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―
無
限
と
永
遠
を
問
い
得
る
場
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
／
メ
デ
ィ
ア
論
的
分
析 

吉
田 

健
彦 

 

は
じ
め
に 

 

あ
る
日
、
き
み
の
も
と
へ
一
通
の
メ
ー
ル
が
届
く
。
そ
れ
は
き
み
の
父
の
友
人
か
ら
だ
っ
た
。
き
み
の
父
は
十
年
以

上
前
に
亡
く
な
っ
た
が
、
生
前
、
何
度
も
き
み
の
家
に
来
た
こ
と
の
あ
る
そ
の
友
人
を
き
み
は
よ
く
覚
え
て
い
た
し
、

父
の
没
後
も
何
度
か
家
に
来
て
線
香
を
上
げ
て
く
れ
も
し
た
彼
と
、
き
み
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
友
人
だ
と
い
っ
て
も
良

か
っ
た
。
そ
の
メ
ー
ル
に
は
、
そ
ろ
そ
ろ
自
宅
を
売
り
、
い
わ
ゆ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る

の
だ
と
書
い
て
あ
る
。
き
み
は
そ
れ
を
読
み
、
少
し
落
ち
込
む
。
時
間
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
訪
ね
に
お
い
で
、
と
い
う

文
面
に
、
誰
も
見
て
い
る
者
の
な
い
部
屋
の
中
で
、
き
み
は
モ
ニ
タ
に
向
か
っ
て
独
り
頷
く
。
だ
が
、
き
み
の
そ
ん
な

感
傷
と
は
無
縁
に
、
本
来
さ
ば
さ
ば
し
た
性
格
の
彼
は
直
ぐ
に
本
題
に
入
っ
て
い
る
。
自
宅
を
整
理
し
て
い
た
ら
古
い

写
真
が
出
て
き
た
と
の
こ
と
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
た
写
真
を
送
る
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
言
葉

通
り
、
メ
ー
ル
に
は
幾
つ
か
の
画
像
デ
ー
タ
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
友
人
と
並
ん
だ
父
が
、
ま
だ
幼
い
き
み

の
頭
に
手
を
乗
せ
て
微
笑
ん
で
い
る
姿
が
写
っ
て
い
る
。
友
人
が
ず
っ
と
昔
に
き
み
の
家
を
訪
問
し
た
際
に
偶
々
撮
っ
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た
も
の
だ
と
い
う
。
き
み
は
早
速
お
礼
の
メ
ー
ル
を
送
る
こ
と
に
し
、
き
み
と
父
と
の
懐
か
し
い
思
い
出
に
つ
い
て
も

書
こ
う
と
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
ち
始
め
る
。 

  

こ
こ
で
は
、
極
め
て
素
朴
に
考
え
て
み
て
、
幾
つ
も
の
メ
デ
ィ
ア
が
折
り
重
な
り
あ
い
、
互
い
に
何
か
を
伝
え
あ
っ

て
い
る
。
ま
ず
何
よ
り
も
、
メ
ー
ル
が
、
文
字
が
、
そ
し
て
写
真
が
そ
う
で
あ
る
。
父
の
友
人
が
メ
ー
ル
の
な
か
で
父

の
記
憶
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
友
人
自
身
が
父
と
き
み
を
結
ぶ
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
。
そ
し
て
き

み
の
返
信
に
よ
り
、
そ
の
友
人
の
内
面
に
お
い
て
父
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
き
生
き
と
再
生
さ
れ
更
新
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ

ば
―
―
そ
し
て
そ
う
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
よ
う
か
―
―
そ
の
と
き
き
み
が
そ
の
友
人
と
、
既
に
亡
き
き
み
の
父

を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て
い
る
。 

 

だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
い
う
メ
デ
ィ
ア

、
、
、
、
と
は
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
、
我
々
の
周
囲
に

は
、
様
々
な
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
の
メ
デ

ィ
ア
技
術
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
形
で
他
者
と
の
交
感
を
媒
介
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い

る
。
我
々
の
生
き
て
い
る
日
常
の
場
は
、
一
見
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
つ
つ
徹
底
し
た
変
容
を
蒙
っ
て
い
る
。

と
同
時
に
、
や
は
り
そ
こ
に
は
人
間
存
在
を
貫
く
原
理
も
ま
た
在
り
続
け
て
い
る
。
本
論
で
は
、
人
類
の
歴
史
の
な
か

で
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
変
容
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
い
必
然
的
に
発
生
す
る

人
間
存
在
の
共
同
性
の
変
容
に
つ
い
て
、
存
在
論
／
メ
デ
ィ
ア
論
の
立
場
か
ら
分
析
を
行
う
。 
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例
え
ば
、
我
々
は
会
話
を
す
る
。
会
話
そ
の
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
常
に
人
類
が
行
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

だ
が
、
十
万
年
前
で
あ
れ
ば
、
空
気
を
直
接
的
な
媒
介
と
し
た
音
声
に
よ
る
会
話
は
、
ど
れ
だ
け
大
声
で
話
し
あ
っ
て

も
二
者
間
の
距
離
は
せ
い
ぜ
い
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
程
度
が
限
界
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
や
が
て
一
九
六
九
年
、

人
類
は
地
球
‐
月
間
の
会
話
を
成
し
遂
げ
た
。
そ
れ
が
会
話
と
呼
べ
る
の
か
ど
う
か
は
慎
重
に
な
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
は
直
接
的
な
音
波
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
、
あ
る
い
は
管
制
官
の
肉
声
を
デ
ジ
タ
ル

信
号
に
変
換
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ア
ナ
ロ
グ
に
復
元
し
た
音
に
過
ぎ
な
い
。
果
た
し
て
そ
れ
は
会
話
と
呼
べ
る
の
だ
ろ

う
か
？ 

だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
普
段
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
通
し
て
聴
こ
え
て
く
る
恋
人
の
、
友
人
の
、
家

族
の
、
あ
る
い
は
他
の
誰
で
あ
れ
そ
の
ひ
と
の
声
を
、
そ
の
ひ
と
の
声
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
聴
い
て
い
る
。
地
球
規
模
の
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
そ
の
ひ
と
が
地
球
上
の
ど
こ
に
い
よ
う
が
関
係
は
な
い
。
ま
た
我
々
は
、
テ
ー
プ
を
通
し
て
、
あ

る
い
は
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
、
既
に
こ
の
世
に
は
居
な
い
誰
か
の
声
を
聴
く
こ
と
さ
え
で
き
る
（
蝋
管
や
レ
コ

ー
ド
の
場
合
は
ア
ナ
ロ
グ
記
録
で
は
あ
る
が
、
直
接
的
な
音
声
が
変
換
さ
れ
た
信
号
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
）。

こ
の
と
き
も
ま
た
、
我
々
は
そ
こ
で
再
生
さ
れ
る
声
を
、
そ
の
ひ
と
の
声
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
聴
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
我
々
に
は

も
は
や
時
間
す
ら
も
制
限
に
は
な
り
得
な
い
。 

 

き
み
が
街
中
の
雑
踏
を
歩
き
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
海
外
に
住
む
友
人
と
会
話
を
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は

シ
ド
・
バ
レ
ッ
ト
の
ヴ
ォ
ー
カ
ル
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
電
車
で
移
動
し
て
い
る
と
き
、
き
み
の
存
在
し
て
い
る
場
は
、
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十
万
年
前
、
き
み
が
仲
間
た
ち
と
と
も
に
獲
物
を
追
っ
て
い
る
と
き
に
指
示
を
交
わ
し
あ
っ
て
い
た
、
そ
の
と
き
き
み

の
存
在
し
て
い
た
場
と
、
共
有
す
る
部
分
を
持
ち
つ
つ
も
、
根
本
的
な
変
容
を
遂
げ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。 

 

人
間
存
在
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
共
同
性
に
つ
い
て
問
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
が
い
ま
こ
の
瞬
間
に
在
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

場、
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
我
々
の
多
く
が
漠
然
と
感
じ
て
い

る
で
あ
ろ
う
、
共
同
性
の
喪
失
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
様
々
な
存
在
論
的
病
理
に
つ
い
て
、
我
々
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

本
論
の
目
的
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
。 

 

第
一
に
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
も
つ
全
体
性

、
、
、
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
近
年
Ａ
Ｉ
に
対
す
る
様
々
な
議
論
が
哲

学
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
技
術
的
特
異
点
な
ど
と
い
う
疑
似
科
学
に
つ
い
て
言
及
す
る
価
値
な
ど
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が

(1)

、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
我
々
は
Ａ
Ｉ
が
囲
碁
で
棋
士
に
勝
利
す
る
こ
と
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
騒
ぎ

立
て
る
の
か
。
無
論
、
純
粋
に
技
術
的
次
元
に
お
い
て
そ
れ
が
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と

と
人
間
が
囲
碁
を
打
つ
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
あ
る
根
本
的
差
異
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
無
頓
着
な
議
論
が
多
い
。
こ

こ
に
は
多
く
の
哲
学
研
究
者
に
お
け
る
技
術
に
対
す
る
根
本
的
無
理
解
が
あ
る
。「
い
ま
や
二
一
世
紀
に
入
っ
た
と
い

う
の
に
、
哲
学
者
た
ち
が
「
私
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
携
帯
電
話
を
持
っ
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
仕
組
み
で
動
く
の
か
全

く
分
か
ら
な
い
」
と
言
う
の
を
よ
く
耳
に
す
る
の
で
す
。［
…
］
ま
る
で
、
機
械
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
働
く
の
か
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を
理
解
し
な
い
こ
と
が
、
誇
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」

(2)

。
技
術
に
対
す
る
歪
ん
だ
愛
憎
が
、
Ａ
Ｉ
が
も
た

ら
す
で
あ
ろ
う
も
の
ご
と
に
対
し
て
、
彼
ら
の
議
論
の
多
く
を
無
意
義
な
も
の
に
す
る
。
彼
ら
は
い
っ
た
い
何
を
議
論

し
て
い
る
の
か
？ 

複
雑
性
ク
ラ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
な
の
か
深
層
学
習
に
つ
い
て
な
の
か

(3)

、
Ａ
Ｉ
が
経
済
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
な
の
か
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
再
定
義
を
問
う
て
い
る
の
か
？ 

し
か
し
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
別

の
枠
組
み
で
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
ご
と
だ
。
棋
士
が
勝
負
の
一
手
を
放
つ
と
き
に
つ
ま
む
石
の
手
触
り
、
そ
れ
を
盤
面

に
置
く
と
き
の
硬
質
な
音
、
対
面
し
て
い
る
棋
士
の
表
情
、
目
つ
き
、
呼
吸
、
そ
の
場
の
匂
い
。
定
石
の
歴
史
、
そ
の

一
手
一
手
に
想
い
を
は
せ
る
こ
と
、
自
分
の
打
っ
た
一
石
が
や
が
て
そ
こ
に
連
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
。
そ
の
場

の
全
体
、
、
こ
そ
、
我
々
が
囲
碁
と
呼
ん
で
き
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
は
決
し
て
ロ
マ
ン
主
義
で
も
反
技
術
主
義
で

も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
し
我
々
が
人
間
存
在
と
技
術
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
人
類

の
歴
史
と
空
間
の
広
が
り
全
体
の
な
か
に
技
術
を
位
置
づ
け
る
よ
り
他
な
く
、
そ
の
位
置
づ
け
を
可
能
と
す
る
人
間
存

在
論
を
構
築
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
事
実
と
し
て
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト

(4)

は
我
々
が
生
き
て
い
る

こ
の
現
実
の
次
元
か
ら
乖
離
し
た
水
準
で
し
か
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
私
」
と
き
み
が
対
話
を
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
そ
の
場
の
全
体
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
反
照
に
よ
っ
て

我
々
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

我
々
は
し
ば
し
ば
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
、
社
会
が
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
物
理
的
次
元
が
仮
想
化
さ
れ
て
い

く
と
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
我
々
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
言
説
自
体
が
あ
る
種
の
仮
想
化
の
力
を
持
つ
こ
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と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
だ
が
現
実
社
会
に
お
い
て
は
、
我
々
が

a
m

a
z
o
n

で
何
か
商
品
を
購
入
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
同
時
に
、
限
界
に
達
し
て
い
る
物
流
の
問
題
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
当
た
り
前
の
事
実
は
、
し

か
し
い
わ
ゆ
る
一
般
の
情
報
社
会
論
に
お
い
て
、
同
一
の
枠
組
み
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
物
流
の

限
界
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
の
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
や
あ
る
い
は
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
フ
ァ
ブ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン

(5)

な
ど
と
い
っ
た
事
象
に
対
し
て
も
、
個
別
の
枠
組
み
か
ら
視
点
の
定
ま
ら
な
い
分
析
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

我
々
の
手
元
にa

m
a

z
o
n

で
注
文
し
た
商
品
が
即
日
届
く
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ
け
を
切
り
出
し
て
現
代
情
報
社
会

論
と
や
ら
を
語
る
と
き
、
我
々
は
そ
れ
が
手
元
に
届
く
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
労
力
を
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
び
と

を
捨
象
し
て
い
る
。
だ
が
ほ
ん
と
う
は
、
い
ま
我
々
の
手
元
に
あ
る
そ
の
商
品
は
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
し
め
、
そ
れ

を
い
ま
こ
の
場
へ
と
送
り
せ
し
め
た
す
べ
て
の
も
の
の
全
体
、
、
と
し
て
在
る
。
こ
の
当
然
の
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て

語
り
得
る
枠
組
み
を
我
々
は
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
に
、
も
し
我
々
の
共
同
性
が
本
質
的
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
点
で
、
何
に
よ
っ
て
起

き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
本
論
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
歴
史
を
、
人
間
存
在
の
原
理
的
構
造
で
あ
る
他
者

へ
の
欲
望
と
技
術
へ
の
欲
望
、
そ
し
て
そ
こ
に
あ
る
差
角

(6)

の
拡
大
の
歴
史
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
我
々
が
い
ま
直
面

し
て
い
る
存
在
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
我
々
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
欲
望
に
内
在
し
た
差
角
が
或
る
時
点

、
、
、
、
に
お
い
て

臨
界
を
超
え
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
存
在
に
分
裂
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
他
者
が
「
私
」
の
存

在
の
根
源
に
お
い
て
原
理
的
に
持
つ
畏
怖
は
、
技
術
に
よ
り
見
か
け
上

、
、
、
、
忌
避
さ
れ
る
。
他
者
は
も
は
や
「
私
」
の
た
め
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に
効
率
よ
く
支
配
さ
れ
管
理
さ
れ
る
べ
き
資
源
で
し
か
な
い
。
他
者
と
い
う
不
確
実
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
ら
ず
し
て
自
己

を
無
限
か
つ
永
遠
に
記
録
し
得
る
と
き
、
他
者
と
の
交
感
を
目
指
し
て
い
た
我
々
の
欲
望
は
、
或
る
時
点
に
お
い
て
完

結
し
た
自
己
と
し
て
の
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望

(7)

に
変
化
す
る
。
し
か
し
現
実
に
は
相
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
他
者
は
居
り
、

そ
れ
故
、
そ
の
在
り
得
ざ
る
べ
き
畏
怖
は
恐
怖
と
し
て
、
あ
る
い
は
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
現
れ
、
危
機
に
曝
さ
れ

た
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
は
ま
す
ま
す
捻
じ
れ
た
か
た
ち
で
自
ら
を
肥
大
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
で
は
、
こ
の
或
る
時
点

、
、
、
、
と
は
、
い
っ
た
い
何
に
よ
り
、
い
つ
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
何
が
そ
の
或
る
時
点

、
、
、
、
に
お
け
る
変
化
に
属
さ
な
い
の
か
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
論
で
は
こ
の
或
る
、
、

時
点
、
、
を
デ
ジ
タ
ル
化

、
、
、
、
、
と
し
て
定
義
す
る
が
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
第
二
の
目
的
と
な
る
。
こ

の
明
確
化
を
抜
き
に
し
て
は
、
い
か
な
る
技
術
批
判
も
意
味
を
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
。 

  

以
下
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
は
、
本
論
の
議
論
の
フ
レ
ー
ム
を
構
成
す
る
諸
概
念
の
定
義
を
行
う
。
は
じ
め
に
本

誌
第
一
号
に
て
構
築
し
た
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
諸
定
義
を
再
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
論
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
理

解
―
―
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
を
技
術
単
体
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
事
物
が
か
か
わ
る

全
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
顕
現
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
―
―
の
分
析
に
必
要
な
概
念
を
定
義
す
る
。 

 

次
い
で
第
二
節
に
お
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
歴
史
的
に
ど
の
時
点
に
お
い
て
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
属
性
で
あ
り
、
他
者
性
や
生
命
性
を
喪
失
さ
せ
る
主
因
だ
と
一
般
的
に
思
わ
れ
て
い
る
複
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製
可
能
性
が
、
人
類
史
的
に
は
デ
ジ
タ
ル
化
以
前
か
ら
在
り
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
技
術
批
判
が
実
は
そ
れ
自
体
で
他
者
性
や
生
命
性
の
仮
想
化
を
加
速
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア

の
諸
形
態
と
表
面
的
な
相
似
性
を
保
ち
つ
つ
も
起
き
て
い
る
根
本
的
な
変
容
を
示
す
た
め
に
必
要
な
幾
つ
か
の
概
念
も

定
義
す
る
。 

 

最
後
に
、
第
三
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
受
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
が
、
人
間
存
在
の
根
本
に

あ
る
差
角
を
破
断
さ
せ
共
同
性
の
消
失
し
た
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
へ
と
変
質
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
し
て

な
お
そ
こ
に
残
り
続
け
る
共
同
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
そ
の
両
面
を
典
型
的
に
具
現
化
し
て
い
る
個
人
認
証
技
術
と

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
無
限
と
永
遠
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

 

１
．
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
構
築 

１
‐
１
．
存
在
の
開
始 

 

ま
ず
初
め
に
、
本
論
が
第
一
号
に
て
展
開
し
た
人
間
存
在
に
関
す
る
概
念
に
つ
い
て
改
め
て
簡
潔
に
辿
り
な
お
し
て

お
こ
う
。
本
論
は
、
第
一
号
に
て
素
描
さ
れ
た
人
間
存
在
の
危
機
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
本
論

が
ど
の
よ
う
に
人
間
存
在
を
理
解
し
て
い
る
の
か
を
明
確
化
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

 

我
々
人
間
存
在
は
、
そ
の
始
原
か
ら
他
者
を
求
め
、
他
者
と
交
感
す
る
た
め
の
技
術
を
求
め
て
き
た
。
こ
の
他
者
へ

、
、
、
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の
欲
望

、
、
、
と
技
術
へ
の
欲
望

、
、
、
、
、
、
こ
そ
が
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
根
本
的
な
要
素
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
欲
望
は

い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
も
そ
も
こ
の
「
私
」
は
、
そ
の
存
在
を
開
始
す
る
と
き
既
に
「
私
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
自
明
の
事
実

は
、
我
々
の
自
我
主
体
の
絶
対
的
先
行
性
に
対
す
る
強
力
な
幻
想
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど

の
よ
う
な
「
私
」
に
お
い
て
も
、
あ
る
と
き
無
か
ら
突
然
に
し
て
「
さ
あ
、
い
ま
か
ら
「
私
」
は
こ
の
「
私
」
と
し
て

存
在
を
始
め
よ
う
」
な
ど
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
常
に
こ
の
「
私
」
に
先
立
つ
他

者
―
―
そ
れ
は
光
で
も
熱
で
も
風
で
も
触
覚
で
も
言
葉
で
も
良
い
―
―
た
ち
が
在
り
、
そ
れ
が
そ
れ
を
感
受
す
る
何
も

の
か
に
迫
り
、
応
答
を
強
要
す
る
な
か
で
、
初
め
て
、
そ
の
応
答
を
強
要
さ
れ
る
も
の
と
し
て
こ
の
「
私
」
が
現
れ
る

の
だ
。
我
々
は
常
に
他
者
に
先
行
さ
れ
、
そ
の
他
者
に
よ
る
呼
び
か
け
に
応
答
を
強
要
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
、
こ

の
世
界
に
存
在
し
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
呼
び
か
け
は
未
だ
存
在
せ
ざ
る
「
私
」
に
は
決
し
て
避
け
よ
う
の
な

い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
根
源
的
暴
力
性
を
帯
び
て
い
る

(8)

。 

 

本
論
で
は
こ
の
存
在
に
お
け
る
原
理
を
自
己
基
底
の
他
者
原
理

、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
呼
ぶ
。
他
者
原
理
は
極
め
て
重
要
な
帰
結
を
直
ち

に
導
く
。
こ
の
「
私
」
は
強
要
さ
れ
た
応
答
に
よ
り
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
淵
源
に
お
い
て
決
し
て
明
か

し
得
ぬ
他
者
を
内
包
し
続
け
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
「
私
」
は
自
分
自
身
に
対
し
て
さ
え
常
に
不
明
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
道
も
、
こ
の
「
私
」
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は
、
他
者
を

常
に
希
求
し
続
け
る
と
同
時
に
、
避
け
よ
う
の
な
い
呼
び
か
け
と
い
う
根
源
的
暴
力
と
と
も
に
迫
り
、
つ
い
に
明
ら
か
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に
な
る
こ
と
の
な
い
他
者
を
怖
れ
る
。
他
者
へ
の
欲
望
は
、
従
っ
て
構
造
的
に
、
他
者
に
対
す
る
希
求
と
他
者
に
対
す

る
怖
れ
と
い
う
、
根
源
的
な
ず
れ
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ず
れ
を
、
本
論
は
差
角
、
、
と
呼
ぶ
。 

 

こ
の
差
角
は
、
技
術
へ
の
欲
望
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
り
存
在
を
始
め
た

主
体
と
し
て
の
こ
の
「
私
」
は
他
者
を
求
め
続
け
る
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
様
々
な
技
術
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
言
語

で
あ
り
絵
画
で
あ
り
手
紙
で
あ
り
電
信
で
あ
り
、
土
地
と
会
話
を
す
る
た
め
の
鍬
で
あ
り
、
石
と
語
る
た
め
の
鑿
で
あ

り
、
天
候
を
空
か
ら
読
み
と
る
た
め
の
知
識
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
先
に
現
れ
た
自
然
科
学
で
さ
え
あ
る
。
技
術
へ

の
欲
望
は
、
こ
れ
ら
他
者
と
の
交
感
の
た
め
の
諸
々
の
技
術
を
作
り
だ
し
て
き
た
。
技
術
は
従
っ
て
、
人
間
の
外
部
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
根
源
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
と
き
「
私
」
は
考
え
る
。
主
体
で
あ
る

こ
の
「
私
」
は
、
そ
も
そ
も
他
者
な
ど
必
要
と
は
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
体
と
い
う
幻
想
は
非
常
に

強
力
で
あ
る
た
め
に
、「
私
」
は
常
に
こ
の
疑
念
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
他
者
を
求
め
る
た

め
に
あ
っ
た
技
術
は
、
他
者
を
支
配
し
、
搾
取
し
消
費
す
る
た
め
の
道
具
へ
と
変
化
す
る
。
他
者
と
の
交
感
と
他
者
へ

の
支
配
と
い
う
背
反
し
た
動
因
が
、
技
術
へ
の
欲
望
に
内
在
す
る
差
角
と
な
る
。 

  

差
角
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
我
々
人
類
が
、「
私
」
を
在
ら
し
め
畏
怖
す
べ
き
神
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
応
答
し

て
き
た
の
か
を
振
り
返
る
の
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
神
と
は
す
な
わ
ち
、
他
者
原
理
に
お
け
る
他
者
の
究
極
的
な
か

た
ち
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
に
存
在
論
的
に
先
行
す
る
他
者
を
、
我
々
は
決
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
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わ
ら
ず
我
々
は
そ
れ
を
未
知
か
ら
既
知
へ
と
ひ
き
ず
り
だ
そ
う
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
未
知
の
も
の
が
こ
の
「
私
」

の
根
源
に
在
り
続
け
る
こ
と
は
、「
私
」
を
起
動
し
駆
動
す
る
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
、
恐
怖
に
他
な
ら
な
い
た

め
だ
。 

 

そ
れ
故
、
我
々
は
他
者
を
名
付
け
る

、
、
、
、
。
名
付
け
は
人
間
存
在
が
持
つ
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、「
私
」
と
他
者
の
二
重
の
関
係
性
を
生
み
だ
す
も
の
と
し
て
、
欲
望
の
差
角
を
示
す
典
型
例
で
も
あ
る
。

或
る
不
明
な
他
者
を
名
付
け
る
の
は
、
我
々
が
畏
れ
る
も
の
を
畏
れ
る
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
た
め
で
あ
る
と
同
時
、
、
に
、

畏
怖
を
飼
い
慣
ら
す
た
め
―
―
理
解
す
る
た
め
、
取
引
す
る
た
め
、
安
全
な
も
の
に
す
る
た
め
、
所
有
す
る
た
め
、
管

理
す
る
た
め
―
―
で
も
あ
る
。
創
世
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

(9)

、
あ
る
い
は
植
民
地
主
義
時
代
に
博
物
学
が
隆
興
を
極

め
た
よ
う
に
、
名
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
管
理
／
支
配
の
た
め
の
根
源
的
な
力
能
で
あ
る
。 

 

「
お
前
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
か
け
こ
そ
が
他
者
原
理
を
露
わ
に
す
る
。
し
か
し
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
お
け
る
モ
ー

セ
と
神
の
対
話
に
あ
る
よ
う
に

(10)

、
我
々
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
を
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
を
問
わ
れ
た
神
は

「
わ
た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い
う
者
だ
」
と
答
え
、
モ
ー
セ
の
問
い
か
け
そ
の
も
の
を
無
効
化
す
る
。
し
か

し
同
時
に
、
我
々
は

主
ア
ド
ナ
ー
イ

と
し
て
神
を
呼
び
も
す
る
。
こ
の
例
は
、
我
々
が
畏
怖
す
べ
き
も
の
へ
の
対
峙
を
ど
う
し

よ
う
も
な
く
迫
ら
れ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
対
峙
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
差
角
の
原
初
の
在
り
方
を
よ
く
伝
え

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
希
求
と
怖
れ
、
交
感
と
支
配
が
持
つ
捻
じ
れ
こ
そ
が
、
人
間
存
在
の
原
理
と
な
る
。 

 

楔
形
文
字
は
家
畜
の
頭
数
管
理
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
が
、
他
方
で
「
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
」（
紀
元
前
三
〇
〇
〇
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年
頃
）
の
よ
う
に
優
れ
た
叙
事
詩
を
残
し
て
も
い
る
。
他
者
を
怖
れ
、
愛
し
、
つ
な
が
ろ
う
と
願
い
、
失
う
こ
と
を
怖

れ
記
録
し
―
―
だ
が
そ
れ
は
最
終
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
狂
気
を
生
み
だ
す
だ
ろ
う
―
―
同
時
に
管
理
し
支

配
し
制
御
し
よ
う
と
欲
望
す
る
こ
と
―
―
こ
れ
も
ま
た
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
結
局
は
破
綻
す
る
が
故
に
狂
気

を
含
ん
だ
執
着
と
妄
執
を
生
み
だ
す
だ
ろ
う
―
―
の
螺
旋
運
動
の
中
で
、
そ
の
分
離
し
よ
う
と
勢
い
を
増
し
て
い
く
一

方
の
遠
心
力
の
な
か
で
、
そ
れ
を
原
動
力
と
し
て
、
人
類
は
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
た
。 

 

そ
し
て
そ
こ
で
は
同
時
に
、
人
間
が
人
間
で
在
り
続
け
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
働
き
、

「
私
」
の
存
在
が
、
そ
し
て
「
私
」
と
き
み
の
共
同
性
が
四
散
す
る
の
を
防
い
で
き
た
向
心
力

、
、
、
も
在
っ
た
は
ず
だ
。 

 

１
‐
２
．
差
角
の
破
断
と
病
理 

 

差
角
は
歴
史
と
と
も
に
拡
大
し
て
い
く
。
技
術
へ
の
欲
望
は
あ
る
時
点
で
満
た
さ
れ
、
そ
の
進
展
を
止
め
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
だ
が
技
術
が
進
展
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
他
者
と
の
交
感
の
可
能
性
が
拡
大
す
る
と
同
時
に
、
管
理
と

支
配
の
可
能
性
も
強
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
者
へ
の
欲
望
に
反
射
し
、
我
々
は
怖
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

の
他
者
を
こ
の
「
私
」
へ
の
脅
威
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
望
む
。
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
存
在
様
式
に

お
い
て
、
こ
の
差
角
を
抱
え
て
い
る
。
だ
が
、
幻
想
と
し
て
の
こ
の
「
私
」
と
い
う
主
体
と
し
て
こ
の
差
角
に
耐
え
、

苦
し
む
も
の
と
し
て
在
る
の
は
人
間
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
人
間
存
在
の
絶
対
的
固
有
性
を
保
証
し
て
い
る
。 

 

こ
の
差
角
は
、
近
代
以
降
、
極
限
ま
で
そ
の
破
断
へ
の
緊
張
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
我
々
は
近
代
的
理
想
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的
人
間
観
に
よ
り
、
主
体
と
し
て
の
、
個
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
る
こ
と
の
価
値
を
全
面
化
さ
れ
た
時
代
を
生
き
て
い

る
。
そ
し
て
同
時
に
、
科
学
技
術
の
進
展
は
、
あ
た
か
も
他
者
な
ど
こ
の
「
私
」
の
存
在
に
と
っ
て
は
不
要
で
あ
る
か

の
よ
う
な
人
間
観
を
拡
大
し
て
い
る
。
だ
が
、
現
実
と
し
て
、
主
体
な
ど
幻
想
に
過
ぎ
な
い
し
（
い
う
ま
で
も
な
く
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
無
意
味
で
あ
る
、
あ
る
い
は
無
力
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
）
、
他
者
は
相
変

わ
ら
ず
そ
こ
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
こ
そ
が
、
現
代
を
生
き
る
我
々
が
抱
え
て
い
る
存

在
へ
の
不
安
の
原
因
と
な
る
。
こ
の
不
安
に
対
し
て
、
差
角
の
一
方
だ
け
に
基
づ
い
た
人
間
観
、
す
な
わ
ち
他
者
へ
の

怖
れ
を
理
性
に
よ
り
乗
り
越
え
、
他
者
を
手
段
と
し
て
で
は
な
く
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
え
、
と
い
う
理
念
を
強

要
す
る
こ
と
は
、
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
の
な
ら
、
人
間
存
在
の
原
理
か
ら
乖
離
し
た
暴
力
で
し
か
な
い
。
人
間
存
在

が
そ
の
根
源
に
お
い
て
差
角
を
抱
え
て
い
る
以
上
、
人
間
存
在
の
共
同
性
は
、
負
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
も
の
さ
え
も

含
ん
だ
形
で
語
り
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

差
角
は
拡
大
す
る
。
そ
の
内
破
の
圧
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
者
は
、
引
き
こ
も
り
や
ネ
ッ
ト
依
存
と
い
う
病
理
と

し
て
扱
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
存
在
の
原
理
の
先
に
、
あ
る
種
の
必
然
性
を
伴
い
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
本
論
は
そ
れ
を
病
理
と
し
て
で
は
な
く
、
必
然
的
異
常

、
、
、
、
、
と
し
て
考
え
る
。
真
の
病
理
と
は
む
し
ろ
、
人

間
存
在
の
差
角
を
理
解
せ
ず
、
強
迫
的
に
理
念
に
囚
わ
れ
た
人
間
観
に
よ
り
現
代
社
会
を
生
き
る
人
び
と
の
生
を
病
理

と
し
て
糾
弾
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
問
う
べ
き
は
、
こ
の
必
然
的
異
常
の
な
か
で
我
々
に
い
か
な
る
共
同
性
が
残

さ
れ
て
い
る
の
か
、
残
し
得
る
の
か
な
の
だ
。 



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

338 

 

だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
確
か
に
、
現
代
社
会
に
お
い
て
我
々
が
直
面
し
て
い
る
人
間
存
在
の
危
機
も
あ
る
。
そ
れ
が
、

本
論
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
デ
ジ
タ
ル
化
で
あ
り
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
間
存
在
の
共
同

性
の
変
容
が
、
第
二
の
病
理
と
な
る
。
幻
想
と
し
て
の
自
我
主
体
に
絶
対
的
価
値
が
前
提
さ
れ
、
技
術
に
よ
り
個
と
し

て
の
主
体
の
生
存
が
可
能
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
た
と
き
、
我
々
は
、
も
は
や
畏
怖
す
べ
き
他
者
の
原
理
的
必
要

性
に
想
い
を
は
せ
る
こ
と
な
ど
な
く
な
る
。
せ
い
ぜ
い
我
々
は
、
理
性
に
よ
り
つ
な
が
れ
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い

(11)

。 

 

見
か
け
上
、
他
者
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
こ
の
「
私
」
に
お
い
て
、
技
術
へ
の
欲
望
は
そ
の
差
角
の
一
方
の
み
が

残
存
す
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
他
者
は
無
限
に
利
用
し
得
る
リ
ソ
ー
ス
で
あ
り
手
段
で
し
か
な
く
、
畏
怖
を
濾
過
さ

れ
た
透
明
な
デ
ー
タ
で
し
か
な
い
。
我
々
は
飽
く
こ
と
な
く
ど
こ
ま
で
も
他
者
を
喰
ら
い
続
け
る
。
単
独
で
完
成
さ
れ

る
こ
の
「
私
」
は
そ
の
外
部
に
い
か
な
る
存
在
論
的
根
拠
も
求
め
る
こ
と
な
く
、「
私
」
は
た
だ
「
私
」
と
し
て
永
遠

の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
技
術
へ
の
欲
望
は
無
限
へ
の
欲
望
へ
と
、
他
者
へ
の
欲
望
は
永
遠
へ
の
欲

望
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
る

(12)

。
我
々
は
差
角
の
も
た
ら
す
分
裂
の
苦
痛
に
耐
え
る
必
要
な
ど
な
い
ま
ま
に
、
ど

こ
ま
で
も
単
調
に
、
自
ら
の
み
に
お
い
て
完
結
し
た
欲
望
に
駆
動
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
孤
立
し
た
宇
宙
の
な
か
を
遠
ざ

か
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
現
代
を
生
き
る
人
間
存
在
の
抱
え
て
い
る
第
二
の
病
理
で
あ
る
。 

 

我
々
が
他
者
な
く
し
て
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
原
理
自
体
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
我
々
の
孤
絶
し
た
矮

小
な
宇
宙
の
外
に
現
実
と
し
て
他
者
が
在
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
が
こ
の
第
二
の
病
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理
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
が
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
何
が
デ
ジ
タ
ル
化

の
属
性
で
は
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
厳
密
に
分
析
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
は

何
か
、
そ
れ
が
人
類
の
共
同
性
の
営
み
の
中
で
ど
の
よ
う
に
他
者
と
こ
の
「
私
」
と
を
つ
な
い
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
、

改
め
て
捉
え
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

１
‐
３
．
メ
デ
ィ
ア 

 

そ
こ
で
ま
ず
は
、
そ
も
そ
も
メ
デ
ィ
ア
と
は
何
か
に
つ
い
て
定
義
し
よ
う
。
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
何
ら
か
の
情
報
を
伝

達
す
る
た
め
に
二
者
間
を
介
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語

m
e
d

iu
m

の
複
数
形
か
ら
来
て
い
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
（
一
九
九
四
）
は
メ
デ
ィ
ア
を
人
間
特
有
の
能
力
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
二
〇

〇
七
）
は
、「
人
間
の
知
覚
が
形
成
さ
れ
る
方
式
」
と
し
て
知
覚
の
メ
デ
ィ
ア
を
定
義
し
、
そ
れ
が
自
然
的
制
約
だ
け

で
は
な
く
歴
史
的
制
約
も
受
け
る
と
し
た
上
で
、
現
代
に
お
け
る
知
覚
の
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
を
複
製
技
術
に
よ
っ
て
ア

ウ
ラ
が
消
滅
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
た

(13)

。 

 

本
論
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
中
世
に
お
い
て
広
義
に
「
性
質
や
程
度
の
中
間
に
あ
る
も
の
」
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
に
、

極
め
て
広
義
に
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
森
に
生
え
て
い
る
木
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
（
何
ら
か
の
人
為
的
加
工
を

受
け
た
の
で
は
な
い
限
り
）
メ
デ
ィ
ア
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
代
々
自
分
の
家
が
管
理
し
て
き
た

森
で
あ
り
、
自
分
の
曽
祖
父
、
祖
父
た
ち
が
植
林
し
た
木
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
ら
、
我
々
が
そ
の
木
を
伐
採
す
る
と
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き
、
そ
の
木
は
、
我
々
に
対
し
て
か
つ
て
生
き
て
い
た
彼
ら
の
存
在
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は

ま
た
、
森
林
水
文
学
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
木
々
の
下
に
積
も
っ
た
リ
タ
ー
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
森
林
を
含

む
地
域
生
態
系
全
体
の
物
質
循
環
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

ま
た
、
放
射
性
核
種
は
、
種
類
に
よ
っ
て
は
極
め
て
長
期
に
渡
り
放
射
線
を
放
出
す
る
。
そ
れ
が
放
射
性
廃
棄
物
に

含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
我
々
の
世
代
が
為
し
た
こ
と
を
直
接
後
代
に
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
得
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
事
例

(14)

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
通
常
の
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
放
射
能
汚
染
の
危
険
性
に
つ
い
て
後
代
へ
確
実
に
伝
え
る
こ
と
に
非
常
な
困
難
が
伴
う
と
い
う
こ
と
は
、
皮
肉

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
本
論
で
は
と
り
あ
え
ず
メ
デ
ィ
ア
を
「
あ
ら
ゆ
る
二
者
を
介
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
、
、
と
も
の
、
、
」
と
し

て
措
定
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
言
う
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
そ
の
場
の

各
存
在
そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
本
論
が
人
間
存
在
を
考
え
る
上
で
（
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
や
神
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
）

他
者
と
こ
の
「
私
」
の
関
係
性
を
そ
の
探
究
の
中
心
に
据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
故
、
そ
の
結
び
つ
き

を
可
能
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
分
析
の
枠
組
み
を
拡
大
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
こ
と
か
ら
要
求
さ
れ
る
も

の
と
な
る
。 
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１
‐
４
．
全
体
性 

 
改
め
て
、
冒
頭
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
き
み
が
父
の
友
人
か
ら
の
メ
ー
ル
を
読
む
と
き
、
父
の
友
人
は
父

と
き
み
を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て
い
る
。
メ
ー
ル
も
、
写
真
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
き
み
に
メ
ー
ル

を
送
る
と
い
う
行
為
自
体
、
そ
し
て
き
み
か
ら
の
返
信
も
ま
た
、
友
人
と
父
を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て
い
る
。
既

に
亡
き
父
は
、
し
か
し
友
人
と
幼
い
き
み
と
と
も
に
そ
の
写
真
に
写
っ
た
と
き
、
や
が
て
そ
れ
を
見
る
か
も
し
れ
な
い

未
来
の
き
み
と
確
か
に
「
会
話
」
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
の
と
き
、
我
々
は
互
い
に
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
交
換
し
つ
つ
交
感
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
き

み
が
そ
の
メ
ー
ル
を
読
ん
で
い
る
場
は
、
き
み
が
幼
い
頃
か
ら
育
っ
た
家
で
あ
り
、
部
屋
だ
。
そ
の
そ
こ
か
し
こ
に
父

の
記
憶
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
メ
ー
ル
を
打
つ
Ｐ
Ｃ
は
、
数
多
く
の
（
繰
り
返
す
が
自
然
を
も
含
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
）
誰
か

た
ち
が
材
料
を
生
み
だ
し
、
収
穫
し
、
運
び
、
精
製
し
、
デ
ザ
イ
ン
し
、
形
成
し
、
広
告
し
、
流
通
さ
せ
販
売
し
て
い

ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
だ
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
連
な
り
の
先
に
―
―
あ
る
い
は
こ
の
瞬
間
の
共
振
と
し
て
―
―
い
ま
、

こ
の
と
き
が
現
出
し
て
い
る
。 

 

主
体
と
し
て
の
こ
の
「
私
」
と
き
み
を
あ
る
特
定
の
モ
ノ
と
し
て
の
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
が
つ
な
ぐ
（
例
え
ば
電
話
で

あ
る
契
約
に
つ
い
て
合
意
形
成
を
行
う
な
ど
）
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
限
定
的
な
理
解
の
み
で
は
、

我
々
は
我
々
の
存
在
論
的
メ
デ
ィ
ア
論
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
が
何
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
き
、
必
然
的

に
、
我
々
は
そ
の
対
象
を
抽
象
化
し
、
そ
の
根
底
に
あ
る
原
理
や
共
通
因
子
を
探
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
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我
々
は
そ
の
言
説
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
何
も
の
か
が
在
る
こ
と
も
ま
た
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
本
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
人
び
と
は
、
書
籍
は
や
は
り
紙
媒
体
で
あ
る
こ
と

を
望
む
が
、
そ
れ
は
単
に
紙
媒
体
が
少
な
く
と
も
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
し
て
は
多
く
の
点
で
電
子
書
籍
よ

り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
固
有
の
感
触
や
匂
い
、
重
み
、
汚
れ
、
ペ
ー
ジ
を
捲

る
と
き
の
音
、
そ
し
て
周
囲
の
状
況
と
い
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
含
め
て
、
そ
の
誰
か
は
選
好
し
て
い
る
。
そ
し
て

ま
た
、
そ
こ
で
は
人
の
手
を
介
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
確
か
に
、
本
論
が
こ
れ
か
ら
扱
お
う
と

し
て
い
る
、
単
に
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
著
者
と
読
者
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
超
え
た
メ
デ
ィ
ア
の
全
体
性

、
、
、
、
、
、
、
、
が

現
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
メ
デ
ィ
ア
は
単
に
あ
る
特
定
の
情
報
を
あ
る
特
定
の
方
向
に
伝
達
す
る
こ
と
の
み
を
目
的

と
し
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
、
全
体
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
の
な
の
だ
。 

 

だ
が
、
こ
こ
で
我
々
は
直
ち
に
あ
る
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
も
し
メ
デ
ィ
ア
が
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
な
ぜ
（
紙
媒
体
と
比
べ
）
電
子
書
籍
に
対
し
て
直
感
的
違
和
感
を
覚
え
る
人
び
と
が
い
る
の
だ

ろ
う
か
？ 

工
業
製
品
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
紙
媒
体
の
書
籍
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
何
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
情

報
技
術
に
よ
り
生
産
管
理
さ
れ
た
森
林
か
ら
得
ら
れ
た
木
材
資
源
を
原
料
と
し
て
、
機
械
化
さ
れ
た
工
場
で
生
産
さ
れ

た
パ
ル
プ
を
基
に
し
て
お
り
、
同
様
に
情
報
技
術
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
海
外
か
ら
運
び
込

ま
れ
、
原
稿
は
は
じ
め
か
ら
電
子
化
さ
れ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
入
稿
さ
れ
、
表
紙
も
ま
た
高
度
な
画
像
処
理
ソ
フ
ト
に
よ
り

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
も
校
正
も
編
集
も
製
本
も
出
荷
も
す
べ
て
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
さ
れ
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て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
世
に
お
け
る
彩
色
写
本
で
も
な
い
限
り
、
果
た
し
て
そ
こ
に
人
の
手
の
介
在
を
示
し
得
る

よ
う
な
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
電
子
書
籍
も
ま
た
同
様
に
、
人

の
手
の
介
在
が
残
さ
れ
て
い
る
と
な
ぜ
言
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

無
論
、
そ
こ
に
は
差
異
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
単
純
な
デ
ジ
タ
ル
／
ア
ナ
ロ
グ
と
い
っ
た
二

元
論
で
は
な
い
観
点
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
と
本
論
は
考
え
る
。
そ
の
差
異
を
明
確
化
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
こ
の
メ

デ
ィ
ア
に
通
底
す
る
特
性
と
し
て
の
全
体
、
、
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

要
す
る
に
我
々
は
、
技
術
を
技
術
単
体
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
体
か
ら
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
単
に
個
別
に
在
る
客
観
的
事
物
の
各
々
の
か
か
わ
り
と
し
て
で
は
な
く
、「
私
」
の
欲
望
と
、
そ
し
て
そ
の

時
点
と
地
点
に
歴
史
を
引
き
摺
り
つ
つ
現
れ
て
い
る
す
べ
て
の
他
者
の
総
体
と
し
て
の
場
の
な
か
で
、
そ
の
う
ね
り
全

体
の
動
因
で
も
あ
り
結
果
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
は
現
れ
る
。 

 

例
え
ば
一
八
四
二
年
に
チ
ュ
ー
ブ
入
り
油
絵
具
が
発
売
さ
れ
た

(15)

こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
た
油
彩
と
、
将
来
的
に

脳
へ
電
極
を
差
し
込
み
、
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
出
力
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
表
現
形
態
を
考
え
る
と
き
に
、
油
絵

具
と
電
極
と
を
同
じ
次
元
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
電
極
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
果
た

し
て
芸
術
と
呼
び
得
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
体
性
の
定
義
は
、
こ
の
問
い
自
体
を
無
効

化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
つ
の
道
具
の
発
明
に
よ
っ
て
芸
術
、

あ
る
い
は
人
間
存
在
が
変
わ
っ
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
必
然
的
変
容
の
た
だ
な
か
で
そ
の
よ
う
な
道
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具
が
現
出
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
「
道
具
」
や
「
表
現
形
式
」
が
独
立

し
て
ど
こ
か
に
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
人
間
を
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
時
代
や
、
個
々
に
絶
対
的

固
有
性
を
帯
び
た
他
‐
自
関
係
の
全
体
、
、
の
な
か
に
こ
そ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
が
あ
る
と
考

え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
道
具
の
持
つ
固
有
性
を
単
純
に
抽
象
化
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。 

 

ま
た
、
例
え
ば
パ
ー
ソ
ナ
ル
フ
ァ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
誰
も
が
芸
術
作
品
を
生
み
だ
せ
る
時
代
が
訪
れ
る
と

い
う
の
は
真
か
偽
か
、
と
い
う
問
い
自
体
の
無
意
味
さ
に
つ
い
て
も
我
々
は
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
人
間
の
成
長
が
阻
害
さ
れ
る
」
と
い
う
言
説
の
是
非
を

巡
る
一
般
的
な
情
報
教
育
、
情
報
倫
理
に
お
け
る
議
論
に
も
共
通
し
て
い
る
誤
っ
た
問
題
設
定
の
典
型
例
で
あ
り
、
ど

ち
ら
の
意
見
に
与
す
る
に
せ
よ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
与
え
る
（
技
術
を
適
切
に
扱
え
る
／
扱
え
る
よ
う
に
導
く
）
か

与
え
な
い
（
任
意
の
技
術
を
人
間
の
意
思
で
も
っ
て
堰
き
止
め
得
る
）
か
と
い
う
広
義
の
技
術
主
義

(16)

か
ら
一
歩
も
出

な
い
、
少
な
く
と
も
存
在
論
的
に
は
ま
っ
た
く
無
意
義
な
問
い
で
し
か
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
存
在
が
何
故
パ

ー
ソ
ナ
ル
フ
ァ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
技
術
を
生
み
だ
し
、
そ
の
技
術
が
現
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

さ
ら
に
人
間
存
在
が
ど
の
よ
う
な
変
性
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
場
の
全
体
、
、
を
問
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
。 
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１
‐
５
．
貫
通
（p

e
n

e
tra

tio
n

） 

 
そ
し
て
、
全
体
性
と
同
時
に
、
我
々
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
現
れ
て
く
る
他
者
の
迫
真
性
に
つ
い
て
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
全
体
、
、
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
薄
め
ら
れ
、
そ
の
靄
の
向
こ
う
に
茫
洋
と
し
た
他
者
た
ち
が
揺
ら
い
で
見
え
る

と
い
う
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
全
体
、
、
を
通
し
て
、
我
々
の
眼
前
に
、
或
る
他

者
が
徹
底
し
て
固
有
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
、
避
け
よ
う
も
な
く
我
々
に
迫
る
。
こ
こ
で
具
体
的
な
各
メ
デ
ィ
ア
に

よ
り
顕
現
す
る
他
者
の
迫
真
性
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
直
接
的
対
面
関
係
だ
け
を
特
権
化
し
、
現
実
の
我
々
が
生
き
て
い
る
、
現
代
情
報
技
術
が
溢
れ

た
こ
の
世
界
へ
の
真
摯
な
分
析
を
放
棄
す
る
こ
と
へ
の
怠
惰
な
正
当
化
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
他

者
に
対
し
て
単
純
に
我
々
が
責
任
を
持
つ
べ
き
、
あ
る
い
は
持
ち
得
る
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
お
け
る

現
代
情
報
技
術
の
使
い
方

、
、
、
を
理
念
的
に
述
べ
る
こ
と
も
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
理
念
に
過
ぎ
ず
、
技
術
の
も

た
ら
す
も
の
を
功
罪
に
分
け
、
そ
の
功
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
し
つ
つ
実
際
に
は
（
そ
も
そ
も
分
け
よ
う
の
な
い
も
の
な

の
だ
か
ら
）
功
罪
全
体
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
、
現
実
と
理
念
の
病
的
緊
張
状
態
を
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。 

 

そ
う
で
は
な
く
、
我
々
が
存
在
論
の
立
場
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
迫
真
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
問
う
必
要
が
あ

る
。
目
の
前
で
苦
し
む
見
知
っ
た
他
者
を
救
う
か
、
あ
る
い
は
地
球
の
裏
側
で
同
じ
苦
し
み
に
喘
ぐ
一
生
会
う
こ
と
の

な
い
他
者
を
救
う
か
、
ど
ち
ら
が
我
々
に
他
者
に
対
す
る
責
任
＝
倫
理
を
問
う
の
か
と
い
う
設
問
は
、
別
の
倫
理
的
枠

組
み
に
お
い
て
は
意
義
を
持
つ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
本
論
に
お
い
て
は
完
全
に
論
点
か
ら
外
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
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比
較
し
得
る
対
象

、
、
、
、
、
、
、
で
は
な
く
、
問
う
べ
き
は
、
む
し
ろ
何
故
我
々
は
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
越
し
の
他
者
に
対
し
て
さ

え
責
任
＝
倫
理
を
感
じ
得
る
の
か
―
―
も
し
何
も
感
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
も
そ
も
現
代
情
報
社
会
に
お
け

る
人
間
存
在
の
危
機
な
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
、
ど
の
み
ち
メ
デ
ィ
ア
越
し
に
現
れ
る
他
者
な
ど
虚
妄
に
過
ぎ

な
い
の
だ
か
ら
―
―
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
貫
通
、
、
、
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
他
者
の
顕
現
こ
そ
が
、
メ
デ
ィ
ア

が
我
々
の
存
在
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
は
我
々
を
囲
む
安
全

な
防
壁
な
ど
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
、
我
々
の
眼
前
に
避
け
よ
う
も
な
く
他
者
を
呼
び
寄

せ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
価
値
判
断
や
選
択
と
し
て
で
も
な
く
、
存
在
論
的
な
原
理
と
し
て
把

握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

な
お
、p

e
n

e
tra

tio
n

は
貫
通
だ
け
で
は
な
く
浸
透
、
洞
察
、
看
破
、
眼
光
、
根
入
れ
な
ど
を
表
す
多
義
的
な
語
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
の
貫
通
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
意
味
を
含
め
て
い
る
。
そ
れ
は
避
け
よ
う
も
な
く
「
私
」
を
貫
く

き
み
の
眼
光
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
相
互
的
な
貫
通
と
交
感
、
そ
の
全
体
性
で
も
あ
る
。 

  

こ
こ
で
我
々
は
疑
問
に
直
面
す
る
。
も
し
こ
の
貫
通
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
現
代
情
報
技
術
に
お
い
て

さ
え
こ
の
貫
通
が
あ
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
情
報
技
術
の
進
展
と
拡
大
は
、
む
し
ろ
我
々
に
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

(17)

の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
規
模
で
の
他
者
と
の
共
同
性
を
も
た
ら
し
、
あ

る
い
は
そ
こ
で
の
責
任
＝
倫
理
関
係
を
要
求
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
現
実
に
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
逆
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で
あ
り
、
現
代
情
報
技
術
は
む
し
ろ
我
々
の
共
同
性
を
喪
失
さ
せ
、
責
任
＝
倫
理
か
ら
の
逃
避
を
可
能
に
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
こ
の
観
察
は
正
し
い
。
た
だ
し
そ
の
正
し
さ
は
、
技
術
が
人
間
存
在
か
ら
分
離
し
得
る
も
の
で
あ
り
、

人
間
は
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
、
あ
る
い
は
使
わ
な
い
か
と
い
う
次
元
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
技
術
主
義
に
基

づ
い
て
い
る
限
り
の
も
の
で
し
か
な
い
。
よ
ほ
ど
の
超
人
的
な
精
神
力
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
理
念
に
基
づ

い
た
倫
理
を
内
在
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
逆
に
、
技
術
が
責
任
か
ら
の
逃
避
に
の
み
用
い
ら

れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
留
ま
る
程
度
の
技
術
批
判
し
か
為
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
い
ず
れ
の
立
場
を
取

る
に
せ
よ
、
技
術
そ
れ
自
体
の
人
間
存
在
と
の
分
か
ち
難
さ
も
、
ま
た
貫
通
が
持
つ
避
け
が
た
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
、
完
全
に
見
落
と

さ
れ
て
い
る
。 

 

１
‐
６
．
ノ
ー
ド 

 

メ
デ
ィ
ア
の
全
体
性
、
そ
し
て
そ
こ
で
避
け
が
た
く
現
れ
る
貫
通
は
、
本
論
に
お
け
る
存
在
論
的
メ
デ
ィ
ア
論
に
お

い
て
中
心
的
な
概
念
と
な
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
本
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
自
体

避
け
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
現
れ
て
き
た
具
体
的
諸
技
術
に
つ
い
て
も
、
我
々
は

分
析
の
た
め
の
枠
組
み
を
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

本
論
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
上
に
お
い
て
、
そ
の
出
現
に
よ
り
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
を
変
化
さ
せ
た
技
術
的
結
節
点
で

あ
る
よ
う
な
個
々
の
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
歴
史
的
ノ
ー
ド

、
、
、
、
、
、
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
羊
皮
紙
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
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印
刷
機
、
電
話
な
ど
の
諸
技
術
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
歴
史
的
ノ
ー
ド
は
具
体
的
技
術
的
発
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ

る
種
の
抽
象
化
も
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歴
史
的
ノ
ー
ド
自
体
は
、
必
然
性
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
一
般
的
に
あ
る
技
術
は
、
そ
れ
以
外
の
形
態
を
決
し
て
取
り
得
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
無

論
、
鋏
や
飛
行
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
そ
こ
に
は
人
間
工
学
的
あ
る
い
は
物
理
学
的
そ
の
他
の
制

約
が
あ
る
。
し
か
し
、
技
術
が
そ
の
時
点
で
発
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
形
態
を
取
る
こ
と
に
は
、
様
々
な
歴

史
的
偶
然
や
社
会
的
背
景
が
強
く
関
わ
っ
て
お
り
、
在
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
別
の
登
場
の
仕
方
を
完
全
に
否
定
す
る

こ
と
に
は
、
恐
ら
く
根
拠
は
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
人
間
存
在
の
根
本
か
ら
直
接
生
み
出
さ
れ
て
き
た

技
術
の
流
れ
と
い
う
も
の
も
確
か
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
ウ
ォ
ラ
ッ
ク
（
二
〇
一
六
）
の
言
う
「
変
局
点
」
や
「
進

路
の
変
更
」

(18)

は
、
社
会
的
規
範
の
次
元
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
メ
デ
ィ
ア
技
術
が
人
間
存
在

に
及
ぼ
す
本
質
的
影
響
の
分
析
に
は
届
か
な
い
だ
ろ
う
。
個
々
の
歴
史
的
ノ
ー
ド
の
別
様
の
在
り
方
の
根
底
に
あ
る
原

理
を
、
本
論
で
は
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

次
い
で
、
ノ
ー
ド
に
も
う
一
つ
の
意
味
を
与
え
る
。
か
つ
て
生
き
て
い
た
或
る
他
者
が
存
在
し
て
い
た
場
、
ま
た
そ

れ
と
対
峙
し
て
い
る
「
私
」
の
存
在
す
る
場
が
、
具
体
的
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
接
続
さ
れ
た
全
体
、
、
と
し
て
ひ
と
つ
の
巨

大
な
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
と
き
、
そ
の
核
と
な
る
具
体
的
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
固
有
ノ
ー
ド

、
、
、
、
、
と
呼
ぶ
。
固
有
ノ
ー
ド
は
歴
史

的
ノ
ー
ド
と
は
異
な
り
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
あ
る
一
葉
の
写
真
に
写
さ
れ
た
人
物
を
観
る
と
き
、

そ
の
写
真
を
通
し
た
向
こ
う
側
に
は
そ
の
人
物
が
か
つ
て
存
在
し
、
そ
の
人
物
が
背
負
い
背
負
わ
れ
て
い
た
歴
史
と
空
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間
が
在
り
、
ま
た
写
真
の
こ
ち
ら
側
に
は
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
「
私
」
が
背
負
い
背
負
わ
れ
て
い
る
歴
史
と
空
間
が
在

る
。
そ
の
全
体
が
「
私
」
に
到
来
し
「
私
」
に
感
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
。

こ
の
と
き
、
か
つ
て
在
っ
た
誰
か
が
そ
れ
を
経
由
し
時
空
を
超
え
て
貫
通
す
る
そ
の
焦
点
と
な
る
事
物
―
―
こ
こ
で
は

一
葉
の
写
真
―
―
が
固
有
ノ
ー
ド
と
な
る
。 

  

全
体
と
貫
通
、
そ
し
て
ノ
ー
ド
に
よ
り
、
我
々
は
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
枠
組
み
を
手
に
し
た
。
我
々
が

一
般
的
に
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
歴
史
的
ノ
ー
ド
が
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て
の
固
有
ノ
ー
ド
で
あ
り
、

か
つ
そ
れ
は
単
純
に
そ
の
存
在
す
る
場
か
ら
切
り
離
し
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
背
後
に
空
間
的
／
時
間

的
な
広
が
り
を
持
ち
、
そ
の
遥
か
彼
方
か
ら
、
固
有
ノ
ー
ド
を
貫
通
し
て
「
私
」
の
前
に
き
み
が
顕
現
す
る
。
そ
の
よ

う
に
し
て
、
我
々
は
互
い
に
役
割
を
交
換
し
つ
つ
相
互
に
貫
通
し
合
っ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（co

-p
e
n

e
tra

tio
n

）
。
そ
の
構
造
の

全
体
が
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
我
々
人
間
存
在
の
根
源
に
在
る
差
角
の
内
破
の
予
感
に
対
し

て
、
苦
し
み
を
与
え
つ
つ
も
そ
の
存
在
の
根
拠
を
与
え
て
い
た
向
心
力

、
、
、
の
正
体
な
の
で
あ
る

(19)

。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
単
な
る
技
術
主
義
を
超
え
て
、
人
間
の
存
在
の
歴

史
に
重
な
る
か
た
ち
で
技
術
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
我
々
は
互
い
に
固
有
ノ
ー
ド
を
貫
通
し
、
全
体
と

し
て
重
な
り
合
っ
た
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
。「
私
」
は
そ
の
生
に
お
い
て
得
た
も
の
を
や
が
て
必
ず
す
べ
て
失
う
。
そ
し

て
「
私
」
自
身
も
ま
た
必
ず
失
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
も
、「
私
」
を
生
み
出
し
た
き
み
も
、
そ
の
全
体
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の
ど
こ
か
に
常
に
残
り
、
伝
え
ら
れ
続
け
る
。
そ
れ
は
我
々
が
持
ち
得
る
も
っ
と
も
強
固
な
も
の
で
あ
り
何
度
で
も
再

生
さ
れ
つ
つ
、
柔
軟
に
何
度
で
も
再
生
す
る
だ
ろ
う
。 

 

け
れ
ど
も
、
無
論
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
論
が
問
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
我
々
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
が
い
か
に
変
容
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
原
因
は
何
か
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に

し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
の
原
理
的
構
造
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
そ
こ
で
同
時
に
現
れ
て
き
て
い
る
根
本
的
な

変
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。 

 

２
．
デ
ジ
タ
ル
化
と
そ
の
属
性 

２
‐
１
．
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式 

 

現
代
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
現
代
情
報
技
術
で

あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
ま
ず
、
そ
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ

と
に
よ
り
、
人
類
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
確
か
に
、
現
代
、
、
情
報
技
術
と

は
呼
び
つ
つ
、
既
に
こ
れ
ら
の
言
葉
は
我
々
に
と
っ
て
「
古
き
良
き
時
代
」
を
感
じ
さ
せ
る
レ
ト
ロ
な
言
葉
に
さ
え
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
字
義
通
り
古
び
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
影
響
力
を
失
っ
た
の
で
も
な
い
。
そ

れ
は
低
コ
ス
ト
化
と
極
小
化
に
よ
り
遍
在
す
る
無
数
の
デ
バ
イ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
我
々
の
生
の
環
境
そ
の

も
の
に
な
り
、
技
術
と
し
て
不
可
視
化
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
降
で
述
べ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
プ
ロ
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グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
）
に
よ
り
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
通
信
の
数
学
的
理
論
）
に
よ
り
、
他
者
と
は
何
か
、
そ
し

て
そ
の
他
者
と
交
感
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
、
人
類
は
決
定
的
な
歴
史
的
転
換
を
経
験
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。 

  

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
特
徴
は
、
大
量
の
デ
ー
タ
を
素
早
く
処
理
で
き
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る

モ
ノ
を
デ
ジ
タ
ル
と
し
て
制
御
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
明
ら
か
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
は
い
ま
だ
に
扱
え
な
い
モ
ノ
の
ほ
う
が
多
い
（
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
扱

え
る
モ
ノ
の
み
が
モ
ノ
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
認
識
の
根
本
的
な
変
化
が
あ
り
、
こ
れ
が
人
間
存
在
の
原
理
に
対
す
る

危
機
と
し
て
現
れ
て
い
る
）。 

 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
そ
れ
自
体
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
在
主
流
を
占
め
て
い
る

ノ
イ
マ
ン
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

(20)

に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
、
す
な
わ
ち
命
令
と
デ
ー
タ
を
区
別
す
る
こ
と
の
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

、
、
、
、
、
、
、
、
に
あ
る
。
現
在
で
は
極
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
は
、
し
か

し
重
要
な
変
化
点
が
隠
さ
れ
て
い
る
。 

 

通
常
、
我
々
が
現
代
情
報
技
術
を
経
由
し
て
何
ら
か
の
情
報
を
取
得
す
る
と
き
、
我
々
は
そ
こ
で
知
る
情
報
が
す
べ

て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
例
え
ば
シ
リ
ア
内
戦
で
破
壊
し
つ
く
さ
れ
た
街
を
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
超
高
精
細
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
眺
め
る
と
き
、
そ
れ
が
い
か
に
リ
ア
ル
に
見
え
よ
う
と
、
現
代
情
報
技
術
は
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他
者
の
苦
し
み
を
所
詮
は
０
１
に
介
在
さ
れ
た
他
人
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
過
ぎ
な
い
も
の
へ
と
変
換
し
て
し
ま
う
の
だ
と
、
我
々
は
批

判
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
は
安
易
な
デ
ジ
タ
ル
批
判
に
同
調
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
他
者
の
仮
想
化
／
抽

象
化
に
対
す
る
批
判
的
言
説
は
、
む
し
ろ
こ
の
他
者
の
仮
想
化
／
抽
象
化
構
造
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
世
界

に
対
し
て
我
々
が
負
う
べ
き
他
者
へ
の
責
任
＝
倫
理
を
放
棄
す
る
口
実
を
作
り
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

 

だ
が
、
も
う
一
つ
、
こ
こ
で
我
々
が
直
面
し
て
い
る
原
理
的
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
上
述
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方

式
と
な
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
処
理
さ
れ
る
デ
ー
タ
だ
け
で
は
な
く
、
処
理
を
す
る
主
体
も
ま
た
、
完
全
に
同
一
の

地
平
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
抽
象
化
／
仮
想
化
さ
れ
て
い
く
の
は
、

他
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
超
高
精
細
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の
の
み
が
世
界
で
あ
る
―
―
そ
こ
か
ら
零

れ
た
モ
ノ
は
、
世
界
の
外
へ
と
零
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
が
故
に
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
―
―
と
す
る
我
々
の
世
界
観
で
あ

る
。 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
の
登
場
は
、
言
語
の
獲
得
に
並
ぶ
、
産
業
革
命
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
転
換
を

人
類
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
言
語
と
同
様
、
こ
れ
も
ま
た
歴
史
の
あ
る
一
点
に
お
い
て
突
如
発
生

し
た
も
の
で
は
な
い
。
ダ
イ
ソ
ン
（
二
〇
一
三
）
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
の
源
流
を
十
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
求
め
て
い
る
。
や
が
て
一
九
三
六
年
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
マ
シ
ン
が
考
案
さ
れ
、

そ
れ
は
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
一
九
四
六
年
のE

N
IA

C

運
用
開
始
へ
と
至
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
類
の
歴
史
は
、

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
前
と
そ
の
後
と
に
別
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
は
や
思
考
は
人
間
だ
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け
の
も
の
で
は
な
く
、
機
械
の
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
デ
ー
タ
と
思
考
が
同
じ
地
平
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
革
命
の
本
質
で
あ
る
。 

 

我
々
は
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
写
本
の
よ
う
な
美
し
い
彩
色
写
本
か
ら
立
ち
上
る
古
い
紙
の
匂
い
、
そ
し
て
そ
の
重

み
と
感
触
が
、
ネ
ッ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
欽
定
訳
聖
書
の
デ
ジ
タ
ル
な
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
置
き
換
え
ら
れ
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
上
で
読
ま
れ
る
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
何
か
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
同
時
に
、
そ
こ
で
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
る
我
々
自
身
で
あ
る

こ
と
も
、
我
々
は
否
定
し
得
な
い
。
デ
ー
タ
を
処
理
す
る
主
体
が
処
理
さ
れ
る
デ
ー
タ
と
同
一
地
平
に
あ
る
と
は
、
そ

う
い
う
こ
と
な
の
だ
。
す
べ
て
が
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
手
に
す
る
モ
ノ
の
す
べ
て
が

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
、
我
々
の
手
さ
え
も
が
―
―
例
え
ば
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
出
力
さ

れ
た
義
肢
に
よ
っ
て
―
―
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
モ
ノ
を
つ
か

も
う
と
す
る
こ
の
「
私
」
さ
え
も
が
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ノ
イ
マ
ン
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中

心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
が
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
示
し
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
と
き
、
他
者
原
理
は
致
命
的
な
変
質
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
で
は
こ
の
歴
史
的
転
換
点
を
デ
ジ
タ
ル
化

、
、
、
、
、
と

呼
ぶ
。
そ
の
近
代
的
理
性
的
人
間
観
に
お
い
て
本
論
と
立
場
が
異
な
る
と
し
て
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
遺
伝
子
操
作
に

批
判
的
で
あ
る
理
由

(21)

が
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
が
倫
理
の
基
盤
で
あ
る
人
間
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
揺
る
が
せ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
懸
念
は
正
し
い
。
デ
ジ
タ
ル
化
を
通
し
て
透
明
な
デ
ー
タ

、
、
、
、
、
、
と
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し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
他
者
は
、
も
は
や
決
し
て
解
か
れ
る
こ
と
の
な
い
謎
を
私
の
中
心
に
残
し
続
け
る
怖

れ
る
べ
き
他
者
で
は
な
い
。 

 

２
‐
２
．
通
信
の
数
学
的
理
論 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
と
並
び
デ
ジ
タ
ル
化
の
基
礎
を
切
り
拓
い
た
概
念
と
し
て
、
シ
ャ
ノ
ン
の
「
通
信
の
数
学
的

理
論
」（
一
九
四
八
）
が
あ
る
。
シ
ャ
ノ
ン
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
ど
れ
だ
け
少
な
い
コ
ス
ト
で
ど
れ
だ
け
ノ
イ
ズ

、
、
、
を

排
し
て
正
確
に
信
号
、
、
を
伝
え
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
味
、
、
は
内
包
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
こ
れ
を
一
つ
の
理
論
的
基
盤
と
し
て
実
現
さ
れ
た
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、

我
々
の
日
常
の
細
部
に
ま
で
及
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
を
決
定
づ
け
ら
れ
た
時
代
を
生
き
て
い
る
。
ノ
イ
ズ

の
不
在
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
究
極
的
な
ゴ
ー
ル
に
向
け
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
様
相
を
適
合
さ
せ
て
い
く
。
も
は
や
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を
我
々
は
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

 

こ
の
ノ
イ
ズ
は
、
本
論
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
ノ
イ
ズ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

の
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
リ
ン
ギ
ス
（
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
七
）
と
ピ
カ
ー
ト
（
二
〇
一
四
）
の
議
論
を
確
認
し
よ
う
。 

 

リ
ン
ギ
ス
は
、
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
先
行
す
る
、
よ
り
根
源
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
分

析
し
て
い
る

(22)

。
通
常
、
我
々
の
共
同
体
は
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
共
通
の
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規
則
に
従
っ
て
デ
ー
タ
が
交
換
さ
れ
、
そ
の
解
釈
も
ま
た
共
通
の
規
則
に
従
っ
て
為
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
は
、
「
み
な
が
同
じ
側
に
立
ち
、
お
互
い
ど
う
し
が
〈
他
者
〉
で
は
な
く
、
全
員
が
〈
同
じ
人

間
〉
の
別
形
に
す
ぎ
な
い
対
話
者
た
ち
」

(23)

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
原
理
的
に
他
者
が
存
在
し
な
い
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
共
同
体
で
は
、
語
ら
れ
る
内
容
の
み
が
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
誰、
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
か
は
非
本
質
的
な
こ

と
と
な
る
。
こ
の
共
同
体
に
お
い
て
は
私
が
他
の
誰
で
も
な
い
固
有
な
こ
の
私
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
も
真
理
は
そ
の
真
理
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
前
提
に

対
す
る
危
機
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
雑
音
が
失
わ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
二
つ
の
問
題

が
あ
る
。 

 

第
一
に
、
そ
こ
に
は
暴
力
の
構
造
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
眼
前
に
現
れ
た
他
者
と
の
、
同
じ
ル
ー
ル
を
共
有
し
た
者

同
士
に
よ
る
取
引
で
も
交
渉
で
も
な
い
、
手
探
り
の
交
流
と
し
て
始
ま
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
し
か
し
そ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
規
則
が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
の
規
則
の
外
部
に
あ
る
者
を
「
意
味
を
な
さ

な
い
者
、
迷
わ
さ
れ
て
い
る
者
、
狂
人
、
あ
る
い
は
獣
の
よ
う
な
者
で
あ
る
と
呼
び
、
暴
力
へ
と
引
き
渡
す
よ
う
に
な

る
」

(24)

。
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
普
遍
性
の
強
要
と
い
う
暴
力
で
し
か
な
い
。 

 

そ
し
て
第
二
に
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
語
ら
れ
る
内
容
に
は
影
響
し
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

結
ば
れ
て
い
る
限
り
、
我
々
は
自
分
自
身
の
固
有
性
を
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
代
替
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
場

に
お
い
て
現
れ
る
の
は
常
に
交
換
可
能
な
誰
で
も

、
、
、
で
あ
っ
て
、
こ
の
私
で
は
な
い
。
い
ま
こ
の
場
に
い
る
私
は
、
私
と
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ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
他
の
誰
か
の
跡
に
入
り
込
ん
だ
影
に
過
ぎ
ず
、
や
が
て
は
自
分
と
置
き
換
え
可
能
な
誰
か
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
何
の
変
化
も
な
し
に
永
遠
に
続
い
て
い
く
。 

 

無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
置
き
換
え
の
連
鎖
の
な
か
で
、
人
は
そ
の
無
貌
か
つ
無
名
の
一
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
故
、
我
々
は
不
安
に
な
る
。
私
と
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
私
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
。
私
は
そ
の

確
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
陰
画
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
、
「
本
質
的
な
の
は
、
き
み
自
身
、
き
み
が
何

か
を
語
る
こ
と
」

(25)

、
す
な
わ
ち
、
語
ら
れ
る
内
容
で
は
な
く
、
き
み
が
他
な
ら
ぬ
き
み
自
身
の
声
で
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
可
能
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。「
口
ご
も
り
、
叫
び
、
不
明
瞭
な
発
音
、
さ
さ
や
き
、
ゴ
ロ

ゴ
ロ
と
い
う
音
、
ク
ー
ク
ー
と
い
う
音
、
笑
い
、
私
た
ち
が
一
緒
に
い
る
と
き
に
発
す
る
す
べ
て
の
雑
音
」

(26)

。
そ
し

て
こ
の
ノ
イ
ズ
は
、
死
の
看
取
り
の
場
面
に
お
い
て
究
極
的
に
現
れ
る
。
き
み
が
死
に
往
く
誰
か
を
看
取
る
と
き
、
そ

こ
で
は
も
は
や
、
合
理
的
な
、
理
性
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
意
味
を
持
た
な
い
。
死
の
恐
怖
を
和
ら
げ
る
普
遍

的
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
存
在
せ
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
み
は
そ
の
死
に
往
く
誰
か
を
見
捨
て
て
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
き
み
は
そ
の
恐
怖
と
苦
し
み
に
、
そ
の
死
に
往
く
誰
か
と
取
り
残
さ
れ
、
呻
き
、
触
れ
、
あ
る
い
は
た
だ
傍
に
居

る
だ
け
し
か
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
同
時
に
、
そ
れ
は
き
み
に
し
か
で
き
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
置
き

換
え
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
決
し
て
為
し
得
な
い
救
い
と
癒
し
、
あ
る
い
は
意
味
、
、
を
、
そ
の
場
に
も
た
ら

す
。
そ
の
混
乱
し
切
迫
し
た
音
の
営
み
が
（
合
理
的
、
理
性
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
）
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ノ
イ
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
絶
対
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

 

リ
ン
ギ
ス
に
と
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
満
た
さ
れ
た
社
会
は
、
ノ
イ
ズ
が
排
除
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
世
界
の
一
つ
の
完
成
形
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
や
イ
メ
ー
ジ
や
幻
影
へ
と
還
元
さ
れ
、
ひ
と
か
ら
ひ
と
へ
と
瞬
時
に
伝
達
さ
れ
」

(27)

、
「
技
術
が
支
配
す
る
都
市

社
会
の
な
か
の
快
適
で
安
全
な
部
屋
で
、
私
た
ち
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
出
会
い
、
互
い
の
考
え
を
読
み
あ
う
」

(28)

だ

け
と
な
る
。 

 

確
か
に
、
い
ま
や
我
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｓ
Ｎ

Ｓ
や
ラ
イ
フ
ロ
グ
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
は
そ
れ
を
強
化
し
、
我
々
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
無
限
に
記
録

し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
撒
き
散
ら
す
。
そ
れ
は
単
に
日
常
生
活
の
ロ
グ
な
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
に
基

づ
い
た
人
間
観
に
よ
り
思
考
と
デ
ー
タ
が
同
じ
次
元
に
置
か
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
我
々
そ
の
も

の
の
姿
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
現
実
の
我
々
よ
り
も
永
遠
の
幻
想
を
与
え
る
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

我
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
そ
れ
故
、
我
々
の
記
録
へ
の
欲
望
は
、
無
限
と
永
遠
に
向
か
っ
て
と
め
ど
な
く
加
速
し

て
い
く
。 

 

ピ
カ
ー
ト
に
よ
る
騒
音
語
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
固
有
の
状
況
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。
騒
音
語
と
は
、

言
葉
が
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
沈
黙
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
沈
黙
の
な
か
へ
と
還
っ
て
い
く
、
そ
し
て
そ
の
こ
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と
に
よ
り
力
を
持
つ
言
葉
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
自
ら
よ
り
自
ら
を
生
み
出
し
、
分
裂
し
、
あ
ら
ゆ
る
空
白
を

埋
め
て
い
こ
う
と
す
る
、
機
械
的
で
自
律
的
な
運
動
に
従
っ
た
音
で
あ
る
。
こ
の
騒
音
語
こ
そ
が
、
現
代
社
会
を
特
徴

づ
け
る
と
ピ
カ
ー
ト
は
言
う
。 

 

ピ
カ
ー
ト
に
よ
る
ノ
イ
ズ
の
定
義
は
極
め
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
語
の
営
為
に
対
す
る
ピ
カ
ー
ト
の

理
解
が
リ
ン
ギ
ス
と
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
相
補
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ

ン
ギ
ス
に
と
っ
て
、
誰
が
発
話
す
る
の
で
も
構
わ
な
い
交
換
可
能
な
言
葉
は
、
人
間
の
固
有
性
を
い
か
な
る
形
に
お
い

て
も
保
証
し
得
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
る
固
有
の
人
間
が
あ
る
固
有
の
時
に
、
絶
対
的
な
一
回
性
を
帯
び
て
発
す

る
音
こ
そ
が
ノ
イ
ズ
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
代
替
不
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
―
き
み
と
私
が
確
か
に
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
―
―
を
確
信
さ
せ
る
。
他
方
で
、
こ
の
「
誰
が
発
し
て
も
構
わ
な
い
交
換
可
能
な
音
」
が
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
氾
濫
し
て
い
く
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
や
氾
濫
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に
ピ
カ
ー
ト
の
言

う
騒
音
語
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
音
が
、
そ
れ
を
発
す
る
者
の
代
替
可
能
性
を
保

証
し
得
る
の
か
ど
う
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
現
在
我
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
つ
い
て
考
え

て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
誰
も
が
自
分
に
つ
い
て
の
様
々
な
で
き
ご
と
を
書
き
込
ん
で
い
く
。
し
か
し

実
際
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
誰
が
そ
れ
を
し
た
の
か
な
ど
ど
う
で
も
良
い
、
交
換
可
能
な
も
の
ご
と
が
ほ
ぼ
す

べ
て
を
占
め
て
い
る
。
何
を
食
べ
た
か
、
ど
こ
へ
行
っ
た
か
、
何
を
観
た
か
。
そ
の
無
数
の
自
己
主
張
は
、
ま
さ
に
ピ
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カ
ー
ト
の
言
う
騒
音
語
で
し
か
な
い
し
、
同
時
に
、
完
全
な
交
換
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
リ
ン

ギ
ス
の
ノ
イ
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
対
極
に
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
我
々
の
存
在
の
固
有
性

を
一
切
確
信
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
だ
か
ら
我
々
は
存
在
の
虚
無
を
埋
め
る
た
め
に
、
い
っ
そ
う
そ
こ
に
騒
音

語
を
投
げ
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
さ
ら
な
る
騒
音
語
の
氾
濫
し
か
も
た
ら
さ
ず
、
存
在
に
対
す
る
不
安
を
ま
す

ま
す
掻
き
立
て
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。 

 

２
‐
３
．
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
消
失 

 

だ
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
固
有
性
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
前
に
、
改
め
て
何
が
デ
ジ
タ
ル
固
有
の
属
性
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
の
か

、
、
、
、
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
我
々
は
デ
ジ
タ
ル
の
特
性
と
さ
れ
る
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
化
以
前

か
ら
在
っ
た
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
忘
却
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
実
際
に
は
デ
ジ
タ
ル
の
属
性
で
な
い
こ
と
で
さ
え
、

デ
ジ
タ
ル
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
誤
認
し
て
い
る
。 

 

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
持
つ
永
遠
性
で
あ
る
。
だ
が
現
実
に
は
、
そ
れ
は
単
な
る
複
製
可
能
性

に
過
ぎ
な
い
。
多
く
の
人
び
と
が
、
保
存
し
て
い
た
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
が
壊
れ
、
慌
て
た
経
験
を
持
つ
だ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
何
故
か
デ
ジ
タ
ル
世
界
が
永
遠
だ
と
い
う
言
説
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
他
方
で
そ
の

複
製
可
能
性
ゆ
え
に
、
生
命
性
や
他
者
性
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
い
く
な
ど
と
も
批
判
す
る
。

だ
が
少
な
く
と
も
い
ま
我
々
が
生
き
て
い
る
社
会
の
文
化
的
、
技
術
的
水
準
に
お
い
て
は
、
永
遠
で
あ
る
こ
と
と
複
製
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容
易
で
あ
る
こ
と
と
は
同
一
で
は
な
い
。
従
来
の
Ｈ
Ｄ
Ｄ
や
Ｓ
Ｓ
Ｄ
で
あ
れ
ば
、
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
の
方
が
そ
の
数

十
倍
、
数
百
倍
の
年
月
を
耐
え
、
凌
ぐ
だ
ろ
う
。
で
は
複
製
可
能
性
が
示
し
て
い
る
も
の
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。 

  

デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
議
論
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
単
純
な
複
製
可
能
性
に
つ
い
て
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
持
た
な
い
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
ノ
に
完
全
な
複
製
可
能
性
が

あ
る
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。「
あ
る

モ
ノ
と
ま
っ
た
く
同
じ
モ
ノ
が
複
製
可
能
だ
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
革
命
と
い
っ
て
よ
い
。［
…
］

技
術
の
結
果
で
あ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
物
が
社
会
的
必
要
労
働
と
い
う
点
で
等
価
で
あ
る

、
、
、
、
、
と
い
う
事
実
は
、
長
い
目

で
見
れ
ば
、
同
じ
モ
ノ
が
大
量
生
産

、
、
、
、
さ
れ
る
と
い
う
事
実
（
労
働
力
と
し
て
の
個
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
）
ほ
ど
本

質
的
で
は
な
い
」

(29)

。 

 

こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
モ
ノ
の
在
り
方
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す
る
複
製
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
本
質
を
も
つ

の
で
も
、
複
製
技
術
に
よ
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
そ
の
本
質
を
も
つ
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
は
や

オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
在
し
な
い
な
か
で
、
最
初
か
ら
複
製
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
「
モ
デ
ル
」
の
差

異
の
変
調
に
す
ぎ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

「
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
２
個
あ
る
い
は
ｎ
個
の
同
一
の
モ
ノ
が
大
量
生
産
さ
れ
る
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
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ら
の
モ
ノ
同
士
の
関
係
は
、
も
は
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
そ
の
模
造
品
の
関
係
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
反
映
の
関

係
で
も
な
く
［
…
］
互
い
に
相
手
を
規
定
し
よ
う
の
な
い
無
限
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
な
る
」

(30)

。
そ
れ
は
単
に
生
産

さ
れ
る
モ
ノ
の
在
り
方
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
在
り
様
そ
の
も
の
さ
え
変
容
さ
せ
て
い
く
。「
現
実
的
な

も
の
の
規
定
は
、
そ
れ
に
等
し
い
複
製
の
生
産
が
可
能
な
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
こ
と
だ
。［
…
］
こ
の
複
製
過
程
で
は
、
現
実

は
、
単
に
複
製
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
す
で
に
複
製
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」

(31)

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
て
そ
の
と
き
、
こ
の
生
産
の
主
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
人
間
も
ま
た
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
、「
複
製
が
ひ
と
た
び
生
じ
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
あ
ら
か
じ
め
複
製
さ
れ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た

作
品
が
さ
か
ん
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
写
真
の
原
板
か
ら
は
多
数
の
焼
付
が
可
能
で
あ
る
。
ど
れ
が

ほ
ん
と
う
の
焼
付
か
を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
」

(32)

と
述
べ
て
い
る
。 

 

２
‐
４
．
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム 

 

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
指
摘
は
正
当
だ
が
、
同
時
に
、
こ
の
こ
と
自
体
を
そ
の
ま
ま
直
接
、「
私
」
と
き
み
と
の
関
係

性
に
つ
い
て
当
て
嵌
め
、
そ
れ
故
そ
こ
に
一
切
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に

我
々
の
生
の
実
感
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
そ
れ
は
か
け
離
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
、
次
に
、
遠
く
の
他
者
を
伝
え
る
典
型
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
写
真
に
つ
い
て
、
バ
ル
ト
（
二
〇
一
一
）
の
議
論

を
参
照
し
つ
つ
考
え
て
み
よ
う
。 
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バ
ル
ト
は
写
真
と
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
を
区
別
す
る
最
大
の
特
徴
を
、
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
自
体
の
不
可
視
性
に
求
め
て
い

る
。
絵
画
の
場
合
、
描
か
れ
た
対
象
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
鑑
賞
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
鑑

賞
の
対
象
と
な
る
の
は
、
画
家
の
表
現
で
あ
り
、
主
観
で
あ
る
。
我
々
は
描
か
れ
た
対
象
で
は
な
く
、
画
家
の
作
風
を

観
て
い
る
。
し
か
し
写
真
を
見
る
と
き
、
我
々
は
写
真
そ
れ
自
体
を
見
て
は
い
な
い
。
絵
画
と
は
異
な
り
、
写
真
は
被

写
体
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
写
す
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
は
我
々
の
目
に
は
触
れ

な
い

(33)

。 

 

写
真
の
撮
影
技
術
や
、
そ
れ
が
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
し
、
ま
た
一
般
的
に
写
真
論
で
語
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
も
の
ご
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

バ
ル
ト
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
「
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
（stu

d
iu

m

）
」

(34)

と
呼
ぶ
。
し
か
し
真
の
意
味
で
我
々
に
衝
撃
を

与
え
る
写
真
は
、
こ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
要
素
も
必
ず
同
時
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
バ
ル
ト
は
い
う
。
そ
れ
が
「
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
（p

u
n

ctu
m

）」
(35)

で
あ
る
。 

 

一
般
的
な
関
心
を
表
す
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
を
超
え
、
被
写
体
の
存
在
が
、
こ
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
と
し
て
我
々
に
突
き

刺
さ
る
。
文
化
的
な
意
味
づ
け
や
共
有
さ
れ
得
る
技
法
か
ら
逸
脱
し
た
ど
こ
か
で
、
被
写
体
は
我
々
に
ど
う
し
よ
う
も

な
く
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
共
有
し
得
な
い
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
に
自
ら
を
曝
す
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
写
さ
れ

た
被
写
体
と
の
出
会
い
＝
関
係
性
の
絶
対
的
な
固
有
性
を
顕
わ
に
す
る
。 

 

こ
の
と
き
、
写
真
に
写
さ
れ
た
も
の
は
、
も
は
や
写
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。「
こ
の
陰
鬱
な
砂
漠
の
中
で
、
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あ
る
写
真
が
、
突
然
私
に
到
来
す
る
。
そ
の
写
真
は
私
を
活
気
付
け
、
私
は
そ
の
写
真
を
活
気
付
け
る
」

(36)

。
バ
ル
ト

は
こ
れ
を
「
相
互
本
来
的
（co

-n
a

tu
re

l

）
」
と
呼
ぶ
。
で
は
、
既
に
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
被
写
体
を
こ
の
私

が
活
気
付
け
る
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。 

 

通
常
、
写
真
に
お
い
て
は
、
写
真
の
画
像
と
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
指
示
対
象
と
は
別
け
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
に
よ
っ
て
私
を
貫
く
写
真
は
、
そ
の
と
き
も
は
や
写
真
の
画
像
と
指
示
対
象
と
に
別
け
ら
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
私
に
迫
る
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
。
そ
の
と
き
、
写
真
は
そ
こ
に
写
さ
れ
た
も
の
に

「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
」
と
い
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
実
性
（
バ
ル
ト
は
そ
れ
を
「
御
し
が
た
い
も
の
」
と
呼
ぶ
）

を
与
え
る
。
従
っ
て
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
を
と
も
な
っ
た
写
真
と
は
、
単
に
記
憶
を
意
味
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
、
存
在
そ
れ
自
体
へ
の
確
信
な
の
で
あ
る
。 

 

２
‐
５
．
法
廷
証
拠 

 

で
は
、
写
真
が
持
つ
こ
の
相
互
本
来
性
は
何
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
被
写
体
と
画
像
と
の
あ

い
だ
に
あ
る
物
理
的
な
連
続
性
に
よ
っ
て
だ
と
バ
ル
ト
は
い
う
。
被
写
体
に
反
射
し
た
光
が
レ
ン
ズ
を
透
過
し
フ
ィ
ル

ム
上
の
感
光
物
質
を
変
化
さ
せ
、
化
学
処
理
に
よ
っ
て
ネ
ガ
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
印
画
紙
に
転
写
さ
れ
、
我
々
は
そ

の
像
か
ら
の
反
射
光
を
網
膜
上
に
捉
え
る
。
こ
の
連
続
性
に
よ
っ
て
、
我
々
は
被
写
体
を
単
に
眺
め
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
存
在
を
直
接
的
に
経
験
で
き
る
の
で
あ
る
。 
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だ
と
す
れ
ば
、
い
ま
我
々
の
身
近
な
存
在
と
な
っ
た
Ｃ
Ｇ
や
Ｖ
Ｒ
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

い
う
複
製
技
術
が
さ
ら
に
進
展
し
、
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
と
変
わ
っ
た
と
き
、
デ
ジ
タ
ル
写
真
に
お
け
る
最
終

的
な
現
実
／
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
消
失
が
訪
れ
た
こ
と
を
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
強
調
す
る
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て

「
イ
メ
ー
ジ
を
合
成
す
る
操
作
に
は
、
も
は
や
準
拠
枠
は
存
在
せ
ず
、
現
実
自
体
が
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ

と
し
て
直
接
生
産
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
も
は
や
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
出
現
し
な
く
て
す
む
［
…
］
写
真
と
い
う
行

為
、
主
体
と
客
体
が
出
会
っ
た
瞬
間
に
消
滅
す
る
、
あ
の
一
瞬
―
―
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
［
…
］
デ
ジ
タ
ル
処
理

の
過
程
で
消
滅
す
る
」

(37)

。 

 

デ
ジ
タ
ル
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
の
消
滅
を
断
言
し
て
い
る
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
指
摘
は
極
め
て
鋭
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
全
面
的
に
同
意
で
き
な
い
の
は
、
彼
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
、
あ

く
ま
で
（
適
切
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
日
本
語
で
は
仮
想
現
実

(38)

と
呼
ば
れ
る
）
Ｖ
Ｒ
に
限
定
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
た
め

だ
。 

 

確
か
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
進
展
し
た
結
果
、
我
々
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー
の
差
異
を
原
理
的

、
、
、
に
失
い
得
る
時
代

に
生
き
て
い
る
。
け
れ
ど
も
現
実
的

、
、
、
に
は
、
我
々
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
い
ま
だ
な
お
、
そ
こ
に

現
れ
る
他
者
を
他
者
と
し
て
扱
い
、
我
々
の
固
有
の
生
を
生
き
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
原
理
的
批
判

は
無
論
必
要
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
現
れ
る
他
者
が
す
べ
て
仮
想
で
あ
る
と
す
る
よ
う

な
主
張
を
根
拠
づ
け
る
訳
で
は
な
い
。
途
上
国
で
貧
困
や
病
に
苦
し
む
人
び
と
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
眺
め
る
と
き
、
戦
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争
で
破
壊
さ
れ
た
街
に
佇
む
人
び
と
の
映
像
を
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ
ー
ス
で
一
瞥
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
ま
た
歪
な
開
発
に
よ
り

荒
廃
し
た
原
生
林
の
写
真
を
目
に
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
う
こ
と
も
、
ま
た
所
詮
デ

ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
他
者
性
を
捨
象
す
る
の
だ
か
ら
そ
こ
に
倫
理
的
責
任
を
感
じ
る
の
は
欺
瞞
あ
る
い
は
無
意
味
だ
と

言
い
放
つ
こ
と
も
、
我
々
の
日
常
的
感
覚
か
ら
は
既
に
乖
離
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
言
説
こ
そ
が
他
者
と
の
倫
理
的

関
係
性
を
仮
想
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
強
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

  

こ
の
と
き
、
写
真
の
向
こ
う
か
ら
現
れ
我
々
に
迫
る
他
者
が
客
観
的
な
事
実
性
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
は
本
質
的
問
題
で
は
な
い
。
客
観
的
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
た
だ
一
葉
の
写
真
と
そ
れ
を
眺
め
て
い
る

「
私
」
の
知
る
そ
の
写
真
に
付
随
し
た
主
観
的
知
識
し
か
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
写
真
を
通
し
て
立
ち
現
れ
る
他

者
は
単
に
「
私
」
の
主
観
で
し
か
な
い
も
の
で
も
な
い
。
他
者
原
理
に
立
つ
と
き
、
主
観
と
客
観
と
い
う
二
元
軸
に
よ

っ
て
他
者
を
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
分
析
す
る
こ
と
に
は
何
の
意
味
も
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
論
に
お
け
る
メ

デ
ィ
ア
の
機
能
は
、
客
観
的
史
実
性
に
ほ
ぼ
基
づ
い
た
、
い
わ
ば
法
廷
の
論
理
に
お
け
る
証
拠
物
件
と
、
そ
れ
単
独
と

し
て
ほ
ぼ
成
立
し
得
る
芸
術
作
品
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。 

 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
お
い
て
撮
影
さ
れ
た
あ
る
写
真

(39)

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
我
々
が
何
も
知
ら
ず
に
そ

れ
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
た
だ
、
カ
メ
ラ
初
心
者
が
の
ど
か
な
自
然
の
な
か
で
誤
っ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
、
木
々
の
一
部
が
写
さ
れ
た
一
葉
の
写
真
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
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の
は
（
当
然
過
ぎ
る
こ
と
の
よ
う
だ
が
）、
単
独
の
写
真
の
み
が
、
必
ず
し
も
何
か
を
伝
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
が
カ
メ
ラ
初
心
者
に
よ
る
失
敗
作
品
の
う
ち
の
一
葉
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
で
百
何
十
万
人
も
の
人

間
が
殺
さ
れ
て
い
る
現
場
を
命
が
け
で
隠
し
撮
り
し
、
幾
重
も
の
監
視
網
を
潜
り
抜
け
外
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
一

葉
な
の
か
、
我
々
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
あ
る
写
真
が
「
私
」
に
対
峙
を
要
求
し
て
く
る
と
き
に

自
ら
の
内
に
湧
き
起
こ
る
感
応
は
、
客
観
的
史
実
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
ま
た
単
純
な
主
観
的
感
情
の
枠
を
超
え

て
否
定
し
得
な
い
真
理
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

 

史
実
と
し
て
の
客
観
性
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
の
重
要
性
は
、
無
論
、
決
し
て
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
そ

れ
と
は
別
に
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
内
部
を
写
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
写
真
が
ほ
ん
と
う
に
そ
の
記
述
通
り
の
も
の
を
写

し
、
そ
の
記
述
通
り
の
経
緯
を
経
て
外
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
、
一
読
者
に
過
ぎ
な
い
我
々
の
大
半

は
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
写
真
が
「
私
」
の
手
元
に
送
り
届
け
ら
れ
る
ま
で
に
か
か
わ

っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
歴
史
と
空
間
の
広
が
り
の
焦
点
と
し
て
の
具
体
的
ノ
ー
ド
を
通
し
、
私
に
眩
く
迫
り
く

る
何
も
の
か

、
、
、
、
の
迫
真
性
こ
そ
が
「
私
」
と
他
者
と
の
交
感
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を

生
み
出
す
の
で
あ
る
。 

 

２
‐
６
．
イ
コ
ン
と
ア
ケ
イ
ロ
ポ
イ
エ
ト
ス 

 

複
製
可
能
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
真
実
性
…
…
。
様
々
な
指
標
に
つ
い
て
、
我
々
が
よ
り
慎
重
に
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
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ィ
ア
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
き
、
我
々
は
メ
デ
ィ
ア
が
他
者
を
伝
え
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に

対
す
る
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
神
の
像
で
あ
る
。 

 

キ
リ
ス
ト
像
を
作
り
、
崇
拝
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
旧
約
に
お
い
て
神
に
禁
じ
ら
れ
た
偶
像
崇
拝
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か

(40)

。
こ
の
素
朴
な
疑
問
は
、
し
か
し
水
野
（
二
〇
一
四
）
に
よ
れ
ば
神
学
的
に
は
、
イ
エ
ス
が
神
性
の
み
を
有

す
る
と
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
「
単
性
説
」
と
、
神
性
と
人
性
の
双
方
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
立
場
を
取
る

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
「
両
性
説
」
と
の
論
争
と
し
て
長
く
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
終
的
に
四
五
一
年
の
カ

ル
ケ
ド
ン
公
会
議
に
お
い
て
両
性
説
が
一
応
の
勝
利
を
お
さ
め
、
以
降
単
性
説
が
異
端
と
な
っ
て
か
ら
初
め
て
、
人
と

し
て
表
象
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
を
（
通
し
て
神
を
）
崇
拝
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

や
が
て
七
八
七
年
第
二
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
に
て
、
聖
像
破
壊
運
動
が
否
定
さ
れ
、
イ
コ
ン
へ
の
相
対
的
崇
敬
が
公
式

に
指
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
イ
エ
ス
を
描
い
た
イ
コ
ン
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
畏
怖
の

対
象
で
あ
る
神
の
崇
高
さ
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
第
一
に
、
神
が
人
間
を
自
身
の
像
に
し
た
が
っ
て
創
造
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
最
初
に
像
を
造
り
、
像
の
な
か
に

神
性
が
映
し
出
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
た
の
は
神
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
聖
像
画
は
正
当
化
さ
れ
る
。
［
…
］
第
二

に
、
神
は
御
言
葉

ロ

ゴ

ス

を
化
身
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
を
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
送
っ
た
。
目
に
は
見
え
な
い
神
の
御
言
葉
は
、

こ
の
「
受
肉
」
に
よ
り
、
人
の
目
に
見
え
る
存
在
と
な
っ
た
。［
…
］
神
が
受
肉
に
よ
り
人
間
の
形
を
と
っ
た
と
い
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う
こ
と
は
、
人
間
の
形
や
像
の
な
か
で
神
性
を
人
間
に
近
づ
き
う
る
よ
う
に
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て

神
は
不
可
視
で
あ
る
が
、
人
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
像
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
目
に
見
え
る
存
在
と
な
る
」

(41) 

  

偶
像
崇
拝
の
議
論
の
対
象
と
し
て
、
イ
コ
ン
の
他
に
聖
遺
物
が
あ
る
。
聖
遺
物
の
代
表
的
な
も
の
に
、
病
に
苦
し
ん

で
い
た
エ
デ
ッ
サ
の
王
ア
ブ
ガ
ル
五
世
（
在
位
期
間
紀
元
前
四
年
‐
紀
元
七
年
、
同
一
三
年
‐
五
〇
年
）
に
対
し
て
イ

エ
ス
が
送
っ
た
布
―
―
イ
エ
ス
が
顔
を
拭
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
顔
が
写
さ
れ
た
―
―
が
あ
る
。
マ
ン
デ
ィ
リ
オ
ン
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
聖
顔
布
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
で
は
な
く
奇
跡
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
姿
を
写
し
た
も
の
で

あ
る
が
故
に
、
ア
ケ
イ
ロ
ポ
イ
エ
ト
ス
（
人
の
手
に
な
ら
ざ
る
も
の
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
）
と
呼
ば
れ
る
。
ア
ケ

イ
ロ
ポ
イ
エ
ト
ス
は
、
単
に
奇
跡
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
聖
性
を
帯
び
た
聖
遺
物
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体

も
ま
た
、
自
ら
に
写
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
姿
を
他
の
モ
ノ
に
転
写
す
る
能
力
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
こ
の
複
製
に
よ
っ
て

（
そ
の
位
階
に
差
異
が
生
じ
る
に
せ
よ
）
聖
性
も
ま
た
転
写
さ
れ
て
い
く
。 

 

ア
ブ
ガ
ル
は
こ
の
聖
顔
布
を
都
市
の
城
門
上
に
あ
る
壁
龕
に
安
置
し
た
が
、
異
教
に
改
宗
し
た
孫
に
よ
り
、
そ
れ
が

破
壊
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
エ
デ
ッ
サ
の
主
教
は
聖
顔
布
を
壁
龕
の
中
に
納
め
、
煉
瓦
と
陶
製
タ
イ
ル
で

塞
い
だ
。
や
が
て
六
世
紀
、
当
時
の
エ
デ
ッ
サ
の
主
教
に
よ
り
そ
れ
が
再
発
見
さ
れ
た
と
き
、
陶
製
タ
イ
ル
に
イ
エ
ス

の
顔
が
転
写
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
聖
な
る
タ
イ
ル
（
ケ
ラ
ミ
デ
ィ
オ
ン
／
ケ
ラ
ミ
オ
ン
）
は
ま
た
別
の
逸
話
に
よ
っ
て

も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
マ
ン
デ
ィ
リ
オ
ン
と
同
じ
よ
う
に
聖
性
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。 
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し
か
し
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
は
奇
跡
の
客
観
性
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
い
ま
仮
に
我
々
の
手
元
に
マ
ン
デ
ィ
リ
オ
ン
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
客
体
と
し
て
科
学
的
に
分
析

し
た
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
顔
の
現
前
（
貫
通
）
と
い
う
奇
跡
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
し
、
ま
た
証
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
も
な
い
。
権
威
の
た
め
の
後
付
け
や
捏
造
さ
え
も
含
め
た
、
繰
り
返
す
が
そ
の
固
有
ノ

ー
ド
を
円
錐
の
頂
点
と
し
て
在
る
巨
大
な
広
が
り
と
い
う
全
体
、
、
の
な
か
で
の
み
、
我
々
は
マ
ン
デ
ィ
リ
オ
ン
の
奇
跡
を

観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２
‐
７
．
肖
像
画 

 

愛
す
る
者
を
記
憶
に
残
そ
う
と
願
う
こ
と
、
畏
怖
す
べ
き
他
者
を
か
た
ち
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
よ
り
畏
怖
を
飼
い
慣
ら
し
、
権
威
の
手
段
と
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
。
我
々
が
持
つ
こ
の
欲
望
は
、
や
が
て
肖
像
画

を
生
み
出
し
て
い
く
。
ト
ド
ロ
フ
（
二
〇
〇
二
）
に
よ
れ
ば
、
肖
像
画
に
は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
第
一
に
墳
墓
芸
術

に
見
ら
れ
る
祈
念
と
し
て
の
肖
像
と
、
第
二
に
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
（
紀
元
前
二
七
〇
〇
‐
二
三
〇
〇
年
）
に
お
け

る
フ
ァ
ラ
オ
の
像
―
―
た
だ
し
こ
れ
は
未
だ
個
別
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
―
―
や
ポ
ン
ペ
イ
の
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
モ
ザ
イ
ク
画
（
紀
元
前
四
世
紀
）
に
お
け
る
よ
う
な
礼
賛
と
し
て
の
肖
像
で
あ
る
。 

 

前
者
は
あ
る
個
人
の
死
を
悼
み
、
あ
る
い
は
そ
の
復
活
を
待
つ
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
、
、
に
、
そ
の
個
人
を
所
有

す
る
と
い
う
こ
と
、
死
を
管
理
可
能
な
も
の
へ
と
転
ず
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
後
者
は
そ
の
個
人
に
対
す
る
崇
敬
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を
現
わ
す
と
同
時
、
、
に
、
そ
の
表
象
を
通
し
て
他
者
に
対
す
る
支
配
と
管
理
を
強
化
あ
る
い
は
実
現
す
る
た
め
の
経
路
と

し
て
機
能
す
る
。 

 

そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
既
に
存
在
し
な
い
／
生
涯
実
際
に
対
面
す
る
こ
と
の
な
い
誰
か
を
、
時
間
と
空
間
を

超
え
て
伝
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
支
配
者
や
英
雄
が
、
そ
の
固
有
性
の
正
確
な
描
写
よ
り
も
む
し
ろ
普
遍
的

な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
支
配
者
や
英
雄
と
し
て
本
物
よ
り
も
本
物
ら
し
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち

他
者
の
仮
想
化
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
喪
失
自
体
は
、
別
段
現
代
情
報
技
術
に
特
徴
的
な
現
象
で
は
な
い
こ
と
を
明
確

に
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
人
間
の
欲
望
の
差
角
が
、
社
会
的
に
ど
の
程
度
ま
で
顕
在
化
し
て
い
た
か
と
は

別
に
、
常
に
既
に
我
々
と
と
も
に
在
っ
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
そ
し
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
が
完
全
に
仮
想

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
「
芸
術
」
と
聞
い
た
と
き
、
そ
れ
が
単
に

美
、
そ
の
も
の
の
表
象
な
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
支
配
と
所
有
の
欲
望
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
理
解

す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
の
向
こ
う
に
あ
る
他
者
の
貫
通
を
通
し
て
、
我
々
に
畏
怖
や
狂

気
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
直
観
す
る
。
そ
う
い
っ
た
二
面
性
は
、
し
か
し
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
タ
ー
ム
に

対
し
て
は
、
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
面
性
を
無
視
し
た
ま
ま
に
な
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
礼
讃
や
技
術
批
判
は
、
ど
ち
ら
も
ま
っ
た
く
意
味
を
持
た
な
い
。 

  

機
能
と
し
て
の
壁
画
か
ら
、
や
が
て
時
代
を
下
る
に
つ
れ
個
人
と
い
う
概
念
が
進
展
し
て
い
く
に
あ
わ
せ
て
、
肖
像
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画
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
そ
の
最
古
の
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ト
ド
ロ
フ
は
紀
元
四
〇
年
か
ら
七

五
年
の
も
の
と
さ
れ
る
ポ
ン
ペ
イ
の
パ
ン
屋
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
い
肖
像
画
「
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ネ
オ
と
そ
の
妻
」
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
の
と
き
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
び
と
は
、
祈
念
の
対
象
と
し
て
で
も
崇
拝
の
対
象
と
し
て
で
も
な
く
、

あ
く
ま
で
個
人
と
し
て
「
愛
情
の
名
の
も
と
に
」

(42)

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
ト
ド
ロ
フ
は
肖
像
画
の
第
三

の
機
能
と
し
て
「
愛
情
に
寄
与
す
る
も
の
」
を
加
え
る
。
我
々
は
愛
す
る
誰
か
を
肖
像
画
と
し
て
記
録
し
、
そ
の
肖
像

画
を
所
有
す
る
。
我
々
は
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
（
我
々
の
実
際
の
生
の
長
さ
か
ら
考
え
れ
ば
事
実
上
）
永
遠
の
生
命

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
所
有
し
得
る
そ
の
肖
像
画
こ
そ
が
我
々
の
実
体
で
あ
る
と
し
て
何

が
困
る
だ
ろ
う
か
。
既
に
我
々
は
、
そ
の
た
め
の
資
金
さ
え
あ
れ
ば
、
愛
す
る
誰
か
を
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
描
い

て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
を
永
遠
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
一
枚
の
絵
は
、
た
だ
一
枚
の
絵
で
し
か

な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
愛
す
る
誰
か
を
現
出
さ
せ
る
固
有
ノ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
向
こ
う
に
そ
の
誰
か
に
随
伴
す
る
す

べ
て
を
覗
か
せ
る
。
だ
が
、
我
々
は
さ
ら
に
欲
す
る
。
も
っ
と
別
の
彼
女
の
姿
を
。
さ
ら
に
別
の
彼
女
の
姿
を
。
誰
も

が
そ
れ
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
我
々
は
ま
だ
二
千
年
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

こ
の
肖
像
画
の
登
場
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
隆
興
に
よ
り
一
時
的
に
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
。
第
一
ニ
カ
イ
ア

公
会
議
（
三
二
五
年
）
お
よ
び
第
一
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
（
三
八
一
年
）
に
お
い
て
否
定
さ
れ
異
端
と

さ
れ
た
ア
リ
ウ
ス
派
は
、
イ
エ
ス
に
神
性
を
―
―
少
な
く
と
も
神
と
同
等
に
は
―
―
認
め
な
か
っ
た
。
ア
リ
ウ
ス
派
は
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ニ
カ
イ
ア
派
と
極
め
て
激
し
い
神
学
論
争
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
ド
グ
マ
の
形
成
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。
も
し
イ
エ
ス
に
神
性
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
論
、
そ
の
像
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
は
何
の
正
当
性
も
な

い
。
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
絵
画
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
教
義
を
伝
え
る
た
め
の
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
は
そ
の
意
義
を
大
き
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
絵
画
は
基
本
的
に
意
味
を
示
す
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
的

な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
教
会
と
い
う
権
威
が
民
衆
を
無
知
な
ま
ま
に
留
め
て
お
く

た
め
に
非
常
に
優
れ
た
管
理
方
法
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

歴
史
と
し
て
肖
像
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
再
び
歴
史
に
現
れ
る
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
入
っ
て
か
ら
と
な
る
が
、
ま

ず
は
そ
れ
を
導
く
土
壌
と
し
て
、
十
五
世
紀
の
「
個
人
的
な
体
験
や
貧
し
い
人
び
と
の
尊
厳
を
強
調
す
る
」

(43)

近
代
的

信
仰
の
潮
流
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
創
世
記
に
お
い
て
も
、
神
が
自
ら
の
被
造
物
を
観
て
「
そ
れ
は
極
め
て
良
か
っ
た
」

(44)

と
言
っ
て
い
る
以
上
、
人
間
を
、
そ
し
て
自
然
を
描
く
こ
と
は
、
そ
れ
を
創
造
し
た
神
を
賛
美
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、

ま
た
そ
の
描
か
れ
た
被
造
物
を
通
し
て

、
、
、
神
を
賛
美
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
や
が
て
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
入
り
、
現
代
に

ま
で
続
く
個
人
が
前
面
化
す
る
時
代
が
開
始
さ
れ
る
。 

 

そ
れ
は
ま
た
、
描
か
れ
る
主
体
と
し
て
の
個
人
だ
け
で
は
な
く
、
描
く
主
体
と
し
て
の
画
家
の
固
有
性
も
前
面
化
す

る
時
代
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
固
有
性
は
ど
こ
に
現
れ
る
の
か
。
第
一
に
そ
れ
は
署
名
で
あ
り
、
第
二
に
自
ら
の
絵
の

な
か
に
自
ら
の
姿
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ト
ド
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
絵
画
の
な
か
に
画
家
自
身
が
入
り
込
む
た

め
の
も
っ
と
も
効
果
的
な
手
段
は
、
「
画
家
の
主
観
的
な
視
点
か
ら
こ
の
絵
画
空
間
を
再
現
表
象
す
る
こ
と
」

(45)

で
あ
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っ
た
。
遠
近
法
が
こ
の
時
代
に
発
達
し
た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。 

 

２
‐
８
．
仮
想
化
言
説
の
メ
タ
仮
想
性 

 

我
々
は
こ
こ
で
、
イ
コ
ン
に
、
マ
ン
デ
ィ
リ
オ
ン
に
、
そ
し
て
肖
像
画
に
、
複
製
さ
れ
た
他
者
の
表
象
が
な
お
畏
怖

を
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
な
か
で
喧
伝
さ
れ
て
き
た
デ
ジ

タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ
複
製
可
能
性
と
何
が
異
な
る
の
か
。 

 

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
で
あ
れ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
不
在
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
が
（
そ
し
て
そ
れ
は
正
し
い
）
、
し
か
し
実
際

に
は
、
我
々
は
そ
も
そ
も
神
の
姿
を
表
象
す
る
と
き
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

、
、
、
、
、
を
見
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
我
々
が
作
り
上
げ
て
き
た
神
の
表
象
は
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
も
は
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
在
し

な
い
な
か
で
最
初
か
ら
複
製
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
「
モ
デ
ル
」
の
差
異
の
変
調
と
類
似
し
た
性

質
を
帯
び
て
く
る
。 

 

無
論
、
そ
こ
に
は
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
も
し
か
す
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
不
在
よ
り

も
む
し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
不
在
と
い
う
原
理
的
可
能
性
に
よ
る
写
さ
れ
た
存
在
へ
の
軽
視
に
よ
っ
て
、
他
者
性
を
喪

失
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

我
々
は
湾
岸
戦
争
当
時
、
ま
る
で
ゲ
ー
ム
画
面
の
よ
う
な
爆
撃
映
像
に
衝
撃
を
受
け
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
い

く
戦
争
へ
の
懸
念
を
ま
る
で
正
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
口
に
し
て
い
た
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
を
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
気
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楽
に
見
て
い
た
の
は
、
我
々
自
身
で
も
あ
る
。
戦
争
そ
の
も
の
は
常
に
リ
ア
ル
に
多
大
な
犠
牲
を
生
み
出
し
て
い
く
の

で
あ
り
、
当
時
世
間
を
賑
わ
し
た
「
戦
争
の
Ｖ
Ｒ
化
」
そ
の
も
の
が
ど
れ
だ
け
現
実
を
反
映
し
て
い
た
の
か
は
疑
問
で

あ
る
。
Ｖ
Ｒ
批
判
そ
れ
自
体
が
現
実
か
ら
遊
離
し
た
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
は
何
の
意
味
も

な
い
か
、
そ
こ
で
犠
牲
と
な
っ
た
人
び
と
を
把
握
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
て
い
な
い
可
能
性
す
ら
あ
る
。 

 

我
々
は
動
画
配
信
サ
イ
ト
に
溢
れ
る
爆
撃
映
像
を
「
戦
争
ポ
ル
ノ
」

(46)

と
し
て
淫
し
て
楽
し
む
だ
け
で
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
理
解
だ
け
で
終
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
批
判
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ

ア
批
判
で
し
か
な
い
。
現
実
に
は
、
我
々
は
誰
も
が
容
易
く
も
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
越
し
に
「
覗
き
見
を
す
る
者
」

(47)

と
な
れ
る
訳
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
幽
か
で
あ
れ
生
々
し
く
で
あ
れ
、
我
々
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
他
者
が
現
出
し
て
い

る
。 

 

前
述
し
た
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
写
真
に
つ
い
て
、
ユ
ベ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
単
な
る
フ
ィ
ル
ム
の
切
れ

端
―
―
歯
磨
き
粉
の
チ
ュ
ー
ブ
に
隠
せ
る
ほ
ど
小
さ
な
―
―
が
、
現
像
や
複
製
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
サ
イ
ズ
へ
の
拡
大

を
、
無
限
に
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
そ
し
て
記
憶
と
結
託
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

写
真
は
卓
越
し
た
感
染
力

、
、
、
を
備
え
て
い
る
の
だ
」

(48)

。
既
に
全
面
的
に
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
印
刷
工
程
を
経
て
我
々
の

手
元
に
届
い
た
ユ
ベ
ル
マ
ン
の
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
見
て
、
な
お
我
々
が
彼
の
言
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
何
故
か
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
複
製
が
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
表
象
さ
れ
た
他
者
の
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他
者
性
を
喪
失
さ
せ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ケ
イ
ロ
ポ
イ
エ
ト
ス
が
奇
跡
に
よ
っ
て
、
ま
た
銀
塩
写

真
が
化
学
反
応
に
よ
っ
て
感
染
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
段
が
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ

り
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
複
製
を
他
者
性
喪
失
の
原
因
と
す
る
こ
と
に
は
―
―
奇
跡
や
化
学
反
応
と
デ
ジ
タ
ル
化

と
の
間
に
あ
る
根
源
的
な
差
異
を
説
明
で
き
な
い
限
り
―
―
説
得
力
な
ど
な
い
。
要
す
る
に
、
仮
想
化
批
判
の
多
く
は
、

批
判
の
対
象
を
自
ら
仮
想
的
に
創
り
だ
し
て
い
く
、
い
わ
ば
メ
タ
仮
想
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
構
造
を
持
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
そ
こ
に
は
根
本
的
な
誤
認
が
あ
る
。
貫
通
は
、
貫
通
し
て
現
前
す
る
他
者
が
も
つ
全
体
性
に
よ
っ
て
そ
の
力

を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
他
者
単
独
の
時
間
性
の
長
短
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
赤
ん
坊
で
あ
れ
ば
そ
の
両
親
や
祖
先

に
至
る
血
の
連
な
り
が
、
そ
し
て
そ
の
子
が
身
に
つ
け
て
い
る
様
ざ
ま
な
モ
ノ
が
、
あ
る
い
は
そ
の
子
が
い
る
場
の
大

気
の
流
れ
が
必
ず
在
る
。
同
じ
よ
う
に
、
例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
映
し
出
さ
れ
る
何
か
が
、
そ

の
瞬
間
、
何
の
時
間
的
、
空
間
的
背
景
も
持
た
ず
に
突
然
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
れ
が

Ｃ
Ｇ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
作
り
だ
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
居
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
自
動
的
に
生
成
し
た
画
像
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
た
プ
ロ
グ
ラ
マ
が
居
り
、
彼
／
彼
女
が
使
用
し
た
言
語
を
設
計
し
た
技
術
者
た
ち
が
居
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
固
有
ノ
ー
ド
で
あ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
作
成
し
た
誰
か
た
ち
、
そ
れ
を
き
み
の
下
に
届
け
た

誰
か
た
ち
が
居
る
。
そ
れ
が
ま
っ
た
く
全
体
性
を
持
た
な
い
、
た
だ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
表
面
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
抽
象

的
な
光
学
現
象
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
捨
象
す
る
と
い
う
仮
想
化
の
暴
力
を
働
い
て
い
る

に
他
な
ら
な
い
。 
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仮
に
そ
の
光
学
的
表
象
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
と
し
て
も
、
や
は
り
仮
想
化
言
説
に
は
限
界
が
あ
る
。
我
々
は
し
ば

し
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
が
現
実
と
仮
想
の
境
界
を
曖
昧
に
す
る
と
批
判
を
す
る
。
し
か
し
も
し
本
当
に
そ
の
境
界

線
を
明
確
に
認
識
す
る
者
が
い
た
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
の
世
界
だ
か
ら
と
い
っ
て
Ｎ
Ｐ
Ｃ
に
対
し
て
執
拗
に
残
虐
な
行
為

を
働
く
と
す
れ
ば
、
彼
／
彼
女
が
現
実
に
お
い
て
極
め
て
倫
理
的
な
人
物
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
我
々
は
そ
こ
に
あ
る

種
の
異
常
性
を
感
じ
取
る
。
し
か
し
逆
に
Ｎ
Ｐ
Ｃ
に
対
し
て
現
実
と
同
じ
よ
う
に
倫
理
的
に
接
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
究
極
の
姿
も
ま
た
、
現
実
と
仮
想
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
そ
の
是
非
は
ど
の

よ
う
に
判
断
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
同
様
の
こ
と
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
絵
踏
み
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
の
初

期
に
お
い
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
な
ぜ
た
か
だ
か
像
に
過
ぎ
な
い
踏
み
絵
を
踏
む
こ
と
を
死
罪
に
な
っ
て
で
も
拒
絶

し
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
後
期
に
至
る
に
つ
れ
そ
の
踏
み
絵
が
力
を
失
っ
て
い
っ
た
の
か
。
バ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
批
判
に

偏
重
し
た
仮
想
化
言
説
に
依
る
の
み
で
は
、
明
ら
か
に
共
通
す
る
構
造
を
持
つ
こ
れ
ら
の
問
題
を
同
一
の
フ
レ
ー
ム
に

よ
り
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
全
体
性
と
貫
通
を
通
し
て
、
そ

こ
に
他
者
を
現
前
さ
せ
る
か
ど
う
か
な
の
だ
。 

 

た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
想
化
言
説
の
メ
タ
仮
想
性
は
我
々
が
デ
ジ
タ
ル
化
を
語
る
際
の
極
め
て
大

き
な
障
壁
と
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
向
こ
う
で
は
、
確
か
に
或
る
特
異
的
変
容
が
起
き
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ

こ
に
は
間
違
え
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
点
が
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
人
間
存
在
に
変
容
を
迫
り
、
あ
る
種
の
病
理
を

生
み
出
し
て
い
く
。
だ
が
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
し
て
我
々
が
デ
ジ
タ
ル
化
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し



「粘土板から石英ストレージへ」  吉田健彦 

377 

得
た
と
し
て
も
、
人
間
存
在
が
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
差
角
が
意
味
し
て
い
る
の
は
そ

も
そ
も
人
間
存
在
が
原
理
的
に
引
き
裂
か
れ
て
在
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
必
然
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

こ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
、
あ
ら
ゆ
る
狂
気
と
愛
、
そ
し
て
記
憶
が
生
ま
れ
て
く
る
。
我
々
は

我
々
を
病
理
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(49)

。
だ
が
そ
の
と
き
我
々
は
、
ど
こ
か
存
在
し
な
い
理
想
郷
を
目
指
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
外
れ
た
者
を
脱
落
者
と
し
て
、
異
端
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
未
開
人

と
し
て
非
難
し
排
撃
し
啓
蒙
し
矯
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
―
―
そ
れ
こ
そ
が
前
号
で
述
べ
た
第
一
の
病
理
で
あ

る
―
―
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
の
矛
盾
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２
‐
９
．
適
応
放
散
と
収
斂 

 

こ
こ
ま
で
で
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
複
製
可
能
性
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
消
失
そ
れ
自
体
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
固
有

の
現
象
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
は
古
よ
り
そ
れ
ら
の
属
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
顕
現
す
る
他
者
は
そ
の
他
者
性
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
全
体
と
貫
通
は
メ
デ
ィ
ア
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
る
以
前
と
以
降
に
お
い
て
連
続
的
に
等
し
く
適
用
で
き
る
原
理
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ

ア
は
そ
れ
以
前
の
メ
デ
ィ
ア
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
仮
想
化
言
説
の
メ
タ
仮
想
性
が
問
題
な
の
は
、
少
な
く

と
も
現
時
点
で
は
ま
だ
我
々
の
許
に
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
の
原
理
を
さ
え
デ
ジ
タ
ル
批
判
の
名
の
下
に
愚
か
に

も
拒
絶
し
、
共
同
性
へ
の
最
後
の
希
望
を
失
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
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だ
が
真
の
問
題
は
そ
こ
に
は
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
起
き
て
い
る
変
質
と
は
、
見

か
け
上
そ
の
判
別
が
極
め
て
隠
微
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お

い
て
手
に
し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
と
、
い
ま
我
々
の
手
に
あ
る
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
に
は
、
連
続
性
と
と
も
に
断
絶
が
あ
る
。

こ
の
断
絶
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
と
き
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

こ
に
見
ら
れ
る
機
能
的
相
似
性
こ
そ
、
我
々
に
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
生
じ
た
断
絶
を
認
識
し
が
た
い
も
の
と
し
て
い
る
。

本
論
で
は
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
適
応
放
散

、
、
、
、
と
収
斂
、
、
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
に
し
よ
う
。
よ
り
正
確
に
は
、
適

応
放
散
と
は
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
基
点
と
し
て
多
様
な
現
代
メ
デ
ィ
ア
技
術
が
出
現
／
拡
散
し
て
い
く
こ
と
を
、
そ
し

て
収
斂
と
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
過
去
の
メ
デ
ィ
ア
と
相
似
し
た
形
態
を
と
っ
て
い
く
事
態
を
指
し
て
い
る
。
無
論
、
こ

こ
で
い
う
適
応
放
散
と
収
斂
は
本
来
の
生
物
学
的
用
法
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
代
情
報
‐
技
術
社
会
に
お

け
る
メ
デ
ィ
ア
の
原
理
を
表
現
す
る
際
有
用
で
あ
る
た
め
に
転
用
し
て
い
る
。 

 

次
節
に
お
い
て
詳
し
く
分
析
す
る
が
、
人
間
を
表
象
す
る
た
め
に
遥
か
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
彫
像
制
作
と
３
Ｄ

プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
成
型
さ
れ
た
人
物
像
が
こ
の
典
型
例
と
な
る
。
こ
こ
に
は
確
か
に
断
絶
が
あ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
、
そ
れ
が
人
間
の
表
象
で
あ
る
以
上
、
必
ず
そ
こ
に
は
連
続
性
も
あ
る
。
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
自
体
は
従
来
の
彫
刻
技
術

か
ら
連
続
的
に
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
か
ら
派
生
し

た
技
術
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
一
般
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
他
現
代
我
々
の
日
常
に
溢
れ
て
い
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア

技
術
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
各
種
セ
ン
サ
群
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
一
連
の
基
礎
情
報
技
術
が
必
須
と
な
る
が
、
そ
の
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い
ず
れ
も
彫
刻
技
術
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
、

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
出
力
さ
れ
た
我
々
の
頭
部
は
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
使
徒
像
頭
部
と
―
―
そ
の
芸
術
性
に
つ
い

て
は
と
も
か
く
と
し
て
―
―
あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

だ
が
、
あ
く

ま
で
こ
の
相
似
は
、
他
者
へ
の
欲
望
と
技
術
へ
の
欲
望
と
い
う
共
通
の
存
在
論
的
背
景
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
結

果
で
し
か
な
い
。
こ
の
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
に
お
け
る
適
応
放
散
と
収
斂
と
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
我
々
に

内
在
す
る
断
絶
と
連
続
性
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

３
．
世
俗
的
造
物
主 

３
‐
１
．
個
人
認
証 

 

そ
も
そ
も
こ
の
「
私
」
が
こ
の
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

い
う
こ
の
「
私
」
で
あ
る
こ
と
の
保
証
と
は
、
単
純
に
こ
の
「
私
」
が
或
る
固
有
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
い
か
に
し
て

証
立
て
ら
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
個
人
認
証
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。
自
分
の
親
や
兄
弟
姉
妹
に
よ
り
こ
の
「
私
」

で
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
と
き
と
、
一
度
も
対
面
し
た
こ
と
の
な
い
誰
か
た
ち
に
よ
り
Ｓ
Ｎ
Ｓ
越
し
に
こ
の
「
私
」

で
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
と
き
と
を
、
あ
る
い
は
も
は
や
そ
こ
に
人
間
は
存
在
せ
ず
た
だ
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
の
み

こ
の
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
き
と
を
比
較
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
個
人
認
証
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の

前
後
に
よ
っ
て
こ
の
「
私
」
の
存
在
の
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
分
析
す
る
た
め
の
最
適
な
枠
組
み
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で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

  

明
ら
か
に
、
あ
る
特
定
の
地
域
共
同
体
内
に
暮
ら
し
て
い
る
或
る
誰
か
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
は
、
そ
の

共
同
体
内
に
暮
ら
す
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
／
彼
女
ら
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し

か
も
そ
れ
は
単
純
に
あ
る
一
時
点
に
お
け
る
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
ど
の
家
に
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
を
も
含
め
た
歴
史
的
な
過
程
と
し
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
の
善
悪
を
超
え

て
、
こ
の
「
私
」
の
固
有
性
を
確
証
さ
せ
て
い
る

(50)

。
し
か
し
他
方
で
、
様
々
な
地
域
か
ら
大
量
に
人
口
が
流
入
し
て

く
る
都
市
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
国
民
国
家
が
成
立
し
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
連
続
性
の
な
か

で
の
対
面
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
保
証
は
成
立
し
得
な
い
。 

 

通
常
、
我
々
は
こ
の
「
私
」
が
こ
の
「
私
」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
抱
か
な
い
。
た
だ
し
こ
の
言
説
に
は
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
こ
の
よ
う
な
確
信
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
我
主
体
と
い
う
強
固
な
幻

想
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
虚
妄
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
確
信
な
ど

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
確
信
が
た
か
だ
か
技
術
的
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
る
と
き
、
そ
れ
は
、
他
者
原
理
と
い
う
自
己
の
基
底
に
あ
る
揺
る
が
し
難
い
規
定
を
受

け
止
め
続
け
る
者
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
の
「
私
」
と
は
異
な
り
、
技
術
的
シ
ス
テ
ム
の
意
図
的
／
非
意
図
的
な
揺
ら

ぎ
に
よ
っ
て
容
易
に
崩
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
く
ら
こ
の
「
私
」
が
こ
の
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「
私
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
社
会
的
次
元
で
は
何
の
保
証
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
、

こ
の
「
私
」
が
こ
の
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
社
会
に
対
し
て
保
証
す
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
手
段
を
必
要
と
す
る
こ
と

に
な
る
。 

  

橋
本
（
二
〇
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
我
々
の
名
前
は
、
各
々
の
人
生
に
お
け
る
変
遷
に
あ
わ
せ
て
改
名
さ
れ
て

い
く
、
い
わ
ば
「
「
生
き
物
」
と
し
て
の
日
常
的
な
名
前
」

(51)

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
国
家
が
国
民
を
管
理
す

る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
非
効
率
な
習
慣
で
あ
り
、
や
が
て
一
七
九
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
公
会
に
よ
る
デ
ク
レ
第
一
条

「
い
か
な
る
市
民
も
、
出
生
届
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
性
や
名
を
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
に
て
明
示
化
さ

れ
る
よ
う
に
、
名
前
は
戸
籍
に
よ
り
管
理
さ
れ
変
化
を
禁
じ
ら
れ
た
個
人
識
別
票
と
な
っ
て
い
く
。 

 

だ
が
明
ら
か
に
、
管
理
を
目
的
と
し
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
届
け
ら
れ
た
名
前
と
そ
の
名

前
を
持
つ
本
人
、
、
と
を
い
か
に
結
び
つ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
制
度
が
制
定
さ
れ
た
当
初
は
、
役
所
の
窓
口
ま

で
新
生
児
を
連
れ
て
行
く
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
新
生
児
に
負
担
が
重
く
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
子
供
の
肌
に
名
前
を
直
接
彫
り
込
む
の
で
も
な
い
限
り
、
身
体
と
名
前
を
一
意
に
結

び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
結
局
新
生
児
を
連
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
は
廃
止
さ
れ

る
が
、
そ
う
す
る
と
、
他
方
で
は
名
前
が
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
永
続
的
に
固
定
化
さ
れ
管
理
さ
れ
た
も
の
と
な
る
一
方

で
、
身
体
は
相
変
わ
ら
ず
野
放
図
に

、
、
、
、
生
き
て
変
化
し
続
け
る
身
体
で
在
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。 
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こ
の
、
生
き
た
身
体
と
戸
籍
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
名
前
と
の
分
離
は
、
人
口
が
増
え
、
国
家
に
よ
る
管
理
が
強
化

さ
れ
て
い
く
に
従
い
、
極
め
て
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
特
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
犯
罪
者
管
理
に
お
い

て
で
あ
る
。 

 

橋
本
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
の
パ
リ
に
お
い
て
犯
罪
者
管
理
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
当
初
、

犯
罪
者
の
身
元
特
定
の
た
め
に
は
写
真
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
逮
捕
者
に
前
科
が
あ
る
か
ど
う
か

は
累
犯
加
重
に
も
か
か
わ
る
が
、
そ
れ
を
調
べ
る
た
め
に
は
身
元
確
認
が
必
須
と
な
る
。
し
か
し
誰
か
、
、
が
誰、
で
あ
る
の

か
を
特
定
す
る
の
は
、
誰
も
が
顔
見
知
り
で
あ
る
よ
う
な
地
方
の
小
さ
な
町
と
は
異
な
り
、
当
時
す
で
に
数
十
万
人
の

人
口
を
抱
え
て
い
た
パ
リ
の
よ
う
な
都
市
で
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
も
し
そ
の
逮
捕
者
が
自
ら
の
登
録
さ
れ
た
名
を

名
乗
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
パ
リ
で
は
、
犯
罪
者
へ
の
焼
き
印
は
既
に

禁
止
さ
れ
て
お
り
（
一
九
三
二
年
に
は
全
廃
）、
こ
こ
で
も
生
き
た
身
体
と
登
録
さ
れ
た
情
報
と
の
乖
離
が
起
き
る
こ

と
に
な
る
。 

 

だ
が
、
写
真
に
よ
る
管
理
は
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
例
え
ば
誰
か
が
逮
捕
さ
れ
た
と

き
、
過
去
の
犯
罪
者
の
一
連
の
写
真
の
中
か
ら
そ
の
顔
を
検
索
し
、
前
科
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
し
よ
う
。

す
る
と
、
我
々
は
何
万
と
い
う
膨
大
な
前
歴
者
の
写
真
か
ら
、
在
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
そ
の
逮
捕
者
の
顔
を
探
し

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
写
真
が
そ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
知
っ
て
い

る
が
故
に
、
逮
捕
さ
れ
記
録
の
た
め
に
写
真
を
撮
影
さ
れ
る
と
き
、
顔
を
背
け
、
あ
る
い
は
常
態
と
は
異
な
る
歪
ん
だ
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表
情
を
浮
か
べ
る

(52)

。
そ
も
そ
も
普
通
に
撮
影
さ
れ
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
で
さ
え
、
時
と
状
況
の
変
化
に
よ
り
そ
れ
が
本

人
か
ど
う
か
の
判
断
に
迷
う
と
き
が
あ
る
。
ま
し
て
ま
と
も
に
写
真
を
撮
ら
せ
よ
う
と
す
る
警
官
た
ち
と
の
異
様
な
闘

争
の
現
場
、
そ
の
全
体
が
写
さ
れ
た
写
真
は
、
そ
れ
自
体
で
そ
こ
に
写
さ
れ
た
彼
ら
の
現
前
性
を
強
固
に
保
証
す
る
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
そ
れ
は
人
物
特
定
の
役
に
は
立
た
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。 

 

そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
分
類
法
で
あ
る
。
パ
リ
警
察
の
Ａ
・
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
は
、
少
な
く
と
も
当
時
は
改

変
の
難
し
か
っ
た
身
体
的
特
徴
を
抽
出
し
、
客
観
的
な
数
値
化
に
よ
っ
て
分
類
し
て
い
く
手
法
を
編
み
出
し
た
。
だ
が

一
時
期
は
主
流
と
な
っ
た

(53)

こ
の
人
体
測
定
法
も
、
す
ぐ
に
、
よ
り
客
観
的
で
簡
易
的
で
あ
り
、
か
つ
正
確
に
個
人
を

同
定
で
き
る
指
紋
法

(54)

に
代
わ
る
こ
と
に
な
る
（
無
論
、
指
紋
法
へ
の
移
行
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
適
切
な
分
類
法
が

生
み
出
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
）。 

 

要
す
る
に
、
人
類
は
こ
こ
で
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
客
観
的
物
証
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
く
時
代

に
突
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
重
要
な
の
は
、
登
録
さ
れ
た
情
報
と
生
き
た
身
体
と
を
結
び
つ
け
る
具
体
的
な
手
法
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
認
識
の
変
化
に
あ
る
。
そ
の
概
念
が
本
質
的

に
持
つ
効
率
性
故
に
、
登
録
対
象
は
、
も
は
や
犯
罪
者
だ
け
で
は
な
く
一
般
市
民
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
登
録
さ
れ

る
こ
と
に
対
す
る
我
々
の
抵
抗
感
は
、「
自
分
の
真
の
身
元
が
間
違
わ
れ
な
い
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
は
ず
の

善
良
な
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
苦
痛
の
種
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

(55)

と
し
て
退
け
ら
れ
る
。 
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い
ま
、
我
々
は
役
所
に
行
き
、
互
い
に
見
知
ら
ぬ
窓
口
職
員
に
身
分
証
を
見
せ
、
何
ら
か
の
証
明
書
を
発
行
し
て
も

ら
う
。
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
対
面
す
る
こ
と
な
く
、
ネ
ッ
ト
上
で
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
し
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る

支
払
い
を
通
し
て
、
ど
こ
か
遠
く
に
居
る
誰
か
か
ら
何
か
を
購
入
し
た
り
も
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
本
人
で
あ
る
こ
と

の
信
用

ク
レ
ジ
ッ
ト

で
あ
り
、
あ
る
い
は
本
人
が
誰
で
あ
れ
支
払
い
が
保
証
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
支
払
い
能
力
こ
そ
が

本
性
で
あ
る
こ
と
を
示
す
与
信

ク
レ
ジ
ッ
ト

で
も
あ
る
。 

 

我
々
は
愛
す
る
誰
か
を
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
永
遠
に
残
し
た
い
と
願
い
、
所
有
し
よ
う
と
欲
す
る
。
し
か
し

我
々
が
我
々
の
生
を
記
録
し
よ
う
と
思
う
と
き
、
そ
れ
は
い
ず
れ
死
ぬ
「
私
」
に
代
わ
り
他
者
の
記
憶
に
頼
る
か
、
高

い
コ
ス
ト
を
か
け
、
肖
像
画
な
ど
一
般
的
な
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ア
に
記
録
す
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
や
が
て

Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（
規
格
化
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
）
や
Ｃ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
カ
メ
ラ
（
商
品
化
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
）、
そ
し
て
Ｇ

Ｐ
Ｓ
の
民
間
へ
の
開
放
（
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
通
し
て
情
報
技
術
が
環
境
化

(56)

し
て
い
く
な
か
で
、
我
々
は
ラ
イ
フ

ロ
グ
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
通
し
て
、
自
ら
の
生
を
望
む
だ
け
記
録
で
き
る
よ
う
な
時
代
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ

イ
フ
ロ
グ
が
我
々
の
生
を
記
録
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
私
」
の
生
を
記
憶
し
伝
え
る
共
同
体
に
代
わ
り
、
デ
ジ
タ
ル

メ
デ
ィ
ア
が
我
々
の
生
の
場
に
遍
在
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
記
録
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
体
に
お
け
る

記
憶
の
営
為
か
ら
デ
ジ
タ
ル
記
憶
へ
の
適
応
分
散
と
収
斂
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
技
術
へ
の
欲
望
と
他
者
へ

の
欲
望
は
、
自
ら
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
も
の
を
自
ら
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
い
て
記
録
し
た
い
と
い
う
無

限
へ
の
欲
望
と
永
遠
へ
の
欲
望
へ
と
変
容
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
は
あ
く
ま
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
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れ
た
技
術
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
技
術
に
よ
っ
て
記
録
可
能
な
も
の
の
み
が
生

命
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
の
変
質
を
生
み
、
そ
の
た
め
の
技
術
と
絡
み
合
い
つ
つ
互
い
を
極
限
ま
で
深
化
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。 

 

こ
こ
に
は
人
間
存
在
の
本
源
か
ら
発
し
た
指
向
性
、
通
奏
低
音
が
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
本
質
的
変
容
も
あ
る
。
単
な
る
技
術
論
を
超
え
、
こ
の
二
つ
の
潮
流
の
動
的
な
相
克
に
つ
い
て
、

我
々
は
分
析
を
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

先
に
触
れ
た
肖
像
画
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
も
そ
も
肖
像
画
と
は
、
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
に
よ
っ
て
或
る

固
有
の
誰
か
を
描
き
だ
す
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
無
論
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
は
理
想
化
や
象
徴
化
と
い
っ
た

様
々
な
変
換
過
程
を
経
て
い
る
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
こ
で
は
或
る
固
有
の
誰
か
へ
と
通
じ
る
経
路
が
確
保
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
種
の
芸
術
を
除
け
ば
、
固
有
性
が
ま
っ
た
く
な
い
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
我
々
は

肖
像
画
と
は
呼
ば
な
い
。
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
或
る
固
有
の
誰
か
へ
の
経
路
が
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ

れ
は
そ
の
ノ
ー
ド
の
種
類
を
問
わ
ず
、
肖
像
画
足
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
肖
像
画

が
或
る
誰
か
の
固
有
性
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
肖
像
画
か
ら
或
る
誰
か
の
固
有
性
が
導
か
れ
る
こ
と
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
知
覚
の
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
、
肖
像
画
の
単
純
な
技
術
的
次

元
で
の
在
り
方
が
、
人
間
の
在
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

い
ま
、
我
々
は
絵
画
に
お
い
て
必
要
な
修
練
も
、
初
期
の
カ
メ
ラ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
技
術
的
訓
練
も
な
し
に
、
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た
だ
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
向
け
軽
く
指
を
触
れ
れ
ば
、
自
分
自
身
も
、
自
分
自
身
が
見
て
い
る
光
景
も
、
ほ
ぼ
コ
ス
ト

０
で
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
い
わ
ゆ
る
自
撮
り
機
能
を
持
っ
た
携
帯
電
話

(57)

が
国
内
で
発
売
さ
れ

て
か
ら
わ
ず
か
な
年
月
の
あ
い
だ
に
、
ど
れ
だ
け
こ
の
機
能
が
進
展
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
語
る
ま
で
も
な
い
だ

ろ
う
。
い
ま
や
我
々
は
こ
れ
ら
の
デ
バ
イ
ス
に
イ
ン
カ
メ
ラ
／
ア
ウ
ト
カ
メ
ラ
が
あ
る
こ
と
を
当
然
だ
と
感
じ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
、
三
六
〇
度
全
方
位
を
記
録
で
き
る
カ
メ
ラ
が
市
場
を
拡
大
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

視
点
の
、
つ
ま
り
記
録
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
カ
メ
ラ
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
の
見
て
い
る

世
界
を
記
録
し
て
い
る
は
ず
の
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
「
私
」
を
主
と
は
し
て
い
な
い
。 

 

技
術
の
進
展
は
、
写
真
か
ら
動
画
へ
の
移
行
を
導
く
。
そ
の
動
画
も
、
制
限
時
間
な
し
に
、
よ
り
高
解
像
度
に
、
そ

し
て
よ
り
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
私
」
の
視
点
に
近
づ
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
記

録
の
中
心
点
を
カ
メ
ラ
と
い
う
ノ
ー
ド
か
ら
こ
の
「
私
」
へ
と
取
り
戻
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
技
術
の
変
遷
こ
そ
が
、
こ
の
「
私
」
の
生
に
つ
い
て
の
記
憶
と
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
記

録
と
の
差
異
を
、
ま
す
ま
す
不
可
視
化
し
て
い
く
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
重
大
な
三
つ
の
帰
結
を
も
た
ら
す
。
第
一
に
、

こ
の
記
憶
と
記
録
の
差
異
の
不
可
視
化
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
記
録
こ
そ
が
こ
の
「
私
」
の
見
て
い
る
光
景
な
の
だ

と
い
う
転
倒
を
引
き
起
こ
す
。
第
二
に
、
そ
こ
で
記
録
し
て
い
る
の
は
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
で
あ
り
他
者
で
は
な
い
。

そ
れ
故
、
そ
れ
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
他
者
に
よ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
切
実
な
願
い
や
闘
争
、
諦
念
や
愛
と
い
っ
た

様
々
な
相
を
と
も
な
っ
て
刻
ま
れ
る
こ
の
「
私
」
の
存
在
の
記
憶
で
は
な
く
、
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
で
あ
る
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と
い
う
幻
想
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
こ
の
「
私
」
だ
け
が
存
在
す
る
孤
絶
し
た
世
界
内
に
お
け
る
永
遠
の
静
的
な
デ
ー

タ
と
な
る
。
我
々
は
我
々
の
さ
さ
や
か
な
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
撮
影
す
る
。
我
々
の
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
、
そ

し
て
そ
れ
を
目
に
し
て
い
る
我
々
自
身
の
姿
を
。
遺
影
が
デ
ジ
タ
ル
フ
レ
ー
ム
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱

か
な
い
時
代
に
お
い
て
、
我
々
は
既
に
永
遠
／
不
死
を
前
提
と
し
て
記
録
を
録
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
第
三
に
、
そ
の
と
き
我
々
は
、
見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
と
の
間
に
あ
る
断
絶
を
も
は
や
喪
失
し
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
カ
メ
ラ
、
そ
し
て
監
視
カ
メ
ラ
網
（
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
、
こ
の
「
私
」
の
日
常
を
記
録

す
る
た
め
に
必
須
の
基
本
的
人
権
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
な
る
だ
ろ
う
）
に
よ
る
、
自
己
と
環
境
と
が
シ
ー
ム
レ
ス
に

つ
な
が
っ
た
世
界
像
に
よ
っ
て
自
己
確
証
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
こ
の
「
私
」
が
神
に
な
る
と
い

う
こ
と
だ
。 

  

ラ
イ
フ
ロ
グ
に
代
表
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
技
術
は
、
そ
の
ま
ま
管
理
へ
転
用
さ
れ
る
。
我
々
は
既
に
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
強
制

装
着
に
よ
る
犯
罪
者
管
理
（
米
国
に
お
け
る
性
犯
罪
者
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
監
視
：S

e
x
u

a
l P

re
d

a
to

r P
u

n
ish

m
e
n

t a
n

d
 

C
o
n

tro
l A

ct: J
e
ssica

's L
a

w

な
ど
）
を
行
っ
て
い
る
し
、
も
は
や
街
中
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
監
視
カ
メ
ラ
網
や
ド

ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
は
、
善
良
な
人
間
の
生
活
を
守
る
た
め
の
正
当
な
権
利

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
最
新
の
顔
認
識
技

術
は
か
つ
て
パ
リ
警
察
が
抱
え
て
い
た
困
難
さ
な
ど
は
る
か
過
去
の
も
の
と
し
て
い
る

(58)

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
本
質
的
な
問
題
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。 
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問
題
は
、
か
つ
て
「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
連
続
的
に
保
証
し
て
い
た
共
同
性
が
、
現
在
で
は
デ
ジ
タ
ル
記

録
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
総
体
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
容
だ
け
で
は
な

く
、
人
間
存
在
の
固
有
性
が
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
我
々
の
人
間
観
の
変
容
を
も
示
し
て

い
る
。
我
々
の
固
有
性
を
保
証
す
る
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
常
に
忘
失
と
漏
洩
の
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ラ
イ
フ

ロ
グ
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
そ
し
て
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
い
っ
た
諸
技
術
に
よ
っ
て
、
我
々
は
デ
ジ
タ
ル
記
録
そ
の
も
の
に
よ
り
、

「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
極
論
を
言
え
ば
、
生
ま
れ
て
か
ら
い
ま
ま

で
の
、
こ
の
「
私
」
の
全
行
動
履
歴
は
、
こ
の
「
私
」
に
し
か
可
能
で
な
い
パ
タ
ー
ン
を
そ
の
背
後
に
隠
し
て
い
る
。

そ
れ
が
こ
の
「
私
」
の
固
有
性
を
最
大
限
に
保
証
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
共
同
体
に
お
け
る
或
る
固
有
の
人
間
存
在
の
、

共
同
性
の
な
か
で
全
体
性
を
帯
び
た
確
証
の
収
斂
で
あ
り
つ
つ
、
ま
っ
た
く
別
様
の
存
在
で
も
あ
る
。 

 

橋
本
は
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
な
お
、
パ
ス
ポ
ー
ト
や
各
種
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
に
、
人
物
確
認
と
し
て
は

極
め
て
曖
昧
で
不
十
分
な
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
問
う
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を

「
身
元
を
確
認
す
る
側
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
確
認
さ
れ
る
側
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
書
く
。
恐
ら
く
本
質
的
に
こ
れ
は
正
し
い
が
、
同
時
に
、
感
傷
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

第
一
に
、
そ
れ
は
単
に
過
渡
期
の
問
題
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
や
が
て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
よ
る
認
証
が
よ
り

我
々
の
生
活
に
浸
透
し
た
と
き
、
そ
こ
で
も
な
お
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
上
に
我
々
の
身
体
画
像
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
。
そ
し
て
第
二
に
、
よ
り
悪
く
は
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
は
、
最
新
の
生
体
認
証
技
術
に
よ
っ
て
保
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証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
誇
る
、
も
は
や
隷
属
物
と
な
っ
た
身
体
の
逆
転
し
た
自
己
顕
示
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
と
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
の
関
係
に
つ
い
て
は
、C

e
lia

 Irin
a

 G
o
n

z
á
le

z
 Á

lv
a

re
z

と

Y
u

n
io

r 

A
g
u

ia
r P

e
rd

o
m

o

の
二
人
の
キ
ュ
ー
バ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
ユ
ニ
ッ
トC

e
lia

-Y
u

n
io

r

に
よ
る
二
〇
〇
四
年
の

作
品

R
e
g
istro

 d
e
 p

o
b

la
ció

n

が
興
味
深
い
。
彼
ら
は
同
一
の
、
あ
る
い
は
極
め
て
類
似
し
た
複
数
の
ポ
ー
ト
レ
ー

ト
を
用
い
、
複
数
の
身
分
証
明
書
を
発
行
さ
せ
る
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
を
展
開
し
た
。
身
体
の
固
有
性
を
前
提
と

し
た
写
真
を
そ
の
法
的
有
効
性
の
条
件
と
す
る
身
分
証
明
書
に
対
す
る
彼
ら
の
揺
さ
ぶ
り

、
、
、
、
は
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
証
明
と
結
び
つ
い
た
唯
一
無
二
の
固
有
性
を
突
き
崩
」

(59)

す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
抵
抗
が
可
能
な
の
は
、
デ
ジ
タ

ル
化
に
よ
る
個
人
認
証
が
身
体
を
必
要
と
し
な
く
な
る
こ
と
を
我
々
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、

束
の
間
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
記
憶
さ
れ
る
こ
と
と
記
憶
す
る
こ
と
の
間
に
横
た
わ
る
断
絶
が
消
失
し
た
と
き
、

我
々
は
た
だ
こ
の
私
だ
け
が
浮
か
ぶ
孤
絶
し
た
宇
宙
に
お
け
る
神
と
な
る
。
だ
が
そ
の
宇
宙
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
そ

の
外
に
は
何
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
常
に
可
能
で
し
か
な
い
、
矮
小
な
模
造
品
と
し
て
宇
宙
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ

う
。 

 

３
‐
２
．
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ

(60) 

 

個
人
認
証
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
は
こ
の
「
私
」
の
存
在
の
原
理
か
ら
他
者
を
除
き
、「
私
」
は
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あ
た
か
も
完
全
な
個
と
し
て
在
る
か
の
よ
う
に
我
々
は
誤
認
す
る
。
同
様
に
存
在
の
原
理
か
ら
他
者
を
喪
失
さ
せ
る
典

型
的
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
し
て
、
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
も
し
我
々
が
何
等
か
の
形
で
信
仰
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
神
だ
け
で
あ
り
、

あ
る
い
は
自
然
科
学
的
な
何
ら
か
の
原
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
の
神
や
自
然
原
則
も
ま
た
、
私

の
存
在
の
根
源
に
お
い
て
他
者
と
し
て
顕
現
す
る
。
神
は
ヨ
ブ
に
対
し
て
つ
い
に
こ
の
宇
宙
の
始
原
の
謎
に
つ
い
て
明

か
す
こ
と
は
な
い
が

(61)

、
こ
れ
は
神
や
宇
宙
と
い
う
も
の
が
こ
の
「
私
」
の
存
在
の
根
源
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
「
私
」
の
理
解
の
限
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
在
り
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。 

 

だ
が
、
も
し
こ
の
「
私
」
に
よ
り
、
無
か
ら
有
を
作
り
だ
す
こ
と
が
あ
た
か
も

、
、
、
、
可
能
に
な
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
実
現
す
る
技
術
が
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
と
な
る
。
そ
し
て
無
か
ら
有
の
生
成
と
い
う
も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る

存
在
物
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
デ
ジ
タ
ル
化
の
見
か
け
上
の
属
性
で
あ
る
複

製
可
能
性
に
よ
り
、
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
へ
直
ち
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

  

遠
藤
（
二
〇
一
三
）
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
情
報
、
コ
ン
テ
ン
ツ
）
が
Ａ
地
点
か

ら
Ｂ
地
点
へ
と
送
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
こ
の
送
信
を
媒
介
す
る
（
あ
た
か
も
、
道
路
や
鉄
道
が
人
や
物
の
移
動

を
媒
介
す
る
よ
う
に
）
の
が
、「
メ
デ
ィ
ア
」」

(62)

で
あ
る
と
定
義
し
た
う
え
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
現
代
情
報
技
術
に
基

づ
い
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
発
信
元
と
受
信
先
で
情
報
が
同
時
並
存

、
、
、
、
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
モ
ノ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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ョ
ン
と
は
決
定
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
遠
藤
の
主
張
は
極
め
て
正
し
い
が
、
し
か
し
３
Ｄ
プ
リ

ン
タ
と
い
う
技
術
が
示
し
て
い
る
の
は
、
い
ま
や
モ
ノ
そ
れ
自
体
さ
え
も
が
同
時
並
存
性
を
も
つ
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
時
代
が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
我
々
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
知
覚
の
メ

デ
ィ
ア
の
重
要
性
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
が
（
自
然
的
、
歴
史
的
制

約
を
受
け
た
）
我
々
人
間
の
在
り
方
そ
の
も
の
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
人
間
論
に
お
け
る
問
い
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

で
は
、
モ
ノ
そ
れ
自
体
が
同
時
並
存
性
を
も
つ
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
情
報
技
術
が
莫

大
な
量
の
情
報
の
や
り
と
り
を
可
能
に
し
、
そ
れ
が
物
理
的
な
（
い
わ
ゆ
る
リ
ア
ル
の

、
、
、
、
）
世
界
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
我
々
の
生
活
は
モ
ノ
に
囲
ま
れ
、
モ
ノ
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
我
々
は
情
報

を
食
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
情
報
の
上
で
暖
か
く
丸
ま
っ
て
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
二
〇

一
二
）
は
そ
れ
を
「
ア
ト
ム
（
＝
モ
ノ
）」
と
「
ビ
ッ
ト
（
＝
情
報
）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
僕

た
ち
が
「
オ
ン
ラ
イ
ン
の
世
界
に
生
き
て
い
る
」
と
言
う
人
も
い
る
が
、
日
常
の
出
費
や
生
活
と
な
る
と
、
そ
れ
は
誤

り
だ
。
僕
ら
は
モ
ノ
に
囲
ま
れ
た
リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
に
生
き
て
い
て
、
食
べ
物
や
服
、
車
や
家
が
欠
か
せ
な
い
。
人
間

の
脳
だ
け
が
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
タ
ン
ク
の
中
で
生
き
る
よ
う
な
Ｓ
Ｆ
的
未
来
が
訪
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
続
く
。

ビ
ッ
ト
の
世
界
は
刺
激
的
だ
が
、
経
済
の
ほ
と
ん
ど
は
ア
ト
ム
で
で
き
て
い
る
」

(63)

。 

 

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
モ
ノ
の
複
製
技
術
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
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く
世
界
に
お
い
て
、
ア
ト
ム
と
ビ
ッ
ト
の
境
界
線
は
限
り
な
く
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
。「
だ
れ
と
で
も
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
で
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
世
界
中
と
共
有
さ
れ
、
編
集
さ
れ
、
再
発
見
さ
れ
、
無
料
で
譲
ら
れ
、
も
し
秘
密
に
し
た

け
れ
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ト
ム
が
新
た
な
ビ
ッ
ト
に
な
る
の
は
、
要
す
る
に
、
ア
ト
ム
が
ビ
ッ
ト
の
ご

、
、
、
、
、

と
く
振
る
舞
え
る

、
、
、
、
、
、
、
よ
う
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
」。
そ
し
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
ビ
ッ
ト
の
ご
と
く

振
る
舞
う
ア
ト
ム
に
対
し
て
、
我
々
が
「
コ
ピ
ー
や
シ
ェ
ア
と
同
じ
く
ら
い
簡
単
に
変
更
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
僕

ら
は
リ
ミ
ッ
ク
ス
文
化
の
中
に
生
き
て
い
る
」

(64)

。 

 

遠
藤
は
、
モ
ノ
は
、
た
と
え
複
製
技
術
に
よ
っ
て
複
製
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
確
か
な
物
質
的
実
体

を
も
つ
以
上
、
そ
の
自
由
な
改
変
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
一
方
、
現
代
情
報
技
術
に
基
づ
い
た
メ
デ
ィ
ア
は

「
デ
ジ
タ
ル
（
デ
ー
タ
）
化
さ
れ
実
態
も
場
所
も
持
た
な
い
抽
象
世
界
で
の
「
情
報
そ
れ
自
体
」
の
「
再
製
」
を
可
能

に
」
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
従
来
の
複
製
技
術
よ
り
も
は
る
か
に
社
会
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
得
る
「
メ
タ
複
製

技
術
」

(65)

な
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
遠
藤
の
分
析
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
で
あ
る
。
「
芸
術
作
品

は
、
原
理
的
に
は
、
つ
ね
に
複
製
可
能
で
あ
っ
た
。
人
間
が
制
作
し
た
も
の
は
、
た
え
ず
人
間
に
よ
っ
て
模
造
さ
れ
え

た
の
で
あ
る
。
［
…
］
こ
れ
に
た
い
し
て
、
複
製
技
術
に
よ
る
芸
術
作
品
の
再
生
産
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
異
質
の
こ
と
が
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
歴
史
の
な
か
で
間
歇
的
に
、
そ
れ
も
な
が
い
間
を
お
い
て
、
し
か
し
、
し
だ
い
に
強
力
に
お
こ
な

わ
れ
て
き
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
が
知
っ
て
い
た
芸
術
作
品
の
複
製
技
術
の
方
法
は
、
ふ
た
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。

鋳
造
と
刻
印
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
よ
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
た
芸
術
作
品
は
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
、
テ
ラ
コ
ッ
タ
、
硬
貨
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だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
は
す
べ
て
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
、
技
術
的
に
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

(66)

。 

 
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
複
製
技
術
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
の
は
、
木
版
、
印
刷
、
銅
板
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
石
版
、

そ
し
て
写
真
と
映
画
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ト
ム
と
ビ
ッ
ト
の
境
界
線
が
失
わ
れ
て
い
く
現
代
に
お
い
て
、
３
Ｄ
プ
リ
ン

タ
が
持
つ
潜
在
力
は
、
明
ら
か
に
遠
藤
の
分
析
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
我
々
は
、
も
は
や
モ
ノ
そ
れ
自
体
の
リ
ミ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ッ
ク
ス

、
、
、
さ
え
で
き
て
し
ま
う
時
代
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。 

  

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
（
＝
ビ
ッ
ト
を
ア
ト
ム
に
変
換
す
る
技
術
）
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
３
Ｄ
デ
ー
タ
が
必
要
と

な
る
。
高
度
な
そ
れ
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
当
然
、
極
め
て
専
門
的
な
知
識
と
習
熟
が
求
め
ら
れ
る
が
、
簡
単
な
も

の
で
あ
れ
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
モ
ノ
の
か
た
ち
を
取
り
こ
ん
で
し
ま
う
の
が
最
も
早
い
だ
ろ
う
。
こ
の
、
ア
ト
ム
を

ビ
ッ
ト
に
変
換
す
る
こ
と
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
・
キ
ャ
プ
チ
ャ
（re

a
lity

 ca
p

tu
re

）
と
呼
ぶ
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
３

Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
を
最
初
に
使
う
と
き
、
「
な
ぜ
だ
か
、
最
初
は
自
分
の
頭
を
取
り
込
む
人
が
多
い
」

(67)

と
い
う
。
例
え
ば

T
h

a
tsM

y
F

a
ce

.co
m

で
は
、
自
分
の
顔
を
（
あ
る
い
は
他
の
誰
の
顔
で
も
）
正
面
と
側
面
か
ら
撮
影
し
た
写
真
を
基

に
３
Ｄ
モ
デ
ル
を
作
成
し
、
自
分
の
頭
部
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
「
天
使
の
か
た
ち
」

(68)

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
胎
児
を
超
音
波
エ
コ
ー
で
撮
影
し
、
そ
の
顔
を
３
Ｄ
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
直
観
的
に
、
何
か
し
ら
不
気
味
さ
が
秘
め
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
な
ぜ
、

我
々
の
顔
を
３
Ｄ
プ
リ
ン
ト
し
よ
う
と
す
る
の
か
。 
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３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
と
顔
の
関
係
を
考
え
る
際
に
、
バ
ル
ト
に
お
け
る
他
者
の
顔
の
写
真

(69)

に
つ
い
て
の
分
析
が
参
考
に

な
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
写
真
は
、
他
者
を
複
製
す
る
技
術
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
の
前

史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
そ
こ
に
現
れ
る
被
写
体
と
し
て
の
他
者
は
、
我
々
を
慰
め
、
安
心
さ
せ
、
支
え
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は

な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
写
真
と
い
う
具
体
的
ノ
ー
ド
を
貫
通
し
て
、
時
間
を
超
え
て
な
お
そ
こ
に
現
前
す
る
手
に
負
え

、
、
、
、

な
い
も
の

、
、
、
、
で
あ
り
、
む
し
ろ
狂
気
を
す
ら
引
き
起
こ
す
怖
ろ
し
さ
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
故
我
々
は
、
そ
の
狂
気
を
飼

い
馴
ら
す
た
め
に
写
真
を
大
量
に
複
製
、
、
し
、
一
般
化
し
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
へ
と
無
毒
化
し
て
い
く
。 

 

し
か
し
本
当
に
、
写
真
に
写
さ
れ
た
他
者
は
我
々
を
突
き
刺
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
複
製
技
術
に
よ

っ
て
芸
術
か
ら
ア
ウ
ラ

(70)

が
消
失
し
て
い
く
と
考
え
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
写
真
の
発
明
に
よ
っ
て
、
芸
術
は

礼
拝
的
価
値
か
ら
展
示
的
価
値
へ
と
い
う
徹
底
し
た
変
化
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(71)

。
そ
れ
で
も
、
ア
ウ
ラ
が
そ

う
簡
単
に
消
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
彼
は
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
ア
ウ
ラ
が
最
後
の
避
難

先
と
し
て
選
ぶ
の
が
、
人
間
の
顔
で
あ
る
。
「
初
期
の
写
真
術
の
中
心
に
肖
像
写
真
が
お
か
れ
て
い
た
の
は
、
け
っ
し

て
偶
然
で
は
な
い
。
遠
く
別
れ
て
く
ら
し
て
い
る
愛
す
る
ひ
と
び
と
や
、
い
ま
は
亡
い
ひ
と
び
と
へ
の
思
い
出
の
な
か

に
、
写
真
の
礼
拝
的
価
値
は
最
後
の
避
難
所
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
古
い
写
真
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
顔

の
つ
か
の
ま
の
表
情
の
な
か
に
は
、
ア
ウ
ラ
の
最
後
の
は
た
ら
き
が
あ
る
」

(72)

。 

 

た
だ
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
銀
塩
写
真
に
限
っ
た
議
論
で
は
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
誕
生
は
、
若
く
し
て
亡
く
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な
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
死
後
さ
ら
に
三
五
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
す
な
わ
ち
複
製
技
術
が
さ
ら

に
進
展
し
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
と
変
わ
っ
た
と
き
、
ア
ウ
ラ
は
最
終
的
に
失
わ
れ
る
と
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
い

う
。「
ア
ナ
ロ
グ
写
真
は
、
ま
だ
、
主
体
か
ら
客
体
へ
と
い
た
る
究
極
の
存
在
感
を
証
言
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
を
待

っ
て
い
る
の
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
大
波
が
押
し
よ
せ
て
拡
張
す
る
ま
で
の
、
最
後
の
猶
予
期
間
な
の
だ
」

(73)

。 

 

「
最
後
の
避
難
所
」、「
最
後
の
は
た
ら
き
」、「
最
後
の
猶
予
期
間
」
…
…
。
し
か
し
相
変
わ
ら
ず
我
々
は
、
互
い
の

顔
を
撮
り
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
、
固
有
性
を
一
切
剥
奪
さ
れ
た
対
象
の
消
費
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
す
べ

て
が
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
化
し
た
社
会
に
お
い
て
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
化
し
た
我
々
自
身
の
姿
を
い
く
ら
撮
っ
た
と

こ
ろ
で
、
そ
こ
に
真
の
意
味
で
の
ア
ウ
ラ
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
し
、
そ
も
そ
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
、
ア
ウ
ラ
の
喪
失

を
嘆
い
て
い
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。 

 

「「
た
ま
ゆ
ら
の
映
像
を
定
着
し
よ
う
と
す
る
の
は
」
と
、
そ
の
記
事
に
は
書
か
れ
て
い
る
、「
ド
イ
ツ
人
の
周
到
な

研
究
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
望
み
を
い
だ
く
こ

と
自
体
が
、
す
で
に
神
に
た
い
す
る
冒
瀆
で
あ
る
。
人
間
は
神
の
姿
に
似
せ
て
つ
く
ら
れ
た
。
神
の
似
姿
は
い
か
な

る
人
為
の
機
械
に
よ
っ
て
も
捕
捉
さ
れ
え
な
い
［
…
］」
こ
こ
に
は
、
き
わ
め
て
粗
雑
な
か
た
ち
で
、〈
芸
術
〉
に
つ

い
て
の
俗
物
的
観
念
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
」

(74) 
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
使
い
古
さ
れ
た
芸
術
観
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
、
芸
術
作
品
か
ら
ア
ウ
ラ
が

失
わ
れ
た
あ
と
、
大
衆
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
自
ら
の
近
く
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
望
み
、
複
製
を
生
み
だ
し
て
所
有
し
よ

う
と
欲
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う

(75)

。
け
れ
ど
も
同
時
に
、
我
々
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ほ
ど
（
自
分
自
身
も
含
め

た
）
大
衆
な
る
も
の
に
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
疑
問
で
は
あ
る
。 

 

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
が
三
段
階
に
わ
た
っ
て
深
化
し
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
段
階

は
、
階
級
社
会
に
よ
っ
て
記
号
の
持
つ
意
味
が
固
定
化
さ
れ
て
い
た
時
代
（「
拘
束
さ
れ
た
記
号
の
時
代
」）
か
ら
、
記

号
が
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
よ
っ
て
自
由
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
へ
の
変
化
で
あ
る
。

「
か
つ
て
は
地
位
の
秩
序
の
特
徴
で
あ
っ
た
、
記
号
の
同
一
階
級
内
だ
け
で
の
流
通
に
、
競
争
的
民
主
主
義
が
と
っ
て

か
わ
る
」

(76)

。
け
れ
ど
も
そ
の
と
き
記
号
は
か
つ
て
纏
っ
て
い
た
権
威
の
基
盤
を
持
た
ず
、
そ
れ
故
、
あ
こ
が
れ

、
、
、
、
か
ら

自
ら
の
準
拠
点
と
し
て
自
然
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
自
然
の
模
造
と
し
て
の
「
自
然
ら
し

さ
」
で
し
か
な
い
。
こ
の
、
自
然
へ
の
あ
こ
が
れ
と
模
造
が
、
人
間
を
世
俗
的
な
造
物
主

、
、
、
、
、
、
、
に
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は

漆
喰
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
用
い
て
―
―
奇
し
く
も
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
挙
げ
て
い
る
こ

れ
ら
の
素
材
は
、
い
ま
我
々
が
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
で
使
用
す
る
素
材
と
一
致
し
て
い
る
―
―
自
然
を
自
ら
の
欲
望
の
ま
ま

に
造
り
だ
し
、
自
ら
の
手
中
に
収
め
よ
う
と
す
る
。「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
、
ま
る
で
概
念
の
作
用
の
よ
う
に
諸
現
象
を

秩
序
立
て
、
思
い
の
ま
ま
の
形
を
と
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
精
神
的

、
、
、
物
質
な
の
だ
」

(77)

。 

 

我
々
は
す
で
に
、
不
器
用
に
（
あ
る
い
は
高
々
手
先
の
器
用
さ
に
よ
っ
て
）
漆
喰
を
塗
り
固
め
、
植
物
の
模
造
品
を
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作
る
必
要
は
な
い

(78)

。
か
つ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
複
製
技
術
の
「
究
極
の
効
果
」

(79)

を
そ
の
縮
小
技
術
に
求
め
、
巨
大

化
し
す
ぎ
た
制
作
物
に
対
す
る
支
配
と
所
有
を
大
衆
に
対
し
て
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
書
い
た
。
け
れ
ど
も
我
々
は
、

大
規
模
化
し
た
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
噴
射
す
る
こ
と
で
直
接
建
造
物
を
造
り
だ
す
こ
と
さ
え
で
き

る
(80)

。
そ
の
規
模
は
今
後
際
限
な
く
巨
大
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
縮
小
技
術
は
こ
の
世
界
全
体
に
ま
で
も
及

ん
で
い
る
。
か
つ
て
我
々
は
こ
の
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
世
界
地
図
を
作
り
上
げ
た
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は
（
地

図
を
作
製
し
た
者
た
ち
に
と
っ
て
の
）
世
界
の
果
て
に
描
か
れ
た
怪
物
た
ち
が
、
理
解
や
支
配
が
決
し
て
及
ば
な
い
未

知
な
る
地
が
在
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
た
。
し
か
し
い
ま
、
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
地
球
儀
を
出
力
す
る
と
き
、

我
々
は
ま
さ
に
縮
小
技
術
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
そ
の
も
の
を
自
ら
の
手
の
な
か
に
再
創
造
し
て
い
る
。
衛
星
画
像
に
よ

り
隅
々
ま
で
暴
か
れ
未
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
さ
れ
た
地
球
は
、
も
は
や
決
し
て
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
者
で
は

な
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
リ
ミ
ッ
ク
ス
可
能
な
資
源
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
掌
の
中
の
そ
れ
は
、
我
々
の
現
に
住
ん
で
い

る
場
と
し
て
の
地
球
で
も
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
？ 

 

ビ
ッ
ト
と
ア
ト
ム
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
モ
デ
ル
の
差
異
の
変
調
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
取
っ
て
代
わ
り
、
３
Ｄ
プ
リ

ン
タ
の
素
材
に
は
バ
イ
オ
イ
ン
ク
さ
え
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
我
々
は
確
か
に
あ
る
種
の
造
物
主
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
自
ら
が
世
界
を
造
り
だ
す
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
ま
た
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
し
て
造
り
だ
さ
れ
る

空
虚
な
造
物
主
で
も
あ
る
。 
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３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
が
歴
史
的
／
具
体
的
ノ
ー
ド
と
な
る
と
き
、
我
々
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ま
た
、
他
者
へ
の
欲
望
と
技
術
へ
の
欲
望
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
の
「
私
」
の
存
在
様
式
そ
の
も
の
の
変
容
を

問
う
こ
と
で
も
あ
る
。 

 

複
製
技
術
は
、
本
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
意
義
に
し
た
。
既
に
、
現
実
は
「
現
実
そ
の
も
の
に

、
、
、
、
、
、
、
、
錯
覚
を
起
こ

、
、
、
、
、

さ
せ
る
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」

(81)

も
の
で
し
か
な
く
、
人
間
も
ま
た
そ
の
渦
に
捲
き
こ
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
情
報
技

術
の
進
展
は
ア
ト
ム
と
ビ
ッ
ト
の
境
界
を
消
失
さ
せ
、
人
間
さ
え
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
の
、
そ
し
て
リ
ミ
ッ
ク

ス
の
対
象
に
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
他
者
の
顔
が
我
々
に
無
条
件
の
責
任
を
迫
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
３
Ｄ

プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
顔
を
ビ
ッ
ト
化
し
、
支
配
し
所
有
し
よ
う
と
す
る
我
々
の
無
意
識
の
指
向
性
に
は
、
お
そ
ら
く
本

質
的
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
起
源
に
先
立
つ
無
起
源
性
に
お
い
て
現
れ
る
他
者
か
ら
の
命
令
の
仕
方
、
そ

れ
自
体
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
顔
で
あ
る
と
い
う

(82)

。
そ
れ
故
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

「
自
由
な
主
体
た
る
〈
自
我
〉」
に
よ
っ
て
は
不
可
能
な
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
は
「
支
配
［
…
］
を
誘
発
す
る
制
限
に

す
ぎ
な
い
」

(83)

。 

 

確
か
に
、
複
製
技
術
は
も
の
ご
と
の
特
権
的
な
独
占
を
終
焉
に
導
い
た
。
し
か
し
、
た
か
だ
か
数
回
の
ク
リ
ッ
ク
と

与
信

ク
レ
ジ
ッ
ト

に
よ
り
、
い
か
な
る
苦
痛
も
な
い
ま
ま
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
所
有
が
実
現
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
世
界
観
が
到

来
す
る
と
き
、
我
々
の
存
在
の
根
源
に
あ
る
差
角
は
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
技
術
の
極
限
的
深
化
に
よ
り
自
ら
破
断
す

る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
複
製
し
、
支
配
と
所
有
へ
と
引
き
ず
り
こ
も
う
と
す
る
そ
の
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
は
、
限
定
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的
な
意
味
で
は
あ
れ
、
我
々
を
神
に
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
化
し
た
人
間
で
す
ら
な
い
も
の
に

よ
る
、
人
間
で
す
ら
な
い
も
の
の
所
有
で
あ
り
支
配
に
過
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
造
り
だ
せ
る
造
物
主
に
な
っ
た

と
き
、
し
か
し
そ
の
造
物
主
た
る
「
私、
」
と
は
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ふ
た
た
び
「
天
使
の
か
た
ち
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
不

気
味
さ
は
、
あ
る
一
線
を
超
え
て
人
間
が
人
間
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
冒
瀆
性
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
胎

児
の
顔
が
も
つ
生
々
し
い
迫
力
が
貫
通
、
、
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
恐
怖
に
も
由
来
す
る
。
そ
の
生
々
し
さ
に
こ
そ
、
技

術
が
捨
象
し
き
れ
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
本
来
的
に
も
つ
、
合
理
性
で
は
分
析
し
き
れ
な
い
他
者
へ
の
畏
怖

が
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
誕
生
と
は
逆
の
地
点
、
す
な
わ
ち
死
の
場
面
に
お
い
て
も
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
は
利

用
さ
れ
る
。
「
遺
人
形
」

(84)

は
死
者
の
生
前
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
か
ら
３
Ｄ
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
３
Ｄ
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
万
年
に
も
渡
っ
て
身
近
な
者
の
死
を
看
取
っ
て
き
た
人
類
の
痛
切
な
悲
し
み
が
現

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
死
さ
え
も
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
再
生
可
能
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
い
く
ら
で
も
再
生
可
能
で
あ
り
、
要
す
る
に
我
々
は
、
死

者
の
記
憶
さ
え
デ
ジ
タ
ル
記
録
と
し
て
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
の
な
か
へ
放
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
再
生
、
、
と

はre
in

ca
rn

a
tio

n

で
もre

g
e
n

e
ra

tio
n

で
も
な
く
、
た
だ
のre

p
la

y

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
再
生
ボ
タ
ン
を
押
す
の

は
、
孤
絶
し
た
宇
宙
に
独
り
で
蹲
る
こ
の
「
私
」
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
の
な
ら
、

我
々
は
、
我
々
が
あ
る
と
き
手
に
し
た
、
か
つ
て
生
き
て
い
た
誰
か
の
遺
人
形
を
自
ら
の
手
で
一
切
の
感
情
の
起
伏
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
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く、
―
―
そ
れ
が
か
つ
て
生
き
て
い
た
誰
か
の
生
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
る
か
ら
壊
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
怒
り
や
嫌
悪

自
体
が
、
遺
人
形
が
持
つ
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
誰
か
を
顕
現
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
―
―
叩
き
壊
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
技
術
に
対
し
て

い
か
な
る
危
機
感
も
持
つ
必
要
は
な
い
。
だ
が
で
き
な
い
と
答
え
る
と
き
、
そ
れ
は
、
３
Ｄ
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
貫
通
し
て

か
つ
て
生
き
て
い
た
誰
か
の
顔
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
―
―
繰
り
返
す
が
デ
ジ
タ
ル

化
さ
れ
て
い
る
が
故
に
無
限
か
つ
永
遠
に
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
３
Ｄ
フ
ィ
ギ
ュ
ア
自
体
が
か
つ
て
生
き
て
い

た
誰
か
だ
か
ら

、
、
、
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
な
の
か
。
少
な
く
と
も
我
々
の
多
く
が
何
ら
か
の
形
で
現
代
情
報
技
術
に
基
づ

い
た
個
人
認
証
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
以
上
、
そ
し
て
も
し
我
々
が
ハ
ガ
テ
ィ
と
エ
リ
ク
ソ
ン
（H

a
g
g
e
rty

 a
n

d
 

E
ricso

n
 2

0
0

0

）
の
い
う
デ
ー
タ
・
ダ
ブ
ル

(85)

に
対
し
て
少
し
で
も
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
仮

定
を
あ
り
得
な
い
も
の
と
し
て
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
単
純
な
技
術
否
定
論
へ
と
つ
な
が
る

の
で
あ
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
だ
ろ
う
。
技
術
が
人
間
の
知
覚
の
在
り
方
を
形
づ
く
る
ひ
と
つ
の
要
素
だ
と
す
れ
ば
、

要
す
る
に
そ
の
善
悪
の
断
定
は
、
技
術
な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
こ
の
世
界
そ
の
も
の
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
既
に
意
義
を
持
た
な
い
。
か
つ
て
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
同
僚
で
あ
っ
た
モ
ラ
ン

は
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
描
い
た
。「
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
は
終
末
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
終
末
は
す
で
に
訪
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
発
想
が
あ
り
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
冷
静
な
父
親
の
よ
う
に
黙
示
録

の
と
き
を
生
き
て
い
る
」

(86)

。
こ
の
諦
観
こ
そ
が
他
の
凡
百
の
バ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
批
判
か
ら
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
を
傑
出
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し
た
も
の
に
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
そ
の
黙
示
録
的
世
界
を
現
実
と
し
て
生
き
て
い
る
我
々
に
は
、
そ
の

諦
観
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

お
わ
り
に
―
無
限
と
永
遠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か 

 

メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
は
、
人
間
存
在
の
根
源
に
あ
る
他
者
へ
の
欲
望
と
技
術
へ
の
欲
望
の
な
か
で
生
成
／
変
化
／
消
滅

を
繰
り
返
す
、
そ
の
全
体
の
う
ね
り
と
し
て
在
り
続
け
て
き
た
。
一
般
的
に
我
々
が
現
代
情
報
技
術
批
判
を
行
う
際
に

そ
の
根
拠
と
す
る
よ
う
な
複
製
可
能
性
や
他
者
の
仮
想
化
そ
の
も
の
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
決
し
て
現
代

情
報
技
術
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
源
に
あ
る
欲
望
の
差
角
に
よ
っ
て
、
そ
の
始
原
か
ら
技

術
に
負
わ
さ
れ
て
き
た
業
な
の
だ
。 

 

し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
直
線
的
連
続
体
で
は
な
い
。
い
ま
我
々
が
目
に
し
て
い
る
技
術
の
多
く
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
と

い
う
ひ
と
つ
の
特
異
点
を
通
し
て
こ
の
わ
ず
か
十
数
年
の
間
に
適
応
放
散
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
か
ら
引
き
継
が

れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
そ
れ
ら
の
機
能
や
特
性
は
収
斂
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
収
斂

こ
そ
が
、
収
斂
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
常
に
連
続
し
て
在
り
続
け
て
き
た
場
の
在
り
方

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
間
接
的
に
示
し
て
も
い
る
。 

  

我
々
は
常
に
無
限
と
永
遠
を
望
ん
で
き
た
。
そ
の
根
本
に
あ
る
動
因
は
所
有
や
支
配
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、

あ
る
い
は
愛
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
存
在
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
原
理
的
か
つ
動
的
な
矛
盾
を
抱
え
て
き
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た
の
だ
し
、
技
術
は
手
探
り
で
そ
れ
を
よ
り
現
実
の
も
の
へ
と
す
る
た
め
に
進
展
し
て
き
た
。
我
々
が
進
歩
と
呼
ん
で

い
る
歴
史
は
、
実
際
に
は
常
に
混
沌
の
様
相
を
深
め
て
い
く
過
程
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
真
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ウ
ラ
が
（
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
）
極
め
て
存
在

し
に
く
い
社
会
に
お
い
て
さ
え
も
、
我
々
が
、
写
真
の
さ
ら
に
向
こ
う
へ
と
踏
み
こ
ん
だ
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
よ
っ
て
な

お
、
我
々
の
顔

(87)

を
コ
ピ
ー
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
潜
む
真
の
動
因
な
の
だ
。
い
つ
で
も
繰
り
返
し
手
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
に
対
し
て
、「
私
」
は
本
当
の
意
味
で
関
係
を
持
つ
必
要
を
感
じ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
関
係
を
持
つ
こ
と

は
で
き
な
い
。
我
々
が
手
に
し
て
い
る
の
は
Ａ
Ｂ
Ｓ
や
Ｐ
Ｌ
Ａ
を
原
料
と
し
て
成
型
さ
れ
た
モ
ノ
で
し
か
な
く
、
し
か

し
そ
れ
は
歴
史
の
な
か
で
或
る
他
者
を
存
在
さ
せ
た
す
べ
て
の
事
物
、
、
の
全
体
に
よ
り
貫
通
さ
れ
る
、
他
者
を
現
前
さ
せ

る
ひ
と
つ
の
固
有
ノ
ー
ド
と
し
て
の
モ
ノ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
そ
の
事
物
、
、
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
の

変
容
に
関
わ
る
。
そ
の
差
異
に
鋭
敏
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
我
々
は
真
の
意
味
で
の
他
者
を
―
―
そ
し
て
自
分
自
身
を
も

―
―
つ
い
に
見
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
ア
マ
ガ
エ
ル
の
中
よ
り
、
携
帯
電
話
の
中
に
よ
り
神
を
見
る
」

(88)

と
い

う
ケ
リ
ー
の
主
張
は
技
術
の
進
展
を
あ
ま
り
に
牧
歌
的
か
つ
単
純
に
理
解
し
て
お
り
、
人
間
存
在
論
と
し
て
は
何
の
意

味
も
持
た
な
い
。
こ
の
「
私
」
が
出
会
う
他
者
は
、
単
純
な
希
望
な
ど
で
は
な
く
む
し
ろ
痛
み
を
、
表
層
的
で
無
意
義

な
自
由
で
は
な
く
根
源
的
責
任
を
こ
そ
問
う
て
く
る
他
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
覚
悟
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
我
々
は
神
に
で
も
な
る
よ
り
他
は
な
い
。
そ
し
て
実
際
、
彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
ら
が
神
の

似
姿
と
し
て
造
ら
れ
た
よ
う
に
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
神
と
い
う
立
場
で
接
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
い
か
に
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し
て
良
い
神
に
な
る
か
を
学
」
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う

(89)

。 

 
だ
が
、
も
は
や
我
々
に
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
他
者
原
理
な
く
し
て
こ
の
「
私
」
が
存
在
し
得
な
い
以
上
、
我
々
は
神

に
は
決
し
て
な
り
得
な
い
し
、
な
る
必
要
も
な
い
。
そ
し
て
ど
の
み
ち
、
我
々
が
な
れ
る
で
あ
ろ
う
と
虚
妄
に
耽
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
た
か
だ
か
世
俗
的
造
物
主
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
無
限
の
モ
ノ
に
囲
ま
れ
永
遠
に
存
在
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
し
、
も
し
か
す
る
と
生
物
学
的
な
死
を
全
う
す
る
ま
で
そ
の
幻
想
を
見
続
け
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
「
私
」
は
決
し
て
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

  

デ
ジ
タ
ル
化
は
技
術
へ
の
欲
望
か
ら
無
限
へ
の
欲
望
の
変
質
を
引
き
起
こ
し
、
他
者
へ
の
欲
望
か
ら
永
遠
へ
の
欲
望

の
変
質
を
引
き
起
こ
す
。
技
術
へ
の
欲
望
が
差
角
と
し
て
他
者
と
の
交
感
と
他
者
の
支
配
を
、
そ
し
て
他
者
へ
の
欲
望

が
他
者
へ
の
希
求
と
怖
れ
を
同
時
に
内
包
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
に
は
い
か
な
る
差
角
も
な

い
。
我
々
に
は
も
は
や
他
者
に
由
来
す
る
苦
痛
も
制
約
も
な
く
、
真
空
を
ど
こ
ま
で
も
直
線
運
動
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
自
由
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
確
か
に
人
間
存
在
は
無
限
か
つ
永
遠
に
自
由
に
な
っ
て
い
る
。 

 

だ
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
無
限
か
つ
永
遠
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
受
苦
す
る
人
間
と
し
て
有
限
の
空
間
と
刹
那

の
時
間
を
し
か
生
き
ら
れ
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
し
か
し
そ
の
有
限
と
刹
那
は
、
ほ
ん
と
う
に
有
限
と
刹
那
に
過
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。 

 



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

404 

科
学
と
技
術
の
中
心
的
目
的
は
客
観
的
、
物
理
的
な
世
界
を
理
解
し
か
つ
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。［
…
］
そ
の
よ

う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
不
死
は
「
よ
り
多
く
の
時
間
」
と
な
り
得
る
だ
け
で
あ
る
。
物

理
的
宇
宙
の
限
界
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
終
わ
り
の
な
い
時
間
で
は
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が

そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
望
む
だ
ろ
う
と
私
は
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。［
…
］
地
上
の
命
は
天
国
で
も
地
獄
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
大
き
な
苦
難
が
大
き
な
喜
び
と
並
ん
で
存
在
す
る
中
間
の
領
域
で
あ
る
。A

lle
 M

en
sch

en
 

m
ü

ssen
 ste

rb
en

.  

全
て
の
人
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
命
は
、
そ
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
味
わ
い
を
失
う

だ
ろ
う
。

(90) 

  

神
を
信
じ
て
い
な
い
我
々
に
お
い
て
も
こ
れ
は
同
様
に
真
理
だ
。
か
つ
て
我
々
は
粘
土
板
に
他
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
刻
み
こ
み
、
あ
る
い
は
他
者
を
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
を
刻
み
こ
も
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
が
何
千
年
も
の

時
を
経
て
現
代
に
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
の
は
、
決
し
て
、
粘
土
板
そ
れ
自
体
の
頑
強
さ
故
で
は
な
い
。
そ
れ
が
置
か
れ

た
場
の
全
体
の
状
態
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
の
強
度
に
よ
る
の
だ
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
物
理
的
実
体

を
と
も
な
わ
な
い
が
故
に
永
遠
で
あ
る
と
無
邪
気
に
も
信
じ
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
我
々
は
そ
の
具
体
的
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る
Ｈ
Ｄ
Ｄ
や
Ｓ
Ｓ
Ｄ
が
あ
ま
り
に
脆
弱
で
信
頼
で
き
な
い
こ
と
を
経
験
的
に
把
握
し
て
い
る
。
永
遠
の
記
録
を
欲
望

す
る
我
々
が
生
み
だ
し
た
の
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
楔
形
文
字
を
刻
ん
で
い
た
粘
土
板
や
石
碑
の
収
斂
で
あ
る
、
石
英
ガ

ラ
ス
ス
ト
レ
ー
ジ
へ
の
パ
ル
ス
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
ド
ッ
ト
の
刻
印

(91)

で
あ
る
こ
と
は
皮
肉
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
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現
代
技
術
を
用
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
記
録
を
刻
み
こ
む

L
o
re

n
z
 P

o
tth

a
st

に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
作
品
、

"C
o
m

m
u

n
ica

tio
n

 
w

ith
 
th

e
 F

u
tu

re
 
–

 
T

h
e
 P

e
tro

g
ly

p
h

o
m

a
t"

(92)

を
見
れ
ば
よ
り
明
白
と
な
る
だ
ろ
う
。

P
o
tth

a
st

は
デ
ジ
タ
ル
制
御
さ
れ
た
フ
ラ
イ
ス
に
よ
り
、
ビ
ル
の
外
壁
に
ｅ
メ
ー
ル
の
ア
イ
コ
ン
を
刻
み
込
む
。
彼

の
作
品
は
、
も
は
や
記
録
が
パ
ロ
デ
ィ
で
し
か
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
そ
こ
に
あ
る

祈
り
、
あ
る
い
は
狂
気
に
も
似
た
他
者
へ
の
希
求
を
、
我
々
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
み
な
技
術
単
独

、
、
、
、
で
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
た
か
だ
か
有
限
の
時
間
を
保
証
す

る
だ
け
の
記
録
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
有
限
の
時
間
を
永
遠
と
見
な
す
こ
と
に
隠
さ
れ
た
錯
誤
に
、
我
々
は
そ
ろ
そ
ろ
気

づ
く
べ
き
だ
。
市
原
え
つ
こ
に
よ
る
作
品
「
デ
ジ
タ
ル
シ
ャ
ー
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

(93)

で
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
３
Ｄ

プ
リ
ン
タ
で
出
力
し
た
故
人
の
生
前
の
顔
を
装
着
し
、
生
前
の
声
を
語
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
四
十
九

日
経
つ
と
自
動
的

、
、
、
に
消
去
さ
れ
る

、
、
、
、
、
、
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
す
る
驚
く
べ
き
無
神
経
さ
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
所
与
の
も

の
と
す
る
と
き
、
死
の
絶
対
的
な
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
消
去
と
を
等
値
と
し
、
何
の
疑
問
も
持
た
な

い
。
我
々
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
記
憶
に
対
し
て
、
「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」

(94)

を
主
張
す
る
。
だ
が
記
憶
は
そ
も
そ
も

意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
他
者
に
絶
対
的
に
拠
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
命
令
も
管
理
も
及
ば
な
い
。
忘
れ
ら
れ
る
権
利
を

遵
守
す
る
義
務
を
負
う
も
の
が

co
n

tro
lle

r

(95)

と
呼
ば
れ
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
管
理
、
、
に
よ
っ
て
記
憶
が
残
り
得
る

の
は
た
か
だ
か
技
術
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
で
の
期
間
に
過
ぎ
な
い
し
、
管
理
、
、
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
得
る
の
も
た
か
だ

か
技
術
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
で
の
領
域
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
人
間
観
に
お
い
て
、



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

406 

確
か
に
記
憶
で
あ
り
忘
却
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

 
だ
が
、
我
々
は
別
の
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
単
独
と
し
て
の
技
術
は
―
―
そ
の
よ
う
な
も
の
が
在
り
得
る

と
し
て
だ
が
―
―
幾
ら
そ
れ
が
最
新
の
科
学
技
術
の
粋
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
土
塊
と
同
じ

程
度
の
強
度
し
か
持
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
類
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
き
、
個
人
の
生
を
超
え

た
永
き
に
わ
た
り
、
か
つ
て
出
会
っ
た
こ
と
も
な
い
他
者
と
「
私
」
を
ど
う
し
よ
う
も
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、
通
じ
合
わ
せ
る
ノ
ー
ド
足

り
得
る
土
塊
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。 

  

改
め
て
、
ピ
カ
ー
ト
の
雑
音
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ピ
カ
ー
ト
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
、
無
論
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
彼
が
騒
音
語
を
生
み
出
す
象
徴
的
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
は
ラ
ジ
オ
で
あ
る

(96)

。
だ
が
、

い
ま
我
々
は
、
ラ
ジ
オ
を
騒
音
語
の
発
生
源
と
見
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ラ
ジ
オ
の
発
す
る
音
の
大
半
は
い
ま
で
も

そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
で
は
な
い
音
も
ま
た
、
確
か
に
あ
る
。
例
え
ば
き
み
の
父
が
生
前

に
使
っ
て
い
た
古
い
ラ
ジ
オ
を
、
あ
る
時
き
み
が
押
入
れ
の
奥
に
見
つ
け
る
。
電
池
を
取
り
換
え
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ

る
と
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
雑
音
の
向
こ
う
か
ら
、
父
が
好
き
だ
っ
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
相
も
変
わ
ら
ぬ
調
子
で
午
後
の
ニ

ュ
ー
ス
を
喋
っ
て
い
る
の
が
聴
こ
え
て
く
る
。
き
み
は
そ
れ
を
聴
き
な
が
ら
、
父
と
過
ご
し
た
日
々
に
想
い
を
は
せ
る
。

そ
の
情
景
の
全
体
に
は
、
確
か
に
、
父
と
き
み
と
の
間
を
結
ぶ
徹
底
的
な
固
有
性
が
あ
る
。
騒
音
語
の
発
生
源
で
あ
っ

た
ラ
ジ
オ
が
そ
の
固
有
性
を
可
能
に
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
歴
史
的
ノ
ー
ド
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
が
技
術
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自
体
の
老
化
を
経
て
、
あ
る
い
は
固
有
ノ
ー
ド
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
が
父
と
き
み
と
の
固
有
の
歴
史
を
投
射
さ
れ
て
、
そ

こ
に
そ
れ
自
体
の
歴
史
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
。
ス
タ
ン
デ
ー
ジ
（
二
〇
一
一
）
が
電
信
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
マ
ー
ヴ
ィ
ン
（
二
〇
〇
三
）
が
電
話
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
そ
れ

ら
最
新
の
メ
デ
ィ
ア
技
術
は
、
現
代
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
同
様
、
共
同
体
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
も

の
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
い
ま
黒
電
話
を
目
に
し
て
、
あ
る
い
は
（
博
物
館
か
ど
こ
か
で
）
電
鍵
を
目
に

し
て
、
そ
の
よ
う
な
恐
れ
を
抱
く
者
が
居
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
決
し
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
な
ど
で
は
な
く
、
何
か
が
い

か
に
素
早
く
現
れ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
い
つ
か
は
後
か
ら
や
っ
て
き
た
歴
史
が
追
い
つ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
単

純
な
事
実
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

無
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
た
だ
時
間
の
経
過
を
待
て
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
無
限
と
永
遠
の
幻

想
を
我
々
に
与
え
、
無
限
と
永
遠
に
対
す
る
我
々
の
欲
望
を
加
速
さ
せ
る
デ
ジ
タ
ル
化
は
、
我
々
か
ら
歴
史
性
そ
の
も

の
を
失
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
で
与
え
ら
れ
る
無
限
と
永
遠
に
は
、
救
済
で
は
な
く
、
底
な
し
の
飢
餓
だ
け
が
満

ち
て
い
る
。 

  

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
自
体
は
避
け
よ
う
も
な
く
進
展
し
て
い
く
。
反
技
術
主
義
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
言
説
以
上
の
も
の
に
は
な

り
得
な
い
し
、
ま
た
、
技
術
の
進
歩
を
い
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
本
質
的
な
意
味
は
な
い
。

デ
ジ
タ
ル
化
は
、
か
つ
て
人
類
が
遭
遇
し
た
こ
と
の
な
い
、
人
間
存
在
に
対
す
る
新
た
な
危
機
を
も
た
ら
す
。 
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適
応
放
散
と
収
斂
の
時
代
を
生
き
る
我
々
は
、
断
絶
と
同
時
に
あ
る
連
続
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
に
つ
い
て
、
常

に
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
存
在
の
根
源
に
刻
ま
れ
た
欲
望
の
差
角
が
、
必
然
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
技
術

の
デ
ジ
タ
ル
化
を
生
み
だ
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
無
限
と
永
遠
へ
の
欲
望
の
変
質
も
ま
た
、

必
然
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
は
、
た
だ
端
的
に
、
我
々
の
存
在
の
原

理
が
差
角
の
内
圧
に
耐
え
続
け
る
こ
と
、
畏
怖
す
べ
き
他
者
と
共
に
、
、
し
か
在
り
得
な
い
と
い
う
絶
対
的
事
実
に
拠
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
切
実
な
問
い
か
け
へ
の
応
答
は
、
歴
史
の
総
体
の
ネ
ガ
と
し
て

―
―
す
な
わ
ち
収
斂
を
導
く
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。 

 

だ
が
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
あ
る
。
お
そ
ら
く
我
々
は
、
無
限
と
永
遠
と
い
う
言
葉
を
、
技
術
主
義
的
地
平
か

ら
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ
の
「
私
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
固
有

ノ
ー
ド
で
あ
り
、
あ
る
他
者
と
別
の
他
者
を
つ
な
い
で
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
「
私
」
は
、
固
有
ノ
ー
ド
と
し
て
の
他

者
に
よ
り
別
の
他
者
と
つ
な
げ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
の
総
体
で
あ
る
。
吐
き
散
ら
さ

れ
る
騒
音
語
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
固
有
性
が
平
坦
化
し
て
い
く
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
我
々
は
な
お
、
メ
デ
ィ
ア
の
な

か
に
響
く
、
無
数
の
、
絶
対
的
固
有
性
を
帯
び
た
ノ
イ
ズ
に
耳
を
澄
ま
せ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ざ
ら
つ
い

た
残
響
を
唯
一
の
頼
り
と
し
て
無
限
の
折
り
重
な
り
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
「
私
」
を
永
遠
の
彼
方
へ
と

導
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
我
々
が
ま
だ
語
る
言
葉
を
持
た
な
い
共
同
体
と
歴
史
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。 
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【
注
】 

(1)
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
西
垣
（
二
〇
一
五
）
が
的
確
に
批
判
を
し
て
い
る
。 

(2)
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
）
一
八
頁
。 

(3)
深
層
学
習
に
つ
い
て
は
西
垣
（
前
出
）
を
参
照
。 

(4)
テ
ス
ト
の
対
象
と
な
る
存
在
が
知
性
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
一
九
五

〇
年
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
考
案
し
た
テ
ス
ト
。
こ
の
テ
ス
ト
で
は
、
質
問
者
が
対
象
に
対
し
て
幾
つ
か
質
問
を

し
、
そ
の
返
答
に
よ
っ
て
対
象
が
人
間
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
一
定
率
以
上
、
対
象
が
人
間

で
あ
る
と
質
問
者
に
思
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
四
年
に
は
、
ロ
ン
ド

ン
王
立
協
会
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
で
、
十
三
歳
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
と
い
う
設
定
を
持
つ
チ
ャ

ッ
ト
ボ
ッ
ト

E
u

g
e
n

e
 
G

o
o
stm

a
n

が
初
め
て
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
（h

ttp
://w

w
w

.re
a
d

in
g
.a

c.u
k

/n
e
w

s
-a

n
d

-e
v
e
n

ts/re
le

a
se

s/P
R

5
8
3

8
3
6

.a
sp

x

）。
し
か
し
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
サ
ー
ル

に
よ
る
「
中
国
人
の
部
屋
」
の
思
考
実
験
の
よ
う
に
根
本
的
な
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
て
も

確
認
で
き
る
が
判
定
手
段
は
相
当
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
現
実
的
に
も
こ
の
テ
ス
ト
が
少
な
く
と
も
現

状
に
お
い
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
最
も
有
名
な
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
テ
ス
ト
の
コ
ン
テ
ス
ト
で

あ
るL

o
e
b
n

e
r 

P
riz

e

に
て
二
〇
一
六
年
に
優
勝
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ムM

itsu
k

u

の
会
話
ロ
グ
（h

ttp
://w

w
w

.a
isb

.o
r
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g
.u

k
/m

e
d

ia
/file

s/L
o
e
b
n

e
rP

riz
e
2

0
1

6
/M

itsu
k

u
.p

d
f

）
を
見
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
対
象
の
知
性
を
判
定
す
る
こ
と

に
同
意
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。 

(5)
パ
ー
ソ
ナ
ル
フ
ァ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
基
本
的
に
環
境
負
荷
が
低
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
心
的

技
術
で
あ
る
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
素
材
と
な
る
コ
ー
ン
ス
タ
ー
チ
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
な
ど
の
植
物

由
来
の
原
料
か
ら
生
成
さ
れ
る
ポ
リ
乳
酸
（p

o
ly

la
ctic a

cid

：P
L

A

）
が
本
当
に
環
境
負
荷
を
低
減
す
る
の
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
原
料
と
な
る
植
物
の
育
成
か
ら
Ｐ
Ｌ
Ａ
の
生
成
、
工
業
製
品
の
製
造
・
販
売
か
ら
廃
棄
・
分
解
に
至

る
す
べ
て
の
過
程
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
工
程
間
に
お
け
る
輸
送
に
お
い
て
生
じ
る
す
べ
て
の
環
境
負
荷
に
つ
い
て
定
量

的
に
分
析
し
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
、
も
し
Ｐ
Ｌ
Ａ
の
供
給
が
ロ
ー
カ
ル
に
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ

と
自
体
が
そ
の
地
域
の
伝
統
的
な
農
業
形
態
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
か
は
、
別
の
問
題
と
し
て
残
る
。 

(6)
差
角
に
つ
い
て
は
本
論
第
一
節
を
参
照
。 

(7)
欲
望
に
つ
い
て
も
同
じ
く
第
一
節
を
参
照
。 

(8)
こ
こ
で
の
議
論
は
バ
ト
ラ
ー
（
二
〇
〇
八
）
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。 

(9)
新
共
同
訳
聖
書
、
創
世
記
一
‐
二
章
。
た
だ
し
本
文
批
評
的
に
は
創
世
記
一
章
と
二
章
は
異
な
る
起
源
を
持
つ
。

従
っ
て
厳
密
に
は
「
支
配
」（
一
：
二
六
）
と
「
名
を
付
け
」（
二
：
二
〇
）
る
こ
と
と
を
単
純
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す

る
べ
き
で
は
な
い
。 

(10)
新
共
同
訳
聖
書
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
：
一
三
‐
一
四
。 
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(11)
だ
が
理
性
は
存
在
の
後
に
し
か
来
な
い
の
だ
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
共
同
性
の
原
理
に
は
な
り
得
な
い
。
念
の
た
め

に
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
理
性
に
基
づ
い
た
ど
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
無
意
義
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
力
を
持
ち
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
そ
の
前
に
在
る
、
決
し
て
こ

の
「
私
」
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
者
に
対
す
る
畏
怖
が
あ
る
か
ら
こ
そ
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
な
く
し

て
は
、
い
か
な
る
共
同
も
、
所
詮
は
そ
の
理
性
の
外
に
在
る
何
も
の
か
―
―
そ
し
て
そ
の
外
に
何
も
な
い
な
ど
と
い
う

こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
―
―
に
対
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
傲
岸
に
、
か
つ
脆
弱
な
ま
ま
で
し
か
い
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。 

(12)
な
お
、
第
一
号
で
は
技
術
へ
の
欲
望
と
他
者
へ
の
欲
望
の
変
質
す
る
先
を
不
死
へ
の
欲
望
と
支
配
へ
の
欲
望
と
し

て
い
た
が
、
第
二
号
に
至
る
論
考
を
通
し
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
も
の
を
よ
り
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
、
無
限
へ
の

欲
望
と
永
遠
へ
の
欲
望
と
に
変
更
し
た
。 

(13)
『
哲
学
中
辞
典
』
筆
者
執
筆
項
「
メ
デ
ィ
ア
」
よ
り
引
用
。 

(14)
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
に
つ
い
て
は
Ｅ
．
ゲ
レ
『
放
射
性
廃
棄
物
―
終
わ
ら
な
い
悪
夢
』
（
竹
書
房
、
二
〇
一
一
）
、
ま

た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
事
例
に
つ
い
て
は
Ｍ
．
マ
ド
セ
ン
『
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
年
後
の
安
全
』（
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
、
二
〇

一
一
）
な
ど
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
参
照
。 

(15)
ド
ラ
マ
―
ル
、
ギ
ノ
ー
（
二
〇
一
四
）
一
一
九
頁
。 

(16)
こ
れ
ら
の
技
術
を
野
放
図
に
利
用
す
る
こ
と
に
本
論
が
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
無
論
な
い
。
幼
少
期
か
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ら
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
人
間
の
育
成
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
我
々
は
無
責
任
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
し
、
ま
た
成
人
に
と
っ
て
も
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
危
険
な
も
の
と
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
リ

ヒ
テ
ル
（
二
〇
一
六
）
に
よ
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
良
く
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
次
元
に
お
け
る
対

症
療
法
は
、
必
要
で
は
あ
る
に
し
て
も
人
間
存
在
論
に
お
け
る
本
質
的
問
い
で
は
な
い
し
、
ま
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能

で
あ
る
と
い
う
認
識
は
む
し
ろ
事
態
の
悪
化
を
招
く
原
因
で
す
ら
あ
る
と
い
う
の
が
本
論
の
立
場
で
あ
る
。 

(17)
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
二
〇
一
五
）、
五
二
頁
。 

(18)
ウ
ォ
ラ
ッ
ク
（
二
〇
一
六
）
二
〇
頁
、
二
四
頁
。 

(19)
本
論
で
は
基
本
的
に
こ
の
「
私
」
と
き
み
と
い
う
、
一
対
一

、
、
、
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
一、
は
そ
の
背
後
に
そ
れ
ぞ
れ
巨
大
な
歴
史
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で

い
う
向
心
力

、
、
、
は
、
或
る
人
間
存
在
に
お
け
る
内
破
を
押
し
と
ど
め
る
の
み
で
な
く
社
会
、
、
の
創
出
と
維
持
に
も
直
接
か
か

わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
注
87
と
合
わ
せ
、
次
号
に
お
い
て
よ
り
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。 

(20)
現
在
の
主
流
で
あ
る
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
命
令
）
と
デ
ー
タ
と
を
区
別
せ
ず
に
記
憶
装
置
に
格
納
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
。
最
初
期
の
も
の
と
し
て
第
二
次
大
戦
中
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た

E
D

V
A

C

（E
le

ctro
n

ic 

D
iscre

te
 V

a
ria

b
le

 A
u

to
m

a
tic C

o
m

p
u

te
r

、
一
九
五
一
年
部
分
的
な
稼
働
開
始
）
が
良
く
知
ら
れ
て
お
り
、
我
々

が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
呼
ぶ
も
の
も
こ
の
と
き
に
誕
生
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
最
初
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
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蔵
方
式
を
実
現
し
た
の
は
Ｍ
．
Ｖ
．
ウ
ィ
ル
ク
ス
の

E
D

S
A

C

（E
le

ctro
n

ic 
D

e
la

y
 
S

to
ra

g
e
 
A

u
to

m
a

tic 

C
a
lcu

la
to

r

、
一
九
四
九
年
に
最
初
の
計
算
を
行
う
）
で
あ
り
、
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
蔵
方
式
の
主
要
な
ア
イ
デ
ア
は

Ｊ
．
エ
ッ
カ
ー
ト
と
Ｊ
．
モ
ー
ク
リ
ー
に
よ
るE

N
IA

C

（E
le

ctro
n

ic N
u

m
e
rica

l In
te

g
ra

to
r A

n
d

 C
o
m

p
u

te
r

、

一
九
四
六
年
に
運
転
開
始
）
開
発
時
に
は
既
に
そ
の
萌
芽
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
開

発
が
第
二
次
大
戦
中
の
軍
事
機
密
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

E
D

V
A

C

に
関
す
る
報
告
書"F

irst D
ra

ft 

o
f a

 R
e
p

o
rt o

n
 th

e
 E

D
V

A
C

"

（
一
九
四
五
）
が
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在

で
は
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
ノ
イ
マ
ン
型
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
無
論
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
自
身
の
貢
献
も
極
め

て
大
き
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ノ
イ
マ
ン
型
以
外
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
し
て
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
デ
ー
タ
で

主
記
憶
装
置
上
の
ア
ド
レ
ス
空
間
が
異
な
る
ハ
ー
バ
ー
ド
型
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
あ
る
。
ま
た
近
年
で
は
ニ
ュ
ー
ロ
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
や
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
非
ノ
イ
マ
ン
型
に
含
ま
れ
る
様
々
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
登
場
し
て
い
る
。 

(21)
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
二
〇
一
二
）
参
照
。 

(22)
本
節
は
二
〇
一
七
年
二
月
に
徳
島
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム"In

te
rn

a
tio

n
a
l H

u
m

a
n

itie
s F

o
ru

m
: 

O
n

 th
e
 S

ta
tu

s a
n

d
 R

o
le

 o
f H

u
m

a
n

itie
s in

 th
e
 A

g
e
 o

f G
lo

b
a
liz

a
tio

n
"

に
お
け
る
発
表
原
稿
を
基
に
し
て
い

る
。 

(23)
リ
ン
ギ
ス
（
二
〇
〇
七
）
一
一
二
頁
。 

(24)
同
書
一
七
三
頁
。 
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(25)
同
書
一
五
一
‐
一
五
二
頁
。 

(26)
同
書
一
三
八
頁
。 

(27)
リ
ン
ギ
ス
（
二
〇
〇
四
）
六
八
頁
。 

(28)
同
書
二
五
八
頁
。 

(29)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ａ
）
一
三
二
頁
。 

(30)
同
書
、
一
三
〇
頁
。 

(31)
同
書
、
一
七
五
頁
。 

(32)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
二
〇
〇
七
）
一
九
頁
。 

(33)
た
だ
し
本
論
は
、
こ
こ
で
の
バ
ル
ト
の
主
張
に
全
面
的
に
同
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
固
有
ノ
ー
ド
を

貫
通
し
て
他
者
が
現
前
し
得
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
論
の
主
張
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
固
有
ノ
ー
ド
の
形

式
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
。 

(34)
熱
意
、
研
究
、
衝
動
、
嗜
好
、
愛
着
、
慰
め
な
ど
様
々
な
意
味
を
表
す
ラ
テ
ン
語
。
バ
ル
ト
は
写
真
が
持
つ
ス
ト

ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
機
能
と
し
て
、「
知
ら
せ
る
こ
と
」
、「
表
象
＝
再
現
す
る
こ
と
」
、「
不
意
に
と
ら
え
る
こ
と
」
、「
意
味

す
る
こ
と
」「
欲
望
を
か
き
た
て
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
（
バ
ル
ト
（
二
〇
一
一
）
四
一
頁
）。 

(35)
刺
す
こ
と
、
突
く
こ
と
、
刺
さ
れ
た
小
さ
な
穴
な
ど
様
々
な
意
味
を
表
す
ラ
テ
ン
語
（
同
書
、
三
九
頁
）。 

(36)
同
書
、
三
一
頁
。 
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(37)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ｂ
）
二
九
‐
三
〇
頁
。 

(38)
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
（
Ｖ
Ｒ
）
は
ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
（
Ｈ
Ｄ
Ｍ
）
や
デ
ー
タ
グ
ロ
ー
ブ

を
装
着
し
た
利
用
者
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
な
ど
に
よ
り
描
か
れ
た
こ
の
現
実
と
は
異
な
る
空
間
の
中

に
身
を
置
き
、
そ
の
空
間
内
の
物
体
と
相
互
作
用
で
き
る
よ
う
な
技
術
を
指
す
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
に
よ
る

T
h

e
 S

w
o
rd

 

o
f D

a
m

o
cle

s

（
一
九
六
八
）
や
、
ラ
ニ
ア
ー
に
よ
る
Ｒ
Ｂ
２
（
一
九
八
九
）
に
端
を
発
し
、
航
空
、
医
療
分
野
に
お

け
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
実
用
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｖ
Ｒ
は
仮
想
現
実
と
訳
さ
れ
る
が
、v

irtu
a
l

（
ラ
テ
ン
語

v
irtu

s

が
語
源
）
は
本
来
「
形
式
的
に
は
異
な
る
が
実
質
的
に
は
そ
う
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
こ
の
訳
語
が
適
切
か
ど
う
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
は
デ
ジ
タ
ル
以
前
の
長
い
歴
史

が
あ
り
、
Ｖ
Ｒ
の
本
質
的
な
固
有
性
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
バ
ー
グ
は
近
世
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
光
学
史
を
参
照
し
つ
つ
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
は
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
双
方
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（『
哲
学
中
辞
典
』
筆
者
執
筆
項
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」
よ
り
引

用
）。 

(39)
ユ
ベ
ル
マ
ン
（
二
〇
一
六
）
二
二
‐
二
五
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
特
に
四
葉
目
の
写
真
を
指
し
て
い
る
。 

(40)
新
共
同
訳
聖
書
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
：
四
‐
五
「
あ
な
た
は
い
か
な
る
像
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
上
は
天
に

あ
り
、
下
は
地
に
あ
り
、
ま
た
地
の
下
の
水
の
中
に
あ
る
、
い
か
な
る
も
の
の
形
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は

そ
れ
ら
に
向
か
っ
て
ひ
れ
伏
し
た
り
、
そ
れ
ら
に
仕
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」 
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(41)
水
野
（
二
〇
一
四
）
四
八
頁
。 

(42)
ト
ド
ロ
フ
（
二
〇
〇
二
）
二
九
頁
。
彼
は
愛
情
に
寄
与
す
る
機
能
を
表
し
た
肖
像
画
の
例
と
し
て
、
さ
ら
に
、
古

代
エ
ジ
プ
ト
第
十
八
王
朝
の
王
で
あ
っ
た
イ
ク
ナ
ー
ト
ン
が
描
か
せ
た
彼
の
娘
た
ち
の
壁
画
「
ネ
フ
ェ
ル
レ
と
ネ
フ
ェ

ル
ネ
フ
ェ
ル
レ
」
も
挙
げ
て
い
る
。 

(43)
同
書
、
五
五
頁
。 

(44)
新
共
同
訳
聖
書
、
創
世
記
一
：
三
一
「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
御
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
、
そ
れ

は
極
め
て
良
か
っ
た
。
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
六
の
日
で
あ
る
」 

(45)
ト
ド
ロ
フ
（
前
掲
書
）
一
二
四
頁
。 

(46)
シ
ン
ガ
ー
（
二
〇
一
〇
）
四
六
三
頁
。 

(47)
ソ
ン
タ
グ
（
二
〇
一
一
）
四
〇
頁
。 

(48)
ユ
ベ
ル
マ
ン
（
前
掲
書
）
三
四
頁
。 

(49)
あ
ら
た
め
て
本
論
に
お
け
る
病
理
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。
第
一
号
に
お
い
て
批
判
し
た
近
代
的
理
性
的
人
間
観

は
、
人
間
存
在
の
本
質
を
理
解
し
て
い
な
い
が
故
に
、
い
ま
我
々
が
直
面
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
の
全
面
的
デ
ジ
タ
ル
化

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
本
来
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
変
容
と
い
う
問
題
に
応
答
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
近
代

的
理
性
的
人
間
観
を
絶
対
的
善
と
し
て
掲
げ
そ
こ
か
ら
外
れ
る
も
の
す
べ
て
を
責
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
状
況
を

悪
化
さ
せ
さ
え
す
る
。
技
術
が
歪
に
進
展
し
て
い
く
こ
と
自
体
は
、
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
あ
る
種
の
必
然
性
を
帯
び



「粘土板から石英ストレージへ」  吉田健彦 

417 

て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
必
然
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
異
常
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
必
然
的
異
常
社
会

、
、
、
、
、
、
、
を
到
来
さ
せ

る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
適
応
で
き
ず
引
き
こ
も
り
に
な
っ
た
り
、
逆
に
過
剰
に
適
応
し
て
ネ
ッ
ト
依
存
に
陥
る
と
い

う
こ
と
は
、
熱
湯
に
指
を
漬
け
た
ら
火
傷
を
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
、
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
あ
り
つ
つ
生
物
的
に

は
正
常
、
、
な
反
応
で
も
あ
る
（
い
う
ま
で
も
な
く
正
常
だ
か
ら
良
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
）。
そ
れ

故
、
病
理
と
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
押
し
潰
さ
れ
苦
し
ん
で
い
る
人
び
と
に
対
し
て
近
代
的
理
性
的
人
間
観
だ

け
を
真
理
と
し
て
強
要
し
、
人
間
存
在
の
限
界
を
超
え
た
状
況
に
適
応
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
人
び
と
を
救
う
と
見
せ

か
け
、
現
実
的
に
は
さ
ら
な
る
絶
望
や
劣
等
感
、
自
分
は
病
気
な
の
だ
と
い
う
意
識
を
植
え
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
人
間

理
解
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
一
号
で
明
ら
か
に
し
た
病
理
で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
我
々
が
直
面
し
て

い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
、
す
な
わ
ち
共
同
性
の
変
容
と
い
う
問
題
そ
れ
自
体
は
、
差
角
に
よ
っ
て
人
類
の
歴
史

上
常
に
潜
在
的
に
在
り
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
近
代
的
理
性
的
人
間
観
は
こ
の
変
容
の
直
接
的
原
因
で
は

な
い
。
で
は
そ
の
原
因
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
本
論
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
付
随
し

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
他
者
性
の
喪
失
が
第
二
の
病
理
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
遡
っ
て
第
一
号
に
お
け
る
病
理

を
「
第
一
の
病
理
」
と
し
て
呼
び
直
す
こ
と
と
す
る
。 

(50)
無
論
、
こ
の
こ
と
は
出
自
に
よ
る
差
別
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
を
保
証

し
て
い
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
社
会
的
慣
習
や
規
範
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
は
そ
の
次

元
に
限
定
し
て
こ
こ
で
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。 
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(51)
橋
本
（
二
〇
一
〇
）
八
九
頁
。 

(52)
同
書
、
一
八
九
頁
の
写
真
を
参
照
。 

(53)
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
に
よ
る
人
体
測
定
法
は
一
八
八
五
年
フ
ラ
ン
ス
司
法
省
に
よ
り
正
式
採
用
さ
れ
る
。 

(54)
キ
ッ
ト
ラ
ー
（
一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、「
指
紋
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
足
跡
そ
の
他
の
、
意
識
し
な
い
う
ち
に

秘
密
を
ば
ら
し
て
し
ま
う
よ
う
な
徴
し
は
メ
デ
ィ
ア
の
独
壇
場
」（
一
四
〇
頁
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
指
紋
法

が
、
現
在
我
々
が
ラ
イ
フ
ロ
グ
等
の
技
術
に
よ
り
無
自
覚
的
に
こ
の
「
私
」
の
固
有
性
を
暴
か
れ
決
定
さ
れ
て
い
る
状

況
の
先
駆
的
な
例
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 

(55)
橋
本
（
前
掲
書
）
一
八
三
頁
。 

(56)
こ
こ
で
い
う
情
報
技
術
の
環
境
化
と
は
、
Ｒ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
や
各
種
セ
ン
サ
群
、
Ｃ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
カ
メ
ラ
等
の
情
報
技
術
イ
ン

フ
ラ
が
小
型
化
、
低
コ
ス
ト
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
生
活
空
間
内
に
遍
在
化
、
潜
在
化
、
不
可
視
化
し
て
い

く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て
は
明
確
な
線
引
き
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
仮
想
／
現
実
の

差
異
は
消
失
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
詳
し
く
は
吉
田
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
。 

(57)
自
撮
り
機
能
を
持
っ
た
最
初
期
の
携
帯
電
話
と
し
て
シ
ャ
ー
プ
製J

-S
H

0
4

（
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。 

(58)
近
年
に
お
け
る
顔
認
証
技
術
の
具
体
的
な
性
能
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。G

ro
th

e
r, P

. N
g
a
n

, M
. 2

0
0
4

. N
IS

T
 

In
te

ra
g
e
n

cy
 

R
e
p

o
rt 

8
0
0

9
 

"F
a

ce
 

R
e
co

g
n

itio
n

 
V

e
n

d
o
r 

T
e
st 

(F
R

V
T

): 
P

e
rfo

rm
a
n

ce
 

o
f 

F
a

ce
 

Id
e
n

tifica
tio

n
 A

lg
o
rith

m
s". [p

d
f] N

a
tio

n
a
l In

stitu
te

 o
f S

ta
n

d
a
rd

s a
n

d
 T

e
ch

n
o
lo

g
y. A

v
a

ila
b
le

 a
t: 
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<
h

ttp
://n

v
lp

u
b
s.n

ist.g
o
v
/n

istp
u

b
s/ir/2

0
1
4

/N
IS

T
.IR

.8
0

0
9

.p
d

f>
 [A

cce
sse

d
 2

4
 F

e
b

ru
a
ry

 2
0

1
6

]. 
(59)
ビ
シ
ョ
ッ
プ
（
二
〇
一
六
）
三
七
六
頁
。
ま
た

C
e
lia

-Y
u

n
io

r

自
身
に
よ
る
作
品
紹
介
は

h
ttp

s://w
w

w
.ce

lia
-

y
u

n
io

r.co
m

/re
g
istro

-d
e
-p

o
b

la
cin

を
参
照
。 

(60)
本
節
は
吉
田
（
二
〇
一
五
）
を
基
に
し
て
い
る
。 

(61)
新
共
同
訳
聖
書
、
ヨ
ブ
記
参
照
。
自
ら
の
義
を
主
張
す
る
ヨ
ブ
に
対
し
、
神
は
た
だ
世
界
創
造
の
場
に
ヨ
ブ
が
ど

こ
に
い
た
の
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
る
の
み
で
あ
る
。 

(62)
遠
藤
（
二
〇
一
三
）
三
〇
頁
。 

(63)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
二
〇
一
二
）
三
五
頁
。 

(64)
同
書
、
九
六
頁
。 

(65)
遠
藤
（
前
掲
書
）
九
頁
。 

(66)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
前
掲
書
）
一
〇
‐
一
一
頁
。 

(67)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
前
掲
書
）
一
二
八
。 

(68)h
ttp

://w
w

w
.b

io
te

x
tu

re
.co

m
/m

o
th

e
r/

を
参
照
。
た
だ
し2

0
1

7
/0

3
/3

1

現
在
に
お
い
て
取
り
扱
い
中
止
中
。 

(69)
単
純
に
肖
像
写
真
と
は
呼
べ
な
い
が
、
確
か
に
人
の
顔
が
写
さ
れ
て
い
る
写
真
。
そ
こ
に
は
「
あ
る
肉
体
、
あ
る

人
の
顔
、
そ
れ
も
し
ば
し
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
愛
す
る
人
の
肉
体
や
顔
」（
バ
ル
ト
前
掲
書
、
一
三
三
頁
）
が
写
さ
れ
て

い
る
。 



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

420 

(70)
ア
ウ
ラ
と
は
、
「
ど
ん
な
に
近
く
に
あ
っ
て
も
遠
い
遙
け
さ
を
思
わ
せ
る
一
回
か
ぎ
り
の
現
象
」
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
前

掲
書
、
一
三
八
頁
）
で
あ
り
、「
ど
ん
な
に
至
近
距
離
に
あ
っ
て
も
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
現
象
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」（
同
書
、
一
七
頁
）。 

(71)
「
芸
術
作
品
に
接
す
る
ば
あ
い
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ク
セ
ン
ト
の
お
き
か
た
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ふ
た
つ
の
対

極
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
重
点
を
芸
術
作
品
の
礼
拝
的
価
値
に
お
く
態
度
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
重

点
を
作
品
の
展
示
的
価
値
に
お
く
態
度
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
制
作
は
、
礼
拝
に
役
だ
つ
物
象
の
制
作
か
ら
は
じ
ま
っ

た
。［
…
］
石
器
時
代
の
人
間
が
洞
穴
の
壁
に
模
写
し
た
お
お
し
か
は
、
一
種
の
魔
法
の
道
具
で
あ
っ
た
。［
…
］
し
か

し
、
個
々
の
芸
術
制
作
が
儀
式
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
作
品
を
展
示
す
る
機
会
が
生
ま
れ
て

く
る
」（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
前
掲
書
、
二
〇
頁
）。 

(72)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
前
掲
書
）
二
二
頁
。 

(73)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ｂ
）
三
〇
頁
。 

(74)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
前
掲
書
）
六
一
‐
六
二
頁
。 

(75)
同
書
、
一
七
頁
。 

(76)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ａ
）
一
二
〇
頁
。 

(77)
同
書
、
一
二
五
頁
。 

(78)
同
書
、
一
二
四
頁
。 
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(79)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
前
掲
書
）
八
〇
頁
。 

(80)
バ
ー
ナ
ッ
ト
（
二
〇
一
三
）
一
三
三
‐
一
三
五
頁
、
ま
た
様
々
な
実
例
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

(81)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ａ
）
一
七
二
頁
。 

(82)
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（
二
〇
〇
八
）
二
一
二
頁
。 

(83)
同
書
、
二
七
五
‐
二
七
六
。 

(84)
「
遺
人
形
」
に
つ
い
て
はh

ttp
://3

d
stu

d
io

.jp
/in

in
g
y
o
/

を
参
照
。 

(85)

ハ
ガ
テ
ィ
と
エ
リ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
タ
・
ダ
ブ
ル
（d

a
ta

 
d

o
u

b
le

）
と
は
、
監
視
の
複
合
体

（su
rv

e
illa

n
t a

sse
m

b
la

g
e

）
に
よ
り
徹
底
的
に
調
査
さ
れ
追
跡
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
物
質
的
な
身
体
か
ら
抽
象

的
な
デ
ー
タ
フ
ロ
ー
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
我
々
の
分
身
を
意
味
す
る
。
デ
ー
タ
・
ダ
ブ
ル
は
効
率
的
な
広
告
や
監
視

と
い
う
点
に
お
い
て
企
業
や
国
家
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
が
、
我
々
自
身
も
ま
た
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
全
面
的
に
依

存
し
て
い
る
以
上
、
拒
否
／
対
抗
を
安
易
に
主
張
し
て
も
意
味
は
な
い
。 

(86)
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
（
二
〇
〇
九
ｂ
）
一
五
一
頁
。 

(87)
無
論
、
我
々
は
こ
こ
で
「
顔
」
を
安
易
に
特
権
化
す
る
こ
と
に
は
注
意
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も

「
顔
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
誰
か
の
ま
な
ざ
し
が
直

接
的
対
面
関
係
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
固
有
ノ
ー
ド
を
貫
通
し
て
こ
の
「
私
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
現
前



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

422 

す
る
も
の
な
の
か
、
或
る
誰
か
の
背
中
の
み
が
写
さ
れ
た
一
葉
の
写
真
を
貫
通
し
て
そ
の
誰
か
が
現
前
す
る
の
で
あ
れ

ば
―
―
そ
し
て
現
前
し
得
る
と
い
う
の
が
本
論
の
立
場
だ
が
―
―
「
顔
」
と
は
そ
こ
に
写
さ
れ
た
背
中
に
ま
で
拡
張
さ

れ
る
よ
う
な
何
か
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
現
前
す
る
他
者
が
一
本
の
木
、
一
羽
の
鳥
、
そ
れ
と
も
窓
の
向
こ
う

か
ら
届
く
雨
音
で
さ
え
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
な
お
「
顔
」
と
呼
べ
る
何
も
の
か
が
在
る
の
か
。
我
々
は
こ
の
問
い
を
他、

者
と
は
誰
か

、
、
、
、
、
と
い
う
か
た
ち
を
通
し
て
、
次
号
に
お
い
て
改
め
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

(88)
ケ
リ
ー
（
二
〇
一
四
）
四
〇
九
頁
。 

(89)
ケ
リ
ー
、
服
部
（
二
〇
一
五
）
六
八
頁
。 

(90)
ヘ
ル
ツ
フ
ェ
ル
ド
（
二
〇
一
六
）
二
七
四
‐
二
七
五
頁
。 

(91)Im
a
i(2

0
1

5
)

を
参
照
。 

(92)"C
o
m

m
u

n
ica

tio
n

 w
ith

 th
e
 F

u
tu

re
 –

 
T

h
e
 P

e
tro

g
ly

p
h

o
m

a
t"

は
第
十
九
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
ア

ー
ト
部
門
新
人
賞
受
賞
作
品
。
詳
細
は
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
実
行
委
員
会
編
（
二
〇
一
六
）
四
二
‐
四
三
頁
参
照
。

ま
たP

o
tth

a
st

本
人
に
よ
る
解
説
と
し
て
はh

ttp
://w

w
w

.lo
re

n
z
p

o
tth

a
st.d

e
/p

e
tro

g
ly

p
h

o
m

a
t/

を
参
照
。 

(93)
第
二
十
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
部
門
優
秀
賞
受
賞
作
品
。 

(94)
あ
る
個
人
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
そ
の
当
該
人
物
がco

n
tro

lle
r

（
注
95
参
照
）
に

対
し
て
デ
ー
タ
削
除
お
よ
び
頒
布
停
止
さ
せ
る
権
利
を
持
つ
こ
と
を
指
す
。
欧
州
委
員
会
に
よ
る
二
〇
一
二
年
一
月
の

提
言"R

e
g
u

la
tio

n
 o

f th
e
 E

u
ro

p
e
a
n

 P
a

rlia
m

e
n

t a
n

d
 o

f th
e
 C

o
u

n
cil" A

rticle
 1

7

に
よ
る
。
ま
た
二
〇
一
五
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年
六
月
に
公
開
さ
れ
た
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス"C

o
m

m
issio

n
 p

ro
p

o
sa

l o
n

 n
e
w

 d
a
ta

 p
ro

te
ctio

n
 ru

le
s to

 b
o
o
st E

U
 

D
ig

ita
l S

in
g
le

 M
a

rk
e
t su

p
p

o
rte

d
 b

y
 J

u
s
tice

 M
in

iste
rs"

に
は
、
こ
の
忘
れ
ら
れ
る
権
利
が
強
化
さ
れ
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
。 

(95)
一
九
九
五
年
十
月
の
Ｅ
Ｕ
指
令"o

n
 th

e
 p

ro
te

ctio
n

 o
f in

d
iv

id
u

a
ls w

ith
 re

g
a

rd
 to

 th
e
 p

ro
ce

ssin
g
 o

f 

p
e
rso

n
a
l d

a
ta

 a
n

d
 o

n
 th

e
 fre

e
 m

o
v
e
m

e
n

t o
f su

ch
 d

a
ta

" A
rticle

 2
(d

)

に
お
い
て
は
、co

n
tro

lle
r

は
「
単
独

あ
る
い
は
協
働
に
よ
り
、
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
の
目
的
と
方
法
を
決
定
す
る
、
自
然
人
、
法
人
、
公
的
団
体
、
政
府
機

関
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

(96)
ピ
カ
ー
ト
（
二
〇
一
四
）
二
一
八
‐
二
三
二
頁
を
参
照
。 

 

【
参
考
文
献
】 

遠
藤
薫
『
廃
墟
で
歌
う
天
使
―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
を
読
み
直
す
』
現
代
書
館
、
二
〇
一
三
。 

尾
関
周
二
他
編
『
哲
学
中
辞
典
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
六
。 

共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
『
聖
書 

新
共
同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
。 

西
垣
通
「
知
を
め
ぐ
る
幼
稚
な
妄
想
」『
現
代
思
想 

2
0

1
5

 v
o
l.4

3
-1

8

』
青
土
社
、
二
〇
一
五
、
八
二
‐
八
七
頁
。 

橋
本
一
経
『
指
紋
論
―
心
霊
主
義
か
ら
生
体
認
証
ま
で
』
青
土
社
、
二
〇
一
〇
。 

文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
実
行
委
員
会
編
『
平
成
二
七
年
度 

第
十
九
回 
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
』、
二
〇
一
六
。 



『現代人間学・人間存在論研究』  第一期 第二号 

424 

水
野
千
依
『
キ
リ
ス
ト
の
顔
―
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
除
雪
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
。 

吉
田
健
彦
「
環
境
化
す
る
現
代
情
報
技
術
と
現
実
の
変
容
―
現
実
／
仮
想
の
二
元
論
的
情
報
観
を
超
え
て
」『
総
合
人

間
学
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
８
号
』
総
合
人
間
学
会
編
、
二
〇
一
四
、
一
九
七
‐
二
一
一
頁
。 

吉
田
健
彦
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
―
世
俗
的
造
物
主
か
受
苦
す
る
人
間
か
」『
総
合
人
間
学
会
オ
ン
ラ

イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
９
号
』
総
合
人
間
学
会
編
、
二
〇
一
五
、
一
二
八
‐
一
三
九
頁
。 

Ｃ
．
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『M

A
K

E
R

S

―
２
１
世
紀
の
産
業
革
命
が
始
ま
る
』
関
美
和
訳
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
二
。 

Ｃ
．
イ
ー
ム
ズ
、
Ｒ
．
イ
ー
ム
ズ
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
―
計
算
機
創
造
の
軌
跡
』
和
田
英
一
監
訳
、

山
本
敦
子
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
。 

Ｗ
．
ウ
ォ
ラ
ッ
ク
『
人
間
Ｖ
Ｓ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
―
人
は
先
端
科
学
の
暴
走
を
止
め
ら
れ
る
の
か
』
大
槻
敦
子
訳
、
原
書

房
、
二
〇
一
六
。 

Ｆ
．
キ
ッ
ト
ラ
ー
『
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン 

フ
ィ
ル
ム 

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
』
石
光
泰
夫
、
石
光
照
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
一

九
九
九
。 

Ｋ
．
ケ
リ
ー
『T

E
C

H
N

IU
M
 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
？
』
服
部
桂
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
。 

Ｋ
．
ケ
リ
ー
、
服
部
桂
『『
テ
ク
ニ
ウ
ム
』
を
超
え
て
』
イ
ン
プ
レ
ス
Ｒ
＆
Ｄ
、
二
〇
一
五
。 

Ｐ
．
Ｗ
．
シ
ン
ガ
ー
『
ロ
ボ
ッ
ト
兵
士
の
戦
争
』
小
林
由
香
利
訳
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
一
〇
。 

Ｔ
．
ス
タ
ン
デ
ー
ジ
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
服
部
桂
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
。 
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Ｂ
．
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
『
偶

有

ア
ク
シ
デ
ン
ト

か
ら
の
哲
学
』
浅
井
幸
夫
訳
、
新
評
論
、
二
〇
〇
九
。 

Ｓ
．
ソ
ン
タ
グ
『
他
者
へ
の
苦
痛
の
ま
な
ざ
し
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
。 

Ｇ
．
ダ
イ
ソ
ン
『
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
大
聖
堂
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
創
造
と
デ
ジ
タ
ル
世
界
の
到
来
』
吉
田
三
知
世
訳
、

早
川
書
房
、
二
〇
一
三
。 

Ｔ
．
ト
ド
ロ
フ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
フ
ラ
ン
ド
ル
の
肖
像
画
』
岡
田
温
司
、
大
塚
直
子
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
二
。 

Ｆ
．
ド
ラ
マ
―
ル
、
Ｂ
．
ギ
ノ
ー
『
色
彩
―
色
材
の
文
化
史
』
柏
木
博
監
修
、
ヘ
レ
ン
ハ
ル
メ
美
穂
訳
、
創
元
社
、
二

〇
一
四
。 

Ｃ
．
バ
ー
ナ
ッ
ト
『
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
が
創
る
未
来
』
小
林
啓
倫
訳
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
三
。 

Ｊ
．
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
人
間
の
将
来
と
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
』
三
島
憲
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
。 

Ｊ
．
バ
ト
ラ
ー
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
―
倫
理
的
暴
力
の
批
判
』
佐
藤
嘉
幸
、
清
水
知
子
訳
、
月
曜
社
、
二
〇

〇
八
。 

Ｒ
．
バ
ル
ト
『
明
る
い
部
屋
―
写
真
に
つ
い
て
の
覚
書
』
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
。 

Ｍ
．
ピ
カ
ー
ト
『
沈
黙
の
世
界
』
佐
野
利
勝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
四
。 

Ｃ
．
ビ
シ
ョ
ッ
プ
『
人
口
地
獄
―
現
代
ア
ー
ト
と
観
客
の
政
治
学
』
大
森
俊
克
訳
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
一
六
。 

Ｎ
．
ヘ
ル
ツ
フ
ェ
ル
ド
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
不
死
対
キ
リ
ス
ト
教
的
復
活
」
Ｔ
．
ピ
ー
タ
ー
ズ
他
編
『
死
者
の

復
活
―
神
学
的
・
科
学
的
論
考
集
』
小
河
陽
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
六
。 
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Ｗ
．
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』
佐
々
木
基
一
編
、
高
木
久
雄
他
訳
、
晶
文
社
、
二
〇
〇
七
。 

Ｊ
．
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
『
象
徴
交
換
と
死
』
今
村
仁
司
、
塚
原
史
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
ａ
。 

Ｊ
．
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
『
な
ぜ
、
す
べ
て
が
す
で
に
消
滅
し
な
か
っ
た
の
か
』
塚
原
史
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
ｂ
。 

Ｃ
．
マ
ー
ヴ
ィ
ン
『
古
い
メ
デ
ィ
ア
が
新
し
か
っ
た
時
―
１
９
世
紀
末
社
会
と
電
気
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
』
吉
見
俊
哉
、
水

越
伸
、
伊
藤
昌
亮
訳
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
三
。 

Ｍ
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
メ
デ
ィ
ア
論
―
人
間
の
拡
張
の
諸
相
』
栗
原
裕
、
河
本
仲
聖
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
。 

Ｍ
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
―
活
字
人
間
の
形
成
』
森
常
次
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
。 

Ｇ
．
Ｄ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
『
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
で
も
な
お
―
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
か
ら
も
ぎ
取
ら
れ
た
四
枚
の
写
真
』
橋
本

一
経
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
一
六
。 

Ｍ
．
リ
ヒ
テ
ル
『
神
経
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク 
も
し
も
「
注
意
力
」
が
奪
わ
れ
た
ら
』
三
木
俊
哉
訳
、
英
治
出
版
、
二
〇
一

六
。 

Ａ
．
リ
ン
ギ
ス
『
汝
の
敵
を
愛
せ
』
中
村
裕
子
訳
、
洛
北
出
版
、
二
〇
〇
四
。 

Ａ
．
リ
ン
ギ
ス
『
何
も
共
有
し
て
い
な
い
者
た
ち
の
共
同
体
』
野
谷
啓
二
訳
、
洛
北
出
版
、
二
〇
〇
七
。 

Ｅ
．
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
存
在
の
彼
方
へ
』
合
田
正
人
訳
、
講
談
社
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
。 
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