こ
と
ば
は
、
対
立
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
や
む
を
え
な
い
対
立
に

は
た
だ
た
だ
耐
え
る
よ
う
に
と
招
い
て
い
る
の
で
す
。
人
間
的
な
遠
慮
に
よ
っ
て
、
家
庭
や
社
会
の
安
寧
と

お
ぼ
し
き
も
の
を
重
ん
じ
て
、
自
分
の
心
を
裏
切
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
で
す
。
聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ

二
世
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。
教
会
は
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
紛
争
を
断
罪
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
教
会
は
、
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
利
益
を
異
に
す
る
社
会
集
団
の
間
に
紛
争
が
起
こ
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
に
直
面
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
し
ば
し
ば
誠
実
に
、
決

然
と
し
て
一
つ
の
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
十
分
に
承
知
し
て
い
ま
す（

223
）」。

正
当
な
対
立
と
ゆ
る
し

241　

自
分
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
腐
敗
し
た
権
力
者
、
犯
罪
者
、
あ
る
い
は
わ
た
し
た
ち
の
尊
厳
を

傷
つ
け
る
者
を
ゆ
る
す
よ
う
提
案
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
例
外
な
く
す
べ
て
の

人
を
愛
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
抑
圧
者
を
愛
す
る
と
は
、
抑
圧
者
が
抑
圧
者
の
ま
ま
で

い
続
け
る
の
を
容
認
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と

抑
圧
者
に
思
わ
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
反
対
に
、
抑
圧
者
を
正
し
く
愛
す
る
と
は
、
抑
圧
を
や
め
さ
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せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
使
い
方
を
知
ら
ず
に
い
る
権
力
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
と
し
て

醜
く
な
っ
て
し
ま
う
権
力
を
、
抑
圧
者
か
ら
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゆ
る
す
と
は
、
自
分
の
尊
厳

や
他
者
の
尊
厳
の
蹂じ

ゅ
う
り
ん躙が

続
く
の
を
容
認
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
犯
罪
者
が
罪
を
犯
し
続
け
る
の
を
放

っ
て
お
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
不
当
な
扱
い
を
受
け
る
人
は
、
自
分
の
権
利
や
家
族
の
権
利
を
し
っ
か

り
と
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
与
え
ら
れ
た
尊
厳
を
、
神
が
愛
し
て
お
ら
れ
る
し

る
し
で
あ
る
尊
厳
を
、
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
犯
罪
者
が
自
分
自
身
や
大
切
な
人
に
危
害
を
加

え
た
場
合
、
正
義
を
要
求
す
る
こ
と
や
、
そ
の
犯
罪
者

―
あ
る
い
は
別
の
だ
れ
か

―
に
よ
っ
て
、
再
び

被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
ほ
か
の
人
が
同
じ
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
と
心
配
す
る
こ
と
を
、
だ
れ
も
禁
じ

て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
権
利
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
る
し
は
、
そ
う
す
る
必
要
性
を
取
り
消
す
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
求
め
る
の
で
す
。

242　

肝
心
な
の
は
、
そ
う
す
る
の
は
怒
り

―
個
人
の
魂
や
わ
た
し
た
ち
の
民
と
し
て
の
魂
を
駄
目
に
し
て

し
ま
う
も
の

―
を
か
き
立
て
る
た
め
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
相
手
を
た
た
き
の
め
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
復

讐
の
連
鎖
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
病
的
な
執
着
の
た
め
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
方
法

で
、
内
な
る
平
和
や
過
去
と
の
和
解
を
実
現
で
き
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
事
実
、「
い
か
な
る
家
庭
、
い
か
な
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る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
い
か
な
る
民
族
集
団
、
ま
し
て
い
か
な
る
国
に
と
っ
て
、
団
結
さ
せ
、
結
束
さ
せ
、

違
い
を
乗
り
越
え
さ
せ
る
原
動
力
が
復
讐
と
憎
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
未
来
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は

復
讐
の
た
め
、
自
分
が
さ
れ
た
の
と
同
じ
暴
力
を
相
手
に
振
る
う
た
め
、
一
見
す
る
と
正
当
な
や
り
方
で
報

復
の
機
会
を
画
策
す
る
た
め
に
、
声
を
合
わ
せ
、
団
結
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん（

224
）」。

そ
う
し
て
得
ら
れ

る
も
の
は
何
も
な
く
、
結
局
は
、
何
も
か
も
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

243　

確
か
に
、「
対
立
が
残
し
た
不
正
義
、
敵
意
、
不
信
と
い
う
つ
ら
い
負
の
遺
産
を
乗
り
越
え
る
の
は
、

簡
単
な
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
を
も
っ
て
悪
に
打
ち
勝
つ
こ
と
で
（
ロ
ー
マ
12
・
21
参
照
）
ま
た
、
和
解
、

連
帯
、
平
和
を
は
ぐ
く
む
徳
を
養
う
こ
と
で
、
初
め
て
な
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す（

225
）」。

こ
の
よ
う

に
、「
自
身
の
内
に
て
善
を
は
ぐ
く
む
人
は
、
た
と
え
困
難
や
無
理
解
の
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
善
に
よ
っ

て
静せ

い

謐ひ
つ

を
た
た
え
た
分
別
、
深
い
喜
び
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
被
害
の
渦
中
に
あ
っ
て
も
、
善
は
非
力
で
は
な

く
、
復
讐
か
ら
手
を
引
く
こ
と
の
で
き
る
真
の
強
さ
な
の
で
す（

226
）」。

自
分
の
人
生
に
は
、「
兄
弟
や
姉
妹
に
対

す
る
心
の
中
で
の
厳
し
い
裁
き
、
ま
だ
開
い
て
い
る
傷
、
ゆ
る
し
て
い
な
い
過
ち
、
自
分
を
さ
い
な
む
ば
か

り
の
恨
み
が
、
内
に
抱
え
る
闘
い
の
断
片
、
心
に
く
す
ぶ
る
炎
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
大
火
と
な
っ
て
燃

え
盛
る
こ
と
の
な
い
よ
う
消
し
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

227
）」

と
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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真
の
克
服

244　

対
立
が
解
決
さ
れ
ず
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
埋
没
さ
せ
た
り
葬
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
の
沈
黙
は
、
重

大
な
過
ち
や
罪
へ
の
共
犯
を
意
味
し
ま
す
。
真
の
和
解
と
は
、
対
立
か
ら
逃
げ
ず
に
、
対
立
の
中
に
あ
っ
て
、

対
話
と
、
オ
ー
プ
ン
で
真
摯
で
辛
抱
強
い
交
渉
を
通
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
で
実
現
す
る
の
で
す
。
異

な
る
党
派
間
の
争
い
は
、「
互
い
の
敵
意
と
憎
悪
を
捨
て
去
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
、
正
義
の
探
求
を
基
礎
と

し
た
誠
実
な
話
し
合
い
へ
と
少
し
ず
つ
変
化
す
る
の
で
す（

228
）」。

245　

繰
り
返
し
提
案
し
て
い
る
の
は
、「
社
会
に
お
け
る
友
好
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
原
理

…
…
す
な
わ
ち
、
一
致
は
対
立
に
勝
る
と
い
う
原
理
で
す
。
…
…
こ
れ
は
、
混シ

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

合
主
義
や
、
他
者
を
吸
収
す

る
こ
と
に
賭
け
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
対
立
す
る
両
極
が
も
つ
豊
か
で
有
益
な
潜
在

能
力
そ
の
も
の
を
維
持
し
た
ま
ま
、
高
い
次
元
で
の
解
決
に
信
頼
す
る
こ
と
で
す（

229
）」。

わ
た
し
た
ち
が
よ
く

分
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
個
人
で
も
共
同
体
で
も
、
今
の
自
分
以
上
、
特
定
の
利
益
以
上
の
も
の
を
目
指

す
こ
と
を
学
ぶ
た
び
に
、
相
互
の
理
解
と
か
か
わ
り
合
い
は
変
容
し
、
…
…
対
立
、
緊
張
の
あ
る
と
こ
ろ
、
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さ
ら
に
は
過
去
に
敵
対
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
う
る
人
々
の
も
と
で
も
、
新
た
な
い
の
ち
を
生
み
出
す
多
様

性
の
一
致
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す（

230
）」。

記
憶

246　

義
を
欠
い
た
残
酷
な
苦
し
み
を
ひ
ど
く
味
わ
っ
た
人
に
対
し
て
、「
社
会
的
な
ゆ
る
し
」
の
よ
う
な
も

の
を
求
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
解
は
個
人
的
な
行
為
で
す
。
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、

社
会
と
し
て
一
く
く
り
に
し
て
そ
れ
を
強
要
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
完
全
に
個
人
的
な
領
域
に
お
い
て
、

人
は
、
自
由
で
寛
大
な
決
意
を
も
っ
て
、
処
罰
の
要
求
を

―
社
会
と
そ
の
司
法
が
そ
れ
を
正
当
に
求
め
よ

う
と
も

―
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
マ
タ
イ
5
・
44
―
46
参
照
）。
で
す
が
「
全
般
的
和
解
」
を
命
じ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
傷
口
が
塞
が
れ
た
こ
と
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
忘
却
と
い
う
マ
ン
ト
で
覆
っ
て
不
正
義
を
隠

し
た
こ
と
に
し
た
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
人
に
代
わ
っ
て
ゆ
る
す
権
利
を
行
使
で
き
る
人
な
ど
い
る
で
し
ょ

う
か
。
被
害
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
、
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
た
人
の
こ
と
を
思
え
ば
胸
を
打
た
れ
ま
す
が
、

そ
れ
が
で
き
な
い
人
に
理
解
を
示
す
の
も
ま
た
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
決

し
て
提
案
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
忘
れ
る
こ
と
で
す
。
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シ
ョ
ア
（
訳
注
：
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
滅
亡
、
壊
滅
」
の

意
。「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
）
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
「
偽
り
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
あ
お
ら
れ
、
人
間
の
基
本
的
な
尊
厳
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
、
人
の
邪
悪
さ
は
ど
こ
ま
で
行
き
う
る

か
の
象
徴
で
す
。
人
間
の
尊
厳
は
、
属
す
る
民
族
や
信
奉
す
る
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
条
件
に
尊
重
す
べ

き
も
の
で
す（

231
）」。

こ
れ
を
胸
に
刻
み
つ
つ
、
こ
の
祈
り
を
繰
り
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
の
い

つ
く
し
み
の
う
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
人
と
し
て
、
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
恥

じ
る
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
最
悪
の
偶
像
崇
拝
を
恥
じ
る
恵
み
を
、
あ
な
た
が
土
か
ら
形
づ
く
ら

れ
た
肉
、
あ
な
た
が
い
の
ち
の
息
吹
で
生
を
与
え
ら
れ
た
肉
、
わ
た
し
た
ち
人
間
の
肉
体
を
、
軽
ん
じ
て
ず

た
ず
た
に
し
た
こ
と
を
恥
じ
る
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
二
度
と

―
主
よ
、
も
う
二
度
と
繰
り
返
し
ま

せ
ん（

232
）」。

248　

広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
度
、「
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
犠
牲
者

を
思
い
起
こ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
の
時
を
生
き
延
び
た
か
た
が
た
を
前
に
、
そ
の
強
さ
と
誇
り

に
、
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。
そ
の
後
の
長
き
に
わ
た
り
、
肉
体
の
激
し
い
苦
痛
と
、
心
の
中
の
生
き
る
力

を
む
し
ば
ん
で
い
く
死
の
兆
し
を
忍
ん
で
こ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
…
…
現
在
と
将
来
の
世
代
に
、
こ
こ
で
起
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き
た
出
来
事
の
記
憶
を
失
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
よ
り
正
義
に
か
な
い
、
い
っ
そ
う
兄
弟
愛
に
あ
ふ
れ
る

将
来
を
築
く
た
め
の
保
証
で
あ
り
起
爆
剤
で
あ
る
記
憶
…
…
を
で
す（

233
）」。

ま
た
、
迫
害
、
人
身
売
買
、
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
過
去
に
あ
り
、
現
在
も
続
い
て
い
る
こ
と
、
人
間
と
し
て
恥
ず
べ
き
そ
の
他

多
く
の
歴
史
的
出
来
事
も
、
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
何
度
も
胸
に
刻
ま
れ
、
倦
怠
や
慣
れ
に

陥
る
こ
と
な
く
、
記
憶
さ
れ
続
け
る
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。

249　

今
日
で
は
、
も
う
長
い
年
月
が
流
れ
た
、
前
を
向
く
べ
き
だ
、
と
の
こ
と
ば
で
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て

し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
。
お
願
い
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。
記
憶
な
し
に
は
決
し
て
前
に

進
め
ま
せ
ん
。
欠
け
や
ゆ
が
み
の
な
い
明
快
な
記
憶
が
な
け
れ
ば
進
歩
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、

「
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
苦
し
み
を
、
次
世
代
の
人
々
に
証
言
す
る
こ
と
で
、
共
同
意
識
の
炎
を
今
も
と
も

し
続
け
て
い
ま
す
」。
そ
れ
は
、「
ど
の
よ
う
な
支
配
欲
や
破
壊
欲
を
前
に
し
て
も
人
間
の
良
心
を
さ
ら
に
強

固
に
す
る
た
め
に
、
犠
牲
者
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
守
っ
て
い
ま
す（

234
）」。

犠
牲
者

―
個
人
、
社
会
集
団
、

国
家

―
に
こ
そ
、
経
験
し
た
甚
大
な
苦
し
み
の
名
の
も
と
に
、
報
復
や
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
正
当
化
す
る
論

理
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
は
、
惨
禍
の
記
憶
だ
け
で
な

く
、
毒
さ
れ
腐
敗
し
た
状
況
の
中
で
も
、
尊
厳
を
回
復
し
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
通
し
て
、
連
帯
、
ゆ
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る
し
、
兄
弟
愛
を
選
択
し
た
人
々
の
記
憶
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
よ
い
も
の
を
思
い
出
す
の
は
、

と
て
も
よ
い
こ
と
で
す
。

ゆ
る
す

―
だ
が
忘
れ
な
い

250　

ゆ
る
す
と
は
、
忘
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
ど
う
に
も
否
定
し
き
れ
な
い
、
客
観
視
で

き
な
い
、
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
い
た
い
の
で
す
。
い
か
に
し
て
も
許
容
し
え
な
い
、
納
得
で
き
な
い
、
目
を
つ
ぶ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ゆ
る
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
何
が
あ
ろ
う
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ゆ
る
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
自
由
意
志
に
よ
っ
て
心
か
ら
ゆ
る

す
こ
と
は
偉
大
で
、
神
の
ゆ
る
し
の
は
か
り
し
れ
な
さ
を
映
し
て
い
ま
す
。
ゆ
る
す
こ
と
が
見
返
り
を
求
め

な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
悔
い
改
め
を
拒
み
、
ゆ
る
し
を
請
う
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
人
を
も
、
ゆ
る
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

251　

真
に
ゆ
る
す
人
た
ち
は
、
忘
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
を
傷
つ
け
た
と
同
じ
破
壊
的
な
力
に
取
り
つ
か



第七章　再び会う道

189

れ
た
状
態
か
ら
離
れ
る
決
意
を
す
る
の
で
す
。
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
破
壊
力
の
増
大
を
押
し
と
ど
め
ま

す
。
こ
の
人
た
ち
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
再
び
自
分
に
襲
い
か
か
る
復
讐
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
社
会
に
植
え
つ

け
続
け
は
し
な
い
と
決
意
す
る
の
で
す
。
復
讐
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
鬱
積
し
た
憤
懣
が
完
全
に
解
消
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
あ
ま
り
に
お
ぞ
ま
し
く
残
虐
な
犯
罪
は
、
犯
人
を
苦
し
め
る
こ
と
で
、
被
害
の

埋
め
合
わ
せ
が
で
き
た
と
納
得
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
犯
人
を
殺
し
て
も
ま
だ
足
り
ま
せ
ん
し
、

被
害
者
を
さ
い
な
ん
だ
で
あ
ろ
う
苦
悶
に
見
合
う
責
め
苦
な
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
復
讐
は
、
何
も
解
決
し
ま

せ
ん
。

252　

刑
罰
の
免
除
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
正
義
は
、
被
害
者
の
怒
り
の
は

け
口
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
、
正
義
そ
の
も
の
へ
の
愛
ゆ
え
に
、
被
害
者
へ
の
敬
意
ゆ
え
に
、

新
た
な
犯
罪
を
防
ぎ
共
通
善
を
守
る
た
め
に
、
ふ
さ
わ
し
く
求
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
復
讐
の
負
の
連
鎖
や
、

忘
却
の
不
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
正
義
の
追
求
を
可
能
に
す
る
の
は
、
ま
さ
に
ゆ
る
し
な
の
で
す
。

253　

双
方
に
不
正
義
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
同
程
度
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
比
較
で
き
な
い
と
い
う

可
能
性
を
、
し
っ
か
り
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
す
。
国
家
の
制
度
や
権
力
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
た
暴
力
は
、
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私
的
集
団
に
よ
る
暴
力
と
は
次
元
が
違
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
方
の
側
の
不
当
な
苦
し
み
だ
け
が
記

憶
さ
れ
る
よ
う
仕
向
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ク
ロ
ア
チ
ア
の
司
教
団
が
教
え
た
と
お
り
で
す
。「
わ
た
し
た

ち
は
、
罪
な
き
犠
牲
者
一
人
ひ
と
り
に
対
し
、
等
し
く
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
民
族
、
信
仰
、

国
籍
、
政
治
思
想
に
よ
る
、
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す（

235
）」。

254　

神
に
せ
つ
に
願
い
ま
す
。「
思
想
、
言
語
、
文
化
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
、
兄
弟
姉
妹
と
会
え
る
よ

う
、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
整
え
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
く
し
み
の
油
を
わ
た
し
た
ち
す
べ
て
に
注
ぎ
、
過
ち
、

無
理
解
、
不
和
の
傷
を
い
や
し
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
が
、
謙
虚
さ
と
柔
和
を
も
っ
て
、
平
和
を
求
め

る
、
厳
し
く
と
も
実
り
あ
る
歩
み
へ
と
遣
わ
さ
れ
ま
す
よ
う
に（

236
）」。

戦
争
と
死
刑

255　

き
わ
め
て
悲
劇
的
な
事
由
の
解
決
策
と
し
て
提
示
さ
れ
る
、
極
端
な
局
面
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
誤
っ
た

解
で
あ
る
こ
と
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
は
そ
れ
で
は
片
づ
か
な
い
こ
と
、
結
局
は
国
内
外
の
社

会
構
造
に
新
た
な
破
壊
の
要
因
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
提
示
さ
れ
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る
も
の
で
す
。
戦
争
と
死
刑
で
す
。

戦
争
の
不
正
義

256　
「
悪
を
耕
す
者
の
心
に
は
裏
切
り
が
あ
る
。
平
和
を
勧
め
る
人
の
心
に
は
喜
び
が
あ
る
」（
蔵
言
12
・
20
）。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
争
に
解
決
策
を
求
め
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
戦
争
は
多
く
の
場
合
、「
さ
ま
ざ
ま
な
関

係
の
ゆ
が
み
、
覇
権
へ
の
野
心
、
権
力
の
濫
用
、
他
者
や
異
な
る
も
の
を
障
害
と
み
な
す
こ
と
で
生
じ
る
恐

怖
心
に
よ
っ
て
あ
お
ら
れ
ま
す（

237
）」。

戦
争
は
過
去
の
亡
霊
で
は
な
く
、
た
え
ず
脅
威
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

す
で
に
始
め
ら
れ
、
い
く
つ
か
実
り
始
め
た
平
和
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
歩
み
の
中
で
、
世
界
は
い
っ
そ
う
の

困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

257　

戦
争
が
拡
散
す
る
素
地
が
新
た
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
に
は
、
忘
れ
ず
に
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

「
戦
争
は
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
否
定
で
あ
り
、
環
境
に
対
す
る
無
残
な
攻
撃
で
す
。
す
べ
て
の
人
の
真
の
全
人

的
発
展
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
間
、
民
族
間
で
の
戦
争
回
避
の
た
め
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
必
要
で
す
。

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
真
に
根
本
的
な
法
的
規
範
で
あ
る
国
連
憲
章
が
提
示
し
た
と
お
り
、
法
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に
よ
る
議
論
の
余
地
の
な
い
支
配
を
確
保
し
、
折
衝
、
仲
介
、
仲
裁
を
つ
ね
に
方
策
と
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す（

238
）」。

国
連
の
七
十
五
年
の
歴
史
と
、
今
千
年
期
最
初
の
二
十
年
の
経
験
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
国
際

規
範
の
全
面
的
適
用
は
実
際
有
効
で
あ
り
、
そ
の
不
履
行
は
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
と
、
は
っ
き
り

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
国
連
憲
章
は
、
重
ん
じ
ら
れ
、
透
明
性
と
誠
意
を
も
っ
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と

で
、
正
義
の
た
め
の
守
る
べ
き
基
準
と
な
り
、
平
和
へ
の
道
筋
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

不
法
な
意
図
を
隠
蔽
し
た
り
、
国
や
集
団
の
私
的
利
益
を
世
界
の
共
通
善
に
優
先
さ
せ
た
り
し
な
い
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
規
範
を
、
都
合
が
い
い
と
き
は
頼
り
に
し
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
無
視
し
て

お
く
道
具
と
み
な
せ
ば
、
制
御
不
能
な
力
が
解
き
放
た
れ
て
し
ま
い
、
社
会
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
、
兄
弟
愛
、

環
境
、
文
化
財
を
大
き
く
傷
つ
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
失
を
も
た
ら
し
ま
す
。

258　

こ
の
よ
う
に
戦
争
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
人
道
的
、
防
衛
的
、
予
防
的
な
あ
ら
ゆ
る
口
実
を
建
前
に
し
、

情
報
操
作
す
ら
利
用
し
て
、
安
易
に
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
実
、
こ
こ
数
十
年
の
戦
争
は
す
べ
て
、「
正

当
と
さ
れ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
き
ま
し
た
。『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
は
、
軍
事
力
に
よ
る
正

当
防
衛
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
が
、
前
提
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
「
倫
理
的
正
当
性
の
厳
格
な

条
件（

239
）」

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
を
求
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
可
能
な
権
利
が
、
あ
ま
り
に
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ひ
ど
い
拡
大
解
釈
へ
と
容
易
に
走
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、「
予
防
的
」
な
攻
撃
や
、「
除
去
し
よ
う
と
す
る

害
よ
り
も
さ
ら
に
重
大
な
害
や
混
乱（

240
）」

を
伴
わ
な
い
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
軍
事
行
為
ま
で
も
が
、
不
当

に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
。
問
題
で
あ
る
の
は
、
核
兵
器
、
化
学
兵
器
、
生
物
兵
器
の
開
発
と
、
新
技
術
か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
膨
大
で
増
大
す
る
手
段
に
よ
っ
て
、
制
御
不
能
な
破
壊
的
軍
事
力
が
戦
争
に
付
与
さ
れ
、

多
く
の
罪
の
な
い
民
間
人
が
被
害
に
遭
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
実
、「
か
つ
て
人
類
は
自
ら
に
対

す
る
こ
れ
ほ
ど
の
権
力
を
有
し
た
こ
と
は
な
く
、
…
…
そ
う
し
た
権
力
が
賢
明
に
行
使
さ
れ
る
保
証
は
ど
こ

に
も
あ
り
ま
せ
ん（

241
）」。

で
す
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
も
は
や
、
戦
争
を
解
決
策
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
す
。
戦
争
に
よ
っ
て
手
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
成
果
よ
り
も
、
つ
ね
に
リ
ス
ク
の
ほ
う
が
大
き
い
は
ず
だ
か

ら
で
す
。
こ
の
現
実
を
見
れ
ば
、「
正
戦
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
る
べ
く
、
過
去
数
世
紀
の
間
に
合
理
的

に
練
ら
れ
た
基
準
を
、
今
日
支
持
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
す
。
二
度
と
戦
争
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん（

242
）。

259　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
展
に
伴
い
、
地
球
上
の
ど
こ
か
一
つ
の
場
所
に
と
っ
て
は
即
時
的
、
現

実
的
解
決
に
見
え
る
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
潜
在
的
な
暴
力
因
子

―
最
後
は
地
球
全
体
を
害
し
、
新
た
な
よ

り
ひ
ど
い
次
の
戦
争
へ
の
扉
を
開
く

―
の
連
鎖
を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
い
添
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
現
代
世
界
で
は
も
は
や
、
あ
の
国
こ
の
国
で
、
戦
争
が
「
ば
ら
ば
ら
」
起
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、



194

「
ば
ら
ば
ら
な
世
界
大
戦
」
が
起
き
て
い
る
の
で
す
。
国
々
の
運
命
は
、
世
界
と
い
う
舞
台
で
互
い
に
密
接

に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

260　

聖
ヨ
ハ
ネ
二
十
三
世
が
い
っ
た
よ
う
に
、「
戦
争
が
侵
害
さ
れ
た
権
利
回
復
の
手
段
に
な
る
と
は
ま
っ

た
く
考
え
ら
れ
ま
せ
ん（

243
）」。

彼
は
、
国
際
的
な
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
に
こ
の
よ
う
に
断
言
し
、
冷
戦

時
代
に
広
が
っ
て
い
た
平
和
へ
の
強
い
願
い
を
表
し
た
の
で
す
。
平
和
の
道
理
は
、
私
的
利
益
の
い
か
な
る

打
算
よ
り
も
、
武
器
使
用
へ
の
い
か
な
る
信
頼
よ
り
も
、
は
る
か
に
堅
固
だ
と
い
う
確
信
を
強
め
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
冷
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
好
機
が
、
適
切
に
生
か
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ

た
し
た
ち
運
命
共
同
体
に
つ
い
て
の
、
将
来
の
展
望
と
共
通
認
識
が
欠
け
て
い
た
の
で
す
。
逆
に
、
普
遍
的

な
共
通
善
を
引
き
受
け
ず
に
、
個
別
の
利
益
の
追
求
に
屈
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
戦
争
の
幻
惑
の
亡
霊

が
、
再
び
勢
い
づ
い
た
の
で
す
。

261　

ど
の
戦
争
も
必
ず
、
世
界
を
、
か
つ
て
の
姿
よ
り
も
い
っ
そ
う
劣
化
さ
せ
ま
す
。
戦
争
は
、
政
治
の
失

敗
、
人
間
性
の
欠
如
で
あ
り
、
悪
し
き
勢
力
に
対
す
る
恥
ず
べ
き
降
伏
、
敗
北
な
の
で
す
。
理
屈
を
こ
ね
る

の
は
や
め
て
、
傷
に
触
れ
、
犠
牲
者
の
か
ら
だ
に
触
れ
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
巻
き
添
え
被
害
」
で
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殺さ
つ

戮り
く

さ
れ
た
無
数
の
民
間
人
を
、
し
っ
か
り
見
つ
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
犠
牲
者
に
尋
ね
よ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
避
難
民
、
被
爆
者
や
化
学
兵
器
の
被
害
者
、
わ
が
子
を
亡
く
し
た
母
、
手
足
を
失
っ
た
子

や
幼
少
期
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
目
を
向
け
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
う
し
た
暴
力
の
犠
牲
者

が
伝
え
る
真
実
に
意
識
を
向
け
、
彼
ら
の
目
を
通
し
て
現
実
を
見
つ
め
、
開
か
れ
た
心
で
彼
ら
の
話
に
耳
を

傾
け
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
戦
争
の
根
底
に
あ
る
悪
の
深
淵
に
気
づ
け
る
よ
う
に
な
り
、

平
和
を
選
ぶ
こ
と
で
愚
直
だ
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
動
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

262　

現
今
の
問
題
の
解
決
策
が
、
核
兵
器
、
化
学
兵
器
、
生
物
兵
器
の
使
用
の
脅
威
を
も
っ
て
の
恐
怖
に
よ

る
抑
止
で
あ
る
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
規
範
も
十
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
現
に
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
非
対

称
戦
争
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
、
環
境
問
題
、
貧
困
な
ど
、
二
十
一
世
紀
の
こ
の
多
極
化
し
た
世
界
に
お
け
る
平

和
と
安
全
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
に
つ
い
て
、
そ
の
複
合
性
と
と
も
に
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
課
題
に
有
効

に
対
応
す
る
た
め
に
は
核
の
抑
止
力
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
思
い
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
懸

念
は
、
時
間
も
空
間
も
無
関
係
に
壊
滅
的
な
結
果
を
伴
う
核
兵
器
の
使
用
が
も
た
ら
す
人
道
的
・
環
境
的
な

破
局
的
影
響
を
考
え
て
み
れ
ば
、
い
っ
そ
う
現
実
味
を
帯
び
て
き
ま
す
。
…
…
恐
怖
に
基
づ
く
安
定
が
、
実

際
は
、
恐
怖
の
増
大
と
、
民
の
間
の
信
頼
関
係
を
蝕む

し
ばむ
こ
と
に
加
担
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
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持
続
可
能
な
の
か
、
よ
く
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
際
的
な
平
和
と
安
定
は
、
偽
り
の
安
心
感
、

相
互
破
滅
や
壊
滅
の
脅
威
、
勢
力
均
衡
の
単
な
る
維
持
を
礎

い
し
ず
えと
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

…
…
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
核
兵
器
廃
絶
の
最
終
目
標
は
、
挑
戦
で
あ
る
と
同
時
に
、
倫
理
的
、
人
道
的
命

令
で
も
あ
る
の
で
す
。
…
…
相
互
依
存
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
、
核
兵
器
の
脅
威
へ
の
対
応
が
何
で
あ

れ
、
相
互
信
頼
に
基
づ
く
集
団
的
で
協
調
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
信

頼
は
、
隠
さ
れ
た
利
益
や
私
的
な
利
益
の
保
護
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
共
通
善
を
真
摯
に
目
指
す
対
話
に

よ
っ
て
の
み
、
構
築
で
き
る
の
で
す（

244
）」。

そ
し
て
、
武
器
や
そ
の
他
軍
事
費
に
使
わ
れ
て
い
る
お
金
で
、
国

際
基
金
を
設
立
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か（

245
）。

飢
餓
撲
滅
の
た
め
に
、
そ
し
て
最
貧
国
の
発
展
の
た
め
に
、

そ
う
し
て
、
そ
の
国
の
住
民
が
暴
力
的
解
決
や
空
振
り
の
解
決
策
に
頼
ら
な
く
て
よ
い
よ
う
に
、
よ
り
尊
厳

あ
る
生
活
を
求
め
て
国
を
離
れ
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
で
す
。

死
刑

263　

他
な
る
も
の
を
消
滅
さ
せ
る
、
も
う
一
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
矛
先
は
国
で
は
な
く
、
人
に
向

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
死
刑
で
す
。
聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
明
解
に
、
決
然
と
、
こ
れ
は
倫
理
の
観
点
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か
ら
は
不
適
切
で
あ
り
、
刑
事
司
法
の
観
点
か
ら
は
も
は
や
不
必
要
だ
と
言
明
し
ま
し
た（

246
）。

こ
の
立
場
に
関

し
て
、
後
戻
り
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
今
日
、
わ
た
し
た
ち
は
は
っ
き
り
と
表
明
し
ま
す
。「
死
刑
は
許
さ

れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

247
）」。

そ
し
て
教
会
は
、
世
界
中
で
死
刑
が
廃
止
さ
れ
る
よ
う
提
案
す
べ
く
、
決

意
を
も
っ
て
取
り
組
み
ま
す（

248
）。

264　

新
約
聖
書
で
は
、
個
人
は
自
分
で
制
裁
を
科
す
こ
と
の
な
い
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
（
ロ
ー
マ
12
・

17
、
19
参
照
）、
他
方
で
、
悪
を
行
う
者
に
処
罰
を
与
え
る
権
威
者
の
必
要
性
を
認
め
て
い
ま
す
（
ロ
ー
マ
13
・

4
、
一
ペ
ト
ロ
2
・
14
参
照
）。
実
に
、「
組
織
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中
心
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
市

民
生
活
に
は
、
自
由
意
志
に
よ
る
違
反
に
適
切
な
対
応
を
求
め
る
、
共
生
の
た
め
の
ル
ー
ル
が
必
要
で
す（

249
）」。

こ
れ
は
、
正
当
な
公
権
力
は
「
犯
さ
れ
た
犯
罪
の
重
さ
に
応
じ
て
、
刑
罰
を
科
す（

250
）」

こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ

う
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
司
法
に
は
「
法
の
下
で
の
必
要
な
独
立
性（

251
）」

が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

265　

古
代
教
会
の
時
代
か
ら
、
明
確
に
死
刑
に
反
対
す
る
人
は
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
は
、「
い
か
な
る
例
外
も
な
い
。
人
の
い
の
ち
を
奪
う
の
は
、
い
つ
何
ど
き
で
も
犯
罪
で
あ
る（

252
）」

と
主
張
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し
て
い
ま
す
。
教
皇
ニ
コ
ラ
ス
一
世
は
、「
す
べ
て
の
無
実
の
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
犯
罪
者
を
死
刑

か
ら
解
放
す
べ
く
努
め
る
べ
し（

253
）」

と
勧
告
し
ま
し
た
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
司
祭
二
人
の
殺
害
に
対

す
る
裁
判
の
際
に
、
殺
人
犯
ら
の
生
命
を
奪
わ
ぬ
よ
う
裁
判
官
に
求
め
、
次
の
よ
う
に
弁
護
し
ま
し
た
。

「
犯
罪
を
犯
す
自
由
を
悪
人
ど
も
か
ら
奪
い
取
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で

は
な
く
彼
ら
が
生
き
た
ま
ま
で
、
身
体
の
ど
の
部
分
も
不
具
に
さ
れ
な
い
で
、
狂
気
に
よ
る
不
安
か
ら
健
康

な
静
穏
へ
と
法
の
規
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
か
、
悪
意
あ
る
し
わ
ざ
か
ら
何
か
有
益
な
わ
ざ
に
割
り
当
て
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
満
足
す
る
で
し
ょ
う
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
も
有
罪
判
決
と
呼
ば
れ
ま

す
が
、
荒
れ
狂
っ
た
無
謀
が
抑
制
さ
れ
、
悔
い
改
め
の
医
薬
も
取
り
去
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
罰
と
い
う

よ
り
も
好
意
の
し
る
し
と
い
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
…
…
邪
悪
に
対

し
て
は
厳
し
く
怒
っ
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
図
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

忌
ま
わ
し
い
罪
人
ら
に
報
復
す
る
欲
望
を
駆
り
立
て
な
い
で
、
罪
人
ら
の
傷
を
い
や
そ
う
と
す
る
意
志
を
用

い
て
く
だ
さ
い（

254
）」。

266　

恐
怖
や
恨
み
が
あ
る
と
す
ぐ
に
、
刑
罰
と
は
報
復
で
あ
り
、
当
然
過
酷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
し
ま
い
、
そ
れ
が
い
や
し
と
社
会
復
帰
の
一
環
で
あ
る
と
は
理
解
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
今
日
は
、「
政
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治
分
野
の
一
部
か
ら
も
一
部
メ
デ
ィ
ア
か
ら
も
、
公
的
に
も
私
的
に
も
、
暴
力
と
復
讐
が
あ
お
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
犯
し
た
罪
の
責
を
負
う
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
正
当
な
理
由
の
あ
る
な
し
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
律
に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
も
で
す
。
…
…
意
図

し
て
敵
に
仕
立
て
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
が
危
険
だ
と
認
識
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
何
か

し
ら
の
特
徴
が
集
約
さ
れ
て
い
る
、
型
ど
お
り
の
人
物
が
敵
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
人
種
差
別
思
想
の
拡
大
を
許
し
た
当
時
と
同
じ
も
の
で
す（

255
）」。

こ
れ
に
よ
り
、
一
部
の
国
で
は
、

予
防
拘
禁
、
裁
判
な
し
の
投
獄
、
そ
し
て
何
よ
り
死
刑
、
こ
う
し
た
手
段
に
訴
え
る
傾
向
が
強
ま
り
、
非
常

に
危
険
に
な
っ
て
い
ま
す
。

267　

も
う
一
度
指
摘
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。「
今
日
の
国
家
に
お
い
て
は
、
不
当
な
攻
撃
者
か
ら
他
の
い
の

ち
を
守
る
に
は
死
刑
以
外
に
手
段
が
な
い
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
」。
と
く

に
問
題
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
無
裁
判
死
刑
や
超
法
規
的
死
刑
の
執
行
で
あ
り
、「
そ
れ
ら
は
一
部
の
国
家
や

そ
の
代
理
人
に
よ
る
意
図
的
な
殺
人
で
す
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
、
犯
罪
者
と
の
対
決
を
装
う
か
、
あ
る
い
は
、

望
ま
し
く
は
な
く
と
も
、
合
理
的
、
必
然
的
、
か
つ
法
の
適
用
に
相
応
す
る
力
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
と
し

て
示
さ
れ
る
の
で
す（

256
）」。
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268　
「
死
刑
制
度
に
反
対
す
る
議
論
は
数
多
く
あ
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
そ

の
い
く
つ
か
を
、
折
に
触
れ
て
強
調
し
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
誤
審
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、

全
体
主
義
体
制
や
独
裁
体
制
に
よ
る
、
政
治
的
立
場
が
異
な
る
者
の
排
除
や
、
宗
教
的
・
文
化
的
少
数
者
の

迫
害
の
手
段
と
し
て
の
死
刑
の
利
用
な
ど
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
す
べ
て
の
犠
牲
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
か
ら
見
れ
ば
「
犯
罪
者
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
と
善
意
あ
る
人
々
は
、
合

法
・
非
合
法
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
死
刑
を
廃
止
す
べ
く
闘
う
よ
う
、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
自

由
を
奪
わ
れ
た
人
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
守
り
、
刑
務
所
の
環
境
改
善
の
た
め
に
も
闘
う
よ
う
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
わ
た
し
は
、
こ
れ
を
終
身
刑
と
関
連
づ
け
ま
す
。
…
…
終
身
刑
は
ひ
そ
か
な
死
刑
な
の

で
す（

257
）」。

269　
「
殺
人
者
と
い
え
ど
も
そ
の
人
格
の
尊
厳
を
失
わ
な
い
の
で
あ
り
、
神
自
身
が
そ
の
保
障
を
明
確
に
約

束
さ
れ
た（

258
）」

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
断
固
た
る
死
刑
反
対
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
奪
う
こ
と
の
で

き
な
い
尊
厳
の
認
識
と
、
こ
の
世
界
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
居
場
所
が
あ
る
と
の
理
解
が
、
ど
れ
ほ
ど
に
可

能
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
極
悪
の
犯
罪
者
に
対
し
て
も
そ
れ
を
否
定
し
な
い
か
ら
に
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
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そ
れ
を
否
定
せ
ず
、
わ
た
し
は
、
自
分
と
こ
の
地
球
を
共
有
す
る
可
能
性
を
す
べ
て
の
人
に
、
た
も
と
を
分

か
つ
人
に
も
差
し
出
す
つ
も
り
で
す
。

270　

こ
れ
に
つ
い
て
た
め
ら
い
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
あ
れ
暴
力
に
傾
く
キ
リ
ス
ト
者
に
は
、
イ
ザ
ヤ
書
の

こ
と
ば
を
思
い
出
す
よ
う
招
き
ま
す
。「
彼
ら
は
剣つ

る
ぎを
打
ち
直
し
て
鋤す

き

と
し
」（
2
・
4
）
た
の
で
す
。
わ
た

し
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
預
言
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
実
現
し
て
い
ま
す
。
暴
力
に
駆
ら
れ
た
弟

子
を
前
に
、
イ
エ
ス
は
決
然
と
い
わ
れ
ま
し
た
。「
剣
を
さ
や
に
納
め
な
さ
い
。
剣
を
取
る
者
は
皆
、
剣
で

滅
び
る
」（
マ
タ
イ
26
・
52
）。
こ
れ
は
、「
人
間
か
ら
人
間
の
い
の
ち
を
賠
償
と
し
て
要
求
す
る
。
人
の
血
を

流
す
者
は
、
人
に
よ
っ
て
自
分
の
血
を
流
さ
れ
る
」（
創
世
記
9
・
5
―
6
）
と
い
う
い
に
し
え
の
忠
告
の
こ

だ
ま
で
し
た
。
イ
エ
ス
の
心
か
ら
わ
き
出
た
こ
の
反
応
は
、
時
代
を
超
え
て
、
変
わ
ら
な
い
呼
び
か
け
と
し

て
今
日
に
届
く
の
で
す
。
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第
八
章
　
世
界
の
兄
弟
愛
の
た
め
に
働
く
宗
教

271　

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
は
、
ど
の
人
も
神
の
子
ど
も
と
な
る
よ
う
招
か
れ
た
被
造
物
で
あ
っ
て
尊
い
と
い
う

考
え
を
も
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
兄
弟
愛
の
構
築
と
正
義
の
擁
護
の
た
め
に
貴
重
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

宗
教
間
対
話
は
、
外
交
や
礼
節
、
も
し
く
は
寛
容
ゆ
え
に
の
み
行
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
の
司
教

団
が
教
え
た
よ
う
に
、「
対
話
の
目
的
は
、
真
摯
な
愛
の
心
で
、
友
愛
、
平
和
、
和
合
を
築
き
、
倫
理
的
、

霊
的
な
価
値
観
や
経
験
を
分
か
ち
合
う
こ
と
な
の
で
す（

259
）」。
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究
極
の
根
拠

272　

わ
た
し
た
ち
信
者
は
、
神
は
万
人
の
御
父
と
い
う
理
解
が
な
け
れ
ば
、
兄
弟
愛
の
呼
び
か
け
に
盤
石
な

根
拠
は
な
い
と
考
え
ま
す
。「
孤
児
で
は
な
い
と
い
う
子
と
し
て
の
意
識
が
あ
っ
て
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
は

互
い
に
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る（

260
）」

と
確
信
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
理
性
そ
れ
自
体
は
、
人

間
の
平
等
を
理
解
し
、
市
民
的
共
存
に
安
定
性
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
兄
弟
愛
を
確
立
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん（

261
）」。

273　

こ
れ
に
つ
い
て
わ
た
し
は
、
忘
れ
が
た
い
一
節
を
思
い
起
こ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
も
し
、
人
間
が

自
ら
の
完
全
な
自
己
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
従
う
べ
き
超
越
的
真
理
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ら
、

人
々
の
間
に
公
正
な
関
係
を
保
障
す
る
確
か
な
原
則
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
個
々
の
階
級
、
集
団
、
民
族
の
自

己
利
益
は
、
互
い
に
対
立
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
、
人
が
超
越
的
真
理

を
認
め
な
い
な
ら
、
そ
の
と
き
、
権
力
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
り
、
個
々
の
人
は
他
者
の
権
利
を
顧
み
ず
、

可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
利
用
し
て
自
分
の
利
益
、
自
分
の
意
見
を
通
そ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。
…
…
こ
の
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よ
う
に
、
近
代
の
全
体
主
義
の
根
は
、
人
間

―
そ
れ
は
見
え
な
い
神
の
見
え
る
似
姿
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

本
性
的
に
、
い
か
な
る
個
人
、
集
団
、
階
級
、
民
族
、
国
家
も
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
の
主
体
で
あ
り

ま
す

―
の
超
越
的
尊
厳
の
否
定
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
す
。
社
会
の
多
数
派
で
あ
っ
て
も
、
少
数
派
に
対

し
て
、
彼
ら
を
孤
立
さ
せ
、
弾
圧
し
、
搾
取
し
、
あ
る
い
は
絶
滅
さ
せ
よ
う
と
企
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん（

262
）」。

274　

自
分
た
ち
の
信
仰
体
験
や
、
何
世
紀
に
も
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
恵
、
ま
た
、
自
身
の
さ
ま
ざ
ま

な
弱
さ
や
失
敗
に
よ
る
学
び
か
ら
、
宗
教
は
違
っ
て
も
信
者
た
る
も
の
、
神
を
示
す
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
の

社
会
に
と
っ
て
よ
い
こ
と
だ
と
知
っ
て
い
ま
す
。
真
摯
な
心
で
神
を
求
め
る
こ
と
で

―
た
だ
し
自
分
た
ち

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
そ
の
他
の
こ
と
に
利
用
し
て
神
の
姿
を
ぼ
や
か
す
こ
と
な
く

―
、
互
い
を
人
生
を
旅

す
る
仲
間
、
真
の
兄
弟
姉
妹
だ
と
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
信
じ
て
い
る
の
は
、

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
名
の
も
と
に
社
会
か
ら
神
を
締
め
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
結
局
そ
れ
は
偶
像
崇
拝
と
な
り
、

人
は
た
ち
ま
ち
道
を
見
失
い
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
は
踏
み
に
じ
ら
れ
、
人
権
は
侵
害
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
良
心
の
自
由
と
信
教
の
自
由
の
剥
奪
が
ど
れ
ほ
ど
残
虐
な
行
為
と
な
る
の
か
、
ま
た
そ
う
し

た
傷
が
い
か
に
し
て
、
希
望
と
理
想
が
奪
わ
れ
て
完
全
に
疲
弊
し
た
人
間
性
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
か
、
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皆
さ
ん
は
よ
く
ご
存
じ
で
す（

263
）」。

275　
「
現
代
世
界
の
危
機
の
最
大
の
原
因
は
、
鈍
感
に
な
っ
た
人
間
の
良
心
と
、
宗
教
的
価
値
観
の
疎
外
で

あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
個
人
主
義
と
物
質
主
義
的
思
想

―
人
間
を
神
化
し
、
世
俗
的
で
物
質
的
な
価
値
観

を
至
高
の
超
越
的
原
理
に
置
き
換
え
る
こ
と

―
の
優
勢（

264
）」

で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
す
。
公
的
な
議

論
の
場
で
発
言
権
を
も
つ
の
が
、
有
力
者
や
学
者
だ
け
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
何
世
紀
に
も
わ
た

る
経
験
と
知
恵
を
集
め
た
、
宗
教
を
背
景
に
し
た
考
察
の
機
会
を
も
つ
べ
き
で
す
。「
古
典
的
な
宗
教
書
は

あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
意
味
を
も
ち
う
る
」
の
で
す
が
、
実
際
は
、「
合
理
主
義
の
狭
量
な
視
野
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
古
典
が
軽
視
さ
れ
る
の
で
す（

265
）」。

276　

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
教
会
は
、
政
治
の
自
律
性
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
使
命
を
内
輪
の
世
界
に
押

し
と
ど
め
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
よ
い
世
界
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
「
傍
観
し
て
い

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
傍
観
す
る
べ
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
し
、
さ
ら
に
、
社
会
生
活
全
体
を
実
り
あ

る
も
の
に
す
る
「
霊
的
な
力
を
呼
び
覚
ま
す（

266
）」

こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
確
か
に
、
聖
職
者
は

信
徒
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
政
党
政
治
に
加
わ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
の
、
人
間
存
在
と
し
て
の
政
治
的



206

側
面（

267
）

―
共
通
善
に
た
え
ず
注
意
を
払
い
、
全
人
的
な
発
展
に
関
心
を
も
つ
こ
と

―
を
放
棄
し
て
よ
い
は

ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
会
は
、「
そ
の
慈
善
活
動
や
教
育
活
動
以
上
の
公
共
の
役
割
を
担
っ
て
」
い
て
、「
人

類
の
向
上
と
普
遍
的
な
兄
弟
愛
の
促
進（

268
）」

に
も
努
め
て
い
る
の
で
す
。
教
会
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
地
上

の
権
力
者
に
対
抗
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
現
代
世
界
へ
、
信
仰
、
希
望
、
愛

―
主
に
対
す
る

愛
と
、
主
が
格
別
に
愛
し
て
お
ら
れ
る
人
々
へ
の
愛

―
を
あ
か
し
す
る
た
め
に
…
…
開
か
れ
た
、
こ
れ
こ

そ
が
教
会
で
あ
る
家
庭
の
中
の
家
庭
」
と
し
て
自
ら
を
示
す
こ
と
で
す
。「
扉
の
開
い
た
家
。
教
会
は
扉
が

開
い
た
ま
ま
の
家
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
は
母
で
あ
る
か
ら
で
す（

269
）」。

そ
し
て
イ
エ
ス
の
母
、
マ
リ

ア
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
仕
え
る
教
会
、
家
か
ら
出
て
行
く
、
聖
堂
か
ら
出
て
行
く
、
香
部
屋
か

ら
出
て
行
く
教
会
に
な
り
た
い
の
で
す
。
い
の
ち
に
寄
り
添
い
、
希
望
を
支
え
、
一
致
の
し
る
し
と
な
る
た

め
に
、
…
…
橋
を
架
け
、
壁
を
壊
し
、
和
解
の
種
を
蒔
く
た
め
に
で
す（

270
）」。

キ
リ
ス
ト
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

277　

教
会
は
、
他
の
宗
教
に
お
け
る
神
の
働
き
を
尊
び
ま
す
。「
こ
れ
ら
の
宗
教
の
中
に
あ
る
真
実
に
し
て

神
聖
な
も
の
を
何
も
拒
絶
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
行
動
様
式
や
生
活
様
式
も
、
そ
の
戒
律
や
教
理
も
、
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…
…
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
あ
の
真
理
そ
の
も
の
の
光
を
反
映
す
る
こ
と
も
決
し
て
ま
れ
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る（

271
）」。

と
も
か
く
、
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
も
し
も
福
音

の
調
べ
が
わ
た
し
た
ち
の
は
ら
わ
た
を
揺
さ
ぶ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
思
い
や
り
か
ら
わ
き
出
る
喜
び
、

信
頼
か
ら
生
ま
れ
る
優
し
さ
、
い
つ
だ
っ
て
ゆ
る
さ
れ
て
派
遣
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
の
自
覚
を
源
泉
と
す
る

和
解
の
能
力
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
福
音
の
調
べ
が
、
家
庭
で
、
町
中
で
、
職

場
で
、
政
治
や
経
済
の
場
で
流
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
尊
厳
の
た
め
に
闘
う
よ
う
わ
た

し
た
ち
に
迫
る
メ
ロ
デ
ィ
が
や
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う（

272
）」。

別
の
泉
か
ら
く
む
人
も
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

に
と
っ
て
は
、
人
間
の
尊
厳
と
兄
弟
愛
の
そ
の
源
泉
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
か

た
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
に
と
っ
て
、
教
会
の
行
動
に
と
っ
て
の
、
最
優
先
事
項

と
さ
れ
る
関
係
性
、
他
者
と
の
聖
な
る
神
秘
の
出
会
い
、
す
べ
て
の
人
の
召
命
で
あ
る
全
人
類
と
の
普
遍
的

な
交
わ
り（

273
）」

で
す
。

278　

ど
ん
な
場
所
で
も
自
ら
を
現
す
よ
う
に
と
呼
ば
れ
て
、
何
世
紀
に
も
わ
た
り
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所

に
て
存
在
す
る

―
こ
れ
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
意
味
で
す

―
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
教
会
は
、
自
ら
の

恵
み
と
罪
の
経
験
を
も
っ
て
、
普
遍
の
愛
に
招
く
美
を
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
事
実
、「
人
間
に
関
す
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る
こ
と
は
す
べ
か
ら
く
、
わ
た
し
た
ち
の
関
心
事
で
す
。
…
…
人
間
の
権
利
と
義
務
を
定
め
る
べ
く
諸
国
民

が
召
集
さ
れ
る
場
に
同
席
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
光
栄
に
存
じ
ま
す（

274
）」。

多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、

兄
弟
愛
の
こ
の
歩
み
に
は
、
マ
リ
ア
と
い
う
名
の
母
も
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
の
か
た
は
、
十
字
架
の
前

で
こ
の
普
遍
の
母
性
を
授
か
っ
た
の
で
（
ヨ
ハ
ネ
19
・
26
参
照
）、
イ
エ
ス
だ
け
で
な
く
、「
そ
の
子
孫
の
残
り

の
者
た
ち
」（
黙
示
録
12
・
17
）
に
も
注
意
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
マ
リ
ア
は
、
復
活
さ
れ
た
か
た
の
力
を

も
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
皆
が
兄
弟
姉
妹
と
な
り
、
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
ど
ん
な
人
に
も
居
場
所
の
あ
る
、

正
義
と
平
和
の
輝
く
、
新
し
い
世
界
を
生
み
出
す
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

279　

わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
少
数
派
の
国
で
彼
ら
の
た
め
の
自
由
を
求
め
て

尽
く
す
の
と
同
じ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
少
数
派
の
国
で
も
、
わ
た
し
た
ち
に
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を

求
め
ま
す
。
兄
弟
愛
と
平
和
の
道
を
歩
む
う
え
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
基
本
的
人
権
が
あ
り
ま
す
。
ど
の

宗
教
の
信
者
に
対
し
て
も
、
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
自
由
が
謳う

た

っ
て
い
る
の
は
、
わ
た

し
た
ち
は
「
異
な
る
文
化
や
宗
教
の
間
で
良
好
な
関
係
が
築
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
共
通
点
は
非
常
に
多

く
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
重
要
で
あ
り
、
違
い
を
受
け
入
れ
、
唯
一
の
神
の
子
ら
と
し
て
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
喜

び
を
も
っ
て
、
穏
や
か
で
、
秩
序
正
し
く
、
平
和
な
共
生
の
道
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
の
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で
す（

275
）」。

280　

同
時
に
わ
た
し
た
ち
は
、
教
会
内
の
一
致
を
確
か
な
も
の
と
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
神
に
願
い
ま
す
。
聖

霊
の
働
き
に
よ
っ
て
調
和
を
得
る
多
様
性
に
よ
っ
て
、
豊
か
に
な
る
一
致
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
と
は
異

な
る
貢
献
を
す
る
「
一
つ
の
か
ら
だ
と
な
る
た
め
に
」、「
一
つ
の
霊
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
…
…
洗

礼
を
受
け
」（
一
コ
リ
ン
ト
12
・
13
）
た
の
で
す
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
、「
耳
は
目
を
通

し
て
見
、
目
は
耳
を
通
し
て
聞
く
の
で
す（

276
）」。

キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
間
の
交
流
の
歩
み
を
あ
か
し
し
続
け
る

こ
と
も
ま
た
、
せ
つ
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
述
べ
た
願
い
、「
す
べ
て
の
人
を
一

つ
に
し
て
く
だ
さ
い
」（
ヨ
ハ
ネ
17
・
21
）

―
こ
れ
を
忘
れ
て
よ
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
か
た
の
祈

り
を
耳
に
す
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
は
、
い
ま
だ
、
全
キ
リ
ス
ト
者
の
一
致
と
い
う
預

言
的
・
霊
的
貢
献
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
、「
完
全
な
交
わ
り
に
は
道
半
ば
で
は

あ
り
ま
す
が
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
人
類
へ
の
奉
仕
を
協
力
し
て
行
う
こ
と
で
、
ご
自
分
の
民
に
注
が
れ
る

神
の
愛
を
共
同
で
あ
か
し
す
る
責
務
が
あ
る
の
で
す（

277
）」。
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宗
教
と
暴
力

281　

宗
教
ど
う
し
が
協
力
し
て
の
、
平
和
の
歩
み
は
可
能
で
す
。
そ
の
出
発
点
は
、
神
の
ま
な
ざ
し
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
「
神
は
目
で
ご
覧
に
な
る
の
で
は
な
く
、
心
で
ご
覧
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ

に
神
の
愛
は
、
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
で
す
。
無
神
論
者
に
対
し
て
も
、
そ
の

愛
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
日
が
来
て
、
物
事
が
あ
る
が
ま
ま
に
見
え
る
光
が
地
上
に
満
ち
た
な
ら
、
わ

た
し
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
驚
か
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う（

278
）」。

282　

同
時
に
、「
信
者
は
、
共
通
善
の
た
め
、
も
っ
と
も
貧
し
い
人
の
生
活
の
向
上
の
た
め
に
、
話
し
合
い

協
働
す
る
場
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
異
な
る
考
え
の
他
者
と
ま
と
ま
れ
る
よ
う
皆
が
軽
く
な

る
こ
と
で
も
な
く
、
情
熱
を
注
ぐ
己
の
信
念
を
隠
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

よ
り
深
く
、
堅
固
で
豊
か
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
そ
の
人
固
有
の
貢
献
に
よ
っ
て
他
者
を
豊
か
に
で
き
る
か

ら
で
す（

279
）」。

わ
た
し
た
ち
信
者
は
、
本
質
的
な
も
の
に
注
力
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
源
泉
へ
と
立
ち
帰
る
よ

う
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
へ
の
賛
美
と
隣
人
へ
の
愛
で
す
。
そ
こ
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
、
わ
た
し
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た
ち
の
教
義
の
一
部
が
、
文
脈
を
離
れ
て
、
他
な
る
も
の
に
対
す
る
侮
辱
、
憎
悪
、
排ゼ

ノ
フ
ォ
ビ
ア

外
感
情
、
他
な
る
も

の
の
否
定
と
い
っ
た
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
す
。
事
実
、
暴
力
の
根
拠
は
宗
教
的
信
念
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
曲
解
し
た
も
の
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
す
。

283　

神
へ
の
真
摯
で
謙
虚
な
信
仰
は
、「
差
別
、
憎
し
み
、
暴
力
に
は
至
ら
ず
、
い
の
ち
と
い
う
神
聖
な
る

も
の
へ
の
敬
意
、
他
者
の
尊
厳
と
自
由
の
尊
重
、
す
べ
て
の
人
へ
の
愛
あ
る
献
身
へ
と
至
る
の
で
す（

280
）」。

ま

さ
し
く
、「
愛
す
る
こ
と
の
な
い
者
は
神
を
知
り
ま
せ
ん
。
神
は
愛
だ
か
ら
で
す
」（
一
ヨ
ハ
ネ
4
・
8
）。
そ

の
た
め
、「
東
西
も
南
北
も
問
わ
ず
、
人
々
の
安
全
を
脅
か
し
、
パ
ニ
ッ
ク
、
恐
怖
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
ま
き

散
ら
す
憎
む
べ
き
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
た
と
え
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
が
宗
教
の
名
を
語
ろ
う
が
、
宗
教
に
起
因
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
典
の
誤
っ
た
解
釈
の
積
み
重
ね
と
、
飢
餓
、
貧
困
、
不
正
、
圧
迫
、
傲
慢
に

つ
な
が
る
政
治
に
よ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
資
金
や
武
器
の
供
給
、
構
想
の
提
供
、
正
当
化
、
さ
ら

に
は
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
る
テ
ロ
活
動
の
後
押
し
を
や
め
、
こ
れ
ら
は
皆
、
世
界
の
安
全
と
平
和
を
脅
か
す

国
際
犯
罪
だ
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
形
態
や
標
榜
す
る
も
の

に
か
か
わ
ら
ず
、
徹
底
し
て
非
難
す
べ
き
で
す（

281
）」。

人
間
の
い
の
ち
の
神
聖
さ
に
つ
い
て
の
宗
教
的
信
念
の

お
か
げ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、「
同
じ
一
つ
の
人
類
だ
と
い
う
根
本
的
な
価
値
観

―
そ
れ
が
あ
る
か
ら
協
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力
、
構
築
、
対
話
、
ゆ
る
し
、
成
長
を
可
能
に
し
、
ま
た
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
価
値
観

―
を
し
か
と
認
識
す
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
声
を
合
わ
せ
、
憎
し
み
を
が
な
り
立
て
る
の
で
は
な

く
、
高
貴
で
美
し
い
調
べ
の
歌
を
生
み
出
す
の
で
す（

282
）」。

284　

宗
教
を
問
わ
ず
そ
の
一
部
に
あ
る
原
理
主
義
者
の
暴
力
は
、
時
に
、
指
導
者
の
軽
率
さ
に
よ
っ
て
激
化

し
ま
す
。
し
か
し
、「
平
和
の
お
き
て
は
、
わ
た
し
た
ち
が
代
表
し
て
い
る
宗
教
の
深
奥
に
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
…
…
わ
た
し
た
ち
宗
教
指
導
者
は
、
真
の
「
対
話
者
」
に
な
る
よ
う
に
と
、
平
和
の
構
築
の
た
め
に
働

く
う
え
で
仲
介
業
者
で
は
な
く
、
真
の
調
停
者
と
な
る
よ
う
に
と
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
仲
介
業
者
は
、
自

分
の
稼
ぎ
を
得
る
目
的
か
ら
、
ど
ち
ら
の
側
を
も
喜
ば
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
調
停
者
は
、
唯

一
の
益
は
平
和
だ
と
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
自
ら
の
取
り
分
は
い
っ
さ
い
な
く
、
か
え
っ
て
、
身
を
砕
く
ほ

ど
に
惜
し
み
な
く
自
己
を
差
し
出
す
人
で
す
。
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
平
和
の
職
人
と
な
る
よ
う
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
分
断
で
は
な
く
団
結
に
よ
っ
て
、
憎
し
み
を
抱
き
続
け
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を
鎮
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
壁
を
築
く
の
で
は
な
く
対
話
の
道
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
す（

283
）」。
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呼
び
か
け

285　

思
い
起
こ
す
と
心
弾
む
、
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
師
と
の
兄
弟
の
会

談
で
出
し
た
わ
た
し
た
ち
の
声
明
を
紹
介
し
ま
す
。「
宗
教
は
戦
争
を
あ
お
る
こ
と
も
、
憎
し
み
、
敵
意
、

過
激
主
義
を
募
ら
せ
る
こ
と
も
、
暴
力
や
流
血
を
招
く
こ
と
も
な
い
と
、
断
固
と
し
て
宣
言
し
ま
す
。
こ
う

し
た
惨
事
を
招
い
た
の
は
、
宗
教
の
教
え
か
ら
の
逸
脱
、
宗
教
の
政
治
利
用
で
あ
り
、
歴
史
の
一
時
期
に
一

部
の
宗
教
グ
ル
ー
プ

―
宗
教
的
感
情
が
人
々
の
心
に
与
え
る
影
響
を
悪
用
…
…
し
た
者
た
ち

―
に
よ
る

解
釈
の
結
果
な
の
で
す
。
…
…
真
実
、
神
は
、
全
能
者
は
、
ご
自
分
を
だ
れ
か
に
擁
護
し
て
も
ら
う
必
要
は

な
く
、
人
々
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
た
め
に
ご
自
分
の
名
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
は
お
ら
れ
ま
せ
ん（

284
）」。

で
す
か
ら
こ
こ
で
ま
た
、
共
同
で
発
表
し
た
、
平
和
、
正
義
、
兄
弟
愛
の
呼
び
か
け
を
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
「
す
べ
て
の
人
を
、
権
利
、
義
務
、
尊
厳
に
お
い
て
平
等
に
創
造
な
さ
り
、
地
を
満
た
し
て
、
そ
こ
に
善
、

愛
、
平
和
の
価
値
を
広
め
る
た
め
に
、
互
い
に
兄
弟
と
し
て
生
き
る
よ
う
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
、
神
の
名
に

よ
っ
て
。
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神
が
、
一
人
を
殺
し
た
者
は
全
人
類
を
殺
し
た
と
同
じ
で
あ
り
、
一
人
の
い
の
ち
を
救
う
者
は
全
人
類
の

い
の
ち
を
救
っ
た
と
同
じ
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
で
、
そ
の
い
の
ち
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
た
、
人
間
の
無
垢

の
魂
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
が
、
す
べ
て
の
人
に
、
と
り
わ
け
、
資
産
家
や
富
裕
層
に
対
し
て
、
義
務
と
し
て
救
援
を
命
じ
て
お
ら

れ
る
、
貧
し
い
人
、
困
窮
し
た
人
、
助
け
を
必
要
と
す
る
人
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

孤
児
、
や
も
め
、
難
民
、
家
や
故
郷
を
離
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
、
戦
争
、
迫
害
、
不
正
の
す

べ
て
の
犠
牲
者
、
弱
者
、
恐
怖
の
う
ち
に
生
き
る
人
、
戦
争
捕
虜
、
何
で
あ
れ
世
界
の
各
地
で
拷
問
に
遭
う

人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

破
壊
、
崩
壊
、
戦
争
の
犠
牲
者
と
な
り
、
安
全
、
平
和
、
共
生
を
失
っ
た
民
の
名
に
よ
っ
て
。

　

す
べ
て
の
人
を
抱
擁
し
、
一
つ
に
結
び
、
平
等
に
す
る
「
人
類
の
兄
弟
愛
」
の
名
に
よ
っ
て
。

　

人
々
の
行
動
や
運
命
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
過
激
主
義
と
分
断
の
政
策
、
法
外
な
稼
ぎ
を
得
る
シ
ス
テ

ム
、
勢
い
づ
く
憎
悪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
、
こ
の
兄
弟
愛
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
が
、
自
由
な
者
と
し
て
創
造
な
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
者
と
さ
れ
た
、
人
間
す
べ
て

に
与
え
て
お
ら
れ
る
、
自
由
の
名
に
よ
っ
て
。

　

幸
福
の
基
盤
で
あ
り
、
信
仰
の
か
な
め
で
あ
る
、
義
と
い
つ
く
し
み
の
名
に
よ
っ
て
。
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地
上
の
い
か
な
る
場
所
に
も
存
在
し
て
い
る
、
善
意
あ
る
す
べ
て
の
人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
の
名
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
上
記
の
す
べ
て
の
名
に
よ
っ
て
、
…
…
歩
む
道
と
し
て
は
対
話
の
文
化
を
、

行
動
と
し
て
は
協
働
を
、
方
法
・
基
準
と
し
て
は
相
互
認
識
を
採
択
す
る
こ
と
を
宣
言
し
ま
す（

285
）」。

　
　
　

＊
＊
＊

286　

こ
う
し
て
普
遍
的
兄
弟
愛
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
わ
た
し
は
、
ま
ず
は
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
他
の
兄
弟
た
ち
に
も
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
マ

ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
、
デ
ズ
モ
ン
ド
・
ツ
ツ
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
、
そ
の
他
多
く
の
人

で
す
。
で
す
が
最
後
に
、
ま
た
別
の
深
い
信
仰
の
人
を
思
い
起
こ
し
て
、
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
ら
の
深
い
神
体
験
か
ら
、
自
分
を
す
べ
て
の
人
の
兄
弟
だ
と
自
覚
す
る
ま
で
に
変
容
の
道
を
歩
ん
だ
人
で

す
。
福
者
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
フ
ー
コ
ー
の
こ
と
で
す
。

287　

こ
の
人
は
、
神
に
完
全
に
身
を
明
け
渡
す
自
身
の
夢
を
、
ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
の
た
だ
中
に
見
捨
て
ら
れ

た
、
最
底
辺
で
生
き
る
人
々
と
一
体
に
な
る
こ
と
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
彼
は
、
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ど
ん
な
人
を
も
兄
弟
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
強
い
望
み
を
表
明
し（

286
）、「

わ
た
し
が
真
実
に
こ

の
国
の
す
べ
て
の
人
た
ち
の
兄
弟
と
な
る
よ
う
祈
っ
て
く
だ
さ
い（

287
）」

と
友
に
頼
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
、

「
す
べ
て
の
人
の
兄
弟（

288
）」

に
な
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
人
は
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
で
あ
る
人
た

ち
と
完
全
に
同
一
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
す
べ
て
の
人
の
兄
弟
と
な
っ
た
の
で
す
。

神
の
息
吹
に
よ
っ
て
、
こ
の
夢
が
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
内
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
ア
ー

メ
ン
。

　
　
　
　
　

創
造
主
へ
の
祈
り

　
　

人
類
の
父
で
あ
る
主
よ
、

　
　

あ
な
た
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
人
に
、
分
け
隔
て
な
く
尊
厳
を
お
与
え
に
な
り
ま
し
た
。

　
　

わ
た
し
た
ち
の
心
に
、
兄
弟
姉
妹
へ
の
愛
を
目
覚
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

再
会
、
対
話
、
正
義
、
平
和
の
夢
を
、
呼
び
覚
ま
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

飢
え
も
貧
困
も
な
く
、
暴
力
も
戦
争
も
な
い
、
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よ
り
健
全
な
社
会
と
よ
り
尊
厳
あ
る
世
界
を
築
く
た
め
に
、

　
　

わ
た
し
た
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

あ
な
た
が
一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
蒔ま

か
れ
た
よ
い
も
の
、
美
し
い
も
の
に
気
づ
き
、

　
　

一
致
を
深
め
、
共
通
の
課
題
に
取
り
組
み
、
希
望
を
共
有
し
て
き
ず
な
を
強
め
る
た
め
に
、

　
　

わ
た
し
た
ち
の
心
が
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
と
国
々
に
開
か
れ
ま
す
よ
う
に
。

　
　

ア
ー
メ
ン
。

　
　
　
　
　

キ
リ
ス
ト
教
一
致
の
祈
り

　
　

愛
で
あ
る
三
位
の
神
よ
、

　
　

あ
な
た
の
愛
の
深
い
交
わ
り
か
ら
、

　
　

わ
た
し
た
ち
に
兄
弟
姉
妹
へ
の
あ
ふ
れ
る
愛
を
注
い
で
く
だ
さ
い
。

　
　

イ
エ
ス
の
姿
と
ナ
ザ
レ
の
聖
家
族
の
う
ち
に
示
さ
れ
、
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初
め
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
を
通
し
て
表
さ
れ
た
愛
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。

　
　

わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が
、
福
音
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

　
　

一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

　
　

こ
の
世
界
で
見
捨
て
ら
れ
、
忘
れ
ら
れ
た
人
の
苦
し
み
の
う
ち
に
、

　
　

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
か
た
と
出
会
い
、

　
　

立
ち
上
が
る
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
に
、

　
　

復
活
し
た
か
た
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

　
　

聖
霊
、
来
て
く
だ
さ
い
。

　
　

地
上
の
す
べ
て
の
人
に
映
し
出
さ
れ
る
、
あ
な
た
の
美
し
さ
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

ど
の
人
も
大
切
で
あ
り
、
ど
の
人
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、

　
　

異
な
る
顔
を
も
つ
一
人
ひ
と
り
が
神
に
愛
さ
れ
た
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
と
を

　
　

わ
た
し
た
ち
が
悟
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

　
　

ア
ー
メ
ン
。
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教
皇
在
位
第
八
年
、
二
〇
二
〇
年
十
月
三
日

　
　
　

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
記
念
日
の
前
晩

ア
ッ
シ
ジ
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
墓
前
に
て

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
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注（
1
）　

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
訓
戒
の
こ
と
ば
」（Am
m

onizioni, 6, 1: FF 155

［
庄
司
篤
訳
『
ア
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

の
小
品
集
』
聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
八
八
年
、
三
五
頁
］）。

（
2
）　

同
（Ibid., 25: FF 175

［
同
四
六
頁
］）。

（
3
）　

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
裁
可
さ
れ
て
い
な
い
会
則
」（R

egula non bullata, 16, 3. 6: FF 42-43

［
同
二
四
六
―
二
四
七

頁
］）。

（
4
）　E

loi Leclerc, O
.F.M

., Exil et tendresse

（
亡
命
と
い
つ
く
し
み
）, É

d. Franciscaines, 1962, p. 205.

（
5
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
／
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
共
同
文
書
「
世
界
平
和
と
共
生
の
た
め
の
人
類

の
兄
弟
愛
（
ア
ブ
ダ
ビ
、
二
〇
一
九
年
二
月
四
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 6

［
以
下
「
ア
ブ
ダ
ビ
文

書
」、
本
書
二
五
一
頁
所
収
］）。

（
6
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
訪
問
時
、
若
者
と
の
諸
教
派
諸
宗
教
集
会
で
の
講
話
（
ス
コ
ピ
エ
、
二
〇
一
九
年
五
月
七

日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 9 m
aggio 2019, p. 9

）。

第
一
章

（
7
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
欧
州
議
会
で
の
演
説
（
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

996

）。
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（
8
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
チ
リ
訪
問
時
、
要
人
お
よ
び
外
交
団
へ
の
あ
い
さ
つ
（
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
、
二
〇
一
八
年
一
月
十
六
日
）」

（A
A

S 110 [2018], 256

）。

（
9
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
19
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 655

）。

（
10
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
キ
リ
ス
ト
は
生
き
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
五
日
）』
181
（Christus 

vivit

）。

（
11
）　C

ard. R
aúl Silva H

enríquez, S.D
.B., H

om
ilía el Te D

eum

（
テ
・
デ
ウ
ム
で
の
説
教
［
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
チ
リ
、
一
九
七

四
年
九
月
十
八
日
］）。

（
12
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
57
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 869

）。

（
13
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
六
年
一
月
十
一
日
）」（A

A
S 108 

[2016], 120

）。

（
14
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
四
年
一
月
十
三
日
）」（A

A
S 106 

[2014], 83-84

）。

（
15
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
教
皇
基
金
セ
ン
テ
シ
ム
ス
・
ア
ヌ
ス
会
員
へ
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
十
五
日
）」

（Insegnam
enti, I, 1 [2013], 238

）
参
照
。

（
16
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
14
（Populorum

 progressio: A
A

S 

59 [1967], 264

）
参
照
。
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（
17
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
22
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 657

）。

（
18
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ア
ル
バ
ニ
ア
訪
問
時
、
要
人
へ
の
あ
い
さ
つ
（
テ
ィ
ラ
ナ
、
二
〇
一
四
年
九
月
二
十
一
日
）」（A

A
S 106 

[2014], 773

）。

（
19
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
国
際
会
議
「
現
代
世
界
の
人
権

―
成
果
、
不
足
、
否
定
」
参
加
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年
十

二
月
十
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 10-11 dicem
bre 2018, p. 8

）。

（
20
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
212
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1108

）。

（
21
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
四
十
八
回
（
二
〇
一
五
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
八
日
）」
3
―
4

（A
A

S 107 [2015], 69-71
）。

（
22
）　

同
5
（A

A
S 107 [2015], 72

）。

（
23
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
四
十
九
回
（
二
〇
一
六
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
八
日
）」
2
（A

A
S 

108 [2016], 49

）。

（
24
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
五
十
三
回
（
二
〇
二
〇
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
）」
1

（L’O
sservatore R

om
ano, 13 dicem

bre 2019, p. 8

）。

（
25
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
日
本
訪
問
時
、
核
兵
器
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
長
崎
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
四
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 25-26 novem

bre 2019, p. 6

）。

（
26
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ミ
ラ
ノ
の
コ
レ
ジ
オ
・
サ
ン
・
カ
ル
ロ
の
教
員
、
生
徒
と
の
集
会
で
の
講
話
（
二
〇
一
九
年
四
月
六
日
）」
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（L’O
sservatore R

om
ano, 8-9 aprile 2019, p. 6

）。

（
27
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 6

）。

（
28
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
イ
タ
リ
ア
国
内
司
牧
訪
問
時
、
文
化
学
術
界
の
集
い
で
の
講
話
（
カ
リ
ア
リ
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
十
二

日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 23-24 settem
bre 2013, p. 7

）。

（
29
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
フ
マ
ー
ナ
・
コ
ム
ニ
タ
ス

―
教
皇
庁
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
創
立
二
十
五
周
年
を
記
念
し
て
の
会
長
あ
て
書

簡
（
二
〇
一
九
年
一
月
六
日
）」
2
、
6
（H
um

ana Com
m

unitas: L’O
sservatore R

om
ano, 16 gennaio 2019, pp. 6-7

）。

（
30
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
T
E
D
二
〇
一
七
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 aprile 2017, p. 7

）。

（
31
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦
中
で
の
特
別
な
祈
り
の
式
に
お
け
る
ウ
ル
ビ
・
エ
ト
・
オ
ル
ビ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二

〇
二
〇
年
三
月
二
十
七
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 29 m
arzo 2020, p. 10

）。

（
32
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
ス
コ
ピ
エ
、
二
〇
一
九
年
五
月
七
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 

8 m
aggio 2019, p. 12

）。

（
33
）　

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』（Aeneis, I, 462

）「
こ
こ
に
も
描
か
れ
て
人
間
の
、
悲
運
は
涙
を
さ
そ
い
出
し
、
心
の
底

を
深
く
打
つ
（Sunt lacrim

ae rerum
 et m

entem
 m

ortalia tangent

）」（
泉
井
久
之
助
訳
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
（
上
）』
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
、
五
一
頁
）
参
照
。

（
34
）　“H

istoria	[

…]	m
agistra	vitae ”

（
キ
ケ
ロ
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』［D

e O
ratore, 2, 36

（
大
西
英
文
訳
『
弁
論
家
に
つ
い
て

（
上
）』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
九
頁
）］）。

（
35
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
204
（Laudato 
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si’: A
A

S 107 [2015], 928

）。

（
36
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
キ
リ
ス
ト
は
生
き
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
五
日
）』
91
（Christus 

vivit

）。

（
37
）　

同
92
。

（
38
）　

同
93
。

（
39
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
「
第
九
十
九
回
世
界
難
民
移
住
移
動
者
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
二
年
十
月
十
二
日
）」（A

A
S 

104 [2012], 908
）。

（
40
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
キ
リ
ス
ト
は
生
き
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
五
日
）』
92
（Christus 

vivit

）。

（
41
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
一
〇
六
回
世
界
難
民
移
住
移
動
者
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
二
〇
年
五
月
十
三
日
）」（L’O

sservatore 

R
om

ano, 16 m
aggio 2020, p. 8

）。

（
42
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
六
年
一
月
十
一
日
）」（A

A
S 108 

[2016], 124

）。

（
43
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
四
年
一
月
十
三
日
）」（A

A
S 106 

[2014], 84

）。

（
44
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
六
年
一
月
十
一
日
）」（A

A
S 108 

[2016], 123

）。

（
45
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
一
〇
五
回
世
界
難
民
移
住
移
動
者
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
五
月
二
十
七
日
）」（L’O

sservatore 



注

225

R
om

ano, 27-28 m
aggio 2019, p. 8

）。

（
46
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
キ
リ
ス
ト
は
生
き
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
五
日
）』
88
（Christus 

vivit

）。

（
47
）　

同
89
。

（
48
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
喜
び
に
喜
べ

―
現
代
世
界
に
お
け
る
聖
性
（
二
〇
一
八
年
三
月
十
九
日
）』
115
（G

audete 

et exsultate
）。

（
49
）　

ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
監
督
作
品
、
映
画Pope Francis – A m

an of H
is W

ord. H
ope is a U

niversal M
essage

（
二
〇
一
八
年
）

よ
り
。

（
50
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
エ
ス
ト
ニ
ア
訪
問
時
、
要
人
お
よ
び
外
交
団
へ
の
あ
い
さ
つ
（
タ
リ
ン
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
五
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 settem

bre 2018, p. 7

）。

（
51
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
渦
中
で
の
特
別
な
祈
り
の
式
に
お
け
る
ウ
ル
ビ
・
エ
ト
・
オ
ル
ビ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二

〇
二
〇
年
三
月
二
十
七
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 29 m
arzo 2020, p. 10

）、「
第
四
回
貧
し
い
人
の
た
め
の
世
界
祈
願
日
メ

ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
二
〇
年
六
月
十
三
日
）」
6
（L’O

sservatore R
om

ano, 14 giugno 2020, p. 8

）
参
照
。

（
52
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
キ
ュ
ー
バ
訪
問
時
、
パ
ー
ド
レ
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ァ
レ
ラ
文
化
セ
ン
タ
ー
で
の
若
者
へ
の
あ
い
さ
つ

（
ハ
バ
ナ
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 21-22 settem
bre 2015, p. 6

）。

第
二
章

（
53
）　

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
『
現
代
世
界
憲
章
』
1
（G

audium
 et spes

）。

（
54
）　

聖
イ
レ
ネ
オ
『
異
端
反
駁
』（Adversus haereses, II, 25, 2: PG

 7/1, 798-s
［
大
貫
隆
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
教
父
著
作
集
2
／
II　

エ
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イ
レ
ナ
イ
オ
ス
2　

異
端
反
駁
II
』
教
文
館
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
七
頁
］）。

（
55
）　

バ
ビ
ロ
ニ
ア
版
タ
ル
ム
ー
ド
「
シ
ャ
バ
ッ
ト
」
31
ａ
。

（
56
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
エ
ス
ト
ニ
ア
訪
問
時
、
教
会
慈
善
活
動
の
支
援
受
益
者
と
の
集
い
で
の
あ
い
さ
つ
（
タ
リ
ン
、
二
〇
一
八

年
九
月
二
十
五
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 27 settem
bre 2018, p. 8

）。

（
57
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
T
E
D
二
〇
一
七
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 aprile 2017, p. 7

）。

（
58
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
ク
リ
ゾ
ス
ト
モ
『
マ
タ
イ
福
音
書
講
話
』（H

om
iliae in M

atthaeum
, 50, 3-4: PG

 58, 508

）。

（
59
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
草
の
根
運
動
集
会
あ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年
二
月
十
日
）」（A

A
S 

109 [2017], 291

）。

（
60
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
235
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1115

）。

（
61
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
「
ド
イ
ツ
訪
問
時
、
お
告
げ
の
祈
り
前
に
障
害
者
に
あ
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
、
一

九
八
〇
年
十
一
月
十
六
日
）」（Insegnam

enti, III, 2 [1980], 1232

）。

第
三
章

（
62
）　

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
『
現
代
世
界
憲
章
』
24
（G

audium
 et spes

）。

（
63
）　

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
『
拒
絶
か
ら
祈
願
へ
』（D

u refus à l’invocation, éd. N
.R

.F., Paris, 1940, p. 50

［
竹
下
敬
次
・
伊
藤
晃

訳
『
マ
ル
セ
ル
著
作
集
3
』
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
、
四
二
頁
］）。
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（
64
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
お
告
げ
の
祈
り
前
の
講
話
（
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 11-12 novem
bre 

2019, p. 8

）。

（
65
）　

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
命
題
集
註
解
』（Scriptum

 super sententiis, lib. 3, dist. 27, q. 1, a. 1. ad 4

）
参
照
。“D

icitur am
or 

extasim
 facere, et fervere, quia quod fervet extra se bullit, et exhalat”.

（
66
）　

カ
ロ
ル
・
ヴ
ォ
イ
テ
ィ
ワ
（
後
の
聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
）『
愛
と
責
任
』（M

iłość i odpow
iedzialność, K

raków 1962, s. 114

［
石
脇
慶
総
訳
『
愛
と
責
任
』、
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
七
一
頁
］）。

（
67
）　

カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
『
小
教
会
暦

―
祝
祭
の
環
を
巡
る
道
』（Kleines Kirchenjahr. Ein G

ang durch den Festkreis, H
erder, 

Freiburg i. Br. 1981, S. 30
）。

（
68
）　

聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
戒
律
』（R

egula 53, 15

［
古
田
暁
訳
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
す
え
も
り
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
〇
年
、

二
一
五
頁
］）。“Pauperum

 et peregrinorum
 m

axim
e susceptioni cura sollicite exhibeatur”.

（
69
）　

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』（Sum

m
a Th

eologiae II-II, q. 23, art. 7

［
稲
垣
良
典
訳
、『
神
学
大
全
16
』
創
文
社
、
一

九
八
七
年
、
一
四
三
頁
］）、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
ユ
リ
ア
ヌ
ス
駁
論
』（Contra Julianum

, 4, 18: PL 44, 748

）「
金
銭
を
愛

す
る
人
た
ち
が
…
…
財
産
を
殖
や
す
欲
望
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
財
産
を
減
ら
す
恐
れ
に
よ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
快
楽
を
抑
え
て
い

る
の
か
」（
金
子
晴
勇
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集　

第
30
巻

―
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集
（4）
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、

二
〇
七
頁
）
参
照
。

（
70
）　“Secundum

 acceptionem
 divinam

”

（
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
命
題
集
註
解
』［Scriptum

 super Sententiis, lib. 3, dist. 27,. a. 

1, q. 1, concl. 4

］）。

（
71
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
神
は
愛
（
二
〇
〇
五
年
十
二
月
二
十
五
日
）』
15
（D

eus caritas est: A
A

S 98 [2006], 230

）。
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（
72
）　

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』（Sum

m
a Th

eologiae, II-II, q. 27, art. 2, resp.

［
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
16
』
創
文
社
、

一
九
八
七
年
、
二
八
八
頁
］）。

（
73
）　

同
（Ibid., I-II, q. 26, art. 3, resp.

［
森
啓
訳
『
神
学
大
全
10
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
六
二
頁
］）。

（
74
）　

同
（Ibid., q. 110, art. 1, resp.

［
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
14
』
創
文
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
］）。

（
75
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
四
十
七
回
（
二
〇
一
四
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
三
年
十
二
月
八
日
）」
1
（A

A
S 

106 [2014], 22

）。

（
76
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
お
告
げ
の
祈
り
前
の
講
話
（
二
〇
一
三
年
十
二
月
二
十
九
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 30-31 

dicem
bre 2013, p. 7

）、「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
五
年
一
月
十
二
日
）」（A

A
S 

107 [2015], 165

）
参
照
。

（
77
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
国
際
障
害
者
デ
ー
に
あ
た
っ
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
三
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 

4 dicem
bre 2019, p. 7

）。

（
78
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
訪
問
時
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
ほ
か
移
民
と
の
信
教
の
自
由
を
求
め
た
集
い
で
の
講
話
（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ

ィ
ア
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
六
日
）」（A

A
S 107 [2015], 1050-1051

）。

（
79
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
日
本
訪
問
時
、
青
年
と
の
集
い
で
の
講
話
（
東
京
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
五
日
）」（L’O

sservatore 

R
om

ano, 25-26 novem
bre 2019, p. 10

）。

（
80
）　

こ
う
し
た
考
察
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
思
想
「
仲
間
と
隣
人
（Le socius et le prochain

）」（『
歴
史
と
真
実
』

［H
istoire et vérité, ed. du Seuil, Paris 1967, 113-127

］
所
収
）
に
着
想
を
得
て
い
る
。

（
81
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
190
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 
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[2013], 1100

）。

（
82
）　

同
209
（A

A
S 105 [2013], 1107

）。

（
83
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
129
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 899

）。

（
84
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
企
画
行
事
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
オ
ブ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
」
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
五
月
一
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 12 m

aggio 2019, p. 8

）。

（
85
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
欧
州
議
会
で
の
演
説
（
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

997

）。

（
86
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
229
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 937

）。

（
87
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
四
十
九
回
（
二
〇
一
六
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
八
日
）」
6
（A

A
S 

108 [2016], 57-58

）。

（
88
）　

堅
固
さ
（
ス
ペ
イ
ン
語solidez

）
は
、
語
源
的
にsolidaridad

（
連
帯
／
団
結
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
二
百
年
で
獲
得
し

た
倫
理
的
・
政
治
的
意
味
で
の
連
帯
／
団
結
は
、
確
実
堅
固
な
社
会
構
造
を
生
み
出
し
て
い
る
。

（
89
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
キ
ュ
ー
バ
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
ハ
バ
ナ
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, ed. 

sem
anal en lengua española, 25 septiem

bre 2015, p. 3

）。

（
90
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
八
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

851-852

）。
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（
91
）　

聖
大
バ
ジ
リ
オ
「
講
話
二
十
一　

世
俗
の
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
」（H
om

ilia XX
I Q

uod rebus m
undanis adhaerendum

 non sit, 

3.5: PG
 31, 545-549

）、
同
「
修
道
士
小
規
定
」（R

egulae brevius tractatae, 92: PG
 31, 1145-1148

）、
聖
ペ
ト
ロ
・
ク
リ
ソ
ロ

ゴ
「
講
話
一
二
三
」（Serm

o 123: PL 52, 536-540

）、
聖
ア
ン
ブ
ロ
ジ
オ
「
ナ
ボ
ト
の
物
語
」（D

e N
abuthe, 27. 52: PL 14, 

738s
［
小
高
毅
訳
『
原
典
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
（3）
ラ
テ
ン
教
父
』
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
］）、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
」（In Iohannis Evangelium

, 6, 25: PL 35, 1436s

［
泉
治
典
、
水
落
健
治
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著

作
集
第
23
巻

―
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
講
解
説
教
（1）
』
教
文
館
、
一
九
九
三
年
、
一
一
六
―
一
一
八
頁
］）
参
照
。

（
92
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
ク
リ
ゾ
ス
ト
モ
「
ラ
ザ
ロ
に
つ
い
て
」（D

e Lazaro Concio, II, 6: PG
 48, 992D

）。

（
93
）　

聖
大
グ
レ
ゴ
リ
オ
「
司
牧
規
定
」（R
egula pastoralis, III, 21: PL 77, 87

）。

（
94
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
新
し
い
課
題

―
教
会
と
社
会
の
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
（
一
九
九
一
年
五
月
一
日
）』
31

（Centesim
us annus: A

A
S 83 [1991], 831

）。

（
95
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
93
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 884

）。

（
96
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
働
く
こ
と
に
つ
い
て
（
一
九
八
一
年
九
月
十
四
日
）』
19
（Laborem

 exercens: A
A

S 73 [1981], 

626

）。

（
97
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
172
参
照
。

（
98
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
22
（Populorum

 progressio: A
A

S 

59 [1967], 268

）。

（
99
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
真
の
開
発
と
は
（
一
九
八
七
年
十
二
月
三
十
日
）』
33
（Sollicitudo rei socialis: A

A
S 80 
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[1988], 557

）。

（
100
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
95
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 885

）。

（
101
）　

同
129
（A

A
S 107 [2015], 889

）。

（
102
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
15
（Populorum

 progressio: A
A

S 

59 [1967], 265
）、
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
16
（Caritas in 

veritate: A
A

S 101 [2009], 652

）
参
照
。

（
103
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
93
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 884-885

）、
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
189
―
190
（Evangelii 

gaudium
: A

A
S 105 [2013], 1099-1100

）
参
照
。

（
104
）　

米
国
司
教
協
議
会
、
人
種
差
別
に
関
す
る
司
牧
書
簡
「
心
を
広
く
開
け
放
つ

―
愛
へ
の
終
わ
り
な
き
呼
び
か
け
（
二
〇
一
八
年

十
一
月
）」（O

pen W
ide O

ur H
earts: Th

e Enduring Call to Love

）。

（
105
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
51
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 867

）。

（
106
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
6
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 644

）
参
照
。

（
107
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
新
し
い
課
題

―
教
会
と
社
会
の
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
（
一
九
九
一
年
五
月
一
日
）』
35

（Centesim
us annus: A

A
S 83 [1991], 838

）。
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（
108
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
日
本
訪
問
時
、
核
兵
器
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
長
崎
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
四
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 25-26 novem

bre 2019, p. 6

）。

第
四
章

（
109
）　

メ
キ
シ
コ
司
教
協
議
会
／
米
国
司
教
協
議
会
、
移
民
に
関
す
る
共
同
司
牧
書
簡
「
も
は
や
よ
そ
者
で
は
な
い

―
と
も
に
希
望
の

歩
み
を
（
二
〇
〇
三
年
一
月
）」（Strangers N

o Longer: Together on the Journey of H
ope

）
参
照
。

（
110
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
一
般
謁
見
講
話
（
二
〇
一
九
年
四
月
三
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 4 aprile 2019, p. 8

）。

（
111
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
一
〇
四
回
世
界
難
民
移
住
移
動
者
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年
一
月
十
四
日
）」（A

A
S 109 

[2017], 918-923

）
参
照
。

（
112
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 7

）。

（
113
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
六
年
一
月
十
一
日
）」（A

A
S 108 

[2016], 124

）。

（
114
）　

同
（A

A
S 108 [2016], 122

）。

（
115
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
キ
リ
ス
ト
は
生
き
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
五
日
）』
93
（Christus 

vivit

）。

（
116
）　

同
94
。

（
117
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
訪
問
時
、
要
人
へ
の
あ
い
さ
つ
（
サ
ラ
エ
ボ
、
二
〇
一
五
年
六
月
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 7 giugno 2015, p. 7

）。
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（
118
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

―
エ
ル
ナ
ン
・
レ
イ
エ
ス
・
ア
ル
カ
イ
デ
と
の
対
話
』（Latinoam

érica. 

Conversaciones con H
ernán R

eyes Alcaide, ed. Planeta, Buenos A
ires 2017, 105

）。

（
119
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 7

）。

（
120
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
67
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 700

）。

（
121
）　

同
60
（A

A
S 101 [2009], 695

）。

（
122
）　

同
67
（A

A
S 101 [2009], 700

）。

（
123
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
447
。

（
124
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
234
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1115

）。

（
125
）　

同
235
（A

A
S 105 [2013], 1115

）。

（
126
）　

同
。

（
127
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
訪
問
時
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
化
界
代
表
者
へ
の
あ
い
さ
つ
（
一
九
八
七
年
四
月
十
二

日
）」
4
（L’O

sservatore R
om

ano, 14 aprile 1987, p. 7
）。

（
128
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
「
教
皇
庁
の
枢
機
卿
ら
へ
の
降
誕
祭
前
の
講
話
（
一
九
八
四
年
十
二
月
二
十
一
日
）」
4
（A

A
S 76 

[1984], 506

）
参
照
。

（
129
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
愛
す
る
ア
マ
ゾ
ン
（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
日
）』
37
（Q

uerida Am
azonia

）。

（
130
）　

ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
「
橋
と
扉

―
歴
史
、
宗
教
、
芸
術
、
社
会
に
つ
い
て
の
哲
学
エ
セ
ー
」（Brücke und Tür Essays des 



234

Philosophen zur G
eschichte, R

eligion, Kunst und G
esellschaft, hrsg. von M

ichael Landm
ann, K

oehler-Verlag, Stuttgart 1957, S. 

6

［
酒
田
健
一
、
熊
沢
義
宣
、
杉
野
正
、
居
安
正
訳
『
橋
と
扉
』
白
水
社
、
二
〇
二
〇
年
、
四
二
頁
］）。

（
131
）　Jaim

e H
oyos-Vásquez, S.J., “Lógica de las relaciones sociales. R

eflexión onto-lógica

（
社
会
関
係
論

―
存
在
論
的
考
察
）”, 

en R
evista U

niversitas Philosophica, 15-16, Bogotá (diciem
bre 1990 - junio 1991), 95-106

参
照
。

第
五
章

（
132
）　A

ntonio Spadaro, S.J., “Le orm
e di un pastore. U

na conversazione con Papa Francesco

（
あ
る
牧
者
の
足
跡

―
教
皇
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
と
の
対
談
）”, in Jorge M

ario Bergoglio/Papa Francesco, N
ei tuoi occhi è la m

ia parola. O
m

elie e discorsi di Buenos 

Aires 1999-2013

（
ホ
ル
ヘ
・
マ
リ
オ
・
ベ
ル
ゴ
リ
オ
［
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
］『
あ
な
た
の
耳
に
わ
た
し
の
こ
と
ば
を

―
ブ

エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
時
代
の
説
教
と
講
話
』）, R

izzoli, M
ilano 2016, X

V
I.

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二

〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
220
―
221
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 [2013], 1110-1111

）
参
照
。

（
133
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
204
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1106

）。

（
134
）　

同
（A
A

S 105 [2013], 1105-1106

）
参
照
。

（
135
）　

同
202
（A

A
S 105 [2013], 1105

）。

（
136
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
128
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 898

）。

（
137
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
駐
バ
チ
カ
ン
外
交
団
と
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で
の
あ
い
さ
つ
（
二
〇
一
五
年
一
月
十
二
日
）」（A

A
S 107 
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[2015], 165

）。
同
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
八
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

851-859

）
参
照
。

（
138
）　

同
様
の
こ
と
は
、「
神
の
国
」
と
い
う
聖
書
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

（
139
）　

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
歴
史
と
真
実
』（H

istoire et vérité, ed. du Seuil, Paris 1967, 122

）。

（
140
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
129
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 899

）。

（
141
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
35
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 670

）。

（
142
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
八
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

858

）。

（
143
）　

同
。

（
144
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
六
年
十
一
月
五
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 

ed. sem
anal en lengua española , 11 noviem

bre 2016, p. 6

）。

（
145
）　

同
（Ibid., p. 8

）。

（
146
）　

同
。

（
147
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
189
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 922

）。

（
148
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
訪
問
時
、
国
連
総
会
で
の
演
説
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 107 
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[2015], 1037

）。

（
149
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
175
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 916-917

）。

（
150
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
67
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 700-701

）
参
照
。

（
151
）　

同
（A

A
S 101 [2009], 700

）。

（
152
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
434
。

（
153
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
訪
問
時
、
国
連
総
会
で
の
演
説
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 107 

[2015], 1037. 1041

）。

（
154
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
437
。

（
155
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
「
二
〇
〇
四
年
（
第
三
十
七
回
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
八
日
）」（A

A
S 

96 [2004], 117

）。

（
156
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
439
。

（
157
）　

フ
ラ
ン
ス
社
会
司
教
委
員
会
、
宣
言
「
政
治
の
復
権
（
一
九
九
九
年
二
月
十
七
日
）」（R

éhabiliter la politique

）
参
照
。

（
158
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
189
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 922

）。

（
159
）　

同
196
（A

A
S 107 [2015], 925

）。

（
160
）　

同
197
（A

A
S 107 [2015], 925

）。
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（
161
）　

同
181
（A

A
S 107 [2015], 919

）。

（
162
）　

同
178
（A

A
S 107 [2015], 918

）。

（
163
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
司
教
協
議
会
司
牧
書
簡
「
共
通
善
の
た
め
の
連
帯
責
任
（
二
〇
〇
三
年
九
月
十
五
日
）」
20
（R

esponsabilidade 

solidária pelo bem
 com

um

）。
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年

五
月
二
十
四
日
）』
159
（Laudato si’: A

A
S 107 [2015], 911

）
参
照
。

（
164
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
191
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 923

）。

（
165
）　

教
皇
ピ
オ
十
一
世
「
イ
タ
リ
ア
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
連
盟
へ
の
講
話
（
一
九
二
七
年
十
二
月
十
八
日
）」
3
（L’O

sservatore 

R
om

ano, 23 dicem
bre 1927

）。

（
166
）　

教
皇
ピ
オ
十
一
世
回
勅
『
ク
ア
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
（
一
九
三
一
年
五
月
十
五
日
）』
88
（Q

uadragesim
o anno: A

A
S 23 

[1931], 206-207

）
参
照
。

（
167
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
205
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1106

）。

（
168
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
2
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 642

）。

（
169
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
231
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 937

）。

（
170
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
2
（Caritas in veritate: A

A
S 101 
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[2009], 642

）。

（
171
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
207
。

（
172
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
人
間
の
あ
が
な
い
主
（
一
九
七
九
年
三
月
四
日
）』
15
（R

edem
ptor hom

inis: A
A

S 71 [1979], 

288
）。

（
173
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
44
（Populorum

 progressio: A
A

S 

59 [1967], 279

）
参
照
。

（
174
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
207
。

（
175
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
2
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 642

）。

（
176
）　

同
3
（A

A
S 101 [2009] 643

）。

（
177
）　

同
4
（A

A
S 101 [2009] 643

）。

（
178
）　

同
。

（
179
）　

同
3
（A

A
S 101 [2009] 643

）。

（
180
）　

同
（A
A

S 101 [2009] 642

）。

（
181
）　

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
教
え
に
沿
っ
た
、「
引
き
起
こ
さ
れ
た
」
行
為
と
「
命
じ
ら
れ
た
」
行
為
を
区
別
す
る
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
倫
理
教
義
。
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』（Sum

m
a Th

eologiae, I-II, q. 8-17

［
高
田
三
郎
、
村
上
武
子
訳
『
神

学
大
全
9
』
創
文
社
、
一
九
九
六
年
、
一
九
三
頁
］）、M

arcellino Z
alba, S.J., Th

eologiae m
oralis sum

m
a. Th

eologia m
oralis 

fundam
entalis. Tractatus de virtutibus theologicis

（
倫
理
神
学
大
全

―
基
礎
倫
理
神
学
、
神
学
的
徳
の
論
考
）, ed. BA

C
, 
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M
adrid 1952, vol. 1, 69; A

ntonio R
oyo M

arín, O
.P., Teología de la perfección cristiana

（
キ
リ
ス
ト
者
の
完
徳
の
神
学
）, ed. 

BA
C

, M
adrid 1962, 192-196

参
照
。

（
182
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
208
。

（
183
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
真
の
開
発
と
は
（
一
九
八
七
年
十
二
月
三
十
日
）』
42
（Sollicitudo rei socialis: A

A
S 80 

[1988], 572-574

）、
同
回
勅
『
新
し
い
課
題

―
教
会
と
社
会
の
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
（
一
九
九
一
年
五
月
一
日
）』
11

（Centesim
us annus: A

A
S 83 [1991], 806-807

）
参
照
。

（
184
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
八
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

852

）。

（
185
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
欧
州
議
会
で
の
演
説
（
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

999

）。

（
186
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
訪
問
時
、
要
人
お
よ
び
外
交
団
へ
の
あ
い
さ
つ
（
バ
ン
ギ
、
二
〇
一
五
年
十
一
月

二
十
九
日
）」（A

A
S 107 [2015], 1320

）。

（
187
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
訪
問
時
、
国
連
総
会
で
の
演
説
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 107 

[2015], 1039

）。

（
188
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
草
の
根
市
民
運
動
国
際
大
会
参
加
者
へ
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
八
日
）」（A

A
S 106 [2014], 

853

）。

（
189
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 6
）。

（
190
）　R

ené Voillaum
e, Frère de tous

（
皆
の
兄
弟
）, ed. du C

erf, Paris 1968, pp. 12-13.
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（
191
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
T
E
D
二
〇
一
七
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 aprile 2017, p. 7

）。

（
192
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
一
般
謁
見
講
話
（
二
〇
一
五
年
二
月
十
八
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 19 febbraio 2015, p. 8

）。

（
193
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
274
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1130

）。

（
194
）　

同
279
（A

A
S 105 [2013], 1132

）。

（
195
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
五
十
二
回
（
二
〇
一
九
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
八
日
）」
5

（L’O
sservatore R

om
ano, 19 dicem

bre 2018, p. 8

）。

第
六
章

（
196
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ブ
ラ
ジ
ル
訪
問
時
、
各
界
指
導
者
と
の
集
い
で
の
あ
い
さ
つ
（
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
、
二
〇
一
三
年
七
月

二
十
七
日
）」（A
A

S 105 [2013], 683-684
）。

（
197
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
愛
す
る
ア
マ
ゾ
ン
（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
日
）』
108
（Q

uerida Am
azonia

）。

（
198
）　

ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
監
督
作
品
、
映
画Pope Francis – A m

an of H
is W

ord. H
ope is a U

niversal M
essage

（
二
〇
一
八
年
）

よ
り
。

（
199
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
四
十
八
回
（
二
〇
一
四
年
）
世
界
広
報
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
四
年
一
月
二
十
四
日
）」（A

A
S 

106 [2014], 113

）。

（
200
）　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
司
教
協
議
会
社
会
正
義
委
員
会
「
実
現
し
て
い
く

―
現
代
の
デ
ジ
タ
ル
世
界
に
お
け
る
真
の
人
間
的
出
会
い
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（
二
〇
一
九
年
十
一
月
）」
5
（M

aking it R
eal: G

enuine H
um

an Encounter in our D
igital W

orld

）。

（
201
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
123
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 896

）。

（
202
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
真
理
の
輝
き
（
一
九
九
三
年
八
月
六
日
）』
96
（Veritatis splendor: A

A
S 85 [1993], 1209

）。

（
203
）　

わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
が
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
兄
弟
姉
妹
と
し
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
な

る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
も
信
じ
て
い
る
。

（
204
）　V

inicius D
e M

oraes, Sam
ba da Bênção

（
祝
福
の
サ
ン
バ
）, no disco U

m
 encontro no Au bon G

ourm
et

（
音
楽
ア
ル
バ
ム
『
ア

ウ
ボ
ン
グ
ル
メ
で
の
デ
ー
ト
』
収
録
）, R

io de Janeiro (2 sierpnia 1962).

（
205
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
237
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1116

）。

（
206
）　

同
236
（A

A
S 105 [2013], 1115

）。

（
207
）　

同
218
（A

A
S 105 [2013], 1110

）。

（
208
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
愛
の
よ
ろ
こ
び
（
二
〇
一
六
年
三
月
十
九
日
）』
100
（Am

oris laetitia: A
A

S 

108 [2016], 351

）。

第
七
章

（
209
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
五
十
三
回
（
二
〇
二
〇
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
）」
2

（L’O
sservatore R

om
ano, 13 dicem

bre 2019, p. 8

）。
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（
210
）　

コ
ン
ゴ
司
教
協
議
会
「
神
の
民
と
善
意
の
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年
五
月
九
日
）」（M

essage au Peuple de D
ieu et aux 

fem
m

es et aux hom
m

es de bonne volonté

）。

（
211
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
訪
問
時
、
国
内
の
和
解
の
た
め
の
祈
り
の
集
い
で
の
講
話
（
ビ
ジ
ャ
ビ
セ
ン
シ
オ
、
二
〇
一

七
年
九
月
八
日
）」（A

A
S 109 [2017], 1063-1064. 1066

）。

（
212
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
五
十
三
回
（
二
〇
二
〇
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
）」
3

（L’O
sservatore R

om
ano, 13 dicem

bre 2019, p. 8

）。

（
213
）　

南
ア
フ
リ
カ
司
教
協
議
会
司
牧
書
簡
「
現
代
の
危
機
の
中
で
の
キ
リ
ス
ト
者
の
希
望
に
関
し
て
（
一
九
八
六
年
五
月
）」（Christian 

H
ope in the Current Crisis

）。

（
214
）　

韓
国
司
教
協
議
会
「
朝
鮮
半
島
の
平
和
た
め
の
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ア
ピ
ー
ル
（
二
〇
一
七
年
八
月
十
五
日
）」（Appeal of 

the Catholic Church in Korea for Peace on the Korean Peninsula

）。

（
215
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
エ
ク
ア
ド
ル
訪
問
時
、
各
界
指
導
者
と
の
集
い
で
の
あ
い
さ
つ
（
キ
ト
、
二
〇
一
七
年
七
月
七
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 9 luglio 2015, p. 9

）。

（
216
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
訪
問
時
、
若
者
と
の
諸
宗
教
集
会
で
の
講
話
（
マ
プ
ト
、
二
〇
一
九
年
九
月
五
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 6 settem

bre 2019, p. 7
）。

（
217
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
カ
ル
タ
ヘ
ナ
、
二
〇
一
七
年
九
月
十
日
）」（A

A
S 109 [2017], 

1086

）。

（
218
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
訪
問
時
、
要
人
、
外
交
団
、
各
界
指
導
者
へ
の
あ
い
さ
つ
（
ボ
ゴ
タ
、
二
〇
一
七
年
九
月
七

日
）」（A

A
S 109 [2017], 1029

）。
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（
219
）　

コ
ロ
ン
ビ
ア
司
教
協
議
会
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
た
め
に

―
対
話
、
和
解
、
全
人
的
発
展
（
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
六
日
）」（Por 

el bien de Colom
bia: diálogo, reconciliación y desarrollo integral

）
4
。

（
220
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
訪
問
時
、
要
人
、
外
交
団
、
各
界
指
導
者
へ
の
あ
い
さ
つ
（
マ
プ
ト
、
二
〇
一
九
年
九
月

五
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 6 settem
bre 2019, p. 6

）。

（
221
）　

第
五
回
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
司
教
協
議
会
総
会
「
ア
パ
レ
シ
ー
ダ
文
書
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
九
日
）」（D

ocum
ento 

de Aparecida
）
398
。

（
222
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
59
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1044

）。

（
223
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
新
し
い
課
題

―
教
会
と
社
会
の
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
（
一
九
九
一
年
五
月
一
日
）』
14

（Centesim
us annus: A

A
S 83 [1991], 810

）。

（
224
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
訪
問
時
、
民
の
発
展
を
願
う
ミ
サ
説
教
（
マ
プ
ト
、
二
〇
一
九
年
九
月
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 7 settem

bre 2019, p. 8

）。

（
225
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ス
リ
ラ
ン
カ
訪
問
時
、
歓
迎
式
典
で
の
あ
い
さ
つ
（
コ
ロ
ン
ボ
、
二
〇
一
五
年
一
月
十
三
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 14 gennaio 2015, p. 7

）

（
226
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ア
ル
バ
ニ
ア
訪
問
時
、
ベ
タ
ニ
ア
セ
ン
タ
ー
の
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
他
ア
ル
バ
ニ
ア
の
慈
善
団
体
の
支
援

受
益
者
と
の
集
い
で
の
あ
い
さ
つ
（
テ
ィ
ラ
ナ
、
二
〇
一
四
年
九
月
二
十
一
日
）」（Insegnam

enti, II, 2 [2014], 288

）。

（
227
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
T
E
D
二
〇
一
七
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 aprile 2017, p. 7

）。
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（
228
）　

教
皇
ピ
オ
十
一
世
回
勅
『
ク
ア
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
（
一
九
三
一
年
五
月
十
五
日
）』
114
（Q

uadragesim
o anno: A

A
S 23 

[1931], 213

）。

（
229
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
228
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1113

）。

（
230
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
リ
ト
ア
ニ
ア
訪
問
時
、
要
人
、
外
交
団
、
各
界
指
導
者
へ
の
あ
い
さ
つ
（
リ
ガ
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
十

四
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 24-25 settem
bre 2018, p. 7

）。

（
231
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
時
、
歓
迎
式
典
で
の
あ
い
さ
つ
（
テ
ル
ア
ビ
ブ
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
五
日
）」

（Insegnam
enti, II, 1 [2014], 604

）。

（
232
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
時
、
ヤ
ド
・
ヴ
ァ
シ
ェ
ム
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
）
で
の
ス
ピ
ー
チ
（
二
〇
一
四
年

五
月
二
十
六
日
）」（A

A
S 106 [2014], 228

）。

（
233
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
日
本
訪
問
時
、
平
和
の
た
め
の
集
い
で
の
講
話
（
広
島
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
四
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 25-26 novem

bre 2019, p. 8

）。

（
234
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
第
五
十
三
回
（
二
〇
二
〇
年
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
）」
2

（L’O
sservatore R

om
ano, 13 dicem

bre 2019, p. 8
）。

（
235
）　

ク
ロ
ア
チ
ア
司
教
協
議
会
「
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
五
十
周
年
書
簡
（
一
九
九
五
年
五
月
一
日
）」（Letter on the Fiftieth 

Anniversary of the End of the Second W
orld W

ar

）。

（
236
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ヨ
ル
ダ
ン
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
ア
ン
マ
ン
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
四
日
）」（Insegnam

enti, II, 1 

[2014], 593

）。
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（
237
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
二
〇
二
〇
年
（
第
五
十
三
回
）
世
界
平
和
の
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
八
日
）」
1

（L’O
sservatore R

om
ano, 13 dicem

bre 2019, p. 8

）。

（
238
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
米
国
訪
問
時
、
国
連
総
会
で
の
演
説
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
）」（A

A
S 107 

[2015], 1041

）。

（
239
）　
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
2309
。

（
240
）　

同
。

（
241
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ

―
と
も
に
暮
ら
す
家
を
大
切
に
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
四
日
）』
104
（Laudato 

si’: A
A

S 107 [2015], 888
）。

（
242
）　

今
日
は
も
は
や
支
持
さ
れ
て
い
な
い
「
正
戦
」
の
理
念
を
練
り
上
げ
た
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
さ
え
、「
人
間
を
刀
剣
で
も
っ

て
殺
す
よ
り
も
戦
争
そ
の
も
の
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
殺
す
ほ
う
が
、
ま
た
平
和
を
戦
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
平
和
〔
的
手
段
〕
に

よ
っ
て
獲
得
し
実
現
す
る
ほ
う
が
、い
っ
そ
う
大
き
な
栄
誉
に
値
し
ま
す
」（「
書
簡
二
二
九
」Epistula 229, 2: PL 33, 1020

［
金

子
晴
勇
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集　

別
巻
Ⅱ　

書
簡
集
2
』
教
文
館
、
三
七
二
頁
］）
と
述
べ
て
い
る
。

（
243
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
二
十
三
世
回
勅
『
パ
ー
チ
ェ
ム
・
イ
ン
・
テ
リ
ス

―
地
上
の
平
和
（
一
九
六
三
年
四
月
十
一
日
）』
67
（Pacem

 in 

terries: A
A

S 55 [1963], 291

）
参
照
。

（
244
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
核
兵
器
の
全
面
的
廃
絶
に
向
け
た
国
連
の
核
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
会
議
あ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
二
〇
一
七
年

三
月
二
十
三
日
）（A

A
S 109 [2017], 394-396

）。

（
245
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
51
（Populorum

 progressio: A
A

S 

59 [1967], 282

）
参
照
。
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（
246
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
い
の
ち
の
福
音
（
一
九
九
五
年
三
月
二
十
五
日
）』
56
（Evangelium

 vitae: A
A

S 87 [1995], 

463-464

）
参
照
。

（
247
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
公
布
二
十
五
周
年
記
念
講
話
（
二
〇
一
七
年
十
月
十
一
日
）」（A

A
S 

109 [2017], 1196

）。

（
248
）　

教
皇
庁
教
理
省
「
死
刑
に
関
す
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
2267
改
訂
に
つ
い
て
の
司
教
へ
の
書
簡
（
二
〇
一
八
年
八

月
一
日
）」（L’O

sservatore R
om

ano, 3 agosto 2018, p. 8

）
参
照
。

（
249
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
国
際
刑
法
学
会
代
表
者
謁
見
時
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
三
日
）」（A

A
S 106 [2014], 840

）。

（
250
）　

教
皇
庁
正
義
と
平
和
評
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』
402
。

（
251
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
「
イ
タ
リ
ア
司
法
官
協
会
員
謁
見
時
の
講
話
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
十
一
日
）」
4
（A

A
S 92 [2000], 

633

）。

（
252
）　

ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
『
神
学
教
理
』（D

ivinae Institutiones V
I, 20, 17: PL 6, 708

）。

（
253
）　

教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
「
書
簡
九
七

―
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
教
会
へ
の
回
答
」（Epistula 97, 25: PL 119, 991

）。

（
254
）　

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
あ
て
書
簡
」（Epistula ad M

arcellinum
, 133, 1.2: PL 33, 509

［
金
子
晴
勇
訳
『
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集　

別
巻
II　

書
簡
集
2
』
教
文
館
、
二
〇
一
三
年
、
六
一
―
六
二
頁
］）。

（
255
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
国
際
刑
法
学
会
代
表
者
謁
見
時
の
講
話
（
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
三
日
）」（A

A
S 106 [2014], 840-

841

）。

（
256
）　

同
（A

A
S 106 [2014], 842

）

（
257
）　

同
。
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（
258
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
い
の
ち
の
福
音
（
一
九
九
五
年
三
月
二
十
五
日
）』
9
（Evangelium

 vitae: A
A

S 87 [1995], 

411

）。

第
八
章

（
259
）　

イ
ン
ド
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
「
今
日
の
課
題
に
対
す
る
イ
ン
ド
に
お
け
る
教
会
の
対
応
（
二
〇
一
六
年
三
月
九
日
）」

（R
esponse of the Church in India to the Present D

ay Challenges

）。

（
260
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
サ
ン
タ
マ
ル
タ
館
で
の
ミ
サ
説
教
（
二
〇
二
〇
年
五
月
十
七
日
）」。

（
261
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
19
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 655

）

（
262
）　

聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅
『
新
し
い
課
題

―
教
会
と
社
会
の
百
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
（
一
九
九
一
年
五
月
一
日
）』
44

（Centesim
us annus: A

A
S 83 [1991], 849

）。

（
263
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ア
ル
バ
ニ
ア
訪
問
時
、
諸
宗
教
者
の
集
い
で
の
講
話
（
テ
ィ
ラ
ナ
、
二
〇
一
四
年
九
月
二
十
一
日
）」

（Insegnam
enti, II, 2 [2014], 277

）。

（
264
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 6

）。

（
265
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
使
徒
的
勧
告
『
福
音
の
喜
び
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）』
256
（Evangelii gaudium

: A
A

S 105 

[2013], 1123

）。

（
266
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
神
は
愛
（
二
〇
〇
五
年
十
二
月
二
十
五
日
）』
28
（D

eus caritas est: A
A

S 98 [2006], 240

）。

（
267
）　
「
人
間
は
…
…
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』Politica, 1253a 1-3

［
神
崎
繁
、
相
澤
康
隆
、
瀬
口
昌
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久
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
第
17
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
二
三
頁
］）。

（
268
）　

教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
回
勅
『
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
）』
11
（Caritas in veritate: A

A
S 101 

[2009], 648

）。

（
269
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
訪
問
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
へ
の
講
話
（
ラ
コ
ヴ
ス
キ
、
二
〇
一
九
年
五
月
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 8 m

aggio 2019, p. 9

）。

（
270
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
キ
ュ
ー
バ
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
、
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
二
日
）」（A

A
S 107 [2015], 

1005

）。

（
271
）　

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
『
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
宣
言
』
2
（N

ostra aetate

）。

（
272
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
リ
ト
ア
ニ
ア
訪
問
時
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
集
い
で
の
講
話
（
リ
ガ
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
四
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 24-25 settem

bre 2018, p. 8

）。

（
273
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
教
皇
庁
立
ラ
テ
ラ
ン
大
学
で
の
レ
ク
ツ
ィ
オ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ナ
講
話
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 27 m

arzo 2019, p. 10

）。

（
274
）　

聖
パ
ウ
ロ
六
世
回
勅
『
エ
ク
レ
ジ
ア
ム
・
ス
ア
ム
（
一
九
六
四
年
八
月
六
日
）』
101
（Ecclesiam

 suam
: A

A
S 56 [1964], 650

）。

（
275
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
パ
レ
ス
チ
ナ
訪
問
時
、
パ
レ
ス
チ
ナ
要
人
へ
の
あ
い
さ
つ
（
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
五

日
）」（Insegnam

enti, II, 1 [2014], 597

）。

（
276
）　

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
詩
編
註
解
』（Enarrationes in Psalm

os 130, 6: PL 37, 1707

）。	

（
277
）　
「
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
／
ヴ
ァ
ル
ソ
ロ
メ
オ
ス
総
主
教
共
同
宣
言
（
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
墳
墓
教
会
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
五

日
）」
5
（L’O

sservatore R
om

ano, 26-27 m
aggio 2014, p. 6

）。
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（
278
）　

ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
監
督
作
品
、
映
画Pope Francis – A m

an of H
is W

ord. H
ope is a U

niversal M
essage

（
二
〇
一
八
年
）

よ
り
。

（
279
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
シ
ノ
ド
ス
後
の
使
徒
的
勧
告
『
愛
す
る
ア
マ
ゾ
ン
（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
日
）』
106
（Q

uerida Am
azonia

）。

（
280
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ス
リ
ラ
ン
カ
訪
問
時
、
ミ
サ
説
教
（
コ
ロ
ン
ボ
、
二
〇
一
五
年
一
月
十
四
日
）」（A

A
S 107 [2015], 

139
）。

（
281
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 7

）。

（
282
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
訪
問
時
、
要
人
へ
の
あ
い
さ
つ
（
サ
ラ
エ
ボ
、
二
〇
一
五
年
六
月
六
日
）」

（L’O
sservatore R

om
ano, 7 giugno 2015, p. 7

）。

（
283
）　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
「
聖
エ
デ
ィ
ジ
オ
共
同
体
主
催
国
際
平
和
集
会
参
加
者
謁
見
時
の
講
話
（
二
〇
一
三
年
九
月
三
十
日
）」

（Insegnam
enti, I, 2 [2013], 301-302

）。

（
284
）　
「
ア
ブ
ダ
ビ
文
書
」（L’O

sservatore R
om

ano, 4-5 febbraio 2019, p. 6

）。

（
285
）　

同
。

（
286
）　

福
者
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
フ
ー
コ
ー
「
主
の
祈
り
に
つ
い
て
の
黙
想
」（M

éditations sur le N
otre Père, 23 janvier 1897

）
参
照
。

（
287
）　

福
者
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
フ
ー
コ
ー
「
ア
ン
リ
・
ド
・
カ
ス
テ
リ
あ
て
書
簡
（
一
九
〇
一
年
十
一
月
二
十
九
日
）」（Lettre à H

enry 

de Castries

［
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ッ
ク
ス
著
、
倉
田
清
訳
『
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
フ
ー
コ
ー
』
聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
九

八
年
、
一
八
二
頁
］）。

（
288
）　

福
者
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
フ
ー
コ
ー
「
ド
ゥ
・
ボ
ン
デ
ィ
夫
人
あ
て
書
簡
（
一
九
〇
二
年
一
月
七
日
）」（Lettre à M

adam
e de 

Bondy

）。
聖
パ
ウ
ロ
六
世
は
、
彼
の
功
績
を
た
た
え
、
こ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
た
（
回
勅
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
シ
オ
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（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
六
日
）』
12
［Populorum

 progressio: A
A

S 59 [1967], 263

］）。

略
号

A
A

S 
Acta Apostolicae Sedis

FF 
Fonti Francescane

PG
 

Patrologia G
raeca

PL 
Patrologia Latina

　

聖
書
の
引
用
は
原
則
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
『
聖
書
新
共
同
訳
』（
二
〇
〇
〇
年
版
）
を
使
用
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
漢
字
・
仮
名
の

表
記
は
本
文
に
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
訳
文
の
引
用
に
関
し
て
は
出
典
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
引
用
に
際
し
、
一
部
表
現
や
用
字

を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
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付
録

共
同
文
書　

世
界
平
和
と
共
生
の
た
め
の
人
類
の
兄
弟
愛

序

　

信
仰
に
よ
っ
て
信
者
は
、
他
者
に
、
支
え
る
べ
き
、
愛
す
べ
き
兄
弟
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
宇
宙
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
す
べ
て
の
人

―
神
の
い
つ
く
し
み
に
よ
っ
て
等
し
く
さ
れ
た

―
を
創
造
さ
れ

た
神
へ
の
信
仰
か
ら
、
信
じ
る
者
は
、
被
造
界
と
全
宇
宙
を
大
切
に
守
り
、
一
人
ひ
と
り
を
、
と
り
わ
け
も

っ
と
も
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
貧
し
い
人
々
を
支
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
人
類
の
兄
弟
愛
を
表
す
よ

う
招
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
超
越
的
な
価
値
観
を
踏
ま
え
、
兄
弟
愛
と
友
情
の
雰
囲
気
に
満
ち
た
多
く
の
会
合
を
通
し
て
、
わ
た

し
た
ち
は
現
代
社
会
に
お
け
る
喜
び
、
悲
し
み
、
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
話
し
合
い
ま
し
た
。
科
学
・
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技
術
の
進
歩
、
治
療
医
学
の
発
展
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
加

え
、
軍
拡
競
争
、
社
会
的
不
正
、
汚
職
、
不
平
等
、
モ
ラ
ル
の
低
下
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
差
別
、
過
激
主
義
、

そ
の
他
種
々
の
原
因
に
よ
る
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
大
勢
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
が
抱
え
る
貧
困
、
戦
争
、

苦
し
み
と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
も
話
し
合
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
こ
う
し
た
兄
弟
的
で
誠
実
な
意
見
交
換
と
、
全
人
類
の
輝
く
未
来
へ
の
希
望
に
満
ち
た
会
合

を
通
し
て
、
こ
の
「
人
類
の
兄
弟
愛
に
つ
い
て
の
文
書
」
の
構
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
善
意
と
信
義
を
望
む

共
同
声
明
と
す
べ
く
、
真
摯
に
真
剣
に
論
じ
ら
れ
た
文
書
で
す
。
す
べ
て
の
人
を
兄
弟
に
す
る
神
の
偉
大
な

恵
み
の
理
解
に
よ
っ
て
、
新
し
い
世
代
を
相
互
尊
重
の
文
化
へ
と
導
く
手
引
き
と
な
る
よ
う
、
神
へ
の
信
仰

を
心
に
抱
く
人
々
、
ま
た
人
類
の
兄
弟
愛
を
信
じ
る
す
べ
て
の
人
を
、
一
致
し
て
と
も
に
働
く
よ
う
招
く
も

の
で
す
。

本
文

　

す
べ
て
の
人
を
、
権
利
、
義
務
、
尊
厳
に
お
い
て
平
等
に
創
造
な
さ
り
、
地
を
満
た
し
て
、
そ
こ
に
善
、

愛
、
平
和
の
価
値
を
広
め
る
た
め
に
、
互
い
に
兄
弟
と
し
て
生
き
る
よ
う
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
、
神
の
名
に
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よ
っ
て
。

　

神
が
、
一
人
を
殺
し
た
者
は
全
人
類
を
殺
し
た
と
同
じ
で
あ
り
、
一
人
の
い
の
ち
を
救
う
者
は
全
人
類
の

い
の
ち
を
救
っ
た
と
同
じ
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
で
、
そ
の
い
の
ち
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
た
、
人
間
の
無
垢

の
魂
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
が
、
す
べ
て
の
人
に
、
と
り
わ
け
、
資
産
家
や
富
裕
層
に
対
し
て
、
義
務
と
し
て
救
援
を
命
じ
て
お
ら

れ
る
、
貧
し
い
人
、
困
窮
し
た
人
、
助
け
を
必
要
と
す
る
人
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

孤
児
、
や
も
め
、
難
民
、
家
や
故
郷
を
離
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
、
戦
争
、
迫
害
、
不
正
の
す

べ
て
の
犠
牲
者
、
弱
者
、
恐
怖
の
う
ち
に
生
き
る
人
、
戦
争
捕
虜
、
何
で
あ
れ
世
界
の
各
地
で
拷
問
に
遭
う

人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

破
壊
、
崩
壊
、
戦
争
の
犠
牲
者
と
な
り
、
安
全
、
平
和
、
共
生
を
失
っ
た
民
の
名
に
よ
っ
て
。

　

す
べ
て
の
人
を
抱
擁
し
、
一
つ
に
結
び
、
平
等
に
す
る
「
人
類
の
兄
弟
愛
」
の
名
に
よ
っ
て
。

　

人
々
の
行
動
や
運
命
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
過
激
主
義
と
分
断
の
政
策
、
法
外
な
稼
ぎ
を
得
る
シ
ス
テ

ム
、
勢
い
づ
く
憎
悪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
、
こ
の
兄
弟
愛
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
が
、
自
由
な
者
と
し
て
創
造
な
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
者
と
さ
れ
た
、
人
間
す
べ
て

に
与
え
て
お
ら
れ
る
、
自
由
の
名
に
よ
っ
て
。
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幸
福
の
基
盤
で
あ
り
、
信
仰
の
か
な
め
で
あ
る
、
義
と
い
つ
く
し
み
の
名
に
よ
っ
て
。

　

地
上
の
い
か
な
る
場
所
に
も
存
在
し
て
い
る
、
善
意
あ
る
す
べ
て
の
人
の
名
に
よ
っ
て
。

　

神
の
名
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
上
記
の
す
べ
て
の
名
に
よ
っ
て
、
ア
ズ
ハ
ル
（
訳
注
：
カ
イ
ロ
に
あ
る
イ
ス
ラ

ム
・
ス
ン
ニ
派
の
最
高
権
威

）
な
ら

び
に
東
西
の
ム
ス
リ
ム
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
ら
び
に
東
西
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
、
歩
む
道
と
し
て
は

対
話
の
文
化
を
、
行
動
と
し
て
は
協
働
を
、
方
法
・
基
準
と
し
て
は
相
互
認
識
を
採
択
す
る
こ
と
を
宣
言
し

ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
、
神
を
信
じ
、
終
わ
り
の
日
の
神
と
の
出
会
い
を
信
じ
、
神
の
裁
き
を
信
じ
る
信
仰
者
は
、

自
ら
の
宗
教
的
・
倫
理
的
責
任
を
担
い
、
こ
の
文
書
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
自
身
と
世
界
の
指
導
者
た
ち
、

国
際
政
治
と
世
界
経
済
を
担
う
者
た
ち
に
、
寛
容
、
共
生
、
平
和
の
文
化
を
広
め
る
た
め
の
真
摯
な
取
り
組

み
、
無む

辜こ

の
血
が
流
さ
れ
る
の
を
止
め
る
い
ち
早
い
介
入
、
今
世
界
が
苦
し
ん
で
い
る
戦
争
、
紛
争
、
環
境

破
壊
、
文
化
的
・
倫
理
的
衰
退
の
終
結
を
求
め
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
世
界
中
の
知
識
人
、
哲
学
者
、
宗
教
家
、
芸
術
家
、
報
道
関
係
者
、
文
化
人
に
向
け
て
、

平
和
、
正
義
、
善
、
美
、
人
類
の
兄
弟
愛
、
共
生
の
価
値
を
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
救
い
の
錨い

か
りと

な
る

重
要
な
価
値
と
認
め
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
広
め
て
い
く
た
め
、
再
評
価
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。



共同文書　世界平和と共生のための人類の兄弟愛

255

　

本
声
明
は
、
現
代
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
深
く
熟
考
し
た
う
え
で
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
成
功
を
評
価
し
、
ま

た
そ
の
苦
し
み
、
惨
事
、
災
害
を
こ
の
身
に
生
き
る
こ
と
で
確
信
し
ま
す
。
現
代
世
界
の
危
機
の
最
大
の
原

因
は
、
鈍
感
に
な
っ
た
人
間
の
良
心
と
、
宗
教
的
価
値
観
の
疎
外
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
個
人
主
義
と
物

質
主
義
的
思
想

―
人
間
を
神
化
し
、
世
俗
的
で
物
質
的
な
価
値
観
を
至
高
の
超
越
的
原
理
に
置
き
換
え
る

こ
と

―
の
優
勢
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
現
代
文
明
が
科
学
、
技
術
、
医
学
、
産
業
、
福
祉
の
面
で
、
と
り
わ
け
先
進
国
に
お
い

て
肯
定
的
に
発
展
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
価
値
あ
る
歴
史
的
進
歩
と
と
も
に
、
国

際
的
な
行
動
を
左
右
す
る
、
モ
ラ
ル
の
低
下
、
霊
的
価
値
観
や
責
任
感
の
希
薄
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
す
べ
て
が
社
会
全
体
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
孤
独
感
、
絶
望
感
を
拡

散
し
、
多
く
の
者
を
つ
ま
ず
か
せ
、
無
神
論
や
不
可
知
論
の
過
激
主
義
の
渦
に
、
宗
教
的
イ
ン
テ
グ
ラ
リ
ズ

ム
、
過
激
主
義
、
盲
目
的
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
せ
、
他
の
人
々
を
も
、
個
人
や
集
団
で
の
依
存

や
自
己
破
壊
に
屈
服
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　

歴
史
を
見
る
と
、
宗
教
心
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
過
激
主
義
や
不
寛
容
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

世
界
中
に
、「
散
発
的
な
第
三
次
世
界
大
戦
」
の
兆
し
と
呼
べ
る
も
の
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

世
界
の
多
く
の
地
域
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
的
状
況
の
中
で
、
残
酷
な
正
体
を
見
せ
始
め
て
い
ま
す
。
そ
こ



256

か
ら
生
じ
た
、
犠
牲
者
、
寡
婦
、
孤
児
の
数
も
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
よ
う
な
状
況
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

他
の
地
域
で
は
、
不
透
明
感
、
失
望
、
将
来
へ
の
不
安
に
支
配
さ
れ
、
目
先
の
経
済
利
益
に
操
ら
れ
た
世
界

情
勢
の
中
、
緊
張
の
温
床
が
生
じ
、
武
器
や
弾
薬
が
集
め
ら
れ
、
新
た
な
紛
争
地
と
な
る
準
備
が
進
ん
で
い

ま
す
。

　

ほ
か
に
わ
た
し
た
ち
が
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
深
刻
な
政
治
危
機
、
不
正
義
、
天

然
資
源
の
公
平
な
分
配
の
欠
如

―
そ
こ
か
ら
一
握
り
の
富
裕
層
が
、
地
上
の
大
多
数
の
民
を
犠
牲
に
し
て

益
を
得
て
い
ま
す

―
が
、
膨
大
な
数
の
病
者
、
困
窮
者
、
死
者
を
生
み
、
今
な
お
生
み
続
け
て
お
り
、
多

く
の
国
が
、
天
然
資
源
や
若
年
層
と
い
う
資
源
を
自
国
の
特
徴
と
し
て
い
な
が
ら
も
犠
牲
と
な
る
、
致
命
的

な
危
機
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
貧
困
と
飢
餓
の
せ
い
で
骸
骨
の
よ
う
に
な
っ
て
死
ん
で

ゆ
く
数
百
数
千
万
人
の
子
ど
も
た
ち
を
生
む
そ
の
よ
う
な
危
機
を
前
に
し
て
、
国
際
社
会
の
許
し
が
た
い
沈

黙
が
支
配
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
点
か
ら
も
、
家
庭
が
社
会
と
人
類
を
構
成
す
る
核
と
し
て
、
子
を
産
み
育
て
、
教
育
し
、
確
固
た
る

倫
理
観
を
授
け
、
家
族
に
よ
る
庇
護
を
与
え
る
た
め
に
、
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
す
。
家
庭
と

い
う
枠
組
み
に
対
す
る
誹
謗
、
軽
視
、
そ
の
役
割
の
重
要
性
へ
の
疑
い
は
、
現
代
に
お
け
る
も
っ
と
も
危
険

な
悪
の
一
つ
で
す
。
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わ
た
し
た
ち
は
ま
た
、
形
態
や
標ひ

ょ
う
ぼ
う榜す
る
も
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
主
義
的
・
利
己
的
・
闘
争
的
風
潮
、

極
端
な
論
調
、
盲
目
的
過
激
主
義
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
健
全
な
教
育
、
そ
し
て
倫
理
的
価
値
と
宗
教
の

正
し
い
教
え
に
従
う
こ
と
を
手
段
と
し
て
、
宗
教
心
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
し
て
新
し
い

世
代
の
心
に
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
ま
す
。

　

宗
教
の
第
一
の
、
そ
し
て
最
大
の
目
的
は
、
神
を
信
じ
る
こ
と
、
神
に
栄
光
を
帰
す
こ
と
、
そ
し
て
、
こ

の
宇
宙
は
そ
れ
を
治
め
て
お
ら
れ
る
神
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
、
す
べ
て
の
人
を
招
く

こ
と
で
す
。
神
は
、
そ
の
叡
智
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
を
お
造
り
に
な
り
、
大
切
に
守
る
よ
う
に
と
い
の
ち

の
た
ま
も
の
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
創
造
主
で
す
。
こ
の
た
ま
も
の
を
、
好
き
勝
手
に
奪
っ
た
り
、
危
険
に

さ
ら
し
た
り
、
利
用
し
た
り
す
る
権
利
を
有
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
人
は
こ
の
た
ま
も

の
を
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
自
然
の
死
に
至
る
ま
で
、
守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
わ
た
し

た
ち
は
、
大
量
殺
戮
、
テ
ロ
行
為
、
強
制
移
住
、
臓
器
売
買
、
中
絶
、
安
楽
死
な
ど
、
い
の
ち
を
脅
か
す
あ

ら
ゆ
る
も
の
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
支
援
す
る
政
策
を
糾
弾
し
ま
す
。

　

ま
た
、
宗
教
は
戦
争
を
あ
お
る
こ
と
も
、
憎
し
み
、
敵
意
、
過
激
主
義
を
募
ら
せ
る
こ
と
も
、
暴
力
や
流

血
を
招
く
こ
と
も
な
い
と
、
断
固
と
し
て
宣
言
し
ま
す
。
こ
う
し
た
惨
事
を
招
い
た
の
は
、
宗
教
の
教
え
か

ら
の
逸
脱
、
宗
教
の
政
治
利
用
で
あ
り
、
歴
史
の
一
時
期
に
一
部
の
宗
教
グ
ル
ー
プ

―
宗
教
的
感
情
が
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人
々
の
心
に
与
え
る
影
響
を
悪
用
し
て
、
宗
教
の
真
実
と
は
無
関
係
な
行
い
へ
と
誘
導
し
、
世
俗
的
で
近
視

眼
的
な
政
治
的
・
経
済
的
目
的
を
か
な
え
る
よ
う
に
し
た
者
た
ち

―
に
よ
る
解
釈
の
結
果
な
の
で
す
。
そ

れ
ゆ
え
わ
た
し
た
ち
は
、
宗
教
の
名
を
語
っ
て
、
憎
し
み
、
暴
力
、
過
激
主
義
や
盲
目
的
狂
信
を
あ
お
る
の

を
や
め
る
よ
う
、
そ
し
て
、
殺
害
、
追
放
、
テ
ロ
、
抑
圧
の
、
神
の
名
を
借
り
た
正
当
化
を
や
め
る
よ
う
、

す
べ
て
の
人
に
求
め
ま
す
。
殺
害
さ
れ
る
た
め
、
互
い
に
争
う
た
め
、
ま
た
、
生
き
方
や
境
遇
を
も
っ
て
拷

問
に
か
け
ら
れ
た
り
辱
め
ら
れ
た
り
す
る
た
め
に
人
間
は
創
造
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
わ
た
し
た

ち
に
共
通
す
る
信
仰
ゆ
え
に
そ
れ
を
求
め
る
の
で
す
。
真
実
、
神
は
、
全
能
者
は
、
ご
自
分
を
だ
れ
か
に
擁

護
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
く
、
人
々
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
た
め
に
ご
自
分
の
名
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

本
文
書
は
、
世
界
平
和
構
築
に
お
け
る
諸
宗
教
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
た
過
去
の
国
際
文
書
に
賛
同

し
、
次
の
こ
と
を
表
明
し
ま
す
。

　

・
宗
教
の
真
の
教
え
は
、
平
和
と
い
う
価
値
に
強
く
結
ば
れ
る
よ
う
、
相
互
理
解
、
人
類
の
兄
弟
愛
、
調

和
的
共
生
の
価
値
を
支
持
す
る
よ
う
、
知
恵
、
義
、
愛
を
再
建
す
る
よ
う
、
若
者
に
宗
教
心
を
取
り
戻
す
よ
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う
促
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
物
質
主
義
的
思
考
の
支
配
か
ら
、

そ
し
て
法
外
な
稼
ぎ
を
求
め
る
強
欲
や
無
関
心
に
支
配
さ
れ
た
、
法
の
力
で
は
な
く
力
の
法
に
基
づ
く
政
治

の
危
険
か
ら
、
新
し
い
世
代
を
守
る
た
め
で
す
。

　

・
自
由
は
、
す
べ
て
の
人
の
権
利
で
す
。
だ
れ
も
が
信
教
、
思
想
、
表
現
、
行
動
の
自
由
を
享
受
し
て
い

ま
す
。
宗
教
、
肌
の
色
、
性
、
人
種
、
言
語
の
多
元
性
・
多
様
性
は
神
の
叡
智
が
望
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
を
も
っ
て
神
は
人
類
を
創
造
し
ま
し
た
。
こ
の
神
の
叡
智
を
源
と
し
て
、
信
教
の
自
由
と
、
異
な
っ
て
あ

る
こ
と
の
自
由
の
権
利
が
生
じ
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
定
の
宗
教
や
特
定
の
文
化
を
信
奉
す
る
よ
う
強

要
し
た
り
、
本
人
が
受
け
入
れ
て
い
な
い
文
化
様
式
を
押
し
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
で

す
。

　

・
い
つ
く
し
み
に
基
づ
い
た
義
は
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
、
尊
厳
あ
る
生
を
か
な
え
る
た

め
の
道
で
す
。

　

・
対
話
、
理
解
、
寛
容
と
他
者
の
受
容
と
人
類
の
共
生
を
目
指
す
文
化
の
普
及
、
こ
れ
ら
は
、
人
類
の
大

多
数
を
悩
ま
せ
て
い
る
、
経
済
、
社
会
、
政
治
、
環
境
の
多
く
の
問
題
の
解
決
に
大
い
に
貢
献
す
る
は
ず
で

す
。

　

・
信
仰
者
の
間
の
対
話
と
は
、
霊
的
、
人
間
的
、
社
会
的
価
値
観
の
一
致
す
る
広
大
な
空
間
の
中
で
出
会
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い
、
宗
教
が
求
め
る
最
高
の
倫
理
的
価
値
の
普
及
の
た
め
に
、
そ
の
出
会
い
を
生
か
す
こ
と
を
意
味
し
、
ま

た
不
必
要
な
議
論
を
避
け
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

・
礼
拝
の
場
（
神
殿
、
教
会
、
モ
ス
ク
）
の
保
護
は
、
宗
教
、
人
間
的
価
値
、
法
律
、
国
際
協
定
に
よ
っ

て
是
認
さ
れ
た
義
務
で
す
。
礼
拝
所
を
攻
撃
し
た
り
、
襲
撃
や
爆
破
や
破
壊
に
よ
っ
て
脅
か
す
企
て
は
す
べ

て
、
宗
教
の
教
え
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
ら
か
な
国
際
法
違
反
で
す
。

　

・
東
西
も
南
北
も
問
わ
ず
、
人
々
の
安
全
を
脅
か
し
、
パ
ニ
ッ
ク
、
恐
怖
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
ま
き
散
ら
す

憎
む
べ
き
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
た
と
え
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
が
宗
教
の
名
を
語
ろ
う
が
、
宗
教
に
起
因
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
典
の
誤
っ
た
解
釈
の
積
み
重
ね
と
、
飢
餓
、
貧
困
、
不
正
、
圧
迫
、
傲
慢
に
つ
な
が

る
政
治
に
よ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
資
金
や
武
器
や
構
想
の
供
給
、
正
当
化
、
さ
ら
に
は
マ
ス
コ
ミ

報
道
に
よ
る
テ
ロ
活
動
の
後
押
し
を
や
め
、
こ
れ
ら
は
皆
、
世
界
の
安
全
と
平
和
を
脅
か
す
国
際
犯
罪
だ
と

捉
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
形
態
や
標
榜
す
る
も
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

徹
底
し
て
非
難
す
べ
き
で
す
。

　

・
「
市
民
権
」
と
い
う
概
念
は
、
権
利
と
義
務
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
の
も
と
で

万
人
が
正
義
を
享
受
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
完
全
な
市
民
権
」
の
概
念
を
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に

定
着
さ
せ
、
孤
立
感
や
劣
等
感
を
生
み
出
し
う
る
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
差
別
的
に
は
使
用
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し
な
い
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
対
立
や
軋あ

つ

轢れ
き

の
素
地
と
な
り
、
差
別
に
よ
っ
て
、
一
部
の
市
民
の

発
展
と
、
宗
教
的
・
市
民
的
権
利
と
を
取
り
上
げ
る
の
で
す
。

　

・
西
洋
と
東
洋
の
関
係
は
、
論
じ
る
ま
で
も
な
く
互
い
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
、
か
け
が
え
の
な
い
、
お

ろ
そ
か
に
な
ど
で
き
な
い
も
の
で
す
。
文
化
交
流
と
対
話
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
方
の
文
明
に
よ
っ
て

豊
か
に
な
る
か
ら
で
す
。
西
洋
は
東
洋
文
明
の
内
に
、
物
質
主
義
の
支
配
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
自
ら

の
霊
的
・
宗
教
的
病
の
い
く
つ
か
に
対
す
る
治
療
法
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
洋
は
西
洋
文
明

の
内
に
、
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱さ
、
分
断
、
紛
争
、
科
学
的
・
技
術
的
・
文
化
的
衰
退
か
ら
救
わ
れ
る
助
け
と
な
る
多
く
の

要
素
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
洋
に
お
い
て
人
格
、
文
化
、
文
明
の
形
成
に
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
、
宗
教
、
文
化
、
歴
史
の
相
違
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
ま
た
、
二ダ

ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

つ
の
基
準
を
用
い
る
政

策
を
避
け
、
東
洋
と
西
洋
の
す
べ
て
の
人
に
尊
厳
あ
る
生
を
保
障
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
の
、
か
つ
共

通
の
人
権
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

・
女
性
の
、
教
育
を
受
け
る
権
利
、
働
く
権
利
、
政
治
参
加
の
権
利
を
公
認
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で

す
。
さ
ら
に
、
そ
の
人
自
身
の
信
仰
と
尊
厳
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
理
に
反
す
る
、
歴
史
的
、
社
会
的
圧
力

か
ら
の
解
放
に
も
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
性
的
搾
取
と
、
快
楽
や
経
済
利
益
の
た
め
に
商
品

や
道
具
と
し
て
扱
う
こ
と
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
女
性
の
尊
厳
を
卑
し
め
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る
非
人
間
的
な
習
慣
や
俗
悪
な
慣
習
を
す
べ
て
断
ち
切
る
べ
き
で
あ
り
、
女
性
が
自
ら
の
権
利
を
完
全
に
享

受
す
る
の
を
妨
げ
る
法
律
を
変
え
る
べ
く
働
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

・
家
庭
的
な
環
境
の
中
で
育
ち
、
養
わ
れ
、
教
育
を
受
け
、
扶
養
さ
れ
る
と
い
う
、
子
ど
も
の
基
本
的
権

利
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
家
族
と
社
会
の
義
務
で
す
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
世
界
の
ど
の
場
所
の
ど
ん
な
子

ど
も
に
対
し
て
も
、
欠
け
る
こ
と
な
く
否
定
さ
れ
ず
、
保
障
さ
れ
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど

も
の
尊
厳
や
権
利
を
侵
害
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
子
ど
も
が

さ
ら
さ
れ
る
危
険
、
と
く
に
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
の
危
険
を
警
戒
し
、
彼
ら
の
無
垢
さ
を
売
買
し
た
り
幼
少
期

を
奪
う
こ
と
は
犯
罪
だ
と
認
識
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

・
高
齢
者
、
弱
者
、
障
害
者
、
虐
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
の
人
権
の
保
護
は
、
宗
教
的
か
つ
社
会
的
要
求
で

あ
り
、
厳
格
な
法
の
制
定
と
、
関
連
す
る
国
際
協
定
の
適
用
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
擁
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ア
ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
は
、
協
働
作
業
に
よ
っ
て
、
本
文
書
を
公
表
し
、

世
界
中
の
、
権
威
あ
る
機
関
、
影
響
力
あ
る
指
導
者
、
宗
教
者
、
関
連
す
る
地
域
組
織
や
国
際
組
織
、
市
民

社
会
の
諸
機
関
、
宗
教
団
体
、
指
導
的
思
想
家
の
も
と
に
届
け
る
こ
と
、
そ
し
て
本
声
明
の
原
則
が
政
策
、
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裁
定
、
法
文
、
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
報
道
資
料
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
、
す
べ
て
の
地
域
と
国
際
レ
ベ

ル
で
こ
れ
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
を
約
束
い
た
し
ま
す
。

　

ア
ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
本
文
書
が
す
べ
て
の
学
校
、
大
学
、
教
育
機
関
、
養
成
機
関

で
の
研
究
・
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
善
と
平
和
を
も
た
ら
し
、
あ
ら
ゆ
る
地
で
、
虐

げ
ら
れ
て
い
る
人
、
い
ち
ば
ん
の
弱
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
新
し
い
世
代
を
育
て
る
一
助
と
な
る
た
め
で
す
。

　

終
わ
り
に
願
い
ま
す
。

　

本
声
明
が
、
す
べ
て
の
信
仰
者
ど
う
し
で
、
さ
ら
に
は
神
を
信
じ
る
人
と
信
じ
て
い
な
い
人
の
間
で
、
そ

し
て
す
べ
て
の
善
意
の
人
の
中
で
、
和
解
と
兄
弟
愛
へ
の
招
き
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。

　

異
常
な
暴
力
と
盲
目
的
過
激
主
義
を
拒
否
す
る
、
力
強
い
す
べ
て
の
良
心
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
、
宗
教
が

促
進
、
奨
励
し
て
い
る
、
寛
容
と
兄
弟
愛
と
い
う
価
値
を
愛
す
る
人
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。

　

分
断
さ
れ
た
心
と
心
を
一
つ
に
結
び
、
人
間
の
魂
を
高
く
引
き
上
げ
て
く
だ
さ
る
、
神
へ
の
信
仰
の
偉
大

さ
の
あ
か
し
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。

　

東
洋
と
西
洋
の
、
北
半
球
と
南
半
球
の
抱
擁
、
そ
し
て
、
神
は
わ
た
し
た
ち
を
知
り
合
う
た
め
、
協
働
す

る
た
め
、
愛
し
合
う
兄
弟
と
し
て
生
き
る
た
め
に
創
造
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
信
じ
る
す
べ
て
の
人
ど
う
し
の
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抱
擁
の
し
る
し
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
人
が
こ
の
生
の
中
で
享
受
す
る
普
遍
の
平
和
の
実
現
の
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち

が
望
み
追
求
す
る
こ
と
で
す
。

　
　
　

ア
ブ
ダ
ビ
、
二
〇
一
九
年
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
の
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
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あ
と
が
き

　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
三
つ
目
と
な
る
回
勅Fratelli tutti

の
邦
訳
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

本
文
で
教
皇
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
回
勅
5
参
照
）、
本
回
勅
の
起
草
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ス
ン

ニ
派
の
最
高
権
威
機
関
ア
ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
の
グ
ラ
ン
ド
・
イ
マ
ー
ム
（
指
導
者
）、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ル
・
タ
イ

ー
ブ
師
か
ら
、
師
と
積
み
重
ね
た
対
話
か
ら
受
け
た
刺
激
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
九
年
二
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
、
教
皇
は
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
U
A
E
）
へ
の
司
牧
訪
問

を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
史
上
初
の
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
る
ア
ラ
ビ
ア
半
島
訪
問
で
す
。

　

二
〇
一
九
年
は
、
十
字
軍
の
時
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
の
対
話
を
望
ん
だ
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
・
マ
リ
ク
・
ア
ル
＝
カ
ー
ミ
ル
を
エ
ジ
プ
ト
に
訪
問
し
て
か
ら
八
〇
〇
年
に
あ
た
る
年

で
す
（
回
勅
3
参
照
）。
教
皇
は
、
こ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
進
取
果
敢
な
行
動
か
ら
八
〇
〇
年
後
に
、
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
と
い
う
名
の
教
皇
が
ア
ラ
ビ
ア
半
島
へ
の
歴
史
的
訪
問
を
果
た
し
た
の
は
「
神
の
摂
理
に
よ
る
も

の
」
で
あ
り
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
対
話
が
、
今
日
の
世
界
に

平
和
を
築
く
た
め
の
決
定
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
願
う
祈
り
」
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す
（
同
年
二
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月
六
日
「
一
般
謁
見
講
話
」、
ペ
ト
ロ
文
庫
『
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
話
集
7
』
五
〇
頁
）。

　

二
月
四
日
に
教
皇
は
、
U
A
E
建
国
の
父
記
念
碑
前
で
行
わ
れ
た
諸
宗
教
の
集
い
に
出
席
し
、
ア
フ
マ

ド
・
ア
ル
・
タ
イ
ー
ブ
師
と
と
も
に
共
同
文
書
「
世
界
平
和
と
共
生
の
た
め
の
人
類
の
兄
弟
愛
」（
本
書
二
五

一
頁
）
に
署
名
し
ま
す
。

　

こ
こ
へ
と
至
る
ま
で
の
、
教
皇
と
タ
イ
ー
ブ
師
と
の
交
わ
り
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
ま
す
。

　

二
〇
一
六
年
五
月
二
十
三
日
、
タ
イ
ー
ブ
師
が
バ
チ
カ
ン
に
教
皇
を
訪
問
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
教

皇
就
任
前
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
間
に
は
、
前
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
が
二
〇
〇
六

年
九
月
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
行
っ
た
講
演
（
ペ
ト
ロ
文
庫
『
霊
的
講
話
集
二
〇
〇
六
』
二
五
八
頁
）
の
一

部
表
現
が
誤
解
を
招
い
た
こ
と
に
よ
り
、
少
な
か
ら
ず
緊
張
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ

っ
て
、
こ
の
タ
イ
ー
ブ
師
の
教
皇
訪
問
は
、
両
者
の
関
係
改
善
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
大
き
く
報

じ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
実
現
の
裏
に
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
が
就
任
以
来
地
道
に
行
っ
て
き
た
、

師
と
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
地
道
な
働
き
か
け
が
寄
与
し
て
も
い
ま
す
。

　

二
〇
一
七
年
四
月
二
十
八
日
に
は
、
タ
イ
ー
ブ
師
の
招
待
を
受
け
て
教
皇
が
エ
ジ
プ
ト
を
訪
問
。
同
師
と

会
談
し
た
後
に
、
ア
ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
大
学
主
催
の
国
際
平
和
会
議
に
出
席
し
て
い
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
、

前
年
十
二
月
十
一
日
、
そ
し
て
教
皇
訪
問
の
わ
ず
か
二
十
日
ほ
ど
前
の
四
月
九
日
に
、
コ
プ
ト
正
教
会
を
標
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的
と
し
た
自
爆
テ
ロ
が
起
き
て
お
り
、
合
わ
せ
て
七
十
名
以
上
も
の
い
の
ち
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
議

に
お
い
て
教
皇
と
タ
イ
ー
ブ
師
は
、
い
の
ち
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
否
定
し
、
そ
う
し
た
暴
力
が
神
の

名
の
も
と
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
非
難
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
深
い
共
感
を
得
て
、
世
界
平
和
に
向

け
て
の
両
者
の
協
働
は
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

同
年
十
一
月
七
日
、
バ
チ
カ
ン
の
パ
ウ
ロ
六
世
ホ
ー
ル
書
斎
に
て
、
教
皇
は
タ
イ
ー
ブ
師
と
私
的
に
面
会

し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
タ
イ
ー
ブ
師
は
、
聖
エ
デ
ィ
ジ
オ
共
同
体
（
一
九
六
八
年
に
ロ
ー
マ
の
高
校
生
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
き
方
に
倣
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
展
開
す
る
信

徒
使
徒
職
団
体
）
が
主
催
す
る
国
際
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
東
洋
と
西
洋
、
文
明
の
対
話
」
に
参
加
す
る
た
め
、
ロ

ー
マ
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
教
皇
と
タ
イ
ー
ブ
師
は
、
互
い
へ
の
敬
意
に
満
ち
た
親
密
さ
を
温
め
つ
つ
、
異
な
る
も
の
の

間
に
《
橋
を
架
け
る
》
と
い
う
共
通
の
理
念
を
見
定
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
実
り
と
し
て
、
両

者
の
共
同
文
書
へ
の
署
名
は
果
た
さ
れ
た
の
で
す
。

　

二
〇
一
九
年
八
月
、
こ
の
文
書
に
示
さ
れ
た
理
念
・
目
標
を
実
現
す
る
た
め
、
U
A
E
の
強
い
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
独
立
し
た
国
際
組
織
で
あ
る
「
人
類
の
兄
弟
愛
の
た
め
の
高
等
委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
ま

す
。
同
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
教
皇
庁
諸
宗
教
対
話
評
議
会
議
長
ミ
ゲ
ル
・
ア
ン
ヘ
ル
・
ア
ユ
ソ
・
ギ
ク
ソ
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ッ
ト
枢
機
卿
も
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
同
年
十
一
月
に
は
、
同
会
メ
ン
バ
ー
と
、
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
タ

イ
ー
ブ
師
と
の
会
談
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
ア
レ
ル
ヤ
の
祈
り
の
際
に
教
皇
は
、
同
高
等
委
員
会
の
提
案
を
受
け
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
拡
大
す
る
中
に
あ
っ
て
五
月
十
四
日
を
「
祈
り
と
断
食
と
愛
の
わ
ざ
の
日
」
と
し
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
信
者
が
霊
的
に
結
ば
れ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
収
束
を
願
っ
て
祈
り
を
さ
さ
げ
る
よ
う
呼
び
か

け
ま
し
た
。

　

同
年
十
二
月
四
日
に
同
高
等
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長
と
会

談
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
同
月
二
十
一
日
に
国
連
総
会
は
、
二
〇
二
一
年
よ
り
毎
年
二
月
四
日
、
す
な
わ
ち

教
皇
と
タ
イ
ー
ブ
師
に
よ
っ
て
共
同
文
書
に
署
名
が
な
さ
れ
た
日
をInternational D

ay of H
um

an 

Fraternity

（
人
類
の
兄
弟
愛
国
際
デ
ー
、
仮
訳
）
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
国
際
デ
ー
の
第
一
回
に
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・
ザ
ー
イ
ド
・
ア
ー
ル
・
ナ
ヒ
ヤ
ー
ン
皇
太
子
の

主
催
に
よ
り
ア
ブ
ダ
ビ
で
オ
ン
ラ
イ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
開
催
さ
れ
、
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
タ
イ
ー
ブ
師

と
と
も
に
そ
れ
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

本
回
勅
で
教
皇
は
、
国
家
や
個
人
の
利
己
主
義
に
よ
り
分
断
が
加
速
度
的
に
進
み
、
一
面
で
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
展
し
て
い
な
が
ら
も
、
異
な
る
も
の
を
受
け
入
れ
ず
ひ
た
す
ら
閉
鎖
的
に
な
っ
て
い
る
現
代
世
界
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の
状
況
を
深
く
危
惧
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
人
類
に
は
間
違
い
な
く
希
望
の
道
が
開
か
れ
て
い
る

こ
と
も
力
強
く
示
し
て
い
ま
す
。
回
勅
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
理
念
と
、
教
皇
と
タ
イ
ー
ブ
師
と
の
実
際
の
交

流
は
、
そ
れ
こ
そ
車
の
両
輪
の
よ
う
に
し
て
全
人
類
に
未
来
へ
の
希
望
を
届
け
て
い
る
、
そ
う
い
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

＊
＊
＊

　

本
回
勅
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
前
回
の
使
徒
的
勧
告
『
愛
す
る
ア
マ
ゾ
ン
』
で
は
監
修
を
担
当
し
て
い

た
だ
い
た
、
セ
ル
ヴ
ィ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ー
の
西
村
桃
子
氏
に
翻
訳
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

日
本
語
で
の
表
現
に
迷
う
箇
所
が
本
回
勅
に
は
甚
だ
多
く
、
西
村
氏
の
苦
労
も
一
方
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
ご
尽
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
七
月
五
日
に
、
こ
れ
ま
で
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
公
文
書
の
装
丁
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
桂
川
潤
氏
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
享
年
六
十
二
歳
。
あ
ま
り
に
突
然
す
ぎ
る
訃
報
を
受
け
取
っ

た
の
は
、
こ
の
『
兄
弟
の
皆
さ
ん
』
の
装
丁
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
矢
先
の
こ
と
で
し
た
。
今
回

の
装
丁
は
、
ご
令
室
様
に
許
可
を
い
た
だ
き
、
桂
川
氏
の
デ
ザ
イ
ン
を
継
承
し
て
制
作
い
た
し
ま
し
た
。
ご
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遺
族
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
桂
川
氏
が
神
の
み
も
と
で
の

永
遠
の
休
息
の
中
、
こ
の
装
丁
に
納
得
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　
　
　

二
〇
二
一
年
八
月

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
出
版
部



事前に当協議会事務局に連絡することを条件に、通常
の印刷物を読めない、視覚障害者その他の人のために、
録音または拡大による複製を許諾する。ただし、営利
を目的とするものは除く。なお点字による複製は著作
権法第 37 条第 1項により、いっさい自由である。

回勅　兄弟の皆さん
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