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(１） 208 

環
境
問
題
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
登
場
し
て
す
で
に
三
十
数
年
が
経
過
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
環
境
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
日
は
な
い
ほ
ど
に
な
り
、
自
然
に
対
す
る
、
な
い
し
は
自
然
に
関
す
る
人
間
の
責
任
と
し
て
不
可
避
の
課
題

に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
は
、
事
柄
の
性
質
上
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
複
雑
だ
っ
た
り
、
現
象
に
対
す
る
視
点
も
目
ま
ぐ
る

し
く
変
化
し
た
り
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
同
じ
現
象
に
対
し
て
も
、
悲
観
的
な
見
方
と
楽
観
的
な
評
価
と
が
混
在

し
て
い
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
評
価
が
な
さ
れ
た
り
し
て
、
全
体
の
見
通
し
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ

こ
で
は
錯
綜
し
た
環
境
問
題
を
概
観
し
、
哲
学
的
・
倫
理
学
的
な
思
想
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
い
。

環
境
問
題
は
地
球
規
模
の
課
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
こ

れ
は
個
々
人
の
意
識
の
問
題
で
あ
り
、
自
ら
が
立
脚
す
る
身
近
な
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
に
即
し
て
考
え
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。
広
い

視
点
を
土
台
に
し
て
、
そ
こ
に
身
近
な
意
識
を
育
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
近
な
問
題
意
識
を
も
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
考
え
方
、
言

い
か
え
れ
ば
思
想
的
な
基
盤
を
酒
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
環
境
問
題
は
錯
綜
し
て
い
る
。
対
象
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
し
、
切
り
口
・
論
点
も
多
様
で
あ
る
。

環
境
思
想
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図

竹
内
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こ
う
し
た
錯
綜
し
た
視
点
を
整
理
す
る
た
め
に
は
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
試
み
に
カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
（
二
律

＊
 

背
反
）
論
を
援
用
し
、
そ
の
構
造
を
土
台
に
し
て
環
境
思
想
の
論
点
の
多
様
性
の
整
理
を
試
み
る
。

＊
環
境
思
想
に
内
在
す
る
相
対
立
す
る
観
点
に
つ
い
て
は
、
論
者
は
す
で
に
あ
る
論
考
（
「
も
う
一
つ
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
試
み
」
文
献
①
）

で
、
そ
の
二
項
対
立
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
い
し
デ
ィ
レ
ン
マ
と
し
て
、
そ
の
さ
わ
り
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
考
察
は
、
そ
の
視
点
を

別
の
切
り
口
か
ら
さ
ら
に
発
展
さ
せ
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
深
刻
派
と
楽
天
派
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
批
判
派
・
憤
疑
派
が
介
入
し
て
入
り
混
じ
り
、
さ
ら
に
複
雑
さ
を
呈
し
て
い
る
。
批
判

派
・
懐
疑
派
は
、
す
で
に
環
境
問
題
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
少
数
な
が
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
数

年
に
い
た
っ
て
は
、
か
な
り
の
勢
い
で
台
頭
し
て
き
た
。

考
え
方
の
多
様
性
の
点
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
環
境
を
閉
鎖
系
と
見
な
す
か
開
放
系
と
見
る
か
に
よ
っ
て
生
態
系
の
物
質
循
環
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
生
活
に
密
着
し
た
環
境
の
面
で
は
、
開
発
か
保
護
（
あ
る
い
は

保
全
）
か
の
視
点
か
ら
、
還
元
論
か
全
体
論
か
の
対
立
も
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
環
境
に
お
け
る
人
間
の
お
か
れ
た
場
の
解
釈
の
違

い
か
ら
見
れ
ば
、
倫
理
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
か
科
学
の
解
釈
に
よ
る
か
と
い
う
争
点
が
生
じ
、
人
間
中
心
主
義
か
自
然
中
心
主
義
か

の
論
争
も
生
ず
る
。
あ
る
い
は
、
環
境
を
必
然
的
・
絶
対
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
的
な
感
情
を
入
れ
る
余
地
が
あ
る
し
、
他
方
、

環
境
を
偶
然
的
・
相
対
的
な
現
象
の
系
列
と
見
な
せ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
糊
神
に
よ
る
解
決
が
導
入
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
環
境
問
題
に
関
す
る
錯
綜
し
た
実
態
は
、
何
ら
か
の
形
で
整
理
し
な
け
れ
ば
そ
の
全
体
像
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
こ
こ
で
は
環
境
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
調
を
身
近
な
言
説
か
ら
概
観
し
、
そ
の
ト
レ
ン
ド
を
図
式
化
し
て
み
よ
う
。

カ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
認
識
を
つ
か
さ
ど
る
理
性
は
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
と
い
う
。
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と

は
、
「
人
間
理
性
の
本
性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
理
性
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま
た
い
つ
に
な
っ

￣ 

■■■■■■■ 
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(３） 206 
て
も
終
わ
る
こ
と
の
な
い
矛
盾
」
（
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
沼
］
、
文
献
②
、
カ
ン
ト
の
著
作
文
献
は
以
下
同
様
）
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
ア

ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
は
、
私
た
ち
が
世
界
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
世
界
に
生
起
す
る
現
象
を
認
識
す
る
際
に
は
た
ら
く
、
不
可
避
の
相
反

す
る
二
つ
の
見
方
の
こ
と
と
い
っ
て
い
い
。

純
粋
理
性
の
陥
る
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
の
実
態
を
、
カ
ン
ト
は
そ
の
主
著
「
純
粋
理
性
批
判
」
で
四
種
に
分
け
て
表
示
し
、
こ
と

細
か
に
論
じ
て
い
る
（
第
二
版
、
原
版
頁
付
思
念
〉
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
な
議
論
は
省
略
し
て
、
そ
の
骨
子
の
み
を
ま
と
め
れ
ば
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。

第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

正
命
題
自
然
の
法
則
に
従
う
原
因
性
は
、
世
界
の
現
象
を
す
べ
て
導
く
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
な
お
自
由
に
よ
る
因
果
性
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

反
対
命
題
お
よ
そ
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
世
界
に
お
け
る
一
切
の
も
の
は
単
に
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。

第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

正
命
題
世
界
に
お
け
る
合
成
さ
れ
た
実
体
は
す
べ
て
単
純
な
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
お
よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
単
純

な
も
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
単
純
な
も
の
か
ら
成
る
合
成
物
で
あ
る
。

反
対
命
題
世
界
に
お
け
る
い
か
な
る
合
成
物
も
単
純
な
部
分
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
に
は
お
よ
そ
単
純
な
も
の
は
存

第
一
ア
ン
テ
ィ
・

正
命
題
世
用

反
対
命
題
型

で
あ
る
。

正
命
題
自
然
の
拱

は
、
な
お
自
由

反
対
命
題
お
よ
そ

第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

反
対
命
題
世
南

在
し
な
い
。

ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

命
題
世
界
は
時
間
的
に
は
じ
ま
り
を
上
わ
ち
、
ま
た
空
間
的
に
関
し
て
も
限
界
の
内
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

対
命
題
世
界
は
時
間
的
に
は
じ
ま
り
を
も
た
ず
、
空
間
的
に
も
限
界
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限

Hosei University Repository
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そ
れ
を
さ
ら
に
ま
と
め
れ
ば
、
要
す
る
に
第
一
に
、
世
界
そ
の
も
の
は
有
限
か
無
限
か
、
第
二
に
、
世
界
の
現
象
は
単
一
体
か
複
合

体
か
、
第
三
に
、
世
界
の
現
象
の
原
因
性
は
自
由
か
自
然
必
然
性
か
、
第
四
に
、
世
界
に
は
偶
然
的
な
も
の
し
か
存
在
し
な
い
か
絶
対

的
な
も
の
が
存
在
す
る
か
、
と
い
う
四
種
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
こ
で
は
こ
の
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
の
簡
約
版
に
即
し
て
検
討
し
よ
う
。

こ
の
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
を
、
カ
ン
ト
は
、
自
ら
に
よ
る
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
解
説
書
・
簡
約
版
で
あ
る
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ

ナ
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
再
説
し
て
い
る
命
日
）
。
す
な
わ
ち
、
先
に
掲
げ
た
人
間
の
考
え
方
の
本
性
に
根
ざ
す
相
対
立
す
る
も

の
の
考
え
方
を
簡
略
に
ま
と
め
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

｜
正
命
題
世
界
は
、
時
間
お
よ
び
空
間
に
関
し
て
は
じ
ま
り
（
限
界
）
を
も
つ
。

反
対
命
題
世
界
は
、
時
間
お
よ
び
空
間
的
に
関
し
て
無
限
で
あ
る
。

二
正
命
題
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
一
な
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
。

反
対
命
題
単
一
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
は
複
合
さ
れ
て
い
る
。

三
正
命
題
世
界
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
。

反
対
命
題
お
よ
そ
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
自
然
で
あ
る
。

四
正
命
題
世
界
原
因
の
系
列
に
は
、
何
ら
か
の
必
然
的
存
在
者
が
あ
る
。

反
対
命
題
こ
の
系
列
に
は
、
必
然
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
。

正
命
題
世
界
に
は
、
そ
の
部
分
と
し
て
か
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
原
因
と
し
て
、
絶
対
に
必
然
的
な
存
在
者
で
あ
る
よ
う
な
あ
る

も
の
が
存
在
す
る
。

反
対
命
題
お
よ
そ
絶
対
に
必
然
的
な
存
在
者
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
世
界
の
原
因
と
し
て
、
そ
の
内
に
も
外
に
も
存
在
し
な
い
。
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(５） 204 
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
（
か
巴
・
Ｉ
亟
困
）
、
第
一
と
第
二
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
、
す
な
わ
ち
第
一
類
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
、
同
種
の
も
の

の
付
加
あ
る
い
は
分
割
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
数
学
的
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
種
の
ア
ン

テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
正
命
題
も
反
対
命
題
も
と
も
に
偽
で
あ
る
。
こ
の
数
学
的
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
誤
り
の
原
因
は
、
自
己
矛
盾
を

お
か
し
て
い
る
も
の
が
、
｜
つ
の
概
念
に
お
い
て
両
立
し
う
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
三
と

第
四
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
、
す
な
わ
ち
第
二
類
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
、
力
学
的
〔
物
理
学
的
〕
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
部
類
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
誤
っ
た
前
提
は
、
も
と
も
と
両
立
し
う
る
も
の
が
、
矛
盾
を
お
か
し
て
い
る
も
の

と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
で
は
、
単
な
る
誤
解
に
よ
っ
て
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
主
張
、
す

な
わ
ち
正
・
反
両
命
題
は
、
共
に
真
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
数
学
的
な
結
合
に
お
い
て
は
、
結
合
さ
れ
た
も
の
（
量
の
概
念
に
お
い
て
）
が
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
然

的
に
前
提
さ
れ
る
が
、
力
学
的
な
結
合
の
場
合
は
、
こ
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
延

長
を
も
つ
も
の
の
量
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
部
分
は
、
部
分
相
互
に
ま
た
全
体
と
同
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
原
因
と
結
果
の
結
合
に
お
い
て
は
、
両
者
が
同
種
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
必
ず
し

も
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
「
世
界
」
の
語
を
「
環
境
」
と
読
み
替
え
て
み
る
。
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
対
立
関
係
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
自
身
の
元
の
文
言
を
若
干
言
い
か
え
た
。

み
よ
う
。

以
上
に
ま
と
め
た
カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
に
環
境
問
題
の
主
要
な
議
論
を
当
て
は
め
、
環
境
思
想
の
全
体
像
を
術
轍
し
て

一一一
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こ
の
両
命
題
で
い
う
環
境
と
は
、
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
の
こ
と
と
見
な
す
。
正
命
題
の
生
態
系
は
物
質
的
に
見
た
場
合
で
、

反
対
命
題
の
生
態
系
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
と
考
え
る
〈
文
献
③
〉
。

ま
ず
正
命
題
の
「
環
境
は
空
間
・
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
環
境
は
閉
鎖
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
閉
鎖
系
と
見
な
さ
れ
る
環
境
は
、
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
の
物
質
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
態
系
と
し
て
の
環
境
は
、
物
質

的
な
循
環
と
し
て
見
た
場
合
、
地
球
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
物
質
的
な
生
態
系
は
、
地
球
と
い

う
空
間
の
中
で
閉
じ
た
循
環
、
す
な
わ
ち
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
、
生
物
群
集
と
そ
れ
を
支
え
る
無
機
的
環

境
を
合
わ
せ
た
ひ
と
ま
と
ま
り
で
榊
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
構
成
要
素
を
簡
略
化
し
て
ま
と
め
る
と
、
一
般
に
つ
ぎ
の
四
つ
の
基
本
要
素

③
還
元
者
あ
る
い
は
分
解
者
バ
ク
テ
リ
ア
・
菌
類
な
ど
の
微
生
物
。
②
と
③
の
生
産
者
や
消
費
者
、
す
な
わ
ち
有
機
物
を
無
機

物
質
に
還
元
す
る
生
物
。

こ
の
生
態
系
の
循
環
シ
ス
テ
ム
は
、
食
物
連
鎖
あ
る
い
は
生
態
系
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
（
の
８
一
・
四
ｓ
一
日
目
ヨ
ニ
）
を
形
成
す
る
。
食
物

連
鎖
と
は
、
上
記
四
つ
の
基
本
要
素
の
う
ち
と
く
に
②
と
③
の
生
物
相
互
の
間
の
捕
食
・
被
食
関
係
、
す
な
わ
ち
食
う
。
食
わ
れ
る

関
係
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
物
質
の
循
環
、
共
生
な
ど
の
相
互
関
係
を
含
め
て
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と
い
う
。
捕
食
・
被
食
関
係
で

に
図
式
化
さ
れ
る
。

の
無
機
的
環
境
水
・
土
・
大
気
な
ど
の
物
質
、
お
よ
び
太
陽
光
線
・
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
。

②
生
産
者
植
物
。
光
合
成
を
行
っ
て
①
の
無
機
物
質
か
ら
有
機
物
質
を
生
産
す
る
。

③
消
費
者
②
の
生
産
者
が
つ
く
っ
た
有
機
物
質
を
消
費
す
る
。
第
一
次
消
費
者
（
草
食
動
物
〉
↓
第
二
次
消
費
者
（
肉
食
動

第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

物
、－〆

。

正
命
題
環
境
は
、
空
間
・
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
。

反
対
命
題
環
境
は
、
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
。
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は
、
後
者
は
必
ず
前
者
よ
り
個
体
数
が
多
い
た
め
、
後
者
を
下
位
に
お
い
て
前
者
を
上
位
に
お
い
て
図
式
化
し
た
場
合
、
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
の
形
を
形
成
す
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
生
態
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
あ
る
い
は
個
体
数
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
生
態
的
地
位

（
の
ｇ
ｌ
Ｃ
ｍ
－
８
一
己
島
の
）
、
ハ
ビ
タ
ッ
ト
（
冒
亘
冨
戸
）
あ
る
い
は
ビ
オ
ト
ー
プ
（
国
－
．
８
つ
）
、
生
物
圏
（
す
ご
ｍ
ご
言
『
の
）
等
、
さ
ま
ざ
ま
な

生
態
学
的
概
念
が
派
生
す
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
循
環
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
環
境
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
人
間
が
介
入
し
て
過

剰
な
生
産
・
消
費
活
動
の
結
果
、
循
環
が
乱
さ
れ
て
環
境
悪
化
の
事
態
が
出
来
す
る
。
物
質
的
な
生
態
系
は
閉
鎖
系
で
あ
る
ゆ
え
に
、

循
環
が
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
れ
ば
、
環
境
悪
化
の
要
因
が
循
環
そ
の
も
の
の
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
、
環
境
破
壊
は
免
れ
な
い
の
は
必

定
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
質
と
し
て
の
生
態
系
に
定
位
し
た
環
境
問
題
の
解
決
は
、
こ
の
閉
鎖
系
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
で
循
環

を
正
常
に
機
能
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
方
向
が
眼
目
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
反
対
命
題
の
「
環
境
は
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
環
境
は
開
放
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
開
放
系
と
見
な
さ
れ
る
環
境
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
正
命
題
で
見
た
よ
う
に
、
環
境
は
生
態

系
と
い
う
物
質
面
で
は
閉
鎖
系
で
あ
る
が
、
生
態
系
に
関
与
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
は
開
放
系
と
見
な
さ
れ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
四
つ
の
基
本
要
素
の
う
ち
第
一
の
太
陽
光
線
・
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
は
開
放
系
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
空
間
・
時
間
的
に
無
限
で
あ
る
（
宇
宙
的
な
規
模
で
い
え

ば
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
地
球
の
生
態
系
は
、
そ
の
活
力
源
の
ほ
と
ん
ど
を
太
陽
光
線
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
太
陽
光
線
と
い

う
形
で
提
供
さ
れ
る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
こ
の
閉
鎖
系
の
生
態
系
に
溜
め
込
ま
れ
て
行
き
場
が
な
け
れ
ば
、
と
う
の
昔
に
地
球
は
燃
え
尽

き
て
し
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
地
球
が
現
在
も
熱
平
衡
を
保
っ
て
恒
常
性
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
剰
余
の
熱
が
宇
宙
空
間
に

放
出
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
は
、
図
式
的
に
み
れ
ば
、
地
球
シ
ス
テ
ム
、
太
陽
系
シ
ス
テ
ム
、
宇
宙
シ
ス
テ

ム
が
相
互
に
開
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
環
境
問
題
は
、
一
方
の
命
題
だ
け
の
視
点
で
は
解
決
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
は
両
命
題
は
ｌ
カ
ン
ト
に
剛
し
て
い
え
ば
’
と
も
に
偽
で
あ
る
．
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
意
味
で
の
環
境
鴎
の
解
決
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い
ま
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
、
価
値
観
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
、
多
櫛
化
が
露
呈
し
て
い
る
。
そ
う
思
っ
て
改
め
て
身
の
回
り
を
見
わ

た
し
て
み
る
と
、
環
境
の
面
に
限
定
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
見
方
の
変
化
、
多
様
性
が
目
に
つ
く
。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
即
し

て
い
え
ば
、
自
然
の
開
発
か
、
保
謎
か
、
あ
る
い
は
消
費
の
拡
大
か
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
、
と
い
う
相
対
立
す
る
主
張
で
あ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
は
、
正
命
題
の
「
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
」
と
い
う
の
は
、
科
学
的
な
還
元

論
（
『
の
目
曰
・
己
、
曰
）
の
考
え
方
で
、
自
然
の
開
発
を
容
認
す
る
根
拠
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
を
土
台
と
し
て
成
長
と
進
歩
が
調
わ

れ
、
こ
と
に
経
済
成
長
が
企
て
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
経
済
資
源
と
見
な
さ
れ
、
経
済
資
源
と
し
て
の
自
然
開
発
が

促
進
さ
れ
る
が
、
前
提
と
な
る
の
は
人
間
活
動
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
永
遠
に
続
く
も
の
で
は
な
く
、
早
晩
行
き
詰
る
こ
と

は
目
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
然
は
、
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
に
も
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
持
続
可
能
性

（
⑪
ロ
⑪
国
冒
亘
一
ご
）
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
だ
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
危
機
感
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
反
対
命
題
の
「
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
複
合
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、
哲
学
的
な
全
体
論
（
冒
一
】
⑪
曰
）
に
も
と
づ

く
考
え
方
で
、
自
然
全
体
の
権
利
と
そ
の
保
護
を
主
張
す
る
。

し
か
し
一
口
に
保
護
と
い
っ
て
も
、
そ
の
下
位
概
念
に
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
て
、
｜
般
に
日
本
語
で

「
保
誕
」
と
い
わ
れ
る
概
念
は
、
状
況
に
応
じ
て
保
存
、
保
全
、
保
留
、
回
復
等
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
の
語
粟
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
英
語
の
類
似
の
概
念
に
ど
の
訳
語
を
対
応
さ
せ
る
か
と
い
う
点
で
も
、
場
合
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ぎ
が
あ
り
そ
の
対
応
関
係

策
は
、
正
命
題
の
閉
鎖
系
を
反
対
命
題
の
開
放
系
に
う
ま
く
乗
せ
る
と
こ
ろ
に
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
理
論

的
な
考
え
方
で
あ
っ
て
、
実
践
的
・
技
術
的
に
は
別
問
題
で
あ
る
。

第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

正
命
題
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
。

反
対
命
題
環
境
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
複
合
さ
れ
て
い
る
。
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が
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
多
様
な
意
味
を
簡
略
化
し
て
、
〈
～
か
ら
の
保
護
〉
と
〈
～
の
た
め
の
節
約
〉
と
い
う
二
つ

の
概
念
に
ま
と
め
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
パ
ス
モ
ァ
で
あ
る
（
文
献
④
）
。
バ
ス
モ
ァ
は
、
前
者
を
胃
の
い
の
『
ご
口
三
・
二
、
後
者
を
８
二
⑪
の
可
ご
ｇ
一
○
口

と
定
義
し
た
。
こ
こ
で
は
前
者
に
「
保
存
」
を
、
後
者
に
「
保
全
」
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
保
存
は
生
物
の
種
や
原
生
自
然
を
損
傷

や
破
壊
か
ら
保
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
保
全
は
将
来
の
消
費
に
そ
な
え
た
天
然
資
源
の
節
約
を
意
味
す
る
こ
と
と
定
義
す
る
。
パ
ス
モ

ア
は
、
自
然
に
〈
関
す
る
〉
（
〈
対
す
る
〉
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
バ
ス
モ
ァ
の
見
解
は
後
述
）
人
間
の
責
任
の
た
め
の
保
存
を
前
提
に
し
つ

つ
保
全
の
必
要
性
を
強
調
し
、
そ
の
姿
勢
は
い
わ
ば
持
続
可
能
性
の
追
求
で
あ
る
。
バ
ス
モ
ァ
の
姿
勢
は
、
自
然
そ
の
も
の
に
権
利
は

な
い
が
、
人
間
が
自
ら
の
生
存
の
た
め
に
自
然
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
然
の
保
護
す
な
わ

ち
保
全
は
手
段
で
、
そ
の
目
的
は
人
間
の
生
存
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
保
存
と
保
全
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
っ
て
も
、
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
反
対
命
題
か
ら
大
局
的
に
見
れ
ば
、
「
保

護
」
と
い
う
普
遍
概
念
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
こ
の
考
え
方
の
前
提
は
人
間
活
動
の
制
約
で
あ
る
。

以
上
に
ま
と
め
た
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
と
反
対
命
題
の
対
立
は
、
別
の
見
方
を
す
る
と
環
境
問
題
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
構

成
す
る
。
両
命
題
を
簡
略
化
す
れ
ば
、
「
経
済
成
長
」
か
「
自
然
保
護
」
か
、
あ
る
い
は
「
消
費
の
拡
大
」
か
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
か

と
な
る
。
こ
れ
を
論
理
の
形
式
に
整
理
す
れ
ば
、
「
も
し
経
済
成
長
を
持
続
し
て
人
間
の
消
費
生
活
を
満
足
さ
せ
た
い
な
ら
（
Ａ
）
、
自

然
資
源
の
開
発
を
推
進
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
Ｂ
）
。
も
し
自
然
の
権
利
と
そ
の
保
護
を
主
張
す
る
な
ら
（
Ｃ
）
、
自
然
資
源
の
開

発
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
Ｄ
〉
」
と
な
り
、
こ
れ
は
典
型
的
な
複
合
構
成
的
デ
ィ
レ
ン
マ
の
形
式
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
か
Ｃ
か
で

あ
る
。
ゆ
え
に
Ｂ
か
Ｄ
か
で
あ
る
」
を
構
成
す
る
（
文
献
①
第
五
章
）
。

こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
（
正
命
題
）
か
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
〈
反
対
命
題
〉
か
、

す
な
わ
ち
還
元
論
か
全
体
論
か
（
文
献
⑥
）
と
い
う
対
立
を
構
成
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
・
反
両
命
題
も
、
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単

独
で
は
偽
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
は
二
者
択
一
で
は
な
く
そ
の
融
合
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
「
経
済
成
長
」
か
「
自
然
保
護
」
か
、
と
い
う
面
で
は
、
問
題
は
「
経
済
成
長
を
維
持
し
つ
つ
自
然
を
保
護
す
る
」
と
い
う
両
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立
し
が
た
い
使
命
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
あ
る
い
は
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
策
と
し
て
考
え

ら
れ
た
の
が
、
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
自
然
資
源
の
利
用
を
ど
の
よ
う
に
持
続
さ
せ
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
こ
れ
が
近
年
と

く
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
持
続
可
能
性
で
あ
る
。

ま
た
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
か
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
か
と
い
う
側
面
で
は
、
こ
の
両
命
題
の
二
者
択
一
が
成
立
し
な
い
と
す
れ

ば
、
こ
の
問
題
の
難
点
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
両
者
を
並
列
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
手
段
と
目
的
の
関
係
に
お
く
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
「
地
球
」
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
「
環
境
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
概
念
に
は
も
と
も
と
人
間
の
価
値
が
含
ま
れ
、
価
値

か
ら
離
れ
た
概
念
は
事
実
概
念
す
な
わ
ち
「
自
然
」
で
あ
る
。
「
自
然
」
を
人
間
と
他
者
と
の
関
係
の
場
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

「
環
境
」
概
念
に
転
化
し
、
そ
こ
に
は
単
に
〈
あ
る
〉
と
い
う
事
実
概
念
で
は
な
く
、
〈
あ
る
べ
き
〉
と
い
う
価
値
概
念
が
含
ま
れ
る

（
文
献
①
第
四
章
）
。
し
た
が
っ
て
、
現
境
問
題
に
は
必
然
的
に
人
間
の
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
人
間
を
除

外
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
環
境
は
ま
ず
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
点
の

み
に
専
念
す
る
な
ら
、
視
野
が
狭
く
な
っ
て
、
〈
木
を
見
て
森
を
見
ず
〉
の
事
態
に
陥
ら
ざ
る
を
え
ず
、
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
場
所
の

地
盤
が
危
う
く
な
る
。
そ
こ
で
森
を
見
る
視
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
を

支
え
る
の
が
還
元
論
で
、
こ
れ
を
手
段
・
方
策
と
す
る
な
ら
、
後
者
を
支
え
る
の
が
全
体
論
で
、
こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
の
目
的
・
理

念
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
学
（
方
策
）
と
哲
学
（
理
念
）
の
役
剖
分
担
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

正
命
題
に
い
う
「
環
境
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
」
と
は
、
人
間
の
意
志
が
自
然
に
介
入
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
因
果
関
係
が

は
じ
ま
る
こ
と
と
考
え
る
。
こ
こ
で
の
「
環
境
」
と
は
、
事
実
概
念
と
し
て
の
「
自
然
」
に
人
間
の
意
志
が
介
入
し
て
価
値
概
念
に
転

第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

正
命
題
環
境
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
。

反
対
命
題
環
境
に
は
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
必
然
的
な
自
然
法
則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
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化
し
た
状
況
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
正
命
題
の
根
拠
は
、
倫
理
学
説
に
い
う
自
由
意
志
論
（
非
決
定
論
）
で
あ
る
。
自
由
と

は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
資
質
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
主
張
は
人
間
中
心
主
義
で
あ
り
、
環
境
に
お
け
る
人
間
の
自
由
の
可
能
性
の
保

証
、
道
徳
・
倫
理
の
基
盤
の
確
保
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
主
眼
は
、
人
間
の
自
然
か
ら
の
超
越
の
立
場
か
ら
、
人
間
の
倫
理

学
的
覚
醒
に
よ
る
環
境
問
題
の
解
決
で
あ
る
。

こ
の
人
間
中
心
主
義
倫
理
の
典
型
は
カ
ン
ト
の
説
で
、
そ
の
主
張
は
、
定
言
命
法
の
う
ち
と
く
に
目
的
自
体
の
方
式
「
汝
自
身
の
人

格
の
中
に
も
他
の
す
べ
て
の
人
格
の
中
に
あ
る
人
間
性
を
、
単
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
あ
つ
か
う
よ

＊
 

う
に
行
為
せ
よ
」
（
「
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
第
二
章
）
に
集
約
さ
れ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
は
、
目
的
を
た
て
る
唯
一
の
存
在
は
人
間

で
あ
る
と
い
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
‐
「
人
間
は
．
悟
性
を
も
ち
自
分
自
身
に
任
意
に
目
的
を
た
て
う
る
地
球
上
の
唯
一
の
存

在
者
と
し
て
、
た
し
か
に
自
然
の
歴
と
し
た
主
人
で
あ
り
、
自
然
が
一
つ
の
目
的
論
的
体
系
と
見
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
人
間
の
使
命

か
ら
見
て
自
然
の
最
終
目
的
で
あ
る
」
（
「
判
断
力
批
判
」
亟
困
）
。
こ
れ
に
義
務
の
概
念
を
導
入
し
て
さ
ら
に
端
的
に
表
現
し
て
、
「
単
な

る
理
性
に
従
っ
て
判
断
す
れ
ば
、
人
間
は
、
た
だ
人
間
（
自
分
自
身
あ
る
い
は
他
人
）
に
対
す
る
義
務
よ
り
ほ
か
に
は
い
か
な
る
義
務

も
も
っ
て
い
な
い
」
〈
「
道
徳
の
形
而
上
学
」
第
二
部
空
①
）
と
説
く
。

＊
カ
ン
ト
の
道
徳
的
命
法
の
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
定
言
命
法
の
基
本
方
式
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ン

ト
の
定
百
命
法
と
そ
の
諸
方
式
に
つ
い
て
」
（
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
六
六
号
、
一
九
八
八
年
）
で
ま
と
め
て
論
じ
た
。
目
的
自
体
の
方
式

に
つ
い
て
も
、
こ
こ
に
引
用
し
た
基
本
方
式
以
外
に
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
四
極
が
数
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
所
論
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
人
間
は
目
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
と
他
人
に
対

し
て
の
み
道
徳
的
な
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
義
務
は
自
然
の
被
造
物
に
は
お
よ
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
カ
ン
ト
は
自
然
破
壊
や
動
物
虐
待
を
是
認
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
行
為
は
人
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
に
反
す

る
こ
と
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
自
然
に
見
ら
れ
る
、
た
と
い
生
命
は
な
く
と
も
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
い

え
ば
、
そ
れ
を
い
た
ず
ら
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
性
向
は
、
人
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
に
反
し
て
い
る
」
二
道
徳
の
形
而
上
学
」

第
二
部
琶
『
）
と
い
い
、
ま
た
「
被
造
物
の
な
か
で
、
理
性
は
な
い
け
れ
ど
も
生
命
は
も
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
動
物
を
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こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
虐
待
（
ひ
い
て
は
自
然
破
壊
）
を
避
け
る
べ
き
な
の
は
、
そ
れ
ら
自
体
の
権
利
の
た
め
で
は
な
く
て
、
そ
う

し
た
行
為
が
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
性
を
損
な
う
か
ら
悪
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
、
環
境
問
題
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前

の
西
洋
思
想
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
．
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
も
し
子
供
た
ち
が
こ
の
よ

う
な
残
酷
さ
〔
非
力
な
動
物
た
ち
を
乱
暴
に
扱
う
こ
と
〕
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
反
対
の
取
扱
い
方
を
教
え
て
や
る
べ
き
で

す
。
と
い
う
の
は
、
動
物
を
い
じ
め
た
り
殺
し
た
り
す
る
習
慣
は
、
次
第
に
彼
ら
の
心
を
人
間
に
対
し
て
す
ら
冷
酷
に
さ
せ
る
か
ら
で

す
し
、
ま
た
人
間
よ
り
劣
っ
た
生
物
を
苦
し
め
、
殺
し
て
喜
ぶ
者
は
、
自
分
と
同
種
族
〔
人
間
〕
の
中
の
劣
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
非

常
に
情
愛
深
く
、
優
し
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
す
か
ら
」
「
子
供
た
ち
は
、
初
め
か
ら
い
か
な
る
生
き
物
も
殺
し
た
り
い
じ

め
た
り
す
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
育
て
る
べ
き
で
、
ま
た
ど
ん
な
物
で
も
、
も
っ
と
高
貴
な
も
の
を
保
護
す
る
た
め
と
か
、
あ

る
い
は
役
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
損
な
っ
た
り
こ
わ
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
教
え
る
べ
き
で
す
」
（
「
教
育
に
関
す
る
考
察
」
湾
］
③
、
第

二
章
、
服
部
知
文
訳
、
’
九
六
七
／
一
九
八
八
年
、
岩
波
文
庫
）
。

ロ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
主
張
の
根
拠
は
、
明
ら
か
に
動
物
の
自
然
権
の
擁
護
の
た
め
で
は
な
く
、
動
物
を
虐
待
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し

た
行
為
を
す
る
人
間
の
道
徳
性
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
文
献
③
）
。

ロ
ッ
ク
も
カ
ン
ト
も
、
以
上
に
吟
味
し
た
よ
う
に
、
自
然
に
一
定
の
配
慮
は
す
る
が
、
そ
の
配
慮
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
性
の

た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
中
心
主
義
に
と
ど
ま
る
。

こ
う
し
た
「
自
然
に
〈
対
す
る
〉
人
間
の
責
任
」
と
「
自
然
に
〈
関
す
る
〉
人
間
の
責
任
」
の
違
い
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
パ
ス

暴
力
的
に
ま
た
残
酷
に
あ
つ
か
う
こ
と
は
、
人
間
の
自
分
自
身
の
義
務
に
一
層
反
し
て
い
る
」
（
同
上
）
と
も
い
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
所
論
を
的
確
に
解
釈
し
た
の
は
つ
ぎ
の
文
一
一
一
一
国
で
あ
る
．
ｌ
「
カ
ン
ト
は
、
す
べ
て
の
義
務
は
人
闘
に
対
す
る

義
務
で
あ
っ
て
、
自
然
や
動
物
に
〈
対
す
る
〉
義
務
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
自
然
や
動
物
に
〈
関
す
る
〉
自
分
の
義
務
を
勘

違
い
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
主
義
の
義
務
論
に
厳
格
に
従
う
な
ら
ば
、
人
間
非
中
心
主
義
の
環
境
倫

理
は
す
べ
て
、
自
然
に
〈
関
す
る
〉
義
務
を
自
然
に
〈
対
す
る
〉
義
務
と
思
い
違
い
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」

（
文
献
⑦
）
。
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こ
こ
に
パ
ス
モ
ア
の
人
間
対
自
然
の
関
係
の
基
本
的
な
姿
勢
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
で
見
る
と
お
り
、
パ
ス
モ
ァ
は
本
質
的
に

は
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
の
人
間
中
心
主
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
基
本
姿
勢
を
敷
行
し
て
い
え
ば
、
パ
ス
モ
ァ
の
主
張
は
、
自
然
中
心

主
義
者
（
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
）
が
主
張
す
る
よ
う
な
自
然
の
権
利
な
ど
は
無
意
味
で
あ
り
、
自
然
に
対
す
る
新
し
い
道
徳
的
配
慮
を
導
入

モ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
本
の
標
題
冒
冒
畠
§
§
一
言
こ
す
言
冒
冨
〕
は
、
し
ば
し
ば
自
然
に
〈
関
す
る
〉
（
す
）
人
間
の
責
任
で
は
な
く
て
、
自

然
に
〈
対
す
る
〉
（
８
）
責
任
と
し
て
、
間
違
っ
て
引
用
さ
れ
る
。
違
い
は
根
本
的
で
あ
る
。
「
自
然
」
は
、
そ
れ
に
対
し
て
人
間

が
慈
善
団
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
責
任
を
負
う
べ
き
擬
似
人
間
で
は
な
い
。
人
間
は
自
然
に
〈
関
す
る
〉
責
任
を
有
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
人
間
の
行
為
が
、
生
物
圏
に
お
け
る
多
大
な
変
化
、
人
間
の
活
動
の
本
性
に
お
け
る
変
化
か
ら
浮
上
す
る

変
化
に
関
し
て
因
果
関
係
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う
事
実
に
起
因
す
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
は
自
然
の
部
分
を
形
成
す
る
。
そ
の
か

ぎ
り
で
は
、
人
間
は
生
物
圏
の
存
在
物
に
関
す
る
（
ず
『
）
責
任
を
も
た
な
い
ば
か
り
か
、
生
物
圏
を
支
配
す
る
何
ら
か
の
意
味

で
の
全
体
的
な
制
御
力
も
有
し
な
い
。
し
か
し
人
間
は
、
全
く
根
本
的
な
責
任
と
い
う
点
で
、
生
物
圏
の
他
の
構
成
物
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
間
違
い
な
く
、
私
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
人
間
の
排
出
物
の
よ
う
な
人
工
の
汚
染
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
自
分
の
排
出
物
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
生
物
種
も
い
れ
ば
、
こ
の
排
出
物
に
対
し
て
徐
々
に
自
分
自
身
を

順
応
さ
せ
て
き
た
生
物
圏
の
彼
ら
の
仲
間
も
い
る
。
し
か
し
人
間
は
、
と
り
わ
け
工
業
化
社
会
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
、
著
し

い
度
合
で
か
つ
非
常
に
急
激
な
や
り
方
で
、
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
他
の
生
物
種
に
は
不
可
能
だ
け
れ
ど
も
、
人

間
に
は
、
他
の
生
物
種
が
「
排
出
」
し
た
も
の
を
調
査
し
、
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
能
力
が
あ
る
。
そ
し
て
第
三

に
、
こ
の
よ
う
な
必
然
的
な
責
任
は
、
人
間
の
場
合
に
は
、
人
間
種
以
外
に
は
適
用
さ
れ
な
い
概
念
で
あ
る
道
徳
的
な
責
任
を

惹
き
起
こ
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
は
、
正
し
く
も
人
間
と
他
の
種
の
類
似
点
を
強
調
す
る
。
し
か
し
人
間
だ
け
が
「
環
境
哲
学
」

（
の
８
石
三
ｃ
ｍ
：
ご
）
を
展
開
す
る
必
要
性
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
す
る
可
能
性
を
も
つ
。
（
文
献
⑤
己
・
菖
）
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主
な
論
者
に
、
「
土
地
倫
理
」
（
一
口
己
の
旨
。
）
を
提
唱
し
た
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
（
「
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
」
）
、
「
創
世
記
」

の
文
一
實
を
根
拠
に
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
キ
リ
ス
ト
教
の
ｌ
ひ
い
て
は
そ
れ
を
土
台
と
す
る
西
洋
思
想
の
１
人
Ⅷ
中
心
主
義
を
告
発
し

た
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
ー
．
機
械
と
神
」
）
、
動
物
の
権
利
を
主
張
し
た
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
（
「
動
物
の
解
放
」
「
動
物
の

＊
 

権
利
」
）
、
「
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
を
唱
え
た
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
や
そ
の
理
論
を
踏
襲
す
る
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
が
い

る
。
さ
ら
に
も
っ
と
過
激
な
の
は
、
一
巡
の
自
然
の
解
放
主
義
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
急
進
的
環
境
主
義
者
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的

な
一
派
は
、
た
と
え
ば
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
・
コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
協
会
、
ア
ー
ス
・
フ
ァ
ー
ス
ト
等
で
あ

り
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
過
激
な
環
境
主
義
運
動
で
あ
る
（
こ
の
辺
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
文
献
③
参
照
）
。

＊
先
に
正
命
題
の
論
者
の
一
人
と
し
て
取
り
上
げ
た
バ
ス
モ
ア
は
、
ネ
ス
の
「
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
自
ら

の
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ｌ
「
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
論
文
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
哲
学
者
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
は
、
彼
の
い
う

〈
シ
ャ
ロ
ー
〉
（
吻
冨
一
一
・
三
）
な
環
境
哲
学
と
〈
デ
ィ
ー
プ
〉
（
二
の
ｇ
）
な
そ
れ
と
を
区
別
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
〈
シ
ャ
ロ
ー
〉
な
環
境
哲
学
者
は

自
分
た
ち
の
関
心
を
資
源
の
保
全
と
汚
染
の
削
減
に
制
限
す
る
が
、
そ
れ
も
そ
れ
ら
が
先
進
国
の
市
民
の
健
康
と
財
産
に
影
響
す
る
限
り
に
お
い

て
で
あ
る
。
私
は
「
自
然
に
関
す
る
人
間
の
責
任
」
で
、
私
自
身
が
〈
シ
ャ
ロ
ー
〉
な
環
境
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
折
に
ふ
れ
て
ほ
の
め
か
し
た

が
、
し
か
し
私
の
環
境
哲
学
に
関
す
る
次
作
で
は
、
私
は
〈
デ
ィ
ー
プ
〉
の
兆
候
を
示
す
。
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
解
釈
を
私
は
拒
絶
す
る
。
私

は
、
関
心
を
裕
福
な
国
に
瓢
隈
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
ｌ
そ
れ
は
く
発
展
途
上
国
〉
の
指
標
へ
ほ
ん
の
一
瞥
し
て
い
る
こ
と
か
ら
で
も
咽
ら
か

で
あ
る
Ｉ
‐
動
物
の
極
や
原
生
自
然
の
破
壊
を
、
無
関
心
を
装
っ
て
省
み
な
い
と
い
う
の
で
も
な
い
」
（
文
献
⑤
▽
『
三
）
。

す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
の
破
壊
は
人
間
の
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か
す
愚
行
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
阻

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
、
権
利
主
体
と
し
て
の
自
然
に
〈
対
す
る
〉
責
任
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
人

間
の
未
来
世
代
の
た
め
の
資
源
の
「
保
全
」
と
い
う
意
味
で
の
自
然
に
〈
関
す
る
〉
責
任
で
あ
る
。

以
上
の
正
命
題
に
対
し
て
、
反
対
命
題
に
い
う
「
環
境
に
は
自
由
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
必
然
的
な
自
然
法

則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
」
は
、
科
学
的
因
果
決
定
論
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
科
学
主
義
に
も
と
づ
く
論
者
は
、
自
然
中
心
主
義
を
標
傍

し
、
人
間
は
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
立
場
に
立
脚
す
れ
ば
、
人
間
は
自
然
か
ら
超
絶
し
た
特
別
な
存
在
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
人
間
を
自
然
の
中
に
お
い
て
そ
れ
と
同
等
の
位
置
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
問
題
は
そ
の
枠
内
で
解
決
が
図
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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正
命
題
と
反
対
命
題
の
対
立
は
、
要
す
る
に
自
我
（
人
間
）
と
自
然
の
対
立
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
を
表
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
両
命
題
が
お
互
い
に
自
ら
の
立
場
に
固
執
し
て
い
て
は
不
可
能
で
、
何
ら
か
の
方
策
で

こ
の
二
項
対
立
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
・
反
両
命
題
は
、
カ
ン
ト
の
見
方
に
従
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
真
で
あ
り
う
る
。
こ
の
両
命
題

は
、
双
方
の
単
な
る
誤
解
に
よ
っ
て
互
い
に
対
立
し
て
い
る
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
双
方
の
誤
解
を
解
く
た
め
に
は
、
正

命
題
の
人
間
中
心
主
義
と
反
対
命
題
の
自
然
中
心
主
義
〈
人
間
非
中
心
主
義
）
と
の
融
合
点
を
探
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
方
策
の
道
を
開
く
の
は
、
カ
ン
ト
の
自
我
（
人
間
）
と
自
然
と
の
融
和
の
試
み
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
「
実
践
理

性
批
判
」
の
終
縞
部
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
名
高
い
一
節
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
．
Ｉ
「
繰
り
返
し
熟
考
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ね
に
新

た
に
そ
し
て
い
や
増
す
感
嘆
と
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
心
を
充
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
の
上
に
あ
る
星
を
ち
り
ば
め
た
空

と
、
私
の
内
に
あ
る
道
徳
法
則
と
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
「
私
の
上
に
あ
る
星
を
ち
り
ば
め
た
空
」
は
自
然
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
自

然
の
原
理
と
す
れ
ば
、
「
私
の
内
に
あ
る
道
徳
法
則
」
は
自
我
の
原
理
で
あ
る
。
自
然
と
自
我
が
カ
ン
ト
に
お
け
る
世
界
の
二
つ
の
原

理
で
あ
る
。
自
然
の
原
理
を
基
礎
づ
け
る
試
み
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
で
あ
り
、
自
我
の
原
理
を
論
ず
る
の
が
「
実
践
理
性
批
判
」
で

あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
自
我
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
内
な
る
世
界
す
な
わ
ち

道
徳
の
確
立
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
外
な
る
世
界
す
な
わ
ち
自
然
認
識
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
然
（
私
の
外
な

る
世
界
）
と
自
我
（
私
の
内
な
る
世
界
）
と
は
、
手
段
と
目
的
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
第
一

批
判
と
第
二
批
判
に
よ
っ
て
、
自
然
の
認
識
を
司
る
理
論
理
性
の
限
界
を
定
め
、
そ
の
根
底
に
自
我
の
原
理
と
し
て
の
実
践
理
性
の
役

割
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
我
と
自
然
の
総
合
の
試
み
が
、
カ
ン
ト
の
主
著
、
す
な
わ
ち
上
記
の
二
書
に
第
三
批

判
「
判
断
力
批
判
」
を
含
め
た
三
批
判
書
の
、
ひ
い
て
は
そ
の
哲
学
全
体
を
貫
く
主
題
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
議
論
を
援
用
し
て
い
え
ば
、
手
段
（
自
然
）
と
目
的
（
自
我
）
は
そ
れ
ぞ
れ
真
で
あ
る
が
、
し
か
し
各
々
単
独

で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
自
然
は
従
と
し
て
、
自
我
は
主
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
そ
れ
ぞ
れ
正
常
に
機
能
す
る

し
｝
い
う
こ
し
｝
で
Ｌ
あ
る
。
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正
命
題
の
「
環
境
の
因
果
性
の
系
列
に
は
、
何
ら
か
の
絶
対
的
な
存
在
者
が
あ
る
」
と
は
、
こ
こ
で
は
絶
対
主
義
な
い
し
は
全
体
主

義
に
立
つ
宗
教
的
な
世
界
観
の
こ
と
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
地
球
全
体
を
躍
動
的
な
有
機
体
と
見
な
し
、
自
然
の
認
識
に
は
た
ら
く

理
性
の
土
台
に
、
崇
高
さ
・
敬
虐
な
感
情
を
お
く
も
の
の
見
方
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
考
え
方
と
し
て
、
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
化
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
が
唱
え
た
「
ガ
イ
ア
仮
説
」
〈
の
鳥

こ
の
よ
う
に
正
命
題
と
反
対
命
題
と
の
関
係
を
、
前
者
を
目
的
、
後
者
を
手
段
と
し
て
見
て
く
る
と
、
環
境
問
題
は
、
結
局
は
人
間

＊
 

中
心
主
義
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
環
境
」
と
は
善
き
生
活
の
場
の
｝
」
と
で
あ
り
、
事
実
概
念
と
し
て
の
「
自
然
」
を
「
環
境
」
と

言
い
か
え
た
と
こ
ろ
に
人
間
の
価
値
概
念
が
導
入
さ
れ
、
価
値
と
は
ま
さ
に
人
間
の
善
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
目
的
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

本
来
、
人
間
は
日
常
の
営
み
の
中
で
目
的
と
手
段
を
も
つ
。
手
段
を
追
究
す
る
の
は
科
学
で
あ
り
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
高
度
な
技
術

力
に
よ
っ
て
人
間
の
生
活
の
基
盤
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
手
段
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
字
義
ど
お
り
何
か
を
め
ざ
す
た
め

に
存
在
す
る
。
そ
の
め
ざ
さ
れ
る
も
の
は
目
的
と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
考
え
る
の
が
哲
学
で
あ
り
倫
理
学
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
、
人
間

に
と
っ
て
一
般
的
な
よ
り
よ
い
生
き
方
の
追
究
で
あ
る
。
そ
の
よ
り
よ
い
生
き
方
を
個
別
の
分
野
で
考
え
る
の
が
、
応
用
倫
理
学
と
し

ら
で
あ
る
。

＊
一
」
｝
，

て
の
環
境
倫
理
学
で
あ
る
。

第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

正
命
題
環
境
の
因
果
性
の
系
列
に
は
、
何
ら
か
の
絶
対
的
な
存
在
者
が
あ
る
。

反
対
命
題
こ
の
系
列
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
人
間
中
心
主
義
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
吟
味
し
て
き
た
よ
う
に
、
単
純
に
既
存
の
人
間
優
位
と
い
う
意
味
で
の
考
え
方
で
は
な
い
。
人

間
は
自
ら
を
外
な
る
目
で
視
る
メ
タ
存
在
と
し
て
、
「
人
間
を
含
ん
だ
自
然
」
と
「
人
間
の
中
に
含
ま
れ
た
自
然
」
を
同
時
に
〈
自
己
言
及
〉
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
自
覚
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
（
こ
の
議
論
と
〈
自
己
言
及
性
〉
に
つ
い
て
は
、
文
献

①
第
四
章
参
照
）
。
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ご
冒
二
の
⑰
一
ｍ
）
を
当
て
て
み
よ
う
（
文
献
⑨
⑩
）
。
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
地
球
全
体
を
生
命
体
と
み
な
し
、
そ
の
意
味
で
の
地
球
を
ギ
リ
シ
ャ

神
話
に
い
う
大
地
を
擬
人
化
し
た
女
神
「
ガ
イ
ァ
」
と
命
名
し
、
そ
の
構
造
を
生
化
学
的
に
理
論
づ
け
た
。
そ
の
理
論
の
骨
子
に
つ
い

て
は
ナ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
紹
介
が
簡
に
し
て
饗
を
得
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
援
用
す
る
．
ｌ
「
こ
の
惑
星
峰
自
瀦
御
す
る
環
境

を
つ
く
っ
て
き
つ
つ
現
在
も
そ
れ
を
維
持
し
て
お
り
、
こ
の
環
境
は
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
生
命
体
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
自
ら
も

生
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
〈
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
〉
の
よ
う
な
個
々
の
存
在
や
種
も
、
細
胞
や
器
官
が
そ
れ
ら

自
身
の
身
体
に
対
し
て
も
つ
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
地
球
に
対
し
て
も
不
可
分
の
全
体
の
部
分
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
脳
細
胞

や
肝
臓
を
そ
の
生
命
を
支
え
る
有
機
体
全
体
か
ら
引
き
離
し
て
評
価
し
た
り
配
慮
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
よ
う
に
、
適
正

な
環
境
倫
理
は
、
全
体
で
あ
る
地
球
に
価
値
を
与
え
る
よ
う
要
求
す
る
。
人
類
は
、
こ
の
地
球
と
い
う
共
同
体
の
な
か
で
唯
一
の
道
徳

的
な
意
識
を
も
つ
構
成
員
、
す
な
わ
ち
ガ
イ
ァ
の
脳
細
胞
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
自
分
た
ち
が
属
す
る
地
球
と
い
う
存
在
の
幸
福
を
持

続
す
る
た
め
に
自
制
と
い
う
独
自
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
文
献
③
訳
書
三
七
○
頁
）
。

ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
ガ
イ
ア
仮
説
を
取
り
入
れ
て
、
独
自
の
環
境
論
と
し
て
の
「
自
己
生
成
す
る
地
球
」
論
を
展
開
し
た
の
は
森
山
茂
で

あ
る
。
森
山
は
、
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
嫌
っ
た
一
般
に
流
布
し
て
い
る
強
い
ガ
ィ
ァ
仮
説
す
な
わ
ち
「
目
的
論
的
な
ア
ニ
マ
性
」
を
廃

し
、
Ｈ
・
Ｒ
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
お
よ
び
Ｆ
・
Ｊ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
を
取
り
入
れ
て
新
し
い
生
命
シ
ス
テ
ム
論
を

企
て
た
．
彼
は
、
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
い
う
ガ
イ
ァ
を
〈
自
己
薑
及
的
な
〉
場
所
の
総
体
と
み
恋
し
づ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
自
己

言
及
的
な
場
所
と
は
、
力
動
的
な
無
限
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
場
所
を
い
い
、
そ
れ
が
ま
た
地
球
生
命
圏
と
い
う
場
所
の
場
所
性
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
場
所
が
ど
う
し
て
地
球
に
存
在
す
る
の
か
？
そ
れ
は
地
球
に
生
命
が
存
在
し
、
地
球
が
生
命
の
な
す

系
、
超
生
命
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
単
な
る
〈
も
の
シ
ス
テ
ム
〉
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
地
球
は
〈
地
球
生
命
圏
〉
と
い
う
、
生
命
が

作
り
出
し
た
今
場
所
鰺
な
の
で
あ
る
」
「
た
と
え
ば
、
真
核
細
胞
と
い
う
場
所
は
原
核
生
物
の
共
生
に
よ
る
所
産
で
あ
る
。
そ
の
場
所

で
原
核
生
物
は
自
分
た
ち
を
画
し
て
い
た
壁
を
取
り
払
い
、
両
者
が
共
有
で
き
る
場
所
に
自
己
を
溶
け
込
ま
せ
た
。
だ
が
、
そ
の
場
所

は
も
と
も
と
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
は
そ
の
場
所
の
外
で
は
起
こ
り
得
な
い
か
ら
、
彼
ら
の
共
有

す
る
場
所
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
原
核
生
物
が
共
生
と
し
て
の
新
し
い
場
所
（
環
境
）
を
創
造
し
、
そ
の
環
境
が
真
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第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
に
対
し
て
、
反
対
命
題
に
い
う
「
こ
の
系
列
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
が
偶

然
的
で
あ
る
」
と
は
、
相
対
主
義
に
立
つ
科
学
主
義
の
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
科
学
精
神
の
基
盤
で

あ
る
還
元
論
に
則
り
、
因
果
関
係
に
よ
る
解
決
を
め
ざ
す
。

正
命
題
の
典
型
と
し
て
見
て
き
た
ガ
イ
ァ
仮
説
は
、
こ
の
科
学
主
義
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
蹴
さ
れ
る
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
先
に
言
及
し
た
森
山
は
、
ガ
ィ
ァ
仮
説
の
生
命
観
に
よ
っ
て
近
代
科
学
を
支
え
て
き
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
も
つ
「
機
械

献
⑪
一
二
一
頁
以
下
）
。

要
す
る
に
森
山
に
よ
れ
ば
、
地
球
の
も
つ
最
大
の
特
質
は
〈
生
成
す
る
惑
星
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
え
ず
新
し
い
何
か
を
生
み
続
け

＊
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
全
体
と
を
更
新
し
て
い
く
〈
自
己
一
一
一
一
口
及
性
〉
を
そ
な
え
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
地
球
と
い
う
惑
星
の

も
つ
自
己
言
及
的
に
生
命
を
作
り
出
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
生
成
す
る
場
所
を
絶
え
ず
生
み
出
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

＊
＊
 

に
見
ら
れ
る
地
球
全
体
を
曜
助
的
な
有
機
体
と
見
な
す
立
場
は
、
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
命
題
の
典
型
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

＊
〈
自
己
言
及
性
〉
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
（
文
献
①
）
。
と
く
に
環
境
問
題
に
お
け
る
〈
自

己
言
及
性
〉
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
と
第
五
章
で
吟
味
し
た
。

＊
＊
こ
う
し
た
世
界
把
握
に
つ
い
て
は
、
別
の
方
面
か
ら
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・

ペ
ヅ
ク
リ
ー
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
．
ｌ
「
地
球
全
体
が
一
匹
の
大
醤
な
鋤
物
で
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
背
に

寄
生
し
て
い
る
生
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
体
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。
こ
の
文
言
の
引
用
者
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
「
検
前
す
れ
ば
、
人
間
は
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
存
在
基
盤
を
容
赦
な
く
食
い
物
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
．
ｌ
こ
れ
は
ま
こ
と
に
今
日
的
な
図
で
あ
る
」
一
フ
ラ
ン
シ
・
ツ
ェ
ル
ガ
ー
「
ペ
ッ
ク
リ
ー
ン
〈
鑓
の
臓
》
」
蘭
阪
一
流
訳
、
元
九
八

年
、
三
元
社
、
四
九
頁
以
下
）
。

核
生
物
と
い
う
新
し
い
生
命
を
生
み
出
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
真
核
生
物
が
共
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
環
境
が
生
ま
れ
、
同
様
の

創
造
的
な
動
き
に
よ
り
新
し
い
生
命
が
生
ま
れ
る
」
「
こ
の
よ
う
な
創
造
的
な
力
に
満
ち
た
自
己
言
及
的
な
場
所
の
総
体
、
そ
れ
が
地

球
生
命
圏
で
あ
る
。
〈
生
成
〉
は
こ
の
よ
う
な
自
己
言
及
的
な
無
限
を
も
つ
場
所
の
本
質
的
性
質
か
ら
生
じ
る
。
こ
れ
は
生
成
論
の
最

も
重
要
な
点
で
あ
り
、
な
ぜ
超
生
命
シ
ス
テ
ム
が
自
発
発
展
し
て
ゆ
く
動
き
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
に
対
す
る
答
な
の
で
あ
る
」
（
文
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(１９） 190 
論
的
な
生
命
観
」
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
森
山
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

ガ
イ
ア
仮
説
批
判
の
代
表
者
と
し
て
佐
倉
統
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
（
文
献
⑥
と
く
に
「
第
三
章
・
３
さ
ら
ば
ガ
ィ
ァ
》
。
そ
の

骨
子
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
進
化
論
の
立
場
に
立
つ
批
判
で
あ
り
、
そ
の
矢
面
に
立
つ
の
は
ガ
ィ
ァ
仮
説
の
「
地
球
生
命
体
論
」
と
反

還
元
論
的
な
全
体
論
思
想
で
あ
る
。
佐
倉
は
、
ガ
イ
ア
仮
説
の
論
理
構
成
と
記
述
の
大
枠
の
正
し
さ
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
も
つ
負

の
影
響
が
大
き
い
ゆ
え
に
批
判
す
る
と
い
う
。
ガ
イ
ァ
仮
説
の
負
の
影
響
と
は
、
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
か
「
環
境
に
や
さ
し
い
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
欺
職
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
、
と
い
う
。
佐
倉
に
と
っ
て
環
境
問
題
の
目
的
は
、
人
間
の
生

活
を
ど
う
す
る
か
で
あ
っ
て
、
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
で
は
な
い
。
そ
の
主
張
に
立
脚
す
る
ガ
ィ
ァ
仮
説
批
判
の
論
理
構
造
を
ま
と
め

る
と
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ｌ
ガ
イ
ァ
仮
説
の
加
担
者
の
主
張
の
目
的
は
．
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
「
環
境
に
や
さ
し
い
」
で

あ
る
。
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
破
壊
の
元
凶
で
あ
る
人
類
を
一
掃
す
れ
ば
い
い
。
そ
の
手
段
の
実
践
は
、
環
境
破
壊
の
現
状
に

何
も
手
を
打
た
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
結
果
、
手
段
の
達
成
と
し
て
、
い
ず
れ
人
間
が
生
存
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
地

球
・
環
境
の
総
体
と
し
て
の
「
ガ
イ
ァ
」
の
み
が
生
き
残
る
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
る
（
八
二
頁
以
下
）
。

〔
ガ
イ
ア
仮
説
の
い
う
よ
う
に
〕
環
境
創
生
へ
の
生
命
圏
の
積
極
的
な
関
わ
り
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
思
想
だ
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
長
ら
く
近
代
思
想
を
支
え
て
き
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
打
破
す
る
ま
っ
た
く
新
し
い
考
え
だ
か
ら

で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
で
は
、
生
命
に
と
っ
て
の
環
境
と
は
、
単
に
自
身
が
生
み
落
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
り
、
与

え
ら
れ
た
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
「
適
者
生
存
」
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
環
境
に
試
さ
れ
適
し
た
生
物
の
み
が
生
き
残
る
と
考
え

て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
基
本
と
な
る
思
想
の
中
に
は
、
生
命
と
は
積
極
的
に
環
境
を
も
作
り
変
え
て
い
く
存
在
で
あ

る
と
い
う
見
方
は
な
か
っ
た
。
生
命
に
よ
る
積
極
的
な
環
境
創
生
の
導
入
と
い
う
意
味
で
、
ガ
イ
ア
論
の
登
場
は
歴
史
的
な
意
義

を
も
っ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
｜
般
の
科
学
者
た
ち
が
示
す
過
敏
と
も
い
え
る
ガ
イ
ァ
論
へ
の
拒
絶
反
応
は
、
こ
の
よ
う
な
ガ

イ
ア
論
に
よ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
基
底
へ
の
ゆ
さ
ぶ
り
に
対
す
る
衝
撃
と
と
ま
ど
い
の
反
動
で
あ
ろ
う
。
（
文
献
⑪
一
三
頁
）
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佐
倉
は
、
反
対
命
題
の
論
拠
で
あ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
立
ち
な
が
ら
も
、
こ
の
融
合
の
可
能
性
と
解
釈
さ
れ
る
独
自
の
議
論

を
展
開
し
て
い
る
。
佐
倉
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
旧
来
の
自
然
観
で
あ
る
人
間
‐
自
然
と
い
う
二
項
対
立
を
廃
し

て
、
人
間
を
含
ん
だ
形
で
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
人
間
の
中
に
は
自
然
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
だ

と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
中
で
は
人
間
は
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
自
然
は
人
間
の
中
の
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
佐
倉
は
、
さ
ら
に
こ
の
自
然
は
、
唯
一
客
観
的
な
存
在
で
は
な
く
て
、
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク

ス
キ
ュ
ル
の
概
念
を
援
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
体
制
に
よ
る
環
境
世
界
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
人
間
が
「
人
間
を
含

ん
だ
形
で
の
自
然
を
理
解
す
る
」
視
点
を
〈
自
己
言
及
性
〉
と
見
な
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
要
素
間
の
関
係
の
相
互
性
に
よ
る
場

所
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
所
は
、
す
で
に
古
典
力
学
の
空
間
で
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
の
器
と
し
て
の
静
的
な
生
息
場
所

で
も
な
く
て
、
要
素
の
関
与
と
と
も
に
相
互
形
成
さ
れ
る
動
的
な
環
境
で
あ
る
。
し
か
も
佐
倉
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
中
に
含
ま
れ
る
自

然
と
は
、
具
体
的
に
は
遺
伝
子
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
情
報
伝
達
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
所
は
重
層
構
造
を
な
す
。

カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
正
・
反
両
命
題
は
と
も
に
真
で
あ
り
う
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
前
提
を
真
で
あ
る
と
認
め
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
も
ま
た
真
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
前
提
ど
う
し
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
相
容
れ
な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
の
結
論
で
あ
る
世
界
観
も
相
対
立
す
る
。
単

な
る
世
界
観
の
論
争
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
ら
、
両
論
は
歩
み
寄
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
こ
と
環
境
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

両
者
が
自
説
に
こ
だ
わ
っ
て
議
論
を
続
け
て
い
て
も
実
り
が
な
い
。
こ
こ
で
は
〈
自
己
言
及
性
〉
の
概
念
を
導
入
し
て
、
正
・
反
両
説

以
上
の
議
論
展
開
は
、
そ
の
論
理
構
造
は
正
し
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
は
た
し
て
本
当
に
ガ
イ
ァ
仮
説
論
者
の
主
張
な
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
吟
味
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
議
論
が
本
題
か
ら
離
れ
る
の
で
問
わ
な
い
。
た
し
か
に
、
反
対
命
題
の
主
張

を
前
提
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
理
と
は
各
命
題
の
中
身
を
仮
に
真
と
認
め
れ
ば
そ
の
「
形
式
」
と

し
て
の
構
造
は
「
正
」
す
な
わ
ち
妥
当
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
、
そ
も
そ
も
命
題
の
「
内
容
」
が
「
真
」
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ

る
Ｃ 

の
融
合
を
試
み
て
み
よ
う
。

佐
倉
は
、
反
対
命
題
の
塾
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こ
の
よ
う
な
視
点
を
敷
術
す
れ
ば
、
場
所
と
そ
の
中
の
諸
要
素
〈
人
間
と
自
然
）
と
は
相
互
に
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
要
素
と
要

素
と
の
相
互
関
係
が
有
機
的
な
場
所
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
ら
、
こ
の
自
然
と
人
間
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
重

層
構
造
の
場
所
を
そ
の
よ
う
に
認
識
す
る
人
間
は
、
メ
タ
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
メ
タ
存
在
と
し
て
の
人
間
が
重
層
構
造

と
し
て
の
場
所
に
関
与
す
る
こ
と
こ
そ
、
〈
自
己
一
一
一
一
口
及
性
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
一
一
一
口
い
か
え
れ
ば
、
人
間
は
メ
タ
存
在
と
し
て
、
「
人
間

を
含
ん
だ
自
然
」
と
「
人
間
の
中
に
含
ま
れ
た
自
然
」
を
同
時
に
〈
自
己
言
及
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
文
献
①
第
一
章
・
第
四
章
）
。
こ
う
し
て
メ
タ
存
在
の
〈
自
己
言
及
性
〉
の
視
点
で
正
・
反
両
命
題
は
融
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
「
環
境
世
界
」
（
ご
冒
乏
の
戸
）
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
て
、
動
物
の
認
知
世
界
を
読
み
解
く
（
文
献
⑫
）
。
そ
し
て
、

お
よ
そ
動
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
独
自
の
生
息
場
所
と
し
て
の
環
境
世
界
が
あ
り
、
同
じ
一
つ
の
対
象
物
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
種
の
体
制
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
知
覚
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
は
唯
一
客
観
的
な
世

界
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
体
制
に
即
し
て
、
自
ら
を
中
心
と
し
て
描
く
環
境
世
界
な
の
で
あ
る
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
、
す
べ
て
を
包
括
し
て
い
る
客
観
的
な
宇
宙
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
た
だ
こ
の
よ
う
な
古
く
さ
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
助
け
を
借
り
る
ほ
う
が
、
お
互
い
に
話
が
通
じ
や
す
い
か
ら
と
い
う
だ
け

＊
 

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
｝
」
に
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
客
観
的
世
界
を
約
束
ご
と
と
し
て
の
共
生
の
場
と
み
な
せ
ば
、
そ
こ
に

生
息
す
る
す
べ
て
の
生
物
を
包
み
込
む
有
機
的
な
場
所
を
ガ
イ
ァ
と
名
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
文
献
①
第
一
章
・
第
四
章
）
。

＊
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
る
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
の
主
張
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
動
物
は
単
な
る
客
体
で
は
な
く
、
知
覚
と
作
用
と
を
そ
の
本

償
的
な
禰
鋤
と
す
る
主
体
と
見
な
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
あ
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
そ
う
な
れ
ば
蝋
聴
世
界
へ
麺
じ
ろ
門
は
す
で
に
開

か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
体
が
知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
そ
の
知
覚
世
界
（
三
月
尊
の
一
二
に
な
り
、
作
用
す
る
も
の
は
す
べ
て

そ
の
作
用
世
界
（
三
一
『
写
の
一
片
）
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
知
覚
世
界
と
作
用
世
界
が
連
れ
だ
っ
て
環
境
世
界
（
己
曰
言
一
戸
）
と
い
う
一
つ
の
完
結
し

た
全
体
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
だ
」
。
な
お
ま
た
、
カ
ン
ト
の
感
性
の
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
・
時
間
論
を
援
用
し
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
説
く
。
ｉ
「
生
き
た
主
体
な
し
に
は
空
間
も
時
間
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
物
学
は
カ
ン
ト
の
学
説
と
決
定
的

な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
生
物
学
は
環
境
世
界
説
で
主
体
の
決
定
的
な
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
学
説
を
自
然
科
学

的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
〈
引
用
は
新
訳
に
よ
っ
た
が
、
ご
ョ
三
の
戸
は
旧
訳
の
ま
ま
「
環
境
世
界
」
と
し
た
。
）
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し
か
し
た
し
か
に
、
地
球
を
生
命
体
と
見
な
す
ガ
イ
ア
仮
説
は
、
自
己
複
製
す
る
と
い
う
生
命
体
（
生
物
）
の
定
義
を
援
用
す
れ
ば

当
然
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
ガ
イ
ァ
に
生
物
の
定
義
を
厳
密
に
適
用
し
な
く
と
も
、
も
っ
と
ゆ
る
く
広
い
意
味
で
の
有
機

＊
 

体
と
解
釈
す
れ
ば
と
く
に
問
題
視
す
る
｝
」
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
い
う
有
機
体
と
は
、
｜
つ
の
組
織
体
を
構
成

す
る
各
部
分
が
、
一
定
の
ま
と
ま
り
の
下
に
統
一
さ
れ
、
部
分
と
全
体
が
必
然
的
か
つ
不
可
分
な
関
係
を
有
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

地
球
は
自
己
複
製
し
な
い
か
ら
生
物
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
一
歩
譲
っ
て
、
科
学
理
論
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
地
球

を
そ
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
達
せ
ら
れ
る
。
ガ
イ
ァ
仮
説
は
そ
れ
以

上
の
も
の
で
も
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
イ
ア
仮
説
を
環
境
意
識
改
革
と
考
え
れ
ば
、
十
分
に
そ
の
意

義
は
あ
る
。
環
境
意
識
へ
の
覚
醒
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
科
学
的
欠
陥
を
暴
き
立
て
る
こ
と
ば
な
い
。

鶚
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
生
命
の
定
義
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
生
命
と
は
何
か
を
科
学
的
な
こ
と
ば
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

〔
略
〕
わ
た
し
の
み
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ま
で
生
命
の
定
義
に
成
功
し
た
人
間
は
ひ
と
り
も
い
な
い
の
だ
」
（
文
献
⑩
）
。

ガ
イ
ァ
仮
説
で
論
じ
ら
れ
る
地
球
の
恒
常
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
言
に
俟
つ
ま
で
も
な
く
、

｜
般
に
生
命
を
一
意
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
と
さ
れ
る
が
、
生
命
体
す
な
わ
ち
生
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
質
と
し
て
、

ふ
つ
う
は
自
己
複
製
能
力
、
物
質
代
謝
（
三
日
：
。
一
一
、
三
）
能
力
、
恒
常
性
維
持
能
力
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｅ
・
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
、

生
命
に
お
け
る
恒
常
性
を
と
り
あ
げ
て
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
命
と
は
、
す
べ
て
の
物
質
現
象
が
避
け
る
こ

＊
 

と
の
で
き
な
い
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
に
逆
ら
っ
て
、
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
（
文
献
⑬
）
。
恒
常
性

を
こ
の
意
味
で
考
え
れ
ば
、
ガ
イ
ァ
仮
説
に
お
け
る
地
球
を
生
命
体
と
す
る
解
釈
は
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

雛
な
お
、
鎖
目
恭
夫
は
．
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
〃
‐
の
見
解
を
数
術
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
．
ｌ
「
そ
も
そ
も
〈
生
命
〉
と
い
う
名
棡
は
〈
生

き
て
い
る
〉
と
い
う
形
容
詞
ま
た
は
述
語
を
名
詞
化
し
た
言
葉
だ
。
そ
し
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
生
物
の
個
体
の
生
命
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
問

う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
当
の
個
体
の
身
体
の
内
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
と
そ
の
環
境
と
か
ら
な
る
世
界
全
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
考
え
に

十
分
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
環
境
問
題
に
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
文
献
⑬
「
訳
者
あ
と
が

き
》
。
こ
の
生
命
観
は
、
図
ら
ず
も
ガ
イ
ァ
仮
説
を
援
護
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ガ
イ
ア
仮
説
は
科
学
理
論
と
し
て
検
証
で
き
な
い
か
ら
疑
似
科
学
だ
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
科
学
的
確
実
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
科
学
は
、
そ
れ
が
前
提
と
す
る
本
質
的
な
規
範
に
よ
っ
て
、
個
人
の
主
観
的
憶
測
や
一
回
限
り
の
事
態

は
取
り
上
げ
な
い
。
そ
し
て
事
実
の
観
察
か
ら
導
か
れ
た
仮
説
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
よ
っ
て
も
実
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
考
察
は
、
抽
象
的
に
数
理
的
モ
デ
ル
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
。
そ
こ
に
求
め
ら
れ

る
の
は
事
実
を
支
え
る
普
遍
的
構
造
で
あ
り
、
個
々
の
事
実
は
そ
の
特
殊
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
は
あ
る
現
象
を
解
明
す
る

の
に
、
そ
の
因
果
関
係
を
観
察
・
実
験
し
、
仮
説
を
作
っ
た
う
え
で
、
そ
の
仮
説
を
観
察
さ
れ
た
の
と
類
似
の
現
象
に
戻
っ
て
検
証
す

る
。
も
し
そ
の
仮
説
が
そ
れ
ら
の
現
象
を
残
り
な
く
説
明
す
る
な
ら
、
そ
の
仮
説
は
と
り
あ
え
ず
法
則
と
し
て
認
定
さ
れ
る
（
こ
の
辺

り
の
科
学
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑭
を
参
考
に
し
た
）
。

そ
の
点
か
ら
改
め
て
ガ
イ
ア
仮
説
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
ガ
イ
ァ
概
念
は
、
科
学
（
化
学
・
生
物
物
理
学
）
者
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
が
綿
密

な
科
学
的
観
察
に
も
と
づ
い
て
地
球
の
恒
常
性
を
モ
デ
ル
化
し
て
導
い
た
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
仮
説
を
支
え
た
の
と
類
似
の
事

実
に
戻
っ
て
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
こ
ま
で
は
科
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
球
の
物
質
循
環
系
の
恒
常
性
か
ら
、
た
だ
ち

に
地
球
は
生
命
体
だ
と
い
う
結
論
を
導
く
の
は
科
学
的
に
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
球
の
恒
常
性
を
こ
の
よ
う
に
解
釈

す
る
の
は
科
学
で
は
な
く
、
哲
学
の
問
題
な
の
だ
と
す
れ
ば
問
題
な
い
の
で
は
な
い
か
。
地
球
は
一
回
限
り
な
い
し
は
一
個
か
ぎ
り
の

「
具
体
的
個
物
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
個
物
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
科
学
的

に
研
究
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
「
科
学
的
」
に
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る

た
め
に
は
、
研
究
対
象
を
一
つ
の
事
例
と
す
る
類
似
の
複
数
の
事
例
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
地
球
は
一
個
か
ぎ
り
の
「
具
体
的
個

物
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
科
学
が
一
回
限
り
の
現
象
は
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
な
ら
、
ま
た
、
も
し
科
学
が
仮
説
の
検
証
不
可
能
を

も
っ
て
科
学
理
論
で
な
い
と
い
う
な
ら
、
宇
宙
論
は
科
学
理
論
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
、
科
学
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
理
論
あ
る
い
は
仮
説
を
、
哲
学
的
に
解
釈
す
る
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
ガ
イ
ア
仮
説
は
、

科
学
か
ら
導
か
れ
た
仮
説
の
哲
学
的
な
解
釈
で
あ
る
と
み
な
せ
ば
、
そ
こ
に
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ガ
イ
ァ
仮
説
を

理
解
す
る
の
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
モ
ナ
ド
論
に
も
と
づ
く
宇
宙
の
「
予
定
調
和
説
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
ラ
ィ
プ
ニ
ヅ
ッ
の
モ
ナ
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結
局
、
地
球
を
環
境
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
に
、
そ
の
考
え
方
あ
る
い
は
意
識
改
革
と
し
て
、
ガ
イ
ァ
仮
説
を
役
立
て
、
環
境

悪
化
の
対
策
と
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
に
も
と
づ
く
科
学
技
術
を
導
入
す
れ
ば
、
両
者
は
両
立
す
る
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
考
え
方

は
共
に
真
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ド
は
宇
宙
を
構
成
す
る
精
神
的
実
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
科
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
ま
つ
た
き

哲
学
説
で
あ
る
。
ガ
イ
ア
仮
説
で
は
、
地
球
は
物
質
循
環
系
の
恒
常
性
を
保
つ
と
い
う
考
え
は
検
証
で
き
る
か
ら
科
学
理
論
で
あ
る

が
、
そ
の
先
の
、
だ
か
ら
地
球
は
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
哲
学
説
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
理
論
は
、
最
初
か
ら
演
縄
に
よ
る

哲
学
的
な
論
理
構
成
を
な
し
て
い
る
が
、
ガ
イ
ア
仮
説
の
場
合
は
、
最
初
は
帰
納
に
よ
る
科
学
的
な
探
究
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結

論
（
仮
説
）
の
解
釈
に
演
縄
を
持
ち
込
ん
だ
哲
学
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
知
的
領
域
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
と
の
本
質
的
な
関
係
を
見
る

正
命
題
は
、
生
活
環
境
の
世
界
的
な
悪
化
に
つ
い
て
警
告
を
発
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
喧
伝
す
る
。
環
境
悪

化
に
対
す
る
先
覚
者
に
よ
る
警
告
は
、
世
界
的
に
一
九
六
○
年
代
に
な
っ
て
徐
々
に
高
ま
っ
て
く
る
が
、
そ
う
し
た
動
き
に
呼
応
し

以
上
、
錯
綜
し
た
環
境
思
想
の
全
体
像
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
論
を
援
用
し
て
、
環
境
思
想

の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
と
し
て
整
理
し
て
き
た
。
今
度
は
見
方
を
変
え
て
、
多
様
な
環
境
思
想
を
以
上
の
考
察
と
は
別
の
次
元
か
ら

具
体
的
な
主
張
に
目
を
転
じ
て
見
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
た
な
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
構
図
が
現
れ
る
。

論
（
仮
説
）
の
極

こ
と
が
で
き
る
。

正
命
題
環
境
問
題
全
般
に
対
す
る
危
機
意
識
に
も
と
づ
く
深
刻
派
の
主
張
。

反
対
命
題
正
命
題
に
対
す
る
懐
疑
的
、
批
判
的
な
反
論
。

四

Hosei University Repository



(坊）184 
て
、
’
九
七
○
年
代
に
入
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
問
題
に
関
わ
る
多
様
な
文
献
が
相
次
い
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か

で
、
こ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
よ
れ
ば
、
そ
の
論
調
は
、
初
期
の
穏
や
か
な
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
情
緒
的
な
筆
致

か
ら
は
じ
ま
り
、
現
在
で
は
か
な
り
深
刻
な
現
状
告
発
の
状
況
を
呈
し
て
い
る
。

そ
こ
で
危
機
意
識
を
前
面
に
押
し
出
し
て
論
じ
ら
れ
る
主
な
環
境
問
題
と
し
て
、
地
球
温
暖
化
、
Ｃ
Ｏ
２
の
増
加
、
異
常
気
象
、
化

石
燃
料
の
枯
渇
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
（
バ
イ
オ
燃
料
・
風
力
発
電
・
太
陽
光
発
電
、
等
）
、
大
気
汚
染
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
、
酸
性
雨
、

有
害
廃
棄
物
の
処
理
、
ダ
ィ
オ
キ
シ
ン
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
、
リ
サ
イ
ク
ル
、
生
態
系
の
破
壊
、
生
物
多
様
性
の
危
機
、
森
林
面
積
の
減

少
、
熱
帯
雨
林
の
消
滅
、
砂
漠
化
、
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
現
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
相
互
に

複
雑
に
関
係
し
合
い
複
合
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
栄
枯
盛
衰
を
免
れ
ず
、
い
つ
の
間
に
か
メ

デ
ィ
ア
か
ら
消
え
去
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

反
対
命
題
に
関
す
る
文
献
は
、
こ
と
に
一
九
九
○
年
代
か
ら
目
立
ち
は
じ
め
、
以
後
現
在
に
い
た
っ
て
正
命
題
に
対
す
る
反
省
、
批

判
、
懐
疑
の
論
調
が
多
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
順
不
同
で
並
べ
れ
ば
、
地
球
温
暖
化
と
Ｃ
Ｏ
２
の
増
加
の
因
果
関
係
を
疑
う
あ
る
い
は
否
定
す
る
も
の
、
異
常
気

象
や
地
球
温
暖
化
は
人
類
の
せ
い
で
は
な
く
、
長
期
的
な
天
然
周
期
に
よ
る
自
然
変
動
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
温
暖
化
よ
り
寒
冷
化
の

ほ
う
が
人
類
に
と
っ
て
は
脅
威
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
事
実
十
数
年
前
に
は
む
し
ろ
寒
冷
化
が
警
告
さ
れ
て
い
た
）
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
（
気

候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
〉
等
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
予
測
モ
デ
ル
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
デ
ー
タ
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、

本
質
的
に
信
用
で
き
な
い
と
す
る
も
の
、
京
都
議
定
書
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
も
し
こ
れ
を
完
全
に
実
施
し
て
も
、
二
一
○
○

年
に
○
・
一
五
℃
気
温
が
下
が
る
だ
け
）
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
に
は
莫
大
な
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
、
こ
と
に
バ
イ
オ
燃
料

の
開
発
に
よ
っ
て
食
糧
危
機
が
起
こ
る
と
す
る
も
の
、
リ
サ
イ
ク
ル
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
、
等
々
で
あ
る
。

こ
う
し
た
別
次
元
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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①
竹
内
昭
「
〈
自
己
言
及
性
〉
の
哲
学
－
－
知
の
枠
組
み
転
換
の
た
め
に
」
二
○
○
二
年
、
梓
出
版
社

②
【
目
涛
預
圏
ヨ
ョ
⑩
焉
切
昌
皇
）
３
．
ケ
『
、
、
．
『
目
【
・
己
ｍ
ｌ
－
Ｃ
二
勺
『
の
巨
匡
い
ら
ず
①
ヨ
ン
百
二
の
ヨ
ー
の
二
の
『
三
一
⑰
⑪
①
二
円
盲
｛
号
の
目
□
『
二
・
天
自
」
こ
の
『
一
員
く
自
○
の
。
愚

幻
の
旨
９
国
の
二
言
へ
三
四
一
訂
『
』
の
。
『
尾
冨
円
舞
○
。
・
・
切
胃
一
言
序
Ｆ
の
一
己
Ｎ
一
頤
】
ｇ
扇
・
「
カ
ン
ト
全
集
」
全
一
八
巻
、
高
坂
正
顕
・
金
子
武
蔵
監
修
、
原

佑
編
集
、
一
九
六
五
／
’
九
七
五
～
一
九
八
八
年
、
理
想
社

③
立
花
朧
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
思
考
の
す
す
め
ｌ
思
考
の
技
術
」
’
九
九
○
／
’
九
九
二
年
、
中
公
文
庫

④
パ
ス
モ
ア
「
自
然
に
対
す
る
人
間
の
責
任
」
（
原
著
第
一
版
、
一
九
七
四
年
）
間
瀬
啓
允
訳
二
九
七
九
／
一
九
八
○
年
、
岩
波
現
代
選
書

⑤
で
四
い
ぃ
ョ
・
『
の
．
』
◎
ゴ
ョ
ミ
冒
塚
河
§
・
園
量
ご
」
。
「
三
一
』
冒
餌
、
の
８
口
：
己
屋
・
Ｐ
ｏ
の
『
ロ
ー
ニ
ロ
ロ
・
盲
「
・
【
Ｓ
陣
○
・
Ｆ
亘
・
ト
・
ゴ
ー
。
。
》
］
。
＆
。

⑥
佐
倉
統
「
現
代
思
想
と
し
て
の
環
境
問
題
」
一
九
九
二
年
、
中
公
新
瞥

⑦
丸
山
億
次
「
〈
人
間
中
心
主
幾
〉
の
再
考
と
道
徳
多
元
論
」
「
岩
波
応
用
倫
理
学
講
座
２
環
境
」
二
○
○
四
年
、
岩
波
軒
店

③
ｚ
Ｐ
ｍ
戸
内
・
」
の
１
．
戸
丙
『
§
：
『
鳶
記
碕
蔦
＆
」
二
百
冨
員
ェ
雷
島
二
〕
＆
向
冨
員
『
ご
冨
言
§
旨
一
向
畳
且
『
き
①
ご
己
く
の
『
切
言
：
｛
三
一
⑪
８
百
，
百
勺
『
の
晩
い
．
』
垣
患
・

ナ
ッ
シ
ュ
「
自
然
の
権
利
」
松
野
弘
訳
、
一
九
九
九
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫

⑨
…
｜
…
；
・
農
二
禄
…
壽
具
ト
瀞
冒
画
…
。
…
こ
こ
…
；
；
］
§
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
「
地
球
生
命
圏
ｌ
ガ
ィ
ァ
の

科
学
』
ス
ワ
ミ
・
プ
レ
ム
・
プ
ラ
ブ
ッ
ダ
訳
、
’
九
八
四
／
一
九
九
一
年
、
工
作
合

⑩
伊
・
く
の
一
・
・
戸
』
“
ョ
の
醜
》
『
言
二
ｍ
甸
具
（
則
』
［
』
．
』
因
ご
国
：
ご
＆
（
）
ミ
ロ
ご
貴
明
●
向
百
１
寺
・
○
〆
｛
・
『
」
ご
昌
言
・
風
ご
勺
園
の
⑪
、
．
ご
田
・
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
「
ガ
ィ
ァ
の

時
代
」
ス
ワ
ミ
・
プ
レ
ム
・
プ
ラ
ブ
ッ
ダ
訳
、
’
九
八
九
／
一
九
九
三
年
、
工
作
舎

⑪
森
山
茂
「
自
己
別
生
す
る
ガ
ィ
ァ
ー
ー
生
命
と
地
球
は
共
生
に
よ
っ
て
進
化
す
る
」
一
九
九
七
年
、
学
習
研
究
社

⑫
Ｊ
・
Ｖ
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
／
Ｇ
・
ク
リ
サ
ー
ト
「
生
物
か
ら
見
た
世
界
」
日
高
敏
隆
・
野
田
保
之
訳
、
一
九
七
三
／
一
九
七
五
年
、
思
索
社
／
日
高
敏

隆
・
羽
田
節
子
訳
、
二
○
○
五
年
、
岩
波
文
庫

⑬
Ｅ
・
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
「
生
命
と
は
何
か
」
岡
小
天
・
鎮
目
恭
夫
訳
、
二
○
○
八
年
、
岩
波
文
庫

⑭
小
林
道
夫
「
科
学
の
世
界
と
心
の
哲
学
」
二
○
○
九
年
、
中
公
新
書

【
文
献
】

一
○
○
九
年
八
月
下
旬
脱
稿

（
哲
学
・
法
学
部
教
授
）
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