
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
バ
ー
ジ
ョ
ン
１

チ
ャ
ー
リ
ー
・
ネ
ッ
ソ
ン
に
捧
ぐ

あ
な
た
の
思
い
つ
き
は
す
べ
て
異
常
と
し
か
思
え
な
い

―
―
一
年
ほ
ど
た
つ
ま
で
は

『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
バ
ー
ジ
ョ
ン
２

こ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
こ
と
以
上
の
も
の
を
教
え
て
く
れ
る
驚
異
で
あ
る

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
捧
ぐ
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第
二
版
へ
の
序
文

本
書
は
古
い
本
の
翻
訳
だ
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
間
で
い
え
ば
、
古
代
文
書
の
翻
訳
と
す
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
の
初
版
が
出
た
の

は
一
九
九
九
年
。
書
か
れ
た
状
況
は
か
な
り
ち
が
っ
て
い
た
し
、
多
く
の
点
で
旧
版
は
そ
の
状
況
に
反
対
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
第
一
章
で
述
べ
る
が
、
当
時
サ
イ
バ
ー
空
間
の
旗
を
振
る
人
々
の
間
で
支
配
的
な
考
え
方
と
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
の
が
実
空
間

の
規
制
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
政
府
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
生
活
に
手
が
出
せ
な
い
、
と
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
生
活
は
オ
フ
ラ
イ
ン
の
生
活
の
力
学
と
は
ち
が
っ
た
別
個
の
も
の
に
な
る
、
と
思
わ
れ
て
い
た
。
初
版
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』

（
以
下
v1
）
は
、
そ
う
し
た
通
俗
的
な
見
方
へ
の
反
論
だ
っ
た
。

そ
の
後
の
年
月
で
、
そ
う
し
た
通
俗
的
な
見
方
は
衰
退
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
例
外
論
者
の
自
信
も
弱
ま
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

規
制
さ
れ
ず
に
続
く
と
い
う
発
想
―
―
そ
し
て
願
望
す
ら
―
―
は
消
え
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
本
書
の
更
新
を
承
諾
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ

た
し
は
む
ず
か
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
新
し
い
本
を
書
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
古
い
本
を
更
新
し
て
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
時
代
に
お
い
て

も
意
味
を
持
ち
、
読
め
る
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
後
者
を
選
ん
だ
。
初
版
の
基
本
的
な
構
造
は
そ
の
ま
ま
だ
し
、
主
張
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
が
個
別
事
例
の
記
述
は
変
え
た

し
、
記
述
の
明
快
さ
も
改
善
さ
れ
た
と
願
い
た
い
。
ま
た
一
部
の
議
論
は
拡
張
し
た
し
、
も
と
の
本
の
議
論
を
も
っ
と
う
ま
く
ま
と
め
る
た

め
に
、
そ
の
後
登
場
し
た
論
説
へ
の
短
い
リ
ン
ク
も
追
加
し
て
い
る
。

だ
が
控
え
た
こ
と
も
あ
る
。
他
の
人
々
が
議
論
を
展
開
し
た
分
野
に
は
、
本
書
の
議
論
を
広
げ
な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
肯
定
的
・
否
定

的
を
問
わ
ず
批
評
者
た
ち
に
答
え
る
た
め
に
本
を
書
き
換
え
る
と
い
う
（
と
ん
で
も
な
く
強
力
な
）
誘
惑
に
も
屈
し
な
か
っ
た
。
他
の
人
々

ix



が
本
書
を
受
け
て
展
開
し
た
議
論
を
追
い
た
い
人
の
た
め
に
、
注
の
中
に
参
照
先
を
含
め
て
お
い
た
。
だ
が
本
書
は
も
っ
と
ず
っ
と
大
き
な

論
争
の
中
の
ご
く
小
さ
な
一
部
で
し
か
な
い
し
、
そ
の
度
合
い
は
初
版
の
頃
よ
り
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
本
書
を
読
ん
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
そ
の
後
の
驚
異
的
な
研
究
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
既
刊
の
二
冊
が
本
書
で
の
議
論
を
き
れ
い
に
補
っ
て
い
る
―
―

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
＆
ウ
ー
『
ネ
ッ
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
誰
か
？
（W
ho

C
ontrols

the
N

et?

）』（
二
〇
〇
六
）
と
ベ
ン
ク
ラ
ー

の
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
富
（T

he
W

ealth
of

N
etw

orks

）』（
二
〇
〇
六
）
だ
。
そ
し
て
二
〇
〇
七
年
刊
行
予
定
の
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
に
よ
る

三
冊
目
が
、
本
書
の
議
論
を
大
幅
に
拡
張
し
て
く
れ
て
い
る1。

ま
た
初
版
で
の
ま
ち
が
い
（
本
当
の
ま
ち
が
い
も
濡
れ
衣
も
）
を
列
挙
す
る
の
も
控
え
た
。
一
部
は
単
に
訂
正
し
、
一
部
は
そ
の
ま
ま
に

し
て
あ
る
。
他
の
人
が
ど
ん
な
に
そ
れ
を
ま
ち
が
い
だ
と
言
っ
て
も
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。
後
者
の
例

と
し
て
最
も
重
要
だ
と
思
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
が
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
技
術
を
通
じ
て
ま
す
ま
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
規
制
可
能
に
な
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
だ
。
友
人
は
こ
の
「
ま
ち
が
い
」
を
「
大
ボ
ラ
」
と
呼
ん
だ
。
一
九
九
九
年
に
自
分
が
ど
ん
な
時
間
感
覚
が
念
頭
に
あ
っ
た
の

か
は
よ
く
覚
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
当
時
の
予
測
の
一
部
が
―
―
ま
だ
―
―
実
現
し
て
い
な
い
の
も
認
め
る
。
だ
が
昔
よ
り
今
の
ほ
う
が
自

信
が
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
「
根
本
的
な
ま
ち
が
い
」
は
温
存
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
単
に
賭
の
両
張
り
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
ん
だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
正
し
け
れ
ば
、
理
解
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
ご
ほ
う
び
が
あ
る
。
ま
ち
が
っ
て
い
れ
ば
、
も
と
の
設
計
の
価
値
観

に
近
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
手
に
入
る
わ
け
だ
。

本
書
の
改
訂
の
出
発
点
は
ウ
ィ
キ
（w

iki

）
だ
っ
た
。
版
元
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、JotSpot

の
ウ
ィ
キ
に
初
版
を
ポ
ス
ト
さ
せ

て
く
れ
た
。
そ
し
て
「
章
リ
ー
ダ
ー
」
の
一
群
が
、
文
に
関
す
る
会
話
を
主
導
し
て
く
れ
た
。
文
章
そ
の
も
の
に
対
す
る
編
集
も
あ
り
、
多

く
の
有
益
な
コ
メ
ン
ト
や
批
判
も
た
く
さ
ん
得
ら
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
末
時
点
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
、
わ
た
し
は
自
分
自
身
の
編
集
を
加

え
て
本
書
を
作
っ
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ジ
ェ
フ
・
ト
ウ
ィ
ー
デ
ィ
ー
ほ
ど
の
主
張
（「
こ
の
半
分
は
き
み
、
半
分
は
ぼ
く
の
も
の
」）
は

1

編
集
注

：

い
ず
れ
も
邦
訳
は
未
刊
。

x



第二版への序文

し
な
い
が
、
本
書
の
重
要
な
一
部
は
わ
た
し
の
作
品
で
は
な
い
。
こ
れ
を
示
す
た
め
に
、
わ
た
し
は
本
書
の
印
税
を
非
営
利
団
体
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
コ
モ
ン
ズ
に
寄
贈
す
る
。

『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
用
の
ウ
ィ
キ
提
供
と
、
そ
の
編
集
用
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
はJotSpot

（jot.com

）
に
感
謝
す
る
。
そ
の
ウ
ィ
キ

を
管
理
し
た
の
は
、
傑
出
し
た
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
学
部
生
ジ
ェ
イ
ク
・
ウ
ォ
ッ
チ
マ
ン
で
、
手
持
ち
の
時
間
を
は
る
か
に
超
え
る
労
力
を

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
注
い
で
く
れ
た
。
本
書
は
ウ
ィ
キ
上
で
章
ご
と
に
「
章
リ
ー
ダ
ー
」
が
い
た
。
そ
ん
な
仕
事
に
志
願
し
て
く
れ
た
全

員
に
感
謝
す
る
―
―
ア
ン
・
バ
ー
ト
ウ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
リ
ュ
ー
、
セ
ス
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
タ
イ
ン
、
ジ
ョ
エ
ル
・
フ
リ
ン
、
ミ
ア
・
ガ
ー

リ
ッ
ク
、
マ
ッ
ト
・
グ
ー
デ
ル
ポ
ー
ル
・
ゴ
ウ
ダ
ー
、
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ー
タ
ー
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ー
ナ
ー
マ
ン
、
ブ
ラ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ

ン
、
ジ
ェ
イ
・
キ
ー
サ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ジ
ー
、
ト
ム
・
マ
ド
ッ
ク
ス
、
エ
レ
ン
・
リ
グ
ス
ビ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
―
―
そ
し
て

『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
を
改
善
し
よ
う
と
時
間
を
か
け
て
く
れ
た
そ
の
他
の
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
に
も
。
特
に
ウ
ィ
キ
へ
の
多
大
な
貢
献

者
と
し
て
ア
ン
デ
ィ
・
オ
ー
ラ
ム
に
は
感
謝
す
る
。

こ
う
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
加
え
て
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
法
学
部
生
軍
団
を
集
め
て
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
第
二
版
（
以
下
v2
）
に
必
要

な
調
査
を
す
る
手
伝
い
を
し
て
く
れ
た
。
こ
の
作
業
は
四
人
で
始
ま
り
―
―
デ
ビ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
・
ブ
ル
ム
バ
ー
グ
、
ジ
・
ア
ン
・
リ
ー
、

ブ
レ
ッ
ト
・
ロ
ー
グ
、
ア
ダ
ム
・
パ
グ
―
―
夏
中
か
け
て
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
を
発
展
さ
せ
た
り
批
判
し
た
り
し
て
い
る
研
究
を
集
め
た
。
部
分

的
に
は
こ
の
研
究
に
基
づ
い
て
改
訂
方
針
を
決
め
た
。
二
〇
〇
五
年
秋
学
期
に
は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
生
セ
ミ
ナ
ー
が
独
自
の
批

評
を
追
加
し
、
カ
ル
ド
ゾ
法
学
校
で
の
講
義
で
も
批
評
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
〇
五
年
中
に
学
生
の
ジ
ョ
ン
・
エ
デ
ン
と
ア
ヴ
ィ
・

レ
ブ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
モ
シ
ャ
ー
が
何
時
間
も
か
け
て
、『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v2
の
ま
と
も
な
草
稿
を
仕
上
げ
る
の
に
必
要
な
研
究
を
手
伝
っ
て

く
れ
た
。

だ
が
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v2
の
最
終
版
に
最
大
の
貢
献
を
し
て
く
れ
た
の
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ギ
ャ
グ
ニ
ア
だ
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
後

の
数
カ
月
、
彼
女
は
調
査
の
指
揮
を
執
り
、
未
解
決
の
問
題
多
数
に
け
り
を
つ
け
、
こ
の
一
八
カ
月
に
及
ぶ
プ
ロ
セ
ス
を
出
版
可
能
な
形
に
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ま
と
め
、
あ
ら
ゆ
る
引
用
が
完
全
で
正
確
か
ど
う
か
の
確
認
作
業
を
監
督
し
た
。
彼
女
な
し
に
は
本
書
は
完
成
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
本
が
ど
う
変
わ
る
べ
き
か
を
認
識
す
る
手
伝
い
を
し
て
く
れ
た
友
人
や
同
僚
た
ち
に
も
感
謝
す
る
―
―
特
に
エ
ド
・
フ
ェ
ル

テ
ン
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ホ
ル
ヘ
・
リ
マ
、
ア
ラ
ン
・
ロ
ス
マ
ン
、
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
。
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ

Ｅ
』
v2
の
図
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
エ
レ
イ
ン
・
ア
ド
ル
フ
ォ
に
は
言
葉
も
な
い
く
ら
い
お
世
話
に
な
っ
た
。
彼
女

の
才
能
と
辛
抱
強
さ
は
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
彼
女
な
し
に
は
本
書
を
含
め
、
過
去
数
年
の
作
業
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
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序
文

一
九
九
六
年
春
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
の
名
の
下
に
招
集
さ
れ
る
年
次
会
議
で
、
Ｓ
Ｆ
作
家
が
二
人
、
サ

イ
バ
ー
空
間
の
未
来
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ナ
ー
・
ヴ
ィ
ン
ジ
は
「
き
め
の
細
か
い
分
散
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る

「
遍
在
的
な
法
執
行
／
警
察
」
に
つ
い
て
語
っ
た
。
社
会
生
活
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ッ
プ
を
通
じ
て
ネ
ッ
ト
に
接

続
さ
れ
て
、
そ
の
一
部
が
政
府
専
用
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
話
だ
。
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い

た
―
―
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
―
―
そ
し
て
技
術
主
義
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
拡
張
す
る
方
法
を
論
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
織
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
政
府
が
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

つ
い
て
そ
れ
な
り
の
分
け
前
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
時
間
の
問
題
だ
、
と
ヴ
ィ
ン
ジ
は
語
っ
た
。
世
代
ご
と
に
、
コ
ー
ド
は
こ
の
政

府
の
力
を
増
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
未
来
は
、
完
全
な
規
制
の
世
界
と
な
り
、
分
散
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
―
―
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
そ
の
付
属
物
―
―
こ
そ
は
そ
の
完
成
を
可
能
に
す
る
、
と
。

ヴ
ィ
ン
ジ
に
続
い
た
の
は
ト
ム
・
マ
ド
ッ
ク
ス
だ
っ
た
。
か
れ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
か
な
り
似
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
源

が
ち
が
っ
て
い
た
。
政
府
の
権
力
は
、
チ
ッ
プ
だ
け
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
マ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
権
力
の
真
の
源
泉
は
、
政

府
と
商
業
と
の
連
合
だ
っ
た
。
商
業
は
政
府
と
同
じ
よ
う
に
、
規
制
の
あ
る
世
界
で
の
ほ
う
が
動
き
や
す
い
。
そ
の
ほ
う
が
所
有
物
は
し
っ

か
り
保
護
さ
れ
る
し
、
デ
ー
タ
も
と
ら
え
や
す
い
し
、
騒
乱
の
リ
ス
ク
も
少
な
い
。
未
来
は
こ
の
社
会
秩
序
の
二
勢
力
の
連
合
と
な
る
だ
ろ

う
、
と
。

コ
ー
ド
と
商
業
。
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こ
の
二
人
の
作
家
が
語
っ
た
時
点
で
は
、
か
れ
ら
の
描
い
た
未
来
は
ま
だ
現
在
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ま
す
ま
す
広

ま
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
が
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
政
府
の
お
使
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
は
想
像
し
に
く
か
っ
た
。
そ
し
て
商
業
も
も

ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
心
は
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
で
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
は
ま
だ
、
ネ
ッ
ト
に
は
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
と

お
客
に
警
告
し
て
い
た
。
ネ
ッ
ト
は
、
爆
発
し
つ
つ
あ
る
な
に
か
し
ら
の
社
会
空
間
で
は
あ
っ
た
。
で
も
、
そ
れ
を
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

爆
発
的
な
空
間
と
見
な
す
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。

わ
た
し
は
、
ど
っ
ち
の
ス
ピ
ー
チ
も
見
て
い
な
い
。
か
れ
ら
が
語
っ
た
三
年
後
に
、
自
分
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
経
由
で
そ
れ
を
聴
い
た
。
か

れ
ら
の
こ
と
ば
は
録
音
さ
れ
て
い
て
、
い
ま
は
ア
ー
カ
イ
ブ
と
な
っ
て
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
サ
ー
バ
ー
上
に
あ
る
（
1
）。

完
全
に
秩
序
化
さ
れ
た
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
か
れ
ら
の
ス
ピ
ー
チ
再
生
に
、
チ
ュ
ー
ン
イ
ン
し
て
立
ち
上
げ
る
ま
で
も
の
の
一
秒
。
こ
の
数
年
前

の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
聴
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
―
―
そ
れ
は
信
頼
性
の
高
い
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
上
で
提
供
さ
れ
、

そ
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
、
わ
た
し
の
ア
パ
ー
ト
に
ネ
ッ
ト
と
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
運
ん
で
く
れ
る
高
速
商
業
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
回
線
経
由
で
わ
た
し
が
こ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
聴
い
た
と
い
う
事
実
を
ま
ち
が
い
な
く
記
録
し
て
い
る
―
―
が
、
か
れ
ら
の
発
言
を
あ
る
程

度
は
裏
づ
け
て
い
た
。
聴
衆
の
反
応
か
ら
は
、
こ
の
二
人
の
作
家
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
認
識
―
―
だ
っ
て
し
ょ

せ
ん
二
人
は
Ｓ
Ｆ
作
家
な
の
だ
か
ら
―
―
と
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
語
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
聴
衆
を
お
び
え
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
聴
き
取

れ
る
。

一
〇
年
後
、
こ
の
お
話
は
も
は
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
が
も
っ
と
完
全
な
規
制
の
空
間
に
な
り
得
る
こ
と
を
見
て
取
る
の

は
簡
単
だ
し
、
商
業
の
背
後
に
あ
る
力
が
そ
の
規
制
を
推
進
す
る
う
え
で
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
か
も
す
ぐ
に
わ
か
る
。

こ
の
力
学
の
わ
か
り
や
す
い
例
が
、
目
下
進
行
中
の
Ｐ
２
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
共
有
を
め
ぐ
る
戦
い
だ
。
す
さ
ま
じ
い
量
の
音
楽
フ
ァ
イ
ル
（
や

そ
の
他
の
フ
ァ
イ
ル
）
が
Ｐ
２
Ｐ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
無
料
で
（
そ
し
て
著
作
権
侵
害
で
）
提
供
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
レ
コ
ー
ド

業
界
も
反
撃
し
た
。
か
れ
ら
の
戦
略
は
、
違
法
に
音
楽
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
る
人
々
を
強
硬
に
訴
追
し
た
り
、
自
分
た
ち
の
著
作
権
コ
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序文

ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
新
た
な
保
護
を
追
加
す
る
よ
う
な
法
律
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
壮
絶
な
努
力
、
そ
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
来
の
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
の
特
徴
―
―
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
背
後
に
あ
る
著
作
権
の
ル
ー
ル
を
無
視
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
を
コ
ピ
ー
す
る
と

い
う
も
の
―
―
を
変
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
無
数
の
新
し
い
技
術
的
対
応
だ
。
こ
の
戦
い
は
こ
う
し
て
進
み
、
そ
の
結
果
の
影
響
は
音
楽

配
信
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
戦
闘
の
形
式
は
明
ら
か
だ
。
商
業
と
政
府
が
、
イ
ン
フ
ラ
を
変
え
る
よ
う
に
働
い
て
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
く
し
て
い
る
の
だ
。

ヴ
ィ
ン
ジ
と
マ
ド
ッ
ク
ス
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
第
一
世
代
の
理
論
家
だ
っ
た
。
か
れ
ら
が
、
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
お
話
を

語
れ
た
の
は
、
二
人
の
住
ん
で
い
た
世
界
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
世
界
だ
っ
た
か
ら
だ
。
二
人
が
聴
衆
と
通
じ
合
え
た
の
は
、
二
人
が

自
分
の
語
っ
た
未
来
図
に
抵
抗
し
た
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
不
可
能
な
も
の
を
思
い
描
く
の
は
、
お
遊
び
だ
っ
た
。

い
ま
や
、
そ
の
不
可
能
が
ま
す
ま
す
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ジ
や
マ
ド
ッ
ク
ス
の
お
話
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
聴
衆
た
ち

に
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
１
９
８
４
年
』
じ
み
て
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
い
ま
や
ご
く
普
通
に
し
か
思
え
な
い
。
ヴ
ィ
ン
ジ

の
描
い
た
完
全
な
規
制
の
シ
ス
テ
ム
を
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
だ
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
気
に
入
る
人
も
か
な
り
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
商
業
が
提
供
す
る
部
分
は
ま
す
ま
す
増
大
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
れ
が
悪
い
こ
と
だ
と
も
思
わ
な
い
。「
恐
ろ

し
い
も
の
」
が
い
ま
や
普
通
に
な
り
、
そ
の
ち
が
い
に
気
が
つ
く
の
は
歴
史
家
（
あ
る
い
は
本
書
の
よ
う
な
古
い
本
の
著
者
）
だ
け
な
の
だ
。

こ
の
本
は
、
ヴ
ィ
ン
ジ
と
マ
ド
ッ
ク
ス
の
お
話
を
続
け
る
も
の
だ
。
わ
た
し
は
ネ
ッ
ト
の
将
来
に
つ
い
て
、
二
人
と
同
じ
見
方
を
し
て
い

る
。
こ
の
本
の
か
な
り
の
部
分
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
い
ず
れ
課
す
は
ず
の
、
拡
大
す
る
規
制
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
で
も
わ
た
し
は
、
一
九
九
六
年
の
録
音
の
背
景
に
こ
だ
ま
す
る
声
援
の
、
自
画
自
賛
的
な
ひ
と
り
よ
が
り
に
は
与
し
て
い
な
い
。
一
九

九
六
年
に
は
「
敵
」
が
誰
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
今
は
、
な
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

本
書
で
は
、
未
来
は
ヴ
ィ
ン
ジ
か
マ
ド
ッ
ク
ス
か
ど
ち
ら
か
一
方
に
は
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
未
来
は
両
者
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
だ
。

も
し
ヴ
ィ
ン
ジ
の
描
い
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
だ
け
に
向
か
っ
て
い
る
の
な
ら
、
明
確
で
強
力
な
抵
抗
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
全
体
主
義
国
家
に
抵
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抗
す
る
ツ
ー
ル
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
く
れ
た
し
、
抵
抗
し
な
い
と
ど
う
な
る
か
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
教
え
て
く
れ
た
。
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
以

降
、
人
々
を
ス
パ
イ
し
て
介
入
す
る
ネ
ッ
ト
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
す
ら
制
限
は
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
、
監
視
し
て
侵
入
し
て
く
る
ネ
ッ
ト
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
未
来
じ
ゃ
な
い
。『
１
９
８
４
年
』
は
す
で
に
過
去
だ
。

そ
し
て
も
し
マ
ド
ッ
ク
ス
の
描
い
た
未
来
だ
け
に
向
か
っ
て
い
る
な
ら
、
市
民
の
多
く
は
そ
れ
を
Ｓ
Ｆ
で
は
な
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
信
じ

る
こ
と
だ
ろ
う
。「
市
場
」
が
自
由
に
機
能
し
、
政
府
と
称
す
る
悪
が
打
倒
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
は
完
全
な
自
由
の
世
界

と
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
ヴ
ィ
ン
ジ
と
マ
ド
ッ
ク
ス
の
描
く
未
来
を
結
び
合
わ
せ
る
と
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
姿
が
現
れ
る
。
そ
の
未
来
で
は
す
べ
て
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
、
そ
の
大
半
を
実
施
す
る
の
は
商
業
の
技
術
だ
が
、
そ
れ
が
法
の
ル
ー
ル
（
ま
た
は
そ
の
残
骸
）
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

今
の
世
代
の
課
題
は
、
こ
の
二
つ
の
力
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
だ
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
同
じ
く

ら
い
政
府
に
よ
っ
て
も
管
理
さ
れ
て
い
る
と
き
、
自
由
を
守
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
エ
ー
テ
ル
が
絶
え
ず
ス
パ
イ
し
続
け
る
と

き
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
ど
う
や
っ
て
確
保
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
ア
イ
デ
ア
を
知
的
所
有
物
に
し
た
が
る
風
潮
の
中
で
、
自
由
な

思
考
は
ど
う
や
っ
て
保
証
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
常
に
自
分
の
埒
外
で
決
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、

自
己
決
定
権
を
保
証
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ジ
や
マ
ド
ッ
ク
ス
が
一
緒
に
な
っ
て
描
い
た
よ
う
な

脅
威
が
あ
る
と
き
に
、
ど
う
や
っ
て
自
由
な
世
界
を
築
け
ば
い
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
答
え
は
、
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
的
過
去
の
ち
ん
け
な
反
政
府
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
は
な
い
。
政
府
は
自
由
を
破
壊
で
き
る
だ
け
の
力
は

あ
る
け
れ
ど
、
で
も
自
由
を
守
る
に
は
政
府
が
必
要
な
の
だ
。
で
も
一
方
で
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
に
回
帰
し
た
と
こ
ろ
で

答
え
に
は
な
ら
な
い
。
国
家
主
義
は
破
綻
し
た
。
自
由
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ど
っ
か
の
新
た
な
官
僚
略
称
機
関
（
Ｗ
Ｐ
Ａ
だ
の
Ｆ
Ｃ
Ｃ
だ
の
Ｆ

Ｄ
Ａ
だ
の
…
…
）
で
見
つ
か
る
よ
う
な
代
物
で
も
な
い
の
だ
。

第
二
世
代
は
、
第
一
世
代
の
理
想
を
受
け
て
、
そ
れ
を
別
の
背
景
に
ぶ
つ
け
て
み
る
。
第
二
世
代
は
古
い
論
争
は
ど
れ
も
知
っ
て
い
る
。
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過
去
三
〇
年
の
、
袋
小
路
に
入
っ
た
議
論
も
理
解
し
て
い
る
。
第
二
世
代
が
目
指
す
の
は
、
袋
小
路
に
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
質
問
を
し
て
、

そ
の
先
に
進
む
こ
と
だ
。

ど
ち
ら
の
世
代
か
ら
も
す
ば
ら
し
い
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
。
エ
ス
タ
ー
・
ダ
イ
ソ
ン
と
ジ
ョ
ン
・
ペ
リ
ー
・
バ
ー
ロ
ウ
、
お
よ
び
ト
ッ

ド
・
ラ
ピ
ン
は
ま
だ
ア
イ
デ
ア
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
し
、ま
だ
ま
だ
先
へ
進
み
続
け
て
い
る（
ダ
イ
ソ
ン
は
い
ま
や
Ｃ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
代
表
編
集
委
員
だ
。
バ
ー
ロ
ウ
は
い
ま
や
ハ
ー
バ
ー
ド
大
に
い
る
）。
そ
し
て
第
二
世
代
で
は
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
、
デ
ビ
ッ

ド
・
シ
ェ
ン
ク
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
だ
ん
だ
ん
知
名
度
を
増
し
て
き
て
い
る
し
、
説
得
力
も
あ
る
。

わ
た
し
の
狙
い
は
こ
の
第
二
世
代
だ
。
職
業
に
ふ
さ
わ
し
く
（
法
律
屋
な
も
の
で
）、
わ
た
し
の
貢
献
は
ど
ち
ら
の
世
代
の
最
良
の
部
分

よ
り
も
長
っ
た
ら
し
く
て
、
わ
か
り
に
く
く
て
、
細
々
し
て
、
鈍
重
だ
。
で
も
職
業
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
ん
な
も
の
で
も
か
ま
わ
ず
出
し
て

し
ま
お
う
。
い
ま
大
論
争
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
状
況
で
、
わ
た
し
が
主
張
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
み
ん
な
の
お
気
に
召
さ
な
い
は
ず
だ
。
そ

し
て
、
出
版
社
に
原
稿
を
メ
ー
ル
で
送
る
前
に
こ
の
最
後
の
こ
と
ば
を
ポ
ツ
ポ
ツ
叩
き
出
す
い
ま
、
す
で
に
も
う
反
応
が
目
に
見
え
る
よ
う

な
気
が
す
る
。「
あ
な
た
、
保
安
官
の
権
力
と
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
力
の
ち
が
い
も
わ
か
ん
な
い
の
？
」「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
コ
ー
ド

を
規
制
す
る
政
府
機
関
が
必
要
だ
な
ん
て
、
本
気
で
言
っ
て
る
の
？
」
そ
し
て
逆
サ
イ
ド
か
ら
は
「
政
府
が
よ
い
こ
と
を
す
る
能
力
を
無
効

に
す
る
よ
う
な
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
）
を
肯
定
す
る
と
は
な
に
ご
と
か
！
」
と
い
う
わ
け
だ
。

で
も
わ
た
し
は
教
師
で
も
あ
る
。
も
し
わ
た
し
の
著
作
が
怒
り
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
と
し
て
も
、
一
方
で
も
っ
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

熟
考
に
資
す
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
今
の
時
代
は
、
正
解
を
手
に
入
れ
る
の
が
む
ず
か
し
い
時
代
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
過
去
の

論
争
へ
の
お
手
軽
な
答
え
で
は
、
絶
対
に
正
解
に
は
な
ら
な
い
。

本
書
の
執
筆
を
助
け
て
く
れ
た
、
教
師
や
批
評
家
た
ち
か
ら
は
膨
大
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
。
ハ
ル
・
エ
イ
ベ
ル
ソ
ン
、
ブ
ル
ー
ス
・
ア
ッ

カ
ー
マ
ン
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
イ
ル
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ポ
ズ
ナ
ー
は
、
初
期
の
草
稿
に
対
し
て
辛
抱
強
く

す
ば
ら
し
い
助
言
を
与
え
て
く
れ
た
。
か
れ
ら
の
忍
耐
力
に
は
感
謝
す
る
し
、
か
れ
ら
の
助
言
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
幸
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運
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
ラ
リ
ー
・
ヴ
ェ
ー
ル
と
サ
ラ
・
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
、
ま
ち
が
い
な
く
本
来
あ
る
べ
き
以
上
に
短
気
だ
っ
た
こ

の
生
徒
に
対
し
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
分
野
に
お
け
る
文
献
案
内
を
し
て
く
れ
た
。
ソ
ー
ニ
ャ
・
ミ
ー
ド
は
、
法
律
家
な
ら
一
万
語
か
け
な
い

と
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
を
絵
に
す
る
の
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
。

本
書
の
初
期
の
草
稿
に
つ
い
て
の
議
論
を
実
際
に
闘
わ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
生
徒
た
ち
の
軍
団
だ
っ
た
。
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
ベ
イ
ン
、
レ
イ

チ
ェ
ル
・
バ
ー
バ
ー
、
エ
ノ
ッ
ク
・
チ
ャ
ン
、
ベ
ン
・
エ
デ
ル
マ
ン
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、
ド
ー
ン
・
フ
ァ
ー
バ
ー
、
メ
ラ
ニ
ー
・

グ
リ
ッ
ク
ソ
ン
、
ベ
サ
ニ
ー
・
グ
ロ
ー
バ
ー
、
ネ
ー
リ
ン
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
、
シ
ャ
ノ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
カ
レ
ン
・
キ
ン
グ
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・

マ
ク
ギ
リ
ヴ
レ
イ
、
マ
ー
カ
ス
・
メ
ー
ハ
ー
、
デ
ビ
ッ
ド
・
メ
ロ
ー
、
テ
レ
サ
・
ウ
ー
、
ロ
ー
ラ
・
ピ
リ
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
セ
ル
ツ
ァ
ー
は
、

敬
意
を
保
ち
つ
つ
も
多
大
な
批
判
を
加
え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
わ
た
し
の
助
手
リ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
と
キ
ャ
サ
リ
ン
・
チ
ョ
ウ
は
、
こ
の
軍

団
を
統
率
す
る
の
に
（
そ
し
て
ほ
ど
ほ
ど
に
抑
え
る
の
に
）
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
。

わ
た
し
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
学
生
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
三
名
だ
が
、
い
ず
れ
も
「
生
徒
」
と
呼
ぶ
の
は
不
公
平
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ロ
ル
ド
・
リ
ー
ブ
ス
は
第
八
章
の
先
導
役
だ
。
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
の
お
か
げ
で
、
第
一
部
の
か
な
り
の
部
分
は
考
え
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
は
、
わ
た
し
が
と
て
も
暗
い
こ
と
ば
で
描
き
出
し
た
未
来
の
中
に
あ
る
希
望
を
見
せ
て
く
れ
た
。

特
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
は
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ル
ゲ
リ
ー
ト
・
マ
ン
リ
ー
で
あ
る
。
彼
女
の
著
述
家
兼
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
の

非
凡
な
才
能
の
お
か
げ
で
、
本
書
は
本
来
か
か
る
は
ず
の
期
間
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
脱
稿
で
き
た
。
さ
ら
に
タ
ウ
ェ
ン
・
チ
ャ
ン
と
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ス
タ
ヒ
ル
に
は
、
注
の
注
意
深
い
レ
ビ
ュ
ー
を
し
、
そ
れ
を
正
直
に
保
つ
作
業
を
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
。

こ
の
分
野
は
、
図
書
館
に
こ
も
っ
て
学
べ
る
分
野
で
は
な
い
。
わ
た
し
の
知
識
の
す
べ
て
は
、
過
去
五
年
に
わ
た
り
サ
イ
バ
ー
空
間
の
な

ん
た
る
か
を
理
解
し
、
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
苦
闘
し
て
き
た
学
者
や
活
動
家
た
ち
の
す
ば
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
間
で
わ
た
し
が
交

わ
し
た
か
、
あ
る
い
は
目
撃
し
て
き
た
会
話
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
文
中
で
わ
た
し
が
触
れ
る
学
者
や
著
者
を
含

ん
で
お
り
、
特
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
ヨ
ハ
イ
・
ベ
ン
ク
ラ
ー
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
イ
ル
、
マ
ー
ク
・
レ
ム
レ
イ
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ポ
ス
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ト
、
パ
ム
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
だ
。
さ
ら
に
法
律
家
で
な
い
人
々
と
の
会
話
か
ら
も
得
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
特
に
ハ
ル
・
エ
イ
ベ
ル

ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ペ
リ
ー
・
バ
ー
ロ
ウ
、
ジ
ョ
セ
フ
・
リ
ー
グ
ル
、
ポ
ー
ル
・
レ
ズ
ニ
ッ
ク
、
ダ
ニ
ー
・
ワ
イ
ツ
ナ
ー
。
で
も
お
そ
ら
く
さ

ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
わ
た
し
は
活
動
家
た
ち
と
の
議
論
か
ら
有
益
な
も
の
を
得
て
い
る
。
特
に
民
主
主
義
技
術
セ
ン
タ
ー
、
電
子
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
財
団
、
ア
メ
リ
カ
市
民
権
連
合
。
か
れ
ら
は
こ
こ
で
の
課
題
を
現
実
の
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
わ
た
し
が
重
要
だ
と
考
え

る
価
値
の
少
な
く
と
も
一
部
を
擁
護
し
て
き
た
。

し
か
し
本
書
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ィ
ベ
ル
の
書
い
た
小
説
、
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｊ
・
ペ
リ
ッ
ト
の
組
織
し
た
会
議
、
そ
し
て
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
数
々
の
議
論
な
し
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
三
名
い
ず
れ
に
も
、
そ
の
教
え
に
感
謝
し
た
い
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
倫
理
と
職
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
開
始
し
た
も
の
だ
。
こ
の
年
の
、
デ
ニ
ス
・

ト
ン
プ
ソ
ン
か
ら
の
半
信
半
疑
の
奨
励
は
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
社

会
に
関
す
る
バ
ー
ク
マ
ン
セ
ン
タ
ー
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
の
研
究
の
か
な
り
の
部
分
が
実
現
し
た
。
こ
の
支
援
に
つ
い
て
は
特
に
リ
リ
ア

ン
＆
マ
イ
ル
ズ
・
バ
ー
ク
マ
ン
に
感
謝
す
る
。
さ
ら
に
セ
ン
タ
ー
長
と
一
時
は
わ
た
し
と
共
同
講
師
で
も
あ
っ
た
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ジ
ッ
ト
レ

イ
ン
に
は
、
支
援
と
そ
れ
以
上
に
友
情
に
感
謝
す
る
。
本
書
は
、
バ
ー
ク
マ
ン
セ
ン
タ
ー
所
長
チ
ャ
ー
リ
ー
・
ネ
ッ
ソ
ン
に
捧
げ
た
。
か
れ

は
こ
の
作
業
を
行
な
う
た
め
の
ゆ
と
り
と
支
援
を
与
え
て
く
れ
た
し
、
ち
が
う
方
向
に
こ
れ
を
押
し
出
す
た
め
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
も

与
え
て
く
れ
た
。

で
も
こ
れ
ら
の
支
援
の
い
か
な
る
も
の
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
、
わ
た
し
が
人
生
を
捧
げ
た
人
物
で
あ
る
ベ
テ
ィ
ー
ナ
・
ノ
イ
エ
フ
ァ
イ

ン
ド
の
忍
耐
と
愛
情
だ
っ
た
。
彼
女
の
愛
情
は
、
す
べ
て
異
常
で
、
す
ば
ら
し
い
と
し
か
思
え
な
い
―
―
そ
れ
も
、
一
年
な
ん
か
よ
り
ず
っ

と
ず
っ
と
長
い
間
。
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第一章 コードは法である

第
一
章

コ
ー
ド
は
法
で
あ
る

ほ
ぼ
二
〇
年
前
、
一
九
八
九
年
の
春
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
産
主
義
は
死
ん
だ
―
―
支
柱
を
と
っ
た
テ
ン
ト
が
倒
れ
る
み
た
い
に
つ
ぶ
れ
て

し
ま
っ
た
。
共
産
主
義
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
、
戦
争
で
も
革
命
で
も
な
か
っ
た
。
消
耗
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
共
産
主
義
の
か
わ
り
に
中
欧
・

東
欧
一
帯
に
生
ま
れ
た
の
は
新
し
い
政
治
レ
ジ
ー
ム
で
あ
り
、
新
し
い
政
治
社
会
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

憲
法
屋
（
わ
た
し
な
ど
）
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
め
ま
ぐ
る
し
い
時
期
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
九
八
九
年
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
た
わ

た
し
は
、一
九
九
一
年
に
は
シ
カ
ゴ
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
。
シ
カ
ゴ
大
学
に
は
、中
欧
・
東
欧
の
新
興
民
主
主
義
勢
力
の
研
究
を
専
門
に
行

な
う
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
も
そ
こ
の
一
員
だ
っ
た
。
続
く
五
年
間
、
わ
た
し
は
思
い
出
せ
な
い
ほ
ど
の
時
間
を
機
上
で
過
ご
し
、

思
い
出
し
た
く
も
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
朝
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
過
ご
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

東
欧
や
中
欧
は
、
旧
共
産
主
義
者
た
ち
に
統
治
の
や
り
方
を
教
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
だ
ら
け
だ
っ
た
。
そ
い
つ
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
果

て
し
な
く
、
そ
し
て
ば
か
ば
か
し
い
も
の
ば
か
り
。
こ
う
い
う
訪
問
者
た
ち
の
中
に
は
、
新
興
立
憲
共
和
国
に
文
字
通
り
憲
法
の
翻
訳
を
売

り
つ
け
た
よ
う
な
連
中
も
い
た
。
ほ
か
の
み
ん
な
も
、
新
し
い
諸
国
が
ど
う
運
営
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
無
数
の
生
煮
え
ア
イ
デ
ア
を

抱
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
立
憲
主
義
が
う
ま
く
機
能
し
た
国
か
ら
き
て
い
た
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
が
な
ぜ
う
ま
く
機

能
し
た
か
、
こ
の
人
た
ち
は
見
当
も
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。

で
も
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
ほ
ど
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
わ
れ
わ

れ
の
仕
事
は
、
移
行
と
そ
の
進
展
を
観
察
し
て
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
変
化
を
導
く
の
で
は
な
く
、
理
解
し
た
か
っ
た
。

そ
こ
で
目
に
し
た
も
の
は
、
無
理
も
な
い
と
は
い
え
衝
撃
的
な
も
の
だ
っ
た
。
共
産
主
義
崩
壊
の
あ
と
し
ば
ら
く
は
、
反
政
府
的
な
熱
気

1



に
満
ち
て
い
た
―
―
国
家
と
、
国
家
統
制
に
対
す
る
怒
り
が
わ
き
起
こ
っ
て
い
た
。
あ
た
し
た
ち
に
構
わ
な
い
で
、
と
人
々
は
言
っ
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
。
市
場
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
―
―
新
し
い
社
会
―
―
が
政
府
に
取
っ
て
代
わ
れ
ば
い
い
、
と
。
何
世
代
も
の
共
産
主
義
の
あ
と
だ
か
ら
、

こ
の
反
応
も
し
ご
く
も
っ
と
も
な
も
の
だ
。
自
分
を
抑
圧
し
て
き
た
装
置
に
対
し
て
、
妥
協
な
ん
か
で
き
る
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
反
応
を
、
あ
る
種
の
ア
メ
リ
カ
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
も
支
持
し
て
い
た
。
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
。
手
綱
を
市
場
に

ま
か
せ
て
政
府
に
邪
魔
を
さ
せ
な
け
れ
ば
、
ま
ち
が
い
な
く
自
由
と
繁
栄
が
育
つ
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
。
状
況
は
自
然
に
よ
い
ほ
う
に
向

か
う
。
国
家
に
よ
る
入
念
な
規
制
な
ん
て
、
必
要
も
な
い
し
、
あ
る
べ
き
で
も
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。

で
も
、
状
況
は
自
然
と
よ
い
ほ
う
に
向
か
わ
な
か
っ
た
。
市
場
は
繁
栄
し
な
か
っ
た
。
政
府
は
歪
め
ら
れ
、
歪
ん
だ
政
府
は
自
由
を
も
た

ら
す
霊
薬
な
ん
か
に
な
り
は
し
な
い
。
権
力
は
消
滅
し
な
か
っ
た
―
―
国
家
か
ら
マ
フ
ィ
ア
へ
と
移
行
し
た
だ
け
だ
し
、
そ
の
マ
フ
ィ
ア
も

国
家
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
伝
統
的
な
国
家
の
機
能
―
―
警
察
、
裁
判
所
、
学
校
、
保
健
―
―
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
、

魔
法
の
よ
う
に
消
え
失
せ
た
り
は
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
べ
く
、
民
間
の
営
利
組
織
が
登
場
し
た
り
も
し

な
か
っ
た
。
ニ
ー
ズ
は
単
に
、
満
た
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た
だ
け
。
安
全
保
障
も
霧
散
。
過
去
三
世
代
の
味
気
な
い
共
産
主
義
に
取
っ
て
代

わ
っ
た
の
は
、
鈍
重
で
は
あ
っ
て
も
現
代
版
の
無
政
府
主
義
だ
っ
た
。
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
ナ
イ
キ
の
広
告
を
チ
カ
チ
カ
と
照
ら
し
、
年
金
生

活
者
た
ち
が
い
ん
ち
き
株
取
引
で
生
涯
の
蓄
え
を
だ
ま
し
と
ら
れ
る
。
モ
ス
ク
ワ
の
大
通
り
で
、
銀
行
家
が
真
っ
昼
間
か
ら
殺
さ
れ
る
。
一

つ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
が
別
の
シ
ス
テ
ム
で
置
き
換
え
ら
れ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、
そ
の
ど
ち
ら
も
、
西
側
の
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
た
ち

が
「
自
由
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　お
よ
そ
一
〇
年
ほ
ど
前
の
一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
ポ
ス
ト
共
産
主
義
の
多
幸
感
が
薄
れ
始
め
て
い
た
頃
、
西
側
に
は
別
の

「
新
し
い
社
会
」
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
、
ポ
ス
ト
共
産
主
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
約
束
さ
れ
て
い
た
新
社
会

と
同
じ
く
ら
い
わ
く
わ
く
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
は
少
し
後
で
定
義
す
る
よ
う
に
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
だ
っ

2
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た
。
ま
ず
は
大
学
や
研
究
所
で
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
一
般
社
会
に
お
い
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
た
ち
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
主
義
の
新
し
い
標
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
・こ
・こ
・で
・な
・ら
、
国
家
か
ら
の
自
由
が
主
導
権
を
握
る
の
だ
。
モ
ス
ク
ワ
や
ト
ビ
リ
シ
が
ダ

メ
で
も
、
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
で
こ
そ
、
理
想
的
な
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
社
会
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
起
爆
剤
も
、
や
は
り
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
国
防
省
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
生
ま
れ
て
き

た
（
1
）こ

の
サ
イ
バ
ー
空
間
も
、
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
置
き
換
わ
っ
た
こ
と
で
生
じ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
単
一
目
的
の

課
金
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
パ
ケ
ッ
ト
交
換
デ
ー
タ
の
非
課
金
多
目
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、

古
く
さ
い
出
版
の
一
対
多
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
本
）
は
、
万
人
が
出
版
者
に
な
れ
る
世
界
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
あ
り
え
な
か
っ
た
よ
う
な
形
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
、
結
び
つ
き
を
も
て
た
。
こ
の
空
間
は
、
実
際

の
空
間
が
決
し
て
許
容
し
な
い
よ
う
な
社
会
を
約
束
し
て
く
れ
た
―
―
ア
ナ
ー
キ
ー
な
し
の
自
由
、
政
府
な
し
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
権
力
な

し
の
合
意
形
成
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代
を
定
義
づ
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「
王
さ
ま
、
大
統
領
、
投
票
、
ぼ
く
た
ち
は
こ

れ
を
拒
絶
す
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
な
合
意
と
動
く
コ
ー
ド
、
ぼ
く
た
ち
が
信
じ
る
の
は
こ
れ
だ
」
（
2
）

ポ
ス
ト
共
産
主
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
と
同
じ
く
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
す
る
最
初
の
考
察
は
、
自
由
を
国
家
の
消
滅
と
結
び
つ
け
て
い
た
。

グ
レ
イ
ト
フ
ル
デ
ッ
ド
の
作
詞
家
に
し
て
電
子
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
財
団
の
共
同
創
設
者
ジ
ョ
ン
・
ペ
リ
ー
・
バ
ー
ロ
ウ
が
「
サ
イ
バ
ー
空
間
独

立
宣
言
」
で
述
べ
た
よ
う
に
。

汚
物
に
ま
み
れ
た
産
業
界
と
癒
着
し
た
世
界
中
の
政
府
に
告
げ
る
。
醜
く
肥
え
太
り
正
常
な
判
断
力
を
失
っ
た
諸
君
ら
忌
む
べ
き

う

ど
独
活
の
大

木
ど
も
よ
、
私
は
魂
の
新
世
界
、
電
脳
空
間
か
ら
の
使
者
だ
。
や
が
て
訪
れ
る
未
来
の
為
に
言
う
、
我
々
に
干
渉
し
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
諸

君
は
我
々
に
と
っ
て
歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
存
在
だ
。
こ
の
電
脳
空
間
に
集
う
我
々
に
対
し
て
諸
君
ら
は
何
の
主
権
も
持
っ
て
は
い
な
い
。
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で
も
こ
こ
で
は
、
自
由
と
国
家
不
在
と
の
結
び
つ
き
は
、
ポ
ス
ト
共
産
主
義
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
一
層
強
い
と
さ
れ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に

つ
い
て
の
主
張
は
、
政
府
が
サ
イ
バ
ー
空
間
を
規
制
し
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
―
―
政
府
は
サ
イ
バ
ー
空
間
を
規
制
・で
・き
・な
・い
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
本
質
的
か
つ
不
可
避
的
に
自
由
だ
。
政
府
は
脅
し
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、
ふ
る
ま
い
は
制

御
で
き
な
い
。
法
律
は
つ
く
れ
る
け
れ
ど
、
効
力
は
な
い
。
ど
ん
な
統
治
を
導
入
す
べ
き
か
、
な
ん
て
い
う
選
択
の
余
地
も
な
い
―
―
ど
ん

な
統
治
も
機
能
し
な
い
か
ら
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
社
会
だ
そ
う
な
。
定
義
や
方
向
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
で
も
そ
れ
は

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
構
築
さ
れ
る
。
こ
の
空
間
の
社
会
は
完
全
に
自
己
秩
序
化
し
た
存
在
と
な
り
、
統
治
者
は
き
れ
い
に
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ
、
政

治
的
な

ハ

ッ

ク

小
細
工
か
ら
も
自
由
と
な
る
。

わ
た
し
は
一
九
九
〇
年
代
初
期
の
夏
に
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
教
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
共
産
主
義
に
つ
い
て
の

態
度
の
変
化
を
こ
の
目
で
生
徒
た
ち
の
中
に
見
た
。
だ
か
ら
一
九
九
五
年
の
春
に
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
を
教
え
始
め
、
生
徒
た
ち
の
中
に
ま

さ
に
同
じ
自
由
と
政
府
・
統
治
に
関
す
る
ポ
ス
ト
共
産
主
義
的
な
考
え
を
見
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
既
視
感
を
感
じ
た
も
の
だ
。
イ
ェ
ー
ル
大

学
―
―
決
し
て
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
的
情
熱
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
―
―
に
お
い
て
す
ら
、
学
生
た
ち
は
、
後
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
イ
ル
が

「
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
落
と
し
穴
」
（
3
）と

呼
ん
だ
も
の
に
酔
い
し
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
落
と
し
穴
と
は
つ
ま
り
、
ど
ん
な
政
府
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
富
な
し
に
は
生
き
残
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
も
ど
ん
な
政
府
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
起
こ
る
こ
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
実
空
間
の
政
府
は
、
末
期
の
共
産
主
義
政
権
の
よ
う
な
哀
れ
な
存
在
で
し
か
な
く
な
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
約

束
し
た
国
家
の
萎
縮
だ
っ
た
。
国
家
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
エ
ー
テ
ル
を
か
け
め
ぐ
る
何
兆
も
の
ギ
ガ
バ
イ
ト
に
よ
っ
て
、
追
い
立
て
ら
れ

て
存
在
で
き
な
く
な
る
。

で
も
、
こ
の
お
祭
り
騒
ぎ
の
中
で
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
・な
・ぜ
・そ
・う
・な
・の
・か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
ぜ
サ
イ
バ
ー

空
間
は
規
制
で
き
な
い
の
？

そ
れ
は
何
の
せ
い
な
の
？

サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
、
自
由
で
は
な
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
物
語
っ
て
い
る
の
に
。
語
源
を
た
ど
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ブ
ス
ン
の
長
編
小
説
（
一
九
八
四
年
刊
行
の
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『
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ン
サ
ー
』
）
経
由
で
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
に
た
ど
り
つ
く
。
こ
れ
は
遠
距
離
か
ら
の
装
置
を
使
っ
た
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
研
究
な
の
だ
（
4
）。

だ
か
ら
、
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
指
す
旗
印
（
少
な
く
と
も
語
源
を
知
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
）
の
下

で
、「
完
全
な
自
由
」
の
お
祭
り
を
見
る
の
は
、
二
重
に
奇
妙
に
思
え
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
憲
法
屋
だ
。
憲
法
に
つ
い
て
教
え
、
書
い
て
い
る
。
政
府
と
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
す
る
初
期
の
考
え

方
は
、
共
産
主
義
直
後
の
政
府
に
対
す
る
考
え
方
と
同
じ
く
ら
い
的
は
ず
れ
だ
と
思
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
自
由
は
、
政
府
が
な
い

か
ら
生
じ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
こ
で
の
自
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
と
同
じ
く
、
な
ん
ら
か
の
政
府
か
ら
く
る
。
自
由
が
花
開
く
社
会
を
構
築

す
る
に
は
、
社
会
か
ら
自
覚
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
べ
て
取
り
除
く
の
で
は
ダ
メ
だ
。
あ
る
特
定
の
種
類
の
自
覚
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

生
き
残
っ
て
い
る
場
所
に
置
い
て
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
を
構
築
す
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
建
国
の
祖
た
ち
が
や
っ
た
よ
う
に
、

社
会
を
な
ん
ら
か
の
・憲
・法
・の
・上
・に
築
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

で
も
こ
こ
で
い
う「
憲
法
」と
い
う
の
は
、法
律
の
条
文
で
は
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
東
欧
に
い
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
と
は
ち
が
っ

て
、
一
七
八
七
年
に
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
起
草
者
た
ち
が
書
い
た
文
書
を
売
り
つ
け
た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち

が
自
分
た
ち
の
憲
法
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
が
言
い
た
い
の
は
、
あ
る
根
本
的
な
価
値
―
―
つ
ま
り
ふ
つ

う
の
政
治
の
妥
協
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
原
則
や
理
想
―
―
を
守
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
、
社
会
と
法
権
力
を
構
造
化
し
て
制
約
す
る

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
こ
と
だ
―
―
た
だ
の
法
律
の
条
文
じ
ゃ
な
く
、
あ
る
生
き
様
だ
。（
あ
る
学
生
が
こ
う
尋
ね
た
。
そ
の
「
憲
法
」
と
い
う

の
は
「
数
多
い
道
具
の
一
つ
で
、
闇
の
中
で
つ
ま
づ
く
の
を
防
い
で
く
れ
る
簡
単
な
懐
中
電
灯
み
た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
（
中

略
）
常
に
参
照
さ
れ
る
灯
台
み
た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？
」
わ
た
し
は
憲
法
を
灯
台
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
味
し
て
い
る
―
―
根
本
的

な
価
値
観
を
し
っ
か
り
固
定
す
る
た
め
の
導
き
だ
）

こ
の
意
味
で
の
憲
法
と
い
う
の
は
、
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
見
つ
け
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
基
礎
は
意
図
的
に
敷
か
れ
る
も
の
で
、

魔
法
の
よ
う
に
忽
然
と
現
れ
は
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
に
続
く
ア
ナ
ー
キ
ー
（
ア
メ
リ
カ
初
の
憲
法
は
、
ア
メ
リ
カ
連
合
基
本
条
項
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だ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
無
為
無
策
の
惨
め
な
失
敗
だ
っ
た
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
）
に
よ
っ
て
建
国
の
祖
た
ち
が
学
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
こ
の
基
礎
の
構
築
と
い
う
か
敷
設
が
見
え
ざ
る
手
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
始
め
て
い
る
。
サ
イ

バ
ー
空
間
に
お
け
る
自
由
の
基
礎
が
自
然
発
生
す
る
と
信
じ
る
べ
き
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
。
実
際
、
そ
う
し
た
無
政
府
状
態
へ
の
熱
望
は

衰
退
し
た
―
―
ア
メ
リ
カ
で
は
一
七
八
〇
年
代
末
に
は
消
え
た
し
、
旧
東
欧
圏
で
は
一
九
九
〇
年
代
末
に
消
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
憲
法

起
草
者
た
ち
が
学
ん
だ
よ
う
に
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
人
た
ち
が
見
た
よ
う
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
放
っ
て
お
け
ば
、
絶
対
に
自
ら
の
自
由
の
約

束
を
果
た
せ
な
い
の
は
確
実
だ
。
放
っ
て
お
け
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
完
璧
な
道
具
に
な
り
果
て
る
だ
ろ
う
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
政
府
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
じ
ゃ
な
い
し
、
必
ず
し
も
何
か
邪
悪
で
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
目
的
を
持
つ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
も
な
い
。
で
も
本
書
の
議
論
と
い
う
の
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
見
え
ざ
る
手
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
誕
生
時
と
は
正
反
対
の

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
見
え
ざ
る
手
は
政
府
と
商
業
の
後
押
し
で
、
完
璧
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
高

効
率
な
規
制
を
可
能
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
世
界
で
の
戦
い
は
、
何
と
か
規
制
を
実
現
し
た
が
る
政
府
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
環
境
の
中
で
、
重
要
な
自
由
が
保
存
さ
れ
る
よ
う
保
証
す
る
た
め
の
戦
い
と

な
る
。
シ
ヴ
ァ
・
ヴ
ァ
イ
ド
ヒ
ャ
ナ
タ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、

個
人
が
再
び
手
を
結
び
、
自
ら
に
力
を
与
え
、
伝
統
的
な
社
会
文
化
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
法
を
葬
り
去
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
」
の
台
頭
を

宣
言
す
る
の
は
当
然
に
し
て
容
易
に
思
え
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
こ
ん
な
解
放
的

な
目
的
に
奉
仕
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
は
明
ら
か
な
よ
う
だ
。
（
5
）

本
書
は
無
政
府
状
態
の
サ
イ
バ
ー
空
間
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
サ
イ
バ
ー
空
間
へ
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
た
ど
り
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つ
つ
あ
る
道
を
眺
め
る
と
―
―
こ
れ
は
第
一
部
で
説
明
す
る
発
展
だ
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
の
創
設
時
に
存
在
し
て
い
た
「
自
由
」
の
ほ
と
ん

ど
は
、
将
来
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
も
と
根
本
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
た
価
値
は
、
生
き
残
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
選
ん

だ
道
で
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
再
構
築
の
一
部
を
、
多
く
の
人
は
喜
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
。
で
も
そ
の
一
部

は
、
誰
も
が
後
悔
す
る
も
の
と
な
る
は
ず
だ
と
論
じ
た
い
。

だ
が
こ
れ
か
ら
描
く
変
化
を
歓
迎
す
る
に
せ
よ
後
悔
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
る
か
理
解
す
る
の
は
重
要
だ
。
サ
イ

バ
ー
空
間
の
「
自
由
」
を
生
み
出
し
た
の
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
自
由
を
再
生
す
る
た
め
に
何
が
変
わ
る
だ
ろ
う
か
？

そ
の
教
訓
は
、
今

度
は
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
規
制
の
源
に
関
す
る
二
番
目
の
教
訓
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

そ
の
理
解
が
第
二
部
の
狙
い
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
規
制
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
解
を
要
求
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
法
律
家
の

視
野
―
―
法
律
や
規
範
す
ら
―
―
を
越
え
て
も
の
を
見
る
よ
う
に
う
な
が
す
。「
規
制
」
の
新
し
い
説
明
を
必
要
と
し
、
新
し
い
有
力
な
規
制

手
段
の
認
知
を
要
求
す
る
の
だ
。

そ
の
規
制
手
段
と
い
う
の
が
、
本
書
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
あ
い
ま
い
な
用
語
―
―
コ
ー
ド
だ
。
実
空
間
で
は
、
法
律
が
ど
の
よ
う
に

規
制
す
る
か
は
認
知
さ
れ
て
い
る
―
―
憲
法
や
法
令
や
そ
の
他
の
法
的
コ
ー
ド
を
通
じ
て
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、別
の「
コ
ー
ド
」が
規

制
す
る
様
子
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
―
―
つ
ま
り
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
成
す
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て

現
在
の
形
の
サ
イ
バ
ー
空
間
を
規
制
し
て
い
る
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
コ
ー
ド
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
「
法
」

だ
（
6
）。

は
じ
め
に
ジ
ョ
エ
ル
・
ラ
イ
デ
ン
バ
ー
グ
が
述
べ
た
よ
う
に
「
レ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
カ
」
（
7
）、

あ
る
い
は
も
っ
と
よ
い
言
い
方

と
し
て
「
コ
ー
ド
が
法
」
な
の
だ
。

法
律
家
や
法
学
者
た
ち
は
、
わ
た
し
が
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
る
と
い
や
が
る
。
コ
ー
ド
が
生
み
出
す
規
制
効
果
と
法
律
が
生
み
出
す

規
制
効
果
は
ち
が
う
、
特
に
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
に
流
れ
る
「
内
的
な
視
点
」
の
面
で
大
い
に
ち
が
う
の
だ
、
と
か
れ
ら
は
固
執
す
る
。
法
的
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規
制
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
部
の
視
点
は
理
解
で
き
る
―
―
た
と
え
ば
企
業
が
公
害
を
ば
ら
ま
く
自
由
に
対
し
て
法
が
課
す
制
限
は
、
自
分

で
意
図
さ
れ
た
規
制
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
規
制
を
課
す
社
会
の
価
値
を
反
映
し
て
い
る
。
で
も
コ
ー
ド
だ
と
そ
う
し
た
視
点
は
認
識
し
に

く
い
。
視
点
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
コ
ー
ド
」
と
「
法
」
の
重
要
な
差
の
一
つ
で
し
か
な
い

の
も
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
ち
が
い
は
否
定
し
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
無
視
す
る
こ
と
で
、
有
益
な
こ
と
が
学
べ
る
と
主
張
し
て
い
る
だ
け
だ
。

ホ
ル
ム
ズ
判
事
は
、「
悪
人
」
を
中
心
と
し
て
各
種
規
制
要
因
を
分
析
し
た
こ
と
で
有
名
だ
（
8
）。「

悪
人
」
を
核
に
想
定
し
た
規
制
理
論
を
提

供
し
た
。
別
に
万
人
が
「
悪
人
」
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
規
制
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
一
番
よ
い
手
段
を
考
え
る
の
が
狙
い

だ
っ
た
。

わ
た
し
の
論
点
も
同
じ
だ
。
規
制
に
つ
い
て
「
ボ
ッ
ト
人
」
理
論
―
―
つ
ま
り
コ
ー
ド
の
規
制
に
注
目
し
た
理
論
―
―
を
考
え
て
み
た
ら

わ
か
る
こ
と
も
あ
る
よ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
言
い
換
え
る
と
、
規
制
の
対
象
が
最
大
化
を
目
指
す
存
在
だ
と
考
え
て
、
そ
の
機
械
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
規
制
ツ
ー
ル
の
全
体
像
を
考
え
れ
ば
、
重
要
な
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
分
析
で
は
コ
ー
ド
が
中
心
的
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
そ
れ
は
自
由
主
義
的
ま
た
は
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
的
理
想
に
最
大
の
脅
威
を
投
げ

か
け
る
も
の
だ
し
、
一
方
で
そ
の
最
高
の
希
望
で
も
あ
る
。
根
元
的
だ
と
思
っ
て
い
る
価
値
を
守
る
よ
う
な
形
で
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
築
、

組
み
上
げ
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
も
で
き
る
し
、
そ
う
い
う
価
値
が
消
滅
す
る
よ
う
に
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
も
で
き
る
。
中
道
は
な
い
。
な
ん
ら
か
の

「
構
築
」
を
含
ま
な
い
よ
う
な
選
択
肢
は
な
い
。
コ
ー
ド
は
決
し
て
湧
い
て
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
に
、
誰
か
が
作
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
だ
し
、
そ
れ
を
作
る
の
は
わ
れ
わ
れ
自
身
し
か
い
な
い
。
マ
ー
ク
・
ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
が
言
う
よ
う
に
「（
サ
イ
バ
ー
空
間

の
）
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
ち
が
え
ば
、
そ
れ
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
夢
も
ち
が
う
。
そ
れ
が
賢
い
選
択
だ
ろ
う
と
愚
か
な
選
択
だ
ろ
う
と
、
ぼ
く
た
ち

は
何
ら
か
の
選
択
は
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
9
）。

ま
た
は
、
コ
ー
ド
は
「
ど
の
人
が
デ
ジ
タ
ル
物
体
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
を
決
め
る
。（
中
略
）

そ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
に
人
間
の
相
互
作
用
を
規
制
す
る
か
は
（
中
略
）
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
選
択
次
第
だ
」
（
10
）。

あ
る
い
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は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
自
由
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
定
義
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ー
ド
は
構
築
さ
れ
る
。
そ
れ
は
議

論
の
余
地
が
な
い
。
だ
が
誰
が
ど
ん
な
価
値
観
を
も
っ
て
構
築
す
る
の
か
？

残
さ
れ
た
選
択
は
そ
れ
し
か
な
い
。

わ
た
し
の
議
論
は
、
何
か
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
支
持
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
な
ん
ら
か
の
規
制
当
局
が
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
を
占
拠
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
憲
法
は
、
あ
る
環
境
を
描
き
出
す
。
ホ
ル
ム
ズ
判
事
が
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
将

来
ど
う
発
展
す
る
か
予
見
し
得
な
い
存
在
に
生
命
を
与
え
る
」
（
11
）。

し
た
が
っ
て
憲
法
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
の
は
、
百
日
計
画
を
記
述
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
の
空
間
が
保
証
す
べ
き
価
値
を
は
っ
き
り
示
す
こ
と
だ
。
そ
れ
は
「
政
府
」
を
描
い
て
み
せ
る
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
、
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
で
す
ら
な
い
（
そ

も
そ
も
こ
れ
が
二
者
択
一
だ
な
ん
て
誰
が
言
っ
た
？
）。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
憲
法
と
い
う
話
を
す
る
と
き
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
簡
単

な
こ
と
だ
。
そ
こ
で
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
価
値
だ
？

あ
る
種
の
人
生
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
そ
の
空

間
に
組
み
込
む
の
か
？

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
価
値
」
は
二
種
類
あ
る
―
―
本
質
的
・
内
容
的
な
も
の
と
構
造
的
な
も
の
と
。
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
で
は
、
も
っ

ぱ
ら
後
者
の
ほ
う
が
心
配
さ
れ
て
い
た
。
一
七
八
七
年
に
（
修
正
第
十
条
の
基
本
的
人
権
を
定
め
た
条
文
な
し
で
）
施
行
さ
れ
た
憲
法
の
枠

組
み
を
作
っ
た
人
々
は
、
政
府
の
構
造
の
ほ
う
に
注
力
し
て
い
た
。
か
れ
ら
の
狙
い
は
、
あ
る
特
定
の
政
府
（
連
邦
政
府
）
が
あ
ま
り
強
力

に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
憲
法
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
連
邦
政
府
の
権
限
に
つ
い
て
の
抑
え
を
入
れ
込
ん

で
、
各
州
へ
の
影
響
力
を
制
限
す
る
よ
う
に
し
た
。

こ
の
憲
法
へ
の
反
対
論
者
た
ち
は
、
抑
制
機
構
が
も
っ
と
必
要
だ
と
こ
だ
わ
っ
た
。
憲
法
は
政
府
の
権
限
に
対
し
て
、
構
造
的
な
制
限

だ
け
で
な
く
内
容
的
な
制
限
を
加
え
る
べ
き
だ
、
と
。
そ
こ
で
修
正
第
一
〇
条
の
基
本
的
人
権
の
条
項
が
生
ま
れ
た
。
一
七
九
一
年
改
正
で

加
わ
っ
た
こ
の
条
項
は
、
連
邦
政
府
は
あ
る
種
の
保
護
は
取
り
除
き
ま
せ
ん
と
約
束
し
た
―
―
そ
の
保
護
と
い
う
の
は
、
言
論
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
、
そ
し
て
正
規
の
法
手
続
の
保
護
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
本
質
的
な
価
値
観
の
遵
守
は
、
通
常
の
政
府
の
一
時
的
な
気
ま
ぐ
れ
と
は
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関
係
な
く
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
価
値
観
―
―
内
容
的
な
も
の
も
構
造
的
な
も
の
も
―
―
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法

設
計
に
刻
ま
れ
、
あ
る
い
は
埋
め
込
ま
れ
た
。
変
更
で
き
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
面
倒
で
コ
ス
ト
の
高
い
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と

な
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
の
構
築
で
も
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
反
対
側
か
ら
だ
っ
た
（
12
）。

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
本
質
的
内
容
に
つ
い
て
格
闘
し
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
約
束
す
る
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
か
ア
ク
セ
ス
か
？

自

由
な
言
論
の
た
め
の
空
間
は
保
護
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

自
由
で
オ
ー
プ
ン
な
取
引
を
推
奨
す
る
だ
ろ
う
か
？

こ
う
い
う
の
は
、
本
質

的
価
値
に
関
わ
る
選
択
で
、
本
書
で
も
か
な
り
の
部
分
で
取
り
上
げ
る
。

で
も
構
造
だ
っ
て
だ
い
じ
な
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
恣
意
的
な
規
制
権
力
を
ど
う
や
っ
て
制
限
し
統
制
す
べ
き
か
ま
る
で
理
解
で
き
て
い
な

い
。
こ
の
空
間
の
設
計
で
ど
ん
な
「
抑
制
や
バ
ラ
ン
ス
」
が
可
能
か
？

権
力
を
ど
う
や
っ
て
分
離
し
て
お
く
？

あ
る
特
定
の
規
制
当
局

や
、
一
つ
の
政
府
だ
け
が
強
力
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
？

あ
る
い
は
そ
れ
が
十
分
な
力
を
持
つ
よ
う
に
ど
う
保

証
す
る
？

サ
イ
バ
ー
空
間
の
理
論
家
た
ち
は
、
そ
の
誕
生
以
来
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
（
13
）。

で
も
文
化
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
や
っ

と
こ
れ
を
理
解
し
始
め
た
ば
か
り
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
内
の
構
造
が
ち
が
う
と
ど
ん
な
影
響
が
出
る
か
―
―
つ
ま
り
後
述
す
る
よ
う
な
意
味

で
、
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
人
々
を
ど
う
「
規
制
」
す
る
か
―
―
を
だ
ん
だ
ん
理
解
す
る
に
つ
れ
て
、
や
っ
と
こ
う
し
た
構
造
を
ど
う
定

義
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
出
て
き
た
。
こ
う
し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
第
一
世
代
は
非
商
業
セ
ク
タ
ー
が
構
築
し
た
。
か
れ
ら
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
る
こ
と
だ
け
に
専
念
す
る
研
究
者
や
ハ
ッ
カ
ー
た
ち
だ
っ
た
。
第
二
世
代
は
商
業
が
構
築
し
た
。
そ
し
て
第
三
世
代
は

ま
だ
設
計
途
上
だ
が
、
政
府
が
作
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
規
制
者
が
い
い
だ
ろ
う
か
。
ど
の
規
制
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ

き
だ
ろ
う
か
。
社
会
は
、
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
存
在
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
課
そ
う
と
す
る
だ
ろ

う
か
？
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第一章 コードは法である

第
三
部
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
ま
た
現
実
に
戻
し
て
み
よ
う
。
い
ま
議
論
に
な
っ
て
い
る
三
分
野
―
―
知
的
財
産
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

言
論
の
自
由
―
―
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
変
化
す
る
価
値
観
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
価
値
観
は
法
と
コ
ー
ド
と
の
絡
み
合
い
の

産
物
だ
。
で
も
そ
の
絡
み
合
い
が
ど
う
展
開
す
る
か
は
、
直
感
的
に
は
わ
か
り
に
く
い
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
の
狙
い
は
、
こ
う
し
た
絡
み

合
い
を
示
す
こ
と
で
、
第
二
部
か
ら
の
ツ
ー
ル
で
各
文
脈
で
の
重
要
な
価
値
観
を
保
存
す
る
道
筋
を
描
き
出
す
こ
と
だ
。

第
四
部
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
国
際
化
す
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
サ
イ
バ
ー
空
間
に
住
ま
う
人
々
は
至

る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
至
る
と
こ
ろ
の
主
権
国
家
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
主
張
す
る
「
主
権
」
と
ど
う
共
存
す
る
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し

は
避
け
が
た
い
と
思
え
る
一
つ
の
対
応
を
描
き
出
す
。
そ
れ
は
第
一
部
の
結
論
を
強
化
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

第
五
部
は
、
本
書
の
最
も
暗
い
部
分
だ
。
本
書
の
中
心
的
な
教
訓
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
選
択
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ

の
選
択
の
一
部
は
個
人
的
な
も
の
だ
し
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
。
作
家
が
著
作
権
を
行
使
し
た
い
か
ど
う
か
。
あ
る
市
民
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

守
り
た
い
か
ど
う
か
。
だ
が
選
択
の
一
部
は
、
集
合
的
な
価
値
観
に
関
わ
っ
て
く
る
。
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
―
―
と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
人

―
―
が
、
こ
う
し
た
選
択
の
も
た
ら
す
課
題
に
取
り
組
む
だ
け
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
問
う
。
理
性
的
な
選
択
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

―
―
つ
ま
り
は
⑴
不
当
で
不
合
理
な
一
時
的
熱
狂
に
流
さ
れ
ず
に
対
応
で
き
る
か
？

そ
し
て
⑵
そ
う
し
た
選
択
を
理
解
し
て
対
応
す
る
だ

け
の
制
度
や
機
関
を
持
っ
て
い
る
か
？

わ
た
し
の
強
い
印
象
で
は
、
少
な
く
と
も
今
は
合
理
的
な
対
応
は
で
き
な
い
と
思
う
。
現
在
は
歴
史
的
に
見
て
、
価
値
観
に
つ
い
て
の

根
本
的
な
選
択
を
急
い
で
す
べ
き
場
面
な
の
だ
が
、
で
も
そ
う
い
う
選
択
を
任
せ
ら
れ
る
ほ
ど
信
用
で
き
る
政
府
機
関
は
一
つ
も
な
い
。
法

廷
に
は
そ
う
い
う
選
択
は
で
き
な
い
。
法
律
的
な
文
化
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
は
、
対
立
す
る
価
値
観
か
ら
ど
れ
か
を
選
ぶ
役
割
を
、
法
廷
に

果
た
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
議
会
の
や
る
べ
き
仕
事
で
も
な
い
。
政
治
的
な
文
化
と
し
て
、
ア
メ
リ

カ
人
は
政
府
が
作
り
出
す
も
の
に
実
に
根
深
い
不
信
を
抱
い
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
不
信
は
無
理
も
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
歴

史
や
伝
統
に
は
誇
る
べ
き
点
は
多
い
。
で
も
今
の
ア
メ
リ
カ
政
府
は
失
敗
だ
。
重
要
な
も
の
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
任
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
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い
。
と
は
い
え
実
際
に
は
、
重
要
な
も
の
す
べ
て
は
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
だ
が
。

変
化
は
不
可
能
じ
ゃ
な
い
。
未
来
に
だ
っ
て
革
命
は
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
っ
て
い
な
い
。
で
も
、
政
府
や
特
別
な
力
を
持
つ
利
益
集

団
が
、こ
う
し
た
革
命
を
脱
線
さ
せ
る
の
は
実
に
簡
単
な
の
で
は
な
い
か
、と
怖
れ
る
し
、こ
う
し
た
革
命
家
た
ち
が
成
功
す
る
の
を
見
過
ご

す
の
は
、
あ
ま
り
に
そ
れ
ら
の
集
団
に
と
っ
て
失
う
も
の
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
す
で
に
、
こ
の
運
動
の
中

核
的
な
倫
理
の
一
つ
を
犯
罪
者
扱
い
し
て
、
ハ
ッ
カ
ー
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
、
も
と
の
意
味
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ

た
。
著
作
権
規
制
の
極
端
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
み
出
せ
る
創
造
性
の
中
核
を
犯
罪
に
仕
立
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
ほ
ん
の
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。

別
の
や
り
方
は
あ
る
。
ほ
か
の
国
で
は
別
の
や
り
方
を
し
て
い
る
。
で
も
、
今
の
ア
メ
リ
カ
に
ほ
か
の
や
り
方
が
あ
る
と
は
と
て
も
思
え

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
の
想
像
力
が
貧
困
な
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
証
明
さ
れ
れ
ば
嬉
し
い
。
統
治
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
手
足
を
縛
っ
て
い
る
考
え
方
か
ら
ど
う
や
っ
て
逃
れ
る
か
―
―
ち
ょ
う
ど
旧
共
産
主
義
諸
国
の
市
民
た
ち
が
学
ん
で

い
る
よ
う
に
―
―
わ
れ
わ
れ
が
学
び
直
す
の
を
眺
め
ら
れ
れ
ば
、
本
当
に
嬉
し
い
。
だ
が
過
去
一
〇
年
を
見
て
も
、
そ
し
て
特
に
過
去
五
年

の
何
を
見
て
も
、
統
治
に
関
す
る
わ
た
し
の
懐
疑
論
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
と
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

事
態
は
わ
た
し
の
悲
観
論
を
さ
ら
に
強
化
す
る
ば
か
り
な
の
だ
。
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第二章 サイバー空間からのパズル四つ

第
二
章

サ
イ
バ
ー
空
間
か
ら
の
パ
ズ
ル
四
つ

本
書
の
読
者
は
全
員
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
に
い
た
人
も
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
電
子

メ
ー
ル
が
配
送
さ
れ
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
が
公
開
さ
れ
る
媒
体
だ
。
ア
マ
ゾ
ン
で
本
を
注
文
し
た
り
、
近
所
の
映
画
館
の
上
映
時
間
を
調
べ
た

り
す
る
の
に
使
う
も
の
だ
。
グ
ー
グ
ル
も
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
「
ヘ
ル
プ
ペ
ー
ジ
」
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
。

だ
が
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
は
そ
れ
以
上
の
も
の
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
構
築
さ
れ
て
は
い
て
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ネ
ッ
ト
よ
り
は

豊
か
な
体
験
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
「
中
に
」
引
き
込
ま
れ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
チ
ャ
ッ
ト
が
親
密
な
せ
い
か
、
超
多
人
数

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
（
略
し
て
「
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
」、
あ
る
い
は
そ
れ
が
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
な
ら
「
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｐ
Ｇ
」）
が
細
密
な
せ
い

か
も
し
れ
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
一
部
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分

の
実
際
の
存
在
と
サ
イ
バ
ー
空
間
内
で
の
存
在
と
を
混
同
し
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
サ
イ
バ
ー
空
間
を
き
ち
ん
と
隔
て

る
明
確
な
一
線
は
な
い
。
だ
が
両
者
に
は
重
要
な
経
験
上
の
差
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
巨
大
な
電
話
帳
も
ど
き
だ
と
思
っ
て
い
る
人

は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
市
民
た
ち
が
何
の
話
を
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
は
ひ
た
す
ら
見
え

な
い
存
在
だ
。

こ
の
差
の
一
部
は
世
代
的
な
も
の
だ
。
四
〇
歳
以
上
の
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
存
在
し
て
も
、「
サ
イ
バ
ー
空

間
」
は
存
在
し
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
で
の
生
活
と
呼
べ
る
よ
う
な
オ
ン
ラ
イ
ン
生
活
は
送
っ
て
い
な
い
。
だ
が
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ま
す
ま
す
第
二
の
人
生
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
毎
月
本
当
に
何
百
時
間
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
別
世
界

で
過
ご
す
人
た
ち
が
、
何
百
万
人
も
い
る
の
だ
。
あ
と
で
こ
う
し
た
世
界
の
一
つ
、「
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
見
て
み
よ
う
（
1
）。
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だ
か
ら
、
も
し
そ
ん
な
変
な
世
界
に
は
絶
対
に
行
か
な
い
か
ら
心
配
す
る
必
要
が
な
い
と
思
う
人
が
い
て
も
、
次
世
代
の
人
々
が
住
ま
う
世

界
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
で
も
理
解
し
た
け
れ
ば
、
多
少
の
時
間
を
か
け
て
「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
を
理
解
し
た
ほ
う
が
い
い
。

こ
れ
か
ら
語
る
お
話
の
う
ち
、
二
つ
は
そ
れ
を
狙
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
二
つ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
を
描
写
し
て
い
る
。
残
り
二
つ
は
も
っ
と

一
般
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
性
質
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
四
つ
の
お
話
を
通
じ
て
の
わ
た
し
の
狙
い
は
、
と
き
に
道

を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
方
向
性
を
与
え
る
こ
と
だ
。

本
書
を
一
貫
し
て
流
れ
る
四
つ
の
主
題
を
理
解
し
て
も
ら
え
れ
ば
嬉
し
い
。
本
章
の
最
後
で
、
そ
の
主
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
見
取

り
図
を
提
供
し
よ
う
。
ま
ず
は
お
話
に
集
中
し
て
ほ
し
い
。

境
界
線

マ
ー
サ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
ご
近
所
の
口
論
は
、
ご
く
あ
り
き
た
り
の
紛
争
だ
っ
た
（
2
）。

ご
近
所
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
以
来
、
ず
っ
と
存

在
し
て
い
た
よ
う
な
紛
争
。
そ
れ
に
こ
の
紛
争
は
、
怒
り
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
誤
解
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
世
界

で
は
、
こ
の
手
の
誤
解
は
腐
る
ほ
ど
あ
る
。
マ
ー
サ
は
、
自
分
が
こ
こ
に
と
ど
ま
る
べ
き
か
を
考
え
た
。
ほ
か
に
も
行
け
る
場
所
は
あ
る
。

こ
こ
を
離
れ
れ
ば
、
こ
こ
で
築
い
た
も
の
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、
こ
の
手
の
苛
立
ち
が
だ
ん
だ
ん
癇
に
障
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
の
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
、
あ
た
し
も
心
機
一
転
し
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
、
と
マ
ー
サ
は
思
案
し
た
。

口
論
は
、
境
界
線
が
ら
み
の
も
の
だ
っ
た
―
―
彼
女
の
土
地
は
ど
こ
ま
で
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
ご
く
簡
単
な
話
に
思
え
た
し
、
そ

ん
な
こ
と
は
こ
の
地
の
権
力
当
局
が
、
何
年
も
前
に
と
っ
く
に
解
決
し
た
と
思
う
だ
ろ
う
。
で
も
、
な
に
は
と
も
あ
れ
、
ご
近
所
の
ダ
ン
ク

と
彼
女
は
、
い
ま
だ
に
こ
う
し
て
境
界
線
を
め
ぐ
っ
て
け
ん
か
を
し
て
い
る
わ
け
だ
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
け
ん
か
は
境
界
線
の
あ
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い
ま
い
な
部
分
に
つ
い
て
の
も
の
だ
っ
た
―
―
マ
ー
サ
の
も
の
で
、
ほ
か
の
人
の
土
地
に
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
紛
争
。
こ

れ
が
け
ん
か
の
中
身
だ
っ
た
し
、
そ
れ
は
す
べ
て
マ
ー
サ
の
行
動
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

マ
ー
サ
は
花
を
栽
培
し
て
い
た
。
そ
れ
も
た
だ
の
花
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
力
を
持
つ
花
だ
っ
た
。
美
し
い
花
で
、
香
り
も
め

く
る
め
く
よ
う
だ
。
で
も
美
し
く
て
も
、
そ
れ
は
有
毒
だ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
マ
ー
サ
の
風
変
わ
り
な
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
の
だ
、
す
ば
ら
し

く
美
し
い
け
れ
ど
、
触
っ
た
ら
そ
の
人
が
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
花
を
つ
く
る
こ
と
。
風
変
わ
り
な
の
は
ま
ち
が
い
な
い
し
、
マ
ー
サ
が
風

変
わ
り
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
否
定
し
な
い
。
彼
女
は
風
変
わ
り
だ
っ
た
し
、
こ
の
ご
近
所
も
風
変
わ
り
だ
っ
た
。
で
も
、
悲
し
い
こ
と

に
、
こ
の
手
の
紛
争
は
風
変
わ
り
で
も
な
ん
で
も
な
い
。

口
論
の
発
端
は
、
ま
あ
す
ぐ
に
予
想
が
つ
く
。
マ
ー
サ
の
ご
近
所
ダ
ン
ク
は
犬
を
飼
っ
て
い
た
。
ダ
ン
ク
の
犬
は
死
ん
だ
。
そ
し
て
も
ち

ろ
ん
そ
の
犬
が
死
ん
だ
の
は
、
マ
ー
サ
の
花
の
花
び
ら
を
食
べ
た
か
ら
だ
。
美
し
い
花
弁
と
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
犬
。
ダ
ン
ク
は
ダ
ン
ク
な

り
に
、こ
の
花
に
つ
い
て
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
し
、こ
の
ご
近
所
に
対
し
て
言
い
た
い
こ
と
も
あ
っ
て
、そ
し
て
そ
れ
を
発
言
し
た
―
―

い
さ
さ
か
過
剰
な
怒
り
を
こ
め
て
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
こ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
怒
り
を
こ
め
て
と
言
う
べ
き
か
。

「
な
ん
だ
っ
て
致
死
性
の
花
な
ん
か
育
て
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
よ
」
と
ダ
ン
ク
は
柵
ご
し
に
怒
鳴
る
。
マ
ー
サ
は
怒
鳴
り
返
し
た
。「
犬

が
一
匹
や
二
匹
死
ん
だ
か
ら
っ
て
、
な
ん
だ
っ
て
そ
ん
な
に
怒
る
の
よ
。
犬
な
ん
か
す
ぐ
に
取
り
替
え
れ
ば
い
い
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
、
死

ぬ
と
き
に
苦
し
む
犬
な
ん
か
飼
わ
な
け
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
の
。
苦
し
ま
な
い
犬
を
飼
い
な
さ
い
よ
。
そ
し
た
ら
あ
た
し
の
花
び
ら
も
害
に

は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
に
」

わ
た
し
が
こ
の
口
論
に
出
く
わ
し
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
だ
っ
た
。
こ
の
空
間
で
人
が
う
ろ
つ
く
よ
う
な
形
で
、
た
ま
た
ま
近
く
を
通
り

が
か
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
（
最
初
は
テ
レ
ポ
ー
ト
し
て
近
く
に
来
た
の
だ
け
れ
ど
、
内
輪
用
語
で
話
を
や
や
こ
し
く
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ

う
。
単
に
通
り
が
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
く
）。
こ
の
二
人
の
ご
近
所
同
士
が
、
ま
す
ま
す
相
手
へ
の
怒
り
を
募
ら
せ
て
い
く
の
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が
見
え
た
。
こ
の
紛
争
の
タ
ネ
に
な
っ
て
い
る
花
の
こ
と
は
耳
に
し
て
い
た
―
―
一
部
の
花
び
ら
が
毒
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
話
も
。
簡
単

に
解
決
で
き
そ
う
な
問
題
だ
と
思
え
た
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
問
題
が
ど
う
し
て
生
ま
れ
る
か
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
た
ぶ
ん
と
て
も
簡
単

に
は
思
え
な
い
だ
ろ
う
。

ダ
ン
ク
と
マ
ー
サ
が
怒
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
二
人
と
も
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
二
人
と
も
、
こ
の
ご
近
所
で
生
活
を
築

い
て
い
た
し
、
そ
こ
に
何
時
間
も
つ
ぎ
こ
ん
で
い
た
し
、
そ
の
制
限
も
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
よ
く
あ
る
話
で
は
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
み
ん
な
、
制
限
の
あ
る
場
所
に
生
活
を
築
き
上
げ
る
。
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
、
と
き
に
は
失
望
さ
せ
ら
れ
る
。
ダ
ン
ク
と
マ
ー
サ
だ
っ
て
、

ど
こ
が
ち
が
う
と
い
う
の
か
？

そ
の
ち
が
い
の
一
つ
は
、
二
人
の
口
論
が
生
じ
て
い
る
空
間
と
い
う
か
文
脈
の
性
格
だ
っ
た
。
こ
れ
は
「
現
実
空
間
」
で
は
な
く
、
バ
ー

チ
ャ
ル
空
間
だ
っ
た
。
こ
の
環
境
は
「
超
多
人
数
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
」（「
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
」）
と
い
う
や
つ
で
、
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
、
わ
れ
わ
れ

が
現
実
空
間
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
は
か
な
り
ち
が
う
（
3
）。

現
実
空
間
は
、
あ
な
た
が
た
っ
た
今
い
る
場
所
だ
。
自
分
の
オ
フ
ィ
ス
か
、
家
か
、
あ
る
い
は
プ
ー
ル
際
か
。
そ
こ
は
、
人
工
の
法
と
、

人
工
で
な
い
法
の
両
方
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
世
界
だ
。
企
業
に
と
っ
て
の
「
有
限
責
任
」
は
、
人
工
の
法
律
だ
。
そ
れ
は
、
企
業
の
経
営
者

た
ち
は
（
ふ
つ
う
は
）
そ
の
会
社
の
罪
に
対
し
て
、
個
人
的
に
は
責
任
を
と
ら
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
の
有
限
寿
命

は
、
人
工
の
法
律
で
は
な
い
。
誰
も
が
い
ず
れ
死
ぬ
。
現
実
空
間
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
こ
の
両
方
の
法
の
も
と
に
あ
る
。
た
だ
し
原

理
的
に
は
、
片
方
は
変
え
ら
れ
る
。

で
も
、
現
実
空
間
に
も
別
の
法
は
あ
る
。
あ
な
た
は
こ
の
本
を
買
っ
た
（
と
信
じ
て
ま
す
よ
）
か
、
あ
る
い
は
買
っ
た
人
物
か
ら
借
り
た
。

も
し
こ
れ
を
盗
ん
だ
の
な
ら
、
捕
ま
ろ
う
と
捕
ま
る
ま
い
と
、
あ
な
た
は
泥
棒
だ
。
言
語
も
社
会
規
範
だ
。
規
範
は
集
合
的
に
決
ま
る
。
規

範
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、「
窃
盗
」
は
あ
な
た
を
泥
棒
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
あ
な
た
が
な
に
か
を
盗
っ
た
か
ら
で
は
な

い
。
な
に
か
を
盗
っ
て
も
、
泥
棒
に
な
ら
な
い
方
法
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
風
に
飛
ば
さ
れ
て
き
た
一
ド
ル
札
を
盗
っ
て
も
泥
棒
に
は
な
ら
な
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い
。
盗
ら
な
い
ほ
う
が
バ
カ
扱
い
さ
れ
る
。
で
も
、
こ
の
本
を
本
屋
さ
ん
か
ら
盗
ん
だ
ら
（
ほ
か
の
人
の
た
め
に
何
冊
も
売
れ
残
っ
て
い
た

と
し
て
も
）
あ
な
た
は
泥
棒
だ
。
社
会
規
範
が
そ
う
言
う
か
ら
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
規
範
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
う
い
う
規
範
の
一
部
は
、
社
会
全
体
と
し
て
は
変
え
ら
れ
る
が
、
個
人
で
は
変
え
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
は
自
分
の
徴
兵
招
集
書
を
燃
や

す
道
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
が
英
雄
扱
い
さ
れ
る
か
、
売
国
奴
扱
い
さ
れ
る
か
は
選
べ
な
い
。
昼
食
へ
の

招
待
を
断
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
無
礼
だ
と
思
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
選
べ
な
い
。
実
生
活
で
、
わ
た
し
に
は
選
択
の
余
地
が
い

ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
選
択
が
も
た
ら
す
帰
結
を
逃
れ
る
と
い
う
選
択
肢
は
な
い
。
こ
う
い
う
規
範
の
制
約
は
あ
ま
り
に
お
な
じ
み
な
の

で
、
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
と
す
ら
い
え
る
。

Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
ち
が
う
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
だ
―
―
マ
ン
ガ
や
テ
レ
ビ
画
面
と
同
じ
く
、
と
き
に
三
次
元
に
見
え

る
よ
う
描
か
れ
る
。
で
も
マ
ン
ガ
と
ち
が
っ
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
画
面
の
登
場
人
物
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
そ
の

キ
ャ
ラ
は
、
こ
の
空
間
に
住
ま
う
他
の
多
く
の
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
他
の
多
く
の
キ
ャ
ラ
の
一
人
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
は
人
は
自
分

の
住
ま
う
空
間
を
自
分
で
構
築
す
る
。
子
ど
も
の
頃
、
あ
な
た
は
ロ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
と
ワ
イ
ル
・
Ｅ
・
コ
ヨ
ー
テ
の
世
界
を
支
配
す
る
物
理

法
則
（
暴
力
的
な
が
ら
も
優
し
い
）
を
学
ん
で
育
っ
た
。
あ
な
た
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ロ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
と
ワ
イ
ル
・
Ｅ
・
コ
ヨ
ー
テ
の
世

界
を
作
っ
て
育
つ
（
そ
の
世
界
は
暴
力
的
で
、
で
も
あ
ま
り
優
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
）。
か
れ
ら
は
空
間
を
定
義
し
て
、
そ
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
生
き
る
。
か
れ
ら
の
選
択
し
だ
い
で
、
そ
の
空
間
の
法
は
本
物
に
な
る
。

こ
れ
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
が
非
現
実
だ
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
に
は
本
物
の
生
活
が
あ
る
し
、
そ
れ
は
人
々
が
ど
う
つ
き

あ
う
か
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
空
間
は
、
人
々
が
つ
き
あ
う
場
所
だ
―
―
ま
ち
が
い
な
く
人
々
が
実
空
間
で
つ
き
あ
う
の
と
同

じ
部
分
が
多
い
が
、
で
も
大
事
な
ち
が
い
が
い
く
つ
か
あ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
、
つ
き
あ
い
は
仮
想
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
限
ら
れ
る
。
一

九
九
〇
年
代
用
語
で
い
え
ば
、
こ
の
つ
き
あ
い
は
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
も
の
だ
。
人
々
は
こ
の
仮
想
空
間
に
「

ジ
ャ
ッ
ク
イ
ン

没
入
」
す
る
。
そ
こ
で
か

れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
。
そ
の
「
か
れ
ら
」
は
、
実
に
た
く
さ
ん
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
の
推
計
で
は
、
こ
う
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し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
に
参
加
し
て
い
る
の
は
「
ギ
リ
ギ
リ
最
小
限
に
見
積
も
っ
て
も
一
千
万
人
だ
が
、（
わ
た
し
の
）
推
測
で
は
た
ぶ
ん

二
、
三
千
万
人
」
だ
。「
典
型
的
な
利
用
者
は
週
に
二
、
三
〇
時
間
を
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
内
で
過
ご
す
。
パ
ワ
ー
ユ
ー
ザ
ー
は
寸
暇
を
惜
し

ん
で
こ
こ
で
過
ご
し
て
い
る
」
（
4
）。

あ
る
論
文
で
の
推
計
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ら
九
四
〇
万
人
に
平
均
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
時
間
を
か
け
る
と
、
仮

想
世
界
へ
の
登
録
者
た
ち
は
週
に
の
べ
二
億
一
三
〇
〇
万
時
間
を
費
や
し
て
仮
想
生
活
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
（
5
）。

何
を
す
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
を
す
る
人
も
い
る
。
ほ
か
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
の
ギ

ル
ド
に
加
わ
っ
て
地
位
と
技
能
を
向
上
さ
せ
、
何
か
最
終
的
な
目
的
を
果
た
す
の
だ
。
一
部
の
人
は
、
単
に
集
ま
っ
て
ダ
ベ
る
だ
け
。
バ
ー

チ
ャ
ル
ル
ー
ム
に
現
れ
て
（
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
選
ん
だ
外
見
で
、
選
ん
だ
性
質
と
、
自
分
で
書
い
た
経
歴
を
持
っ
て
）、
お
互
い
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
タ
イ
プ
し
あ
う
。
あ
る
い
は
う
ろ
つ
い
て
（
ま
た
も
や
か
な
り
あ
い
ま
い
な
表
現
で
は
あ
る
け
れ
ど
）、
ほ
か
の
人
に
話
し
か
け
る
。
わ

た
し
の
友
人
リ
ッ
ク
は
、
ネ
コ
に
な
っ
て
こ
れ
を
や
る
―
―
そ
れ
も
雄
ネ
コ
だ
、
と
か
れ
は
主
張
。
雄
ネ
コ
に
な
っ
て
、
リ
ッ
ク
は
こ
の
空

間
を
う
ろ
つ
い
て
、
興
味
を
覚
え
た
人
に
は
誰
に
で
も
話
し
か
け
る
。
か
れ
は
ネ
コ
好
き
な
連
中
を
追
い
払
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し

て
残
り
は
罰
し
て
や
る
の
だ
と
か
。

ほ
か
の
人
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
ダ
ベ
る
以
上
に
い
ろ
い
ろ
や
る
。
た
と
え
ば
、
開
墾
す
る
人
も
い
る
。
そ
の
世
界
と
法
に
も
よ
る
け
れ

ど
、
市
民
は
未
開
拓
の
土
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
を
開
発
し
て
い
る
間
は
そ
れ
を
所
有
で
き
る
。
人
は
こ
う
し
た
敷
地
に
生
活
を
築
こ
う
と
、

す
さ
ま
じ
い
時
間
を
注
ぎ
込
む
（
ま
っ
た
く
こ
う
し
た
人
々
が
呆
れ
る
ほ
ど
に
時
間
を
無
駄
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

わ
た
し
や

あ
な
た
は
、
週
に
最
大
七
〇
時
間
も
働
い
て
、
自
分
の
も
の
で
も
な
い
企
業
に
尽
く
し
、
自
分
が
楽
し
め
る
か
も
わ
か
ら
な
い
未
来
を
築
い

て
い
る
と
い
う
の
に
、
こ
う
い
う
連
中
は
仮
想
の
も
の
と
は
い
え
、
生
活
を
設
計
し
て
そ
れ
を
築
き
上
げ
て
人
生
を
作
り
上
げ
て
い
る
わ
け

だ
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
な
）。
か
れ
ら
は
家
を
建
て
る
―
―
設
計
し
て
建
設
す
る
―
―
そ
し
て
家
族
や
友
だ
ち
を
そ
こ
に
引
っ
越
さ

せ
て
、
趣
味
を
追
求
し
た
り
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
た
り
す
る
。
木
や
変
な
植
物
―
―
マ
ー
サ
の
花
の
よ
う
な
―
―
を
育
て
て
も
い
い
。

Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
「
Ｍ
Ｕ
Ｄ
」
や
「
Ｍ
Ｏ
Ｏ
」
空
間
か
ら
生
ま
れ
た
（
6
）。

Ｍ
Ｕ
Ｄ
や
Ｍ
Ｏ
Ｏ
は
、
同
じ
仮
想
世
界
で
も
文
字
ベ
ー
ス
の
仮
想
世
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界
だ
。
Ｍ
Ｕ
Ｄ
や
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
画
面
に
は
、
画
像
や
マ
ン
ガ
は
な
い
。
文
字
だ
け
で
、
誰
か
が
こ
う
言
っ
た
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
と

か
報
告
さ
れ
る
。
こ
の
空
間
に
も
の
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
ふ
る
ま
い
は
、
必
ず
文
章
を

通
じ
て
行
な
わ
れ
る
（
ふ
る
ま
い
は
か
な
り
単
純
だ
け
れ
ど
、
単
純
で
も
す
ご
く
笑
え
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
年
、
わ
た
し
の
サ
イ
バ
ー
法

講
義
の
一
環
だ
っ
た
Ｍ
Ｕ
Ｄ
で
、
誰
か
がJP

osner

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
っ
た
。
誰
か
がJP

osner

を
つ
っ
つ
く
と
、
そ
れ
は
こ
う

つ
ぶ
や
く
、「
つ
っ
つ
く
の
は
非
効
率
だ
よ
」。
別
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
がF

E
asterbrook

だ
。F

E
asterbrook

と
同
じ
部
屋
で
「
フ
ェ
ア
」

と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
と
、F

E
asterbrook

は
そ
の
セ
リ
フ
を
繰
り
返
す
け
れ
ど
、「
フ
ェ
ア
」
を
「
効
率
的
」
と
言
い
換
え
る
（「
そ
れ
は

フ
ェ
ア
じ
ゃ
な
い
よ
」
と
言
う
と
「
む
し
ろ
、
そ
れ
は
効
率
的
じ
ゃ
な
い
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
ね
」
と
言
わ
れ
る
）。

文
章
の
好
き
な
人
や
、
文
章
の
う
ま
い
人
に
は
こ
の
文
字
ベ
ー
ス
の
現
実
の
魅
力
を
理
解
す
る
の
は
簡
単
だ
っ
た
。
で
も
文
章
の
好
き

じ
ゃ
な
い
多
く
の
人
に
は
、
あ
ま
り
理
解
し
や
す
い
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
そ
の
敷
居
を
ち
ょ
っ
と
下
げ
て
く
れ
る
。
こ

れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
小
説
の
映
画
版
だ
。
そ
こ
で
物
を
作
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
い
な
く
な
っ
て
も
残
る
。
家
を
建
て
た
ら
、
通
り
を
歩

い
て
い
る
人
は
そ
の
家
を
目
に
す
る
。
人
々
を
家
に
招
く
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
人
た
ち
が
家
に
入
る
と
、
か
れ
ら
は
ま
わ
り
の
物
を
見

る
。
あ
な
た
が
自
分
の
世
界
を
ど
う
構
築
し
た
か
見
る
。
そ
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
が
許
す
な
ら
、
あ
な
た
が
現
実
世
界
の
法
を
ど
う
変
え
た
か

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
実
空
間
で
は
、
床
が
ぬ
れ
て
い
れ
ば
人
は
「
す
べ
っ
て
転
ぶ
」。
で
も
あ
な
た
の
作
っ
た
空
間
で
は
、
そ

ん
な
法
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
の
世
界
で
は
、
床
が
ぬ
れ
て
い
れ
ば
人
は
「
す
べ
っ
て
踊
る
」
か
も
し
れ
な
い
。

今
日
、
こ
の
空
間
の
一
番
の
見
本
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
驚
く
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
。
そ
こ
で
人
々
は
、
物
も
作
る
し
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
も
作
る
し
、
ア
バ
タ
ー
は
驚
く
ほ
ど
で
き
が
よ
く
、
そ
の
所
有
者
は
何
十
万
時
間
も
か
け
て
、
ほ
か
の
人
が
見
て
楽
し
む
空
間
を
作
る
。

衣
服
や
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
を
作
る
人
も
い
れ
ば
、
音
楽
生
産
マ
シ
ン
を
作
る
人
も
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
の
許
す
あ
ら
ゆ
る
物
体
や
サ
ー
ビ

ス
を
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
は
作
っ
て
い
る
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
は
本
書
執
筆
時
点
で
一
〇
万
人
以
上
の
住
人
が
い

る
。
か
れ
ら
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に
あ
る
二
千
台
近
い
サ
ー
バ
ー
を
占
拠
し
、
そ
の
マ
シ
ン
を
走
ら
せ
る
だ
け
で
二
五
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〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
電
力
を
消
費
す
る
―
―
一
六
〇
世
帯
分
に
も
相
当
す
る
電
力
だ
。

だ
が
こ
こ
で
話
は
マ
ー
サ
と
ダ
ン
ク
に
戻
る
。
か
れ
ら
の
や
り
と
り
―
―
マ
ー
サ
が
、
苦
し
ん
で
死
ぬ
犬
を
飼
っ
て
い
た
と
言
っ
て
ダ
ン

ク
を
責
め
る
部
分
―
―
は
、
こ
の
空
間
の
驚
異
的
な
と
こ
ろ
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
マ
ー
サ
の
発
言
（「
死
ぬ
と
き
に
苦
し
む
犬
な
ん
か

飼
わ
な
け
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
の
。
苦
し
ま
な
い
犬
を
飼
い
な
さ
い
よ
。
そ
し
た
ら
あ
た
し
の
花
び
ら
も
害
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
に
」）

を
読
ん
で
、
首
を
ひ
ね
っ
た
は
ず
だ
。「
悪
い
の
は
有
毒
の
花
び
ら
じ
ゃ
な
く
て
、
苦
し
ん
で
死
ぬ
犬
の
ほ
う
だ
な
ん
て
、
ず
い
ぶ
ん
お
か
し

な
考
え
方
だ
」
と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
こ
の
空
間
で
は
、
ダ
ン
ク
は
確
か
に
自
分
の
犬
の
死
に
方
を
選
べ
た
。「
毒
」
が
犬
を
「
殺

さ
な
い
」
の
は
選
べ
な
い
に
し
て
も
、
死
ぬ
と
き
に
犬
が
苦
し
む
か
ど
う
か
は
選
べ
た
。
さ
ら
に
犬
の
コ
ピ
ー
が
作
れ
る
か
ど
う
か
も
選
べ

た
。
コ
ピ
ー
が
あ
れ
ば
、
犬
が
死
ん
で
も
そ
れ
を
「
生
き
返
ら
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
、
こ
う
い
う
可
能
性
は
神
が
与

え
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
神
の
定
義
す
る
も
の
で
も
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
だ
っ
て
神
の
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ

空
間
で
の
可
能
性
を
決
め
る
の
は
コ
ー
ド
―
―
そ
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
を
定
め
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ま
た
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。「
こ
う
い

う
時
に
は
ど
う
な
る
」
と
い
う
の
は
論
理
の
表
現
だ
。
そ
れ
は
、
コ
ー
ド
に
表
現
さ
れ
た
関
係
を
示
し
て
い
る
。
実
空
間
で
は
、
人
は
コ
ー

ド
の
ほ
と
ん
ど
に
は
手
出
し
で
き
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
で
き
る
。

だ
か
ら
マ
ー
サ
が
犬
に
つ
い
て
さ
っ
き
の
発
言
を
し
た
と
き
、
ダ
ン
ク
は
当
然
に
思
え
る
反
応
を
返
し
た
。「
あ
ん
た
の
花
だ
っ
て
、
自

分
の
土
地
の
外
で
有
毒
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
花
び
ら
に
毒
が
あ
る
の
は
、
あ
ん
た
の
土
地
で
だ
け
に
し
て
く
れ
よ
。
そ
れ

が
あ
ん
た
の
土
地
を
離
れ
た
ら
―
―
た
と
え
ば
風
で
こ
っ
ち
の
土
地
に
飛
ば
さ
れ
る
と
か
―
―
無
害
に
な
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
れ
な
い

か
な
」

こ
れ
は
い
い
思
い
つ
き
だ
っ
た
け
れ
ど
、
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
。
マ
ー
サ
は
、
こ
う
い
う
有
毒
植
物
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
か

ら
だ
。
ほ
か
の
人
も
、
こ
の
死
と
結
び
つ
い
た
ア
ー
ト
と
い
う
発
想
が
気
に
入
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
マ
ー
サ
の
敷
地
で
だ
け
毒
を
持
つ
有

毒
植
物
を
作
る
の
は
、
解
決
策
に
は
な
ら
な
い
。
マ
ー
サ
が
す
ご
い
変
人
た
ち
を
山
ほ
ど
自
分
の
土
地
に
呼
ん
で
き
た
い
と
で
も
思
っ
て
い
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な
い
限
り
。

で
も
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
別
の
ア
イ
デ
ア
を
生
ん
だ
。
ダ
ン
ク
曰
く
「
わ
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
花
は
そ
れ
を
買
っ
た
人
が
持
っ
て
い
る
と

き
に
だ
け
有
毒
っ
て
こ
と
に
し
た
ら
？

盗
ま
れ
た
り
、
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
花
び
ら
の
毒
が
消
え
る
よ
う
に
す
る
。
で

も
、
植
物
の
所
有
者
が
持
っ
て
い
る
限
り
、
花
び
ら
の
毒
も
残
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ぼ
く
た
ち
二
人
の
直
面
し
て
い
る
問
題
を

ど
っ
ち
も
解
決
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
？
」

見
事
な
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ダ
ン
ク
の
役
に
立
つ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
マ
ー
サ
の
役
に
も
立
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
存
在
す

る
コ
ー
ド
は
、
盗
み
も
可
能
に
し
て
い
た
（
7
）（

人
は
仮
想
空
間
に
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
。
完
全
無
欠
な
天
国
に
は
死
ん
で
か
ら
行
け
ば
い

い
の
だ
か
ら
）。
で
も
マ
ー
サ
が
ち
ょ
っ
と
コ
ー
ド
を
変
え
て
、
盗
み
が
植
物
の
価
値
を
な
く
す
よ
う
に
す
れ
ば
（
8
）、

そ
の
変
更
は
彼
女
の
植

物
が
持
つ
利
益
を
守
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
同
時
に
ダ
ン
ク
の
犬
も
守
る
。
こ
の
解
決
策
は
、
ご
近
所
の
両
方
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
も
の

だ
―
―
経
済
学
者
た
ち
が
、
パ
レ
ー
ト
改
善
の
動
き
と
呼
ぶ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
実
現
性
の
点
で
も
ほ
か
の
解
決
法
と

遜
色
が
な
い
。
要
は
、
コ
ー
ド
の
変
更
だ
け
だ
。

ち
ょ
っ
と
、
こ
こ
で
何
が
言
わ
れ
て
い
る
か
考
え
て
ほ
し
い
。「
盗
み
」
と
い
う
の
は
（
最
低
で
も
）
保
有
の
移
動
を
含
む
。
で
も
Ｍ
Ｍ
Ｏ

Ｇ
空
間
で
は
「
保
有
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
空
間
を
定
義
す
る
ソ
フ
ト
が
定
義
し
た
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
同
じ
コ
ー
ド
は
、
保
有
か
ら

生
じ
る
各
種
性
質
も
定
義
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
実
空
間
と
同
じ
よ
う
に
、
ケ
ー
キ
を
手
元
に
お
く
の
と
食
べ
る
の
と
を
区
別

す
る
と
か
。
あ
る
い
は
両
者
を
区
別
し
な
い
よ
う
に
し
て
も
い
い
。
ケ
ー
キ
を
「
食
べ
て
」
も
、
そ
れ
が
魔
法
の
よ
う
に
再
び
現
れ
る
。
Ｍ

Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
群
衆
を
パ
ン
五
斤
と
魚
二
匹
で
満
腹
に
し
て
も
、
奇
跡
扱
い
さ
れ
な
い
（
9
）。

だ
っ
た
ら
、
マ
ー
サ
と
ダ
ン
ク
の
問
題
に
も
、
同
じ
解
決
を
す
れ
ば
い
い
。
所
有
と
い
う
も
の
を
、
有
毒
性
を
含
む
形
で
定
義
す
れ
ば
い

い
じ
ゃ
な
い
か
。
所
有
な
き
保
有
は
、
毒
を
な
く
す
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
。
マ
ー
サ
と
ダ
ン
ク
の
紛
争
解
決
に
、
ど
ち
ら
か
の
ふ
る
ま
い
を

変
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
法
則
を
変
え
て
そ
も
そ
も
の
争
い
ご
と
を
な
く
し
て
し
ま
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。

21



今
は
こ
の
あ
ま
り
短
く
も
な
い
本
の
中
で
、
ま
だ
ほ
ん
の
導
入
部
だ
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
を
読
ん
だ
ら
、
あ
な
た
は
そ
こ
で

本
書
を
投
げ
出
し
て
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
実
に
短
い
一
冊
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
本
は
、
全
編
が
こ
の
簡
単
な
お
話
の
提
起
す
る

問
題
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
一
見
簡
単
な
答
え
の
簡
単
さ
に
つ
い
て
の
も
の
だ
。
こ
れ
は
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
や
ア
バ
タ
ー
に
つ

い
て
の
本
で
は
な
い
。
マ
ー
サ
と
ダ
ン
ク
に
つ
い
て
の
お
話
は
、
ア
バ
タ
ー
が
出
て
く
る
最
初
で
最
後
の
事
例
だ
。
で
も
、
こ
の
本
は
サ
イ

バ
ー
空
間
に
つ
い
て
の
本
で
は
あ
る
。
わ
た
し
の
主
張
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
」
で
も
「
サ
イ
バ
ー
空
間
上
」
で
も
ま
さ
に
マ
ー
サ
と
ダ

ン
ク
が
直
面
し
た
よ
う
な
問
題
が
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
解
決
策
が
提
起
す
る
問
題
も
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
」
で
も
「
サ
イ
バ
ー
空
間
上
」
で
も
、
空
間
の
環
境
を
構
築
す
る
の
は
技
術
で
あ
り
、
そ
の
空
間
で
の
つ
き
あ
い
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は

実
空
間
よ
り
は
る
か
に
大
幅
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
問
題
を
物
語
の
中
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
た
り
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
た
り
し
て
発
生

さ
せ
ら
れ
る
し
、
そ
れ
を
「
コ
ー
ド
で
」
消
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
ゲ
ー
マ
ー
を
見
る
と
、
仮
想
世
界
が
実
世
界
か
ら
あ

ま
り
逸
脱
し
て
ほ
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
目
下
重
要
な
の
は
そ
う
し
た
世
界
を
ち
が
っ
た
も
の
に
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
し
て
本
書
の
核
心
と
な
る
問
題
を
提
起
す
る
の
は
こ
の
能
力
な
の
だ
。
問
題
が
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
解
決
す
る
よ
う
な
世
界
に

住
む
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

そ
し
て
そ
の
世
界
で
は
、
問
題
を
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
し
た
り
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
人
々
を
罰

し
た
り
す
る
か
わ
り
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
解
決
す
べ
き
な
の
は
、
ど
ん
な
場
合
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
法
的
に
お
も
し
ろ
い
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
同
じ
問
題
が
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
の
外
で

も
発
生
す
る
し
、
Ｍ
Ｕ
Ｄ
や
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
外
で
も
発
生
す
る
。
こ
う
し
た
空
間
の
問
題
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
一
般
の
問
題
だ
し
、
生
活
が
ま

す
ま
す
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
移
行
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
（
そ
し
て
不
気
味
に
な
る
に
つ
れ
）、
こ
う
し
た
問
題
は
ま
す
ま

す
緊
急
性
を
増
す
。

で
も
、
こ
の
業
界
で
は
わ
た
し
も
そ
れ
な
り
に
学
習
し
て
き
た
か
ら
、
こ
ん
な
口
論
の
例
一
つ
で
あ
な
た
が
納
得
し
な
い
の
は
わ
か
っ
て

い
る
（
過
去
一
二
年
間
、
ず
っ
と
こ
の
話
を
し
て
き
た
の
で
、
何
が
効
か
な
い
か
く
ら
い
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
）。
も
し
論
点
を
理
解
で
き
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た
な
ら
、
え
ら
い
。
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
示
し
て
し
ん
ぜ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
二
番
目
の
読
者
た
ち
に
対
す
る
わ
た
し
の
手
口
は
、
も
っ
と

ま
わ
り
く
ど
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
証
拠
は
、
一
連
の
お
話
群
と
い
う
形
に
な
る
。
そ
れ
が
手
引
き
を
し
つ

つ
ま
ご
つ
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
が
こ
の
章
の
目
的
だ
。

ほ
か
の
場
所
を
い
く
つ
か
描
い
て
み
よ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
住
ま
う
奇
妙
な
こ
と
ど
も
を
。

統
治
者
た
ち

あ
る
国
―
―
「
ボ
ラ
ル
国
」、
と
呼
ん
で
お
こ
う
―
―
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
き
ら
い
だ
け
れ
ど
、
そ
の
市
民
の
一
部
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
好
き

だ
。
で
も
、
え
ら
い
の
は
国
。
み
ん
な
投
票
し
て
、
法
は
決
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ボ
ラ
ル
国
で
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
違
法
だ
。

そ
こ
へ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
や
っ
て
く
る
。
ネ
ッ
ト
が
電
話
経
由
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
ボ
ラ
ル
市
民
の
一
部
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
次
の
「
キ
ラ
ー
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
だ
と
判
断
。
サ
ー
バ
ー
を
立
ち
上
げ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ

ル
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
。
国
は
、
こ
の
商
売
が
お
気
に
召
さ
な
い
。「
サ
ー
バ
ー
を
止
め
な
さ
い
、
さ
も
な
き
ゃ
き
み
た
ち
牢
屋
行

き
よ
」
と
そ
の
市
民
に
告
げ
る
。

ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
た
ち
は
、
ず
る
い
け
れ
ど
も
バ
カ
で
は
な
い
の
で
、
ボ
ラ
ル
国
内
の
サ
ー
バ
ー
の
閉
鎖
に
は
合
意
す
る
。
が
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
商
売
は
や
め
な
い
。
か
わ
り
に
「
オ
フ
シ
ョ
ア
ヘ
イ
ブ
ン
」
の
サ
ー
バ
ー
に
間
借
り
す
る
。
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ア
の
サ
ー
バ
ー
は
快
調
に
動

き
、
ま
た
も
や
ネ
ッ
ト
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
ボ
ラ
ル
の
人
々
も
使
え
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
こ
に
大
事
な
点
が
あ
る
の
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
少
な
く
と
も
一
九
九
九
年
頃
ま
で
の
）
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
も
と
で
は
、
実

空
間
で
サ
ー
バ
ー
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
関
係
な
い
の
だ
。
ア
ク
セ
ス
は
地
理
条
件
に
依
存
し
な
い
。
あ
る
い
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
連
中
の
賢
さ
加

減
に
も
よ
る
け
れ
ど
、
本
物
の
サ
ー
バ
ー
を
誰
が
所
有
し
て
運
営
し
て
い
る
の
か
、
ユ
ー
ザ
ー
は
何
も
知
る
必
要
な
し
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
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ユ
ー
ザ
ー
の
ア
ク
セ
ス
は
匿
名
化
サ
イ
ト
を
経
由
さ
せ
れ
ば
、
末
端
で
は
実
質
的
に
・何
・が
、
・ど
・こ
・で
誰
と
行
な
わ
れ
た
の
か
ま
っ
た
く
わ
か

ら
な
く
で
き
る
。

ボ
ラ
ル
検
察
長
官
は
、
む
ず
か
し
い
問
題
に
直
面
す
る
。
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
た
ち
を
自
分
の
国
か
ら
追
い
出
す
の
に
は
成
功
し
た
け
れ
ど
、

ネ
ッ
ト
上
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
減
ら
す
の
に
は
成
功
し
て
い
な
い
わ
け
だ
。
前
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
連
中
が
い
た
―
―
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ

ト
の
運
営
者
、
そ
し
て
そ
う
し
た
場
所
の
利
用
者
た
ち
。
で
も
い
ま
や
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
そ
い
つ
ら
は
、
ま
っ
た
く
処
罰
を
受
け
ず
に
す

ん
で
し
ま
う
―
―
誰
が
サ
ー
バ
ー
を
運
用
し
て
い
て
誰
が
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
検
察
長
官
に
と
っ
て
の
世

界
は
一
変
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
た
ち
は
ふ
る
ま
い
が
も
は
や
・規
・制
・可
・能
で
な
い
世
界
に
引
っ
越
し
て

し
ま
っ
た
。

「
規
制
可
能
性
」
と
い
う
の
は
単
に
、
あ
る
ふ
る
ま
い
が
規
制
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
相
対
的

な
も
の
で
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
―
―
あ
る
場
所
で
、
あ
る
時
点
で
の
あ
る
行
動
は
、
ほ
か
の
場
所
で
ほ
か
の
時
点
で
の
も
の
よ
り
も
、

規
制
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
ボ
ラ
ル
に
つ
い
て
わ
た
し
が
主
張
す
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
ネ
ッ
ト
以
前
よ
り

規
制
し
に
く
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
話
が
続
く
中
で
明
ら
か
に
な
る
は
ず
の
意
味
で
、
も
と
も
と
の
ネ
ッ
ト

の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
も
と
で
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
生
活
は
ネ
ッ
ト
外
の
生
活
よ
り
も
規
制
し
に
く
か
っ
た
。

ジ
ェ
イ
ク
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

も
し
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
市
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
ジ
ェ
イ
ク
に
会
っ
て
も
（
ジ
ェ
イ
ク
が
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
市
で
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ん
か
に
出
た

か
は
さ
て
お
き
）、
二
度
と
思
い
出
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
10
）。

そ
し
て
た
ま
た
ま
思
い
出
し
た
と
し
て
も
、
あ
あ
、
よ
く
い
る
物
静
か
で
貧
相
な

ミ
シ
ガ
ン
大
の
学
部
生
で
、
世
界
か
、
あ
る
い
は
世
界
の
人
々
に
怯
え
て
る
子
だ
な
、
と
思
っ
た
だ
け
だ
ろ
う
。
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ジ
ェ
イ
ク
が
作
家
だ
と
は
、
誰
も
思
わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
―
―
し
か
も
か
な
り
有
名
な
短
編
作
家
だ
と
は
。
有
名
だ
と
い
っ
て
も
、
か
れ

の
周
辺
に
限
っ
て
の
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
。
ジ
ェ
イ
ク
は
自
分
の
短
編
の
登
場
人
物
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
小
説
の
中
の
ジ
ェ
イ
ク
は
「
現

実
の
」
生
活
で
の
ジ
ェ
イ
ク
と
は
か
な
り
ち
が
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
か
れ
の
小
説
を
読
ん
だ
あ
と
で
、「
現
実
の
生
活
」
と
「
現

実
で
な
い
生
活
」
と
の
境
目
に
た
い
し
た
意
味
が
あ
る
と
あ
な
た
が
思
っ
て
い
れ
ば
の
話
だ
。

ジ
ェ
イ
ク
は
、
暴
力
に
つ
い
て
の
小
説
を
書
い
た
。
セ
ッ
ク
ス
の
こ
と
も
書
い
た
け
れ
ど
、
も
っ
ぱ
ら
暴
力
。
そ
れ
は
憎
悪
に
満
ち
た
も

の
で
、
特
に
女
性
に
対
す
る
憎
悪
に
ま
み
れ
て
い
た
。
女
を
強
姦
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
殺
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
に
殺
す
だ
け

で
は
ダ
メ
で
、
極
端
に
苦
痛
に
満
ち
た
拷
問
的
な
形
で
殺
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
い
か
に
残
念
な
こ
と
と
は
い
え
、
著
作
の
一

ジ
ャ
ン
ル
で
は
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ク
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
名
人
だ
っ
た
。

実
空
間
で
、
ジ
ェ
イ
ク
は
か
な
り
上
手
に
こ
の
性
向
を
隠
し
て
い
た
。
か
れ
は
何
百
万
人
と
い
る
男
の
子
の
一
人
だ
。
ぱ
っ
と
せ
ず
、
際

だ
っ
た
と
こ
ろ
も
な
く
、
人
畜
無
害
。
で
も
実
空
間
で
ど
れ
ほ
ど
あ
た
り
さ
わ
り
が
な
く
て
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
か
れ
の
有
害
さ
は
ま

す
ま
す
有
名
に
な
っ
て
い
っ
た
。
か
れ
の
小
説
は
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
、alt.sex.stories

と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
投
稿
さ
れ
て
い
た
。

Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
自
体
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
全
国
紙
の
求
人
欄
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
と
い
う
意
味
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

だ
け
れ
ど
。
そ
れ
は
一
般
公
開
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
や
り
と
り
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
―
―
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
転
送
プ
ロ
ト
コ
ル
（
Ｎ
Ｎ
Ｔ

Ｐ
）
と
い
う
ル
ー
ル
の
塊
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
も
の
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
は
、
話

題
別
に
分
類
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
話
題
は
か
な
り
技
術
的
な
細
か
い
も
の
だ
。
多
く
は
趣
味
関
連
。
セ
ッ
ク
ス
関
連
の
も
の
も
い
く
つ
か

あ
る
。
セ
ッ
ク
ス
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に
は
、
画
像
や
動
画
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
で
も
一
部
は
、
ジ
ェ

イ
ク
の
も
の
の
よ
う
に
、
た
だ
の
小
説
だ
。

ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
は
何
千
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
百
も
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
抱
え
て
い
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
サ
ー
バ
ー
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
持
っ
た
人
な
ら
誰
で
も
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
（
少
な
く
と
も
、
そ
の
管
理
者
が
読
ま
せ
て
い
い
と
思
っ
た
も
の
に
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は
）。
そ
し
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
人
は
誰
で
も
自
分
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
稿
で
き
る
し
、
す
で
に
投
稿
さ
れ
た
も
の
に
返
事
を
書
く
こ
と
も

で
き
る
。
み
ん
な
が
質
問
や
コ
メ
ン
ト
を
投
稿
す
る
よ
う
な
、
公
開
掲
示
板
を
考
え
て
ほ
し
い
。
誰
で
も
掲
示
板
を
読
ん
で
、
自
分
な
り
の

意
見
を
追
加
で
き
る
。
で
は
、そ
の
掲
示
板
が
一
万
五
千
ほ
ど
あ
る
の
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、何
百
も
の
ス
レ
ッ
ド（
議

論
の
糸
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の
も
の
と
結
ば
れ
て
い
る
）
が
あ
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
、
ど
の
場
所
だ
ろ
う
と
、
Ｕ
Ｓ
Ｅ

Ｎ
Ｅ
Ｔ
だ
。
さ
て
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
何
百
も
の
ス
レ
ッ
ド
を
持
つ
掲
示
板
一
万
五
千
個
が
、
世
界
中
の
何
百
万
も
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
あ

る
と
想
像
し
て
ほ
し
い
。
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
稿
す
る
と
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
そ
の
グ
ル
ー
プ
掲
示
板
に
掲
示
さ

れ
る
。
そ
れ
が
、
世
界
に
と
っ
て
の
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
だ
。

さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、ジ
ェ
イ
ク
が
投
稿
し
た
の
はalt.sex.stories

と
い
う
グ
ル
ー
プ
だ
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
名
の「
Ａ
ｌ
ｔ
」は
、こ

の
グ
ル
ー
プ
が
属
し
て
い
る
階
層
を
示
す
。
も
と
も
と
上
位
階
層
に
は
グ
ル
ー
プ
が
七
つ
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
（
11
）、

こ
の
最
初
の
七
つ
に
対
す

る
反
応
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
ａ
ｌ
ｔ
グ
ル
ー
プ
だ
。
も
と
の
七
グ
ル
ー
プ
に
新
し
く
グ
ル
ー
プ
を
追
加
す
る
に
は
、
そ
の
グ
ル
ー

プ
の
参
加
者
の
間
で
、
正
式
な
投
票
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と
な
る
け
れ
ど
、
ａ
ｌ
ｔ
に
追
加
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
単
に
シ
ス
テ
ム
管
理
者
が

そ
の
グ
ル
ー
プ
を
サ
ー
バ
ー
上
に
持
つ
気
が
あ
れ
ば
で
き
て
し
ま
う
。
通
常
、
管
理
者
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
気
が
高
け
れ
ば
、
特
に
議
論

を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
な
い
限
り
、
サ
ー
バ
ー
上
に
そ
れ
を
置
く
。

要
求
が
あ
っ
て
初
め
て
置
か
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、alt.sex.stories

は
な
か
な
か
人
気
が
高
い
。
ど
ん
な
執
筆
空
間
で
も
そ
う
だ
け

れ
ど
、
そ
の
小
説
が
そ
の
空
間
の
基
準
か
ら
し
て
「
よ
い
」
も
の
な
ら
―
―
つ
ま
り
そ
の
空
間
の
ユ
ー
ザ
ー
が
求
め
る
も
の
な
ら
―
―
そ
れ

を
追
い
か
け
る
人
も
出
て
、
著
者
は
有
名
に
な
る
。

ジ
ェ
イ
ク
の
作
品
は
、
こ
の
意
味
で
価
値
が
あ
っ
た
。
か
れ
の
小
説
は
、
女
性
の
誘
拐
や
拷
問
、
強
姦
に
殺
害
を
描
い
て
い
て
、
こ
の
手

の
小
説
と
し
て
最
高
に
生
々
し
く
吐
き
気
を
催
す
代
物
だ
っ
た
―
―
だ
か
ら
こ
そ
ジ
ェ
イ
ク
は
、
似
た
よ
う
な
性
向
の
連
中
の
間
で
実
に
有

名
だ
っ
た
。
か
れ
は
こ
の
連
中
の
供
給
元
で
あ
り
、
絶
え
間
な
い
、
安
定
し
た
ク
ス
リ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
人
々
は
、
無
実
の
女
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性
が
陵
辱
さ
れ
る
描
写
を
必
要
と
し
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ク
は
そ
れ
を
無
料
で
提
供
し
た
。

あ
る
晩
、
モ
ス
ク
ワ
で
一
六
歳
の
女
の
子
が
ジ
ェ
イ
ク
の
小
説
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
父
親
に
見
せ
た
。
そ
の
父
親
は
そ
れ
を
、
ミ

シ
ガ
ン
大
学
の
卒
業
生
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ュ
ヴ
ァ
ル
に
見
せ
た
。
デ
ュ
ヴ
ァ
ル
は
小
説
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
、
そ
し
て
そ
の
小
説
の
ヘ
ッ

ダ
に
「um

ich.edu

」
と
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
こ
と
に
腹
を
立
て
た
。
か
れ
は
母
校
に
電
話
し
て
文
句
を
言
っ
た
。
学
校
側
は
こ
の
苦
情
を

深
刻
に
受
け
止
め
た
（
12
）。

大
学
は
警
察
に
連
絡
。
警
察
は
ジ
ェ
イ
ク
に
接
触
し
て
、
手
錠
と
独
房
を
与
え
た
。
医
者
が
山
ほ
ど
ジ
ェ
イ
ク
を
診
察
。
な
か
に
は
、
か

れ
が
社
会
へ
の
脅
威
だ
と
結
論
す
る
人
も
い
た
。
政
府
は
そ
れ
に
合
意
し
た
。
特
に
、
か
れ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
押
収
し
て
み
る
と
、
ジ
ェ

イ
ク
と
カ
ナ
ダ
の
フ
ァ
ン
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
発
表
さ
れ
た
小
説
の
一
つ
を
実
空
間
で
実
行
す
る
計
画
を
立
て
て

い
た
も
の
だ
っ
た
と
判
明
し
た
後
は
な
お
さ
ら
。
少
な
く
と
も
、
電
子
メ
ー
ル
に
は
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
誰
も
二
人
が
本
気
で
何
を
考
え

て
い
た
か
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
ジ
ェ
イ
ク
は
す
べ
て
、
た
だ
の
作
り
話
だ
と
主
張
し
た
し
、
確
か
に
そ
の
こ
と
ば
の
描
き
だ
し
た
も

の
が
、
た
だ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。

ジ
ェ
イ
ク
は
、脅
し
を
送
信
し
た
と
し
て
連
邦
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
ジ
ェ
イ
ク
は
、か
れ
の
小
説
は
た
だ
の
こ
と
ば
で
、言
論
の
自
由
を

定
め
た
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
憲
法
修
正
第
一
条
に
守
ら
れ
て
い
る
と
主
張
。
一
カ
月
半
経
っ
て
か
ら
裁
判
所
は
ジ
ェ
イ
ク
に
同
意
し
て
、
国

は
提
訴
を
取
り
下
げ
（
13
）、

ジ
ェ
イ
ク
は
以
前
の
生
活
を
特
徴
づ
け
て
い
た
特
殊
な
匿
名
性
に
戻
っ
て
い
っ
た
。

今
こ
こ
で
、
ジ
ェ
イ
ク
・
ベ
イ
カ
ー
の
こ
と
ば
が
憲
法
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
い
い
。
興
味
が
あ
る
の
は
、
ジ
ェ
イ

ク
・
ベ
イ
カ
ー
自
身
だ
。
実
空
間
社
会
で
は
、
ど
う
見
て
も
人
畜
無
害
な
存
在
へ
と
規
範
化
さ
れ
つ
つ
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
解
き
放
た
れ

れ
ば
こ
の
暴
力
の
著
者
と
な
る
人
物
。
ジ
ェ
イ
ク
が
勇
敢
だ
と
言
う
人
も
い
た
け
れ
ど
、
か
れ
は
実
空
間
で
は
「
勇
敢
」
で
は
な
か
っ
た
。

教
室
で
自
分
の
憎
悪
を
表
現
す
る
こ
と
も
な
く
、
友
だ
ち
や
学
校
の
新
聞
で
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
っ
そ
り
サ
イ
バ
ー
空

間
に
引
き
こ
も
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
だ
け
、
か
れ
の
逸
脱
ぶ
り
が
花
開
く
。
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そ
れ
が
で
き
た
の
は
、か
れ
自
身
の
何
か
の
お
か
げ
で
も
あ
り
、サ
イ
バ
ー
空
間
の
何
か
の
お
か
げ
で
も
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ク
は
、少
な
く
と

も
公
共
的
な
説
明
責
任
な
し
で
い
ら
れ
る
な
ら
暴
力
の
物
語
を
広
げ
た
が
る
人
物
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
か
れ
に
そ
の
力
を
与
え
た
。

ジ
ェ
イ
ク
は
実
質
的
に
、
作
者
と
出
版
社
を
一
つ
に
し
た
存
在
だ
っ
た
。
か
れ
は
小
説
を
書
き
、
書
き
上
げ
る
と
す
ぐ
に
そ
れ
を
刊
行
し
た

―
―
も
の
の
数
日
で
、
世
界
中
の
三
千
万
台
か
そ
こ
ら
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
。
か
れ
の
潜
在
読
者
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
上
位
一
五
冊
を

ま
と
め
て
二
倍
に
し
た
以
上
の
数
で
、
か
れ
は
そ
の
小
説
か
ら
一
銭
も
得
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
で
も
需
要
は
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。

ジ
ェ
イ
ク
は
自
分
の
疎
外
ぶ
り
を
、
ほ
か
の
方
法
で
は
こ
の
手
の
も
の
を
な
か
な
か
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
公
衆
の
血
脈
に
見
事
に
送

り
込
む
方
法
を
見
つ
け
た
わ
け
だ
（
こ
の
手
の
も
の
は
、
あ
の
エ
ロ
グ
ロ
雑
誌
『
ハ
ス
ラ
ー
』
で
す
ら
出
版
し
な
い
）。

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ェ
イ
ク
が
刊
行
す
る
方
法
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
作
品
を
『
ハ
ス
ラ
ー
』
誌
か
、
そ
れ
以
下
の
雑
誌
に
提
供
す
る
こ
と
も
で

き
た
だ
ろ
う
。
で
も
、
こ
の
世
で
ネ
ッ
ト
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
読
者
を
与
え
て
く
れ
る
雑
誌
な
ど
な
い
。
ジ
ェ
イ
ク
の
読
者
層
は
潜
在
的
に

は
数
百
万
で
、
国
や
大
陸
を
越
え
、
文
化
や
趣
味
を
ま
た
が
っ
て
い
た
。

こ
れ
ほ
ど
の
到
達
力
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
持
つ
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
。
ど
こ
の
誰
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
み
ん
な
に
向
け
て

刊
行
で
き
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
も
、
編
集
も
、
責
任
も
な
し
の
刊
行
を
可
能
に
し
た
。
み
ん
な
好
き
な
も
の
を
書
い

て
、署
名
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、世
界
中
の
マ
シ
ン
に
投
稿
し
て
、も
の
の
数
時
間
の
う
ち
に
そ
の
こ
と
ば
は
至
る
と
こ
ろ
に
出
回
る
。
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
、
実
空
間
で
の
言
論
の
一
番
だ
い
じ
な
制
約
条
件
を
取
り
除
い
た
―
―
そ
の
制
約
と
は
、
出
版
社
と
作
者
と
の
分
離
だ
。
実
空

間
で
も
、
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
出
版
と
い
う
の
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
広
い
読
者
に
届
け
ら
れ
る
の
は
金
持
ち
だ
け
。
残
り
の

わ
れ
わ
れ
は
、
実
空
間
で
は
出
版
社
が
与
え
た
い
と
思
っ
た
も
の
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。

つ
ま
り
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
到
達
力
の
点
で
ち
が
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
か
な
り
の
匿
名
性
を
与
え
て
く
れ
る
点
で
も
ち
が
っ
て
い

る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
お
か
げ
で
ジ
ェ
イ
ク
は
実
空
間
の
制
約
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
れ
が
物
語
を
書
い
た
と
き
に
は
、
肉
体
的
に

は
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
に
い
た
と
い
う
意
味
で
は
サ
イ
バ
ー
空
間
に
「
行
っ
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
か
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
「
い
た
」
と
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き
に
は
、
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
の
規
範
か
ら
逃
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
の
か
れ
は
、
実
人
生
の
制
約
か
ら
逃
れ
て
い
た
。
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

一
員
と
し
て
う
ま
い
こ
と
か
れ
を
形
成
し
た
規
範
や
理
解
か
ら
自
由
だ
っ
た
。
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
か
れ
は
居
心
地
悪
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
最
高
に
幸
せ
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
で
も
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
世
界
は
、
か
れ
を
精
神
異
常
犯
罪
者
の
人
生
か

ら
う
ま
く
遠
ざ
け
て
い
た
―
―
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
与
え
る
ま
で
は
。
ネ
ッ
ト
上
の
か
れ
は
、
別
人
だ
っ
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
生
長
す
る
に
つ
れ
て
、
ジ
ェ
イ
ク
の
よ
う
な
人
々
に
大
量
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
―
―
現
実
世
界
で
は
決

し
て
や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
で
や
る
人
々
。
莫
大
な
人
気
を
誇
る
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
は
、「
グ
ラ
ン
ド
・
セ
フ
ト
・
オ
ー
ト
」
だ
。

こ
の
ゲ
ー
ム
で
人
々
は
犯
罪
行
為
を
行
な
う
。
そ
し
て
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
の
最
も
頭
の
痛
い
利
用
方
法
は
、
子
ど
も
に
よ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
売

春
だ
。
最
近
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
報
道
し
た
よ
う
に
、
何
千
人
も
の
子
ど
も
が
何
百
時
間
も
費
や
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
売
春

を
し
て
い
る
。
自
分
の
部
屋
に
し
っ
か
り
お
さ
ま
っ
て
、
両
親
が
ク
リ
ス
マ
ス
に
買
っ
て
く
れ
たiSight

ウ
ェ
ブ
カ
メ
ラ
を
使
い
、
一
三
歳

の
少
年
少
女
が
観
客
の
要
求
す
る
性
的
行
動
を
演
じ
て
み
せ
る
。
観
客
は
、
性
的
倒
錯
を
見
て
満
足
を
得
る
。
子
ど
も
は
金
と
、
そ
の
行
動

が
生
み
出
す
各
種
心
理
的
な
副
作
用
を
得
る
わ
け
だ
（
14
）。

こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
イ
ク
的
人
物
た
ち
の
各
種
行
為
を
見
渡
し
て
、
ど
こ
か
の
時
点
で
バ
ー
チ
ャ
ル
が
現
実
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
と
思

わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
は
現
実
へ
の
影
響
を
持
っ
て
い
る
―
―
そ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界

を
実
演
し
た
り
、そ
れ
を
中
に
抱
え
て
生
き
る
人
々
に
対
し
（
15
）。

ジ
ェ
イ
ク
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
と
き
、言
論
の
自
由
の
擁
護
者
た
ち
は
、か

れ
の
こ
と
ば
は
い
か
に
鮮
明
と
は
い
え
現
実
に
は
影
響
し
て
い
な
い
と
論
じ
た
。
そ
し
て
確
か
に
、
強
姦
の
話
を
書
く
こ
と
と
、
実
際
に
強

姦
す
る
の
と
は
ち
が
う
。
役
者
が
強
姦
を
演
じ
る
の
と
、
実
際
に
誰
か
を
強
姦
す
る
の
と
は
ち
が
う
よ
う
に
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ジ
ェ
イ
ク

的
人
物
た
ち
の
各
種
行
為
の
ど
こ
か
に
越
え
て
は
い
け
な
い
一
線
が
あ
る
と
は
誰
し
も
思
う
の
で
は
な
い
か
。
息
子
が
部
屋
で
バ
ー
チ
ャ
ル

売
春
を
し
て
い
て
も
平
気
だ
と
い
う
親
が
い
た
ら
、
そ
れ
を
言
論
の
自
由
擁
護
論
の
表
れ
だ
と
思
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
「
売

春
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
息
子
が
チ
ャ
ッ
ト
の
中
で
相
手
に
性
的
に
慰
み
も
の
に
さ
れ
た
の
を
文
字
で
描
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
に
し
て
も
。
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だ
が
こ
こ
で
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
二
重
生
活
の
中
で
ど
こ
ま
で
が
い
い
／
悪
い
と
い
う
一
線
を
引
き
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

の
空
間
が
こ
う
し
た
二
重
性
を
ま
す
ま
す
可
能
に
す
る
、
と
い
う
点
を
印
象
づ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
重
性
の
一
部
は
常

に
「
し
ょ
せ
ん
は
バ
ー
チ
ャ
ル
」
だ
し
「
こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
」
け
れ
ど
、
現
実
空
間
の
規
制
者
た
ち
（
親
で
も
政
府
で
も
）
は
反
応
す
べ

き
だ
と
考
え
る
。
ネ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ま
で
は
不
可
能
か
困
難
か
珍
し
い
と
さ
れ
て
い
た
生
活
を
可
能
に
す
る
。
こ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
生

の
一
部
は
非
バ
ー
チ
ャ
ル
な
生
活
に
影
響
す
る
―
―
そ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
生
き
る
人
々
の
生
活
に
も
、
そ
し
て
そ
の
ま
わ
り
に
暮
ら
す

人
々
の
生
活
に
も
。

か
ぎ
ま
わ
る
ワ
ー
ム

「
ワ
ー
ム
」
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
コ
ー
ド
で
、
ネ
ッ
ト
に
吐
き
出
さ
れ
て
不
用
心
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
シ
ス
テ

ム
に
入
り
込
む
。「
ウ
ィ
ル
ス
」
と
は
ち
が
う
。
ほ
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
く
っ
つ
い
て
そ
の
操
作
を
邪
魔
し
た
り
は
し
な
い
か
ら
。
た
だ
の

余
計
な
コ
ー
ド
で
、
コ
ー
ド
を
書
い
た
人
物
の
指
示
通
り
の
こ
と
を
す
る
。
そ
の
コ
ー
ド
は
単
に
誰
か
の
マ
シ
ン
上
に
い
る
だ
け
で
、
無
害

な
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
作
者
の
命
令
に
従
っ
て
フ
ァ
イ
ル
を
壊
し
た
り
、
そ
の
他
の
悪
さ
を
す
る
有
害
な
も
の
も
あ
る
。

よ
い
こ
と
（
少
な
く
と
も
一
部
の
人
に
と
っ
て
は
）
を
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
ワ
ー
ム
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
コ
ー
ド
を
書
い
た
の

は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
で
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
国
家
安
全
保
障
局
（
Ｎ
Ｓ
Ａ
）
所
属
の
文
書
を
探
し
て
い
る
と
思
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
文
書
は
機
密
扱
い
で
、
き

ち
ん
と
し
た
閲
覧
許
可
が
な
け
れ
ば
保
有
す
る
の
が
違
法
だ
っ
た
と
す
る
。
で
、
そ
の
ワ
ー
ム
は
ネ
ッ
ト
上
に
繁
殖
し
て
、
入
り
込
め
る
あ

ら
ゆ
る
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
入
り
込
む
。
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
入
っ
た
ら
、
デ
ィ
ス
ク
全
部
に
検
索
を
か
け
る
。
そ
し
て
問
題
の
Ｎ
Ｓ
Ａ
文

書
を
見
つ
け
た
ら
、
見
つ
け
た
よ
と
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
。
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
を
消
去
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

こ
の
ワ
ー
ム
は
以
上
す
べ
て
を
、
マ
シ
ン
の
操
作
を
ま
っ
た
く
「
妨
害
」
す
る
こ
と
な
く
実
行
で
き
る
と
す
る
。
誰
も
そ
れ
が
そ
こ
に
い
た
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と
は
わ
か
ら
な
い
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
文
書
が
そ
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
な
に
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
送
ら
な
い
。

こ
の
ワ
ー
ム
は
、
憲
法
違
反
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
一
見
答
え
る
の
が
簡
単
そ
う
だ
け
れ
ど
、
実
は
む
ず
か
し
い
問
題
だ
。
ワ
ー
ム
は
、

政
府
の
命
令
で
、
市
民
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
捜
索
し
て
い
る
。
そ
の
デ
ィ
ス
ク
が
政
府
の
探
し
て
い
る
文
書
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
正

当
な
容
疑
は
な
い
（
法
律
で
は
ふ
つ
う
、
捜
索
に
は
正
当
な
容
疑
が
必
要
だ
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
は
政
府
に
よ
る
私
的
空
間
の
、
容
疑

な
し
の
汎
用
捜
索
に
あ
た
る
。

憲
法
―
―
特
に
憲
法
修
正
第
四
条
―
―
の
立
場
か
ら
す
る
と
こ
れ
は
最
悪
だ
。
修
正
第
四
条
は
ま
さ
に
、
こ
の
手
の
濫
用
を
背
景
と
し
て

そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
書
か
れ
た
も
の
な
ん
だ
か
ら
。
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
と
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
は
、
係
官
に
「
汎
用
捜
査
令
状
」
を
与
え
て
、
犯
罪
の

証
拠
を
探
し
て
私
的
家
庭
を
捜
索
さ
せ
る
権
限
を
与
え
た
（
16
）。

係
官
が
あ
な
た
の
家
を
ガ
サ
入
れ
す
る
の
に
、
な
ん
の
容
疑
も
必
要
な
い
。
で

も
係
官
に
は
令
状
が
あ
っ
た
の
で
、
不
法
侵
入
で
そ
の
係
官
を
訴
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
修
正
条
項
の
狙
い
は
、
少
な
く
と
も
容
疑
が
な

い
と
だ
め
だ
よ
、
と
定
め
る
こ
と
で
、
捜
索
さ
れ
る
と
い
う
重
荷
を
負
わ
さ
れ
る
人
々
が
そ
こ
そ
こ
限
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
（
17
）。

で
も
、
こ
の
ワ
ー
ム
は
王
さ
ま
の
汎
用
令
状
と
本
当
に
同
じ
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
一
つ
重
要
な
ち
が
い
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
の

起
草
者
た
ち
が
心
配
し
て
い
た
よ
う
な
、
汎
用
捜
査
の
被
害
者
と
は
ち
が
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
者
は
自
分
の
デ
ィ
ス
ク
が
ワ
ー

ム
の
捜
索
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
汎
用
捜
索
だ
と
、
警
察
は
家
に
押
し
入
っ
て
私
物
を
あ
さ
り
ま
わ
す
。

ワ
ー
ム
だ
と
、
入
り
込
む
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
コ
ー
ド
で
、（
わ
た
し
の
想
定
だ
と
）
そ
れ
が
見
る
の
は
一
つ
の
も
の
だ
け

だ
。
こ
の
コ
ー
ド
は
私
信
は
読
め
な
い
。
ド
ア
を
蹴
破
っ
た
り
し
な
い
。
ふ
つ
う
の
生
活
の
邪
魔
に
な
っ
た
り
も
し
な
い
。
罪
な
き
者
は
、

何
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
ワ
ー
ム
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
国
王
の
部
隊
と
は
ち
が
っ
て
お
と
な
し
い
。
完
璧
か
つ
目
に
見
え
な
い
形
で
捜
索
を
し
て
、
罪
あ
る
も
の
し

か
見
つ
け
な
い
。
罪
な
き
者
の
邪
魔
は
し
な
い
。
法
の
保
護
の
外
に
あ
る
も
の
を
捕
ま
え
る
だ
け
。

こ
の
ち
が
い
が
、
憲
法
問
題
を
や
や
こ
し
く
し
て
く
れ
る
、
ワ
ー
ム
の
ふ
る
ま
い
は
、
容
疑
な
し
で
捜
索
す
る
と
い
う
意
味
で
は
汎
用
捜
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索
に
似
て
い
る
け
れ
ど
、
ふ
つ
う
の
生
活
は
ま
っ
た
く
邪
魔
し
な
い
し
、
見
つ
け
る
の
は
非
合
法
品
だ
け
、
と
い
う
意
味
で
は
汎
用
捜
索
の

代
表
例
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
ワ
ー
ム
は
麻
薬
犬
が
か
ぎ
ま
わ
る
の
と
同
じ
だ
―
―
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
空
港
で
は
明
ら

か
な
容
疑
が
な
く
て
も
憲
法
上
で
容
認
さ
れ
て
い
る
（
18
）―

―
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
犬
に
か
が
れ
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
ワ
ー
ム

は
捜
索
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ユ
ー
ザ
ー
に
報
せ
な
い
（
だ
か
ら
ユ
ー
ザ
ー
は
不
安
に
苦
し
む
こ
と
も
な
い
）。

だ
っ
た
ら
こ
の
ワ
ー
ム
は
、
合
憲
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
修
正
第
四
条
が
何
を
守
る
か
と
い
う
考
え
方
次
第
だ
ろ
う
。
一
つ
の
見
方
と
し
て

は
、
修
正
第
四
条
は
、
容
疑
な
し
に
政
府
が
侵
入
し
て
く
る
の
を
防
ぐ
。
そ
の
侵
入
が
、
邪
魔
だ
ろ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
関
係
な
い
。

二
番
目
の
見
方
と
し
て
は
、
修
正
第
四
条
は
負
担
に
な
る
侵
入
か
ら
市
民
を
守
る
も
の
で
、
罪
状
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
十
分
な
容
疑
の

あ
る
者
だ
け
に
そ
の
負
担
が
か
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
。
憲
法
の
枠
組
み
を
決
め
た
人
々
は
、
こ
の
と
て
も
ち
が
っ
た
保
護

の
あ
り
方
を
区
別
し
な
い
。
当
時
の
技
術
で
は
そ
う
し
た
区
別
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
一
七
九
一
年
に
は
、
完
全
に
負
担
の
な
い
汎

用
捜
査
は
―
―
技
術
的
に
―
―
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
捜
査
が
憲
法
の
立
場
か
ら
禁
止
さ
れ
る
べ
き
か
、
見
解
を
明
示
的

に
は
示
さ
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
、
修
正
条
項
が
何
を
意
味
す
る
か
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
だ
。

こ
の
例
を
も
う
一
歩
先
に
進
め
て
み
よ
う
。
こ
の
ワ
ー
ム
は
、
出
く
わ
す
マ
シ
ン
を
片
っ
端
か
ら
捜
索
す
る
の
で
は
な
く
、
法
的
な
権
限

を
与
え
ら
れ
た
マ
シ
ン
に
だ
け
入
れ
る
と
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
令
状
が
な
い
と
マ
シ
ン
に
入
れ
な
い
と
し
よ
う
。
こ
れ
で
、
容
疑
な
し
の

捜
査
と
い
う
部
分
は
問
題
か
ら
消
え
た
。
で
も
、
二
番
目
の
部
分
が
あ
る
と
す
る
。
法
的
権
限
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
ワ
ー
ム
が
マ
シ

ン
に
入
れ
る
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
る
べ
し
、
と
政
府
が
決
め
た
と
し
よ
う
。
こ
の
方
式
の
下
で
は
、
マ
シ
ン
は
ワ
ー
ム
対
応
が
必
要

だ
。
そ
の
ワ
ー
ム
は
捜
査
令
状
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
。

こ
れ
だ
と
な
に
か
憲
法
上
の
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
章
で
ず
っ
と
詳
し
く
み
て
や
る
け
れ
ど
、
こ
こ

で
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
だ
け
押
さ
え
て
ほ
し
い
。
ど
っ
ち
の
場
合
で
も
政
府
が
と
て
も
効
率
よ
く
情
報
を
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
方
式
を
描

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
府
に
と
っ
て
も
無
実
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
ど
っ
ち
も
非
常
に
安
上
が
り
だ
。
こ
の
効
率
よ
さ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
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が
可
能
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
な
ら
あ
ま
り
に
負
担
が
大
き
く
、
あ
ま
り
に
侵
犯
性
の
強
か
っ
た
捜
索
も
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。

ど
っ
ち
の
場
合
に
も
、
煮
詰
め
れ
ば
問
題
は
こ
う
な
る

：

負
担
な
し
で
捜
索
す
る
能
力
が
高
ま
っ
た
ら
、
政
府
の
捜
索
能
力
も
高
ま
る
ん
だ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
暗
い
表
現
を
す
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
イ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
自
由
と
い
う
の
は
使
え
る
捜
査
監
視
手
段
の

効
率
性
に
反
比
例
す
る
ん
だ
ろ
う
か
？

も
し
そ
う
な
ら
、
い
ろ
い
ろ
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
出
て
く
る
」
（
19
）

こ
の
質
問
は
も
ち
ろ
ん
、
政
府
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
現
代
生
活
を
定
義
づ
け
る
特
徴
の
一
つ
は
、
デ
ー
タ
収
集
と
処
理
を
す
さ
ま
じ

く
効
率
よ
く
し
て
く
れ
る
技
術
の
台
頭
だ
。
人
の
行
動
の
ほ
と
ん
ど
―
―
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
存
在
ほ
と
ん
ど
―
―
は
、
家
の
外
で
記
録

さ
れ
て
い
る
。
電
話
を
か
け
れ
ば
、
誰
に
、
い
つ
か
け
て
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
し
ゃ
べ
り
、
何
度
く
ら
い
そ
う
い
う
電
話
を
か
け
た
か
デ
ー

タ
が
記
録
さ
れ
る
（
20
）。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
う
と
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
購
入
を
行
な
っ
た
か
デ
ー
タ
が
記
録
さ
れ
る
。
飛
行
機
に

乗
れ
ば
、
旅
行
行
程
は
記
録
さ
れ
て
、
た
ぶ
ん
こ
の
本
が
印
刷
所
に
ま
わ
る
頃
に
は
政
府
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
か
け
ら
れ
、
あ
な
た
が

テ
ロ
リ
ス
ト
の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
（
21
）。

も
ち
ろ
ん
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
テ
ロ
対
策
局
Ｃ
Ｔ
Ｕ
的
イ
メ
ー
ジ
―
―

誰
か
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
前
に
座
っ
て
、
別
の
人
の
人
生
を
追
跡
す
る
世
界
―
―
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
や
が
て
大
ま
ち
が
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
な
る
。
シ
ス
テ
ム
は
確
か
に
、
一
個
人
を
ず
っ
と
追
い
か
け
た
り
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
あ
る
機
関
が
、
シ

ス
テ
ム
の
集
め
て
く
る
デ
ー
タ
を
全
部
ソ
ー
ト
し
て
、
犯
罪
を
犯
し
て
い
そ
う
な
個
人
を
割
り
出
す
、
と
い
う
よ
う
な
の
は
想
像
に
難
く
な

い
。
邪
魔
は
最
小
限
で
、
見
返
り
は
大
き
い
。

つ
ま
り
民
間
の
監
視
も
公
共
に
よ
る
監
視
も
、
同
じ
明
白
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
監
視
も
捜
索
も
、
捜
索
さ
れ
る
個
人
へ
の
負
担
を
増

や
す
こ
と
な
く
増
加
さ
せ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
似
た
よ
う
な
問
題
を
提
示
す
る

：

こ
の
変
化
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
憲
法

起
草
者
た
ち
が
与
え
て
く
れ
た
保
護
は
、
起
草
者
た
ち
が
想
像
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
世
界
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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主
題

四
つ
の
お
話
、
四
つ
の
テ
ー
マ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
今
後
の
す
べ
て
に
お
い
て
中
心
と
な
る
サ
イ
バ
ー
空
間
の
あ
る
特
徴
へ
と
続
く
窓
と
な
っ

て
い
る
。
本
書
の
残
り
で
の
わ
た
し
の
狙
い
は
、
こ
の
四
つ
の
主
題
が
提
起
す
る
問
題
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
を

終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
四
つ
の
テ
ー
マ
の
地
図
を
、
登
場
順
に
並
べ
て
い
こ
う
。
そ
の
順
番
か
ら
言
う
と
、
最
初
に
く
る
の
は
二
番
目
の
お

話
だ
。

規
制
可
能
性

規
制
可
能
性
と
い
う
の
は
、
政
府
が
そ
の
適
正
な
範
囲
内
で
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
能
力
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
脈
で
言
う
と
、
こ

れ
は
政
府
が
そ
の
市
民
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
れ
以
外
の
人
々
）
の
ネ
ッ
ト
上
で
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
力
、
と
い
う
こ
と
だ
。
二
番
目

の
お
話
は
ボ
ラ
ル
国
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
お
話
だ
っ
た
。
つ
ま
り
あ
れ
は
規
制
可
能
性
、
あ
る
い
は
も
っ
と
厳
密
に
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
も

た
ら
す
規
制
し
や
す
さ
の
変
化
に
つ
い
て
の
も
の
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
前
に
は
、
ボ
ラ
ル
の
検
察
長
官
が
管
轄
区
域
内
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
そ
こ
そ
こ
簡
単
だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
後
は
、
サ
ー
バ
ー
が
ボ
ラ
ル
の
外
に
引
っ
越
し
て
し
ま
う
と
、

規
制
は
ず
っ
と
む
ず
か
し
く
な
っ
た
。

規
制
当
局
に
と
っ
て
は
、
こ
の
お
話
は
も
っ
と
ず
っ
と
一
般
性
の
あ
る
お
話
の
個
別
例
で
し
か
な
い
。
き
ち
ん
と
規
制
す
る
に
は
、
⑴
そ

の
人
が
何
者
か
、
⑵
そ
の
人
が
ど
こ
に
い
る
か
、
⑶
そ
の
人
が
何
を
し
て
い
る
か
、
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
当
初

の
設
計（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）の
た
め
に
、⑴
そ
の
人
が
何
者
か
、⑵
そ
の
人
が
ど
こ
に
い
る
か
、⑶
そ
の
人
が
何
を
し
て
い
る
か
は
、簡

単
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
生
活
が（
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、そ
の
生
活
の
規
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制
可
能
性
は
下
が
っ
た
。
こ
の
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
―
―
少
な
く
と
も
当
時
は
―
―
が
こ
の
空
間
で
の
生
活
を
規
制
し
に
く
く
し
た
。

第
一
部
の
残
り
は
、
こ
の
規
制
可
能
性
の
問
題
を
扱
う
。
も
っ
と
規
制
し
や
す
い
サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
る
の
か
？

そ

し
て
お
な
じ
み
の
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。

コ
ー
ド
に
よ
る
規
制

マ
ー
サ
と
ダ
ン
ク
の
お
話
は
、
こ
の
規
制
可
能
性
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
る
ヒ
ン
ト
で
も
あ
る
。
も
し
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
自
然
法
則

を
変
え
ら
れ
る
の
な
ら
―
―
こ
れ
ま
で
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
可
能
に
し
た
り
、
そ
れ
ま
で
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
り
で
き
る

な
ら
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
し
や
す
さ
だ
っ
て
、
変
え
ら
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
も
っ
と
ふ
る
ま
い
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
サ
イ
バ
ー
空
間
だ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
は
ず
だ
。
だ
っ
て
い
ま
や
コ
ー
ド
が
そ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に

し
て
い
る
ん
だ
か
ら
。

と
い
う
の
も
大
事
な
点
だ
が
、
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
そ
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
「
規
制
さ
れ
て
い
る
」。
そ
の

規
制
は
特
殊
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
で
は
、
規
制
は
コ
ー
ド
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
の
ル
ー
ル
は
社

会
的
制
裁
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
が
強
制
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
自
体
が
規
制
を
行

な
っ
て
い
る
。
法
は
、
法
令
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
そ
の
空
間
を
支
配
す
る
コ
ー
ド
を
通
じ
て
定
義
さ
れ
る
。

こ
れ
が
本
書
の
二
番
目
の
テ
ー
マ
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
ふ
る
ま
い
の
規
制
は
存
在
す
る
け
れ
ど
、
そ
の
規
制
は

お
も
に
コ
ー
ド
を
通
じ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
サ
イ
バ
ー
空
間
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
区
別
す
る
の
は
、
コ
ー
ド

に
反
映
さ
れ
た
規
制
の
ち
が
い
な
の
だ
。
一
部
の
場
所
で
は
、
生
活
は
そ
こ
そ
こ
自
由
で
、
ほ
か
の
場
所
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
ち
が
い
は
単
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ち
が
い
で
し
か
な
い
―
―
つ
ま
り
コ
ー
ド
の
ち
が
い
だ
。

こ
の
最
初
の
主
題
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
本
書
の
中
核
と
な
る
主
張
に
や
っ
て
く
る
。
最
初
の
主
題
が
描
い
た
規
制
可
能
性
は
、
二
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番
目
の
主
題
が
描
い
た
コ
ー
ド
に
依
存
し
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
も
、
規
制
し
や
す
い
も
の
、
し
に
く
い
も
の

が
あ
る
。
あ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
ほ
か
の
も
の
よ
り
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
。
だ
か
ら
サ
イ
バ
ー
空
間
の
一
部
―
―
あ
る
い
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
一
般
―
―
が
規
制
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
コ
ー
ド
の
性
質
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
ふ
る
ま
い
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
を
左
右
す
る
。
ミ
ッ
チ
・
ケ
イ
パ
ー
に
従
え
ば
、
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
そ
の
政
治
な
の
だ
（
22
）。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
次
の
論
点
が
出
て
く
る
。
も
し
あ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
ほ
か
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
な
ら
―
―
も
し
あ
る

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
ほ
か
の
も
の
よ
り
政
府
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
た
く
さ
ん
与
え
る
な
ら
―
―
そ
し
て
政
府
が
規
制
可
能
性
を
狙
い

に
し
て
い
る
な
ら
、
政
府
は
そ
う
い
う
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ほ
う
を
ほ
か
よ
り
も
好
む
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
嗜
好
は
政
府
に
よ
る
、
ま
た

は
政
府
の
た
め
の
行
動
に
つ
な
が
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
空
間
を
規
制
し
に
く
く
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
自
体
も
、
も
っ
と
空
間
を
規
制

し
や
す
く
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
変
え
て
し
ま
え
る
（
誰
が
何
の
た
め
に
変
え
る
か
は
後
で
触
れ
る
）。

政
府
権
力
の
こ
と
を
心
配
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
規
制
可
能
性
に
関
す
る
事
実
は
脅
威
と
な
る
。
政
府
権
力
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と

す
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
現
実
だ
。
一
部
の
設
計
は
、
ほ
か
の
設
計
よ
り
も
政
府
の
力
を
増
す
。
設
計
に
よ
っ
て
、
政
府
が
ど
ん
な
力

を
増
す
か
は
ち
が
う
。
ど
れ
か
の
設
計
が
、
ほ
か
の
を
押
さ
え
て
選
択
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ

ワ
ー
ム
は
、
こ
れ
ま
た
別
の
話
を
し
て
く
れ
る
。
捜
索
の
た
め
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
が
ら
、
ワ
ー
ム
は
ふ
つ
う
の
場
合
の
捜
索
と
は
ち

が
っ
た
働
き
を
す
る
。
現
実
空
間
で
は
、
捜
索
に
は
コ
ス
ト
が
伴
う
。
捜
索
の
重
荷
、
そ
れ
が
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
危
険
、
そ
し
て
捜

索
の
露
見
に
よ
っ
て
、
ふ
つ
う
に
は
手
の
届
か
な
い
侵
犯
が
行
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
23
）。

ワ
ー
ム
は
こ
う
い
う
コ
ス
ト
を
な
く
す
。
重
荷

も
な
い
し
、
捜
索
は
（
ほ
と
ん
ど
）
わ
か
ら
な
い
し
、
捜
索
技
術
に
よ
っ
て
、
非
合
法
な
も
の
し
か
発
見
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
憲
法
の
も
と
で
そ
う
い
う
捜
索
が
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
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憲
法
の
保
護
に
つ
い
て
の
公
平
な
見
方
に
は
、
二
種
類
の
方
向
性
が
あ
り
得
る
。
ワ
ー
ム
の
侵
入
は
、
憲
法
修
正
第
四
条
が
守
ろ
う
と
し

た
尊
厳
に
反
す
る
と
い
う
見
方
を
し
て
も
い
い
し
（
24
）、

あ
る
い
は
ワ
ー
ム
の
侵
入
は
妨
害
性
が
な
い
の
で
十
分
合
理
的
だ
と
い
う
見
方
も
で
き

る
。
答
え
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ワ
ー
ム
が
も
た
ら
す
変
化
は
、
も
と
の
憲
法
の
規
定
に
隠
さ
れ
て
い
た
あ
い
ま
い

さ
を
暴
露
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
も
と
の
文
脈
で
は
、
規
定
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
（
汎
用
捜
査
は
ダ
メ
）
が
、
現
在
の
文
脈
で
は
、
憲

法
が
ど
の
価
値
観
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
規
定
が
変
わ
っ
て
く
る
。
問
題
は
い
ま
や
（
少
な
く
と
も
）
二
つ
の
ち
が
っ
た
答

え
の
間
で
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
答
え
も
価
値
観
次
第
で
は
可
能
な
の
で
、
ど
っ
ち
か
を
わ
れ
わ
れ
が
選
ば
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

そ
ん
な
ワ
ー
ム
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
の
た
だ
の
Ｓ
Ｆ
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
本
書
の
終
わ
り
ま
で

に
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判
断
の
過
去
に
お
い
て
、
こ
れ
と
似
た
あ
い
ま
い
さ
が
問
題
と
な
っ
た
例
が
い
く
ら
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
納
得

さ
せ
て
あ
げ
よ
う
。
そ
の
多
く
で
は
、
憲
法
は
そ
れ
が
ど
う
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
何
の
答
え
も
も
た
ら
し
て
く
れ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
最
低
で
も
二
種
類
の
答
え
が
可
能
だ
か
ら
―
―
こ
れ
は
つ
ま
り
、
憲
法
の
起
草
者
た
ち
が
実
際
に
行
な
っ
た
選
択
だ
け
に
照
ら
し
、
現

在
の
技
術
を
前
提
に
し
た
場
合
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
問
題
と
な
る
。
も
し
こ
れ
が
、
文
脈
的
に
一
番
筋
の
通
っ
た
選
択
を
可
能
に
す
る
よ
う
な

価
値
観
を
選
ぶ
権
限
が
裁
判
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
時
代
な
ら
、
問
題
は
ま
っ
た
く
な
い
。
潜
在
す
る
あ
い
ま
い
さ
は
、
裁
判
官
の
選

択
に
よ
っ
て
答
え
が
出
る
―
―
憲
法
の
起
草
者
た
ち
が
ど
っ
ち
に
向
か
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
・こ
・っ
・ち
・に
行
く
こ
と

に
し
た
の
だ
、
と
言
っ
て
。

で
も
、
現
代
は
そ
う
い
う
時
代
で
は
な
い
の
で
、
法
廷
に
は
こ
う
い
う
あ
い
ま
い
さ
を
解
決
す
る
手
段
が
な
い
。
結
果
と
し
て
、
別
の
機

関
に
頼
る
し
か
な
い
。
わ
た
し
の
主
張
、
そ
れ
も
暗
い
主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
に
そ
ん
な
機
関
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
や
り

方
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
制
度
は
、
ま
す
ま
す
薄
っ
ぺ
ら
で
お
寒
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
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サ
イ
バ
ー
空
間
は
幾
重
も
の
あ
い
ま
い
さ
を
次
々
に
提
起
し
て
く
る
。
ど
う
進
む
の
が
一
番
い
い
か
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
て
く
る

だ
ろ
う
。
現
実
空
間
の
ツ
ー
ル
を
使
え
ば
、
あ
っ
ち
だ
こ
っ
ち
だ
と
示
し
て
解
釈
上
の
問
題
解
決
の
手
助
け
に
な
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
た
ま
の
こ
と
に
せ
よ
。
で
も
最
終
的
に
は
、
そ
う
し
た
ツ
ー
ル
の
導
き
は
、
現
実
空
間
や
現
実
時
間
で
よ
り
一
層
役
に
立
た
な
く
な

る
。
そ
う
い
う
も
の
の
導
き
と
自
分
た
ち
の
や
る
こ
と
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
と
て
も
苦
手
な
こ
と
を

や
る
し
か
な
く
な
る
―
―
そ
れ
は
自
分
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
を
決
め
、
何
が
正
し
い
の
か
を
決
め
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

競
合
す
る
主
権

で
も
規
制
と
い
っ
て
も
、
誰
に
よ
る
規
制
？

と
い
う
の
も
、
場
所
に
よ
っ
て
規
定
は
ち
が
っ
て
く
る
か
ら
だ
。

こ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ク
・
ベ
イ
カ
ー
が
一
番
重
要
な
形
で
提
起
し
た
問
題
だ
。
か
れ
の
お
話
は
、
競
合
す
る
権
威
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ク
は
ミ
シ
ガ
ン
州
の
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
市
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
の
か
れ
の
生
活
は
、
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
市
の
規
範
の
も
と
に
あ

り
、
か
れ
は
明
ら
か
に
そ
こ
で
の
規
範
に
、
そ
こ
そ
こ
ま
と
も
に
適
応
し
て
い
た
。
そ
の
空
間
の
権
威
が
ジ
ェ
イ
ク
を
統
治
し
て
い
て
、
そ

し
て
み
ん
な
の
知
る
限
り
、
そ
れ
だ
け
が
か
れ
を
統
治
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
ジ
ェ
イ
ク
の
行
動
は
変
わ
っ
た
し
、
そ
れ
は
部
分
的
に
は
空
間
の
規
範
が
ち
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が

問
題
と
な
る
。
か
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
「
出
か
け
た
」
と
き
、
実
際
に
は
こ
の
実
空
間
を
離
れ
て
い
な
い
の
だ
。
具
体
的
に
は
、
実
際
に

は
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
市
を
離
れ
て
い
な
い
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
寮
に
座
っ
て
、
か
れ
は
自
分
自
身
を
テ
レ
ポ
ー
ト
さ
せ
て
―
―
こ
れ
は
単
に

規
範
の
空
間
上
の
こ
と
だ
が
―
―
寮
の
外
を
支
配
し
て
い
る
市
民
ら
し
さ
や
ま
っ
と
う
さ
の
規
範
が
適
用
さ
れ
な
い
別
世
界
に
飛
ん
で
行
っ

た
の
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ジ
ェ
イ
ク
に
、
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
の
規
範
を
逃
れ
て
別
の
場
所
の
規
範
に
従
っ
て
生
き
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て

く
れ
た
。
ジ
ェ
イ
ク
に
と
っ
て
競
合
す
る
現
実
を
作
り
だ
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
オ
ン
オ
フ
だ
け
で
、
競
合
す
る
権
威
を
選
ぶ
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
た
わ
け
だ
。
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こ
こ
で
も
、
別
に
似
た
よ
う
な
可
能
性
が
実
空
間
に
は
存
在
し
な
い
、
と
言
い
た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
―
―
だ
っ
て
、
明
ら
か
に
存
在
す
る

か
ら
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
ハ
ッ
ケ
ン
サ
ッ
ク
（
郊
外
的
な
価
値
観
を
持
っ
た
郊
外
町
）
に
住
ん
で
い
て
、
毎
晩
ロ
ウ
ア
ー
マ
ン
ハ
ッ
タ

ン
に
出
か
け
て
数
時
間
ほ
ど
ロ
ウ
ア
ー
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
「
ル
ー
ル
」
に
従
っ
て
暮
ら
す
ジ
ェ
イ
ク
は
、
ま
ち
が
い
な
く
い
る
だ
ろ
う
。
こ

の
ル
ー
ル
は
ハ
ッ
ケ
ン
サ
ッ
ク
の
ル
ー
ル
で
は
な
い
。
そ
の
生
活
は
ち
が
っ
て
い
る
。
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
の
ジ
ェ
イ
ク
と
同
じ
く
、
ハ
ッ
ケ

ン
サ
ッ
ク
の
ジ
ェ
イ
ク
も
競
合
す
る
権
威
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
る
。
で
も
、
こ
の
二
人
の
ジ
ェ
イ
ク
の
生
活
で
は
、
程
度
の
差
が
あ
っ
て
、

そ
の
程
度
の
差
が
熟
せ
ば
種
類
も
ち
が
っ
て
く
る
。
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
の
ジ
ェ
イ
ク
が
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
に
も
た
ら
す
問
題
は
、
ハ
ッ
ケ
ン

サ
ッ
ク
の
ジ
ェ
イ
ク
が
ハ
ッ
ケ
ン
サ
ッ
ク
に
も
た
ら
す
問
題
よ
り
も
深
刻
だ
。
ち
が
い
が
も
っ
と
大
き
い
の
で
、
そ
の
影
響
も
ず
っ
と
広
い

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
ジ
ェ
イ
ク
た
ち
が
引
っ
越
す
か
も
し
れ
な
い
競
合
す
る
規
範
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
狭
く
考
え
て

も
い
け
な
い
。
こ
こ
で
の
「
逃
避
」
は
、
肯
定
的
な
面
も
否
定
的
な
面
も
両
方
あ
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
の
ゲ
イ
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
が
、
Ａ

Ｏ
Ｌ
（
25
）の

ゲ
イ
用
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
を
通
じ
て
ア
イ
オ
ワ
の
規
範
を
逃
れ
る
の
は
逃
避
だ
。
子
ど
も
を
食
い
物
に
す
る
人
物
が
、
一
般
社
会
の

規
範
を
逃
れ
て
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ッ
ク
ス
に
誘
い
出
す
の
も
逃
避
（
26
）。

ど
ち
ら
の
逃
避
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
が
可
能
に
す
る
も
の
だ
。
だ
が
こ
の
二
つ
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
わ
た
し
は
、
最
初
の
逃
避
は
解

放
的
で
、
二
番
目
は
犯
罪
的
だ
と
呼
ぶ
。
ど
ち
ら
の
逃
避
も
犯
罪
的
だ
と
い
う
人
も
い
る
し
、
ど
ち
ら
も
解
放
的
だ
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
問

題
は
そ
う
い
う
レ
ッ
テ
ル
貼
り
で
は
な
く
、
両
方
の
種
類
の
空
間
に
同
時
に
い
ら
れ
る
よ
う
な
世
界
を
生
き
る
こ
と
の
帰
結
だ
。
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
サ
ー
バ
ー
に
置
か
れ
た
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
仮
想
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
築
の
た
め
に
、
世
界
二
五
種
類
の
法
制
度
か
ら
の
五
〇

人
が
二
千
時
間
を
費
や
し
た
と
き
、
そ
の
行
動
に
つ
い
て
実
世
界
の
法
制
度
は
何
を
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
二
五
の
法
規
制
当
局
の
ど
れ

が
一
番
重
要
だ
ろ
う
。
ど
っ
ち
の
主
権
が
統
治
す
べ
き
な
ん
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
四
つ
の
主
題
が
、
本
書
で
今
後
の
す
べ
て
の
枠
組
み
と
な
る
。
ま
た
本
書
で
提
供
し
よ
う
と
す
る
理
解
の
見
取
り
図
と
も
な
っ
て
い

る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
規
制
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
制
の
仕
組
み
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
。
そ
れ
が
最
初
の
主
題
「
規

制
可
能
性
」
の
教
訓
だ
。
そ
れ
は
ま
だ
重
要
性
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
規
制
者
（「
コ
ー
ド
」）
を
導
入
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ

が
第
二
の
主
題
「
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
」
だ
。
こ
の
規
制
は
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
に
と
っ
て
根
本
的
な
い
く
つ
か
の
価
値
観
を
あ
い
ま
い
に
し

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
第
三
の
主
題
「
隠
さ
れ
た
あ
い
ま
い
さ
」
が
出
て
く
る
わ
け
だ
。
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に

選
択
を
迫
る
。
だ
が
そ
の
選
択
は
、
多
く
の
独
立
主
権
国
が
下
す
べ
き
選
択
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
最
終
的
に
は
、
最
も
む
ず
か
し
い
問
題

は
こ
う
し
た
「
競
合
主
権
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
空
間
に
独
自
の
価
値
観
を
記
そ
う
と
す
る
中
で
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
四
つ
の
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
背
景
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
本
書
の
初
版
か
ら
大
幅
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
初
め
て
こ
の
本
を
書

い
た
と
き
に
は
、
ネ
ッ
ト
に
関
し
て
の
議
論
で
は
二
つ
の
発
想
が
支
配
的
だ
っ
た
。
一
つ
は
、
政
府
は
絶
対
に
ネ
ッ
ト
を
規
制
で
き
な
い
と

い
う
も
の
、
そ
し
て
二
番
目
に
は
、
そ
れ
が
よ
い
こ
と
だ
と
い
う
も
の
。
今
日
で
は
、
世
の
中
の
論
調
は
変
わ
っ
た
。
政
府
が
規
制
で
き
な

い
と
い
う
の
は
い
ま
だ
に
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
迷
惑
メ
ー
ル
や
ウ
ィ
ル
ス
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
盗
用
、
著
作
権
「
海
賊
」、
子
ど
も
の
性
的

搾
取
な
ど
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
世
界
に
あ
っ
て
、
規
制
に
反
対
す
る
声
は
弱
ま
っ
て
い
る
。
み
ん
な
ネ
ッ
ト
は
大
好
き
だ
。
で
も
ど
こ
か
の
政

府
が
こ
の
空
間
の
悪
い
と
こ
ろ
を
す
べ
て
消
し
去
る
と
約
束
し
て
そ
れ
を
実
行
で
き
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
喜
ん
で
そ
ち
ら
に
な
び
く
だ

ろ
う
。

だ
が
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
論
調
が
変
わ
っ
て
も
、
わ
た
し
の
見
方
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今
で
も
ネ
ッ
ト
は
規
制
で
き
る
と
思
っ
て
い

る
。
言
わ
ず
も
が
な
の
影
響
か
ら
く
る
言
わ
ず
も
が
な
の
結
果
と
し
て
、
政
府
が
こ
の
ネ
ッ
ト
を
規
制
す
る
能
力
は
大
幅
に
高
ま
る
と
思
っ

て
い
る
。
そ
し
て
今
で
も
、
原
理
的
に
は
こ
れ
が
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
き
ち
ん
と
し
た
も
の
な
ら
、
わ
た
し
は
規
制
に
反

対
で
は
な
い
。
規
制
は
一
部
の
根
本
的
な
自
由
を
保
全
擁
護
す
る
に
は
不
可
欠
だ
と
考
え
る
。
で
も
、
こ
の
文
脈
で
き
ち
ん
と
規
制
で
き
る
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第二章 サイバー空間からのパズル四つ

時
代
は
も
う
は
る
か
昔
の
こ
と
だ
っ
た
と
も
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
に
対
す
る
一
般
的
な
不
信
の
せ
い
で
も
あ
る
―
―
そ
れ
は
政
府
の

機
能
を
定
義
づ
け
る
あ
る
種
の
腐
敗
に
対
す
る
嫌
悪
か
ら
来
て
い
る
―
―
そ
し
て
政
府
が
ま
だ
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
規
制
の
働
き
を
十
分
に
認

識
し
て
い
な
い
と
い
う
個
別
の
不
信
の
せ
い
で
も
あ
る
。

こ
の
考
え
方
の
組
み
合
わ
せ
を
見
て
、
不
思
議
に
思
う
人
は
ま
ち
が
い
な
く
い
る
だ
ろ
う
。
規
制
を
信
用
で
き
る
の
に
政
府
に
つ
い
て
懐

疑
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
？

で
も
こ
の
一
見
す
る
と
対
立
し
た
考
え
方
が
両
立
す
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
わ
か
る
。
た
ぶ
ん

み
な
さ
ん
、
医
学
の
力
は
信
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
で
「
医
者
」
な
る
人
物
が
ヒ
ル
療
法
を
持
ち
出
し
て
き
た
ら
ど
う
反
応
す
る
か

考
え
て
ほ
し
い
。
現
在
で
も
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
で
も
、
そ
れ
を
こ
の
医
者
に
や
っ
て
ほ
し
く
は
な
い
と

思
う
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
だ
。
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第
一
部
…
…
…regulability

規
制
可
能
性



サ
イ
バ
ー
空
間
は
規
制
不
可
能
だ
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
何
か
が
規
制
可
能
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

何
が
そ
の
規

制
を
可
能
に
す
る
の
か
？

こ
の
第
一
部
で
提
起
さ
れ
る
問
題
は
こ
れ
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
規
制
不
可
能
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
な
ぜ
？

そ
し
て
そ
の
理
由
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
は
変
え
ら
れ
る
の
か
？
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第三章 現状主義：現状は変わらないのか？

第
三
章

現
状
主
義

：

現
状
は
変
わ
ら
な
い
の
か
？

地
理
的
な
境
界
を
無
視
す
る
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
台
頭
は
、
法
律
を
大
混
乱
に
陥
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
メ
デ
ィ
ア
が
創
り
だ
す
現
象
は
、
は
っ

き
り
し
た
法
規
制
の
も
と
に
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
既
存
の
領
土
に
基
づ
く
各
種
の
独
立
主
権
国
家
に
よ
っ
て
は
、
満
足
い
く

形
で
は
統
治
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
。

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ポ
ス
ト
（
1
）

ウ
ェ
ブ
の
統
治
で
、
絶
対
に
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
中
で
最
強
の
も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
で
の
統
治
を
拒
否
で
き
る
と
い

う
ウ
ェ
ブ
生
来
の
能
力
だ
。

ト
ム
・
ス
タ
イ
ナ
ー
ト
＝
ト
レ
ル
ケ
ル
ド
（
2
）

サ
イ
バ
ー
空
間
の
原
住
民
と
そ
の
第
一
世
代
を
隔
て
る
ミ
ー
ム
が
あ
る
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
の
第
一
世
代
の
思

考
を
定
義
づ
け
る
ア
イ
デ
ア
だ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
規
制
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
統
治
で
き
な
い
」。
そ
の
「
生
来
の
能

力
」
は
規
制
を
拒
否
す
る
。
そ
れ
が
そ
の
本
質
で
あ
り
、
天
性
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
破

壊
で
き
な
い
と
か
、
政
府
が
そ
れ
を
封
鎖
で
き
な
い
と
か
い
う
の
で
は
な
い
。
で
も
、
こ
の
第
一
世
代
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
も
し
サ
イ
バ
ー
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空
間
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
の
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
政
府
の
力
は
と
て
も
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
本
質
的
に
、

サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
の
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
な
い
空
間
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

天
性
。
自
然
。
本
質
。
生
来
。
そ
う
い
う
も
の
。
こ
の
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
ど
ん
な
文
脈
に
お
い
て
も
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
特
に
疑
問
視
さ
れ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
こ
そ
ま
さ
に
、
自
然
の
規
制
が
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
か

ら
。
サ
イ
バ
ー
空
間
こ
そ
ま
さ
に
、
人
工
的
に
構
築
さ
れ
た
場
所
な
ん
だ
か
ら
。
で
も
こ
の
「
本
質
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
が
構

築
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
隠
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
直
感
を
危
険
な
ほ
う
に
導
い
て
し
ま
う
。

こ
れ
が
「
現
状
主
義
」
の
誤
謬
と
い
う
や
つ
だ
―
―
何
か
の
現
状
を
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
と
混
同
し
て
し
ま
う
こ
と
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の

現
状
と
い
う
も
の
は
、
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
。
で
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
現
状
と
い
う
の
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
必
然
で
は
な
い
。

ネ
ッ
ト
が
一
つ
の
形
し
か
と
れ
な
い
な
ん
て
こ
と
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
の
性
質
を
定
義
づ
け
る
単
一
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
な
ん
か
な
い
。
わ
れ

わ
れ
が
「
ネ
ッ
ト
」
と
呼
ぶ
も
の
が
と
れ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
各
種
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
中
で
の
生
活
の
特
徴

も
多
様
だ
。

多
く
の
人
が
こ
の
誤
謬
に
だ
ま
さ
れ
る
の
は
無
理
も
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
仕
組
み
な
ん
か
何
も
知
ら
な
い
。
だ

か
ら
そ
の
ち
が
い
と
言
わ
れ
て
も
何
も
わ
か
ら
な
い
。
現
在
の
形
し
か
あ
り
得
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
。
同
じ
目
的
を
実
現
す
る
に
も
技
術

的
に
ち
が
っ
た
や
り
方
が
い
く
つ
か
あ
る
と
考
え
る
訓
練
が
で
き
て
い
な
い
。
技
術
屋
は
そ
う
し
た
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
だ
が
多
く
の
人

は
技
術
屋
で
は
な
い
。

だ
が
本
書
の
す
べ
て
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
一
つ
の
規
範
的
な
訴
え
だ
。
つ
ま
り
、
技
術
は
い
く
ら
で
も
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
万

人
が
理
解
す
る
く
ら
い
の
こ
と
は
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
だ
。
技
術
は
別
の
や
り
方
で
処
理
す
る
よ
う
に
作
り
直
せ
る
。
そ
し
て
技
術

に
つ
い
て
知
ら
な
す
ぎ
る
人
々
は
、
技
術
が
実
際
よ
り
硬
直
的
だ
と
思
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
際
よ
り
変
え
や
す
い
と
思
い
込
む
ほ
う
が
ま

ち
が
い
と
し
て
は
望
ま
し
い
の
だ
。
人
々
は
、
重
要
と
思
え
る
ど
ん
な
価
値
観
で
も
反
映
す
る
よ
う
に
ネ
ッ
ト
が
作
れ
る
と
思
い
、
そ
し
て
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第三章 現状主義：現状は変わらないのか？

そ
れ
を
要
求
す
べ
き
な
の
だ
。
そ
の
要
求
が
無
茶
な
ら
、
な
ぜ
無
茶
か
を
示
す
の
は
技
術
屋
の
ほ
う
の
責
任
だ
。

初
め
に
述
べ
た
現
状
主
義
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
規
制
で
き
な
い
と
い
う
主
張
だ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
後
の
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
ま
ち

が
っ
た
見
方
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
規
制
で
き
る
か
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
次
第
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
当
初
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
規
制

を
き
わ
め
て
む
ず
か
し
く
し
て
い
た
。
で
も
そ
の
元
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
変
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
証

拠
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
今
後
出
現
す
る
は
ず
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
下
で
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
人
間
が
知
る
最
も
管
理
し
や
す
い
空
間

と
な
る
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
の
「
天
性
」
は
、
昔
は
規
制
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
の
「
天
性
」
は
ひ
っ
く
り

返
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
ひ
っ
く
り
返
り
方
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
二
種
類
の
異
な
る
サ
イ
バ
ー
場
所
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
二
つ
の
サ
イ
バ
ー
場
所
は
理
念
形
だ
し
、
そ
の
理
想
の
片
方
は
も
は
や
ネ
ッ
ト
上
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の

章
が
述
べ
よ
う
と
す
る
論
点
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
別
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
移
行
し
つ
つ
あ

り
、
そ
の
移
行
先
は
今
よ
り
ず
っ
と
規
制
し
や
す
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

以
下
の
記
述
は
、
技
術
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
種
類
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
種
類
に
つ
い
て
の
詳
細
定
義
と
し
て
書
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
。
こ
れ
は
単
な
る
例
示
だ
―
―
も
っ
と
ず
っ
と
汎
用
性
の
あ
る
論
点
を
見
て
と
れ
る
だ
け
の
ス
ケ
ッ
チ
だ
。

サ
イ
バ
ー
場
所

：

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
VS

シ
カ
ゴ
大
学

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
生
ま
れ
た
。
最
初
に
利
用
し
た
の
は
研
究
者
た
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
、
生
命
体
と
し
て
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
誕
生
は
、
大
学
や
大
学
生
活
と
結
び
つ
い
て
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
学
生
た
ち
を
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
と
か
っ
さ
ら
い
、
実
ス
ペ
ー

ス
で
の
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
生
活
か
ら
学
生
た
ち
を
引
き
離
し
た
。
ネ
ッ
ト
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
、
合
法
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ド
ラ
ッ
グ
だ
っ
た
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
Ｊ
・
Ｃ
・
ハ
ー
ツ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
す
る
処
女
作
で
書
い
た
よ

う
に
。ふ

と
顔
を
上
げ
る
と
、
時
刻
は
午
前
四
時
半
。「
う
そ
―
―
」
掛
け
時
計
か
ら
腕
時
計
に
目
を
移
す
。
―
―
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
六
時
間
こ
の
画

面
の
前
に
い
た
の
に
、
ま
る
で
時
間
が
経
っ
て
い
な
い
気
が
す
る
。
ぜ
ん
ぜ
ん
ま
っ
た
く
疲
れ
て
い
な
い
。
頭
は
ぼ
う
っ
と
し
て
る
し
喉
も
乾

い
て
い
る
け
ど
、
疲
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
陶
酔
状
態
。
教
科
書
と
か
論
文
の
コ
ピ
ー
と
か
蛍
光
マ
ー
カ
ー
と
か
ノ
ー
ト
と
か
、
そ

の
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
山
を
バ
ッ
ク
パ
ッ
ク
に
詰
め
込
ん
で
、
狂
女
の
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
階
段
を
駆
け
上
が
り
、
守
衛
室
の
前
を
通
っ
て
夜

明
け
前
の
霧
に
包
ま
れ
た
戸
外
に
出
た
（
中
略
）

濡
れ
た
遊
歩
道
が
乾
い
た
歩
道
と
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
足
を
止
め（
中
略
）、電
話
回
線
を
通
じ
て
昼
夜
を
分
か
た
ず
世
界
全
体
で
ぶ

ん
ぶ
ん
う
な
り
続
け
て
い
る
コ
レ
の
こ
と
を
考
え
る
。
す
ぐ
鼻
先
に
あ
る
く
せ
に
、
目
に
は
見
え
な
い
モ
ノ
。
ナ
ル
ニ
ア
国
と
か
、
マ
グ
リ
ッ

ト
と
か
、
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
と
か
、
そ
ん
な
別
世
界
が
ま
る
ま
る
一
つ
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
物
理
的
に
は
存
在
し
な
い
。
参
加
し
て
い
る
人
間

の
数
だ
け
た
く
さ
ん
の
集
合
無
意
識
。

こ
れ
っ
て
ほ
ん
と
に
突
拍
子
も
な
く
へ
ん
。
（
3
）

で
も
、
す
べ
て
の
大
学
が
同
じ
よ
う
に
ネ
ッ
ト
を
取
り
入
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
大
学
ご
と
に
、
認
め
る
ア
ク
セ
ス
は
ち
が
っ
て
い
た
。

適
用
し
た
ル
ー
ル
も
ち
が
っ
て
い
た
。
こ
の
ち
が
い
の
一
例
は
、
わ
た
し
の
よ
く
知
る
二
つ
の
場
所
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
ほ
か
の
い
ろ
い

ろ
な
例
か
ら
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

シ
カ
ゴ
大
学
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
け
れ
ば
、
大
学
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
の
ジ
ャ
ッ
ク
に
マ
シ
ン

を
接
続
す
る
だ
け
だ
っ
た
（
4
）。

イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
接
続
を
持
っ
た
マ
シ
ン
な
ら
、
な
ん
で
も
こ
の
ジ
ャ
ッ
ク
に
接
続
で
き
る
。
い
っ
た
ん
接
続
さ
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れ
れ
ば
、
完
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
が
得
ら
れ
る
―
―
つ
ま
り
な
ん
で
も
匿
名
で
自
由
・
無
料
で
ア
ク
セ
ス
で
き
た
。

な
ぜ
こ
ん
な
に
自
由
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
管
理
者
の
決
定
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
学
長
の
ジ
ョ
フ
リ
ー
・
ス
ト
ー
ン
は
元
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
の
学
部
長
で
、
言
論
の
自
由
支
持
の
有
力
な
学
者
だ
っ
た
。
シ
カ
ゴ
大
が
ネ
ッ
ト
を
設
計
し
て
い
る
と
き
、
技
術
者
た
ち
は
ス

ト
ー
ン
に
、
匿
名
通
信
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
尋
ね
た
。
ス
ト
ー
ン
は
、
大
学
で
の
言
論
を
規
制
す
る
ル
ー
ル
は
、
憲
法
修
正
第
一
条
と

同
じ
く
ら
い
言
論
の
自
由
を
守
る
べ
き
だ
と
い
う
原
則
を
掲
げ
て
、
認
め
な
さ
い
と
答
え
た
。
人
は
大
学
で
匿
名
で
通
信
す
る
権
利
を
与
え

ら
れ
る
べ
き
で
す
、
な
ぜ
な
ら
憲
法
修
正
第
一
条
が
、
政
府
に
対
す
る
場
合
に
は
そ
う
い
う
権
利
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
方
針
の

意
思
決
定
か
ら
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
導
か
れ
た
。

ハ
ー
バ
ー
ド
で
の
ル
ー
ル
は
ち
が
っ
た
。
マ
シ
ン
を
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
の
ジ
ャ
ッ
ク
に
つ
な
い
で
も
、
ネ

ッ
ト
に
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
で
は
、
マ
シ
ン
を
ネ
ッ
ト
に
つ
な
ぐ
に
は
、
そ
の
マ
シ
ン
を
登
録
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
―
―
ラ
イ
セ
ン
ス
を
も
ら
っ
て
承
認
さ
れ
、
確
認
さ
れ
な
い
と
ダ
メ
。
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
間
だ
け
が
マ
シ
ン
を
登
録
で
き
る
。

登
録
が
済
ん
だ
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
あ
ら
ゆ
る
や
り
と
り
は
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
、
個
別
の
マ
シ
ン
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
参
加
す
る
に
は
、
ユ
ー
ザ
ー
同
意
書
に
「
署
名
」
が
必
要
だ
。
ユ
ー
ザ
ー
同
意
書
は
、
き
わ
め
て
広
範
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
認
め
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
発
言
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
―
―
そ
れ
は
規
則
違
反
に
な
る
。
あ
な
た
が
誰
か
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス

の
レ
ベ
ル
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
し
、
あ
な
た
の
ふ
る
ま
い
に
応
じ
て
や
り
と
り
を
追
跡
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
設
計
も
ま
た
、
管
理
者
の
意
思
決
定
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
管
理
者
は
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ス
ト
ー
ン
ほ
ど
は
憲
法
修
正
第
一

条
を
重
視
し
て
い
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
で
は
、
ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
理
想
だ
っ
た
。
シ
カ
ゴ
大
学
で
は
、
ア
ク
セ
ス
を
支

援
す
る
の
が
理
想
だ
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
選
ん
だ
。
シ
カ
ゴ
は
、
ア
ク
セ
ス
を
容
易

に
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
選
ん
だ
。
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こ
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
重
要
な
点
で
ち
が
っ
て
い
る
。
ま
ず
一
番
明
白
な
こ
と
と
し
て
、
両
者
の
擁
す
る

価
値
観
が
ち
が
っ
て
い
る
（
5
）。

こ
の
ち
が
い
は
、
設
計
か
ら
く
る
も
の
だ
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
は
、
憲
法
修
正
第
一
条
の
価
値
観
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
設
計
を
決
定
し
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
設
計
は
別
の
価
値
観
が
決
定
づ
け
た
。

で
も
こ
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
別
の
点
で
も
ち
が
っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
で
は
ア
ク
セ
ス
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
て
身

元
が
割
れ
て
い
る
の
で
、
行
動
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
発
端
ま
で
た
ど
っ
て
い
け
る
。
シ
カ
ゴ
大
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
身

元
や
ふ
る
ま
い
は
知
り
よ
う
が
な
い
。
ふ
る
ま
い
の
モ
ニ
タ
ー
、
追
跡
、
追
尾
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
よ
り
シ
カ
ゴ
大
で
の
ほ
う
が
む
ず
か
し

い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
ふ
る
ま
い
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
の
ふ
る
ま
い
よ
り
も
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

や
す
い
の
だ
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
の
ふ
る
ま
い
を
、
ど
れ
だ
け
規
制
し
や
す
く
す
る
か
、
と
い
う
点
で

ち
が
っ
て
い
る
。
こ
の
ち
が
い
は
、
単
な
る
コ
ー
ド
の
ち
が
い
だ
―
―
つ
ま
り
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ち
が
い
。
規
制
の
し
や
す
さ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
質
的
な
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
計
の
多
様
な
広
が
り
の
中
の
、
ほ
ん
の
二
点
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
広
が
り
の
一
方
の

極
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
置
こ
う
か
。
オ
ー
プ
ン
で
非
独
占
で
、
ア
ク
セ
ス
や
利
用
に
何
の
個
人
の
身
元
認
証
も
必
要
と
し
な
い
プ
ロ
ト

コ
ル
群
に
よ
り
定
義
づ
け
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。
反
対
の
極
に
は
、
閉
鎖
型
の
独
占
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、
は
っ
き
り
し
た
認
証
後
に
初
め

て
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
る
も
の
。
つ
ま
り
こ
ち
ら
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
き
つ
い
。
こ
の
中
間
に
は
両
者
の
混
合
が
あ
る
。
混
合
型
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
、
通
常
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
し
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
層
を
追
加
す
る
。
て
っ
ぺ
ん
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
要

素
の
層
を
の
っ
け
る
わ
け
だ
。
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だ
か
ら
も
と
の
シ
カ
ゴ
大
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
―
過
去
数
年
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
（
6
）―

―
は
、
言
う
な
れ
ば
一
九
九
〇
年
代
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
範
に
近
い
（
7
）。

こ
れ
を
ネ
ッ
ト
95
と
呼
ぼ
う
か
。
二
番
目
の
も
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
古
く
、
い
ま
で
も
存
在
し
て

い
る
無
数
の
閉
鎖
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
モ
デ
ル
だ
―
―
た
と
え
ば
、
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
シ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
う
だ
。
こ
れ
の
お

か
げ
で
、
ト
ビ
リ
シ
に
い
て
も
、
午
前
二
時
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
銀
行
か
ら
現
金
が
引
き
出
せ
る
。
そ
の
中
間
に
あ
る
の
が
ハ
ー
バ
ー
ド

型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
こ
れ
は「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」を
定
義
す
る
一
群
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
、コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
層
を
追
加
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
定
義
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
は
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
る
。
で

も
、
ハ
ー
バ
ー
ド
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
な
特
徴
は
、
も
と
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
新
し
い
も
の
が
追
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
層
を
通
過
し
た
後
で
な
い
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。

こ
の
三
つ
の
設
計
は
ど
れ
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
み
た
い
な
」
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
こ
こ
で
疑
問
が
起
こ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
「
規
制
で
き
な
い
」
と
い
う
と
き
、
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
話
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
規
制
で
き
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
話

だ
と
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
は
規
制
で
き
な
い
の
か
？

設
計
上
の
ど
の
特
徴
の
お
か
げ
で
そ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
は

変
え
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
。

ネ
ッ
ト
95
の
設
計
で
、
規
制
者
が
そ
こ
で
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
く
し
て
い
る
特
徴
を
三
つ
考
え
て
み
よ
う
。
匿
名
を
愛
す
る

利
用
者
の
立
場
だ
と
、
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
95
の
「
特
長
」
だ
―
―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
価
値
を
高
め
る
も
の
だ
。
で
も
規
制
者
の
立
場
か
ら
す
る

と
、
こ
の
特
徴
は
「
バ
グ
」
だ
―
―
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
ユ
ー
ザ
ー
が
使
っ
て
い
る
材
料
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
が
集
め
る
情

報
を
制
限
す
る
欠
陥
だ
。

最
初
の
欠
陥
は
、
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
い
て
の
情
報
だ
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
る
「
誰
か
」
が
何
者
か
確
認
す
る
方
法
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
』
誌
の
有
名
な
マ
ン
ガ
で
、
犬
が
二
匹
パ
ソ
コ
ン
の
前
に
座
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
曰
く
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
お
れ
が
犬
だ
と
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
ん
だ
よ
」
（
8
）。

な
ぜ
わ
か
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
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ト
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
使
用
前
に
あ
な
た
の
利
用
資
格
に
つ
い
て
証
明
を
要
求
し
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も
、
そ
れ
を
要
求
し
な
い
の
は
・イ

・ン
・タ
・ー
・ネ
・ッ
・ト
・の
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
。
ご
近
所
の
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
、
た
と
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
は
、
そ
れ
を
要
求
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
の
場
合
で
す
ら
、
個
人
と
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
や
り
と
り
と
を
結
び
つ
け
る
情
報
は
ア
ク
セ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ

し
か
持
っ
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
通
信
の
一
部
で
は
な
い
。

二
番
目
の
「
欠
陥
」
は
地
理
情
報
だ
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
る
人
が
ど
こ
で
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
も
の
。
第
四
章
で
述
べ

る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ア
ド
レ
ス
で
構
成
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
ア
ド
レ
ス
は
も
と
も
と
た
だ
の
論
理
ア
ド
レ
ス
だ
っ
た
。

物
理
世
界
の
個
別
位
置
に
は
ま
っ
た
く
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
あ
な
た
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
パ
ケ
ッ
ト

を
受
信
し
て
も
、
そ
れ
を
送
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
ド
レ
ス
は
わ
か
っ
て
も
、
物
理
的
な
所
在
地
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
し
て
最
後
の
三
番
目
の
「
欠
陥
」
は
、
利
用
に
つ
い
て
の
情
報
だ
―
―
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
を
流
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
何
な
の
か
、

ど
う
使
わ
れ
る
の
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
送
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
特
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
後
で
詳
述

す
る
が
、
ラ
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
た
規
範
は
あ
る
が
、
そ
の
規
範
通
り
に
デ
ー
タ
が
配
信
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
ル
ー
ル
は
な
い
。

断
片
を
意
味
あ
る
文
脈
に
位
置
づ
け
て
く
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、
機
械
が
使
え
る
よ
う
な
形
で
位
置
づ
け
て
く
れ
る
も
の

は
。
ネ
ッ
ト
95
で
は
、
デ
ー
タ
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
ろ
と
い
う
要
件
は
な
い
の
だ
。
デ
ー
タ
の
「
パ
ケ
ッ
ト
」
に
は
ラ
ベ
ル
は
つ
い
て
い
る
。

送
り
先
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
。
で
も
そ
れ
以
外
な
ら
、
パ
ケ
ッ
ト
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
三
つ
の
「
欠
陥
」
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
誰
か
が
何
者
か
容
易
に
は
わ
か
ら
ず
、
ど
こ
か
ら
来
た
か
も
わ
か
ら
ず
、
何
の
デ
ー

タ
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
人
々
が
ネ
ッ
ト
上
で
ど
う
ふ
る
ま
う
か
を
規
制
す
る
簡
単
な
手
段
も
な
い
。
誰
か
が
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
か
わ

か
ら
な
け
れ
ば
、「
こ
れ
を
す
る
な
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
所
で
は
こ
れ
を
す
る
な
」
と
い
っ
た
規
則
を
適
用
す
る
の
も
む
ず
か
し
い
。
言
い

換
え
る
と
、
何
を
知
り
得
な
い
か
が
、
何
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
決
め
る
。
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こ
の
点
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
が
、
子
ど
も
に
ポ
ル
ノ
を
見
せ
た
く
な
い

と
し
よ
う
。
そ
こ
で
「
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
の
子
ど
も
は
ポ
ル
ノ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
を

実
行
す
る
に
は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
は
⑴
あ
る
人
が
子
ど
も
か
、
⑵
そ
の
人
が
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
か
（
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
か
ら
か
メ
イ

ン
州
か
ら
か
）、
⑶
そ
の
人
が
見
て
い
る
の
が
何
か
（
ポ
ル
ノ
か
ふ
つ
う
の
雑
誌
か
）
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
で
も
ネ
ッ
ト
95
は
、
こ
の
ル
ー

ル
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
人
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
で
ネ
ッ
ト
95
を
使
っ
て
コ
ン
テ
ン
ツ
に

ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
人
々
は
、
自
分
の
正
体
や
居
場
所
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
も
い
い
し
、
ネ
ッ
ト
95
の
設
計
で
は
運
ん
で
い
る
コ
ン
テ
ン

ツ
を
教
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
お
か
げ
で
、
規
制
は
む
ず
か
し
く
な
る
。
だ
か
ら
規
制
者
の
立
場
か
ら
す
る

と
、
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
の
も
と
の
設
計
に
お
け
る
欠
陥
だ
。

で
も
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
例
は
規
制
者
に
、
ネ
ッ
ト
95
の
「
バ
グ
」
が
つ
ぶ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
ネ
ッ
ト
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
身
元

情
報
（
Ｉ
Ｄ
や
所
在
地
）
や
送
信
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
性
質
を
知
る
こ
と
は
可
能
だ
。
そ
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
追
加
し
て
も
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
機
能
は
破
壊
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
と
い
う
選
択
は
し
な
く
て
も
い
い
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
閉
じ
た
独
占
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
と
い
う
選
択
も
い
ら
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
の
例
は
、
中
道
を
示
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
れ
ば
い
い
。
ネ
ッ
ト
上
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
か
ぶ
せ
て
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
「
欠
陥
」
を
「
是
正
」
す
る
か
な
く
せ
ば
い
い
。
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
支
援
し

て
く
れ
る
（
9
）。

こ
れ
が
、
出
現
し
つ
つ
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
お
話
の
ご
く
初
め
の
章
に
お
け
る
、
最
初
の
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
主
張

だ
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
可
能
だ
し
、
そ
れ
を
今
わ
れ
わ
れ
の
知
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
追
加
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

し
て
追
加
し
た
ら
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
性
を
大
幅
に
変
え
る
。
そ
う
し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
追
加
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
ど
う
使
い
た
い
か
に
よ
る
。
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こ
れ
が
「
ち
ょ
っ
と
し
た
主
張
」
だ
と
述
べ
た
の
は
、
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
当
初
は
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
人
で
も
す
ぐ

に
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
自
明
ど
こ
ろ
か
、
言
う
ま
で
も
な
い
は
ず
の
論
点
だ
。
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
文
脈

に
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
郵
便
局
を
考
え
て
ほ
し
い
。
わ
た
し
の
子
ど
も
時
代
、
郵
便
局
は
匿
名
言
論
の
極
楽
だ
っ
た
。
郵
便
局
の
仕
事
は

単
に
荷
物
を
運
ぶ
だ
け
。
ネ
ッ
ト
95
と
同
じ
く
、
そ
れ
が
誰
か
ら
の
も
の
で
、
中
に
何
が
入
っ
て
い
る
か
は
ま
っ
た
く
気
に
し
な
か
っ
た
。

郵
便
を
出
す
前
に
登
録
し
ろ
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
差
出
人
住
所
を
書
く
必
要
も
な
い
し
、
書
い
て
も
そ
れ
が
正
し
い
か
証
明
し

ろ
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
指
紋
を
残
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
の
政
府
出
資
の
機
関
を
使
っ
て
完
全
な
匿
名
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
れ
た
。

明
ら
か
に
、
郵
便
局
は
別
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
持
つ
こ
と
も
で
き
る
。
郵
便
は
必
ず
差
出
人
住
所
を
書
け
、
と
要
求
し
て
も
い
い
。
そ

し
て
そ
の
差
出
人
住
所
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
ろ
と
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
た
と
え
ば
郵
便
を
出
す
と
き
に
必
ず
住
所
を
証
明
す
る

も
の
を
見
せ
ろ
と
要
求
す
る
な
ど
）。
小
包
や
封
筒
を
送
る
と
き
に
内
容
を
確
認
さ
せ
ろ
と
要
求
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
こ
う
し
た
郵
便

の
手
続
き
変
更
は
、
郵
便
が
も
っ
と
容
易
に
監
視
で
き
て
追
跡
で
き
る
世
界
を
作
り
出
す
。
政
府
は
郵
便
局
を
設
計
し
た
と
き
に
そ
の
選
択

を
行
な
っ
た
。
も
し
監
視
が
重
要
に
な
っ
た
ら
、
政
府
は
そ
れ
を
支
援
す
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
を
変
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
郵
便

制
度
は
（
お
お
む
ね
）
今
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
だ
が
監
視
を
簡
単
に
す
る
制
度
に
変
え
た
ら
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
計
を
左
右
す

る
価
値
観
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
。

本
章
の
主
張
は
、
匿
名
性
が
通
例
の
ネ
ッ
ト
95
を
Ｉ
Ｄ
管
理
が
通
例
の
状
態
に
移
行
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が
か
な
り
あ
る
、
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
。
で
も
ま
だ
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
行
な
う
か
は
ま
っ
た
く
示
し
て
い
な
い
。
比
較
的
規
制
の
し
に
く
い
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
的
な

ネ
ッ
ト
か
ら
、
と
て
も
制
御
し
や
す
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ネ
ッ
ト
へ
の
移
行
は
ど
う
や
っ
て
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
が
第
一
部
の
残
り
の
た
め
の
問
題
だ
。
こ
れ
は
二
段
階
構
成
で
行
く
こ
と
に
す
る
。
第
四
章
で
の
主
張
は
、
た
と
え
政
府
の
助
け
が

な
く
て
も
、
ネ
ッ
ト
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
へ
と
移
行
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
、
そ
れ
を
政
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府
が
ど
う
や
っ
て
支
援
す
る
か
を
描
く
。
こ
の
ト
レ
ン
ド
は
、
と
て
も
規
制
し
や
す
い
ネ
ッ
ト
を
約
束
し
て
く
れ
る
―
―
そ
れ
は
リ
バ
ー
タ

リ
ア
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
く
、
父
親
た
ち
の
知
る
（
と
い
う
よ
り
息
子
や
娘
た
ち
の
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
ほ
う
が
正
確
か
）
ネ
ッ
ト

で
も
な
く
、
本
質
か
ら
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
特
徴
を
持
っ
た
ネ
ッ
ト
と
な
る
。

言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ひ
っ
く
り
返
す
ネ
ッ
ト
だ
。
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第
四
章

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

透
明
人
間
は
国
家
を
恐
れ
な
い
。
自
分
の
性
質
故
に
、
国
が
自
分
に
手
を
出
せ
な
い
と
知
っ
て
い
る
（
た
だ
し
自
分
が
へ
ま
を
し
な
け
れ

ば
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
か
れ
は
へ
ま
を
す
る
の
だ
）。
透
明
人
間
の
お
話
は
、
も
っ
と
一
般
的
な
教
訓
の
カ
ギ
と
な
る
。
誰
か
の
正
体
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
り
、
そ
の
居
場
所
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
規
制
は
で
き
な
い
。
そ
の
人
の
望
み
通
り
の
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
。
そ
れ

を
変
え
る
の
に
国
が
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

も
と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
そ
う
だ
っ
た
。
み
ん
な
が
透
明
人
間
だ
っ
た
。
も
と
も
と
構
築
さ
れ
た
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
誰
か
の
正
体

や
居
場
所
、
行
動
は
簡
単
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
も
と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
仕
組
み
で
は
、
つ
ま
り
行
動
を
規
制
す
る
簡
単
な
方
法
は

な
か
っ
た
の
だ
。

だ
が
前
章
の
狙
い
は
、
こ
の
自
明
の
発
想
に
小
さ
い
が
重
要
な
論
点
を
追
加
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
現
状
が
ど
う
あ
れ
、

そ
れ
が
今
後
も
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
本
来
の
性
質
」
は
別
に
神
の
意
志
で
は

な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
あ
る
設
計
の
産
物
で
し
か
な
い
。
そ
の
設
計
は
変
え
ら
れ
る
の
だ
。
ネ
ッ
ト
は
、
利
用
者
が
何
者
で
、
ど
こ
に
い
て
、

何
を
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
す
る
よ
う
設
計
で
き
る
。
そ
し
て
そ
う
設
計
す
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
は
人
類
が
見
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
規
制
し
や
す

い
場
所
と
な
る
、
と
い
う
の
が
第
一
部
で
の
一
貫
し
た
主
張
だ
。

こ
の
章
で
は
、
ネ
ッ
ト
を
規
制
で
き
な
い
か
つ
て
の
空
間
か
ら
、
完
全
に
規
制
可
能
な
空
間
へ
と
押
し
や
れ
る
―
―
そ
し
て
押
し
や
っ
て

い
る
―
―
力
を
記
述
す
る
。
そ
う
し
た
変
化
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
政
府
で
は
な
い
。
そ
れ
は
利
用
者
が
要
求
し
た
も
の
で
、
実
際
に
そ

れ
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
は
商
業
だ
。『
１
９
８
４
年
』
に
着
想
を
得
た
よ
う
な
陰
謀
の
産
物
で
は
な
い
純
粋
に
実
利
的
で
商
業
的
な
目
的
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の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
変
化
の
結
果
だ
。

こ
れ
だ
け
で
は
、そ
う
し
た
変
化
が
い
い
と
か
悪
い
と
か
は
言
え
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、わ
た
し
の
狙
い
は
規
範
的
な
も
の
で
は
な
く
、記

述
的
な
も
の
だ
。
自
分
た
ち
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
て
、
な
ぜ
そ
っ
ち
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
理
解
し
な
い
と
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
望
み

の
場
所
で
、
自
分
た
ち
の
な
り
た
い
存
在
な
の
か
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
未
来
の
歴
史
は
、
一
九
九
五
年
一
月
に

ド
イ
ツ
で
書
か
れ
た
。
ド
イ
ツ
法
は
ポ
ル
ノ
を
規
制
し
て
い
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
そ
の
規
制
が
厳
し
か
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
は

（
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
経
由
で
ほ
ど
ほ
ど
の
量
の
）
ポ
ル
ノ
を
利
用
者
に
提
供
し
て
い
た
。
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
の
お
客
は
バ
イ
エ
ル
ン
人
に
も
い

た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
に
、
サ
ー
バ
ー
か
ら
ポ
ル
ノ
を
消
さ
な
い
と
、
重
役
た
ち
が
処
罰
さ
れ
る
ぞ
と
言
っ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
は
当
初
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
―
―
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
サ
ー
バ
ー
か
ら
ポ
ル
ノ
を
除
く
の
で
な
い
限

り
、
不
可
能
で
す
と
述
べ
た
。
ド
イ
ツ
人
は
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
と
し
て
は
無
理
な
相
談
だ
っ
た
。
そ
こ
で

一
九
九
五
年
一
月
、
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
は
技
術
的
な
修
正
を
発
表
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
人
た
ち
が
文
句
を
つ
け
た
、
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
ニ
ュ
ー

ス
グ
ル
ー
プ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
全
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
か
わ
り
に
、
同
社
は
コ
ン
テ
ン
ツ
を
国
ご
と
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す

る
技
術
を
編
み
出
し
た
の
だ
っ
た
（
1
）。

こ
の
技
術
が
機
能
す
る
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
は
利
用
者
が
誰
で
、
何
を
し
て
い
て
、
そ
の
居
場
所
が
ど
こ
か
を
識
別
し
始
め
る
必
要

が
あ
っ
た
。
認
識
が
必
要
な
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
技
術
が
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
変
化
と
と
も
に
、
未
来
は
決
ま
っ
た
。
規
制
可

能
性
の
問
題
に
対
す
る
わ
か
り
や
す
い
対
応
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
は
も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
な
い
。
で
も
そ
の
対
応
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
パ
タ
ー
ン
を
示
唆
し
て
い

る
。
こ
の
章
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
実
質
的
に
（
少
な
く
と
も
こ
の
面
で
は
）
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ブ
の
よ
う
に
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
方

法
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
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「
誰
が
」
ど
こ
で
何
を
し
た
？

規
制
す
る
に
は
、
国
は
「
ど
こ
で
誰
が
何
を
？
」
の
中
の
、
誰
が
の
部
分
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
が
国
に
「
誰
」
か
を
教
え
る
方

法
を
知
る
に
は
、「
人
物
同
定
」
が
一
般
に
は
ど
う
機
能
し
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
ど
う
機
能
す
る
か
を
も
う
ち
ょ
っ
と
慎
重
に
考

え
る
必
要
が
あ
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
認
証

：

実
空
間
で
の
例

あ
る
人
が
何
者
か
を
同
定
す
る
た
め
の
技
術
を
理
解
す
る
に
は
、
お
な
じ
み
の
三
つ
の
発
想
の
相
互
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
―
―
⑴
「
身

分
／
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」、
⑵
「
認
証
」、
⑶
「
証
明
書
／
資
格
証
」。

「
身
分
／
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
っ
て
も
、
単
に
あ
な
た
が
誰
か
、
と
い
う
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
あ
な
た
に
関
す
る
「
属
性
」、
あ

る
い
は
も
っ
と
広
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
も
含
ん
で
い
る
（「
あ
な
た
」
と
い
う
の
は
企
業
で
も
モ
ノ
で
も
い
い
）。
こ
の
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
名
前
、
性
別
、
住
所
、
学
歴
、
運
転
免
許
番
号
、
社
会
保
障
番
号
、
ア
マ
ゾ
ン
で
の
購
入
履
歴
、
あ
な
た
が
弁
護

士
か
ど
う
か
―
―
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
を
含
む
。

こ
う
し
た
属
性
は
、
他
人
に
伝
え
ら
れ
た
と
き
に
知
ら
れ
る
。
実
空
間
で
は
、
そ
の
一
部
は
自
動
的
に
伝
わ
っ
て
し
ま
う
。
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
性
別
、
肌
の
色
、
身
長
、
年
代
、
笑
顔
が
魅
力
的
か
と
い
っ
た
こ
と
は
自
動
的
に
伝
わ
る
。
他
の
属
性
は
、
あ
な
た
か
別
の
人
が
明

示
的
に
明
か
さ
な
い
限
り
わ
か
ら
な
い
。
高
校
時
代
の
成
績
、
好
き
な
色
、
社
会
保
障
番
号
、
ア
マ
ゾ
ン
で
の
最
近
の
買
い
物
、
司
法
試
験

に
合
格
し
た
か
ど
う
か
。

で
も
あ
る
属
性
が
主
張
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
信
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
（「
お
ま
え
が
司
法
試
験
な
ん
か
通
る
わ
け
な
い

だ
ろ
！
」）。
信
用
は
む
し
ろ
、
あ
る
「
認
証
」
プ
ロ
セ
ス
に
頼
る
こ
と
が
多
い
。
一
般
に
は
、
額
面
に
書
か
れ
て
い
る
以
上
の
主
張
を
確
か
め
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た
い
と
き
に
「
認
証
」
を
行
な
う
。「
お
れ
、
結
婚
し
て
る
ん
だ
」
と
誰
か
が
言
う
。
女
性
は
「
じ
ゃ
あ
指
輪
は
？
」
と
答
え
る
。
最
初
の
発

言
は
、
そ
の
人
の
保
有
属
性
に
関
す
る
主
張
だ
。
二
番
目
は
そ
れ
に
対
す
る
認
証
の
要
求
だ
。
そ
の
要
求
が
さ
ら
に
続
く
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
（
少
な
く
と
も
コ
メ
デ
ィ
で
な
ら
）。「
あ
ら
、
そ
れ
は
結
婚
指
輪
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。
婚
姻
届
を
見
せ
て
よ
」
等
々
。
ど
こ
か
で
、
そ
の

要
求
は
止
ま
る
。
相
手
が
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
確
信
が
持
て
る
か
、
あ
る
い
は
質
問
が
い
さ
さ
か
異
様
に
な
っ
て
き
た
場
合
だ
。

と
き
に
は
こ
の
認
証
プ
ロ
セ
ス
は
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
起
こ
る
。
一
部
の
属
性
は
、
お
お
む
ね
自
動
的
に
認
証
さ
れ
る
。
あ
た
し
は
女
性

で
す
と
言
わ
れ
た
ら
、
会
え
ば
す
ぐ
に
信
じ
る
だ
ろ
う
。
英
語
が
母
語
で
す
と
言
わ
れ
た
ら
、
話
を
し
て
み
れ
ば
た
ぶ
ん
信
じ
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
っ
ち
の
場
合
に
も
ご
ま
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
命
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
見
自
明
に
見
え
る
こ

と
で
も
、
絶
対
に
安
心
で
き
る
よ
う
な
手
だ
て
を
講
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
属
性
で
あ
れ
ば
、

自
分
自
身
の
判
断
以
上
の
も
の
を
使
わ
ず
に
評
価
で
き
る
。

で
も
一
部
の
属
性
は
、
自
動
的
に
認
証
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
飛
行
機
操
縦
免
許
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
を
見
せ
て
く
れ

と
言
う
だ
ろ
う
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
弁
護
士
協
会
の
会
員
だ
と
言
わ
れ
た
ら
、
会
員
証
を
見
せ
て
と
言
う
。
父
の
心
臓
手
術
を
し
て
あ
げ
ま

し
ょ
う
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
の
主
張
が
本
当
か
ど
う
か
確
信
で
き
る
だ
け
の
証
拠
を
見
せ
て
ほ
し
い
。
ま
た
も
や
こ
う
し
た
認
証
す
る
「
モ

ノ
」
は
偽
造
で
き
る
し
、
わ
た
し
の
確
信
も
無
根
拠
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
認
証
プ
ロ
セ
ス
と
必
要
な
確
信
の
水
準
を
そ
ろ
え
よ
う
と
す
る

な
ら
、
か
な
り
理
性
的
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
そ
ん
な
に
複
雑
な
認
証
プ
ロ
セ
ス
な
し
で
も

や
っ
て
い
け
る
の
だ
。

こ
の
認
証
プ
ロ
セ
ス
で
と
き
ど
き
使
わ
れ
る
重
要
な
ツ
ー
ル
が
証
明
書
／
資
格
証
だ
。
こ
こ
で
「
証
明
書
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
主
張
を

（
あ
る
程
度
の
信
用
水
準
ま
で
）
認
証
す
る
た
め
の
標
準
化
さ
れ
た
装
置
の
こ
と
だ
。
運
転
免
許
証
は
こ
の
意
味
で
の
証
明
書
だ
。
そ
の
目

的
は
、
運
転
手
と
し
て
の
地
位
を
認
証
す
る
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
免
許
証
の
形
態
を
だ
い
た
い
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の

免
許
証
が
有
効
か
ど
う
か
判
断
で
き
る
と
い
う
自
信
は
あ
る
程
度
あ
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
も
ま
た
こ
の
意
味
で
の
証
明
書
だ
。
そ
の
目
的
は
、
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そ
れ
が
同
定
す
る
人
物
の
所
属
国
を
示
し
、
そ
の
人
物
を
比
較
的
自
己
認
証
的
な
属
性
を
通
じ
て
同
定
す
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
も
、
人
は
こ

の
証
明
書
の
形
態
を
そ
こ
そ
こ
知
っ
て
い
る
の
で
、
パ
ス
ポ
ー
ト
で
主
張
さ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
高
い
信
用
を
抱
け
る

わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
証
明
書
に
も
善
し
悪
し
は
あ
る
。
ほ
か
よ
り
高
い
信
用
を
も
た
ら
す
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
証
明
書
も
あ
る
。
信
用
を

広
め
る
の
に
効
率
が
よ
い
証
明
書
は
あ
る
。
だ
が
、
人
は
必
要
と
な
る
信
用
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
各
種
証
明
書
の
中
か
ら
使
う
も
の
を

選
ぶ
。

そ
こ
で
今
の
論
点
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
わ
か
り
や
す
い
例
を
考
え
よ
う
。
あ
な
た
が
銀
行
の
窓
口
担
当
者
だ
っ
た
と
し
よ
う
。
誰
か
が

や
っ
て
き
て
、
自
分
は
口
座
番
号
６
５
４
―
５
４
３
２
３
１
の
持
ち
主
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
口
座
の
お
金
を
全
部
お
ろ
し
た
い
の

だ
、
と
。

今
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
人
物
（
Ｘ
さ
ん
と
呼
ぼ
う
）
は
自
分
の
身
元
に
関
す
る
事
実
を
主
張
し
た
―
―
自
分
が
口
座
６
５

４
―
５
４
３
２
３
１
の
持
ち
主
だ
、
と
。
あ
な
た
の
仕
事
は
、
そ
の
主
張
を
認
証
す
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
叩
い
て
口
座
の

記
録
を
調
べ
る
と
、
巨
額
の
預
金
が
あ
る
。
す
る
と
あ
な
た
と
し
て
は
、
こ
の
人
物
の
認
証
を
か
な
り
し
っ
か
り
や
り
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
る
。
ま
ず
は
Ｘ
さ
ん
に
名
前
を
き
く
。
そ
の
名
前
は
口
座
の
持
ち
主
の
名
前
と
一
致
す
る
。
こ
れ
で
多
少
は
安
心
で
き
る
。
次
に
二
種
類

の
身
分
証
明
書
を
求
め
る
。
ど
っ
ち
も
Ｘ
さ
ん
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
で
も
っ
と
安
心
は
高
ま
る
。
預
金
引
き
出
し
申
込
書
を
記
入

し
て
く
れ
と
い
う
。
署
名
も
一
致
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
で
ま
す
ま
す
安
心
は
高
ま
る
。
最
後
に
、
記
録
を
見
る
と
そ
の
口
座
を
開
い
た

の
は
自
分
の
上
司
だ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
上
司
に
、
Ｘ
さ
ん
を
ご
存
じ
で
す
か
と
尋
ね
る
。
上
司
は
知
っ
て
い
る
よ
と
答
え
、
窓
口
に
い
る

そ
の
人
物
が
確
か
に
Ｘ
さ
ん
だ
と
言
う
。
こ
れ
で
あ
な
た
は
十
分
に
安
心
し
て
、
お
金
を
そ
の
人
に
渡
せ
る
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
間
一
貫
し
て
、
Ｘ
さ
ん
が
主
張
す
る
属
性
を
認
証
す
る
の
に
技
術
を
使
っ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
口
座
番
号

と
名
前
を
結
び
つ
け
た
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
。
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
写
真
と
名
前
を
結
び
つ
け
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
署
名
の
コ
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ピ
ー
を
保
管
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
安
心
感
を
高
め
る
た
め
の
技
術
だ
。

そ
し
て
そ
の
安
心
感
を
さ
ら
に
高
め
る
、
も
っ
と
優
れ
た
技
術
も
想
像
で
き
る
こ
と
に
も
注
目
。
た
と
え
ば
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
登

場
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
利
用
が
認
証
で
き
た
。
こ
の
設
計
の
た
め
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
盗
む
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
生
じ
た
。
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
ち
が
う
―
―
カ
ー
ド
そ
の
も
の
の
保
有
に
加
え
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
は
暗
証
番

号
が
必
要
だ
。
こ
の
設
計
の
た
め
、
盗
ん
だ
カ
ー
ド
の
価
値
は
下
が
る
。
だ
が
一
部
の
人
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
暗
証
番
号
を
メ
モ
し
た

り
、
書
い
た
メ
モ
を
カ
ー
ド
と
一
緒
に
財
布
に
し
ま
っ
て
お
い
た
り
す
る
。
だ
か
ら
盗
難
の
リ
ス
ク
は
完
全
に
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ

が
そ
の
リ
ス
ク
は
ほ
か
の
認
証
技
術
を
通
じ
て
も
っ
と
減
ら
せ
る
。
た
と
え
ば
指
紋
リ
ー
ダ
ー
や
網
膜
ス
キ
ャ
ン
と
い
っ
た
生
体
認
証
技
術

は
、
カ
ー
ド
の
持
ち
主
が
正
規
利
用
者
だ
と
い
う
安
心
を
高
め
る
。（
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
技
術
が
別
の
リ
ス
ク
を
生
み
出
す
こ
と
は
あ
る
。

あ
る
会
議
で
は
、
掌
紋
を
使
っ
て
あ
る
人
物
を
同
定
す
る
新
技
術
を
説
明
し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
が
い
た
。
会
議
の
参
加
者
の
一
人
が
、
そ
の

認
証
は
手
が
生
き
て
い
な
く
て
も
機
能
す
る
の
か
と
尋
ね
た
。
メ
ー
カ
ー
担
当
者
は
真
っ
青
に
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
れ
は
答
え
た
。

「
え
え
、
生
き
て
い
な
く
て
も
」）

実
人
生
で
は
絶
え
ず
こ
う
し
た
認
証
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
す
る
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
技
術
の
改
良
や
証
明
書
の
改
良
で
、
ど
ん
ど
ん
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
認
証
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
小
さ
な
町
で
、
も
っ
と
落
ち
つ
い
た
時
代
に
は
、
信
用
証
明
の
た
め
の
文
書
は
あ

ま
り
必
要
な
か
っ
た
。
あ
な
た
の
面
は
割
れ
て
い
た
し
、
そ
の
顔
に
あ
な
た
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
紹
介
状
が
く
っ
つ
い
て
い
る
よ
う
な

も
の
だ
（
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
共
通
の
知
識
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）。
生
活
が
も
っ
と
流
動
的
に
な
る
に
つ
れ
て
、
社
会
制
度
は
重
要

な
身
元
主
張
に
つ
い
て
信
用
を
構
築
す
る
た
め
に
、
ほ
か
の
技
術
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
認
証
を
確
保
す
る
た
め
、

証
明
書
は
不
可
欠
な
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
き
た
。

認
証
の
技
術
が
改
善
も
で
き
る
し
改
悪
も
で
き
る
な
ら
、
多
く
の
人
は
そ
れ
が
改
善
さ
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
が
当
然
だ
。
み
ん
な
、
自

分
に
つ
い
て
の
各
種
事
実
を
も
っ
と
簡
単
に
信
頼
で
き
る
形
で
認
証
で
き
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
商
業
だ
っ
て
、
認
証
の
技
術
が
向
上
す
れ
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ば
助
か
る
。
ダ
メ
な
技
術
は
詐
欺
の
温
床
だ
。
詐
欺
は
商
売
に
と
っ
て
非
生
産
的
な
コ
ス
ト
だ
。
よ
い
技
術
で
そ
の
コ
ス
ト
が
な
く
せ
る
な

ら
、
物
価
は
下
が
る
し
利
益
も
高
ま
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
、
政
府
だ
っ
て
認
証
技
術
の
改
善
で
利
益
を
得
る
。
年
齢
の
認
証
が
簡
単
に
で
き
れ
ば
、
年
齢
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
く
る

規
則
を
実
施
す
る
の
は
楽
だ
（
飲
酒
年
齢
、
喫
煙
年
齢
な
ど
）。
そ
し
て
人
が
誰
か
を
認
証
し
や
す
け
れ
ば
、
政
府
は
誰
が
何
を
し
た
か
追
跡

し
や
す
く
な
る
。

実
空
間
で
の
生
活
の
規
制
し
や
す
さ
は
、
何
ら
か
の
認
証
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
依
存
し
て
い
る
。
誰
が
犯
罪
を
犯
し
た
か
に
つ
い
て
、
目

撃
者
が
そ
の
人
物
を
知
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
た
と
え
ば
「
そ
い
つ
は
白
人
男
性
で
身
長
一
八
〇
セ
ン
チ
」
と
い
っ
た
自
己
認
証
的
性
質

に
基
づ
い
て
同
定
で
き
る
と
い
う
事
実
は
、
国
が
そ
の
犯
罪
を
規
制
す
る
能
力
を
強
化
す
る
。
指
紋
が
変
え
に
く
く
て
、
前
科
者
な
ら
割
り

出
せ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
う
い
う
犯
罪
者
が
再
犯
す
れ
ば
捕
ま
り
や
す
く
す
る
。
も
っ
と
変
え
や
す
い
肉
体
的
な
特
徴
に
頼
る
な
ら
、
警

察
は
再
犯
者
を
追
跡
し
に
く
く
な
る
。
車
に
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
て
い
て
所
有
者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
ひ
き
逃
げ

犯
人
が
捕
ま
る
見
込
み
を
高
め
て
い
る
。
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
、
車
両
登
録
の
シ
ス
テ
ム
な
し
に
は
、
車
関
連
の
犯
罪
を
追
跡
す
る
の
は

と
て
も
む
ず
か
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
す
べ
て
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
、
実
空
間
の
生
活
の
特
徴
が
、
実
生
活
の
生

活
規
制
を
可
能
に
し
て
い
る
。

こ
の
三
つ
の
異
な
る
利
益
団
体
は
、
共
通
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
ら
ゆ
る
認
証
技
術
が
そ
の
共
通
の
関
心
に
一
致

す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
関
心
だ
け
で
も
っ
と
効
率
の
高
い
認
証
が
導
入
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
利
益
団
体
が

ど
ち
ら
の
方
向
を
推
進
し
た
が
る
か
は
わ
か
る
。
認
証
が
改
善
さ
れ
れ
ば
、
み
ん
な
が
得
を
す
る
わ
け
だ
。
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
認
証

：

サ
イ
バ
ー
空
間

サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
認
証
は
、
理
屈
の
上
で
は
実
空
間
と
同
じ
だ
。
で
も
現
実
に
は
か
な
り
ち

が
っ
て
い
る
。
で
も
そ
の
ち
が
い
を
理
解
す
る
に
は
、
ネ
ッ
ト
が
ど
う
構
築
さ
れ
て
い
る
か
技
術
的
な
細
部
に
も
っ
と
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ま
と
め
て
「
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
」
と
呼
ば
れ
る
プ
ロ
ト
コ
ル
群
で
構
築
さ
れ
て

い
る
。
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
の
中
核
に
は
、
ネ
ッ
ト
「
上
」
の
マ
シ
ン
間
（
2
）で

、
デ
ー
タ
の
パ
ケ
ッ
ト
を
交
換
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト

コ
ル
を
含
む
。
思
い
っ
き
り
単
純
化
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム
は
デ
ー
タ
の
束
を
持
っ
て
き
て
（
た
と
え
ば
フ
ァ
イ
ル
と
か
）、
そ

れ
を
パ
ケ
ッ
ト
に
ぶ
っ
た
切
り
、
そ
の
パ
ケ
ッ
ト
の
送
り
手
の
ア
ド
レ
ス
と
送
り
先
ア
ド
レ
ス
を
は
り
つ
け
る
。
こ
の
ア
ド

レ
ス
と
い
う
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
ア
ド
レ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、「128.34.35.204

」
の
よ
う
な
形
を
し
て

い
る
。
ア
ド
レ
ス
さ
え
き
ち
ん
と
着
い
て
い
れ
ば
、
パ
ケ
ッ
ト
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
目
的
地
に
向
か
っ
て
送
ら
れ
る
。

道
中
の
マ
シ
ン
（「
ル
ー
タ
ー
」）
は
パ
ケ
ッ
ト
の
送
り
先
ア
ド
レ
ス
を
見
て
、（
と
て
も
複
雑
な
）
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
基
づ

い
て
、
次
に
ど
の
マ
シ
ン
に
そ
の
パ
ケ
ッ
ト
を
渡
す
か
決
め
る
。
パ
ケ
ッ
ト
は
起
点
か
ら
終
点
の
間
で
た
く
さ
ん
の
「
中
継

点
」
を
経
由
す
る
。
で
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
高
速
化
し
て
堅
牢
に
な
れ
ば
、
中
継
点
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
一
瞬
で
届
く
。

わ
た
し
が
述
べ
た
条
件
下
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
を
送
ら
れ
る
パ
ケ
ッ
ト
に
は
無
数
の
属
性
が
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば

そ
の
パ
ケ
ッ
ト
は
、
ア
ル
・
ゴ
ア
の
書
い
た
電
子
メ
ー
ル
の
一
部
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
電
子
メ
ー
ル
は
元
ア
メ
リ

カ
副
大
統
領
が
書
い
た
も
の
で
、
そ
れ
は
地
球
温
暖
化
に
詳
し
い
人
物
で
、
五
〇
歳
以
上
の
人
物
で
、
背
が
高
く
、
ア
メ
リ

カ
市
民
で
、
元
上
院
議
員
で
等
々
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
の
メ
ー
ル
は
、
ア
ル
・
ゴ
ア
が
ド
イ
ツ
に
い
る
と

き
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
気
候
制
御
の
交
渉
に
つ
い
て
だ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
情
報
の
パ
ケ
ッ
ト
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
こ
う
し
た
属
性
す
べ
て
を
含
む
と
い
え
る
。
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だ
が
そ
の
メ
ー
ル
自
体
は
こ
う
し
た
事
実
を
一
切
保
証
し
て
く
れ
な
い
。
メ
ー
ル
に
は
ア
ル
・
ゴ
ア
か
ら
だ
と
書
い
て
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
け
で
は
そ
れ
が
本
当
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
ゴ
ア
が
ド
イ
ツ
に
い
る
と
き
に
書
い
た
も
の
で

も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
サ
ー
バ
ー
か
ら
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
シ
ス
テ
ム
は
や
が
て
そ
の
パ
ケ
ッ
ト
が
メ
ー
ル
の
一
部

だ
と
突
き
止
め
る
け
れ
ど
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
上
を
旅
す
る
情
報
そ
の
も
の
に
は
、
そ
の
中
身
が
何
か
を
示
す
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
だ
か
ら

こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
送
り
主
も
、
送
り
場
所
も
、
内
容
も
認
証
し
て
く
れ
な
い
。
唯
一
主
張
し
て
く
れ
る
の
は
、
そ
の
パ
ケ
ッ
ト
の
行
き
先

の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
、
そ
の
パ
ケ
ッ
ト
の
送
り
手
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
だ
け
だ
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
以
外
の
情
報
は

無
用
で
余
計
な
も
の
だ
。
白
昼
夢
に
ふ
け
る
郵
便
局
員
と
同
じ
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
単
に
デ
ー
タ
を
動
か
す
だ
け
で
、
解
釈
は
末
端
に
い

る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
任
せ
る
の
だ
。

こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
設
計
上
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
広
範
な
機
能
を
担
う
は
ず
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
設
計
す
る
最
善
の
方
法
に
関
す
る
意
思
決
定
を
反
映
し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
に
、
各
種
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

使
う
は
ず
の
機
能
を
い
ち
い
ち
持
た
せ
て
複
雑
に
す
る
か
わ
り
に
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
哲
学
は
複
雑
性
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
末
端
に
押
し

や
る
―
―
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
核
に
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
置
か
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
複
雑
さ
を
負
担
さ
せ
る
わ
け

だ
。
核
は
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
に
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
誰
が
使
っ
て
い
る
の
か
認
証
が
必
要
な
ら
、
そ
の
機
能
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
持
て
ば
よ
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
身
は
関
知
し
な
い
。
内
容
を
暗
号
化
し
た
け
れ
ば
、
そ
の

機
能
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
負
担
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
身
は
や
ら
な
い
。

こ
の
設
計
原
理
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
ー
キ
テ
ク
ト
で
あ
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
サ
ル
ツ
ァ
ー
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ク
ラ
ー
ク
、
デ
ビ
ッ
ド
・
リ
ー

ド
に
よ
っ
て
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・
エ
ン
ド
原
理
と
名
づ
け
ら
れ
た
（
3
）。

こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
お
け
る
中
核
原
理
と
な

り
、
そ
し
て
わ
た
し
の
見
立
て
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
現
在
の
よ
う
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
成
長
を
生
み
出
し
た
最
も
重
要
な
理
由
の

一
つ
だ
。
だ
が
、
そ
れ
が
身
元
同
定
と
認
証
と
い
う
目
的
に
与
え
た
影
響
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
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け
で
や
る
の
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
お
化
け
屋
敷
に
い
て
、
照
明
が
落
と
さ
れ
て
声
が
ま
わ
り
か
ら
聞
こ
え
る
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
は
知

ら
な
い
人
の
も
の
で
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
シ
ス
テ
ム
は
、
何
か
存
在
が
外
に
い
て
、
自

分
と
や
り
と
り
を
し
て
い
る
の
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
存
在
が
何
者
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
知
ら
な
い
。
実
空
間
で
は
―
―
そ
し
て

こ
こ
が
肝
心
な
点
だ
が
―
―
匿
名
性
は
努
力
し
て
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
そ
れ
が
所
与
の
状
態
な
の
だ
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
認
証

：

規
制
し
や
す
さ

実
空
間
と
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ち
が
い
は
、
両
者
上
で
の
ふ
る
ま
い
の
規
制
し
や
す
さ
に
大
き
な
ち
が
い
を
も
た
ら

す
。
そ
こ
そ
こ
自
己
認
証
的
な
事
実
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
な
い
た
め
に
、
そ
こ
で
は
ふ
る
ま
い
が
と
て
も
規
制
し
に
く
い
。
現
実
空
間
で

み
ん
な
が
「
透
明
人
間
」
と
し
て
う
ろ
つ
け
た
ら
、
現
実
空
間
で
も
同
じ
状
況
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
実
空
間
で
人
が
透
明
に
な
れ
な
い
（
少

な
く
と
も
そ
れ
が
あ
ま
り
容
易
で
な
い
）
こ
と
が
、
規
制
が
機
能
す
る
重
要
な
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
も
し
あ
る
州
が
、「
不
適
切
」
な
発
言
へ
子
ど
も
が
ア
ク
セ
ス
す
る
の
を
制
限
し
た
か
っ
た
り
し
て
も
、
も
と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
あ
ま
り
役
に
も
立
っ
て
く
れ
な
い
。
州
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
対
し
て
「
子
ど
も
に
は
ポ
ル
ノ
を
見
せ
な
い
で
ね
」
と

言
う
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
営
者
た
ち
は
―
―
少
な
く
と
も
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
の
提
供
す
る
デ
ー
タ
か
ら
は
―
―
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
存
在
が
子
ど
も
な
の
か
大
人
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
は
現
実
空
間
と
は
ち
が
う
。
子

ど
も
が
つ
け
髭
を
し
て
竹
馬
に
乗
っ
て
ポ
ル
ノ
シ
ョ
ッ
プ
に
入
ろ
う
と
し
た
ら
、
た
ぶ
ん
苦
労
の
甲
斐
な
く
見
破
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
子
ど

も
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
属
性
は
、
隠
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
現
実
世
界
で
は
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
つ
い
て
ま
わ
る
。

だ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
そ
れ
を
隠
す
ま
で
も
な
い
。
自
分
に
つ
い
て
隠
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
属
性
（
た
と
え
ば
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
）

は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

以
上
す
べ
て
、
少
な
く
と
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
で
は
事
実
だ
。
だ
が
過
去
一
〇
年
で
明
ら
か
に
な
っ
た
通
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り
、
こ
の
い
ず
れ
の
事
実
も
必
須
の
も
の
で
は
な
い
。
個
人
に
つ
い
て
の
事
実
を
認
証
す
る
効
率
の
い
い
技
術
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
効

率
の
い
い
認
証
を
作
り
出
す
た
め
に
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
に
重
ね
ら
れ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
存
在
す
る
。
す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
か
な
り

歴
史
を
経
て
い
る
か
ら
、
そ
う
し
た
技
術
が
ど
ん
な
も
の
か
も
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
認
証
へ
の
ト
レ
ン
ド
が
も
は
や
止
め
ら
れ
な
い

と
わ
か
る
く
ら
い
の
歴
史
も
経
て
い
る
。
唯
一
の
問
題
は
、
そ
の
認
証
シ
ス
テ
ム
に
は
必
要
と
さ
れ
る
種
類
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
自
律
性
保

護
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。

同
定
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
監
視
や
追
跡
可
能
性
に
つ
い
て
、
正
し
い
実
感
を
持
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
ネ
ッ
ト
体
験
は
ほ
と
ん
ど
が
匿
名
の
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
て
も
「
お
か
え
り
な
さ
い
、

ラ
リ
ー
」
と
は
表
示
さ
れ
な
い
し
、
グ
ー
グ
ル
で
も
そ
れ
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
そ
う
い
う
歓
迎
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
な
い
ん
だ
か
ら
誰

も
見
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
何
事
も
見
か
け
に
は
よ
ら
な
い
。
実
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
ふ
る
ま
い
と
身
元
を
結
び
つ
け
る
技
術
は
す
さ

ま
じ
く
増
大
し
た
。
今
で
も
が
ん
ば
れ
ば
ネ
ッ
ト
上
で
匿
名
性
は
保
て
る
し
、
多
く
の
人
は
そ
れ
に
頼
っ
て
良
い
こ
と
を
や
っ
た
り
（
た
と

え
ば
ビ
ル
マ
の
人
権
活
動
家
）、
悪
事
（
テ
ロ
計
画
の
組
織
な
ど
）
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
だ
が
そ
う
い
う
匿
名
性
を
実
現
す
る
に
は
努

力
が
必
要
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
は
、
み
ん
な
が
可
能
と
さ
え
思
っ
て
い
な
い
ほ
ど
の
形
で
追
跡
可
能

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ま
ず
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
プ
ロ
ト
コ
ル
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
か
ら
生
じ
る
追
跡
可
能
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
ウ
ェ
ブ
の
ペ
ー
ジ
を
見

た
い
と
要
求
を
出
す
た
び
に
、
ウ
ェ
ブ
の
サ
ー
バ
ー
は
ブ
ラ
ウ
ザ
上
で
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
と
し
て
表
れ
る
デ
ー
タ
の
パ
ケ
ッ
ト
を
ど
こ
に
送
る
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か
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
明
か
す
こ
と
で
、
あ
な
た
の
居
場
所
を
―
―
少
な
く
と
も
Ｉ
Ｐ
空
間

内
で
―
―
明
か
す
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
そ
の
も
の
は
あ
な
た
が
何
者
か
、
物
理
空
間
の
ど
こ
に
い
る
の
か
は
何
も
明
か
さ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
あ
る
種
の
追
跡
は
可
能
に
す
る
。
⑴
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
（
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
に
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
て
も
ら
っ
て
接

続
し
て
お
り
、
⑵
そ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
割
り
当
て
の
記
録
を
と
っ
て
い
た
ら
、
ウ
ェ
ブ
閲
覧
を
追
跡
し
て
あ
な
た
の
も
の
だ
と
突
き
止
め
る
の
は

確
実
に
可
能
だ
。

ど
う
や
っ
て
？

う
ん
、
ま
ず
あ
な
た
が
上
司
に
腹
を
立
て
て
い
る
と
し
よ
う
。
失
敗
に
懲
り
な
い
石
頭
で
、
こ
い
つ
が
会
社
を
潰
し
か
け
て
い
る
の
だ
、

と
思
っ
た
と
し
よ
う
。
何
カ
月
も
鬱
憤
が
た
ま
っ
た
あ
な
た
は
、
こ
れ
を
バ
ラ
し
て
や
ろ
う
と
思
う
。
バ
ラ
す
と
い
っ
て
も
記
者
会
見
を
開

く
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
会
社
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
掲
示
板
に
投
稿
す
る
の
だ
。

批
判
が
自
分
の
も
の
だ
と
バ
レ
た
ら
ま
ず
い
の
で
、「
匿
名
」
を
保
と
う
と
す
る
。
そ
こ
で
偽
名
を
使
っ
て
掲
示
板
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
、

す
っ
か
り
安
心
し
て
し
ま
う
。
上
司
は
悪
意
の
投
稿
を
見
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
で
掲
示
板
議
長
に
要
求
が
出
さ
れ
て
入
会
時
に
提

出
し
た
情
報
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
デ
タ
ラ
メ
を
書
い
て
お
い
た
の
で
心
配
は
な
い
。
こ
れ
で
秘
密
は
守
ら
れ
る
、
と
あ
な
た
は

考
え
る
。

残
念
で
し
た
。
ユ
ー
ザ
ー
名
か
ら
わ
か
る
／
わ
か
ら
な
い
情
報
に
加
え
て
、
そ
の
掲
示
板
が
ウ
ェ
ブ
上
な
ら
ば
投
稿
が
ど
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ

ス
か
ら
行
な
わ
れ
た
か
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
投
稿
時
間
か
ら
、「
Ｄ
Ｎ
Ｓ
の
逆
引
き
」
（
4
）を

使
っ
て
あ
な
た
の
プ
ロ
バ

イ
ダ
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
し
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
自
社
の
記
録
を
調
べ
、
そ
の
時
間
に
そ
の
Ｉ
Ｐ
を
使
っ
て
い
た
の
が
ど
の
ア
カ
ウ
ン
ト
か

を
す
ぐ
に
突
き
止
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
（
必
要
な
ら
）
上
司
に
つ
い
て
の
悪
口
を
投
稿
し
た
の
が
あ
な
た
の
ア
カ
ウ
ン
ト
だ

と
わ
か
る
。
が
ん
ば
っ
て
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
（「
だ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
誰
も
犬
が
犬
と
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
し
ょ
！
」）
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あ
き
ら
め
た
ほ
う
が
い
い
。
ば
れ
て
し
ま
う
。
ネ
ッ
ト
に
足
を
絡
め
取
ら
れ
た
わ
け
だ
。
あ
な
た
が
犬
だ
ろ
う
と
犬
で
な
か
ろ
う
と
、
狭
い

と
こ
ろ
に
ぶ
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

さ
て
こ
の
追
跡
を
可
能
に
し
た
の
は
何
だ
っ
た
か
お
さ
ら
い
を
。
国
家
安
全
保
障
局
の
陰
謀
で
は
な
い
。
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
戦
略
で

も
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
ウ
ェ
ブ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
で
あ
り
、
ウ
ェ
ブ
の
ア
ク
セ
ス
に
課
金
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
だ
。
ウ
ェ
ブ
に

は
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
が
必
要
だ
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
顧
客
に
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
る
と
き
に
は
身
元
証
明
が
い
る
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
ロ
グ

が
保
管
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
や
り
と
り
は
追
跡
可
能
だ
。
要
す
る
に
、
本
当
に
匿
名
性
が
ほ
し
け
れ
ば
公
衆
電
話
を
使
い
な
さ
い
！

こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
追
跡
可
能
性
は
、
二
〇
〇
六
年
初
頭
に
重
要
な
懸
念
を
引
き
起
こ
し
た
。
グ
ー
グ
ル
は
、
一
〇
〇
万
件
の
検
索

見
本
を
提
出
せ
よ
と
い
う
政
府
の
要
求
を
拒
否
す
る
と
発
表
し
た
の
だ
（
Ｍ
Ｓ
Ｎ
と
ヤ
フ
ー
は
こ
の
要
求
に
応
じ
た
）。
こ
の
要
求
は
、
子

ど
も
た
ち
を
ポ
ル
ノ
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
た
め
の
法
律
を
擁
護
す
る
た
め
に
政
府
が
実
施
し
て
い
た
調
査
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の

だ
。
そ
し
て
こ
の
要
求
で
は
、
ほ
か
の
目
的
に
は
一
切
デ
ー
タ
を
利
用
し
な
い
と
い
う
約
束
は
あ
っ
た
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
懸
念
を
引
き
起
こ
し
た
。
グ
ー
グ
ル
が
ど
ん
な
デ
ー
タ
を
保
管
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
は
、
法
的
に
問
題
の
あ
る
検
索
を
個
別
Ｉ

Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
そ
し
て
グ
ー
グ
ル
に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
つ
個
人
）
に
ま
で
原
理
的
に
は
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
を
こ
の
要
求
は
示
し
て
い
た
。

ち
ょ
っ
と
不
安
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
あ
な
た
が
テ
ロ
リ
ス
ト
で
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
ま
だ
不
安
で
は
？

Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
へ
の
追
跡
は
、
単
に
追
跡
に
使
え
る
だ
け
だ
し
、
そ
れ
す
ら
完
璧
な
追
跡
で
は
な
い
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
デ
ー
タ
を
あ
ま

り
長
く
は
保
管
し
な
い
（
た
い
て
い
は
）。
Ｉ
Ｐ
割
り
当
て
を
ま
っ
た
く
記
録
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ

フ
ェ
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
た
ら
、
利
用
者
が
突
き
止
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
だ
か
ら
い
ま
だ
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
あ
る

程
度
は
匿
名
性
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
同
定
技
術
は
Ｉ
Ｐ
追
跡
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ウ
ェ
ブ
史
初
期
に
、
ウ
ェ
ブ
を
商
業
や
そ
の
顧
客

に
と
っ
て
便
利
に
す
べ
く
、
ず
っ
と
広
範
な
技
術
が
開
発
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
は
通
称
「
ク
ッ
キ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
技
術
だ
。
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ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ウ
ェ
ブ
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
特
別
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
で
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た

コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
こ
の
言
語
（
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
）
は
ほ
か
の
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
を
容
易
に
し
て
、

コ
ン
テ
ン
ツ
に
基
本
的
な
書
式
（
太
字
、
斜
体
な
ど
）
を
つ
け
る
の
を
楽
に
し
て
く
れ
た
。

だ
が
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
や
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
自
分
を
ア
ク
セ
ス
し
た
マ
シ
ン
を
識
別
す
る
簡
単
な
方

法
だ
っ
た
。
ウ
ェ
ブ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
「
ス
テ
ー
ト
レ
ス
」
だ
。
ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー
が
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
提
供
す
る
要
求
を
受
け
た
ら
、
そ

の
要
求
以
前
に
要
求
者
が
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
は
何
も
知
ら
な
い
（
5
）。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
点
か
ら
す
る
と
こ
れ
は
ウ
ェ
ブ
の
す
ば
ら
し
い
特
徴
に
思
え
る
。
サ
イ
ト
に
出
か
け
て
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
る
の
に
、

な
ん
で
そ
の
サ
イ
ト
に
自
分
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
教
え
る
必
要
が
あ
る
？

匿
名
ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
の
あ
り
が
た
み
は
、
犯
罪
者
で
な
く
て
も

わ
か
る
。
図
書
館
で
本
を
一
ペ
ー
ジ
で
も
開
い
た
ら
す
べ
て
記
録
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。

で
も
商
業
の
観
点
か
ら
は
、こ
の
原
ウ
ェ
ブ
の「
特
徴
」は
は
っ
き
り
バ
グ
だ
。
こ
れ
は
別
に
商
業
サ
イ
ト
が
あ
な
た
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を

知
り
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
問
題
は
ず
っ
と
実
用
的
な
も
の
だ
。
た
と
え
ば
ア
マ
ゾ
ン
に
出
か
け
て
、
わ
た
し
の
新
刊
を
二
〇
冊
購
入
す
る

と
入
力
し
て
み
よ
う
（
お
試
し
あ
れ
。
楽
し
い
で
す
ぞ
）。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
に
は
、
拙
著
が
二
〇
冊
入
っ
た
。
さ
て
も
し
ク
ッ
キ
ー
が

な
か
っ
た
ら
、
こ
こ
で
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
ア
イ
コ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
？

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
は
空
だ
。
な
ぜ

だ
ろ
う
？

う
ん
、
そ
れ
は
も
と
も
と
の
設
計
だ
と
、
ウ
ェ
ブ
は
さ
っ
き
二
〇
冊
の
本
を
注
文
し
た
人
物
と
、
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ボ
タ
ン
を

ク
リ
ッ
ク
し
た
人
物
が
同
じ
だ
と
認
識
す
る
簡
単
な
方
法
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー
は
あ
っ
さ
り
あ

な
た
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
も
と
も
と
作
ら
れ
た
ウ
ェ
ブ
は
、
ペ
ー
ジ
ご
と
に
あ
な
た
を
記
憶
し
て
お
く
方
法
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

も
と
も
と
の
ウ
ェ
ブ
は
商
業
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
か
っ
た
。

だ
が
何
度
も
何
度
も
述
べ
た
通
り
、
か
つ
て
の
ウ
ェ
ブ
は
唯
一
無
二
の
ウ
ェ
ブ
の
状
態
で
は
な
い
。
そ
し
て
ウ
ェ
ブ
の
イ
ン
フ
ラ
を
構
築

し
て
い
る
人
々
は
す
ぐ
に
、
商
業
の
た
め
に
ウ
ェ
ブ
を
ど
う
「
改
善
」
す
べ
き
か
考
え
始
め
た
。
一
九
九
四
年
に
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
は
、
ウ
ェ
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ブ
を
ア
ク
セ
ス
し
た
と
き
に
サ
ー
バ
ー
か
ら
あ
な
た
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ち
ょ
っ
と
し
た
デ
ー
タ
を
送
れ
る
プ
ロ
ト
コ
ル
を
導
入
し
た
。
こ

の
ち
ょ
っ
と
し
た
デ
ー
タ
―
―
ク
ッ
キ
ー
―
―
の
お
か
げ
で
、
別
の
ペ
ー
ジ
に
移
動
し
た
と
き
に
も
サ
ー
バ
ー
に
は
あ
な
た
だ
と
わ
か
る
わ

け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ク
ッ
キ
ー
で
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
懸
念
は
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
章
で

取
り
上
げ
る
。
で
も
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
技
術
の
生
み
出
す
危
険
性
で
は
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
そ
の
可
能
性
で
あ
り
、
そ
れ

が
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
サ
ー
バ
ー
の
や
り
と
り
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
ち
ょ
っ
と
変
え
た
だ
け
で
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
は
自
分
を
利
用
す
る
人
々
を
監
視
・
追
跡
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
認
証
さ
れ
た
身
元
に
向
け
た
小
さ
な
一
歩
だ
。
ま
だ
ま
だ
ほ
ど
遠
い
け
れ
ど
、
で
も
一
歩
は
進
ん
で
い
る
。
あ
な
た
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
（
ま
だ
）
あ
な
た
本
人
で
は
な
い
。
で
も
ク
ッ
キ
ー
の
お
か
げ
で
、
自
分
を
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
の
が
一
瞬
前
に
ア
ク
セ
ス
し
て

い
た
の
と
同
じ
マ
シ
ン
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
し
て
当
初
の
ウ
ェ
ブ
取
引
は
す
べ
て
こ
の
技
術
を
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
た
。
サ
ー

バ
ー
は
い
ま
や
、
さ
っ
き
の
マ
シ
ン
と
今
の
マ
シ
ン
が
同
じ
だ
と
い
う
の
を
「
知
っ
て
」
い
る
。
そ
し
て
そ
の
知
識
を
も
と
に
多
大
な
価
値

を
生
み
出
せ
る
。

さ
て
こ
こ
で
も
厳
密
に
い
え
ば
、
ク
ッ
キ
ー
は
追
跡
技
術
で
し
か
な
い
。
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
ま
た
が
っ
て
マ
シ
ン
を
追
跡
し
や
す
く
す

る
。
追
跡
は
別
に
利
用
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
何
も
明
か
さ
な
い
。
現
実
空
間
で
ク
ッ
キ
ー
の
粉
を
た
ど
っ
て
も
無
人
の
部
屋
に
た
ど
り
つ

く
だ
け
か
も
し
れ
な
い
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー
だ
っ
て
、
あ
る
マ
シ
ン
が
最
初
に
や
っ
て
き
て
か
ら
離
れ
る
ま
で
「
足
跡
」
を
た
ど
れ
る
だ

け
だ
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
利
用
者
に
つ
い
て
何
か
が
わ
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

だ
が
時
に
は
、
そ
れ
を
ほ
か
に
保
存
し
た
デ
ー
タ
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
利
用
者
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
が
わ
か
る
場
合
も
あ
る
。
た

と
え
ば
サ
イ
ト
に
入
っ
た
ら
、
名
前
と
電
話
番
号
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
ろ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
サ
イ
ト
は
信
用
で

き
る
の
で
、
言
わ
れ
た
通
り
に
し
て
、
そ
こ
を
立
ち
去
る
。
翌
日
戻
っ
て
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ペ
ー
ジ
を
い
ろ
い
ろ
読
む
。
こ
の
二
日
目

の
や
り
と
り
で
は
、
も
ち
ろ
ん
何
も
明
か
し
て
は
い
な
い
。
で
も
マ
シ
ン
が
ブ
ラ
ウ
ザ
経
由
で
ク
ッ
キ
ー
を
も
ら
っ
て
い
た
ら
（
そ
し
て
あ
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な
た
が
意
図
的
に
そ
れ
を
削
除
し
て
い
な
け
れ
ば
）
サ
イ
ト
に
戻
っ
た
と
き
に
は
、
前
に
入
力
し
た
デ
ー
タ
は
す
べ
て
「
知
ら
れ
て
」
い
る
。

ク
ッ
キ
ー
は
マ
シ
ン
を
追
跡
し
、
こ
の
追
跡
を
た
ど
る
う
ち
に
、
ほ
か
に
マ
シ
ン
が
知
り
よ
う
の
な
い
デ
ー
タ
を
入
力
し
た
と
こ
ろ
ま
で
さ

か
の
ぼ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
ク
ッ
キ
ー
の
追
跡
可
能
性
は
、
い
ま
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
デ
フ
ォ
ル
ト
と
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
す
け
れ
ど
、

こ
の
追
跡
を
か
わ
す
手
段
は
あ
る
が
、
大
半
の
人
は
そ
ん
な
手
間
は
か
け
な
い
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ネ
ッ
ト
で
何
を
し
よ

う
と
社
会
も
ほ
と
ん
ど
の
人
も
ま
っ
た
く
気
に
し
な
い
。
だ
が
、
万
が
一
誰
か
が
気
に
し
た
ら
、
こ
ち
ら
を
追
跡
す
る
の
は
む
ず
か
し
く
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
「
痕
跡
」
を
残
す
人
々
な
の
だ
。

だ
が
こ
の
デ
フ
ォ
ル
ト
の
追
跡
可
能
性
で
は
不
足
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
。
前
章
で
挙
げ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
し

て
今
日
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
ほ
ぼ
す
べ
て
そ
う
考
え
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
利
用
者
に
も
っ
と
強
力
な
認
証
手
段
を
提
供
す
る

各
種
の
技
術
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
技
術
の
二
種
類
を
本
節
で
は
説
明
す
る
。
私
見
で
は
、
最
も
重
要
と
な
る
の
は
そ
の
二
番
目

の
も
の
だ
ろ
う
。

最
初
の
も
の
は
、
シ
ン
グ
ル
サ
イ
ン
オ
ン
（
Ｓ
Ｓ
Ｏ
）
技
術
だ
。
こ
の
技
術
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
一
回
だ
け
サ
イ
ン
オ
ン
す
れ
ば
、
二
度

と
認
証
せ
ず
に
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
広
範
な
リ
ソ
ー
ス
を
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
職
場
で
つ
け
る
バ
ッ
ジ

だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
。
バ
ッ
ジ
に
何
と
書
い
て
あ
る
か
（「
ビ
ジ
タ
ー
」「
研
究
者
」
等
々
）
に
よ
っ
て
、
ビ
ル
の
中
で
入
れ
る
場
所
は
ち
が
っ

て
く
る
。
そ
し
て
職
場
で
の
バ
ッ
ジ
と
同
じ
く
、
得
ら
れ
る
資
格
は
ど
れ
だ
け
の
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
か
で
決
ま
る
。
受
付
で
身
分
証
と
交

換
に
バ
ッ
ジ
が
も
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
の
職
場
で
は
ど
こ
へ
行
く
に
も
バ
ッ
ジ
が
い
る
。

最
も
多
く
使
わ
れ
る
Ｓ
Ｓ
Ｏ
は
ケ
ル
ベ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
だ
が
Ｓ
Ｓ
Ｏ
シ
ス
テ
ム
は
い
く
ら
で
も
あ
る
―
―
マ
イ
ク
ロ

ソ
フ
ト
の
パ
ス
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
も
そ
う
だ
―
―
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
各
種
サ
イ
ト
を
リ
ン
ク
し
て
連
邦
型
の
Ｓ
Ｓ
Ｏ
を
作
ろ
う

と
い
う
強
い
動
き
が
あ
る
。
連
邦
型
シ
ス
テ
ム
で
は
、
大
学
シ
ス
テ
ム
で
認
証
を
受
け
た
人
は
、
同
じ
連
邦
内
の
ド
メ
イ
ン
で
あ
れ
ば
二
度
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と
認
証
を
し
な
く
て
す
む
。
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
大
き
な
利
点
は
、
自
分
が
信
用
す
る
組
織
で
認
証
を
受
け
た
ら
、
信
用
で
き
な
い
組

織
に
あ
れ
こ
れ
デ
ー
タ
を
提
供
し
な
く
て
も
認
証
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

Ｓ
Ｓ
Ｏ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
に
あ
た
っ
て
と
て
も
重
要
だ
。
で
も
私
見
で
は
、
今
後
一
〇
年
で
二

番
目
の
技
術
が
同
定
ツ
ー
ル
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
重
要

な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
特
性
を
尊
重
す
る
か
ら
で
、
ま
た
同
定
技
術
に
対
す
る
需
要
は
も
っ
と
強
く
な
る
か
ら
だ
。
買
い
物
を
す
る
た
び
に
名

前
や
住
所
を
タ
イ
プ
す
る
の
が
面
倒
だ
な
ど
と
い
う
話
は
ど
う
で
も
い
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
盗
難
が
す
さ
ま
じ
く
増
大
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
も
っ
と
よ
い
同
定
技
術
を
待
望
す
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
第
二
の
シ
ス
テ
ム
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
現
実
空
間
で
の
資
格
証
明
書
が
ど
う
機
能
す
る
か
を
考
え
よ
う
（
6
）。

自
分
の
財
布
や
カ
ー

ド
入
れ
を
見
よ
う
。
た
ぶ
ん
運
転
免
許
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
数
枚
、
健
康
保
険
証
、
社
員
証
、
つ
い
で
に
（
運
が
良
け
れ
ば
）
現
金
も
入
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
持
ち
主
に
つ
い
て
何
ら
か
の
特
性
を
証
明
し
て
く
れ
る
―
―
そ
の
信
頼
度
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
け
れ

ど
。
運
転
免
許
に
は
写
真
や
各
種
身
体
的
特
徴
が
つ
い
て
い
る
。
酒
屋
で
酒
を
買
う
と
き
に
は
そ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
が
、
国
家
安
全
保
障

局
は
そ
れ
で
は
満
足
す
る
ま
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
は
あ
な
た
の
サ
イ
ン
が
つ
い
て
い
る
。
店
は
そ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
買
い
物
を

し
た
人
物
と
カ
ー
ド
利
用
書
に
サ
イ
ン
し
た
人
物
と
が
同
じ
だ
と
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
怪
し
い
と
思
っ
た
ら
、
売
り
手
は
追
加

で
身
分
証
を
出
せ
と
要
求
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の「
財
布
」ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
重
要
な
特
徴
を
御
覧
じ
ろ
。
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
証
は
発
行
者
が
ち
が
う
。
次
に
、使
わ
れ
て
い
る

技
術
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
頼
度
は
ち
が
う
。
第
三
に
、
資
格
証
は
発
行
者
が
も
と
も
と
ま
っ
た
く
意
図
も
計
画
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
形
で

勝
手
に
使
わ
れ
る
。
運
転
免
許
を
出
す
交
通
局
は
、
そ
れ
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
身
分
証
に
使
わ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

事
前
に
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
相
談
も
し
て
い
な
い
。
で
も
片
方
が
広
く
普
及
す
れ
ば
、
別
の
も
の
に
使
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
第
四
に
、
資
格
証

一
枚
を
見
せ
れ
ば
す
む
な
ら
、
ほ
か
の
も
の
を
見
せ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
運
転
免
許
で
い
い
な
ら
、
健
康
保
険
証
は
い
ら
な
い
。
Ｖ
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Ｉ
Ｓ
Ａ
カ
ー
ド
を
使
う
と
き
に
は
ア
メ
ッ
ク
ス
の
カ
ー
ド
は
い
ら
な
い
。

同
じ
特
徴
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
誕
生
以
来
、
実
質
的
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
追
加
さ
れ
る
最
も
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
も
中
核
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
主
導
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
要
す
る
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
／
メ
タ
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
よ
う
と
い
う

も
の
だ
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
新
し
い
層
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
を
つ
け
て
、
既
存
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
補
わ
せ
て
新
し
い
機
能
を
追
加

し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
パ
ス
ポ
ー
ト
と
は
ち
が
う
し
、
そ
の
他
Ｓ
Ｓ
Ｏ
技
術
と
も
ち
が

う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
仮
想
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
を
実
現
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
で
、
特
性
も
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
と
同
じ
だ
―
―
い
や
も
っ
と

改
善
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仮
想
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
財
布
や
カ
ー
ド
入
れ
よ
り
信
頼
性
が
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
に

つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
要
求
す
る
相
手
に
ど
の
デ
ー
タ
を
明
か
す
か
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
厳
密
に
な
れ
る
。

た
と
え
ば
現
実
空
間
で
は
、
財
布
は
す
ぐ
に
盗
ま
れ
る
。
盗
ま
れ
た
ら
、
一
定
期
間
は
泥
棒
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
っ
て
買
い
物
を

す
る
の
は
簡
単
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
仮
想
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
は
簡
単
に
は
盗
ま
れ
な
い
。
仕
組
み
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
実
際
問

題
と
し
て
そ
れ
を
「
盗
む
」
の
は
不
可
能
に
な
る
。
カ
ー
ド
を
持
ち
主
か
ら
切
り
離
し
た
ら
、
無
意
味
な
デ
ジ
タ
ル
物
体
に
な
る
だ
け
だ
。

あ
る
い
は
現
実
空
間
で
は
、
ビ
ー
ル
を
買
う
と
き
に
成
人
だ
と
証
明
す
る
た
め
に
運
転
免
許
を
見
せ
る
。
そ
れ
を
使
っ
て
店
員
は
年
齢
を

確
認
す
る
。
で
も
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
な
た
の
名
前
、
住
所
、
そ
し
て
一
部
の
州
で
は
社
会
保
障
番
号
ま
で
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た

そ
の
他
の
デ
ー
タ
は
、こ
の
店
員
は
知
ら
な
く
て
も
い
い
も
の
だ
。
状
況
次
第
で
は
、相
手
の
う
さ
ん
く
さ
さ
に
も
よ
る
が
、こ
う
し
た
デ
ー

タ
は
絶
対
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
現
実
空
間
の
技
術
的
非
効
率
は
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
喪
失
は
取
引
の
た
め
の
コ
ス
ト
だ
。

仮
想
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
は
ち
が
う
。
年
齢
を
確
認
し
た
け
れ
ば
、
こ
の
技
術
だ
と
年
齢
だ
け
を
証
明
で
き
る
―
―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
正

確
な
年
齢
さ
え
教
え
ず
、
単
に
二
一
歳
以
上
か
六
五
歳
以
上
か
一
八
歳
以
下
か
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
を
証
明
で
き
る
。
国
籍
を
証
明
し
た
け

れ
ば
、
名
前
も
住
所
も
パ
ス
ポ
ー
ト
番
号
も
教
え
な
く
て
い
い
。
こ
の
技
術
で
は
、
本
当
に
教
え
た
い
こ
と
だ
け
を
明
か
し
、
ほ
か
の
も
の
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は
見
せ
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
メ
タ
シ
ス
テ
ム
の
主
要
開
発
者
キ
ム
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
言
わ
せ
る
と
「
こ
れ
が
こ
の
シ
ス
テ
ム

の
中
核
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
（
7
））。

そ
し
て
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
暗
号
の
力
を
使
う
こ
と
で
、
相
手
の
ほ
う
も
ほ
か
の
デ
ー
タ
が
わ
か
ら

な
く
て
も
、
提
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
正
し
さ
に
つ
い
て
安
心
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
同
定
問
題
に
関
す
る
解
決
策
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。
デ
ー
タ
の
中
央
保
管
所
は
な
い
。
み
ん
な
が
採
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
も
な
い
。
こ
れ
は
単
に
、
同
定
技

術
を
構
築
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
、
各
種
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
業
者
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
業
者
は
こ
の
上
で
競
争
す
れ
ば
い
い
―
―
い

わ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
だ
。
主
導
し
て
い
る
の
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
だ
が
、
誰
で
も
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
使
え
る
。
こ

れ
を
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
と
結
び
つ
け
る
も
の
も
な
い
し
、
ほ
か
の
特
定
ベ
ン
ダ
ー
と
も
つ
な
が
り
は
な
い
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
賢
明
に
も
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、「
こ
れ
は
ど
ん
な
一
企
業
も
一
カ
国
も
所
有
で
き
な
い
も
の
で
す
（
中
略
）
そ
し
て
そ
れ
を
保
証
し
て
い
る
の
も
、
た
っ
た
一

人
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
る
保
証
で
は
な
い
の
で
す
」
（
8
）

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
。
そ
れ
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
外
に
い
る
多
く
の
人
々
に
も
価
値
（
そ

し
て
懸
念
）
を
も
た
ら
す
も
の
だ
。
だ
が
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
作
業
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
重
要
な
贈
り
物
だ
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

層
は
単
な
る
博
愛
主
義
の
産
物
で
は
な
い
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
述
べ
る
。「
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
戦
略
は
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
し
に
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
は
で
き
ま
せ
ん
」
（
9
）。

重
要
な
公
共
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
公
共
的

価
値
の
導
入
を
動
か
し
て
い
る
の
は
民
間
の
利
益
な
の
だ
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
は
個
人
に
も
企
業
に
も
政
府
に
も
役
立
つ
も
の
だ
が
、
役
立
ち
方
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
。
個
人
は
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
盗
難
か
ら
身
を
護
り
や
す
く
な
る
（
10
）。P

ayP
al

が
ア
カ
ウ
ン
ト
情
報
を
更
新
す
る
よ
う
メ
ー
ル
を
よ
こ
し
た
と
き
も
、
そ
れ
が
本

当
にP

ayP
al

な
の
か
わ
か
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
を
な
く
し
た
け
れ
ば
、
証
明
済
み
の
サ
ー
バ
ー
以
外
か
ら
の
メ
ー
ル
は
全
部
ブ
ロ
ッ
ク
す
れ
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ば
い
い
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
こ
の
技
術
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
信
頼
を
高
め
て
く
れ
る
。
そ
し
て
信
頼
の
欠
如
か
ら
く
る
害
―
―

お
も
に
詐
欺
―
―
は
減
る
こ
と
に
な
る
。

企
業
も
こ
の
技
術
で
利
益
を
得
る
。
や
は
り
詐
欺
の
減
少
は
大
き
な
利
益
だ
。
そ
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
用
の
も
っ
と
安
全
な
イ
ン
フ

ラ
が
で
き
る
こ
と
で
利
益
を
得
る
。

最
後
に
政
府
も
こ
の
イ
ン
フ
ラ
が
役
に
立
つ
。
人
々
が
自
分
に
つ
い
て
の
事
実
を
認
証
す
る
簡
単
な
手
段
が
あ
っ
た
ら
政
府
は
そ
れ
を

要
求
す
る
の
も
楽
に
な
る
。
ウ
ェ
ブ
上
の
人
物
が
自
称
通
り
の
人
物
だ
と
信
用
し
や
す
く
な
っ
た
ら
、
ウ
ェ
ブ
上
で
各
種
情
報
を
配
送
す
る

の
も
安
上
が
り
だ
。

で
も
個
人
も
企
業
も
政
府
も
こ
の
種
の
技
術
で
利
益
を
得
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
失
う
も
の
も
あ
る
。

今
の
個
人
は
ネ
ッ
ト
上
で
は
実
質
的
に
匿
名
で
い
ら
れ
る
。
認
証
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
世
界
で
は
匿
名
は
ず
っ
と
困
難
に
な
る
。
た

と
え
ば
利
用
者
の
身
元
を
た
ど
れ
る
ト
ー
ク
ン
が
な
け
れ
ば
ウ
ェ
ブ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
規
範
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
運
転
免
許
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
規
範
と
こ
の
技
術
が
合
わ
さ
れ
ば
、
匿
名
の
言
論
は
き
わ
め
て
む
ず

か
し
く
な
る
。

商
業
も
ま
た
こ
の
設
計
で
失
う
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
た
し
が
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
正
規
利
用
者
だ
と
確
認
す
る
簡
単
な

方
法
が
あ
れ
ば
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
そ
れ
以
外
の
各
種
情
報
を
わ
た
し
に
要
求
す
る
必
要
が
低
く
な
る
―
―
住
所
、
電
話
番
号
、
そ
し
て
最

近
出
く
わ
し
た
よ
う
に
、
誕
生
日
を
要
求
す
る
理
由
が
な
く
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
余
計
な
情
報
を
要
求
し
に
く
い
規
範
を
作
り
出
す
か
も

し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
、
企
業
に
と
っ
て
単
に
課
金
先
を
確
認
す
る
以
上
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
政
府
も
ま
た
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
で
失
う
も
の
が
あ
る
。
認
証
の
た
め
に
個
人
が
明
か
す
余
計
な
情

報
が
手
に
入
ら
な
く
な
る
企
業
と
同
様
、
政
府
も
そ
れ
を
失
う
。
何
か
ほ
か
の
目
的
の
た
め
に
そ
う
し
た
デ
ー
タ
が
必
要
だ
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
を
集
め
る
の
は
も
っ
と
困
難
に
な
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
費
用
や
便
益
は
、
こ
の
技
術
の
実
装
方
法
に
応
じ
て
調
整
で
き
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
生
じ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
バ
ラ
ン
ス
は
個
々
の
企
業
の
競
争
と
均
衡
の
結
果
と
な
る
が
、事
前
に
そ
れ
が
ど
の
あ
た
り
に
な
る
か
を
予
測
す
る
方
法
は
な
い
。

で
も
本
書
で
の
狙
い
か
ら
す
れ
ば
、
唯
一
理
解
す
べ
き
重
要
な
事
実
は
、
こ
の
構
造
が
実
質
的
に
、
規
制
可
能
性
に
つ
い
て
答
え
る
べ
き

最
初
の
問
い
、「
・誰
・が
何
を
ど
こ
で
や
っ
た
か
？
」
に
対
す
る
回
答
と
な
る
と
い
う
点
だ
。
ど
こ
に
い
て
も
安
価
に
同
定
が
可
能
な
イ
ン
フ

ラ
が
あ
れ
ば
、
誰
と
も
わ
か
ら
な
い
活
動
の
頻
度
は
大
幅
に
減
る
だ
ろ
う
。

　こ
の
同
定
技
術
の
最
後
の
例
は
、
暗
号
技
術
に
関
す
る
重
要
な
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
は
暗
号
に
基

づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
暗
号
が
ヤ
ヌ
ス
の
顔
の
よ
う
に
二
面
性
を
持
つ
と
い
う
好
例
だ
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ベ
イ
カ
ー
と
ポ
ー
ル
・

ハ
ー
ス
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、
暗
号
は
「
ま
ち
が
い
な
く
最
高
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
最
悪
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
。
犯
罪
を
止
め
る
と

同
時
に
、
新
し
い
犯
罪
を
作
り
出
す
。
独
裁
政
権
を
つ
ぶ
す
一
方
で
、
今
よ
り
さ
ら
に
極
度
な
独
裁
政
権
も
つ
く
る
。
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
を

匿
名
に
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
や
り
と
り
す
べ
て
を
追
跡
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
（
11
）

暗
号
は
、
よ
く
も
悪
し
く
も
こ
の
す
べ
て
に
な
れ
る
。
と
い
う
の
も
暗
号
は
根
本
的
に
異
な
る
二
つ
の
目
的
に
使
え
る
か
ら
だ
。
そ
の

「
機
密
性
」
機
能
は
、「
通
信
を
秘
密
に
す
る
の
に
使
え
る
」。
そ
の
「
同
定
」
機
能
で
は
「
偽
造
不
可
能
な
デ
ジ
タ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
提

供
に
使
え
る
」
（
12
）。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
規
制
か
ら
の
自
由
を
可
能
に
す
る
（
だ
っ
て
機
密
性
を
増
す
か
ら
）
が
、
一
方
で
規
制
を
可
能
に

も
す
る
（
同
定
を
し
や
す
く
す
る
か
ら
）
（
13
）。

伝
統
的
な
使
い
方
は
秘
密
の
ほ
う
だ
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
暗
号
化
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
鍵
を
持
つ
人
だ
け
が
そ
れ
を
開
い
て
読
め
る
。
こ

の
種
の
暗
号
は
、
言
語
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
の
歴
史
を
持
つ
。
で
も
一
九
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
、
こ
れ
は
大
き
な
弱
点
に
苦
し
ん
で
い

た
。
暗
号
化
す
る
の
に
使
っ
た
の
と
同
じ
鍵
が
復
号
に
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
鍵
を
な
く
し
た
ら
、
そ
の
鍵
で
暗
号
化
し
て
隠
さ

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
す
べ
て
、
解
読
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
出
て
く
る
。
同
じ
鍵
で
大
量
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
暗
号
化
し
た
ら
、
そ
の
鍵
を
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な
く
せ
ば
秘
密
の
ア
ー
カ
イ
ブ
が
丸
ご
と
危
う
く
な
る
。
こ
の
リ
ス
ク
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
。
い
つ
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
解
読
に
必
要
な
鍵
を

「
運
ぶ
」
こ
と
が
必
要
で
、
運
ぶ
と
き
に
は
必
ず
紛
失
の
可
能
性
が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
。

で
も
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
者
二
人
に
よ
っ
て
暗
号
技
術
に
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
が
発
表
さ
れ
た
。
ウ
ィ
ッ
ト
フ

ィ
ー
ル
ド
・
デ
ィ
フ
ィ
ー
と
マ
ー
チ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
二
人
だ
（
14
）。

デ
ィ
フ
ィ
ー
・
ヘ
ル
マ
ン
方
式
は
一
つ
の
鍵
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
二
つ

の
鍵
を
使
っ
た
―
―
一
つ
は
公
開
鍵
で
、
も
う
一
つ
は
秘
密
鍵
。
片
方
で
暗
号
化
さ
れ
た
も
の
は
、
も
う
片
方
を
使
わ
な
い
と
復
号
で
き
な

い
。
そ
し
て
片
方
の
鍵
を
手
に
入
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
つ
の
鍵
を
推
定
は
で
き
な
い
。

こ
の
発
見
は
、
ど
ん
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
で
も
す
さ
ま
じ
い
信
頼
性
を
提
供
で
き
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
へ
の
カ
ギ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
体
が
物
理
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
関
係
な
い
（
15
）。

そ
し
て
こ
こ
で
も
、
そ
の
信
頼
性
は
自
分
の
秘
密
が
バ

レ
な
い
と
い
う
安
心
も
与
え
、
自
分
の
サ
イ
ト
を
今
使
っ
て
い
る
の
が
あ
な
た
だ
と
確
信
を
持
た
せ
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
技
術
は
秘
密

を
守
る
の
に
も
使
え
る
が
、
同
時
に
秘
密
を
保
つ
の
も
む
ず
か
し
く
す
る
。
物
事
を
規
制
し
に
く
く
す
る
一
方
で
規
制
し
や
す
く
す
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
最
初
に
で
き
た
と
き
に
は
、
暗
号
技
術
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
味
方
だ
っ
た
。
最
も
一
般
的
な
利
用
法
は
、
情
報
を
秘

密
に
し
て
お
く
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
第
二
期
で
は
、
暗
号
技
術
の
最
も
重
要
な
利
用
法
は
ネ
ッ
ト
を
も
っ
と
規
制
し
や
す

く
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
が
ネ
ッ
ト
に
組
み
込
ま
れ
る
に
つ
れ
て
、
ネ
ッ
ト
の
リ
ソ
ー
ス
を
使
う
と
き
に
何
ら
か
の
Ｉ

Ｄ
を
要
求
す
る
の
も
簡
単
に
な
る
。
そ
の
能
力
が
増
す
に
つ
れ
て
、
実
際
に
Ｉ
Ｄ
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
る
。
実
際
、
シ
ョ
ー
ン
・
ヘ

ル
ム
ズ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
次
世
代
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
―
―
Ｉ
Ｐ
ｖ
６
―
―
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ケ
ッ
ト
に
暗
号
『
鍵
』
で
印

を
つ
け
て
改
変
偽
造
不
可
能
に
す
る
の
で
、
パ
ケ
ッ
ト
の
出
所
を
安
全
に
同
定
し
て
く
れ
る
。
こ
の
認
証
機
能
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
あ
ら

ゆ
る
情
報
に
つ
い
て
、
送
り
手
と
受
け
手
を
同
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
人
々
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
匿
名
性
を
保
つ
の
も
ほ
ぼ
不
可

能
に
な
る
」
（
16
）

つ
ま
り
匿
名
性
は
完
全
に
不
可
能
で
は
な
い
と
は
い
え
、
大
半
の
人
々
に
は
十
分
不
可
能
な
く
ら
い
む
ず
か
し
く
な
る
。
パ
ケ
ッ
ト
に
は
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印
が
つ
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
―
―
ま
た
は
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
の
何
か
―
―
は
知
ら
れ
て
し
ま
う
。

誰
が
ど
こ
で
「
何
を
し
た
」？

規
制
可
能
性
は
ま
た
「
誰
が
ど
こ
で
何
を
し
た
？
」
の
う
ち
「
何
を
し
た
」
の
部
分
に
も
左
右
さ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
当
初
の
設
計
は
規
制
者
の
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
単
に
デ
ー
タ
を
切
り
刻
ん
で
送
り
先
を
貼
り

付
け
る
だ
け
な
の
で
、
こ
の
基
本
的
な
プ
ロ
ト
コ
ル
で
は
パ
ケ
ッ
ト
を
見
る
人
に
そ
の
中
身
が
わ
か
る
方
法
は
な
い
。

た
と
え
ば
電
話
会
社
が
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
（
Ｄ
Ｓ
Ｌ
）
を
電
話
線
で
提
供
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
頭
の
い
い
革
新
者
が
、
音
声
Ｉ
Ｐ
（
Ｖ

ｏ
Ｉ
Ｐ
）
技
術
―
―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
電
話
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
―
を
開
発
す
る
。
電
話
会
社
は
お
気
に

召
さ
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま
や
人
々
は
Ｄ
Ｓ
Ｌ
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
従
量
課
金
さ
れ
ず
に
電
話
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
自

由
は
電
話
会
社
の
利
益
を
減
ら
し
て
し
ま
う
。

何
か
手
は
打
て
る
だ
ろ
う
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
け
に
頼
る
な
ら
、
答
え
は
ノ
ー
だ
。
疑
似
通
話
の
入
っ
た
デ
ー
タ
の

「
パ
ケ
ッ
ト
」
は
そ
の
他
の
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
と
ま
っ
た
く
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
と
か
一
貫
性
の
あ
る
記
号
が
つ
い
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
。
パ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
い
る
の
は
ア
ド
レ
ス
だ
け
だ
。
中
に
何
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
も
つ
い
て
い
な
い
。

だ
が
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
ど
ん
な
パ
ケ
ッ
ト
が
流
れ
て
い
る
か
と
て
も
知
り
た
が
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
。
そ

の
理
由
は
競
争
を
つ
ぶ
そ
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
は
、
回
線
容
量
を
増
や
そ
う
か
検
討
す
る
と
き
に
は
、
今
の

容
量
が
ど
ん
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
か
知
り
た
い
だ
ろ
う
。
企
業
は
従
業
員
が
ポ
ル
ノ
や
ス
ポ
ー
ツ
を
見
て
時
間
を
潰
し
て
い
な
い
か
、

あ
る
い
は
と
に
か
く
か
れ
ら
の
行
動
を
把
握
し
た
い
と
い
う
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ス
や
悪
質
ソ
フ
ト
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
大
学
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
や
っ
て
く
る
パ
ケ
ッ
ト
の
種
類
を
知
る
必
要
が
あ
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る
。
い
ず
れ
の
例
で
も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
ど
ん
な
パ
ケ
ッ
ト
が
流
れ
て
い
る
か
同
定
し
た
い
と
い
う
、
意
義
あ
る
明
ら
か
な
意
志
が
存

在
す
る
。
そ
し
て
意
志
あ
る
と
こ
ろ
に
道
あ
り
。

そ
の
道
は
、
前
節
と
ま
っ
た
く
同
じ
技
法
に
従
う
。
こ
こ
で
も
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
パ
ケ
ッ
ト
の
中
身
を
同
定
す
る
技
術
を

含
ん
で
は
い
な
い
。
で
も
パ
ケ
ッ
ト
を
調
べ
て
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
報
告
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
も
邪
魔
は
し
な
い
。
た
と

え
ば
イ
パ
ネ
マ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
社
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
技
術
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
所
有
者
が
、
そ
こ
に
流
れ
る
パ
ケ
ッ

ト
を
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
同
社
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、

イ
パ
ネ
マ
・
シ
ス
テ
ム
の
「
深
い
」
第
七
層
パ
ケ
ッ
ト
検
査
は
自
動
的
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
を
流
れ
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
フ
ト

や
娯
楽
ソ
フ
ト
を
認
識
し
ま
す
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
や
一
分
ご
と
の
報
告
に
よ
っ
て
、
新
し
く
導
入
さ
れ

た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
ぐ
に
発
見
で
き
ま
す
。
（
17
）

こ
の
技
術
で
集
め
た
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
使
わ
れ
て
い
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
の
利
用
者
の
レ
ポ
ー

ト
を
生
成
す
る
。
こ
う
し
た
技
術
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
を
規
制
し
、
帯
域
幅
の
コ
ス
ト
を
節
約
し
た
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
の
認
め

な
い
利
用
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
種
の
コ
ン
テ
ン
ツ
規
制
の
別
の
例
と
し
て
は
「iP

rotectY
ou

」
（
18
）と

い
う
製
品
が
あ
る
。
こ
の
製
品
も
ま
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
パ
ケ
ッ

ト
を
ス
キ
ャ
ン
す
る
が
、
こ
こ
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
個
別
マ
シ
ン
上
で
実
現
さ
れ
る
。
親
は
こ
の
ソ
フ
ト
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
れ
て
お

く
。
す
る
と
ソ
フ
ト
は
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
す
べ
て
モ
ニ
タ
ー
す
る
。
同
社
が
述
べ
る
よ
う
に
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
有
害
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
を
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
を
事
前
に
決

め
た
範
囲
に
制
限
し
た
り
、
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
決
め
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
送
受
さ
れ
る
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デ
ー
タ
量
を
制
限
し
た
り
、
不
適
切
な
言
葉
を
含
む
メ
ー
ル
や
オ
ン
ラ
イ
ン
チ
ャ
ッ
ト
や
Ｐ
２
Ｐ
接
続
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
、
詳
細
な
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
活
動
ロ
グ
を
作
成
し
た
り
で
き
る
」。
こ
こ
で
も
、
こ
の
ソ
フ
ト
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
て
っ
ぺ
ん
に
座
っ
て
監
視
す
る
。
そ
し

て
管
理
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
い
と
思
っ
た
種
類
の
活
動
だ
と
判
断
さ
れ
た
ら
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
は
介
入
を
受
け
る
。

こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
技
術
に
加
え
て
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
た
ち
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
監
視
ソ
フ
ト
を
大
量
に
開
発
し
て
い
る
。
こ
の
話
の
流

れ
で
最
も
有
力
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「nm

ap

」
だ
ろ
う
。
こ
の
ソ
フ
ト
は
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
探
求
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査
の
た
め
の
も
の
で
（
中
略
）
大
規
模
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
高
速
に
ス
キ
ャ
ン
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
る
。（
中
略
）N

m
a
p

は
生
の
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
を
新
し
い
方
法
で
使
い
、
ど
の
ホ
ス
ト
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
ホ
ス
ト
が
ど

ん
な
サ
ー
ビ
ス
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
名
と
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
を
提
供
し
て
い
る
か
、
ど
ん
な
Ｏ
Ｓ
を
使
っ
て
い
る
か
（
そ
し
て
そ
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
）、
ど
ん
な
パ
ケ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
や
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
何
十
も
の
特
性
を
調
べ
ら
れ
る
（
19
）。

こ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
「
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
だ
。
つ
ま
り
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
提
供
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
ど
ん
な
変
更
を
加
え
た

場
合
で
も
、
変
更
後
の
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
も
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
は
基
本
的
に
、
こ
の
監
視
を
行
な
う
の
に
必
要

な
コ
ー
ド
が
常
に
手
に
入
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
。

最
後
に
コ
ー
ダ
ー
た
ち
は
「
パ
ケ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
」
技
術
を
開
発
し
た
。
こ
れ
は
あ
る
有
名
な
例
が
示
す
よ
う
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
通
過
す
る
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
を
選
択
的
に
通
し
た
り
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
最
も
よ
く
使
わ
れ

る
基
準
は
パ
ケ
ッ
ト
の
送
り
手
と
受
け
手
の
ア
ド
レ
ス
、
送
り
手
と
受
け
手
の
ポ
ー
ト
お
よ
び
プ
ロ
ト
コ
ル
で
あ
る
」。
こ
れ
ま
た
パ
ケ
ッ

ト
の
中
に
「
何
が
」
入
っ
て
い
る
か
監
視
す
る
技
術
で
あ
り
、
そ
の
中
身
に
応
じ
て
何
が
認
め
ら
れ
る
か
を
決
め
る
わ
け
だ
。

以
上
ど
の
例
で
も
、
コ
ー
ド
の
層
が
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
を
補
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
に
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
だ
け
で
は
提
供
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で
き
な
い
も
の
を
提
供
す
る
―
―
つ
ま
り
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
パ
ケ
ッ
ト
に
「
何
が
」
入
っ
て
い
る
か
だ
。
こ
の
知
識
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利

用
の
「
規
制
可
能
性
」
を
高
め
る
。
企
業
が
従
業
員
の
Ｉ
Ｍ
チ
ャ
ッ
ト
使
用
を
禁
止
し
た
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
技
術
が
そ
の
規
則
を
強
制
す

る
―
―
Ｉ
Ｍ
チ
ャ
ッ
ト
を
含
む
パ
ケ
ッ
ト
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
わ
け
だ
。
あ
る
い
は
企
業
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
で
性
的
に
露
骨
な
発
言
を

す
る
従
業
員
を
突
き
止
め
た
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
技
術
は
そ
れ
も
明
か
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
が
こ
う
し

た
規
制
権
限
を
行
使
し
よ
う
と
考
え
る
完
全
に
ま
と
も
な
理
由
は
い
く
ら
で
も
あ
る
―
―
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
権
限
が
濫
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も

い
く
ら
で
も
あ
る
が
。
こ
う
し
た
正
当
な
需
要
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
製
品
は
開
発
さ
れ
る
わ
け
だ
。

さ
て
も
ち
ろ
ん
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
監
視
を
逃
れ
る
た
め
に
利
用
者
が
使
え
る
対
抗
手
段
は
あ
る
。
自
分
の
送
る
デ
ー
タ
を
暗
号
化
す
る

利
用
者
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
基
づ
く
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
す
べ
て
避
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ネ
ッ
ト
上
で
の
ふ
る
ま
い
を
「
匿
名
化
」
す
る
技

術
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
こ
れ
を
使
え
ば
管
理
者
は
個
人
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
何
を
し
て
い
る
か
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た

対
抗
手
段
は
、
個
別
利
用
者
と
し
て
か
な
り
の
投
資
を
必
要
と
す
る
―
―
金
や
時
間
が
か
か
る
わ
け
だ
。
大
半
の
人
は
そ
こ
ま
で
し
よ
う
と

は
思
わ
な
い
の
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
が
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
を
監
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
な
ま
ま
だ
。

だ
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
者
が
「
誰
か
」
を
突
き
止
め
や
す
く
す
る
変
化
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
民
間
の
利
害
だ
け
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
利
用
者
が
「
何
を
」
し
て
い
る
か
突
き
止
め
や
す
く
す
る
技
術
の
提
供
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
あ
る
。
素
の
ま
ま
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
提

供
す
る
知
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
こ
う
し
て
民
間
開
発
技
術
で
埋
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

誰
が
「
ど
こ
で
」
何
を
し
た
？

最
後
に
、
法
制
度
が
ち
が
え
ば
要
件
も
ち
が
っ
て
く
る
以
上
、
効
率
よ
く
規
制
す
る
の
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
三
番
目
は
、
そ
の
規
制
対
象

が
ど
こ
に
い
る
か
を
知
る
こ
と
だ
。
フ
ラ
ン
ス
が
ナ
チ
ス
関
連
商
品
の
販
売
を
禁
止
す
る
が
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
れ
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
場
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合
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
を
尊
重
し
た
い
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
人
物
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
そ
の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
地
理
的
所
在
地
に
基
づ
い
て
ア
ク

セ
ス
を
制
限
し
た
り
規
制
し
た
り
す
る
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。

も
と
も
と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
規
制
を
き
わ
め
て
困
難
に
す
る
。
も
と
も
と
の
実
装
だ
と
、
あ
る
法
廷
が
述
べ
た
よ
う
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
地
理
区
分
に
ま
っ
た
く
無
頓
着
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
は
、
自
分
た
ち
が
ア
ク

セ
ス
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
ソ
ー
ス
の
物
理
的
所
在
地
を
知
ら
な
い
し
気
に
も
と
め
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
ト
コ
ル
は
地
理
的
位

置
を
記
録
せ
ず
無
視
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
「
ア
ド
レ
ス
」
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
上
の
論
理
的
な
ア
ド
レ
ス
で
あ
り
、
現
実
空
間
の
地
理
的
ア
ド
レ
ス
で
は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ド
レ
ス
の
大
半
は
何
ら
地
理

的
ヒ
ン
ト
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
ヒ
ン
ト
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、
そ
れ
が
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
（
20
）。

だ
が
こ
こ
で
も
、
商
業
が
規
制
を
助
け
に
や
っ
て
き
た
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
場
所
が
わ
か
る
と
便
利
だ
と
い
う
の

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
部
は
規
制
だ
―
―
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ナ
チ
関
連
情
報
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
、
カ
ン
ザ
ス
州
の
子

ど
も
た
ち
か
ら
ポ
ル
ノ
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
と
い
う
よ
う
な
。
こ
う
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
本
書
で
ま
た
詳
述
す
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え

ず
、
最
も
お
も
し
ろ
い
理
由
は
純
粋
に
商
業
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
商
業
的
な
理
由
だ
け
で
こ
う
し
た
技
術
の
開

発
は
進
め
ら
れ
る
の
だ
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
誰
か
の
所
在
地
を
同
定
す
る
の
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
割
り
当
て
方
式
の
産
物
だ
。
Ｉ
Ｐ

ア
ド
レ
ス
は
仮
想
ア
ド
レ
ス
だ
。
特
定
の
地
理
的
な
位
置
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
論
理
的
な
場
所
を
指
し
て
い
る
。
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だ
か
ら
二
つ
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
は
、
原
理
的
に
言
え
ば
数
字
の
上
で
か
な
り
近
く
て
も
、
地
理
的
に
は
ず
い
ぶ
ん
遠
い
こ
と
も
あ
る
。
郵
便

番
号
は
こ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
郵
便
番
号
の
下
一
桁
が
ち
が
う
だ
け
な
ら
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
く
ご
近
所
だ
。

だ
が
こ
の
デ
ー
タ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
単
に
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
も
と
に
類
推
す
れ
ば
そ
の
人
物
が
ど
こ
に
い
る
か
わ
か
る
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ

で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、23.214.23.15

と
い
う
だ
け
で
は
そ
れ
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
だ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
Ｉ

Ｐ
ア
ド
レ
ス
が
わ
か
れ
ば
各
種
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
の
居
場
所
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
だ
け
の
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
は
で

き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
を
や
る
に
は
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
と
地
理
的
所
在
地
の
表
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
最
終
目
的
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド

レ
ス
と
、
あ
な
た
の
居
場
所
か
ら
そ
の
送
り
先
ま
で
パ
ケ
ッ
ト
が
ど
ん
な
道
順
を
た
ど
っ
た
か
を
追
跡
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら

Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
は
そ
の
人
の
居
場
所
を
直
接
は
示
さ
な
い
け
れ
ど
、
間
接
的
に
は
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
の
起
点
と
終
点
く
ら
い
の
場

所
を
調
べ
る
の
に
は
使
え
る
の
だ
。

こ
の
知
識
を
め
ぐ
る
商
業
的
な
動
機
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
と
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
は
、Ｉ
Ｐ
マ
ッ
ピ
ン
グ
技
術
の

開
発
を
思
い
つ
い
た
と
て
も
有
名
な
起
業
家
シ
リ
ル
・
ホ
ウ
リ
の
話
を
語
っ
て
い
る
。
あ
る
晩
、
パ
リ
の
ホ
テ
ル
に
座
っ
て
い
た
ホ
ウ
リ
は

ア
メ
リ
カ
の
メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
。
そ
れ
は
ウ
ェ
ブ
メ
ー
ル
だ
っ
た
が
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
て
っ
ぺ
ん
の
バ
ナ
ー
広
告
は

ア
メ
リ
カ
の
花
屋
の
広
告
に
な
っ
て
い
た
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
（
い
ま
や
自
明
の
）
ア
イ
デ
ア
を
思
い
つ
い
た
。
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
が
ど
こ
か
ら
ア
ク
セ
ス
さ
れ
て
い
る
か
簡
単
に
わ
か
る
ツ
ー
ル
を
作
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
利
用
者
の
居
場
所
に
応
じ
た

広
告
が
送
れ
る
！（

21
）

ホ
ウ
リ
の
ア
イ
デ
ア
は
多
く
の
人
に
真
似
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
ジ
オ
セ
レ
ク
ト
社
は
Ｉ
Ｐ
マ
ッ
ピ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
か
れ

ら
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
ブ
ラ
ウ
ズ
す
れ
ば
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
自
動
的
に
ど
こ
か
ら
ブ
ラ
ウ
ズ
し
て
い
る
か
当
て
ら
れ
る
。
か

れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
使
え
ば
、
サ
イ
ト
を
訪
問
す
る
人
々
の
地
理
的
所
在
地
を
一
覧
に
し
た
報
告
が
得
ら
れ
る
し
、
同
社
の
製
品
を
使
え
ば

ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー
上
の
ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
を
自
動
的
に
地
理
デ
ー
タ
で
更
新
で
き
る
。
利
用
者
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
に
よ
っ
て
自
動
的
に
ウ
ェ
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ブ
サ
イ
ト
の
歓
迎
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
変
え
ら
れ
る
し
、
所
在
地
に
応
じ
て
自
動
的
に
ペ
ー
ジ
を
切
り
替
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
機
能
は
利
用
者

に
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
来
訪
者
が
見
る
の
は
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
も
の
を
知
る
ツ
ー
ル
が
構
築
し
た
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
だ
。

で
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
そ
ん
な
ソ
フ
ト
を
使
う
商
業
的
な
理
由
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

マ
ッ
ク
ス
マ
イ
ン
ド
（
22
）と

い
う

会
社
は
、大
き
な
理
由
と
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
詐
欺
を
挙
げ
る
。
顧
客
が「
高
リ
ス
ク
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
」―
―
つ
ま
り
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
詐
欺
を
行
な
っ
て
い
そ
う
な
場
所
―
―
か
ら
来
て
い
た
ら
、
マ
ッ
ク
ス
マ
イ
ン
ド
の
サ
ー
ビ
ス
は
そ
の
取
引
に
警
報
を
鳴
ら
し
、
も
っ
と

強
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
認
を
行
な
う
よ
う
に
告
げ
る
。
マ
ッ
ク
ス
マ
イ
ン
ド
は
ま
た
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
「
集
中
型
広
告
」
に
も
役
立
つ
と

約
束
し
て
い
る
。
こ
の
製
品
を
使
え
ば
、
顧
客
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
特
定
の
国
、
州
、
都
市
、
あ
る
い
は
「
都
市
コ
ー
ド
」、
電
話
の
局
番
、
利

用
者
の
接
続
速
度
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
ダ
イ
ヤ
ル
ア
ッ
プ
利
用
者
に
宣
伝
し
て
も
無
意
味
だ
）
に
さ
え
絞
れ
る
。

こ
こ
に
も
ま
た
重
要
で
強
力
な
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
ソ
フ
ト
が
あ
っ
て
、同
じ
よ
う
な
Ｉ
Ｐ
マ
ッ
ピ
ン
グ
機
能
を
提
供
す
る
。H

ostIP.info

は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
営
者
に
―
―
無
料
で
―
―
サ
イ
ト
利
用
者
の
「
地
理
的
位
置
同
定
」
を
提
供
す
る
（
23
）。

こ
れ
ま
た
Ｉ
Ｐ
マ
ッ
ピ
ン
グ
の

中
核
機
能
が
、
企
業
や
少
数
の
個
人
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ん
な
ソ
フ
ト
開
発
者
―
―
政
府
も
含
む
―
―

で
も
こ
の
機
能
を
ソ
フ
ト
に
組
み
込
め
る
。
知
識
も
機
能
も
フ
リ
ー
だ
。

つ
ま
り
こ
こ
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
ギ
ャ
ッ
プ
―
―
地
理
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
―
―
は
埋
め
ら
れ
た
。
だ
が
そ
れ
を
埋
め
た
の
は
、
政
府
の
命
令
で
も
な
け
れ
ば
、
秘
密
の
Ｎ
Ｓ
Ａ
作
戦
で
も
な
い
（
と
祈
り

た
い
）。
む
し
ろ
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
身
が
提
供
し
な
い
デ
ー
タ
を
も
た
ら
す
こ
と
の
商
業
的
な
利
益
に
よ
っ
て
埋
め
ら

れ
た
。
技
術
は
い
ま
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
重
ね
ら
れ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
必
要
と
す
る
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
今
で
も
同
定
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
市
民
権
活
動
家
セ
ス
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
う
し
た
追
跡
を
避
け
る
の
が
比
較

的
簡
単
だ
と
証
言
し
て
い
る
（
24
）。

だ
が
こ
れ
か
ら
も
っ
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
簡
単
に
避
け
ら
れ
る
よ
う
な
追
跡
で
も
効
果
は
あ
る
。
そ
し
て
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前
に
説
明
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
技
術
と
結
び
つ
け
ば
、
こ
の
手
の
代
物
が
か
な
り
有
効
に
な
る
。

結
果

前
章
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
不
可
能
性
は
そ
の
設
計
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
を
見
た
。
つ
ま
り
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
あ
る

人
が
何
者
か
、
何
を
し
て
い
る
か
、
ど
こ
に
い
る
か
を
同
定
で
き
な
い
の
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
い
る
個
人
に
規
則
を
強
制
す
る

の
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
不
可
能
で
は
な
い
が
、
む
ず
か
し
い
。
万
人
に
と
っ
て
で
は
な
い
が
、
で
も
問
題
に
な
る
く
ら
い
多
数
の
人
に

と
っ
て
は
そ
う
だ
。
当
初
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
万
人
に
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
を
与
え
た
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
で
述
べ
た

と
こ
ろ
で
は
、
羊
飼
い
を
透
明
に
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
世
界
で
の
規
制
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
が
こ
う
し
た
指
輪
に

つ
い
て
持
っ
て
い
た
恐
れ
と
同
じ
だ
。
そ
ん
な
指
輪
が
あ
れ
ば
、「
い
か
な
る
人
物
で
あ
れ
、
正
義
か
ら
し
っ
か
り
踏
み
外
さ
ず
に
い
ら
れ

る
ほ
ど
の
鉄
の
性
格
を
持
つ
人
が
い
る
と
は
想
像
で
き
な
い
」
（
25
）

そ
し
て
指
輪
の
力
が
あ
り
な
が
ら
も
正
義
を
守
る
人
が
い
た
と
し
た
ら
「
そ
れ
は
傍
観
者
の
目
か
ら
は
最
悪
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
愚
者

と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
傍
観
者
た
ち
は
、
お
互
い
の
目
の
前
で
は
そ
の
人
物
を
賞
賛
し
て
み
せ
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
た
ち
が
不
正

な
目
に
あ
わ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
、
お
互
い
の
目
の
届
く
と
こ
ろ
で
だ
け
は
体
面
を
と
り
つ
く
ろ
う
だ
ろ
う
」

だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
当
初
の
設
計
に
見
ら
れ
た
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
シ
ー
ム
レ
ス
に
相

互
作
用
す
る
の
に
、
こ
う
し
た
「
不
完
全
さ
」
を
持
っ
て
い
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

そ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
く
そ
う
と
い
う
重
要
な
商
業
的
利
害
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

そ
れ
で
も
疑
う
か
も
し
れ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
動
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
技
術
で
追
跡
可
能
だ
と
し
て
も
、
ま

だ
ま
だ
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
迷
惑
メ
ー
ル
や
ウ
ィ
ル
ス
、
Ｉ
Ｄ
盗
難
な
ど
の
爆
発
は
、
ま
だ
ま
だ
規
制
不
可
能
な
ふ
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る
ま
い
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
事
実
を
強
く
証
明
し
て
い
る
。
商
業
だ
け
が
動
い
て
も
、
こ
う
し
た
商
業
や
市
民
生
活
へ
の
脅
威
は
ま
だ

排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
で
後
に
検
討
す
る
理
由
か
ら
、
商
業
が
そ
こ
ま
で
や
る
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

だ
が
役
者
は
商
業
だ
け
で
は
な
い
。
政
府
も
ま
た
重
要
な
味
方
で
あ
り
、
商
業
が
構
築
し
た
規
制
可
能
性
の
枠
組
み
は
、
続
き
を
政
府
が

完
成
さ
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。

政
府
が
商
業
の
後
押
し
を
し
て
自
分
自
身
も
利
益
を
得
れ
ば
い
い
。
ど
う
い
う
形
で
そ
れ
を
や
る
か
が
、
次
章
の
内
容
だ
。
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第
五
章

コ
ー
ド
を
規
制
す
る

商
業
は
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
た
し
た
―
―
商
業
自
身
の
た
め
、
そ
し
て
間
接
的
に
政
府
の
た
め
に
。
商
業
を
も
っ
と
効
率
的
に
す
る
技

術
は
、
規
制
を
簡
単
に
す
る
技
術
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
上
に
い
る
の
が
誰
か
、
そ
の
人
が
何
を
し
て
い

る
か
、
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
か
を
突
き
止
め
や
す
く
す
る
技
術
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
う
し
た
技
術
は
商
売
を
簡
単
に
す
る
た
め

に
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
暮
ら
し
を
安
全
に
し
て
く
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
技
術
の
副
産
物
は
、
ネ
ッ
ト
が
も
っ
と
規

制
し
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

・も
・っ
・と
規
制
し
や
す
く
。
完
全
に
規
制
で
き
る
よ
う
に
、
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
ツ
ー
ル
だ
け
で
も
か
な
り
の
こ
と
は
や
っ
て
く
れ
る
。

ジ
ョ
エ
ル
・
ラ
イ
デ
ン
バ
ー
グ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
先
進
的
な
法
廷
は
こ
れ
ら
を
見
る
こ
と
で
、
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
に
ど
う
や
っ
て
手

出
し
し
て
規
制
す
る
か
を
認
識
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
1
）。

だ
が
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
の
核
に
規
制
可
能
性
を
組
み
込
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
生
み
出

し
て
い
な
い
。
そ
の
最
後
の
一
歩
は
政
府
か
ら
の
行
動
を
必
要
と
す
る
（
2
）。

本
書
の
初
版
を
書
い
た
と
き
、
政
府
は
い
ず
れ
ま
ち
が
い
な
く
こ
う
し
た
一
歩
を
踏
み
出
す
と
予
想
し
て
い
た
。
一
九
九
九
年
以
来
の
出

来
事
―
―
以
下
に
説
明
す
る
Ｚ
理
論
の
誕
生
を
含
む
―
―
も
わ
た
し
の
確
信
を
深
め
た
だ
け
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
敵
」
―
―
テ
ロ
リ

ズ
ム
―
―
が
名
指
さ
れ
た
こ
と
で
、
政
府
を
も
っ
と
強
力
に
し
て
規
制
を
効
率
化
し
よ
う
と
す
る
政
府
行
動
へ
の
抵
抗
意
欲
は
弱
ま
っ
た
。

限
界
は
あ
る
、
と
い
う
か
あ
る
と
思
い
た
い
が
、
そ
の
一
線
が
動
い
た
の
も
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ネ
ッ
ト
の
規
制

可
能
性
を
大
幅
に
高
め
る
に
あ
た
り
、
政
府
は
大
し
た
ス
テ
ッ
プ
を
取
ら
な
く
て
い
い
。
こ
う
し
た
ス
テ
ッ
プ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
大

し
た
抵
抗
運
動
は
引
き
起
こ
さ
な
い
。
政
府
に
は
手
段
も
あ
り
、
動
機
も
あ
る
。
本
章
で
は
、
政
府
の
持
つ
機
会
を
描
き
出
す
。
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こ
の
手
口
は
一
度
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
本
来
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
下
だ
と
、
政
府
が
ふ
る
ま
い
を
直
接
規
制

す
る
の
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
政
府
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
現
状
を
規
制
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
つ
ま
り
手
口
と
い
う
の
は
、
政
府
が
規
制
を
容
易
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
開
発
を
促
す
よ
う
な
手
を
講
じ
る
こ
と
だ
。

こ
こ
で
「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」
と
い
っ
て
も
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
を
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ネ
ッ
ト
空
間
内
の
各
種

層
で
の
コ
ー
ド
を
変
え
る
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
持
つ
実
質
的
な
制
約
を
変
え
る
よ
う
な
規
制
の
話
を
し
て
い

る
。
同
定
技
術
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
こ
で
言
う
規
制
と
い
う
の
は
、
同
定
技
術
の
導
入
を
促
す
よ
う
な
政
府
行
動
の
こ
と
を
指
す
。

も
し
政
府
が
こ
う
し
た
ス
テ
ッ
プ
を
取
る
な
ら
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
の
規
制
可
能
性
を
高
め
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
ス
テ
ッ
プ
の
中
身
次
第
で
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
最
大
限
に
規
制
し
や
す
い
空
間
に
で
き
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
ガ
イ
ス
ト
が
述
べ
る

よ
う
に
「
政
府
は
商
業
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
台
頭
期
に
は
脇
に
引
っ
込
ん
で
い
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
は
や
そ
う
は
い
か
な
い
」
（
3
）

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
規
制
す
る

：

規
制
の
二
段
階
方
式

こ
れ
を
規
制
の
二
段
階
方
式
と
呼
ぼ
う
。
行
動
が
比
較
的
規
制
し
に
く
い
と
き
、
政
府
は
規
制
し
や
す
く
す
る
た
め
に
手
を
講
じ
る
。
そ

し
て
い
っ
た
ん
こ
の
方
法
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
二
段
階
規
制
の
パ
タ
ー
ン
を
構
成
す
る
無
数
の
例
が
挙
が
る
。

交
通
渋
滞

ロ
ン
ド
ン
は
渋
滞
問
題
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
都
心
部
に
車
が
多
す
ぎ
た
が
、「
不
要
」
な
車
を
閉
め
出
す
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
ロ
ン
ド
ン
は
三
つ
の
こ
と
を
や
っ
た
。
ま
ず
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
読
み
取
れ
る
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
義
務
づ
け
た
。
そ
し
て
ど
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の
車
が
ど
こ
に
い
る
か
―
―
常
時
―
―
わ
か
る
だ
け
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
公
共
建
築
物
に
で
き
る
だ
け
取
り
つ
け
た
。

そ
し
て
二
〇
〇
三
年
二
月
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
は
渋
滞
税
を
導
入
し
た
。
最
初
は
す
べ
て
の
車
（
タ
ク
シ
ー
と
特
別
料
金
を
払
っ
た
住
民
は

除
く
）
に
一
日
五
ポ
ン
ド
（
朝
七
時
か
ら
午
後
六
時
半
ま
で
）、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
そ
れ
が
八
ポ
ン
ド
に
値
上
げ
さ
れ
た
。
稼
働
後
一
八

カ
月
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
「
期
待
以
上
の
働
き
」
を
見
せ
て
い
た
。
交
通
の
遅
れ
は
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
改
善
さ
れ
、
市
内
の
交
通
量
は
一

五
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
、
規
制
地
帯
に
入
る
主
要
道
の
遅
れ
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
は
い
ま
や
、
ア
ク
セ
ス
に
も
っ
と
正
確

に
課
金
す
る
も
っ
と
簡
単
な
方
法
を
も
た
ら
す
新
技
術
を
探
求
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
新
し
い
タ
グ
技
術
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
Ｇ
Ｓ
Ｍ
技
術
に
よ
っ

て
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
に
い
る
車
を
監
視
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
（
4
）。

電
話電

話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
過
去
一
〇
年
で
す
さ
ま
じ
い
変
化
を
遂
げ
た
。
何
年
に
も
わ
た
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
的
な

設
計
に
抵
抗
し
て
き
た
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
（
5
）、

い
ま
や
回
線
ス
イ
ッ
チ
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
パ
ケ
ッ
ト
交
換
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

移
行
し
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
同
様
に
、
情
報
の
パ
ケ
ッ
ト
が
シ
ス
テ
ム
上
に
吐
き
出
さ
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
れ
ら
が
同
じ
方
向
や
同
じ
道
筋
を
た
ど
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
時
点
で
の
需
要
次
第
で
、
一
番
効
率
よ
い
道
筋
を
た
ど
る
。

で
も
こ
れ
は
警
察
な
ど
の
法
執
行
機
関
に
と
っ
て
新
し
い
問
題
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
―
―
特
に
盗
聴
に
頼
る
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
る
法
執
行
機
関
に
は
。
回
線
ス
イ
ッ
チ
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
ど
の
回
線
を
盗
聴
す
べ
き
か
突
き
止
め
る
の
は
か
な
り
簡
単
だ
っ

た
。
パ
ケ
ッ
ト
交
換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
経
路
は
予
測
が
つ
か
な
い
の
で
、
盗
聴
は
ず
っ
と
む
ず
か
し
く
な
る
。

少
な
く
と
も
、
あ
る
パ
ケ
ッ
ト
交
換
方
式
の
設
計
下
で
は
む
ず
か
し
い
。
で
も
ち
が
っ
た
設
計
な
ら
、
む
ず
か
し
さ
も
ち
が
っ
て
く
る
。

そ
し
て
こ
の
可
能
性
の
た
め
に
議
会
は
一
九
九
四
年
に
法
執
行
通
信
支
援
法（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
）を
施
行
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
は
、ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
設
計
が
法
執
行
機
関
に
よ
る
電
子
捜
査
を
可
能
に
す
べ
し
と
要
求
し
た
。
こ
の
要
件
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
法
の
要
件
を
満
た
す
た
め
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に
適
合
す
べ
き
規
格
を
指
定
す
る
「
安
全
港
」
合
意
に
よ
っ
て
協
議
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
は
、
本
章
で
示
し
た
い
規
制
の
古
典
的
な
例
だ
。
産
業
界
が
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
作
っ
た
。
そ
の
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
は
政
府
の
利
益
を
十
分
に
満
た
さ
な
か
っ
た
。
政
府
の
対
応
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
計
を
規
制
し
て
政
府
の
狙
い
に
沿
う
よ

う
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
と
っ
て
は
幸
運
な
こ
と
に
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、
政
府
は
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
の

に
合
意
し
た
（
6
））。

ス
ー
ザ
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
が
書
い
た
よ
う
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
未
来
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
法
執
行
は
（
中
略
）
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
可
能
性
あ
る
新
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

サ
ー
ビ
ス
開
始
以
前
の
段
階
で
明
示
さ
れ
な
い
情
報
収
集
や
情
報
転
送
要
件
へ
の
適
合
に
つ
い
て
確
実
に
レ
ビ
ュ
ー
し
た
い
と
は
っ
き
り
述

べ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
遵
守
事
業
者
は
、新
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
ま
ず
法
執
行
に
確
認
を
と
る
べ
き
だ
と
司
法
省
は
示
唆
し
て
い
る
。「
サ
ー

ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
の
範
囲
外
に
あ
る
と
思
う
な
ら
、
な
る
べ
く
早
め
に
、
で
き
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
導
入
よ
り

か
な
り
以
前
の
段
階
で
指
導
を
仰
ぐ
ほ
う
が
望
ま
し
い
。（
中
略
）
司
法
省
は
法
執
行
活
動
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
そ
う
し
た

指
導
を
要
請
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
ま
ち
が
い
な
く
考
慮
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
7
）

ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
に
言
わ
せ
る
と
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
は
「
信
号
」
だ
。
そ
れ
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
利
用
す
る
各
種
の
サ
ー
ビ
ス

や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
設
計
す
る
と
き
に
、
政
府
当
局
か
ら
許
可
が
必
要
だ
と
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
判
断
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
す
も
の
だ
。（
中
略
）
情
報
フ
ロ
ー
の
膜
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
設
計
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
と
し
て
政
府
に
よ
っ
て

義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
8
）。

こ
の
ほ
の
め
か
し
は
続
い
た
。
二
〇
〇
五
年
八
月
に
、
連
邦
通
信
委
員
会(

Ｆ
Ｃ
Ｃ)

は
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
サ
ー

ビ
ス
は
「
政
府
盗
聴
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
設
計
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
（
9
）。

も
ち
ろ
ん
議
会
が
持
っ
て
い
た
規
制
手
段
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
議
会
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ー
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ド
の
変
更
か
ら
く
る
犯
罪
防
止
力
の
低
下
を
補
う
た
め
に
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
た
（
10
）。

も
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
の
変
化
の
せ
い
で
犯
罪
者
を
捕
ま
え
に
く
く
な
っ
た
ら
、
議
会
は
脅
し
に
使
う
刑
罰
を
重
く
す
る
か
、
捜
査
に
も
っ
と
資
源
を
ま

わ
せ
ば
い
い
。
こ
う
し
た
変
化
は
い
ず
れ
も
、
犯
罪
者
を
追
跡
し
て
有
罪
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
能
力
を
使
わ
ず
に
、
犯
罪
者
た
ち
の
直

面
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
る
も
の
だ
。
だ
が
議
会
は
む
し
ろ
、
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
改
変
に
動
き
、
犯
罪
者
に

と
っ
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
間
接
的
に
変
え
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
直
接
利
用
し
た
。

こ
れ
が
法
に
よ
る
コ
ー
ド
の
規
制
だ
。
そ
の
間
接
的
な
影
響
と
い
う
の
は
法
執
行
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
に
、

コ
ー
ド
が
も
た
ら
す
法
執
行
へ
の
制
約
を
変
更
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
形
の
規
制
は
、
電
話
会
社
相
手
な
ら
う
ま
く
機
能
す
る
。
電
話
会
社
は
少
な
い
し
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
る
か
を
政
府
が
確

認
す
る
の
は
そ
こ
そ
こ
簡
単
だ
。
つ
ま
り
電
話
会
社
は
規
制
可
能
な
中
間
存
在
と
な
る
。
か
れ
ら
に
向
け
ら
れ
た
規
制
は
た
ぶ
ん
強
制
で

き
る
。

だ
が
電
話
サ
ー
ビ
ス
（
括
弧
に
入
れ
て
「
電
話
サ
ー
ビ
ス
」
と
す
べ
き
か
）
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
？

ベ
ル
サ
ウ
ス
社
で
は
な
く
、
ヴ
ォ
ネ
ー
ジ
や
ス
カ
イ
プ
が
相
手
な
ら
？

こ
う
し
た
組
織
は
同
じ
よ
う
に
規
制
可
能
だ
ろ
う
か
？（

11
）

答
え
は
イ
エ
ス
だ
が
、
そ
の
理
由
は
ち
が
っ
て
い
る
。
ス
カ
イ
プ
や
ヴ
ォ
ネ
ー
ジ
な
ど
の
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
企
業
と
し
て
の
価

値
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
価
値
は
部
分
的
に
は
、
規
制
で
き
る
ふ
る
ま
い
を
信
頼
で
き
る
形
で
規
制
で
き
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ

か
ら
き
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
規
則
に
従
わ
な
い
と
い
う
の
は
、
健
全
で
儲
か
る
企
業
を
構
築
す
る
基
盤
と
し
て
は
ま
ず
い
。
こ
れ
は

ゼ
ネ
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
イ
ー
ベ
イ
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
だ
。
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電
話

：

パ
ー
ト
２

議
会
が
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
を
可
決
し
て
か
ら
四
年
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
連
邦
通
信
委
員
会(

Ｆ
Ｃ
Ｃ)

に
要
請
を
出
し
て
、
政
府
の
規
制
力
を
さ
ら
に

強
化
し
よ
う
と
し
た
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
提
案
し
た
改
正
案
の
中
に
は
、
携
帯
電
話
を
使
っ
て
い
る
個
人
の
所
在
地
の
提
供
を
義
務
づ
け
る
、
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
（
12
）。

携
帯
電
話
は
、
送
信
機
の
間
を
シ
ー
ム
レ
ス
に
切
り
替
え
る
た
め
に
、
携
帯
電
話
を
使
っ
て
い
る
と
き
に
そ
の
利
用
者

の
所
在
地
情
報
を
集
め
る
。
だ
が
課
金
を
除
け
ば
、
ほ
か
に
電
話
会
社
が
こ
の
情
報
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

で
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
、電
話
会
社
以
上
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
と
し
て
は
、そ
の
所
在
地
情
報
を
要
求
す
る
だ
け
の「
適
正
な
法
執
行

上
の
理
由
が
あ
る
場
合
」
に
は
そ
の
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
へ
の
改
正
は
、
携
帯
電
話
会
社
に
こ
の
情
報

の
提
供
を
義
務
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
間
接
的
に
、
携
帯
電
話
会
社
が
こ
の
情
報
を
取
得
で
き
る
よ
う
な
形
で
コ
ー

ド
を
書
け
と
義
務
づ
け
て
い
る
わ
け
だ
（
13
）。

こ
の
義
務
化
の
そ
も
そ
も
の
動
機
は
単
純
き
わ
ま
る
。
緊
急
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
非
常
時
通
報
を
し
て
い
る
携
帯
電
話
が
ど
こ

か
ら
か
け
て
き
て
い
る
の
か
を
見
き
わ
め
る
、
簡
単
な
方
法
を
必
要
と
し
て
い
た
。
で
も
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
が
変
更
の
目
的
な
ら
、
シ

ス
テ
ム
は
非
常
時
通
報
の
と
き
に
だ
け
位
置
情
報
も
報
告
す
る
よ
う
に
設
計
す
れ
ば
い
い
。
で
も
実
際
に
か
か
っ
た
圧
力
は
、
こ
の
情
報
を

あ
ら
ゆ
る
通
話
に
つ
い
て
集
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

今
の
と
こ
ろ
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
規
制
当
局
の
同
意
は
と
り
つ
け
た
が
、
法
廷
の
合
意
は
あ
ま
り
得
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
法
廷
が
課
し
た
制
約

と
い
う
の
も
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
そ
の
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
き
に
か
な
り
高
い
証
明
責
任
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ど
ん
な
標
準
で

あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
規
制
の
効
果
と
い
う
の
は
政
府
に
役
立
つ
だ
け
の
デ
ー
タ
を
収
集
保
存
す
る
よ
う
に
電
話
会
社
が
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し

ろ
と
い
う
も
の
だ
。
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デ
ー
タ
保
存

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
自
分
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
集
め
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
ロ
グ
に
記
録
さ
れ
る
。
ロ
グ
は
長
か
っ
た
り

短
か
っ
た
り
す
る
―
―
つ
ま
り
大
量
の
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
集
め
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
集
め
る
量
が
多
い
ほ

ど
、
誰
が
何
を
し
た
か
追
跡
す
る
の
も
容
易
に
な
る
。

政
府
は
こ
れ
を
認
識
し
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
部
は
、
そ
れ
を
利
用
で
き
る
よ
う
な
手
を
講
じ
つ
つ
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
目
下

「
熟
考
中
」
（
14
）で

、
Ｅ
Ｕ
で
は
す
で
に
採
択
さ
れ
た
法
制
で
は
、「
一
般
に
供
さ
れ
る
電
子
通
信
の
提
供
に
関
連
し
て
生
成
処
理
さ
れ
る
デ
ー
タ
」

が
規
制
さ
れ
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
法
執
行
を
容
易
に
す
る
た
め
に
指
定
デ
ー
タ
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
個
別
通
信
の
出
所
、

送
り
先
、
時
間
、
機
関
、
種
類
、
使
用
機
器
を
判
定
す
る
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
る
（
15
）。

こ
う
し
た
規
則
は
、
電
子
通
信
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
追
跡

可
能
性
の
層
を
作
り
、
政
府
が
個
人
の
ふ
る
ま
い
を
追
跡
し
や
す
く
す
る
。（
一
方
二
〇
〇
六
年
に
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
代
表
エ
ド
・

マ
ー
キ
ー
議
員
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
、
特
に
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
を
追
跡
可
能
に
す
る
ロ
グ
は

保
管
を
禁
止
す
る
と
い
う
法
案
を
提
出
し
て
い
る
（
16
）。

こ
の
規
則
案
が
ど
こ
ま
で
行
く
か
興
味
深
い
も
の
だ
）

暗
号こ

こ
ま
で
の
例
は
、
間
接
的
に
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
手
段
と
し
て
コ
ー
ド
を
書
く
人
々
に
向
け
ら
れ
た
規
制
だ
っ
た
。
で
も
と
き
ど
き
、

政
府
は
二
重
に
間
接
的
な
手
を
と
る
。
と
き
に
は
コ
ー
ド
書
き
を
規
制
す
る
の
に
市
場
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
使
い
、
そ
の
コ
ー
ド
が
間
接
的

に
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
政
府
の
失
敗
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
標
準
暗
号
化
技
術
と
し
て
ク
リ
ッ
パ
ー
を

確
立
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
あ
る
（
17
）。

す
で
に
、
暗
号
と
い
う
の
は
ヤ
ヌ
ス
の
顔
の
よ
う
な
両
面
性
を
持
つ
こ
と
は
述
べ
た
。
同
じ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、
機
密
性
と
本
人
同
定
の

両
方
を
可
能
に
す
る
。
政
府
は
、
機
密
性
の
ほ
う
を
気
に
し
て
い
る
。
暗
号
は
個
人
の
会
話
や
デ
ー
タ
交
換
を
、
鍵
を
持
っ
た
人
以
外
に
は
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解
読
不
可
能
に
し
て
し
ま
え
る
。
ど
れ
ほ
ど
解
読
不
可
能
か
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
（
18
）、

と
り
あ
え
ず
そ
の
議
論
は
考
え
な
い
で

い
い
。
政
府
の
気
に
く
わ
な
い
程
度
に
は
解
読
困
難
な
の
だ
。
と
い
う
わ
け
で
政
府
は
、
暗
号
の
標
準
規
格
と
し
て
ク
リ
ッ
パ
ー
チ
ッ
プ
を

受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
暗
号
技
術
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。

ク
リ
ッ
パ
ー
チ
ッ
プ
の
仕
組
み
を
ま
と
め
る
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
の
だ
け
れ
ど
、
狙
い
と
し
て
は
、
暗
号
化
す
る
と
き
に
政
府
用

に
裏
口
を
開
け
て
お
く
と
い
う
こ
と
だ
（
19
）。

会
話
を
暗
号
化
し
て
ほ
か
の
人
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
で
き
る
け
れ
ど
、
政
府
は
（
た
い
が
い
は

裁
判
所
の
命
令
が
あ
れ
ば
）
特
別
な
鍵
を
使
っ
て
そ
の
会
話
を
解
読
で
き
る
。

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
最
初
、
こ
の
技
術
の
実
現
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
一
番
い
い
の
は
、
直
接
規
制
だ
と
考
え
た
―
―
そ
の
他
の

暗
号
技
術
を
す
べ
て
禁
止
し
て
し
ま
え
。
こ
の
戦
略
は
な
か
な
か
大
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
、
政
府
は
別
の
手
口
に
切
り
替
え
た
。
ク

リ
ッ
パ
ー
チ
ッ
プ
の
開
発
配
備
に
補
助
金
を
出
し
た
の
だ
（
20
）。

わ
か
り
や
す
い
発
想
で
は
あ
る
。
も
し
政
府
が
ク
リ
ッ
パ
ー
を
一
番
安
上
が
り
な
技
術
に
す
る
こ
と
で
業
界
に
ク
リ
ッ
パ
ー
を
使
わ
せ

ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
間
接
的
に
暗
号
の
使
用
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
市
場
が
政
府
に
か
わ
っ
て
規
制
を
し
て
く
れ
る
（
21
）。

補
助
金
計
画
は
失
敗
し
た
。
コ
ー
ド
そ
の
も
の
の
品
質
に
関
す
る
疑
念
と
、
そ
れ
が
開
発
さ
れ
た
と
き
の
秘
密
主
義
、
さ
ら
に
は
政
府
主

導
の
暗
号
方
式
（
特
に
ア
メ
リ
カ
が
お
金
を
出
し
た
方
式
）
す
べ
て
に
対
す
る
反
対
の
お
か
げ
で
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
は
こ
の
技
術
を
採
用

し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
政
府
は
、
別
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
別
の
道
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
。
政
府
の
最
新
の
提
案
で
は
、
暗
号
コ
ー
ド
の
作
者

た
ち
が
直
接
規
制
さ
れ
る
―
―
自
分
た
ち
の
コ
ー
ド
に
裏
口
を
仕
込
ん
で
、
政
府
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
、

と
い
う
の
だ
（
22
）。

提
案
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
ユ
ー
ザ
ー
が
ど
ん
な
暗
号
コ
ー
ド
を
使
っ
て
も
政
府
が
そ
れ
を
確
実
に
ク
ラ
ッ
ク
で

き
る
よ
う
に
す
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。

暗
号
利
用
の
禁
止
や
、
代
替
暗
号
基
準
で
市
場
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
ほ
か
の
戦
略
と
比
べ
る
と
、
こ
の
モ
ー
ド
に
は
数
々
の
長
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所
が
あ
る
。

ま
ず
、
暗
号
の
利
用
を
禁
止
す
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
規
制
方
式
は
個
人
の
利
用
権
を
直
接
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ま

だ
証
明
は
さ
れ
て
い
な
く
て
も
強
力
な
憲
法
上
の
主
張
「
個
人
は
暗
号
を
使
っ
て
話
す
権
利
が
あ
る
」
に
引
っ
か
か
る
こ
と
も
な
い
。
入
手

で
き
る
暗
号
技
術
の
ミ
ッ
ク
ス
を
変
え
よ
う
と
す
る
だ
け
で
、
個
人
の
個
別
利
用
を
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
も
の
で
は
な
い
。
暗
号
コ
ー

ド
書
き
の
国
家
規
制
は
、
自
動
車
設
計
の
国
家
規
制
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。
個
人
の
利
用
は
規
制
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
あ
る
市
場
の
解

決
法
を
補
助
す
る
や
り
方
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
解
決
法
は
規
制
に
よ
る
制
約
の
下
で
、
市
場
が
最
良
の
暗
号
方
式
を
提
供
す
べ
く
競
争
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
最
後
に
、
ほ
か
の
二
つ
の
解
決
策
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
解
決
方
法
で
規
制
を
受
け
る
の
は
比
較
的
少
数
の
役
者
た

ち
だ
け
だ
。
暗
号
技
術
の
製
造
者
は
、
暗
号
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た
り
買
っ
た
り
す
る
人
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
い
か
ら
だ
。

こ
の
部
分
の
ほ
か
の
例
と
同
じ
く
、
こ
の
解
決
策
も
ま
た
、
政
府
が
直
接
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
ふ
る
ま
い
を
間
接
的
に
規
制
し

や
す
く
す
る
、
と
い
う
例
だ
。
ほ
か
の
例
と
同
じ
く
、
政
府
は
コ
ー
ド
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
使
っ
て
、
思
い
通
り
の
内
容
的
な
目
的
に
到

達
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
目
的
は
、
デ
ジ
タ
ル
電
話
と
同
じ
く
、
特
定
の
会
話
を
政
府
が
捜
索
す
る
能
力
が
、
新
生
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
政
府
は
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
の
に
ふ
る
ま
い
を
直
接
規
制
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
主
要
な
ふ
る
ま
い
が
生
じ
る
条
件
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。

コ
ー
ド
を
規
制
し
て
規
制
の
し
や
す
さ
を
高
め
る

今
の
五
例
す
べ
て
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
政
府
が
規
制
し
た
い
け
れ
ど
（
簡
単
に
は
）
直
接
的
に
規
制
で
き
な
い
ふ
る
ま
い
だ
。
そ
こ

で
政
府
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
規
制
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
技
術
は
、
狙
っ
た
ふ

る
ま
い
に
影
響
す
る
。
そ
れ
は
「
コ
ー
ド
の
開
発
に
影
響
す
る
」
（
23
）。

コ
ー
ド
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
る
ま
い
の
規
制
し
や
す
さ
を
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高
め
る
わ
け
だ
。

本
書
の
冒
頭
で
の
問
い
は
、
政
府
が
同
じ
よ
う
な
形
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
を

も
っ
と
規
制
し
や
す
く
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
答
え
は
明
ら
か
に
イ
エ
ス
だ
。
政
府
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上

の
ふ
る
ま
い
を
も
っ
と
規
制
し
や
す
く
す
る
た
め
に
取
れ
る
手
段
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
そ
う
し
た
手
を
講
じ
る
に
足
る
明
ら
か
な
理
由
も

い
く
つ
か
あ
る
。

き
ち
ん
と
実
施
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
手
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
追
跡
不
可
能
な
ふ
る
ま
い
を
減
ら
し
、
孤
立
さ
せ
る
。
こ
れ
は
今
度
は
、

悪
い
行
な
い
が
検
出
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
。
検
出
が
高
ま
れ
ば
、
悪
事
か
ら
期
待
さ
れ
る
利
益
は
大
幅
に
減
る
。
相
当
部
分
の
悪
意
あ

る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
変
化
は
そ
の
悪
事
を
別
の
と
こ
ろ
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
完
璧
に
は
機
能
し
な
い
。
ど
ん
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
っ
て
も
追
跡
可
能
性
を
保
証
し
た
り
ま
ち
が
っ
た
ふ
る
ま
い

を
確
実
に
追
跡
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
完
璧
で
な
く
て
も
い
い
。
問
題
は
政
府
が
、
追
跡
可
能
性
が
デ
フ
ォ
ル
ト
と
な
る
よ
う

変
化
を
促
す
く
ら
い
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ミ
ッ
ク
ス
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
明
ら
か
な
理

由
か
ら
、
こ
こ
で
も
答
え
は
イ
エ
ス
だ
。

一
般
形

政
府
が
追
跡
可
能
性
を
高
め
た
け
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
存
在
に
対
し
て
Ｉ
Ｄ
を
つ
け
れ
ば
い
い
。
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
政
府
発
行
の
Ｉ
Ｄ
を
示
さ
な
い
個
人
に
よ
る
行
動
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
だ
。
だ
が
こ
の
戦

略
は
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
し
、
政
治
的
に
も
不
可
能
だ
。
ア
メ
リ
カ
人
は
全
国
身
分
証
明
書
に
す
ら
顔
を
し
か
め
る
（
24
）。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
身
分
証
な
ん
か
に
興
味
を
持
つ
と
は
思
え
な
い
。

で
も
政
府
は
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
持
つ
よ
う
・強
・制
で
き
な
い
に
し
て
も
、
個
々
人
に
Ｉ
Ｄ
を
持
た
せ
る
よ
う
な
・イ
・ン
・セ
・ン
・テ
・ィ
・ブ
・な
・ら
作
れ
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る
。
市
民
す
べ
て
が
運
転
免
許
を
持
て
、
な
ど
と
い
う
義
務
は
な
い
け
れ
ど
、
免
許
が
な
い
と
車
を
運
転
し
な
く
て
も
な
に
か
と
不
便
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政
府
は
別
に
、
州
発
行
の
身
分
証
明
書
を
持
ち
歩
け
な
ど
と
義
務
づ
け
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
よ
そ
の
市
に
飛
行
機

で
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
な
に
か
し
ら
の
身
分
証
明
は
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
論
点
は
簡
単
だ
。
Ｉ
Ｄ
を
持
ち
歩
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

す
ご
く
大
き
く
し
て
、
ネ
ッ
ト
で
活
動
す
る
通
常
の
要
件
が
傾
く
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
。

同
じ
よ
う
に
、
政
府
は
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
を
実
現
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
れ
ば
い
い
。
そ
れ
に
は
個
人
を
直
接
規
制
す
る
の
で
は
な

く
、
中
間
段
階
を
規
制
す
る
の
だ
。
中
間
段
階
は
数
も
少
な
い
し
、
利
害
は
商
業
的
だ
し
、
規
制
の
標
的
と
し
て
は
お
あ
つ
ら
え
む
き
だ
。

プ
ロ
バ
イ
ダ
が
「
最
も
重
要
で
明
ら
か
な
」
標
的
と
な
る
―
―
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
際
の
焦
点
」
（
25
）だ

。

ま
ず
は
政
府
の
と
れ
る
手
段

：

•

ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
は
、
そ
の
人
が
し
か
る
べ
き
資
格
証
明
を
持
っ
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
ア
ク
セ
ス
に
条
件
を
つ
け
ら
れ
る
。
政

府
は
サ
イ
ト
に
対
し
て
、
き
ち
ん
と
し
た
資
格
証
明
を
持
っ
た
ユ
ー
ザ
ー
の
み
に
使
わ
せ
ろ
と
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
州
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ
ト
は
サ
イ
ト
利
用
者
全
員
の
年
齢
と
住
所
を
確
認
す
べ
し
、
と
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
多
く
の
サ
イ
ト

に
は
、
利
用
し
た
が
る
人
の
国
籍
を
確
認
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
他
い
く
ら
で
も
資
格
証
明
を
要
求
す
る

よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
義
務
に
従
う
サ
イ
ト
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
く
れ
ば
、
個
人
は
き
ち
ん
と
し
た
資
格
証
明
を
持
つ
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
ユ
ー
ザ
ー
の
持
つ
資
格
証
明
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
規
制
も
か
け
や
す
く
な
る
（
26
）。

•

政
府
は
、
所
得
税
申
告
に
し
か
る
べ
き
資
格
証
を
つ
け
て
提
出
し
た
人
全
員
に
、
免
税
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

•

政
府
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
売
上
税
を
か
け
て
、
自
分
の
居
住
州
を
認
証
す
る
証
明
書
を
持
っ
て
商
品
を
買
っ
た

人
に
は
、
そ
れ
を
免
税
す
る
よ
う
に
し
た
ら
い
い
。
州
は
、
そ
の
購
入
を
知
ら
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
州
の
税
率
を
適
用
し
て

課
税
す
れ
ば
い
い
（
27
）。
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•

政
府
は
、
き
ち
ん
と
認
証
さ
れ
た
証
明
書
を
持
っ
て
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
な
い
人
に
対
し
て
、
政
府
刊
行
物
を
有
料
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

•
他
の
西
側
民
主
国
の
よ
う
に
、
政
府
は
投
票
を
義
務
づ
け
れ
ば
い
い
（
28
）―

―
そ
れ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
確
立
す
る
。
投
票
は

選
挙
名
簿
通
り
と
証
明
し
て
く
れ
る
デ
ジ
タ
ル
身
分
証
を
持
っ
て
バ
ー
チ
ャ
ル
投
票
所
に
く
る
こ
と
に
な
る
。

•

政
府
は
、
有
効
な
Ｉ
Ｄ
な
し
で
処
理
さ
れ
た
取
引
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
詐
欺
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
会
社
が
全
額
保
証
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

•

政
府
は
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
と
し
て
、
安
全
な
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
の
登
録
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
覧
は
、
メ
ー

ル
を
送
る
と
き
に
も
っ
と
強
い
認
証
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
動
き
に
つ
な
が
る
。
そ
の
認
証
は
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
で
実
現
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
戦
略
は
ど
れ
も
、
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
の
利
用
を
促
進
す
る
。
そ
し
て
ど
こ
か
の
時
点
で
、
流
れ
が
変
わ
る
。
自
分
が
や
り
と
り
を

し
て
い
る
相
手
に
つ
い
て
の
信
頼
を
高
め
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
上
の
多
く
の
人
に
は
利
益
が
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
は
そ
う
し
た
信
頼

を
高
め
る
。
だ
か
ら
利
用
者
が
何
も
証
明
書
を
出
さ
ず
に
利
用
で
き
る
サ
イ
ト
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
最
初
の
コ
ン
タ
ク
ト
か
ら
少
し
で
も
踏

み
込
ん
だ
ら
、
適
切
な
Ｉ
Ｄ
保
有
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
Ｉ
Ｄ
を
持
っ
て
旅
す
る
の
が
規
範
と
な
る
。

こ
れ
を
拒
否
す
る
人
は
、
自
分
が
住
ま
う
サ
イ
バ
ー
空
間
が
大
幅
に
狭
く
な
っ
た
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
変
化
の
結
果
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
す
べ
て
の
活
動
は
―
―
最
低
で
も
―
―
一
種
の
デ
ジ
タ
ル
指
紋
が
実
質

的
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
指
紋
は
―
―
最
低
で
も
―
―
当
局
が
そ
の
活
動
を
、
責
任
あ
る
存
在
に
ま
で
追
跡
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ

の
追
跡
は
―
―
最
低
で
も
―
―
開
始
さ
れ
る
前
に
裁
判
所
の
監
督
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
で
き
る
。
そ
の
監
督
は
―
―
最
低
で
も
―
―
ア
メ

リ
カ
憲
法
修
正
第
四
条
（
捜
査
や
逮
捕
に
合
理
的
な
理
由
を
求
め
、
正
式
な
令
状
を
義
務
づ
け
る
条
項
）
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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最
低
で
も
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
お
話
で
重
要
な
部
分
と
い
う
の
は
、
政
府
が
Ｉ
Ｄ
豊
富
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
も
た
ら
せ
る
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
当
然
だ
。
む
し
ろ
重
要
な
問
題
は
、
政
府
が
ど
ん
な
Ｉ
Ｄ
豊
富
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
も
た

ら
す
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
二
種
類
の
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
を
考
え
よ
う
。
ど
ち
ら
も
第
四
章
で
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
主
導
で
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
Ｉ

Ｄ
技
術
の
説
明
に
使
っ
た
「
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
」
の
例
え
を
使
っ
て
理
解
で
き
る
。

一
つ
の
Ｉ
Ｄ
方
式
は
こ
ん
な
具
合
だ
。
身
分
証
が
必
要
な
た
び
に
、
い
ろ
い
ろ
入
っ
た
財
布
／
カ
ー
ド
入
れ
を
丸
ご
と
渡
す
。
身
分
証
を

求
め
た
相
手
は
そ
の
財
布
を
捜
し
回
っ
て
、
自
分
の
欲
し
い
デ
ー
タ
を
勝
手
に
集
め
る
。

二
番
目
の
Ｉ
Ｄ
方
式
で
は
、
第
四
章
で
述
べ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
の
仕
組
み
に
沿
っ
て
機
能
す
る
。
身
分
証
が
必
要
な
ら
ば
、
必
要

最
低
限
の
証
明
だ
け
を
提
示
で
き
る
。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
け
れ
ば
、
そ
の
部
分
だ
け
が
明
か
さ
れ
る
。
一
八

歳
以
上
だ
と
証
明
し
た
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
が
明
か
さ
れ
る
。

二
番
目
の
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
モ
デ
ル
で
は
、
超
最
低
限
の
Ｉ
Ｄ
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
何
一
つ
明
か
さ
な
い
が
、
追
跡

は
可
能
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
つ
ま
り
は
復
号
さ
れ
る
ま
で
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
ず
、
復
号
さ
れ
た
ら
誰
が
そ
れ
に
責
任
が
あ

る
か
を
た
ど
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
も
の
だ
。

こ
の
二
つ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
可
能
性
の
両
極
端
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
匿
名
性
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
ち
が

っ
た
帰
結
を
も
た
ら
す
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
完
全
な
匿
名
性
は
あ
り
得
な
い
。
ど
ち
ら
で
も
最
低
限
の
影
響
と
し
て
、
ふ
る
ま
い
は
追
跡

可
能
に
な
る
。
だ
が
第
二
の
方
式
だ
と
、
そ
の
追
跡
可
能
性
自
体
が
厳
重
に
規
制
で
き
る
。
つ
ま
り
問
題
に
な
る
の
が
保
護
さ
れ
た
言
論
だ

け
な
ら
、
追
跡
可
能
性
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
追
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
司
法
行
動
で
認
め
ら
れ
た
場
合

だ
け
だ
。
こ
う
す
れ
ば
シ
ス
テ
ム
は
、
誰
が
何
を
い
つ
や
っ
た
か
同
定
す
る
能
力
は
保
存
す
る
が
、
そ
の
能
力
は
承
認
を
得
た
状
況
で
な
け

れ
ば
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
二
つ
の
Ｉ
Ｄ
利
用
世
界
の
ち
が
い
は
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
重
要
な
点
と
し
て
、
ど
ち
ら
の
世
界
が
実
現
さ
れ
る

か
は
、
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
開
発
を
導
く
価
値
観
に
完
全
に
依
存
す
る
。
Ｉ
Ｄ
―
１
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
面
で
も
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
で
も

ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｄ
―
２
は
、
本
当
に
追
跡
さ
れ
る
べ
き
ふ
る
ま
い
を
す
る
人
々
以
外
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
も
大
幅
に
高
め
て
く
れ
る
。

さ
て
、
政
府
が
い
ず
れ
の
Ｉ
Ｄ
で
あ
れ
利
用
を
促
進
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
規
制
の
対
象
に
大
き
く
依
存
す
る
。
個
人
の
使
う
コ
ー

ド
に
責
任
を
持
つ
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
存
在
が
ち
ゃ
ん
と
規
制
対
象
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
想
定
は
本
当
に
正
し
い
だ
ろ

う
か
？

政
府
は
電
話
会
社
な
ら
規
制
は
で
き
る
け
れ
ど
、
コ
ー
ド
作
者
を
ど
う
や
っ
て
規
制
す
る
？

特
に
、
ま
さ
に
そ
ん
な
規
制
に
抵

抗
す
る
こ
と
を
信
条
と
し
て
い
る
よ
う
な
コ
ー
ド
作
者
を
、
ど
う
や
っ
て
政
府
が
規
制
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

コ
ー
ド
作
者
と
い
う
の
が
、
数
年
前
ま
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
29
）を

仕
切
っ
て
い
た
よ
う
な
人
た

ち
な
ら
、
政
府
が
コ
ー
ド
を
規
制
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
力
は
弱
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
を
作
り
上
げ
た
、
安
月
給
の
英
雄
た
ち
は
政
府

の
義
務
づ
け
に
抵
抗
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
理
由
を
持
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
政
府
の
脅
し
に
屈
し
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
か

れ
ら
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
対
す
る
政
府
の
力
に
対
し
、
重
要
な
抑
え
を
提
供
す
る
。

で
も
コ
ー
ド
書
き
が
商
業
化
す
る
に
つ
れ
―
―
そ
れ
が
少
数
の
大
企
業
の
製
品
に
な
る
に
つ
れ
て
―
―
政
府
の
規
制
力
は
増
大
す
る
。
か

か
っ
て
い
る
お
金
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
ビ
ジ
ネ
ス
（
そ
し
て
そ
の
支
援
者
た
ち
）
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
推
進
す
る
コ
ス
ト
を
負
担
し

た
が
ら
な
い
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。

こ
の
一
番
の
例
は
暗
号
の
歴
史
だ
。
政
府
の
暗
号
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
す
る
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
、
技
術
お
た
く
た
ち
は
そ
ん
な
規
制

が
バ
カ
げ
て
い
る
と
論
じ
て
き
た
。
コ
ー
ド
は
す
ぐ
輸
出
で
き
る
。
ビ
ッ
ト
に
国
境
は
な
い
。
だ
か
ら
議
会
の
法
律
が
コ
ー
ド
の
流
れ
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
考
え
方
は
バ
カ
バ
カ
し
い
、
と
こ
の
人
た
ち
は
論
じ
た
。
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で
も
実
際
に
は
、
こ
の
規
制
は
す
さ
ま
じ
い
力
を
持
っ
て
い
た
。
技
術
お
た
く
ど
も
に
対
し
て
で
は
な
い
―
―
か
れ
ら
は
、
ネ
ッ
ト
上
の

無
数
の
場
所
か
ら
簡
単
に
暗
号
技
術
を
持
っ
て
こ
れ
る
。
そ
う
し
た
技
術
を
組
み
込
ん
だ
ソ
フ
ト
を
書
い
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
し
て
力
が

あ
っ
た
の
だ
。
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
や
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
規
制
に
違
反
し
た
ソ
フ
ト
を
作
っ
て
売
っ
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
二
つ
の
企
業
に
対
し
て
か
な
り
強
力
な
脅
し
を
か
け
ら
れ
る
。
技
術
お
た
く
た
ち
が
予
言
し
た
よ
う
に
、
規
制
は
ビ
ッ

ト
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
そ
う
い
う
ビ
ッ
ト
を
使
う
ソ
フ
ト
の
開
発
は
、
大
い
に
妨
害
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
（
30
）。

こ
の
影
響
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
か
つ
て
は
規
制
不
可
能
性
の
砦
だ
っ
た
企
業
が
、
い
ま
や
規
制
を
支
援
す
る
技
術
の
生
産
者
に
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
暗
号
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｐ
Ｇ
Ｐ
を
引
き
つ
い
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
は
、
も
と
は
暗
号
規
制
に
強
く
反
対
し
て

い
た
。
い
ま
や
同
社
は
企
業
の
暗
号
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
キ
ー
リ
カ
バ
リ
に
役
立
つ
製
品
を
提
供
し
て
い
る
（
31
）。

キ
ー
リ
カ
バ
リ
は
企
業
が
暗
号

の
裏
口
を
作
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
は
多
く
の
文
脈
に
お
い
て
、
政
府
の
裏
口
よ
り
ず
っ
と
強
力
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
。

二
番
目
の
例
が
シ
ス
コ
だ
（
32
）。

一
九
九
八
年
、
シ
ス
コ
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
リ
ン
ク
の
レ
ベ
ル
―
―
つ
ま
り

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
間
―
―
で
暗
号
化
で
き
る
よ
う
な
ル
ー
タ
を
発
表
（
33
）。

で
も
こ
の
ル
ー
タ
は
一
方
で
、
ル
ー
タ
デ
ー
タ
の
暗
号
化
を
切
っ
て
、

暗
号
化
さ
れ
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
収
集
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ス
イ
ッ
チ
は
、
政
府
の
命
令
で
切
れ

る
。
言
い
換
え
る
と
、
デ
ー
タ
が
暗
号
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
府
が
認
め
て
い
る
間
だ
け
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
両
方
の
ケ
ー
ス
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
政
府
が
ソ
フ
ト
市
場
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
政
府
は
、
ル
ー
ル
を
作
る
と
同
時
に
、

製
品
を
買
う
こ
と
で
も
市
場
に
影
響
を
与
え
る
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
、
そ
れ
は
市
場
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
商
業
ソ
フ
ト

供
給
業
者
か
ら
の
供
給
に
影
響
を
与
え
る
。

ネ
ッ
ト
初
期
の
老
兵
た
ち
は
、
こ
う
し
た
供
給
業
者
た
ち
に
こ
う
言
う
か
も
し
れ
な
い
。「
よ
く
も
ま
あ
恥
知
ら
ず
に
も
そ
ん
な
真
似
が

で
き
た
も
ん
だ
！
」
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答
え
は
「
だ
っ
て
商
売
で
す
か
ら
」
に
決
ま
っ
て
い
る
。

東
海
岸
コ
ー
ド
と
西
海
岸
コ
ー
ド

こ
の
部
分
全
般
で
、わ
た
し
は
二
種
類
の
コ
ー
ド
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
。
一
つ
は
、議
会
が
立
法
す
る「
規
範
」と
い
う
意
味
で
の「
コ
ー

ド
」(

た
と
え
ばtax

code

や“the
U

.S.
C

ode”

と
い
う
と
き
の
コ
ー
ド)

。
議
会
は
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
を
こ
と
ば
で
表
し

た
、
法
規
制
を
無
限
に
成
立
さ
せ
る
。
一
部
の
法
制
は
人
々
を
導
く
。
一
部
は
企
業
を
導
く
。
一
部
は
官
僚
を
導
く
。
そ
の
技
法
は
、
政
府

そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
の
歴
史
を
持
つ
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
命
令
を
使
う
わ
け
だ
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
東
海

岸
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
の
活
動
な
の
で
、
こ
れ
を
「
東
海
岸
コ
ー
ド
」
と
呼
ぼ
う
。

も
う
一
つ
は
、
コ
ー
ド
作
者
が
「
成
立
さ
せ
る
」
コ
ー
ド
だ
―
―
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
に
埋
め
込
ま
れ
た
命
令
で
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
機
能

さ
せ
て
い
る
も
の
。
こ
の
コ
ー
ド
は
現
代
的
な
意
味
で
の
コ
ー
ド
だ
。
わ
た
し
が
説
明
し
始
め
た
よ
う
な
形
で
規
制
を
行
な
う
。
た
と
え
ば

ネ
ッ
ト
95
の
コ
ー
ド
は
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
規
制
さ
れ
て
い
る
。
暗
号
化
す
る
コ
ー
ド
は
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
保
護
す
る
よ
う
に
規
制
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は(
Ｍ
Ｉ
Ｔ
を
例
外
と
し
て)

こ
の
種
の
コ
ー
ド
は
ま
す
ま
す
西
海
岸
（
シ
リ
コ
ン

バ
レ
ー
、
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
）
の
活
動
に
な
っ
て
き
て
い
る
。「
西
海
岸
コ
ー
ド
」
と
呼
ん
で
い
い
だ
ろ
う
。

西
海
岸
と
東
海
岸
の
コ
ー
ド
は
、
お
互
い
を
あ
ま
り
意
識
し
な
い
と
き
に
は
何
の
問
題
も
な
く
一
緒
に
や
っ
て
い
け
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ

れ
は
、
お
互
い
の
領
域
内
で
規
制
で
き
る
。
で
も
こ
の
章
の
お
話
は
「
東
西
の
出
会
い
」
だ
。
東
海
岸
コ
ー
ド
が
西
海
岸
コ
ー
ド
の
規
制
ぶ

り
を
認
識
し
、
東
海
岸
コ
ー
ド
が
西
海
岸
コ
ー
ド
と
絡
み
合
っ
て
そ
の
規
制
の
仕
方
を
変
え
る
よ
う
に
す
る
方
法
に
気
が
つ
い
た
ら
、
い
っ

た
い
何
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
絡
み
合
い
は
変
わ
っ
た
。
西
海
岸
コ
ー
ド
に
対
す
る
東
海
岸
コ
ー
ド
の
力
は
増
大
し
た
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
ハ
ッ
カ
ー
や
個
人
で
、
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ま
と
も
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
組
織
（
た
と
え
ば
イ
リ
ノ
イ
大
や
Ｍ
Ｉ
Ｔ
）
の
外
に
い
る
よ
う
な
ら
、
東
海
岸
コ
ー
ド
は
西
海
岸
コ
ー

ド
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
だ
て
が
ほ
と
ん
ど
な
い
（
34
）。

で
も
コ
ー
ド
が
企
業
の
製
品
に
な
る
に
つ
れ
て
東
海
岸
コ
ー
ド
の
力
が
増
大
し
た
。

商
業
が
コ
ー
ド
を
書
く
な
ら
、
コ
ー
ド
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
商
業
団
体
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
西
に
対
す
る

東
の
力
は
、
西
海
岸
コ
ー
ド
が
ま
す
ま
す
商
業
化
す
る
に
つ
れ
て
増
大
す
る
。

権
力
の
西
移
動
の
歴
史
は
長
い
。
そ
れ
は
新
旧
の
衝
突
を
物
語
る
。
お
な
じ
み
の
パ
タ
ー
ン
だ
。
東
が
手
を
伸
ば
し
て
西
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
す
る
。
西
は
部
分
的
に
抵
抗
す
る
。
だ
が
そ
の
抵
抗
は
決
し
て
完
全
で
は
な
い
。
東
の
価
値
観
が
西
に
も
取
り
込
ま
れ
る
。
新

し
い
も
の
は
少
し
古
い
も
の
の
一
部
を
取
り
込
む
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
れ
だ
。
西
海
岸
コ
ー
ド
が
生
ま
れ
た
と
き
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
は
東
海
岸
コ
ー
ド
的
な

懸
念
に
対
す
る
配
慮
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
狙
い
は
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・
エ
ン
ド
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。

間
で
の
規
制
は
あ
っ
さ
り
不
可
能
に
さ
れ
た
。

次
第
に
東
海
岸
コ
ー
ド
作
成
者
た
ち
の
懸
念
は
だ
ん
だ
ん
強
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
誰
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
病
理
は
大
嫌
い
だ

―
―
ウ
ィ
ル
ス
、
Ｉ
Ｄ
盗
難
、
ス
パ
ム
な
ど
は
誰
で
も
文
句
な
し
に
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
万
人
の
憎
悪
が
東
海
岸
コ
ー
ド
作
成
者

た
ち
を
た
き
つ
け
て
、
対
処
方
法
を
探
そ
う
と
さ
せ
た
。
そ
し
て
い
ま
や
、
東
海
岸
コ
ー
ド
が
必
要
と
す
る
影
響
を
強
く
行
使
で
き
る
状
態

に
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
、
ネ
ッ
ト
に
規
制
可
能
性
を
も
た
ら
す
追
加
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

さ
て
一
部
の
人
は
、
政
府
が
規
制
可
能
な
ネ
ッ
ト
を
も
た
ら
せ
る
と
い
う
わ
た
し
の
主
張
に
相
変
わ
ら
ず
反
対
し
続
け
る
。
こ
の
反
対
は

お
お
む
ね
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
。
Ｉ
Ｄ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
登
場
し
て
、
そ
れ
が
一
般
化
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
な
る
と
い
う

証
拠
は
な
い
し
、
そ
れ
が
い
つ
で
も
回
避
可
能
で
な
い
と
示
す
も
の
も
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
議
論
だ
。
人
々
は
常
に
そ
う
し
た
Ｉ
Ｄ
技

術
を
迂
回
で
き
る
。
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
ど
れ
も
、
決
し
て
完
璧
に
は
な
り
得
な
い
。

確
か
に
。
Ｉ
Ｄ
豊
富
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
決
し
て
完
璧
に
は
な
ら
な
い
。
逃
げ
道
は
常
に
あ
る
だ
ろ
う
。
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だ
が
こ
の
議
論
に
は
重
要
な
誤
謬
が
隠
れ
て
い
る
。
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
可
能
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
有
効
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不

可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
鍵
を
ピ
ッ
キ
ン
グ
で
開
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
鍵
が
役
に
立
た
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
脈
で
は
、
部
分
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
す
ら
強
力
な
影
響
を
持
つ
。

ウ
シ
性
の
根
本
原
則
が
、
こ
こ
そ
こ
に
機
能
し
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
も
、
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
れ
ば
、
大
型
動
物

で
す
ら
誘
導
で
き
る
。
証
明
書
だ
ら
け
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
確
か
に
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
で
も
わ
れ

わ
れ
は
大
型
動
物
だ
。
こ
う
い
う
ネ
ッ
ト
上
の
小
さ
い
け
れ
ど
有
効
な
規
制
に
対
し
て
多
く
の
人
が
抵
抗
す
る
と
い
う
見
込
み
は
、
牛
が
ワ

イ
ヤ
ー
柵
か
ら
逃
げ
出
す
見
込
み
く
ら
い
に
小
さ
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
生
き
物
だ
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
う
い
う
規
制
は
機
能

す
る
の
だ
。

そ
こ
で
、
自
分
の
資
格
を
証
明
す
る
の
に
、
カ
メ
ラ
を
覗
い
た
り
指
紋
リ
ー
ダ
ー
に
指
を
な
す
り
つ
け
る
だ
け
で
い
い
世
界
を
想
像
し
て

み
よ
う
。
一
瞬
で
、
忘
れ
や
す
い
パ
ス
ワ
ー
ド
も
不
要
、
簡
単
に
偽
造
で
き
る
認
証
も
な
く
、
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
て
、
し
か
も
自
分

に
つ
い
て
の
各
種
属
性
を
信
頼
で
き
る
形
で
単
純
に
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

そ
う
な
っ
た
ら
何
が
起
こ
る
？

自
分
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
た
い
と
き
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
思
い
出
し
て
い
ち
い
ち
タ
イ
プ
す

る
の
と
、
単
に
指
を
あ
て
て
自
分
を
認
証
し
て
も
ら
う
の
と
、
ど
ち
ら
か
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
？

親
指
で
な
く
て
も
、
網

膜
や
そ
の
他
一
番
安
上
が
り
な
肉
体
器
官
で
証
明
で
き
た
ら
？

身
分
を
明
か
す
の
が
一
番
楽
な
ら
、
そ
れ
を
あ
え
て
明
か
す
ま
い
と
す
る

人
が
ど
こ
に
い
る
？

と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
魂
を
売
り
渡
す
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ま
ち
が
い
な
く
、
す
ば
ら
し
い
メ
リ
ッ
ト
が
得

ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
自
分
の
文
書
や
フ
ァ
イ
ル
が
全
部
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の「
仮
想
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」上
に
あ
っ
て
、ネ
ッ

ト
上
の
ど
の
マ
シ
ン
か
ら
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
て
、
そ
れ
が
完
全
に
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
キ
ー
で
保
護
さ
れ
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
（
35
）。

ど
の
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マ
シ
ン
で
も
い
い
か
ら
使
っ
て
、
自
分
の
フ
ァ
イ
ル
を
呼
び
出
し
て
、
メ
ー
ル
に
返
事
を
書
い
て
、
次
の
場
所
に
移
動
―
―
そ
の
す
べ
て
が

完
全
に
保
護
さ
れ
て
安
全
で
、
目
の
中
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
る
キ
ー
で
鍵
が
か
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
考
え
ら
れ
る
一
番
簡
単
で
高
効
率
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
（
一
部
の
人
の
見
方
で
は
）
と
て
も
小
さ
な
コ
ス

ト
し
か
か
か
ら
な
い
―
―
認
証
だ
。
自
分
が
何
者
か
を
名
乗
り
、
自
分
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
明
し
て
く
れ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
な
い

で
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
教
え
て
し
ま
う
だ
け
で
、
こ
の
す
べ
て
が
手
に
入
る
。

Ｚ
理
論

「
て
ゆ
ー
か
、
起
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
、
レ
ッ
シ
グ
。
一
九
九
九
年
に
あ
な
た
は
、
商
業
と
政
府
が
手
を
組
ん
で
完
全
に
規
制
可
能
な
ネ
ッ

ト
を
構
築
す
る
っ
て
言
っ
た
よ
ね
。
で
も
自
分
の
迷
惑
メ
ー
ル
ま
み
れ
の
受
信
箱
を
見
て
、
背
景
で
動
い
て
い
る
ウ
ィ
ル
ス
ソ
フ
ト
を
見

る
に
つ
け
、
今
は
ど
う
思
っ
て
る
の
か
知
り
た
い
も
ん
だ
。
何
が
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
そ
れ
は
起
き
て
な
い
。
だ
っ
た
ら
あ
な
た
は
ま
ち

が
っ
て
た
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
？
」

前
著
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
の
更
新
に
取
り
か
か
っ
た
と
き
に
、
あ
る
友
人
が
こ
う
メ
ー
ル
を
よ
こ
し
た
。
わ
た
し
は
自
分
の
予
想
が
い
つ

実
現
す
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
確
か
に
こ
の
批
判
に
は
一
理
あ
る
。
v1
の
理
論
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
完
全
に
規
制
可
能
な
ネ
ッ
ト
に
向
け
て
細
か
く
推
進
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
論
は
最
後
の
一
押
し
を
動
機

づ
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
。
最
後
の
峠
を
越
え
さ
せ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
完
全
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
序
文
が
今
年
刊
行
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
五
月
に
、『
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・

レ
ビ
ュ
ー
』
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
教
授
（
だ
か
ら
Ｚ
理
論
と
い
う
わ
け
だ
）
に
六
七
ペ
ー
ジ
を
提
供
し
て
「
生
成
的
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
」
を
説
明
さ
せ
た
（
36
）。

論
文
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
本
は
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
こ
そ
、『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
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v1
に
欠
け
て
い
た
も
の
だ
。

「
生
成
的
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
の
大
半
は
、
本
書
の
読
者
に
は
お
な
じ
み
の
も
の
だ
。
汎
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・
エ
ン
ド
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
す
ば
ら
し
く
革
新
的
な
発
明
の
（「
生
成
的
」）
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
提
供
し
て
く
れ
た
、
と
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
は
論
じ
る
。

こ
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
が
生
み
出
し
た
す
ば
ら
し
い
も
の
は
み
ん
な
賞
賛
す
る
。
だ
が
、
そ
う
や
っ
て
賞
賛
す
る
わ
れ
わ
れ
（
と
く
に
わ
た

し
）
は
、
悪
い
面
に
あ
ま
り
目
を
向
け
な
い
と
い
う
。
と
い
う
の
も
イ
ン
ド
移
民
が
ホ
ッ
ト
メ
ー
ル
を
生
み
出
し
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
落

ち
こ
ぼ
れ
が
グ
ー
グ
ル
を
作
れ
る
よ
う
に
し
た
ま
さ
に
そ
の
設
計
は
、
悪
意
あ
る
人
々
や
も
っ
と
ひ
ど
い
連
中
が
ウ
ィ
ル
ス
や
も
っ
と
ひ
ど

い
も
の
を
作
れ
る
よ
う
に
し
た
設
計
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
手
の
連
中
は
生
成
的
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
悪
を
生
み
出
す
。
そ
し
て

ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
悪
意
ウ
ェ
ア
が
生
み
出
す
悪
は
や
っ
と
目
に
つ
き
始
め
た
ば
か
り
だ
。
か
れ
の
挙
げ
る

例
を
い
く
つ
か
見
て
ほ
し
い
。

•

二
〇
〇
三
年
に
は
、
ス
パ
ム
業
者
た
ち
が
迷
惑
メ
ー
ル
を
気
づ
か
れ
ず
に
送
れ
る
「
オ
ー
プ
ン
リ
レ
ー
」
サ
ー
バ
ー
を
見
つ
け
る
能

力
を
測
る
テ
ス
ト
が
行
な
わ
れ
た
。
た
っ
た
一
〇
時
間
で
そ
の
サ
ー
バ
ー
は
見
つ
か
っ
た
。
そ
し
て
六
六
時
間
で
、
二
二
万
九
四
六

八
人
に
向
け
て
三
三
〇
万
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
信
さ
れ
て
い
た
。
（
37
）

•

二
〇
〇
四
年
に
は
サ
ッ
サ
ー
・
ワ
ー
ム
が
五
〇
万
台
以
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
侵
入
し
た
―
―
そ
れ
も
た
っ
た
三
日
で
（
38
）。

そ
の
前
年

に
は
、
ス
ラ
マ
ー
ワ
ー
ム
が
あ
る
特
定
の
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
サ
ー
バ
ー
の
九
割
に
感
染
し
た
―
―
そ
れ
も
た
っ
た
一
五
分
で
。
（
39
）

•

二
〇
〇
三
年
に
はSoB

ig.F

メ
ー
ル
ウ
ィ
ル
ス
は
、
拡
散
中
に
は
送
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル
の
ほ
ぼ
七
割
を
占
め
て
い
た
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
利

用
者
だ
け
で
も
二
三
二
〇
万
通
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
り
つ
け
ら
れ
た
。
（
40
）

こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
孤
立
し
た
事
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
増
大
し
つ
つ
あ
る
パ
タ
ー
ン
の
一
部
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
非
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常
事
態
対
応
チ
ー
ム
が
計
算
す
る
よ
う
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
に
報
告
さ
れ
る
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
事
象
は
爆
発
的
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
デ
ー
タ
か
ら
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
が

作
っ
た
グ
ラ
フ
を
以
下
に
示
す
。
（
41
）

グ
ラ
フ
が
二
〇
〇
四
年
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
象
が
「
あ
ま

り
に
広
範
に
な
り
す
ぎ
て
相
互
に
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
」
と
Ｃ

Ｅ
Ｒ
Ｔ
が
結
論
づ
け
て
い
る
た
め
だ
（
42
）。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
悪
意
ウ
ェ
ア
が
あ
る
の
は
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
。

そ
れ
が
増
え
て
い
る
の
も
驚
か
な
い
。
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
う

し
た
悪
意
ウ
ェ
ア
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
破
壊
力
を
発
揮
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
悪

意
ウ
ェ
ア
の
作
者
は
、
悪
意
あ
る
コ
ー
ド
を
多
く
の
マ
シ
ン
に
き
わ
め
て
高
速

に
配
布
で
き
て
い
る
。
そ
れ
が
で
き
る
な
ら
、
な
ぜ
も
っ
と
害
を
及
ぼ
そ
う
と

す
る
人
が
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
？

た
と
え
ば
マ
シ
ン
百
万
台
に
入
り
込
み
、
同
時
攻
撃
で
そ
の
百
万
台
す
べ
て

の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
消
去
す
る
ウ
ィ
ル
ス
が
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
ジ
ッ

ト
レ
イ
ン
の
論
点
は
、こ
れ
が
容
易
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、む
ず
か
し
い
に

し
て
も
、
そ
の
む
ず
か
し
さ
は
す
で
に
そ
こ
ら
中
に
出
回
っ
て
い
る
ワ
ー
ム
と

同
じ
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
っ
た
ら
な
ぜ
悪
意
コ
ー
ド

作
者
の
一
人
が
本
当
の
被
害
を
及
ぼ
そ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
・

ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
を
阻
止
し
て
い
る
の
は
何
だ
ろ
う
？
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答
え
は
、
は
っ
き
り
し
た
答
え
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
何
か
が
な
ぜ
ま
だ
起
き
て
い
な
い
か
と
い
う
質
問
に
は
っ
き
り
し
た

答
え
が
な
い
な
ら
、
そ
れ
が
い
ず
れ
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
だ
け
の
理
由
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
起
き
た
ら
―
―
悪
意
ウ
ェ

ア
作
者
が
本
当
に
す
さ
ま
じ
く
破
壊
的
な
ワ
ー
ム
を
作
り
出
し
た
ら
―
―
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
政
府
が
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る

だ
け
の
政
治
的
意
志
が
生
ま
れ
る
。
ネ
ッ
ト
を
規
制
可
能
な
空
間
に
変
え
る
と
い
う
作
業
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
。

こ
れ
が
Ｚ
理
論
の
決
定
的
な
（
そ
し
て
一
度
見
れ
ば
自
明
な
）
洞
察
だ
。
恐
怖
は
過
激
な
変
化
の
動
機
と
な
る
。
た
と
え
ば
「
愛
国
者
法
」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、法
執
行
の
変
化（
と
市
民
権
保
護
の
変
化
）を
考
え
て
ほ
し
い
（
43
）。

こ
の
す
さ
ま
じ
く
広
範
な
法
は
、９
・
11
テ
ロ
攻

撃
の
四
五
日
後
に
施
行
さ
れ
た
。
だ
が
同
法
案
の
ほ
と
ん
ど
は
９
・
11
テ
ロ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
法
案
の
作
成
者
た
ち
は
、
深

刻
な
テ
ロ
リ
ス
ト
攻
撃
が
起
き
る
ま
で
は
法
執
行
を
大
幅
に
変
え
る
だ
け
の
政
治
的
な
意
志
が
不
足
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
だ
が
９
・

11
の
引
き
金
が
ひ
と
た
び
引
か
れ
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
い
変
化
が
可
能
に
な
る
。

同
じ
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
悪
意
ウ
ェ
ア
は
か
な
り
の
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
こ
う
し
た
被
害

は
、
脅
威
と
い
う
よ
り
は
た
だ
の
迷
惑
と
し
て
受
け
流
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
の
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
が
起
き
た
ら

―
―
そ
れ
が
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
出
資
に
よ
る
も
の
か
は
さ
て
お
き
―
―
そ
の
迷
惑
が
成
長
し
て
政
治
的
な
意
志
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
政
治
的
な
意
志
は
本
物
の
変
化
を
生
み
出
す
。

ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
の
狙
い
は
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
変
化
に
備
え
さ
せ
る
こ
と
だ
。
か
れ
の
強
力
で
徹
底
し
た
分
析
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

今
ほ
ど
生
成
的
で
な
い
も
の
に
変
え
る
に
あ
た
っ
て
可
能
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
の
分
析
は
そ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
に

な
る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
は
か
れ
に
書
い
て
も
ら
う
と
し
よ
う
。
わ
た
し
が
そ
れ
を
こ
こ
で
指
摘
し
た
理
由
は
、『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
の
議
論

の
穴
を
埋
め
る
答
え
の
概
略
を
示
す
こ
と
だ
。『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
v1
は
手
段
を
示
し
た
。
Ｚ
理
論
は
動
機
を
与
え
る
。

　一
九
九
六
年
に
公
開
さ
れ
た
、『
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ス
・
デ
イ
（
Ｉ
Ｄ
４
）』
と
い
う
ひ
ど
い
映
画
が
あ
っ
た
。
宇
宙
人
の
侵
略
の
お
話
だ
。
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宇
宙
人
が
最
初
に
登
場
す
る
と
、
地
球
人
た
ち
の
多
く
は
、
喜
ん
で
そ
れ
を
歓
迎
す
る
。
こ
う
い
う
理
想
主
義
者
に
と
っ
て
、
相
手
に
悪
意

が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
は
た
だ
の
夢
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
―
―
す
ご
く
ク
ー
ル
な
エ
イ
リ
ア
ン

生
命
体
―
―
に
対
し
て
、
概
し
て
喜
び
が
広
が
る
。

で
も
宇
宙
人
が
現
れ
て
ま
も
な
く
、
宴
た
け
な
わ
の
頃
に
、
雰
囲
気
が
変
わ
る
。
い
き
な
り
、
地
球
の
指
導
者
た
ち
は
こ
の
宇
宙
人
た
ち

が
友
好
的
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
な
り
の
敵
意
を
持
っ
て
や
っ
て
き
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
に
気
が
つ
い
て
ま
も

な
く
、
地
球
は
制
圧
さ
れ
て
し
ま
う
（
事
前
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
の
は
ジ
ェ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ブ
ラ
ム
だ
け
だ
け
れ
ど
、
ま

あ
か
れ
は
ど
ん
な
映
画
で
も
最
初
に
気
が
つ
く
役
だ
か
ら
）。

こ
こ
で
の
わ
た
し
の
話
も
同
じ
だ
（
が
あ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
と
は
願
い
た
い
）。
わ
れ
わ
れ
は
、『
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ス
・
デ
イ
』
の
地

球
人
が
宇
宙
人
を
迎
え
た
の
と
同
じ
く
ら
い
、
ネ
ッ
ト
を
歓
迎
し
て
喜
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
で
拡
大
す
る
の
を
、
そ

の
最
終
的
な
影
響
を
考
え
ず
に
受
け
入
れ
て
き
た
。
で
も
ど
こ
か
の
時
点
で
、
わ
れ
わ
れ
も
脅
威
の
可
能
性
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
そ
れ
自
身
の
自
由
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
す
さ
ま
じ
い
可
能
性
を
抱
え
て

い
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
問
う
こ
と
に
な
る
、
ど
う
対
応
し
た
も
の
か
、
と
。

一
部
の
人
に
は
常
識
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
何
ペ
ー
ジ
も
か
け
て
説
明
し
て
き
た
。
で
も
わ
た
し
の
経
験
だ
と
ど
う
い

う
わ
け
か
、こ
う
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
一
番
重
要
視
す
べ
き
人
々
に
限
っ
て
、わ
た
し
の
論
点
が
理
解
で
き
な
い
。
あ
ま
り
に
多
く
の
人
が
、こ

の
自
由
が
自
然
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
多
く
の
人
が
、
自
由
は
自
分
で
自
分
の
面
倒
を
見
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
あ
ま
り

に
多
く
の
人
が
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ち
が
い
が
価
値
観
の
ち
が
い
を
内
包
し
て
い
て
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
確
立
し
て
推
進
す
る
に
は
、

そ
う
い
う
各
種
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
―
―
つ
ま
り
各
種
コ
ー
ド
―
―
の
中
か
ら
選
択
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、な
ぜ
本
書
の
冒
頭
で
ポ
ス
ト
共
産
主
義
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
、自
己
統
治
、ま
た
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
役
割
の
再
発

見
に
つ
い
て
述
べ
た
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
市
場
の
力
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
商
業
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ア
ー
キ
テ
ク
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チ
ャ
を
推
進
す
る
だ
ろ
う
。
政
府
は
あ
ま
り
大
し
た
こ
と
を
し
な
く
て
も
―
―
何
も
し
な
く
て
も
い
い
か
も
―
―
こ
う
い
う
展
開
を
も
た
ら

せ
る
。
市
場
の
力
は
強
力
す
ぎ
る
。
世
の
中
に
確
実
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
ネ
ッ

ト
上
に
発
達
す
る
と
い
う
こ
と
だ
―
―
そ
し
て
そ
れ
で
ネ
ッ
ト
の
規
制
し
や
す
さ
が
根
本
的
に
変
わ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

で
も
、
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
重
要
な
公
共
的
価
値
観
と
一
貫
性
を
持
つ
よ
う
に
、
政
府
が
何
か
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
は
っ
き
り
し

て
い
る
で
は
な
い
か
。
も
し
商
業
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
来
る
べ
き
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
定
義
す
る
な
ら
、
商
業
的
な
利
害
を
含
ま
な
い
公
共

的
な
価
値
観
も
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
、
ま
さ
に
政
府
の
仕
事
で
は
な
い
か
。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
法
の
一
種
だ
。
人
々
に
何
が
で
き
て
何
が
で
き
な
い
か
を
決
め
る
。
商
業
的
利
害
が
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
決
定
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
私
法
の
一
種
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
別
に
民
間
企
業
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
、

わ
た
し
は
市
場
に
作
ら
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
前
提
を
持
っ
て
い
る
。
で
も
、
こ
の
前
提
に
も
限
界
が
必
要
だ
と
い
う
の
は
、
言
わ
ず
と

知
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
公
共
的
な
価
値
観
は
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
が
望
む
こ
と
の
総
和
で
カ
バ
ー
し
き
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
は
あ
た
り

ま
え
だ
ろ
う
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
全
体
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
は
限
ら
な
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。

ふ
つ
う
は
、
競
合
す
る
価
値
観
集
合
を
記
述
し
て
、
そ
の
中
で
ど
う
い
う
選
択
を
行
な
う
か
を
記
述
す
る
と
、
そ
の
選
択
は
「
政
治
的
」

と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
が
ど
の
よ
う
に
秩
序
化
さ
れ
て
、
ど
の
価
値
観
が
優
先
さ
れ
る
か
と
い
う
選
択
だ
。
価
値
観
の
間
の
選
択
、
規

制
に
つ
い
て
の
選
択
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
選
択
、
自
由
の
空
間
定
義
に
つ
い
て
の
選
択
―
―
こ
れ
は
す
べ
て
政
治
の
話
だ
。
コ
ー

ド
は
価
値
観
を
コ
ー
ド
化
す
る
。
そ
れ
な
の
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
コ
ー
ド
と
い
う
の
が
た
だ
の
工
学
的
な
問
題
で
あ
る
か

の
よ
う
な
口
を
き
く
。
あ
る
い
は
コ
ー
ド
は
市
場
に
任
せ
て
お
く
の
が
一
番
い
い
と
か
。
政
府
が
手
を
出
さ
な
い
の
が
一
番
い
い
と
か
。

で
も
こ
う
い
う
態
度
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
政
治
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
集
合
的
に
、
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
決
め
る
プ
ロ
セ
ス
の

こ
と
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
集
団
主
義
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
―
―
集
団
が
、
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
的
な
統
治
形
態
を

選
ぶ
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
選
択
の
中
身
で
は
な
い
。
政
治
に
つ
い
て
大
事
な
の
は
プ
ロ
セ
ス
だ
。
政
治
と
い
う
の
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は
、
も
の
ご
と
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
道
理
を
述
べ
る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
だ
。

二
〇
年
前
、
法
理
論
の
あ
る
運
動
を
ま
と
め
た
強
力
な
三
部
作
の
中
で
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ン
ガ
ー
は
「
す
べ
て
は
政
治
だ
」
と
説
い
た
（
44
）。

世

界
を
現
状
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
も
の
の
何
一
つ
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
政
治
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
考
え
を
受
け
入
れ
て
は
い
け
な
い
、

と
。
す
べ
て
は
「
取
っ
た
者
勝
ち
」
で
、
す
べ
て
が
変
更
さ
れ
得
る
、
と
。

多
く
の
人
は
ア
ン
ガ
ー
が
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
す
べ
て
を
常
に
取
っ
た
者
勝
ち
状
態
に
し
て
お
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
受

け
取
っ
た
。
す
べ
て
が
変
動
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
、
す
べ
て
は
確
実
で
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
絶
え
ず
変
化
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
、

と
。
で
も
ア
ン
ガ
ー
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

か
れ
の
趣
旨
は
単
に
こ
う
い
う
こ
と
だ
、
個
別
の
社
会
秩
序
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
ち
ゃ
ん
と
調
べ
よ
う
、
権
力
を
求
め
る
な
ら
、

そ
れ
は
そ
う
い
う
必
要
性
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
し
よ
う
。
ブ
ル
ー
ス
・
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
権

力
の
行
使
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
「
な
ぜ
？
」
と
尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
45
）。

ま
あ
別
に
、
そ
の
権
力
が
行
使
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
に
尋
ね

な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
、
い
つ
か
は
尋
ね
な
け
れ
ば
。

こ
の
意
味
で
の
「
権
力
」
は
、
人
間
に
ど
う
に
か
で
き
る
制
約
条
件
と
い
う
だ
け
の
意
味
だ
。
地
球
に
隕
石
が
衝
突
す
る
の
は
「
す
べ
て

は
政
治
だ
」
と
い
う
範
囲
内
の
「
権
力
」
で
は
な
い
。
隕
石
が
地
球
に
ぶ
つ
か
る
か
ど
う
か
は
政
治
で
は
な
い
。
そ
の
帰
結
は
十
分
に
政
治

に
な
り
得
る
け
れ
ど
。
そ
れ
が
ど
こ
に
衝
突
す
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
こ
の
意
味
で
権
力
だ
。
そ
の
現
状
は
、
変
え
ら
れ
る
の
だ
。
政
治
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う

い
う
ふ
う
に
選
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
と
い
う
の
は
、
そ
の
権
力
が
ど
う
行
使
さ
れ
、
誰
に
行
使
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

も
し
コ
ー
ド
が
法
で
あ
る
な
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
書
い
た
よ
う
に
「
コ
ー
ド
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
権
力
だ
」。「
サ
イ
バ
ー

空
間
の
市
民
に
と
っ
て
（
中
略
）
コ
ー
ド
は
（
中
略
）
政
治
的
競
合
に
お
け
る
重
要
な
焦
点
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
を

ま
す
ま
す
構
造
づ
け
る
あ
の
ソ
フ
ト
を
書
く
の
は
、
い
っ
た
い
誰
だ
ろ
う
」
（
46
）。

現
状
の
世
界
で
は
、
コ
ー
ド
作
者
は
ま
す
ま
す
立
法
者
と
な
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り
つ
つ
あ
る
。
か
れ
ら
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
デ
フ
ォ
ル
ト
が
ど
う
な
る
か
を
決
定
す
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
の
か
。
ど
こ
ま

で
匿
名
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
ア
ク
セ
ス
は
ど
こ
ま
で
保
証
さ
れ
る
の
か
。
か
れ
ら
が
そ
の
性
質
を
決
め
る
。
今
は
ネ
ッ
ト
の
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
に
際
す
る
し
が
ら
み
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
か
れ
ら
の
決
定
が
、
ネ
ッ
ト
の
な
ん
た
る
か
を
定
義
す
る
。

コ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
か
、
コ
ー
ド
作
者
が
誰
か
、
そ
の
コ
ー
ド
を
誰
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
―
―
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
司
法

の
実
践
者
が
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
問
題
だ
。
そ
の
答
え
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
の
さ
れ
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
書
の
こ
の
部
分
で
の

わ
た
し
の
主
張
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
規
制
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
規
制
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
規
制
と
は
そ
の
コ
ー

ド
で
あ
り
、
そ
の
コ
ー
ド
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

い
ま
や
規
制
の
力
が
、
現
在
と
は
根
本
的
に
ち
が
っ
た
性
質
や
可
能
性
の
構
造
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
本
書
の
冒
頭
で
ロ
シ
ア
に
つ
い
て

述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
形
の
権
力
が
破
壊
さ
れ
た
ら
、
別
の
形
の
権
力
が
か
わ
り
に
出
て
き
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
狙
い
は
、
こ
の
権
力
を
理
解
し
て
、
そ
れ
が
適
正
に
行
使
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
考
え
る
こ
と
だ
。
デ
ビ
ッ
ド
・
ブ
リ
ン
が

尋
ね
た
通
り
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
ネ
ッ
ト
を
崇
拝
し
て
い
る
な
ら
、
ネ
ッ
ト
を
生
ん
だ
そ
も
そ
も
の
前
提
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
に

こ
そ
証
明
の
義
務
が
あ
る
は
ず
で
は
い
か
？
」
（
47
）

こ
う
し
た
「
そ
も
そ
も
の
前
提
」
は
、
自
由
と
オ
ー
プ
ン
性
に
根
ざ
し
て
い
た
。
見
え
ざ
る
手
が
、
そ
の
両
方
を
い
ま
や
脅
か
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
に
脅
か
し
て
い
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　展
開
し
つ
つ
あ
る
サ
イ
バ
ー
自
由
を
め
ぐ
る
闘
争
の
一
例
は
、
い
ま
だ
に
自
由
で
な
い
中
国
だ
。
中
国
政
府
は
、
現
実
空
間
の
規
範
に
違

反
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ふ
る
ま
い
に
対
し
、
ま
す
ま
す
強
硬
な
姿
勢
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ポ
ル
ノ
提
供
者
は
懲
役
一
〇
年
。

政
府
批
判
者
も
同
様
。
こ
れ
が
人
民
共
和
国
な
ら
、
人
民
も
い
い
ツ
ラ
の
皮
だ
。

こ
う
し
た
訴
追
を
可
能
に
す
る
た
め
、
中
国
は
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
助
け
を
必
要
と
し
た
。
そ
し
て
現
地
法
で
は
、
中
国
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
当
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第五章 コードを規制する

局
に
協
力
す
べ
し
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
々
に
ニ
ュ
ー
ス
に
登
場
す
る
の
は
、
大
手
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
バ
イ
ダ
―
―
ヤ
フ
ー
や

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
を
含
む
―
―
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
な
ら
身
を
す
く
め
る
よ
う
な
政
府
活
動
に
手
を
貸
し
て
い
る
と
い
う
話
だ
。

報
道
さ
れ
る
極
端
な
事
例
だ
け
で
も
十
分
に
ひ
ど
い
。
だ
が
こ
こ
で
わ
た
し
が
描
い
た
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
と
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
例

は
、
グ
ー
グ
ル
だ
。
グ
ー
グ
ル
は
そ
の
す
ば
ら
し
い
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
た
め
に
（
正
当
に
も
）
有
名
だ
。
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
は
、
検
索
結
果
は

余
計
な
要
因
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
発
想
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
企
業
は
検
索
語
を
買
え
る
け
れ
ど
、
そ
の
結
果
は
括
弧
に
入
れ
ら

れ
、
メ
イ
ン
の
検
索
結
果
と
は
区
別
さ
れ
る
。
中
心
に
あ
る
検
索
結
果
―
―
画
面
上
で
目
が
自
然
と
向
か
う
部
分
―
―
は
い
じ
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
結
果
を
い
じ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
企
業
が
中
国
と
い
う
企
業
な
ら
別
だ
。
中
国
の
た
め
に
は
グ
ー
グ
ル
は
特
別
な
ル
ー

チ
ン
を
組
み
込
む
と
約
束
し
た
（
48
）。

中
国
が
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
い
サ
イ
ト
は
、G

oogle.C
N

の
検
索
結
果
に
登
場
し
な
い
。
そ
し
て
何
の
断
り
も

出
な
い
。
検
索
者
に
対
し
、
目
に
し
て
い
る
結
果
が
中
国
の
検
閲
当
局
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
と
教
え
て
く
れ
る
通
知
も
な
い
。

中
国
で
検
索
を
し
た
ら
、
こ
れ
は
い
つ
も
の
グ
ー
グ
ル
に
し
か
見
え
な
い
。
そ
し
て
グ
ー
グ
ル
が
実
に
す
ば
ら
し
い
の
で
、
政
府
が
人
民
に

与
え
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
グ
ー
グ
ル
が
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
て
も
、
人
々
が
グ
ー
グ
ル
に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
中
国
政
府
は

知
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
商
業
と
政
府
の
完
璧
な
ダ
ン
ス
が
あ
る
。
グ
ー
グ
ル
は
、
中
国
の
規
制
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
の
技
術
を
作
れ
る
し
、
中

国
は
同
国
市
場
に
参
加
す
る
条
件
と
し
て
、
グ
ー
グ
ル
か
ら
そ
う
し
た
技
能
を
引
き
出
せ
る
。

こ
の
市
場
の
価
値
は
つ
ま
り
、
グ
ー
グ
ル
に
と
っ
て
は
「
中
立
的
検
索
」
の
原
則
の
価
値
よ
り
も
大
き
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
取
引
が

多
少
な
り
と
も
ま
と
も
な
ら
、
そ
う
で
な
い
と
困
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
わ
た
し
の
狙
い
は
グ
ー
グ
ル
―
―
あ
る
い
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
や
ヤ
フ
ー
―
―
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
企

業
に
は
株
主
が
い
る
。
か
れ
ら
は
企
業
価
値
の
最
大
化
を
要
求
す
る
。
わ
た
し
が
こ
う
し
た
企
業
を
経
営
し
て
い
て
も
、
別
の
行
動
を
取
っ

た
か
ど
う
か
は
自
信
が
な
い
。
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だ
が
最
終
的
に
は
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
わ
た
し
の
論
点
だ
。
商
業
に
は
目
的
が
あ
り
、
政
府
は
そ
れ
を
利
用
し
て
自
分
の
目
的
を
実
現
で
き

る
。
そ
し
て
政
府
は
ま
す
ま
す
、
も
っ
と
頻
繁
に
そ
れ
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
れ
て
、
ネ
ッ
ト
の
特
性
は
変
化
す
る
だ

ろ
う
。

し
か
も
大
幅
に
。
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第
一
部
の
教
訓
は
、
商
業
と
政
府
と
の
絡
み
合
い
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
実
質
的
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変
え
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
変
化
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ふ
る
ま
い
の
規
制
可
能
性
を
高
め
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
透
明
人
間
た
ち
に
は
粉
が
ふ
り
か

け
ら
れ
、
そ
う
な
れ
ば
か
れ
ら
の
行
な
い
は
も
っ
と
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。

だ
が
今
の
と
こ
ろ
わ
た
し
の
話
は
、
政
府
が
規
制
す
る
基
本
的
な
様
式
を
変
え
て
は
い
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
政
府
は
罰
を
与
え
る

ぞ
と
脅
し
、
そ
の
脅
し
は
個
人
が
政
府
の
規
則
に
従
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
描
い
た
サ

イ
バ
ー
空
間
の
実
質
的
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
変
化
は
、
国
が
そ
の
脅
し
を
本
当
に
実
行
し
や
す
く
す
る
し
、
そ
れ
は
犯
罪
的
行
動
の

期
待
価
値
を
減
ら
す
（
願
わ
く
ば
ゼ
ロ
以
下
に
）。
追
跡
可
能
性
は
法
の
強
制
の
効
力
を
高
め
る
。
法
執
行
が
効
率
よ
く
な
れ
ば
、
国

が
決
め
た
規
則
か
ら
外
れ
る
コ
ス
ト
も
増
え
る
。

こ
の
第
二
部
で
は
、
ち
が
っ
た
形
の
規
制
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
伝
統
的
な
規
制
を
や

り
や
す
く
す
る
仕
組
み
で
は
な
い
。
問
題
は
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
―
―
ま
た
は
そ
の
「
コ
ー
ド
」
―
―
そ
の
も
の
が
規
制
者
に

な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
文
脈
で
は
、
個
人
に
適
用
さ
れ
る
規
則
は
、
法
が
強
制
す
る
帰
結
―
―
罰
金
、
投
獄
、
恥
さ
え
も
―
―
の

脅
し
に
よ
っ
て
効
力
を
発
揮
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
規
則
は
一
種
の
物
理
に
よ
っ
て
個
人
に
適
用
さ
れ
る
。
鍵
の
か
か
っ

た
ド
ア
は
、「
入
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
命
令
を
国
に
よ
る
罰
則
の
脅
し
が
裏
づ
け
た
も
の
で
は
な
い
。
鍵
の
か
か
っ
た
ド
ア
は
、

誰
か
が
そ
の
空
間
に
入
ろ
う
と
す
る
自
由
に
対
す
る
物
理
的
な
制
約
だ
。

わ
た
し
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
規
制
形
態
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
ま
す
ま
す
一
般
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
ら

に
、
特
異
で
し
ば
し
ば
直
感
に
反
す
る
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
第
二
部
の
狙
い
は
、
こ
う
し
た
特
異
な
規
制
様
式
を
検
討
し
、
技
術
と

政
策
と
の
絡
み
合
い
を
も
っ
と
系
統
的
に
理
解
す
る
一
助
と
す
る
こ
と
だ
。
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第六章 各種のサイバー空間

第
六
章

各
種
の
サ
イ
バ
ー
空
間

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
サ
イ
バ
ー
空
間
は
区
別
で
き
る
と
述
べ
た
。
こ
の
第
二
部
の
対
象
と
な
る
独
特
の
規
制
形
態
を
明
確
に
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
区
別
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
通
信
メ
デ
ィ
ア
だ
。
人
々
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
上
」

で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
。
人
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
料
金
支
払
い

を
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
予
約
を
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
知
る
。
家
族
に
メ
ー
ル
や
Ｉ
Ｍ
チ
ャ
ッ
ト
で
知
ら
せ
を
送
る
。

こ
う
し
た
用
途
は
、
そ
れ
が
経
済
に
影
響
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
と
っ
て
人
生
を
楽
に
し
た
り
む
ず
か
し
く
し
た
り
す
る
と
い
う

点
で
は
重
要
だ
。
だ
が
、
そ
れ
が
人
の
生
活
を
変
え
る
と
い
う
点
で
は
重
要
で
は
な
い
。
ア
マ
ゾ
ン
で
ク
リ
ッ
ク
一
発
で
本
を
買
え
る
と
い

う
の
は
実
に
ク
ー
ル
だ
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
買
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
本
を
、
わ
た
し
は
何
ト
ン
も
（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
本
当
に
何
ト
ン
も
）

買
っ
て
い
る
。
だ
が
わ
た
し
の
人
生
は
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
は
変
わ
っ
て
い
な
い
（
銀
行
預
金
は
減
っ
た
が
）。
楽
に
は
な
っ
た
し
本
は
増
え

た
が
、
根
本
的
に
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

一
方
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
単
に
人
生
を
楽
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
生
を
変
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
改
善
す
る
も
の
だ
。
ち

が
っ
た
人
生
（
あ
る
い
は

セ

カ

ン

ド

ラ

イ

フ

二
番
目
の
人
生
）
を
送
る
た
め
の
も
の
だ
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
不
可
能
だ
っ
た
形
で
の
や
り
と
り
を
引
き
起
こ
し
、

生
み
出
す
。
そ
の
や
り
と
り
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
昔
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
昔
か

ら
、
こ
こ
で
サ
イ
バ
ー
空
間
が
生
み
出
し
た
と
し
て
描
く
よ
う
な
や
り
と
り
を
生
み
出
し
て
き
た
。
だ
が
こ
う
し
た
サ
イ
バ
ー
空
間
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、
程
度
の
差
を
超
え
て
、
質
の
差
に
ま
で
成
熟
し
た
ち
が
い
を
作
り
出
す
。
こ
う
し
た
空
間
で
の
や
り
と
り
に
は
何
か
独
特
の
も

の
が
あ
る
し
、
そ
の
規
制
さ
れ
方
は
こ
と
さ
ら
独
特
だ
。
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サ
イ
バ
ー
空
間
の
人
生
は
、
主
に
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ー
ド
を
通
じ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
の
意
味
で
の
規
制
で
は
な
い
―
―

わ
た
し
の
論
点
は
、
別
に
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
誰
が
ど
こ
で
何
を
し
た
か
知
り
や
す
く
な
り
、
悪
い
こ
と
を
し
た
人
々
に
罰
が
く
だ
さ
れ
や
す

く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
監
獄
の
鉄
格
子
が
囚
人
の
動
き
を
規
制
す
る
と
い
う
意
味
で
の
規
制
、
あ
る
い
は
階
段
が
身
障

者
の
ア
ク
セ
ス
を
規
制
す
る
と
い
う
意
味
で
の
規
制
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
規
制
者
は
コ
ー
ド
だ
。
そ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
が
提
供
さ
れ

る
条
件
を
定
義
づ
け
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
条
件
を
決
め
る
人
々
は
ま
す
ま
す
、
自
分
た
ち
の
一
番
得
に
な
る
ふ
る
ま
い
を
実
現
す

る
手
段
と
し
て
コ
ー
ド
に
注
目
し
つ
つ
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
然
り
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ー
ド
も
ま
た
規
制
者
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
暮
ら
す
人
々
は
そ
の
規
制

の
下
に
あ
る
。
だ
が
本
章
で
の
わ
た
し
の
戦
略
は
、
も
っ
と
変
わ
っ
た
例
か
ら
始
め
て
、
お
な
じ
み
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
作
り
上
げ

よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
た
ぶ
ん
暮
ら
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
世
界
に
こ
う
し
た
技
法
が
適
用
さ
れ
る
の
を
見
れ
ば
、
い
つ
も
暮
ら
し
て
い
る

世
界
に
こ
う
し
た
技
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
も
認
識
で
き
る
だ
ろ
う
。

　サ
イ
バ
ー
空
間
は
一
つ
の
場
所
で
は
な
い
。
多
数
の
場
所
だ
。
こ
の
多
数
の
場
所
の
性
質
は
、
同
じ
で
は
な
い
。
か
な
り
根
本
的
な
と
こ

ろ
で
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、
一
部
は
そ
の
場
所
に
い
る
人
た
ち
の
ち
が
い
か
ら
き
て
い
る
。
で
も
人
口
構
成
だ
け
で
は
こ
の
ち

が
い
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
の
何
か
が
起
き
て
い
る
。

テ
ス
ト
を
し
て
み
よ
う
。
以
下
の
文
を
読
ん
で
、
記
述
が
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
る
か
ど
う
か
考
え
て
み
よ
う
。

わ
た
し
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
二
〇
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
人
に
、
今
世
紀
初
頭
の
数
十
年
で
失
わ
れ
た
と
多
く
の
人
々
が
感
じ
て

い
る
も
の
を
回
復
さ
せ
る
と
約
束
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
―
―
そ
れ
は
安
定
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
だ
。
し
っ
か
り
し
た
場

所
の
感
覚
。
そ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
聞
い
て
み
れ
ば
、
み
ん
な
回
線
上
の
電
子
的
な
衝
動
の
交
換
以
上
の
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も
の
が
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
と
語
る
だ
ろ
う
。
単
な
る
仮
想
町
内
会
で
は
な
い
（
中
略
）。
そ
れ
は
Ｗ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
の
フ
ィ
ル
・
カ
タ
ル
フ
ォ
の

よ
う
な
人
が
、
夜
遅
く
ま
で
白
血
病
で
苦
し
む
子
の
世
話
を
し
て
い
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
に
ロ
グ
オ
ン
し
て
自
分
の
苦
悶
と
恐
れ
を
語
る
と
き
に
、

ほ
か
の
人
た
ち
か
ら
く
る
慰
め
で
も
あ
る
。
人
は
地
理
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
や
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
本
当
に
お
互

い
を
気
に
か
け
、
恋
に
落
ち
る
。
そ
し
て
そ
の
「
仮
想
」
接
続
性
こ
そ
が
、
ま
す
ま
す
公
共
生
活
の
断
片
化
と
利
益
団
体
の
極
端
化
と
都
会
生

活
の
疎
外
に
つ
い
て
不
安
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
国
に
お
い
て
、
本
物
の
希
望
の
し
る
し
な
の
だ
。
（
1
）

こ
の
種
の
物
言
い
に
対
し
て
二
種
類
の
反
応
が
あ
る
。「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
に
し
ば
ら
く
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
う
い
う
物
言
い

は
き
わ
め
て
お
な
じ
み
だ
。
こ
の
人
た
ち
は
、
最
初
か
ら
各
種
の
「
ネ
ッ
ト
」
に
い
た
人
た
ち
だ
。
孤
立
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
―
ロ
ー
カ

ル
Ｂ
Ｂ
Ｓ
（
掲
示
板
サ
ー
ビ
ス
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
）
や
、
あ
る
い
は
マ
イ
ク
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
（
上
の
一
節
の
著
者
）
の
好
き
な
言
い
方
で
は

「T
he

W
E

L
L

」
み
た
い
な
「
か
っ
こ
い
い
」
ア
ド
レ
ス
―
―
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
引
っ
越
し
て
き
た
人
だ
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
ネ
ッ

ト
は
会
話
と
接
続
と
交
換
の
場
所
だ
。
実
空
間
で
の
生
活
を
ち
が
っ
た
も
の
に
す
る
た
め
の
、
奔
放
な
可
能
性
の
あ
る
場
所
だ
。

で
も
こ
の
「
空
間
」
に
最
近
引
っ
越
し
て
き
た
人
な
ら
（
老
兵
ど
も
は
そ
う
い
う
人
を
「
タ
コ
」
と
か
「
ニ
ュ
ー
ビ
ー
」
と
か
素
人
と
か

呼
ぶ
）、
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
株
価
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
映
画
を
調
べ
た
り
す
る
く
ら
い
し
か
し
な
い
人
な
ら
、
こ
う
い
う
物
言

い
に
は
た
ぶ
ん
い
ら
い
ら
す
る
だ
ろ
う
。
人
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、
つ
ま
り
接
続
す
る
特
別
な
方
法
に
つ
い
て
話
を
し
た
り
、
こ
の
空
間
が

人
生
を
変
え
る
す
さ
ま
じ
い
力
を
持
つ
と
か
言
う
と
、
あ
な
た
は
た
ぶ
ん
尋
ね
る
だ
ろ
う
。「
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
が
場
所
だ
っ
て
の
は
な

ん
の
こ
っ
ち
ゃ
？
」
単
に
メ
ー
ル
を
送
っ
た
り
ウ
ェ
ブ
サ
ー
フ
ィ
ン
し
た
だ
け
の
素
人
に
し
て
み
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と

い
う
の
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
神
秘
主
義
だ
。
こ
ん
な
広
告
ま
み
れ
の
ペ
ー
ジ
や
回
転
す
る
ア
イ
コ
ン
だ
ら
け
の
場
所
が
、
ど
う
す
り
ゃ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
な
る
ん
だ
ろ
う
、
ま
し
て
空
間
だ
な
ん
て
？

正
気
の
素
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
Ｊ
ａ
ｖ
ａ
で
舞
い
上
が
っ
た
お
た

め
ご
か
し
に
し
か
聞
こ
え
な
い
（
2
）。
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素
人
は
、今
日
の
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
だ
（
3
）。

ネ
ッ
ト
が
会
話
と
対
話
の
た
め
の
場
所
だ
っ
た
、あ
の
古
き
良
き
時
代
を

わ
れ
わ
れ
が
ど
ん
な
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
い
た
と
こ
ろ
で
、
今
の
ほ
と
ん
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
ネ
ッ
ト
の
機
能
は
そ
う
い
う
も

の
で
は
な
い
。
ブ
ロ
ガ
ー
や
創
造
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
爆
発
的
に
増
え
て
い
る
。
だ
が
ブ
ロ
ガ
ー
は
い
ま
だ
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者

の
ほ
ん
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
し
か
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
大
半
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
理
想
と
は
何
の
つ
な
が
り
も
な
い
。

サ
イ
バ
ー
空
間
は
そ
の
感
触
か
ら
し
て
変
わ
っ
た
（
4
）。

見
か
け
も
、
何
が
で
き
る
か
も
、
ど
う
接
続
す
る
か
も
―
―
そ
の
す
べ
て
が
変
わ
っ

た
。
・な
・ぜ
変
わ
っ
た
か
、
と
い
う
の
は
複
雑
な
問
題
だ
―
―
完
全
な
答
え
は
、
わ
た
し
に
は
提
供
で
き
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
変
わ
っ
た

の
は
、
一
部
は
人
々
―
―
何
者
か
、
興
味
は
何
か
―
―
が
変
わ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
一
部
は
、
そ
の
空
間
が
提
供
す
る
可
能
性
が
変
わ
っ

た
か
ら
だ
。

で
も
そ
の
変
化
の
一
部
は
、
空
間
そ
の
も
の
か
ら
き
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
会
話
や
対
話
は
ど
れ
も
、
特
定
の
種
類
の
空
間
で
の
み

栄
え
る
。
ほ
か
の
種
類
の
空
間
で
は
消
え
て
し
ま
う
（
5
）。

わ
た
し
の
希
望
は
、
こ
の
二
つ
の
環
境
の
間
の
ち
が
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
。

以
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ち
が
っ
た
サ
イ
バ
ー
場
所
を
記
述
し
て
い
る
。
狙
い
は
、
観
察
さ
れ
る
ち
が
い
に
つ
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
い
い

の
か
、
直
感
を
養
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
。
こ
の
直
感
が
、
今
度
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
方
向
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
役
に
立
っ
て
く
れ
る
。

空
間
の
価
値
観

空
間
に
は
価
値
観
が
あ
る
（
6
）。

そ
の
価
値
観
を
、
空
間
は
そ
こ
で
許
可
・
禁
止
す
る
行
為
や
生
活
を
通
じ
て
表
現
す
る
。
マ
ー
ク
・
ス
テ

フ
ィ
ッ
ク
が
述
べ
る
よ
う
に
、
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サ
イ
バ
ー
空
間
内
の
障
壁
―
―
区
分
け
さ
れ
た
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
、
デ
ジ
タ
ル
封
筒
な
ど
ア
ク
セ
ス
を

制
限
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
―
―
は
国
境
や
物
理
的
強
化
、
距
離
な
ど
の
影
響
と
似
て
い
る
。
誰
が
ど
の
デ
ジ
タ
ル
物
体
を
ア
ク
セ
ス
で
き

て
、
ど
の
デ
ジ
タ
ル
物
体
が
他
の
デ
ジ
タ
ル
物
体
と
や
り
と
り
で
き
る
か
と
い
う
の
を
決
め
る
の
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
だ
。
こ
う
し
た
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
が
人
間
の
や
り
と
り
を
ど
う
規
制
す
る
か
―
―
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
変
化
を
調
整
す
る
か
―
―
は
ど
ん
な
選
択
が
行
な
わ
れ
る
か

次
第
だ
。
（
7
）

選
択
と
い
う
こ
と
は
、
ち
が
っ
た
つ
く
り
の
空
間
は
も
の
ご
と
を
ち
が
っ
た
形
で
許
可
・
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
ず
は
こ
の
発
想

か
ら
は
っ
き
り
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
を
挙
げ
よ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
始
時
に
は
、
通
信
は
文
字
を
使
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

リ
レ
ー
・
チ
ャ
ッ
ト
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
、
電
子
メ
ー
ル
は
す
べ
て
文
字
だ
け
の
や
り
と
り
に
制
限
さ
れ
て
い
た
―
―
誰
か
が
タ
イ
プ
し
た
（
と
見

え
る
）
画
面
上
の
文
章
だ
け
。

こ
の
制
限
の
理
由
は
ま
あ
そ
こ
そ
こ
明
ら
か
だ
ろ
う
。
初
期
の
ネ
ッ
ト
生
活
の
帯
域
幅
が
と
て
も
狭
か
っ
た
か
ら
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
ユ
ー

ザ
ー
が
一
二
〇
〇
ボ
ー
で
接
続
し
て
い
る
（
そ
れ
も
運
が
よ
け
れ
ば
の
話
）
環
境
で
は
、
画
像
や
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
ビ
デ
オ
は
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
に
と
て
つ
も
な
い
時
間
が
か
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
た
か
さ
え
怪
し
い
。
必
要
な
の
は
効
率
よ
い
通
信
手
段

だ
―
―
そ
し
て
文
章
は
一
番
効
率
よ
い
方
法
の
一
つ
だ
（
8
）。

多
く
の
人
は
初
期
ネ
ッ
ト
の
こ
の
事
実
を
、
制
約
だ
と
思
っ
て
い
る
。
技
術
的
に
は
確
か
に
そ
う
だ
。
で
も
技
術
的
な
記
述
だ
け
で
は
、

あ
る
種
の
生
活
を
可
能
に
し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
の
規
範
的
な
記
述
を
カ
バ
ー
し
き
れ
て
い
な
い
。
こ
の
規
範
的
な
見
方
か
ら
す

る
と
、
こ
の
制
約
条
件
は
逆
に
長
所
に
も
な
っ
た
。
制
約
す
る
一
方
で
可
能
に
す
る
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
文
字
だ
け
と
い
う
制

約
は
、
実
空
間
の
生
活
で
ハ
ン
デ
を
持
っ
た
人
た
ち
に
は
、
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
う
い
う
階
層
を
三
つ
考
え
て
み
よ
う
―
―
目
の
見
え
な
い
人
、
耳
の
聞
こ
え
な
い
人
、「
醜
い
」
人
。
実
空
間
で
は
、
こ
う
い
う
人
た
ち

は
通
信
能
力
の
点
で
、
す
さ
ま
じ
い
制
約
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
目
の
見
え
な
い
人
は
、
実
空
間
で
は
目
が
見
え
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
絶
え
ず
ぶ
ち
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
前
提
に
よ
り
完
全
に
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
実
空
間
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
を
レ
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ト
す
る
の
に
す
さ
ま
じ
い
コ
ス
ト
を
負
わ
さ
れ
る
。
耳
の
聞
こ
え
な
い
人
は
、
実
空
間
で
は
耳
が
聞
こ
え
る

と
い
う
想
定
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
直
面
す
る
。
そ
の
人
も
、
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
レ
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ト
に
す
さ
ま
じ
い
コ
ス
ト
を
負
わ

さ
れ
る
。「
醜
い
」
人
は
実
空
間
で
は
（
バ
ー
や
社
交
ク
ラ
ブ
を
考
え
て
ほ
し
い
）、
自
分
の
外
見
が
あ
る
種
の
親
密
さ
を
実
現
す
る
の
に
障

害
と
な
る
よ
う
な
、
社
会
規
範
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
ぶ
ち
あ
た
る
。
そ
う
い
う
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
適
応
す
る
た
め
に
、
す
さ
ま
じ
く
苦

し
む
こ
と
に
な
る
。

実
空
間
で
、
こ
の
三
グ
ル
ー
プ
は
「
残
り
の
人
た
ち
」
よ
り
ハ
ン
デ
が
つ
く
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
ぶ
ち
あ
た
る
。
で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
、

最
初
の
形
で
は
、
そ
の
ハ
ン
デ
は
な
か
っ
た
。

目
の
見
え
な
い
人
は
、
音
読
ソ
フ
ト
を
実
装
し
て
文
を
読
ま
せ
（
機
械
経
由
で
き
た
文
章
は
も
ち
ろ
ん
機
械
が
読
め
る
）、
タ
イ
プ
で
返
事

を
す
れ
ば
い
い
。
ネ
ッ
ト
上
の
ほ
か
の
人
は
、
そ
れ
を
タ
イ
プ
し
た
人
の
目
が
見
え
な
い
な
ん
て
、
自
分
か
ら
言
い
出
さ
な
い
限
り
知
り
よ

う
が
な
い
。
目
の
見
え
な
い
人
と
見
え
る
人
が
対
等
に
な
る
。

耳
の
聞
こ
え
な
い
人
も
同
じ
だ
。
こ
の
初
期
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
何
も
聞
く
必
要
は
な
い
。
多
く
の
耳
の
聞
こ
え
な
い
人
は
、
初

め
て
自
分
の
耳
が
聞
こ
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
形
で
会
話
や
対
話
が
で
き
た
。
耳
の
聞
こ
え
な
い
人
た
ち
は
、
聞
こ
え

る
人
と
対
等
だ
っ
た
。

「
醜
い
」
人
も
同
じ
だ
。
外
見
が
や
り
と
り
ご
と
に
送
信
さ
れ
た
り
は
し
な
い
か
ら
、
魅
力
の
な
い
人
も
、
外
見
だ
け
で
自
動
的
に
決
め
つ

け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
親
密
な
会
話
が
持
て
た
。
肉
体
（
き
わ
め
て
下
世
話
な
意
味
で
の
肉
体
）
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
戯
れ
た
り
遊

ん
だ
り
性
的
に
な
れ
た
り
し
た
。
ネ
ッ
ト
の
最
初
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
こ
の
人
た
ち
は
「
美
し
い
」
人
た
ち
と
対
等
だ
っ
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
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チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
で
は
、
ど
き
っ
と
す
る
目
つ
き
や
魅
惑
の
微
笑
、
隆
々
の
筋
肉
は
役
に
立
た
な
い
。
ウ
ィ
ッ
ト
、
熱
意
、
明
晰
さ
が
役
に

立
つ
。

も
と
の
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
に
、
実
空
間
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
与
え
て
く
れ
た
。
も

っ
と
一
般
化
す
る
と
、
そ
れ
は
人
々
が
直
面
し
た
メ
リ
ッ
ト
と
負
担
の
配
合
を
変
え
た
―
―
実
空
間
と
の
比
較
で
は
、
文
章
に
長
け
た
人
た

ち
は
力
を
持
ち
、
魅
力
あ
る
人
た
ち
の
力
は
減
っ
た
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
こ
う
し
た
力
を
与
え
、
奪
っ
た
わ
け
だ
。

今
の
説
明
で
は
、
こ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
実
空
間
で
ハ
ン
デ
を
負
っ
て
い
る
人
だ
け
の
よ
う
だ
け
れ
ど
、
で
も
「
ハ
ン
デ
」
と
い
う
の

は
相
対
的
な
も
の
だ
（
9
）。

も
っ
と
厳
密
に
は
、
空
間
は
「
力
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
変
え
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
友

人
―
―
目
を
み
は
る
ほ
ど
の
美
女
で
、
権
力
も
あ
り
、
既
婚
で
成
功
し
て
い
る
―
―
は
、
な
ぜ
自
分
が
何
時
間
も
政
治
関
係
の
チ
ャ
ッ
ト
空

間
で
す
ご
し
て
、
い
ろ
い
ろ
政
治
的
な
話
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
た
。

あ
た
し
み
た
い
な
人
間
で
い
る
の
が
ど
う
い
う
こ
と
か
、
あ
な
た
に
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
一
生
ず
っ
と
、
何
か
言
え
ば
そ
れ

が
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る
世
界
で
生
き
て
き
た
。
何
か
言
っ
た
ら
、
そ
の
中
身
で
判
断
さ
れ
た
。
あ
た
し
の
場
合
、
こ
の
空
間
以

前
に
は
、
自
分
の
こ
と
ば
が
額
面
通
り
に
聞
い
て
も
ら
え
る
空
間
な
ん
か
持
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
い
つ
だ
っ
て
「
ネ
ー
チ
ャ

ン
」
だ
の
「
奥
さ
ん
」
だ
の
「
お
母
さ
ん
」
だ
の
の
こ
と
ば
。
あ
た
し
は
自
分
自
身
と
し
て
話
せ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
で
も
こ
こ
で
は
、
あ

た
し
は
し
ゃ
べ
っ
た
通
り
の
自
分
。

明
ら
か
に
、
こ
の
空
間
は
彼
女
に
力
を
与
え
て
い
る
。
実
空
間
で
彼
女
が
「
ハ
ン
デ
を
負
っ
て
い
る
」
と
思
う
人
は
い
な
か
っ
た
に
し
て

も
（
10
）。
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そ
の
う
ち
帯
域
幅
が
拡
大
す
る
と
、
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
変
わ
っ
た
。
メ
リ
ッ
ト
と
負
担
の
配
合
も
、
そ
れ
に
つ
れ
て
変
わ
っ
た
。

画
像
が
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ウ
ェ
ブ
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
に
入
り
込
ん
だ
ら
、目
の
見
え
な
い
人
は
ま
た「
目
の
見
え
な
い
」人
に
な
っ
た
。
バ
ー

チ
ャ
ル
空
間
で
サ
ウ
ン
ド
フ
ァ
イ
ル
や
会
話
が
作
ら
れ
る
と
、耳
の
聞
こ
え
な
い
人
は
ま
た「
耳
が
聞
こ
え
な
い
」状
態
に
。
そ
し
て
チ
ャ
ッ

ト
ル
ー
ム
が
区
分
さ
れ
て
、
文
字
だ
け
の
と
こ
ろ
と
、
ビ
デ
オ
カ
ム
が
チ
ャ
ッ
ト
中
の
人
た
ち
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
画
像
を
送
る
と
こ
ろ
が
分

か
れ
る
と
、
ビ
デ
オ
上
で
魅
力
の
な
い
人
は
、
ま
た
も
や
魅
力
を
失
っ
た
（
11
）。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
変
わ
れ
ば
「
障
害
者
」
の
定
義
も
変
わ
っ

て
く
る
わ
け
だ
。

わ
た
し
は
別
に
、
ネ
ッ
ト
は
変
わ
る
べ
き
で
な
い
と
論
じ
た
い
の
で
は
な
い
―
―
で
も
も
ち
ろ
ん
、
音
声
や
画
像
の
も
た
ら
す
ハ
ン
デ
が

最
小
限
に
な
る
よ
う
な
方
法
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
採
用
す
べ
き
だ
け
れ
ど
（
12
）。「

障
害
者
」
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で

も
こ
こ
で
の
わ
た
し
の
論
点
は
、
そ
れ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
関
係
が
な
い
。
こ
う
い
う
例
を
使
っ
た
の
は
、
単
に
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

だ
―
―
コ
ー
ド
の
構
造
と
、
そ
の
コ
ー
ド
が
可
能
に
す
る
世
界
と
の
関
連
。
コ
ー
ド
は
サ
イ
バ
ー
空
間
を
作
り
上
げ
る
。
空
間
は
、
人
や
集

団
に
力
を
与
え
、
奪
う
。
し
た
が
っ
て
コ
ー
ド
に
つ
い
て
の
選
択
は
、
誰
が
、
何
が
、
そ
し
て
一
番
重
要
な
の
は
ど
ん
な
形
の
生
活
が
力
を

与
え
ら
れ
、
ど
ん
な
も
の
が
力
を
与
え
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
選
択
で
も
あ
る
の
だ
。

サ
イ
バ
ー
場
所

以
上
の
論
点
を
さ
ら
に
強
化
す
る
に
は
、
つ
く
り
が
ち
が
っ
て
い
て
、
し
た
が
っ
て
ち
が
う
生
活
の
形
態
を
作
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
見
て
や
り
、
何
が
そ
の
ち
が
い
を
可
能
に
し
て
い
る
か
考
え
れ
ば
い
い
。
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Ａ
Ｏ
Ｌ
（
ア
メ
リ
カ
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ア
メ
リ
カ
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ａ
Ｏ
Ｌ
）
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
だ
―
―
「
ず
ば
ぬ
け
た
世
界
最
大
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
（
13
）で

、
一

九
九
八
年
の
利
用
者
数
は
一
二
〇
〇
万
人
ほ
ど
、
今
日
で
は
二
七
〇
〇
万
人
だ
（
14
）。

だ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
を
合
わ

せ
た
人
口
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
自
称
し
て
い
る
。
巨
大
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
れ
ど
、
で
も
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
は
ち
が
い
な
い
。

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
憲
法
が
あ
る
―
―
明
文
化
さ
れ
た
文
書
と
い
う
意
味
で
は
な
く
（
と
い
っ
て
も
明
文
規
定
も
あ
る
け
れ
ど
）、
そ

こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
生
活
を
定
義
づ
け
る
生
活
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
感
覚
、
と
い
う
意
味
で
の
憲
法
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
創
設
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
こ
の
場
所
を
歌
い
上
げ
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
人
々
が

チ
ャ
ッ
ト
や
掲
示
板
や
電
子
メ
ー
ル
を
通
じ
て
相
互
に
交
流
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
（
今
日
の
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
ア
メ
リ
カ

郵
便
が
運
ぶ
よ
り
多
く
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
毎
日
配
信
し
て
い
る
（
15
））。

そ
れ
以
前
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
や
広
告
の
提
供
に
ば
か
り

気
を
と
ら
れ
て
、
交
流
や
や
り
と
り
の
可
能
性
を
制
限
し
た
り
、
無
視
し
た
り
し
た
け
れ
ど
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
交
流
こ
そ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
差

を
つ
け
る
も
の
だ
と
捉
え
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
売
り
物
に
し
て
拡
大
し
、
人
が
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
る
場
所
と
し
て
広
ま
っ
た
の

が
Ａ
Ｏ
Ｌ
だ
っ
た
（
16
）。

こ
の
交
流
は
そ
の
場
所
の
ル
ー
ル
に
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
ル
の
一
部
は
公
式
の
も
の
で
、
一
部
は
慣
習
だ
。
公
式
の
も
の
は
、
た
と

え
ば
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
参
加
す
る
と
き
に
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
同
意
す
る
条
件
だ
。
こ
の
条
件
は
こ
の
空
間
内
の
幅
広
い
ふ
る
ま
い
を
規
制
し
て

い
て
、
こ
れ
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
メ
ン
バ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ど
こ
で
行
な
う
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
規
制
だ
（
17
）。

こ
う
し
た
ル
ー
ル
は
ま
す
ま
す
論
争
の
も
と
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
方
針
は
「
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
ザ
ー
」
的
や
り
口
、
と
呼
ば
れ
た

り
し
た
。
議
論
が
白
熱
し
て
く
る
と
、
無
礼
な
や
り
と
り
も
生
ま
れ
る
。
で
も
無
礼
さ
や
攻
撃
性
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
交
流
が
つ
ぶ
さ
れ
る
と
、「
検
閲
だ
」
と
い
う
声
が
あ
が
る
（
18
）。

125



こ
こ
で
の
わ
た
し
の
狙
い
は
、「
ネ
チ
ケ
ッ
ト
」
ル
ー
ル
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
ほ
か
に
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
メ
ン
バ
ー
を
規
制

す
る
ル
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
―
―
契
約
条
件
に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
場
所
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
そ
の
も
の
が
表
現
す
る
ル
ー
ル

だ
。
こ
の
ル
ー
ル
こ
そ
が
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
憲
法
の
一
番
だ
い
じ
な
部
分
な
の
に
、
こ
の
サ
イ
バ
ー
場
所
で
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
も
の
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
、
み
ん
な
最
後
ま
で
思
い
つ
か
な
い
の
も
そ
れ
だ
。

そ
こ
で
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
の
メ
ン
バ
ー
は
（
19
）、

五
人
の
ど
の
人
物
に
で
も
な
れ
る
。
こ
れ
が
そ
の
空
間
の
驚
く
べ
き
特
徴
の
一
つ
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
ア
カ
ウ
ン
ト

を
持
つ
と
、
最
大
五
つ
ま
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
権
利
が
あ
る
。
五
つ
の
ち
が
っ
た
「
ス
ク
リ
ー
ン
名
」
が
持
て
て
、
そ
れ
が
実
質

的
に
五
つ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
機
能
す
る
。
一
部
の
ユ
ー
ザ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
五
つ
の
ス
ク
リ
ー
ン
名
を
使
っ
て
家
族
の

そ
れ
ぞ
れ
に
Ａ
Ｏ
Ｌ
ア
ク
セ
ス
を
持
た
せ
る
。
で
も
、
み
ん
な
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
Ａ
Ｏ
Ｌ
ア
カ
ウ
ン
ト
を
使
う
わ
け
で
は
な
い
。
独
身
女

性
が
初
め
て
Ａ
Ｏ
Ｌ
ア
カ
ウ
ン
ト
を
取
得
し
た
と
こ
ろ
を
考
え
て
ほ
し
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
彼
女
が
望
み
通
り
に
定
義
で
き
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
五
つ
あ
げ
る
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
で
使
え
る
五
つ
の
ち
が
っ
た
人
格
だ
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
？

ス
ク
リ
ー
ン
名
と
い
う
の
は
、
自
分
が
シ
ス
テ
ム
上
に
い
る
と
き
に
自
分
を
同
定
す
る
た
め
の
ラ
ベ
ル

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の
名
前
で
あ
る
必
要
は
な
い
（
自
分
の
名
前
に
し
た
く
て
も
で
き
な
い
と
き
も
あ
る
）。
も
し
あ
な
た
の
ス
ク

リ
ー
ン
名
が“StrayC

at”

な
ら
、
人
々
は“straycat@

aol.com
”

に
メ
ー
ル
を
送
れ
ば
あ
な
た
に
コ
ン
タ
ク
ト
で
き
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
に

い
れ
ば
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
シ
ス
テ
ム
上
で
誰
か
が
あ
な
た
に
話
し
た
け
れ
ば
、StrayC

at

に
呼
び
出
し
を
か
け
れ
ば
い
い
。
す
る
と
画
面
上
に
ダ
イ

ア
ロ
グ
が
出
て
き
て
、
呼
び
出
し
た
人
と
話
が
し
た
い
か
ど
う
か
、
あ
な
た
に
尋
ね
て
く
る
。
も
し
あ
な
た
が
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
入
っ
た

ら
、
そ
こ
の
住
人
一
覧
に
は
、
あ
な
た
が“StrayC

at”

と
し
て
追
加
さ
れ
る
。

で
もStrayC

at

と
い
う
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
二
つ
目
の
次
元
が
出
て
く
る
。StrayC

at

は
、StrayC

at

が
自

称
す
る
人
物
だ
。
自
分
を
、
誰
で
も
な
い
存
在
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
メ
ン
バ
ー
名
簿
に
自
分
に
つ
い
て
の
説
明
を
入
れ
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た
け
れ
ば
、
そ
の
説
明
は
好
き
な
だ
け
詳
し
く
も
す
か
す
か
に
も
で
き
る
。
本
当
の
こ
と
を
書
い
て
も
ウ
ソ
で
も
い
い
。
明
瞭
で
も
あ
い
ま

い
で
も
、
誘
う
よ
う
で
も
拒
絶
す
る
よ
う
で
も
か
ま
わ
な
い
。
切
手
コ
レ
ク
タ
ー
用
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
でStrayC

at

に
出
く
わ
し
た
人

が
彼
女
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
読
ん
だ
ら
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
に
住
む
独
身
女
性
だ
と
書
い
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
何
が
起
き
る
か
は

誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
こ
れ
はStrayC

at

の
五
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
を
う
ろ
う
ろ
す
る
と
き
、StrayC

at

は
別
の
人
格
を
使
う
の
が
好
き
だ
と
し
よ
う
。
そ
う
し
た
ら
別
の
ス
ク
リ
ー
ン
名
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
内
で
好
き
な
よ
う
に

定
義
す
れ
ば
い
い
。StrayC

at
は
、
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
や
政
治
関
係
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
真
剣
な
議
論
を
す
る
と
き
に
は
、
本
名
で

話
が
し
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
ら
自
分
の
実
名
に
近
い
ス
ク
リ
ー
ン
名
を
選
ん
で
、
自
分
の
本
当
の
正
体
ど
お
り
の
定
義
を
す
れ

ば
い
い
。
ほ
か
の
と
き
、StrayC

at
は
男
の
ふ
り
を
し
た
い
か
も
し
れ
な
い
―
―
仮
想
の
男
装
を
し
て
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
可
能
性
も
引
き

受
け
る
。
そ
う
し
た
ら
、
ス
ク
リ
ー
ン
名
の
一
つ
は
男
の
名
前
か
も
し
れ
な
い
。
な
ど
な
ど
。
重
要
な
の
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
認
め
る
複
数
性
と
、

そ
の
複
数
性
が
許
容
す
る
自
由
だ
。

StrayC
at

本
人
以
外
に
は
、
ど
の
ス
ク
リ
ー
ン
名
が
彼
女
の
も
の
か
を
知
る
こ
と
は
な
い
。
彼
女
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
一
覧

を
公
開
し
な
く
て
い
い
し
、
誰
も
彼
女
が
何
者
か
突
き
止
め
ら
れ
な
い
（
彼
女
が
ル
ー
ル
を
破
ら
な
い
限
り
）。（
ア
メ
リ
カ
海
軍
に
Ａ
Ｏ
Ｌ

が
メ
ン
バ
ー
の
一
人
の
名
前
を
明
か
し
て
、
そ
の
た
め
そ
の
人
が
同
性
愛
を
理
由
に
海
軍
に
訴
追
さ
れ
た
事
件
が
あ
っ
て
か
ら
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は

き
わ
め
て
厳
格
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
を
採
用
し
て
、
そ
う
し
た
逸
脱
が
二
度
と
起
き
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
（
20
））

つ
ま
り
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
の
あ
な
た
は
、実
空
間
の「
コ
ー
ド
作
者
た
ち
」が
絶
対
に
与
え
て
く
れ
な
い
す
ば
ら
し
い
匿
名
の
力
を
与
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
実
空
間
で
同
じ
よ
う
に
多
重
生
活
を
送
っ
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
生
活
が
相
容
れ
な
か
っ
た
り
一
貫
し
て

い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
や
っ
て
い
け
る
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
夏
の
間
は
シ
カ
ゴ
・
カ
ブ
ス
の
フ
ァ

ン
で
、
冬
の
間
は
オ
ペ
ラ
マ
ニ
ア
に
な
る
と
か
。
で
も
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
隠
す
た
め
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
い
と
、
実
空
間
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で
は
い
つ
も
自
分
自
身
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
簡
単
に
別
の
人
物
を
定
義
し
た
り
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
、
そ
し
て
も
っ

と
重
要
な
こ
と
は
（
そ
し
て
も
っ
と
む
ず
か
し
い
こ
と
は
）、
そ
れ
を
本
当
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
分
離
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
憲
法
の
最
初
の
特
徴
だ
―
―
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
特
徴
。
二
番
目
の
特
徴
は
、
発
言
に
関
連
し
て
い

る
―
―
何
が
、
ど
こ
で
言
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
。

穏
当
な
範
囲
内
で
、
適
切
な
場
所
に
い
れ
ば
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
は
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
る
。
で
も
そ
の
制
限
を
超
え
る
と
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
の
発

言
は
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
形
で
制
約
さ
れ
て
い
る
。
ル
ー
ル
に
よ
る
制
約
で
は
な
い
。
わ
た
し
の
論
点
は
、
潜
在
聴
衆
の
性
格
に
よ
っ
て
許

容
さ
れ
る
発
言
の
範
囲
が
統
治
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
人
々
が
集
ま
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
が
出
か
け
て
他
人
の
ポ
ス

ト
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
め
る
場
所
が
あ
る
。
で
も
あ
ら
ゆ
る
人
が
一
堂
に
会
せ
る
場
所
は
な
い
し
、
誰
か
が
い
ず
れ
通
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
場
所
さ
え
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
あ
ら
ゆ
る
メ
ン
バ
ー
に
向
か
っ
て
一
斉
に
発
言
で
き
る
よ
う
な
公
共
の
場
所
は
な
い
。
町
の
集
会
場
や
町

の
総
会
で
、
人
々
が
公
共
の
場
で
苦
情
を
述
べ
て
ほ
か
の
人
に
苦
情
を
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
場
所
は
な
い
。
で
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
オ
ー
ナ
ー

は
、
全
員
に
向
か
っ
て
し
ゃ
べ
れ
る
。「
町
長
」
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ケ
ー
ス
は
、
メ
ン
バ
ー
に
「
世
間
話
め
い
た
」
手
紙
を
書
く
（
21
）。

創
立
者

ケ
ー
ス
は
二
〇
〇
五
年
に
Ａ
Ｏ
Ｌ
を
離
れ
た
が
、
そ
の
役
割
を
引
き
継
い
だ
者
は
い
な
い
よ
う
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
全
メ
ン
バ
ー
に
広
告
を
打
つ

し
、
み
ん
な
に
メ
ー
ル
を
送
れ
る
。
で
も
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
オ
ー
ナ
ー
と
、
か
れ
ら
が
そ
の
権
限
を
与
え
た
人
だ
け
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
そ
の

他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
群
衆
が
で
き
て
い
る
と
き
に
だ
け
、
群
衆
に
向
か
っ
て
話
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
群
衆
は
決
し
て
二
六
人
以
上
に

は
な
ら
な
い
（
旧
版
刊
行
時
は
二
三
人
だ
っ
た
が
そ
の
後
増
え
た
）。

こ
れ
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
な
る
空
間
の
憲
法
の
特
徴
で
、
こ
れ
ま
た
コ
ー
ド
が
定
義
す
る
特
徴
だ
。
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
は
一
度
に
二
六
人
し
か
入

れ
な
い
と
い
う
の
は
、
コ
ー
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
よ
る
選
択
だ
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
影
響
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
メ
ン
バ
ー
を
簡
単
に
煽
動
し
て
公
開
の
行
動
に
駆
り
立
て
た
り
す
る
の
は
、
そ
う
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
最
新
の
課
金
方
針
に
反
対

し
て
ピ
ケ
を
は
る
、
な
ん
て
こ
と
も
簡
単
に
で
き
そ
う
に
な
い
。
苦
情
を
述
べ
る
場
所
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
自
分
で
そ
こ
へ
出
か
け
な
く
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て
は
な
ら
な
い
。
会
員
た
ち
が
集
団
で
押
し
か
け
て
苦
情
を
言
え
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

実
空
間
は
こ
の
点
で
ち
が
っ
て
い
る
。
言
論
の
自
由
の
法
律
は
、
か
な
り
の
部
分
が
反
対
運
動
の
生
じ
う
る
空
間
を
保
存
す
る
こ
と
に
費

や
さ
れ
て
い
る
―
―
み
ん
な
が
気
が
つ
き
、
そ
し
て
反
対
し
な
い
市
民
も
直
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
空
間
だ
（
22
）。

実
空
間
で
は
、
人
が
集
ま

れ
る
場
所
が
あ
る
し
、ビ
ラ
を
ま
け
る
場
所
が
あ
る
。
歩
道
や
一
般
道
路
な
ど
、伝
統
的
な
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
あ
る
。
そ
こ
に
行
っ
て
、公

共
的
に
だ
い
じ
な
話
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
言
い
た
い
放
題
の
こ
と
が
言
え
る
。
実
空
間
の
憲
法
は
、
熱
意
あ
る
人
々
や

変
な
ヤ
ツ
が
、
ほ
か
の
人
た
ち
に
直
面
す
る
権
利
を
守
っ
て
い
る
。
で
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
そ
ん
な
設
計
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
（
23
）。

ド
ー
ン
・

ヌ
ン
ツ
ィ
ア
ト
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

Ａ
Ｏ
Ｌ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
、「
あ
ら
ゆ
る
都
市
と
同
様
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
誇
り
に
思
い
、
そ

れ
を
守
ろ
う
と
し
ま
す
」。
で
も
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
と
は
ち
が
っ
て
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
議
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
空
間
で
、
憲

法
で
保
護
さ
れ
た
言
論
を
検
閲
す
る
と
い
う
無
敵
の
裁
量
を
享
受
し
て
い
る
。
検
閲
さ
れ
る
も
の
は
「
粗
野
な
こ
と
ば
」（
こ
れ
は
「
感
謝
祭

の
食
事
で
歓
迎
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
歓
迎
さ
れ
ま
せ
ん
」
と
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
警
告
し
て
い
る
）、「
セ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
野
卑
な

会
話
」「
非
合
法
ド
ラ
ッ
グ
の
濫
用
が
容
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
含
意
す
る
よ
う
な
（
中
略
）
議
論
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
（
24
）

こ
れ
は
実
空
間
の
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
ま
た
Ａ
Ｏ
Ｌ
だ
け
を
攻
撃
し
よ
う
と
い

う
つ
も
り
も
な
い
。
ヌ
ン
ツ
ィ
ア
ト
が
続
け
て
書
い
て
い
る
よ
う
に
「
自
分
の
表
現
を
も
っ
と
強
く
保
護
し
て
ほ
し
い
利
用
者
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ

以
外
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
探
す
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
他
の
多
く
の
主
要
Ｉ
Ｓ
Ｐ
も
類
似
の
言
論
に
対
す
る
制
限
を
か
け

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
」
（
25
））。

ア
メ
リ
カ
は
実
に
非
政
治
的
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
憲
法
で
守
ら
れ
た
こ
の
権
利
を

実
際
に
行
使
し
た
ら
、
み
ん
な
あ
な
た
は
頭
が
お
か
し
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
あ
な
た
が
街
角
に
立
っ
て
、
議
会
の
新
し
い
税
法
案
を
攻
撃
す
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る
演
説
を
始
め
た
ら
、
あ
な
た
の
友
人
た
ち
は
た
ぶ
ん
心
配
す
る
だ
ろ
う
―
―
そ
れ
も
そ
の
税
法
案
の
こ
と
を
で
は
な
い
よ
。
例
外
は
あ
る

―
―
出
来
事
に
よ
っ
て
は
、
抗
議
の
ニ
ー
ズ
が
重
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
―
―
で
も
ふ
つ
う
は
、
実
空
間
は
誰
が
ど
こ
で
し
ゃ
べ
れ
る
か
に

つ
い
て
、
コ
ー
ド
を
通
じ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
少
な
い
け
れ
ど
、
人
が
何
を
ど
こ
で
言
え
る
か
に
つ
い
て
の
規
範
を
通
じ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
ず
っ
と
多
い
の
だ
。
結
局
実
の
と
こ
ろ
、
実
空
間
は
か
な
り
Ａ
Ｏ
Ｌ
と
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
―
―
公
開
演
説
が
実
質
的
に
で
き
る

場
所
は
限
ら
れ
て
い
て
、
で
き
て
も
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
の
か
も
。
そ
れ
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
こ
こ
で
の
わ
た
し
の
狙
い
は
、

特
徴
を
見
き
わ
め
て
、
何
が
原
因
で
そ
う
な
っ
て
い
る
か
を
分
離
し
て
み
せ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
そ
の
特
徴
は
コ
ー
ド
に
組
み

込
ま
れ
た
も
の
だ
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
の
憲
法
の
三
つ
目
の
特
徴
も
ま
た
、
コ
ー
ド
か
ら
き
て
い
る
。
そ
れ
は
追
跡
可
能
性
だ
。
メ
ン
バ
ー
が
Ａ
Ｏ
Ｌ
専
用
コ
ン
テ
ン
ツ

領
域
の
中
に
い
る
と
き
（
つ
ま
り
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
み
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
き
）、
Ａ
Ｏ

Ｌ
は
そ
の
人
の
行
動
を
追
跡
し
て
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
可
能
だ
（
そ
し
て
実
際
に
そ
う
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
）。
ど
ん
な
フ
ァ

イ
ル
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
か
、
ど
ん
な
エ
リ
ア
に
よ
く
出
入
り
す
る
か
、「
仲
間
（buddies

）」
は
誰
か
―
―
こ
う
い
う
の
は
す
べ
て
Ａ
Ｏ

Ｌ
に
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
す
ご
く
貴
重
だ
。
こ
れ
を
も
と
に
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
あ
う
よ
う
に
空
間
を
構
成
し

て
ゆ
く
。
で
も
、
こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
集
め
る
能
力
と
い
う
の
は
、
設
計
上
の
意
思
決
定
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
意
思
決
定
も
ま
た
、
Ａ
Ｏ

Ｌ
の
本
質
た
る
憲
法
の
一
部
だ
―
―
ま
た
も
部
分
的
に
は
、
そ
の
コ
ー
ド
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
一
部
の
人
に
は
監
視
す
る
力
を
与
え
、
一

部
の
人
に
は
与
え
な
い
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
こ
の
力
を
独
占
し
て
は
い
な
い
。
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
空
間
の
す
ば
ら
し
い
機
能
は
、「
仲
間
リ
ス
ト
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
。
誰
か
を
仲
間
リ
ス
ト
に
加
え
て
お
け
ば
、
そ
の
人
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
来
る
と
ド
ア
が
き
し
む
音
が
し
て
、
仲
間
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
来
た
の
が
知
ら
さ
れ
る
（
そ
の
「
仲
間
」
の
ほ
う
は
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
で
も
わ
か
っ
た

ら
そ
の
監
視
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
で
き
る
）。
仲
間
が
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
行
っ
た
と
き
に
、
そ
の
人
を
「
見
つ
け
ろ
」
と
言
え
ば
、
そ
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の
仲
間
が
ど
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
い
る
か
わ
か
る
、
こ
の
力
を
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
与
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
や
や
こ
し
い
こ
と
が
起
こ
る
か

も
し
れ
な
い
（
仲
間
機
能
を
オ
ン
に
し
た
ま
ま
仕
事
場
に
座
っ
て
い
た
ら
、
自
分
の
奥
さ
ん
か
夫
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
来
て
、
チ
ャ
ッ
ト
エ
リ

ア
に
入
っ
て
、
そ
し
て
ほ
か
の
誰
か
と
―
―
想
像
つ
く
で
し
ょ
）。
個
人
は
そ
れ
を
、
個
別
の
監
視
者
に
対
し
て
は
切
る
こ
と
が
で
き
る
け

れ
ど
、
で
も
そ
れ
は
監
視
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
変
え
よ
う
と
思
い
つ
い
た
場
合
だ
け
だ
。

今
の
や
つ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
憲
法
の
特
徴
を
も
う
一
つ
だ
け
考
え
て
み
よ
う
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
は
買
い
物
が
で
き
る
。
も

の
を
買
っ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
り
、
そ
れ
を
家
に
配
達
し
て
も
ら
え
る
。
買
う
と
き
は
ス
ク
リ
ー
ン
名
で
買
う
。
ス
ク
リ
ー
ン
名
で
買
う

と
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
あ
な
た
の
正
体
を
正
確
に
知
っ
て
い
る
（
ほ
か
の
人
は
誰
も
知
ら
な
く
て
も
）。
あ
な
た
が
誰
か
、
実
空
間
で
ど
こ
に
住
ん
で

い
る
か
、
そ
し
て
一
番
だ
い
じ
な
の
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
と
そ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
知
っ
て
い
る
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
あ
な
た
が
誰
か
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
設
計
の
特
徴
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
上
の
す
べ
て
の
ふ
る
ま
い
は
監
視
さ
れ
て
い
る
。
監

視
さ
れ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
の
あ
な
た
に
ま
で
追
跡
で
き
る
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
個
別
情
報
は
集
め
な
い
と
約
束
し
て
い
る
け
れ

ど
、
集
団
の
一
部
と
し
て
あ
な
た
の
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
集
団
と
、
そ
れ
を
あ
な
た
に
ま
で
た

ど
れ
る
リ
ン
ク
と
の
お
か
げ
で
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
も
っ
と
便
利
か
つ
効
率
よ
く
あ
な
た
に
も
の
を
売
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
四
つ
の
特
徴
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ほ
か
の
部
分
と
Ａ
Ｏ
Ｌ
空
間
と
の
ち
が
い
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
あ
な
た
が
誰
か
を
突
き
止
め

る
の
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
と
っ
て
は
簡
単
で
、
個
人
が
あ
な
た
の
正
体
を
突
き
止
め
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
「
市
民
」
す
べ
て
に
語
り

か
け
る
の
は
簡
単
で
、
反
抗
者
た
ち
が
も
の
ご
と
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
見
方
に
反
対
し
て
団
結
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
Ａ
Ｏ

Ｌ
に
と
っ
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
簡
単
で
、
個
人
が
隠
す
の
は
む
ず
か
し
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
別
の
規
範
社
会
だ
。
こ
う
い
う
ち
が
っ
た
世
界

が
作
れ
る
の
は
、
そ
の
世
界
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
空
間
内
の
メ
ン
バ
ー
は
、
あ
る
意
味
で
、
別

の
自
然
法
則
に
直
面
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
そ
の
法
則
を
作
る
の
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
だ
。

繰
り
返
す
が
こ
の
世
界
を
作
っ
た
こ
と
を
批
判
し
た
い
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
不
適
切
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
Ａ
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Ｏ
Ｌ
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
作
り
出
す
懸
念
事
項
を
か
わ
す
た
め
の
約
束
を
す
る
だ
ろ
う
し
、
こ
の
場
所
が
抑
圧
的
に
な
っ
た
ら
、

市
場
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
か
わ
り
を
い
く
ら
で
も
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

狙
い
は
む
し
ろ
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
現
状
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
。
単
に
文
書
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
だ
け
じ
ゃ
な

い
。
単
な
る
習
慣
で
も
な
い
。
知
識
あ
る
消
費
大
衆
の
需
給
だ
け
で
は
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
の
部
分
が
そ
の

空
間
構
造
な
の
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
入
る
と
、
そ
れ
が
一
種
の
宇
宙
な
の
が
わ
か
る
。
こ
の
空
間
は
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー

ド
に
逆
ら
う
こ
と
も
で
き
る
―
―
や
り
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
た
と
え
ば
寒
さ
に
対
し
て
セ
ー
タ
ー
を
着
て
逆
ら
え
る
よ
う
に
。
で
も
、
そ

の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
な
た
に
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
コ
ー
ド
を
変
え
る
力
は
な
い
し
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
メ
ン
バ
ー
を
組
織
し
て
、
Ａ
Ｏ

Ｌ
に
無
理
矢
理
コ
ー
ド
を
変
え
る
よ
う
強
制
で
き
る
よ
う
な
場
所
も
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
暮
ら
す
に
は
、
そ
の
条
件
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
気

に
入
ら
な
け
れ
ば
、
よ
そ
へ
行
く
。

こ
う
し
た
Ａ
Ｏ
Ｌ
空
間
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
ど
う
規
制
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
だ
い
じ
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
上
で
問
題
が
起

き
て
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
そ
れ
を
止
め
た
か
っ
た
と
す
る
。
あ
る
種
の
ふ
る
ま
い
を
防
止
す
る
か
、
少
な
く
と
も
抑
え
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
と
き
、

Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
ど
ん
な
ツ
ー
ル
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
ど
ん
な
ク
ラ
ブ
や
友
愛
団
体
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
で
も
あ
る
ツ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
に
ル
ー
ル
を
宣
言
す
る

こ
と
だ
（
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
確
か
に
こ
れ
を
や
っ
て
い
る
）。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
ふ
る
ま
い
に
、
悪
い
こ
と
だ
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
規
範
を
使
っ
て
問
題
を
規
制
す
る
の
に
使
う
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
こ
れ
も
や
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
も
し
問
題
が
あ
る
リ
ソ
ー
ス
の
使
い

す
ぎ
か
ら
く
る
な
ら
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
そ
の
リ
ソ
ー
ス
の
価
格
づ
け
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
税
金
を
か
け
て
使
用
を
抑
え
さ
せ
た
り
、
大
量

使
用
者
に
対
し
て
は
別
の
料
金
体
系
を
適
用
す
る
と
か
。

で
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
、
手
持
ち
の
武
器
が
も
っ
と
あ
る
。
も
し
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
気
に
入
ら
な
い
ふ
る
ま
い
が
あ
っ
た
ら
、
少
な
く
と
も
一
部
の

ケ
ー
ス
で
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
変
更
に
よ
っ
て
そ
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
で
き
る
。
も
し
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
不
穏
当
な
用
語
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
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た
け
れ
ば
、
こ
と
ば
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
よ
う
な
ル
ー
チ
ン
を
書
け
ば
い
い
。
大
人
と
子
ど
も
と
が
不
適
切
な
つ
き
あ
い
を
し
て
い
た
ら
、
Ａ

Ｏ
Ｌ
は
誰
が
誰
に
話
し
て
い
る
か
を
追
跡
で
き
る
。
も
し
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
、
ウ
ィ
ル
ス
問
題
が
起

き
て
い
る
な
ら
、
フ
ァ
イ
ル
を
自
動
的
に
ウ
ィ
ル
ス
チ
ェ
ッ
カ
ー
に
か
け
る
よ
う
に
で
き
る
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
や
い
や
が
ら
せ
や
脅
迫
行
為

が
あ
れ
ば
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
該
当
す
る
二
人
の
間
の
接
続
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
。

ひ
と
こ
と
で
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
コ
ー
ド
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
種
の
問
題
に
対
応
で
き
る
わ
け
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
メ
ン
バ
ー
が
（
Ａ
Ｏ
Ｌ
内
に
い
る

と
き
に
）
知
っ
て
い
る
宇
宙
は
こ
の
コ
ー
ド
で
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
コ
ー
ド
を
使
っ
て
メ
ン
バ
ー
を
規
制
で
き
る
。

こ
こ
で
述
べ
た
力
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
ほ
し
い
―
―
そ
し
て
繰
り
返
す
が
、
わ
た
し
は
文
句
を
言
っ
て
い
る
の
で
も
批
判
し
て

い
る
の
で
も
な
い
。
単
に
あ
り
の
ま
ま
を
述
べ
た
だ
け
だ
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
定
義
す
る
こ
の
空
間
の
中
を
移
動
す
る
に
つ
れ
て
―
―
チ
ャ
ッ
ト
エ

リ
ア
に
入
り
、
掲
示
板
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ポ
ス
ト
し
て
、
議
論
空
間
に
入
り
、
別
の
人
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、
ほ
か
の
人

を
眺
め
た
り
追
跡
し
た
り
、
サ
イ
ト
か
ら
フ
ァ
イ
ル
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
り
、
ど
こ
か
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
出
か
け
て
何

か
記
事
を
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
あ
る
空
間
を
も
の
す
ご
い
し
つ
こ
さ
で
調
べ
て
特
定
の
俳
優
の
写
真
を
探
し
回
る
―
―
こ
う
い
う
の
の
ど

れ
を
や
る
場
合
に
も
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
重
要
な
意
味
で
そ
こ
に
い
る
。
ま
る
で
シ
ス
テ
ム
が
、
宇
宙
空
間
を
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
宇
宙
服
を
く
れ
た

け
れ
ど
、
で
も
そ
の
宇
宙
服
が
同
時
に
一
挙
一
動
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
、
と
い
う
感
じ
だ
。

原
理
的
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
は
果
て
し
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
、
使
っ
て
ほ
し
く
な
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
応
答
時
間
を
長
く

し
て
み
た
り
、
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
を
し
て
い
る
人
た
ち
に
、
見
せ
た
い
広
告
を
必
ず
通
る
よ
う
に
さ
せ
た
り
、
Ｘ
と
い
う
行
動
パ
タ
ー
ン

の
人
は
Ｙ
と
い
う
タ
イ
プ
の
人
に
と
っ
て
危
険
だ
と
い
う
恐
れ
か
ら
、
監
視
さ
れ
る
べ
き
行
動
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
し
た
り
す
る
、
と
い
っ
た

こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。
た
ぶ
ん
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
こ
う
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
や
っ
て
も
そ
れ
が
悪
い
こ
と
だ
と
す
ら
わ
た
し
は

言
っ
て
い
な
い
。
で
も
だ
い
じ
な
の
は
、
こ
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
は
果
て
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ

133



―
―
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
生
き
に
く
く
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
（
そ
う
な
っ
た
ら
み
ん
な
Ａ
Ｏ
Ｌ
を
や
め
ち
ゃ
う
だ
け
の
話

だ
）。
実
空
間
や
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ほ
か
の
部
分
で
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
規
制
ツ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
意

味
で
の
話
。
そ
の
力
は
も
ち
ろ
ん
市
場
か
ら
は
抑
え
を
受
け
る
け
れ
ど
、
市
場
内
に
い
て
サ
イ
バ
ー
空
間
の
外
に
い
る
人
た
ち
の
持
た
な
い

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ツ
ー
ル
を
か
れ
ら
は
持
っ
て
い
る
。

な
ら
ば
原
理
的
に
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
選
択
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
あ
る
種
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
し
た
い
と
思
う
た
び
に
、
最

低
で
も
四
つ
の
方
法
か
ら
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
―
―
ル
ー
ル
、
規
範
、
価
格
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
。
そ
し
て
こ
の
一
つ
を
選
ぶ
と
き
、

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
規
制
ツ
ー
ル
と
し
て
選
ぶ
の
が
一
番
筋
が
通
っ
て
い
る
こ
と
は
多
い
。

C
ou

n
sel

C
on

n
ect

C
ounsel

C
onnect

（
Ｃ
Ｃ
）
は
一
九
九
二
年
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
法
律
家
協
同
組
合
と
し
て
デ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
開
始
し
た
も
の

だ
。
発
想
は
簡
単
。
購
読
者
に
相
互
交
流
さ
せ
よ
う
。
対
話
を
さ
せ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
ア
ク
セ
ス
と
対
話
を
通
じ
て
、
価
値
が
作
り
出
さ

れ
る
。
法
律
家
は
仕
事
を
与
え
た
り
も
ら
っ
た
り
す
る
。
空
間
内
で
ア
イ
デ
ア
を
見
つ
け
、
そ
し
て
自
分
の
ア
イ
デ
ア
を
提
供
す
る
。
法
律

業
務
の
ち
が
っ
た
形
が
生
ま
れ
る
―
―
隔
離
さ
れ
て
い
な
く
て
、
閉
鎖
的
で
な
く
て
、
も
っ
と
広
い
基
盤
に
基
づ
く
も
の
が
。

わ
た
し
は
す
ば
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
っ
た
。
多
く
の
人
は
ば
か
ば
か
し
い
と
思
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
し
ば
ら

くL
exis

上
に
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
はA

m
erican

L
aw

yer
M

edia,L
.P.

に
売
却
。
一
九
九
七
年
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
移
住

し
て
、
一
九
九
九
年
に
は
幕
を
閉
じ
た
（
26
）。

購
読
者
は
何
千
人
と
い
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
議
論
に
貢
献
し
た
の
が
そ
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
か

は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
多
く
の
人
は
ま
ち
が
い
な
く
、
単
に
ほ
か
の
人
の
議
論
を
眺
め
る
だ
け
で
、
自
分
に
興
味
の
あ
る
議
論
グ
ル
ー

プ
い
く
つ
か
と
、
も
っ
と
一
般
的
な
話
題
の
グ
ル
ー
プ
を
い
く
つ
か
リ
ン
ク
す
る
く
ら
い
だ
ろ
う
。
だ
が
多
く
の
人
は
こ
こ
に
発
生
し
つ
つ

あ
っ
た
文
化
を
驚
異
的
で
新
し
い
も
の
（
少
な
く
と
も
法
曹
界
に
と
っ
て
は
）
と
考
え
て
い
た
。
創
設
者
デ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
述
べ

134



第六章 各種のサイバー空間

た
よ
う
に
「
弁
護
士
向
け
のW

ell

だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
。
独
自
性
の
高
い
進
化
、
創
発
、
維
持
、
適
応
が
見
ら
れ
た
」
（
27
）。

メ
ン
バ
ー
同
士
は

か
な
り
仲
良
く
な
っ
た
。「
当
然
な
が
ら
こ
れ
は
無
数
の
オ
フ
会
に
つ
な
が
っ
た
。（
中
略
）
わ
た
し
が
出
席
し
た
も
の
は
、
い
つ
も
旧
友
た

ち
の
再
会
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
た
が
、
参
加
者
の
多
く
は
そ
れ
ま
で
直
接
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
」
（
28
）

議
論
は
法
律
上
の
問
題
ご
と
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
を
議
論
の
リ
ー
ダ
ー
が
率
い
て
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
モ
デ

レ
ー
タ
ー
で
は
な
い
。
投
稿
さ
れ
た
も
の
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
力
は
な
い
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
会
話
を
引
き
出
す
た
め
に
い
る
―
―
奨
励
し
た

り
、
挑
発
し
た
り
し
て
ほ
か
の
人
た
ち
に
口
を
開
か
せ
る
の
だ
。

こ
の
空
間
に
は
最
大
で
九
〇
く
ら
い
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
稿
し
た
人
は
、
自
分
で
は
そ
れ
を
削
除
で
き
る
け
れ

ど
、
本
人
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
ず
っ
と
残
る
―
―
ま
ず
は
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
が
議
論
さ
れ
て
い
る
リ
ス
ト
に
、
そ
し
て
後
に
は
、
メ
ン
バ
ー
な

ら
誰
で
も
検
索
可
能
な
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
さ
め
ら
れ
る
。

メ
ン
バ
ー
は
お
金
を
払
っ
て
参
加
し
て
、
実
名
で
ア
カ
ウ
ン
ト
を
も
ら
う
。
投
稿
は
メ
ン
バ
ー
の
実
名
で
行
な
わ
れ
、
こ
い
つ
は
何
者
だ

と
思
っ
た
ら
簡
単
に
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
に
リ
ン
ク
す
る
だ
け
。
Ｃ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
は
法
曹
界
の
人
間
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ

け
だ
。
ほ
か
の
人
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。
こ
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
会
員
の
み
だ
。

こ
の
空
間
の
投
稿
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
の
投
稿
と
大
差
な
い
。
誰
で
も
ス
レ
ッ
ド
を
始
め
ら
れ
て
、
ス
レ
ッ
ド
へ
の

答
え
が
追
加
さ
れ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
シ
ス
テ
ム
上
か
ら
消
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
ス
レ
ッ
ド
の
頭
か
ら
最
後
ま
で
通
し
て
読
む
の
も
簡

単
だ
。
会
話
の
か
け
ら
だ
け
で
な
く
、
丸
ご
と
が
保
存
さ
れ
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
Ｃ
Ｃ
空
間
の
特
徴
は
明
ら
か
に
設
計
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
ト
た
ち
は
、
あ
る
機
能
を
有
効
に
し
て
あ
る
機
能

は
無
効
に
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
の
選
択
の
影
響
を
こ
こ
で
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
実
名
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
影
響
。
口
を
開
く
前
に
よ
く
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
何
か
断
定
す
る
と
き

に
も
、
慎
重
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
、
発
言
に
よ
っ
て
あ
な
た
を
判
断
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
コ
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
自
分
の
発
言
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
結
果
と
し
て
責
任
が
生

じ
て
い
る
け
れ
ど
、
一
方
で
あ
る
種
の
ハ
ー
ド
ル
も
生
じ
て
い
る
わ
け
だ
。
有
名
法
律
事
務
所
の
地
位
の
高
い
パ
ー
ト
ナ
ー
が
、
法
の
あ
る

部
分
に
つ
い
て
の
無
知
を
宣
言
す
る
に
等
し
い
質
問
を
し
た
が
る
だ
ろ
う
か
。
無
知
を
守
る
た
め
に
名
前
を
変
え
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
で
、
か
れ
ら
は
単
に
何
も
言
わ
な
い
こ
と
を
選
ぶ
。

第
二
に
、
す
べ
て
の
議
論
を
ス
レ
ッ
ド
に
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
く
る
影
響
も
あ
る
。
投
稿
は
ま
と
め
て
あ
る
。
質
問
が
出
さ
れ
て
、
そ

の
質
問
か
ら
議
論
が
始
ま
る
。
も
し
そ
の
議
論
に
参
加
し
た
け
れ
ば
、
返
事
を
書
く
前
に
ま
ず
ほ
か
の
人
の
投
稿
を
一
通
り
読
ま
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
な
く
て
も
投
稿
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
―
―
読
ま
ず
に
投
稿
し
た
っ
て
ま
っ
た
く
か
ま
わ
な
い
。
で
も
ス

レ
ッ
ド
を
全
部
読
ま
な
け
れ
ば
、
他
人
の
言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
可
能
性
が
と
て
も
高
く
、
聞
か
ず
に
話
し
て
い
る
な
、
と
い
う
の
が
わ

か
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
、
実
名
を
使
う
こ
と
で
、
メ
ン
バ
ー
の
ふ
る
ま
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
に
縛
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
評
判
の
影
響
も
あ
る
。
こ
の
空
間
で
あ
な
た
の
築
く
評
判
は
、
ど
ん
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
評
判
は

個
別
の
投
稿
よ
り
長
生
き
す
る
し
、
そ
の
後
の
投
稿
に
も
も
ち
ろ
ん
左
右
さ
れ
る
。
投
稿
は
ア
ー
カ
イ
ブ
さ
れ
て
、
検
索
も
で
き
る
。
Ｘ
と

い
う
話
題
で
何
か
言
っ
て
、
あ
と
か
ら
正
反
対
の
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
少
な
く
と
も
一
貫
性
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
恐
れ
は
あ
る
。

第
四
に
、
専
門
家
た
ち
の
本
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
実
名
が
評
判
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
影
響
も
あ
る
。
こ
こ
で
変
な
ま
ね
を
し

た
ら
、
ほ
か
で
影
響
が
で
る
。
つ
ま
り
Ｃ
Ｃ
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
リ
ッ
ト
を
被
っ
て
い
る
―
―
つ
ま
り
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範

の
お
か
げ
を
被
っ
て
い
る
。
こ
の
規
範
は
、
比
較
的
生
産
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
動
を
促
す
か
も
し
れ
な
い
―
―
メ
ン
バ
ー
が
根
本
的
に
ご

た
ま
ぜ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
よ
り
は
生
産
的
、
と
い
う
意
味
で
。
そ
れ
は
ま
た
、
穏
当
な
行
動
か
ら
逸
脱
す
る
人
た
ち
を
罰
す
る
の
を
支
持
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
Ｃ
Ｃ
は
、
不
穏
当
な
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
制
約
の
恩
恵
を
受
け
る
。

Ａ
Ｏ
Ｌ
は
独
自
の
コ
ン
テ
ン
ツ
警
察
を
頼
り
に
、
人
々
が
ち
ゃ
ん
と
話
題
か
ら
そ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
特
徴
が
作
り
上
げ
る
Ｃ
Ｃ
の
世
界
を
二
種
類
の
形
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
構
築
す
る
世
界
を
二
種
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類
の
形
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
。
一
つ
は
、
Ｃ
Ｃ
の
特
徴
が
可
能
に
す
る
生
活
だ
―
―
対
話
が
盛
ん
で
み
ん
な
熱
心
だ
け
れ
ど
、
モ
ニ
タ
ー

さ
れ
て
、
そ
れ
な
り
に
外
へ
も
影
響
し
て
く
る
。
も
う
一
つ
は
、
Ｃ
Ｃ
空
間
で
生
じ
る
生
活
を
管
理
す
る
人
の
規
制
し
や
す
さ
だ
。
そ
し
て

こ
こ
で
、
こ
の
空
間
と
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
大
き
な
ち
が
い
が
出
て
く
る
。

Ｃ
Ｃ
は
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
を
使
う
こ
と
で
、Ａ
Ｏ
Ｌ
よ
り
も
っ
と
効
果
的
な
規
制
が
で
き
る
。
変
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
ら
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
総
す
か
ん
を
食
ら
う
の
が
わ
か
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
よ
り
は
「
ふ
る
ま
い
」
は
少
な
い
（
で
き
る
こ
と
が
少

な
い
か
ら
）
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
で
も
、
Ｃ
Ｃ
で
の
ふ
る
ま
い
は
メ
ン
バ
ー
の
評
判
と
、
実
名
を
使
う
こ
と
の
帰
結
の
た
め
に
強
い
規
制
を

受
け
て
い
る
。

こ
う
い
う
ち
が
い
を
あ
わ
せ
る
と
、
Ｃ
Ｃ
が
メ
ン
バ
ー
を
規
制
す
る
力
に
影
響
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
コ
ー
ド
以
外
の
モ
ー
ド
に
よ

る
規
制
を
可
能
に
す
る
。
Ｃ
Ｃ
で
の
ふ
る
ま
い
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
の
ふ
る
ま
い
よ
り
も
、
規
範
に
よ
っ
て
規
制
し
や
す
く
な
る
。
か
わ
り
に
Ｃ

Ｃ
は
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
よ
り
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
規
範
は
法
曹
界
の
規
範
だ
か
ら
）
け
れ
ど
、
メ

ン
バ
ー
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
負
担
は
少
な
く
て
す
む
。
人
口
を
抑
え
て
、
メ
ン
バ
ー
の
行
動
を
公
開
し
、
そ
れ
を
実
名
と
結
び
つ
け
る

―
―
こ
れ
は
こ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
の
自
己
規
制
の
ツ
ー
ル
だ
。

で
も
Ｃ
Ｃ
は
、
重
要
な
点
で
Ａ
Ｏ
Ｌ
と
似
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
民
主
主
義
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
そ
の
空
間
で
何
が
起
き
る
か

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
経
営
陣
だ
―
―
繰
り
返
す
が
、
な
ん
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
市
場
が
重
要
な
制
約
と
な
る
か
ら
。
で
も

ど
ち
ら
の
場
所
で
も
「
人
々
」
は
何
が
起
こ
る
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
は
な
い
。
間
接
的
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、

特
に
Ａ
Ｏ
Ｌ
よ
り
Ｃ
Ｃ
の
場
合
は
。
Ｃ
Ｃ
で
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
し
て
い
る
の
は
そ
の
「
人
々
」
の
規
範
だ
か
ら
。
で
も
こ
の
規
範
は
直
接

Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
使
え
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｃ
Ｃ
や
Ａ
Ｏ
Ｌ
経
営
陣
の
決
定
は
、
市
場
の
力
に
左
右
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
個
人
は
退
会

で
き
る
し
、
競
合
が
顧
客
を
奪
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
Ｃ
Ｃ
で
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
も
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
投
票
で
決
め
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と

は
な
い
。
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次
の
サ
イ
バ
ー
場
所
で
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
今
は
も
う
そ
う
で
は
な
い
。

L
am

d
aM

O
O

L
am

daM
O

O

は
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
。
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
の
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
。
世
界
中
の
人
々
（
い
ま
や
六
千
人
近

く
）
が
こ
の
空
間
に
リ
ン
ク
し
て
、
空
間
の
許
す
形
で
交
流
す
る
。
こ
の
交
流
の
結
果
、
現
実
が
生
ま
れ
る
。
個
人
は
こ
の
現
実
の
構
築
に

参
加
で
き
る
―
―
そ
れ
も
週
に
八
〇
時
間
以
上
も
費
や
す
人
さ
え
い
る
。
一
部
の
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
一
生
を
通
じ
て
最
も
長
続
き
し
た

人
間
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
な
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
は
、
か
れ
ら
の
知
る
ほ
か
の
ど
ん
な
も
の
も
か
な
わ
な
い
種
類
の
交
流
だ
。

人
々
は
も
っ
ぱ
ら
こ
こ
で
し
ゃ
べ
る
だ
け
だ
。
で
も
Ａ
Ｏ
Ｌ
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
の
お
し
ゃ
べ
り
と
は
ち
が
う
。
Ｍ
Ｕ
Ｄ
で
の
お
し
ゃ
べ

り
は
建
設
サ
ー
ビ
ス
な
の
だ
―
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
建
設
。
人
は
一
部
は
し
ゃ
べ
る
こ
と
で
交
流
し
、
こ
の
お
し
ゃ
べ
り

が
名
前
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
名
前
と
、
そ
れ
が
何
を
し
た
か
と
い
う
記
憶
が
空
間
に
生
き
残
り
、
そ
し
て
や
が
て
そ
の
空
間
の
人
々

は
、
そ
の
記
憶
が
呼
び
さ
ま
す
も
の
と
し
て
そ
の
人
物
を
知
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
Ｍ
Ｕ
Ｄ
内
の
生
活
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
リ
ー
ド
は
二
種
類
の
「
ス
タ
イ
ル
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
（
29
）

―
―
社
会
ス
タ
イ
ル
の
Ｍ
Ｕ
Ｄ
と
、
冒
険
・
ゲ
ー
ム
ス
タ
イ
ル
の
Ｍ
Ｕ
Ｄ
。
社
会
Ｍ
Ｕ
Ｄ
は
単
に
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
人
々
が

し
ゃ
べ
っ
て
Ｍ
Ｕ
Ｄ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
要
素
を
作
っ
て
い
く
も
の
。
冒
険
Ｍ
Ｕ
Ｄ
は
ゲ
ー
ム
だ
。
リ
ソ
ー
ス
を
獲
得
し
た
り
敵
を
倒
し
た

り
す
る
技
能
を
高
め
る
こ
と
で
、（
バ
ー
チ
ャ
ル
な
）
賞
や
パ
ワ
ー
を
勝
ち
取
っ
て
い
く
。
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
個
別
の

交
流
を
越
え
て
続
く
。
目
的
こ
そ
ち
が
え
、
そ
れ
は
バ
ー
チ
ャ
ル
な
ク
ラ
ブ
に
な
る
。
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
ク
ラ
ブ
で
、
ふ
る
ま
い
を
通
じ
て

評
判
を
築
く
。

Ｍ
Ｏ
Ｏ
に
参
加
す
る
だ
け
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
も
ら
え
る
（
で
もL

am
daM

O
O

の
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
リ
ス
ト
は
数
カ
月
以
上
に
な
る

け
れ
ど
）。
空
間
に
入
る
と
、
ま
ず
自
分
が
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
定
義
す
る
。
少
な
く
と
も
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
特
徴
の
一
部
を
定
義
す
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る
。
ま
ず
名
前
と
性
別
を
選
ん
で
（
性
別
な
し
、
と
い
う
の
も
選
べ
る
）
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
記
述
す
る
。
一
部
の
記
述
は
ご
く
ふ
つ
う

だ
（Johnny

M
anhattan

は
「
背
が
高
く
て
や
せ
て
、
チ
ー
ズ
な
み
に
蒼
白
で
ネ
イ
バ
ー
フ
ッ
ド
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
て
い
る
」）
（
30
）。

で
も

そ
の
ほ
か
は
、
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
（
た
と
え
ばL

egba

は
、
ハ
イ
チ
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
精
霊
で
性
別
不
詳
、
肌
が
茶
色
く
、
高
価
な

パ
ー
ル
グ
レ
ー
の
ス
ー
ツ
に
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
と
サ
ン
グ
ラ
ス
を
身
に
つ
け
て
い
る
）。
（
31
）

こ
の
空
間
の
物
語
を
非
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
に
紹
介
し
た
の
は
、『
ビ
レ
ッ
ジ
ボ
イ
ス
』
誌
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ィ
ベ
ル
だ
っ
た
（
32
）。

デ
ィ
ベ

ル
の
記
事
の
焦
点
は
、
バ
ン
グ
ル
く
ん
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、
そ
の
正
体
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
学
部
生
た
ち
が
集
団
で
こ
の
一
つ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
共
有
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
あ
る
晩
遅
く
に
バ
ン
グ
ル
は
部
屋
に
入
っ
て
き
て
、
こ
の
空
間
の
有
名
人
の
グ
ル
ー
プ
に
出

会
っ
た
。
話
の
全
体
は
、
デ
ィ
ベ
ル
ほ
ど
上
手
に
語
れ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
で
も
こ
こ
で
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
事
実
だ
け
で
か
ま
わ

な
い
（
33
）。

バ
ン
グ
ル
に
は
特
別
な
力
が
あ
っ
た
。L

am
daM

O
O

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
特
別
な
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
か
れ
は
「
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
」

力
を
持
っ
て
い
た
。
ほ
か
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
声
や
行
動
を
乗
っ
取
っ
て
、
か
れ
ら
が
実
際
に
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
や
っ
た
よ
う
に
見
せ

ら
れ
る
。
こ
の
夜
の
バ
ン
グ
ル
は
、
そ
れ
を
女
性
と
性
別
不
詳
の
人
物
一
人
以
上
に
対
し
て
実
行
し
た
。
か
れ
ら
が
自
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

下
に
く
る
と
、
バ
ン
グ
ル
は
こ
の
女
性
た
ち
を
暴
力
的
か
つ
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
「
強
姦
」
し
、
し
か
も
彼
女
た
ち
が
そ
れ
を
喜
ん
で
い

る
か
の
よ
う
に
見
せ
た
。

こ
の
「
強
姦
」
は
、
出
来
事
が
回
線
上
で
起
こ
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
意
味
で
は
仮
想
的
な
も
の
だ
っ
た
。
デ
ィ
ベ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
肉

体
の
接
触
は
な
か
っ
た
」。

物
理
的
な
交
流
と
い
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
ま
で
広
が
っ
た
サ
イ
ト
群
の
上
で
電
子
信
号
が
入
り
混
じ
っ

た
だ
け
。（
中
略
）か
れ
は
な
ん
の
挑
発
も
な
い
ま
ま
、ア
メ
リ
カ
太
平
洋
時
間
午
後
一
〇
時
頃
に
襲
撃
を
開
始（
中
略
）。
ま
ず
は
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
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人
形
を
使
っ
て
、部
屋
に
い
た
一
人
に
、各
種
の
比
較
的
伝
統
的
な
や
り
方
で
性
的
に
奉
仕
さ
せ
た
。
そ
の
被
害
者
が
エ
ク
ス
だ
っ
た（
中
略
）。

次
の
矛
先
は
ム
ー
ン
ド
リ
ー
マ
ー
だ
っ
た
（
中
略
）
彼
女
を
、
部
屋
の
中
の
他
の
人
物
と
無
理
矢
理
交
合
さ
せ
た
（
中
略
）。
そ
の
行
動
は
ま

す
ま
す
暴
力
的
に
な
っ
た
。（
中
略
）
ム
ー
ン
ド
リ
ー
マ
ー
に
台
所
用
品
を
使
っ
て
自
ら
を
陵
辱
さ
せ
た
。
誰
も
か
れ
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
つ
い
に
イ
ギ
ー
が
呼
ば
れ
（
中
略
）
イ
ギ
ー
は
魔
法
の
よ
う
な
力
を
持
つ
銃
を
持
っ
て
き
た
。
そ
の
銃
は
誰
も
殺
さ
な
い
け
れ
ど
、
標
的

を
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
人
形
の
力
を
持
っ
て
し
て
も
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
檻
で
囲
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
（
34
）。

強
姦
と
い
う
の
は
ど
ん
な
文
脈
で
も
使
い
に
く
い
こ
と
ば
だ
し
、
特
に
こ
こ
で
は
そ
う
だ
。
こ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
起
こ
っ
た
こ
と
は

な
ん
で
あ
れ
、
強
姦
な
ん
か
で
は
ま
る
で
な
い
、
と
文
句
を
言
う
だ
ろ
う
。
で
も
「
そ
れ
」
が
「
強
姦
」
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に

い
た
女
性
た
ち
に
起
き
た
こ
と
と
、
強
姦
と
の
類
似
性
は
誰
に
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
バ
ン
グ
ル
は
自
分
の
性
的
欲
望
を
満
た
す
た
め
（
女

性
た
ち
の
欲
望
に
反
し
て
）、
力
を
こ
の
女
性
た
ち
に
行
使
し
た
。
暴
力
を
性
的
な
も
の
に
し
て
、
か
れ
ら
が
抗
議
を
申
し
立
て
る
だ
け
の

尊
厳
す
ら
拒
絶
し
た
。

こ
こ
で
の
わ
た
し
の
狙
い
上
は
、
こ
れ
が
本
当
に
強
姦
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
い
い
。
だ
い
じ
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
反

応
だ
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
バ
ン
グ
ル
の
や
っ
た
こ
と
に
激
怒
し
て
、
多
く
は
な
ん
ら
か
の
対
応
策
を
と
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。

そ
こ
で
こ
のL

am
daM

O
O

の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
指
定
時
間
に
バ
ー
チ
ャ
ル
ル
ー
ム
に
集
ま
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
か
相
談
し
た
。
現
れ

た
の
は
三
〇
人
ほ
ど
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
始
以
来
最
大
の
数
だ
。
多
く
は
、
バ
ン
グ
ル
は
追
放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
―
―
「
カ
エ
ル
に

す
る
」
と
い
う
の
が
実
際
の
表
現
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
Ｍ
Ｏ
Ｏ
に
お
い
て
は
殺
す
と
同
じ
こ
と
だ
。
ほ
か
の
人
は
、
何
も
す
べ
き
で
な
い
と

考
え
た
。
バ
ン
グ
ル
は
確
か
に
変
態
だ
け
れ
ど
、
変
態
に
対
す
る
一
番
の
反
応
は
無
視
す
る
こ
と
だ
。
誰
か
が
こ
の
空
間
の
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た

ち
―
―
創
造
者
、
神
々
―
―
を
呼
ん
で
き
て
、
な
ん
と
か
し
て
く
れ
と
言
っ
た
。
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
は
拒
絶
。
そ
の
返
答
に
よ
れ
ば
、
か
れ

ら
の
仕
事
は
世
界
を
作
る
こ
と
だ
。
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
そ
の
中
で
ど
う
生
き
る
か
自
分
で
学
ん
で
い
け
。
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バ
ン
グ
ル
の
や
っ
た
こ
と
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
法
律
や
規
則
は
な
か
っ
た
。
実
空
間
の
法
律
で
、
こ
ん
な
性
的
な
い
た
ず
ら
を
カ
バ
ー

す
る
も
の
は
な
か
っ
た
し
、L

am
daM

O
O

の
明
文
規
則
に
も
そ
ん
な
も
の
は
な
い
（
35
）。

こ
れ
で
、
何
か
を
し
た
か
っ
た
人
々
は
困
っ
た
こ
と

に
な
っ
た
。
公
平
な
通
知
と
正
当
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
実
空
間
の
理
想
を
持
ち
出
し
て
、
人
々
は
バ
ン
グ
ル
を
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
論
じ
た
。

次
第
に
、
議
論
は
二
手
に
わ
か
れ
た
。
片
方
は
、
正
義
漢
方
式
を
指
示
し
た
。
バ
ン
グ
ル
は
悪
党
だ
か
ら
、
な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
で
も
そ
の
と
き
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、L

am
daM

O
O

が
規
制
の
世
界
を
作
っ
て
対
応
す
る
こ
と
だ
。L

am
daM

O
O

に
国

家
は
い
ら
な
い
。
正
義
漢
が
何
人
か
い
れ
ば
い
い
だ
け
だ
。
国
家
と
称
す
る
中
央
権
力
が
絶
え
ず
割
り
込
ん
で
く
る
こ
と
な
し
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
意
志
を
強
制
で
き
る
人
々
が
い
る
。
バ
ン
グ
ル
は
追
放
さ
れ
る
か
殺
さ
れ
る
か
「
カ
エ
ル
に
さ
れ
る
」
べ
き
だ
―
―
そ
し
て
誰
か

が
そ
れ
を
や
る
。
で
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
何
が
あ
っ
て
も
国
家
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
は
抵
抗
し
た
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
た
っ
た
一
つ
の
考
え
方
を
掲
げ
て
い
た
。
民
主
主
義
だ
。
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
の
協
力
で
、L

am
daM

O
O

は

そ
の
空
間
内
の
人
々
の
ふ
る
ま
い
を
律
す
る
規
則
に
つ
い
て
投
票
を
行
な
う
。
質
問
は
す
べ
て
投
票
の
対
象
に
な
れ
る
。
民
主
主
義
で
ど
こ

ま
で
決
め
ら
れ
る
か
を
制
限
す
る
よ
う
な
憲
法
は
こ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
投
票
で
決
ま
っ
た
話
は
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
に
よ
っ
て
実
装
さ
れ

る
。
そ
の
後
は
、
そ
れ
が
規
則
と
し
て
成
立
す
る
。

ど
ち
ら
の
極
端
も
そ
れ
ぞ
れ
長
所
が
あ
っ
た
。
ど
っ
ち
も
あ
る
種
の
欠
点
を
招
い
た
。
最
初
の
グ
ル
ー
プ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、
混
乱
を
招

く
恐
れ
が
あ
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
警
告
も
な
し
に
人
々
を
攻
撃
し
て
し
ま
う
可
能
性
は
す
ぐ
に
想
像
で
き
る
。
正
義

漢
た
ち
が
空
間
を
う
ろ
つ
き
、
な
ん
の
規
則
に
も
縛
ら
れ
ず
に
か
れ
ら
が
勝
手
に
「
ひ
ど
い
」
と
思
っ
た
だ
け
の
罪
で
人
々
を
「
カ
エ
ル
に

し
て
」
ま
わ
る
の
で
は
、
と
想
像
し
た
人
も
い
た
。
こ
の
空
間
を
実
空
間
よ
り
も
重
視
し
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
、
こ
の
妥
協
は
問
題
な
い

範
囲
の
も
の
だ
っ
た
。
で
も
一
部
の
人
に
は
問
題
な
い
こ
と
で
も
、
一
部
の
人
に
は
大
問
題
だ
―
―
バ
ン
グ
ル
が
学
ん
だ
よ
う
に
。

民
主
主
義
は
自
然
な
よ
う
だ
け
れ
ど
、
で
も
多
く
の
人
は
そ
れ
を
い
や
が
っ
た
。L

am
daM

O
O

に
政
治
が
入
り
込
む
と
思
う
だ
け
で
、
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場
所
が
つ
ま
ら
な
く
な
る
。
思
い
つ
き
を
い
ち
い
ち
議
論
し
て
投
票
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
な
ん
て
、
負
担
が
増
え
る
だ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
規

則
が
で
き
ふ
る
ま
い
が
規
制
で
き
る
の
は
結
構
だ
け
れ
ど
、
な
ん
だ
か
急
に
話
が
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
き
た
。
面
倒
の
お
か
げ
で
、
こ
の
空

間
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
お
も
し
ろ
み
も
消
え
て
し
ま
う
。

最
終
的
に
は
、
両
方
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
晩
の
議
論
は
、
約
三
時
間
ほ
ど
し
て
か
ら
下
火
に
な
っ
た
。
は
っ
き
り
し
た
解
決
策
は
出
て
い

な
か
っ
た
。
で
も
、
あ
る
種
の
解
決
は
確
か
に
起
こ
っ
た
。
デ
ィ
ベ
ル
を
引
用
す
る
と
、

た
ぶ
ん
こ
の
時
点
で
、
ト
ム
・
ト
レ
ー
ス
バ
ッ
ク
は
腹
を
か
た
め
た
の
だ
ろ
う
。
ト
ム
・
ト
レ
ー
ス
バ
ッ
ク
は
ウ
ィ
ザ
ー
ド
だ
が
、
物
静
か

な
人
物
で
、
そ
の
晩
ず
っ
と
す
み
の
ほ
う
で
眺
め
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
あ
ま
り
発
言
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
発
言
を
見
る
限
り
、
エ

ク
ス
と
ム
ー
ン
ド
リ
ー
マ
ー
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
犯
罪
を
と
て
も
重
視
し
て
い
て
、
そ
れ
を
行
な
っ
た
人
物
に
対
し
て
は
何
の
同
情
も
し
て

い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
で
も
一
方
で
は
、
仲
間
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
排
除
を
同
じ
く
ら
い
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
も
明
確
に
し
て
い
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
ウ
ィ
ザ
ー
ド
介
入
の
日
々
に
戻
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
時
点
で
か
れ
の
中
で
う
ご

め
い
て
い
た
、
対
立
す
る
衝
動
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
む
ず
か
し
い
と
い
う
よ
り
不
可
能
だ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
と
い
う
の
も
（
中
略
）
か
れ
と
し
て
は
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
集
団
と
し
て
の
意
志
に
奉
仕
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、（
今
の
物
事
の
仕
組
み
の

も
と
で
か
れ
が
ま
ち
が
い
な
く
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
）、
か
れ
は
最
終
的
に
は
一
人
で
行
動
す
る
か
、
何
も
し
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
を
取
る

し
か
な
い
の
だ
っ
た
。

だ
か
ら
ト
ム
・
ト
レ
ー
ス
バ
ッ
ク
は
一
人
で
行
動
し
た
。

か
れ
は
部
屋
に
ま
だ
う
ろ
つ
い
て
残
っ
て
い
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
数
名
に
、
ち
ょ
っ
と
失
礼
と
席
を
外
し
た
。
午
後
一
〇
時
の
数
分
前
。
か
れ
は

そ
れ
を
静
か
に
、
個
人
と
し
て
や
っ
た
け
れ
ど
、
か
れ
が
何
を
し
た
か
見
る
に
は
、@

w
h
o

コ
マ
ン
ド
を
タ
イ
プ
す
れ
ば
い
い
だ
け
だ
っ
た
。

こ
れ
は
ふ
つ
う
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
現
在
位
置
と
、
最
後
に
そ
の
人
が
ロ
グ
オ
ン
し
た
時
間
を
調
べ
る
と
き
に
タ
イ
プ
す
る
も
の
だ
。
で
も
、
も
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し
ト
ム
・
ト
レ
ー
ス
バ
ッ
ク
が
最
後
に
エ
メ
ラ
イ
ン
の
部
屋
を
去
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら@

w
h
o

を
バ
ン
グ
ル
く
ん
に
か
け
た
ら
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
は
今
ま
で
と
は
ち
が
っ
た
も
の
を
表
示
し
た
は
ず
だ
。

そ
れ
は
こ
う
告
げ
た
は
ず
だ
。「
バ
ン
グ
ル
く
ん
は
ど
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
も
該
当
し
ま
せ
ん
」

そ
の
日
は
た
ま
た
ま
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
だ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
冗
談
で
は
な
か
っ
た
。
バ
ン
グ
ル
く
ん
は
本
当
に
死
ん
で
、
本
当
に
消

え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
（
36
）

ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
は
こ
れ
を
見
て
、
も
う
一
方
の
極
に
動
い
た
。
市
民
た
ち
に
よ
る
公
式
な
意
思
決
定
な
し
に
、
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
は
民

主
主
義
を
提
唱
。
一
九
九
三
年
五
月
一
日
を
境
に
（
37
）、

ど
ん
な
こ
と
も
投
票
で
決
め
ら
れ
る
し
、
賛
成
票
が
反
対
票
の
倍
以
上
あ
る
提
案
は
す

べ
て
法
と
な
る
（
38
）。

多
く
の
人
は
、
こ
れ
は
進
歩
な
の
か
ど
う
か
と
首
を
傾
げ
た
。

こ
の
お
話
に
は
、
わ
た
し
の
乱
暴
に
端
折
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
読
む
だ
け
で
も
、
い
ろ
い
ろ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
（
39
）。

で
も
わ
た
し
は
、

ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
の
決
断
に
伴
う
喪
失
感
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
い
。
民
主
主
義
の
確
立
に
は
、
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
さ
が
結
び
つ
い
て

い
る
―
―
コ
ダ
ッ
ク
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
、
涙
目
の
ベ
ル
リ
ン
市
民
た
ち
が
、
壁
の
崩
壊
を
眺
め
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
か
が
使
わ

れ
る
等
々
。
そ
の
ロ
マ
ン
と
い
う
の
は
、
自
己
統
治
と
そ
れ
を
支
援
す
る
構
造
の
確
立
と
い
う
考
え
に
あ
る
。
で
もL

am
daM

O
O

の
民
主

主
義
構
造
を
通
じ
た
自
己
統
治
へ
の
動
き
は
、
た
だ
の
達
成
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
敗
北
で
も
あ
っ
た
。
空
間
は
、
失
敗
し
た
の
だ
。
自

己
規
制
に
失
敗
し
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
バ
ン
グ
ル
が
し
で
か
し
た
よ
う
な
悪
を
避
け
る
だ
け
の
価
値
観
を
、
住
民
た
ち
に
十
分

宿
さ
せ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
だ
。
こ
の
議
論
は
そ
の
空
間
が
、
あ
る
種
の
場
所
か
ら
別
の
種
類
の
場
所
へ
と
移
行
し
た
し
る
し
だ
っ
た
。

自
己
規
制
す
る
空
間
か
ら
、
自
己
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
空
間
へ
の
移
行
。

民
主
主
義
が
生
じ
た
こ
と
を
み
ん
な
が
こ
ん
な
に
嘆
く
場
所
が
あ
る
、
と
い
う
の
も
変
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
こ
の
種
の
反

応
は
サ
イ
バ
ー
場
所
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
キ
ャ
シ
ー
・
ハ
フ
ナ
ー
と
マ
シ
ュ
ー
・
リ
ヨ
ン
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
上
のF

IN
G

E
R

と
い
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う
「
ウ
ィ
ジ
ェ
ッ
ト
」
の
登
場
に
つ
い
て
の
話
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
別
の
ユ
ー
ザ
ー
が
最
後
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
の
は
い
つ
で
、

そ
の
人
が
メ
ー
ル
を
読
ん
だ
か
を
調
べ
ら
れ
る
。
一
部
の
人
は
（
当
然
な
が
ら
、
と
わ
た
し
に
は
思
え
る
）、
こ
の
コ
マ
ン
ド
が
い
さ
さ
か
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
わ
た
し
が
マ
シ
ン
を
最
後
に
い
つ
使
っ
た
か
な
ん
て
、
ほ
か
の
誰
に
も
関
係
な
い
し
、

そ
い
つ
ら
が
な
ん
だ
っ
て
、
わ
た
し
が
メ
ー
ル
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
な
ん
て
知
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
？

カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ
ン
大
学
の
ア
イ
ヴ
ォ
ア
・
ダ
ラ
ム
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
マ
が
こ
の
コ
マ
ン
ド
を
変
え
て
、
ユ
ー
ザ
ー
が
こ
の
詮
索
好
き
な

finger

を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
機
能
を
つ
け
た
。
結
果
は
？

「
ダ
ラ
ム
は
容
赦
な
く
フ
レ
ー
ム
を
浴
び
せ
ら
れ
た
。
根
性
な
し
、
社
会
的
責

任
感
皆
無
、
ケ
チ
な
政
治
屋
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ひ
ど
い
こ
と
ば
で
罵
倒
さ
れ
た
―
―
で
も
そ
れ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
た
か
ら
で
は

な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
オ
ー
プ
ン
性
に
手
を
つ
け
た
た
め
に
批
判
さ
れ
た
の
だ
」
（
40
）

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
の
世
界
の
価
値
観
は
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
の
価
値
観
と
い
う
の
は
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
の
コ
ー
ド
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
コ
ー
ド
を

変
え
る
の
は
そ
の
価
値
観
を
変
え
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
変
化
に
対
し
て
闘
っ
た
わ
け
だ
。

L
am

daM
O

O

へ
の
変
更
も
そ
う
だ
っ
た
。
投
票
前
に
は
、L

am
daM

O
O

は
規
範
を
通
じ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
社
会
構
造
の
規

制
は
、
個
別
市
民
に
よ
る
絶
え
間
な
い
警
察
活
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
制
だ
。
民
主
主
義
の
登
場
は

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
没
落
を
告
げ
る
も
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
民
主
主
義
成
立
後
も
規
範
は
ま
ち
が
い
な
く
生
き
残
る
け
れ
ど
、
そ
の
地

位
は
永
遠
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
民
主
主
義
以
前
に
は
、
ど
の
規
範
が
生
き
残
る
べ
き
か
の
闘
争
は
、
合
意
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
た

―
―
い
く
つ
か
の
見
方
が
、
分
散
型
で
勝
ち
残
る
わ
け
だ
。
今
は
そ
う
い
う
闘
争
は
多
数
決
で
解
決
さ
れ
る
―
―
し
か
も
多
数
派
が
何
を
す

る
か
で
は
な
く
、
か
れ
ら
が
ど
う
投
票
し
た
か
に
よ
っ
て
。

わ
た
し
は
こ
の
奇
妙
な
小
世
界
に
つ
い
て
、
最
初
の
腹
づ
も
り
よ
り
か
な
り
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
別
に
、
民
主

主
義
以
前
のL

am
daM

O
O

の
世
界
が
民
主
主
義
後
の
も
の
よ
り
よ
か
っ
た
、
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
あ
る
変
化
を
指
摘
し
た
い
だ
け

だ
。
Ｃ
Ｃ
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
し
て
Ａ
Ｏ
Ｌ
と
は
ち
が
う
よ
う
に
、L

am
daM

O
O

は
規
範
が
規
制
す
る
場
所
だ
っ
た
。
で
も
Ｃ
Ｃ
と
は
ち
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が
っ
て
、L

am
daM

O
O

は
い
ま
や
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
規
範
再
構
築
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
場
所
だ
。

そ
う
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
物
事
を
変
え
る
。
規
範
は
、
投
票
が
そ
れ
を
上
回
る
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ら
変
わ
る
。
そ
し
て
投
票
が

ウ
ィ
ザ
ー
ド
に
命
じ
て
世
界
を
変
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
コ
ー
ド
も
変
わ
る
。
こ
の
変
化
は
、
あ
る
種
の
規
範
空
間
か
ら
別
の

規
範
空
間
へ
、
あ
る
種
の
規
制
か
ら
別
種
の
規
制
へ
の
移
行
を
示
す
。

こ
の
三
つ
の
サ
イ
バ
ー
場
所
い
ず
れ
で
も
、
コ
ー
ド
は
規
制
す
る
も
の
だ
。
で
も
三
つ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
ち
が
い
が
あ
る
。
規
範
は

Ｃ
Ｃ
とL

am
daM

O
O

に
関
係
し
て
く
る
が
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
関
係
し
て
こ
な
い
。
民
主
主
義
はL

am
daM

O
O

に
は
関
係
し
て
く
る
が
Ｃ

Ｃ
や
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
は
関
係
し
な
い
。
そ
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
Ａ
Ｏ
Ｌ
に
関
係
は
し
て
い
る
が
、L

am
daM

O
O

や
Ｃ
Ｃ
に
は
関
係
な
い
（
ど

ち
ら
も
、
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
組
織
内
外
の
商
業
目
的
で
使
っ
た
り
し
な
い
か
ら
だ
）。
こ
れ
ら
三
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
上
げ

る
の
は
コ
ー
ド
だ
。
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ム
ヌ
ー
キ
ン
がL

am
daM

O
O

に
つ
い
て
語
っ
た
よ
う
に
、「
政
治
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
て
実

装
さ
れ
る
」
（
41
）

。
コ
ー
ド
の
ち
が
い
が
そ
れ
ら
の
場
所
を
別
の
形
で
作
り
上
げ
る
が
、
あ
る
コ
ー
ド
は
ほ
か
の
も
の
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
厚

み
を
増
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
厚
み
が
で
き
る
と
、
規
範
に
よ
っ
て
規
制
で
き
る
。

こ
の
調
査
の
最
後
の
空
間
も
ま
た
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
場
合
に
は
「
管
理
者
」
は
基
本
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
を
変
え
る
能
力
が
な
か
っ
た
。
そ
の
コ
ー
ド
は
ネ
ッ
ト
の
コ
ー
ド
だ
―
―
単
一
ユ
ー
ザ
ー
が
簡
単
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
ト
コ
ル
。
少
な
く
と
も
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。

.law
.cyb

er

か
れ
の
名
前
はIB

E
X

で
、
そ
の
正
体
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
た
ぶ
ん
突
き
止
め
よ
う
と
思
え
ば
突
き
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
―
―
わ
た

し
は
そ
れ
が
で
き
る
デ
ー
タ
を
持
っ
て
い
た
―
―
で
も
、
か
れ
の
や
っ
た
こ
と
の
あ
と
で
、
そ
の
正
体
を
知
り
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

た
ぶ
ん
わ
た
し
が
教
え
た
サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
の
一
番
初
め
の
講
義
の
生
徒
だ
っ
た
は
ず
だ
し
、
正
体
を
知
っ
た
ら
わ
た
し
は
そ
い
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つ
を
落
第
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
か
れ
の
や
っ
た
こ
と
に
激
怒
し
て
い
た
か
ら
。
そ
の
講
座
は
「
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
」
だ
。
そ
の
講
義
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
１
を
わ
た
し
が
や
っ
た
の
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
だ
っ
た
。

バ
ー
ジ
ョ
ン
１
と
言
っ
た
の
は
、
そ
の
講
義
を
三
つ
の
す
ば
ら
し
い
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
教
え
る
す
ば
ら
し
い
機
会
を
得
た
か
ら
だ
―
―
最

初
は
イ
ェ
ー
ル
、
次
は
シ
カ
ゴ
大
学
、
最
後
に
ハ
ー
バ
ー
ド
。
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
場
所
で
、
生
徒
の
構
成
も
ま
っ
た
く
ち
が
っ

て
い
た
け
れ
ど
、
講
義
の
あ
る
部
分
は
ど
こ
で
も
同
じ
だ
っ
た
。
毎
年
、
そ
の
講
義
と
関
連
し
た
「
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
」
―
―
電
子
掲
示

板
で
、
学
生
た
ち
は
講
義
で
生
じ
た
質
問
を
始
め
、
な
ん
に
つ
い
て
で
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
稿
で
き
る
―
―
が
作
ら
れ
た
。
投
稿
は
会
話
の

始
ま
り
と
な
る
―
―
ス
レ
ッ
ド
や
議
論
と
し
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
次
か
ら
次
へ
と
投
稿
さ
れ
、
前
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
し

た
り
疑
問
を
書
い
た
り
す
る
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
は
、
哲
学
者
な
ら
「
対
話
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
で
も
呼
ぶ
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
た
。
議
論
が
起
こ
る
た
め

の
場
所
で
は
あ
る
け
れ
ど
、そ
の
発
言
は
、Ｃ
Ｃ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
保
存
さ
れ
る
。
こ
れ
が
対
話
の
部
分
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、人
々

が
お
互
い
に
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
で
き
て
く
る
―
―
こ
の
空
間
で
と
実
空
間
で
の
両
方
で
。
あ
る
年
、
講
義
の
学
生
た

ち
と
そ
れ
以
外
の
学
生
た
ち
（
か
れ
ら
も.law

.cyber
の
議
論
の
展
開
は
読
ん
で
い
た
）
が
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
。
あ
る
年
は
、
講
義
を

履
修
し
て
い
な
い
生
徒
た
ち
も
聴
講
に
招
か
れ
た
。
で
も
三
つ
の
ち
が
っ
た
学
校
で
三
年
に
わ
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
三
つ
で
き
た
の
は

明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
日
に
生
ま
れ
て
、
数
カ
月
に
わ
た
っ
て
生
き
延
び
た
。

こ
こ
で
の
わ
た
し
の
話
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
も
の
だ
。
イ
ェ
ー
ル
は
変
わ
っ
た
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
い
い
意
味
で
変

わ
っ
て
い
る
の
だ
。
小
規
模
で
す
ご
く
頭
の
い
い
人
々
が
多
く
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
は
、
別
に
弁
護
士
な
ど
法
曹
界
に
入
る
つ
も
り
は
な

い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
機
能
し
て
い
て
、
学
部
長
以
下
（
以
下
と
か
以
上
と
い
う
の
も
「
イ
ェ
ー
ル
」
的
な
表
現
で
は
な
い
け
れ
ど
）
み

ん
な
が
絶
え
ず
、
そ
の
生
徒
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
を
育
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
お
お
む
ね
う
ま
く
い
っ
て
い
る
―
―
永
続
的

な
平
和
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
で
は
な
く
、
み
ん
な
ど
こ
に
い
て
も
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
。
あ
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る
人
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
あ
る
人
は
反
抗
す
る
け
れ
ど
、
反
抗
と
い
う
の
は
受
け
入
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
い
る
。
人
は
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
の
バ
ス
に
乗
り
合
わ
せ
た
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
反
抗
し
た
り
は
し
な
い
。

こ
の
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
非
凡
な
特
徴
の
一
つ
が
「
壁
」
だ
。
壁
と
い
う
の
は
、
人
が
こ
の
世
の
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
言
い
た

い
こ
と
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
貼
り
出
せ
る
と
こ
ろ
だ
。
イ
ェ
ー
ル
の
ゲ
イ
の
権
利
に
つ
い
て
の
手
紙
を
貼
り
出
せ
る
し
、
イ
ェ
ー
ル
大
学

の
労
働
組
合
員
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
の
講
義
で
も
い
い
。
法
律
に
関
す
る
議
論
で
な
く
て
も
、
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
貼
り
出
さ
れ

る
。
各
掲
示
は
、
追
加
の
も
の
を
招
く
―
―
も
と
の
掲
示
に
誰
か
が
書
き
込
ん
だ
り
、
そ
の
掲
示
の
下
に
追
加
の
掲
示
を
し
た
り
。

イ
ェ
ー
ル
を
訪
れ
る
人
に
は
び
っ
く
り
す
る
光
景
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
の
壁
は
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
ど
真
ん
中
に
あ
る
。
ゴ

シ
ッ
ク
様
式
の
建
造
物
の
真
ん
中
に
は
石
造
り
の
場
所
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
で
た
ら
め
に
紙
が
貼
っ
て
あ
る
。
そ
の
掲
示
の
ま
わ
り
を
学
生

た
ち
が
通
り
す
が
り
、
ほ
か
の
人
々
の
発
言
を
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
イ
ェ
ー
ル
の
発
言
者
コ
ー
ナ
ー
だ
。
発
言
で
は
な
く
て
発
表
だ
し
、

し
か
も
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
中
身
が
濃
い
。
こ
の
壁
で
は
、
文
体
や
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
大
し
た
結
果
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で

敬
意
を
示
さ
れ
る
に
は
、
何
か
中
身
の
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

だ
が
、
こ
の
空
間
を
仕
切
る
ル
ー
ル
が
一
つ
あ
る
。
す
べ
て
の
投
稿
は
、
署
名
つ
き
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
署
名
の
な
い
投
稿
は
す
べ

て
削
除
さ
れ
る
。
も
と
も
と
は
、
投
稿
文
を
書
い
た
人
が
そ
れ
に
署
名
す
る
、
と
い
う
意
味
の
ル
ー
ル
だ
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
で
も

こ
こ
は
イ
ェ
ー
ル
で
、
ど
ん
な
ル
ー
ル
で
も
何
千
も
の
質
問
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
匿
名
の
掲
示
が
作
者
以
外
の
人
の
署

名
で
掲
示
さ
れ
て
も
い
い
と
い
う
習
慣
が
で
き
た
（「
署
名
だ
れ
そ
れ
、
た
だ
し
著
者
は
別
人
」）。
こ
の
署
名
の
お
か
げ
で
、
そ
の
投
稿
に
は

壁
で
生
き
残
る
た
め
の
由
来
が
与
え
ら
れ
る
。

こ
の
ル
ー
ル
の
存
在
理
由
は
明
ら
か
だ
け
れ
ど
、
そ
の
問
題
点
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
学
部
長
の
決
定
を
批
判
し
た
か
っ
た

と
し
よ
う
。
学
部
長
は
、
い
か
に
い
い
人
と
は
い
え
、
強
い
権
限
を
持
つ
。
で
き
れ
ば
名
前
を
つ
け
ず
に
投
稿
し
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
あ
る
生
徒
の
持
つ
政
治
的
な
見
解
は
、
そ
の
生
徒
を
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
見
解
を
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自
分
の
署
名
つ
き
で
投
稿
し
た
ら
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
た
ち
に
つ
ま
は
じ
き
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
論
の
自
由
と
い
う
の
は
、
言
論
に

よ
る
影
響
や
、
糾
弾
や
恥
や
村
八
分
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

で
も
匿
名
性
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
回
避
す
る
方
法
だ
。
匿
名
性
が
あ
れ
ば
、
こ
わ
が
ら
ず
に
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
る
。
あ
る
場
合
に

は
、
一
部
の
人
に
と
っ
て
、
匿
名
で
し
ゃ
べ
る
権
利
は
意
味
が
あ
る
。

で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
は
こ
の
権
利
に
抵
抗
し
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
匿
名
性
は
、
不
人
気
な
見
解
を
述
べ
る
力
を
与
え
て
く
れ

る
一
方
で
、
無
責
任
な
見
解
を
投
稿
す
る
と
き
の
隠
れ
み
の
に
も
な
る
。
あ
る
い
は
中
傷
の
投
稿
。
あ
る
い
は
人
を
傷
つ
け
る
投
稿
。
学
部

長
の
方
針
を
問
題
に
す
る
一
方
で
、
同
級
生
が
イ
ン
チ
キ
を
し
た
と
い
う
ウ
ソ
を
投
稿
す
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
の
投
稿
も
匿

名
か
ら
利
益
を
得
る
け
れ
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
は
後
者
の
よ
う
な
発
言
に
は
抵
抗
し
た
い
の
は
当
然
だ
。

わ
た
し
の
知
る
限
り
、IB

E
X

は
壁
で
発
言
を
し
た
こ
と
は
な
い
。
か
わ
り
に
、
わ
た
し
の
講
義
と
関
連
し
た
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
で
発

言
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
は
設
計
上
、
発
言
し
た
い
イ
ェ
ー
ル
在
籍
者
な
ら
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
た
。
壁
と
は
ち
が
っ
て
、
こ

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
た
め
に
、
ユ
ー
ザ
ー
は
ど
ん
な
名
前
で
も
使
え
た
。「IB

E
X

」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
筆
名
だ
。
壁
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
は
、
筆
名
は
匿
名
と
同
じ
だ
―
―
だ
か
ら
必
ず
実
名
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
で
も
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
で
の
筆
名
投
稿
は
、
匿
名

投
稿
と
は
話
が
ち
が
う
。
や
が
て
人
は
、
そ
の
筆
名
の
人
格
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
年
の
講
座
に
は
、IB

E
X

の
ほ
か
に
マ
ッ
ハ

ゴ
ー
ゴ
ー
、
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス
、C

liffC
laven

、
エ
イ
リ
ア
ン
ズ
、
ゲ
ロ
ゲ
ロ
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ロ
ビ
ン
な
ん
か
も
い
た
。
講
義
の
生

徒
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
人
物
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス
が
誰
か
は
み
ん
な
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
マ
ッ
ハ

ゴ
ー
ゴ
ー
が
誰
か
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）
け
れ
ど
、
各
筆
名
に
は
、
そ
の
正
体
が
知
ら
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
あ
る
人

格
が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
。

IB
E

X

は
性
悪
だ
っ
た
。
こ
れ
は
も
う
初
っ
端
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
た
。IB

E
X

が
出
現
す
る
ま
で
、
こ
の
空
間
で
の
生
活
は
花
開
い

て
い
た
。
最
初
は
み
ん
な
び
く
び
く
し
て
、
礼
儀
正
し
か
っ
た
。
勇
敢
な
人
た
ち
が
ア
イ
デ
ア
や
ジ
ョ
ー
ク
を
投
稿
す
る
。
会
話
は
そ
の
ア

148



第六章 各種のサイバー空間

イ
デ
ア
や
ジ
ョ
ー
ク
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
ら
く
続
く
。
数
週
間
す
る
と
、
会
話
に
だ
ん
だ
ん
熱
が
こ
も
っ
て
く
る
。
や
り
と
り
の
パ
タ
ー
ン
が

生
ま
れ
る
。
質
問
の
あ
る
人
も
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
最
初
は
し
ゃ
べ
る
の
に
つ
ま
ず
き
も
あ
っ
た
け
れ

ど
、
そ
れ
で
も
ゆ
っ
く
り
と
、
み
ん
な
口
を
開
き
始
め
て
い
た
。

そ
の
し
ゃ
べ
り
方
に
つ
い
て
、
す
ぐ
に
気
が
つ
く
い
く
つ
か
の
点
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
こ
の
空
間
で
は
、
女
性
が
教
室
で
よ
り
も
多
く

し
ゃ
べ
っ
た
。
統
計
的
に
有
意
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
で
も
多
か
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
（
42
）。

二
番
目
に
、
ヘ
ル
パ
ー
が
す
ぐ

に
出
現
し
、
そ
れ
に
助
け
ら
れ
る
人
た
ち
が
現
れ
た
。
や
が
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
ク
ラ
ス
が
現
れ
た
―
―
本
物
の
ク
ラ
ス
で
、
自
ら
ク
ラ
ス

を
名
乗
り
、
実
空
間
で
の
教
師
が
夢
に
ま
で
見
る
よ
う
な
形
で
、
ク
ラ
ス
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
し
ゃ
べ
る
よ
う
な
存
在
。
そ
し
て
そ
の
一
方

で
し
ゃ
べ
り
方
は
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
わ
た
し
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ウ
ナ
・
ス
ミ
ス
が
起
爆
剤
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
講
義
は
三
回
や
っ
た

と
書
い
た
。
毎
回
、（
わ
た
し
が
一
切
介
入
す
る
事
な
し
に
）
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
に
は
ウ
ナ
・
ス
ミ
ス
が
参
加
し
て
い
る
。
イ
ェ
ー
ル
で

は
、
そ
れ
は
本
物
の
ウ
ナ
・
ス
ミ
ス
だ
っ
た
け
れ
ど
、
イ
ェ
ー
ル
以
後
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
人
の
類
型
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い

つ
も
ク
ラ
ス
外
部
の
女
性
だ
。
ネ
ッ
ト
と
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
つ
い
て
は
異
様
に
詳
し
い
。
そ
し
て
わ
た
し
の
（
バ
ー
チ
ャ
ル
）
ク
ラ
ス
に
ふ

ら
り
と
や
っ
て
き
て
、
ほ
か
の
み
ん
な
に
ど
う
ふ
る
ま
う
べ
き
か
を
説
教
し
始
め
る
。
誰
か
が
ネ
ッ
ト
の
規
範
に
違
反
し
た
ら
、
ウ
ナ
が
そ

れ
を
訂
正
す
る
。
こ
う
い
う
指
示
は
、
大
概
は
そ
れ
ほ
ど
い
い
目
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
ま
あ
な
ん
と
い
っ
て
も
か
れ
ら
は
法
学
部
の
学
生

だ
か
ら
）。
や
が
て
ク
ラ
ス
は
結
集
し
て
、
説
教
さ
れ
た
人
物
を
弁
護
し
、
ウ
ナ
に
対
し
て
発
言
の
根
拠
を
示
せ
と
迫
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
ウ
ナ
は
専
門
家
だ
か
ら
、
大
概
は
自
分
の
説
教
を
支
持
す
る
よ
う
な
答
え
を
用
意
し
て
あ
る
。
こ
の
や
り
と
り
が
や
が
て
ク
ラ
ス
の
関
心

の
的
と
な
る
。
ウ
ナ
が
怒
り
を
引
き
起
こ
し
て
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
ク
ラ
ス
は
一
体
感
を
獲
得
す
る
。

講
義
が
始
ま
っ
て
一
月
半
も
す
る
と
、
グ
ル
ー
プ
は
一
種
の
頂
点
に
到
達
し
た
。
こ
れ
以
上
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
た
ど
り
つ
い

た
。
そ
の
瞬
間
の
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。
あ
る
春
の
午
後
早
く
に
、
気
が
つ
く
と
誰
か
が
詩
の
最
初
の
一
行
を
ポ
ス
ト
し
て
い
た
。
そ
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の
日
の
終
わ
り
ま
で
に
、
誰
が
何
の
調
整
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ク
ラ
ス
は
そ
の
詩
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
に
も
や
り
と

り
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
。
今
は
ラ
イ
ム
（
韻
）
ま
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
で
は
物
事
が
う
な
り
を
あ
げ
、
人
々
は
こ
の
空
間
に

本
気
で
感
じ
入
っ
て
い
た
。

IB
E

X
が
現
れ
た
の
は
そ
の
と
き
だ
っ
た
。
確
か
、
ク
ラ
ス
で
匿
名
性
の
議
論
を
し
た
直
後
だ
っ
た
か
ら
、
後
に
か
れ
が
、
自
分
は
教
育

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
も
ウ
ソ
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
か
れ
は
、
あ
る
講
義
の
あ
と
に
出
現
し
た

―
―
そ
し
て
そ
れ
も
、
単
に
同
級
生
の
一
人
に
攻
撃
を
し
か
け
る
た
め
だ
け
に
出
現
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
そ
の
考
え
に
つ
い
て
の
攻
撃
で

は
な
く
、
人
物
に
対
す
る
攻
撃
。
こ
の
攻
撃
は
実
に
悪
意
に
満
ち
て
徹
底
し
て
い
た
の
で
、
読
ん
だ
と
き
に
は
ど
う
考
え
て
い
い
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の
か
？

ほ
と
ん
ど
す
ぐ
に
、
グ
ル
ー
プ
の
会
話
は
死
に
絶
え
た
。
パ
タ
ッ
と
止
ま
っ
た
。
誰
も
何
も
言
わ
な
い
。
み
ん
な
、
自
分
た
ち
の
空
間
に

入
り
込
ん
で
き
た
化
け
物
が
、
次
は
自
分
に
矛
先
を
向
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
怖
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
で
も
そ
れ
も
、
被
害
者

が
明
ら
か
に
傷
つ
い
た
と
こ
ろ
を
見
せ
た
返
事
を
書
く
ま
で
だ
っ
た
。IB

E
X

の
こ
と
ば
に
、
そ
の
人
は
身
を
切
ら
れ
る
思
い
を
し
て
い
た
。

そ
し
て
傷
つ
き
怒
っ
て
い
た
の
で
、
反
撃
し
た
。

で
も
か
れ
の
砲
撃
は
、
第
二
段
の
悪
意
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
は
最
初
の
も
の
に
輪
を
か
け
て
悪
意
に
満
ち
て
い
た
。
こ

れ
に
は
、
ク
ラ
ス
の
ほ
か
の
人
々
も
参
戦
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。IB

E
X

は
ク
ラ
ス
の
一
連
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
、
匿
名
に
隠
れ
た

臆
病
者
、
そ
ん
な
発
言
は
病
的
、
と
罵
ら
れ
た
。
な
ん
の
効
果
も
な
し
。IB

E
X

は
何
度
も
何
度
も
戻
っ
て
き
て
、
そ
の
醜
悪
さ
は
極
端
で

か
つ
容
赦
が
な
か
っ
た
。

空
間
が
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
会
話
は
ま
ば
ら
に
な
り
、
人
々
は
そ
こ
を
だ
ん
だ
ん
離
れ
て
い
っ
た
。
一
部
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
起

こ
っ
た
こ
と
に
う
ん
ざ
り
し
て
離
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
あ
る
人
は
、IB

E
X

の
次
の
標
的
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
。
人
々
がIB

E
X

攻
撃
で

歩
調
を
合
わ
せ
た
と
き
に
、
空
間
は
一
瞬
だ
け
生
き
返
っ
た
。
で
も
か
れ
が
何
度
も
何
度
も
戻
っ
て
き
て
、
毎
回
そ
の
残
忍
さ
を
増
す
に
つ
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れ
て
、
ほ
と
ん
ど
は
も
う
あ
っ
さ
り
そ
の
空
間
を
去
っ
た
。（
あ
る
と
きIB

E
X

は
戻
っ
て
き
て
、
自
分
に
対
し
て
不
正
が
行
な
わ
れ
た
と

抗
議
し
た
。
そ
の
前
の
週
に
は
、
自
分
は
何
も
投
稿
し
な
か
っ
た
の
に
、
誰
か
がIB
E

X

の
名
を
か
た
っ
て
な
り
す
ま
し
て
投
稿
し
た
の
で
、

本
物
のIB

E
X

た
る
自
分
の
名
誉
が
傷
つ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
。
ク
ラ
ス
で
同
情
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
）

で
も
変
わ
っ
た
の
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ク
ラ
ス
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
毎
週
わ
れ
わ
れ
が
顔
を
合
わ
せ
る
た
び
に
、
雰
囲
気
が
ね
じ
ま
が
っ

た
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
人
々
は
、
あ
の
生
き
物
が
部
屋
の
中
に
い
る
の
を
感
じ
た
。
誰
も
か
れ
が
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
生
だ
と

は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
。
あ
れ
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
、
そ
れ
が
実
空
間
で
は
微
笑
み
や
ジ
ョ
ー
ク
の
か
げ
に
隠
れ
て
い
て
、
で
も
サ

イ
バ
ー
空
間
で
は
凶
悪
。
そ
し
て
微
笑
み
の
下
に
あ
ん
な
邪
悪
が
隠
れ
て
い
る
と
思
っ
た
だ
け
で
、
人
々
の
微
笑
み
に
対
す
る
印
象
も
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

あ
る
人
は
こ
れ
を
「
デ
ビ
ッ
ド
・
リ
ン
チ
効
果
」
と
呼
ん
だ
。
ぴ
か
ぴ
か
の
表
面
の
す
ぐ
下
で
社
会
が
腐
敗
し
て
い
る
の
を
描
く
映
画
作

家
を
連
想
し
て
の
こ
と
だ
。
あ
の
ク
ラ
ス
で
は
、
に
こ
や
か
に
機
能
し
て
い
る
学
生
た
ち
と
い
う
表
層
の
す
ぐ
下
で
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
腐
敗
が
感
じ
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
（
軽
度
と
は
い
え
）
ジ
ェ
イ
ク
・
ベ
イ
カ
ー
が
い
た
。
こ
の
空
間
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

―
―
そ
の
空
間
自
体
が
作
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
―
を
破
壊
す
る
ふ
る
ま
い
を
許
容
し
た
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
部
分
的
に
は
隠
れ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
優
し
い
匿
名
の
影
に
隠
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
書
く
も
の
の
た
め
ら
い
や
編
集
を
隠
せ
る
こ
と
で
、
反
応
を
隠
せ
る

こ
と
で
、
自
分
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
こ
と
を
隠
せ
る
こ
と
で
―
―
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
匿
名
性
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
あ

の
よ
う
な
形
で
作
り
上
げ
た
。
で
も
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
出
し
た
匿
名
性
こ
そ
がIB

E
X

を
も
生
み
出
し
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
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セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ

こ
れ
ま
で
描
い
て
き
た
四
つ
の
場
所
は
、
す
べ
て
本
書
の
初
版
で
も
描
か
れ
、
そ
の
描
写
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
。
ど
れ
も
古
い
物
語
で
、

そ
れ
ら
の
教
訓
は
ま
さ
に
本
書
で
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
教
訓
だ
。
だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
生
み
出
し
た
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
も
し
ろ

い
展
開
が
な
か
っ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
過
去
五
年
で
、
サ
イ
バ
ー
場
所
は
爆
発
的
に
増
え
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
当
初
こ
の
本
を
書
い

た
と
き
に
想
像
し
た
よ
り
ず
っ
と
劇
的
な
も
の
だ
っ
た
。

あ
る
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
空
間
に
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
高
速
に
な
っ
て
帯
域
幅
も
広
が
っ
た
た
め
に
、
昔
よ
り

ず
っ
と
う
ま
く
機
能
す
る
目
新
し
い
技
術
を
使
っ
て
い
る
。
だ
が
わ
た
し
が
第
二
章
で
描
い
た
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
空
間
は
、
現
実
の
場
所
か
ら
着
想

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

だ
が
変
わ
っ
た
の
は
、
そ
の
規
模
だ
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ィ
ベ
ル
が
説
明
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、

こ
う
し
た
空
間
で
規
模
は
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

わ
た
し
は
問
題
に
な
る
と
思
う
。
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
の
世
界
は
当
然
な
が
ら
サ
イ

ズ
が
限
ら
れ
る
。
制
約
は
テ
キ
ス
ト
対
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
文
化
的
な
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
も
っ
と
広
い
ア
ク
セ
シ
ビ

リ
テ
ィ
の
差
だ
。
そ
れ
が
も
っ
と
大
き
な
空
間
を
作
り
出
す
。
（
43
）

結
果
は
「
多
く
の
面
で
社
会
的
に
も
っ
と
豊
か
な
も
の
」
で
あ
り
「
３
Ｄ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
画
像
そ
の
も
の
の
性
質
で
は
な
い
。
そ
れ
は

い
ず
れ
か
な
り
粗
雑
な
も
の
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
」

超
多
重
オ
ン
ラ
イ
ン
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
（
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
ま
た
は
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｐ
Ｇ
）
は
一
大
産
業
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
何
百
万
も
の

人
々
が
、
毎
年
こ
う
し
た
空
間
で
何
百
、
何
千
時
間
も
過
ご
し
、
文
字
通
り
何
十
億
ド
ル
も
か
け
て
こ
の
第
二
の
人
生
を
生
き
る
。
こ
う
し

た
第
二
の
人
生
を
生
き
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
か
れ
ら
は
こ
の
現
実
空
間
で
の
人
生
を
も
生
き
て
い
る
。
か
れ
ら
が
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
の
ウ
ォ
ー
ク
ラ
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フ
ト
の
世
界
で
演
じ
て
い
る
と
き
に
は
、
同
時
に
現
実
空
間
で
は
父
親
や
妻
の
役
も
果
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
別
の
場
所
に
出
か

け
る
の
に
現
実
世
界
を
離
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
だ
が
か
れ
ら
は
別
の
場
所
を
自
分
た
ち
の
現
実
世
界
の
人
生
に
組
み
込
み
、
そ
し
て
現
実

世
界
の
人
生
の
う
ち
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
暮
ら
す
比
率
は
爆
発
的
に
増
え
た
。

こ
う
し
た
「
ゲ
ー
ム
」
は
大
雑
把
に
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
目
は
、
人
々
は
他
人
が
定
義
し
た
ゲ
ー
ム
を
「
遊
ぶ
」。
こ
れ
は
「
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
」
だ
。
だ
か
ら
ウ
ォ
ー
ク
ラ
フ
ト
の
世
界
は
、
人
々
が
富
と
地
位
を
得
る
た
め
に
競
争
す
る
（
つ
ま
り
は
現
実
世
界

と
大
差
な
い
）
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
だ
。
グ
ラ
ン
ド
・
セ
フ
ト
・
オ
ー
ト
は
人
々
が
バ
ー
チ
ャ
ル
犯
罪
に
手
を
染
め
る
ゲ
ー
ム
だ
。

こ
う
し
た
ゲ
ー
ム
は
ど
れ
も
構
造
が
あ
る
が
、
人
々
が
ど
こ
ま
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
環
境
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
た
り
自
分
で
作
っ
た
り
で
き

る
か
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
大
半
は
、
こ
の
意
味
で
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
だ
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
観
察
し
て
い
る
あ
る
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
何
ら
か
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
だ
と
の
こ
と
だ
（
44
）。

二
つ
目
は
も
っ
と
自
分
で
作
る
部
分
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
空
間
は
、
少
な
く
と
も
人
々
が
社
交
を
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
提
供
す
る
。

社
交
に
加
え
て
、
創
造
的
活
動
や
商
業
活
動
も
あ
る
。
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
活
動
の
比
率
は
か
な
り
ち
が
う
。
だ
が
ど
れ
も
、
内

部
に
本
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
生
み
出
す
よ
う
な
仮
想
世
界
を
作
ろ
う
と
狙
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
で
述
べ
た
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
延
長
だ
。
で
も
そ

の
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
テ
キ
ス
ト
操
作
だ
け
で
満
足
で
き
る
人
を
越
え
て
拡
張
す
る
。
こ
う
し
た
世
界
は
バ
ー
チ
ャ

ル
と
は
い
え
、
画
像
的
に
も
リ
ア
ル
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ど
ち
ら
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
の
中
に
も
創
造
性
は
あ
る
。
そ
の
差
は
単
に
程
度
問
題
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
中
に
も

商
業
は
あ
る
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
―
―
詳
細
は
後
述
―
―
は
「
個
人
間
の
取
引
で
四
〇
〇
万
ド
ル
」
（
45
）を

毎
月
生
み
出
し
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー

ド
・
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
各
種
ゲ
ー
ム
を
合
計
す
る
と
、
こ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
で
は
か
な
り
の
商
業
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。

「
お
金
や
各
種
仮
想
ア
イ
テ
ム
（
た
と
え
ば
魔
法
の
杖
、
宇
宙
船
、
甲
冑
）
の
売
買
か
ら
生
ま
れ
る
商
業
取
引
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
少
な
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く
と
も
年
間
三
千
万
ド
ル
に
上
り
、
世
界
で
は
一
億
ド
ル
に
な
る
」
（
46
）

そ
し
て
も
っ
と
お
も
し
ろ
い（
そ
し
て
異
様
な
）の
は
、各
種
の
仮
想
世
界
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
計
算
だ
。
た
と
え
ば
エ
バ
ー

ク
エ
ス
ト
は
、「
カ
リ
ブ
海
の
島
嶼
国
ド
ミ
ニ
カ
」
の
半
分
く
ら
い
の
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
持
つ
（
47
）。

そ
し
て
ノ
ラ
ス
の
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
同
じ
く
ら
い
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
四
倍
」
（
48
）と

の
こ
と
。

本
書
の
目
的
か
ら
、
わ
た
し
は
二
番
目
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
に
専
念
す
る
。
な
か
で
も
二
つ
。
一
つ
は
こ
の
空
間
の
初
期
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た

「
ゼ
ア
」。
第
二
は
成
長
を
続
け
て
す
ば
ら
し
い
成
功
を
収
め
つ
つ
あ
る
も
の
―
―
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
だ
。

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
「
居
住
者
た
ち
が
す
べ
て
作
り
所
有
し
て
い
る
３
Ｄ
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
」
だ
。
・３

・Ｄ
と
い
う
の
は
、
そ
の
体
験
が
三
次
元
っ
ぽ
い
と
い
う
こ
と
だ
―
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
物
体
は
三
次
元
の
よ
う
に
見
え
る
。
・バ
・ー
・チ
・ャ
・ル
・世

・界
と
い
う
の
は
、
そ
の
物
体
や
人
々
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
描
画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
・居
・住
・者
・た
・ち
・が
・作
・っ
・た
と
い
う
の
は
、
セ
カ

ン
ド
ラ
イ
フ
は
単
に
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
提
供
す
る
だ
け
で
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
世
界
を
作
っ
た
の
は
そ
の
住
民
た
ち
だ
（
そ
し
て
そ
の

人
数
は
半
端
じ
ゃ
な
い
。
い
つ
の
日
で
も
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
住
民
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
動
か
す
ス
ク
リ
プ
ト
を
編

集
し
て
い
る
（
49
）。

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
最
初
、
美
し
い
緑
の
草
原
を
描
画
す
る
。
住
民
は
そ
こ
に
土
地
を
買
い
、
建
物
を
造
り
始
め
る
の
だ
）。

そ
し
て
住
民
に
・所
・有
・さ
・れ
・て
・い
・る
と
い
う
の
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
居
住
者
が
作
っ
た
も
の
は
、
か
れ
ら
の
も
の
だ
と
い
う
意
味
だ
―
―

「
物
理
的
」
な
モ
ノ
自
体
（
車
、
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
、
家
）
も
、
作
っ
た
も
の
に
伴
う
知
的
財
産
権
も
す
べ
て
。

こ
の
最
後
の
特
徴
が
、
も
う
一
つ
言
及
し
た
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
で
あ
る
「
ゼ
ア
」
と
最
も
お
も
し
ろ
い
対
照
（
少
な
く
と
も
わ
た
し
に
と
っ
て

は
）
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ゼ
ア
も
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
だ
。
だ
が
そ
れ
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
と
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い

た
（
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
成
功
し
な
か
っ
た
）。
こ
れ
は
企
業
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
核
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
―
―
た
と
え
ば
ソ
ニ
ー
や

ナ
イ
キ
が
ゼ
ア
に
出
店
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
人
々
は
ゼ
ア
で
も
の
を
作
れ
る
。
そ
れ
は
売
っ
た
り
あ
げ
た
り
で
き
る
が
、
そ
の
と
き

に
は
ゼ
ア
に
は
歩
合
が
入
る
。
空
間
そ
の
も
の
は
ず
っ
と
プ
レ
ハ
ブ
的
だ
が
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
機
会
は
か
な
り
あ
っ
た
。
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ゼ
ア
の
創
設
者
は
、「
ゼ
ア
」
の
売
り
文
句
を
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
理
想
（
と
か
れ
ら
が
理
解
し
た
モ
ノ
）
を
も
と
に
構
成
し
た
。
ゼ
ア
通

貨
バ
ッ
ク
の
為
替
レ
ー
ト
は
、
一
ド
ル
が
一
七
八
七
バ
ッ
ク
だ
―
―
一
七
八
七
年
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
起
草
の
年
だ
。
そ
し
て
わ
た
し
の
講
義

で
当
時
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
説
明
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
価
値
観
が
ゼ
ア
の
価
値
観
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

わ
た
し
の
生
徒
た
ち
は
信
用
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
一
人
の
と
ん
で
も
な
く
賢
い
生
徒
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ク
ラ
ン
プ
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
い
さ
さ

か
つ
ら
い
目
に
あ
わ
せ
た
。
ま
ず
ゼ
ア
で
は
言
論
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
る
の
か
と
尋
ね
た
。「
も
ち
ろ
ん
」
と
Ｃ
Ｅ
Ｏ
は
答
え
た
。「
ゼ
ア
の

市
民
は
自
分
の
土
地
に
看
板
を
立
て
て
も
い
い
ん
で
す
か
？
」「
も
ち
ろ
ん
」「
た
と
え
ば
ナ
イ
キ
の
隣
に
土
地
を
買
っ
て
も
い
い
ん
で
す

か
？
」「
も
ち
ろ
ん
」「
で
は
ナ
イ
キ
の
隣
の
土
地
に
『
ナ
イ
キ
は
低
賃
金
搾
取
労
働
を
使
っ
て
い
ま
す
』
と
い
う
看
板
を
立
て
て
も
い
い
ん

で
す
か
？
」「
う
ー
ん
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
」
　
言
論
の
自
由
も
そ
れ
ま
で
だ
っ
た
。

あ
る
い
は
も
っ
と
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
関
連
し
た
話
題
で
、
ク
ラ
ン
プ
は
こ
う
尋
ね
た
。「
市
民
が
作
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
知
的
財
産
権
は

誰
が
持
つ
ん
で
す
か
？
」「
ゼ
ア
で
す
」「
ナ
イ
キ
が
作
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
知
的
財
産
権
は
誰
が
持
つ
ん
で
す
か
？
」「
ナ
イ
キ
に
決
ま
っ
て
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
実
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
価
値
観
に
従
う
な
ら
、
ほ
か
に
考
え
ら
れ
ま
す
よ
、
と
ク

ラ
ン
プ
は
指
摘
し
た
。
憲
法
で
は
知
的
財
産
権
は
「
作
者
や
発
明
者
」
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
企
業
が
持
つ
こ
と
に
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。

だ
が
本
当
の
問
題
は
構
造
的
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
計
画
経
済
や
中
央
集
権
経
済
が
直
面
す
る
の
と
同
じ
問
題
だ
。
ゼ
ア

は
ゼ
ア
社
が
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
仮
想
世
界
の
建
築
物
は
き
わ
め
て
複
雑
だ
。
そ
の
建

設
コ
ス
ト
は
莫
大
で
、
こ
の
た
め
ゼ
ア
社
は
ゼ
ア
を
動
か
す
の
に
巨
額
の
初
期
投
資
を
必
要
と
し
た
。

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は（
あ
ら
ゆ
る
新
興
国
同
様
）建
設
コ
ス
ト
を
市
民
に
負
担
さ
せ
た
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で
土
地
を
買
う
と
、更
地
か
無

人
島
が
手
に
入
る
だ
け
だ
。
そ
こ
か
ら
買
っ
た
り
交
換
し
た
り
建
設
し
た
り
し
て
、
住
め
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
で
作
る

の
は
安
上
が
り
だ
が
、
か
な
り
の
重
労
働
だ
。
で
も
作
っ
た
モ
ノ
は
売
れ
る
。
そ
し
て
あ
な
た
の
設
計
は
あ
な
た
の
も
の
だ
。
い
ま
や
一
〇
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万
人
以
上
の
人
が
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
住
み
、
建
設
し
て
い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
ゲ
ー
ム
は
ま
さ
に
名
前
の
通
り
第
二
の
人
生
だ
。

こ
う
し
た
今
の
ル
ー
ル
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
発
展
の
産
物
だ
。
後
に
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
と
な
る
初
の
公
開
ア
ル
フ
ァ
テ
ス
ト
段
階
で

は
、
土
地
所
有
権
の
概
念
は
な
か
っ
た
。
す
べ
て
が
公
有
だ
っ
た
。
土
地
所
有
は
ベ
ー
タ
テ
ス
ト
で
始
ま
り
、
す
べ
て
の
利
用
者
が
値
段
を

払
え
ば
公
有
の
土
地
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
土
地
が
手
に
入
っ
た
ら
、
利
用
者
は
他
人
が
そ
の
土
地
に
物
体
や
ス
ク
リ
プ
ト

や
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
作
れ
る
か
ど
う
か
選
べ
る
。
後
に
こ
の
選
択
肢
は
拡
大
さ
れ
た
。

バ
ー
ジ
ョ
ン
１
・
１
で
は
、
土
地
の
物
理
構
造
に
か
な
り
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
利
用
者
は
ど
こ
に
で
も
自
由
に
テ
レ

ポ
ー
ト
で
き
た
が
、
い
ま
や
嫌
が
ら
せ
を
避
け
る
た
め
に
、
地
主
た
ち
は
他
人
が
「
無
断
通
行
」
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
―
―
デ
フ
ォ
ル
ト
を
、
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
に
し
た
り
、
自
由
に
訪
れ
て
い
い
人
の
一
覧
を
作
っ
た
り
す
る
。
だ
が

こ
う
し
た
制
約
は
、
土
地
の
上
空
一
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
し
か
及
ば
な
い
。
そ
れ
よ
り
上
は
、
地
主
が
い
や
が
ろ
う
と
、
誰
で
も
飛
べ
る
。

さ
て
こ
の
最
後
の
制
約
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
と
お
も
し
ろ
い
類
似
を
示
し
て
い
る
。『F

R
E

E
C

U
LT

U
R

E

』
で
述
べ
た
よ
う
に
（
50
）、

ア

メ
リ
カ
の
か
つ
て
の
財
産
法
は
、
土
地
の
所
有
者
は
そ
の
土
地
の
「
上
方
に
は
無
限
の
距
離
」
（
51
）、

上
空
の
宇
宙
か
ら
地
下
ま
で
す
べ
て
所
有

し
て
い
た
。
こ
れ
は
飛
行
機
が
登
場
し
た
と
き
に
明
ら
か
な
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
飛
行
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
上
空
を
飛
ん
だ
ら
そ
れ
は

土
地
の
無
断
通
行
に
な
る
の
か
？

法
の
対
応
は
や
が
て
、
か
な
り
低
空
で
飛
ぶ
こ
と
と
か
な
り
の
高
度
を
飛
ぶ
こ
と
で
差
を
つ
け
た
。
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
を
飛
ん
だ
ら
、

そ
れ
は
無
断
通
行
で
は
な
い
。
か
な
り
低
空
を
飛
ん
だ
ら
そ
れ
は
迷
惑
だ
。
だ
か
ら
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
が
到
達
し
た
解
決
策
の
よ
う
な
も
の

は
、
実
際
の
法
で
も
実
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

だ
が
重
要
な
ち
が
い
も
御
覧
じ
ろ
。
現
実
空
間
で
は
、「
高
い
・
低
い
」
規
則
に
違
反
し
た
ら
罰
則
が
与
え
ら
れ
る
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で

は
、
一
五
メ
ー
ト
ル
ル
ー
ル
を
破
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
で
き
な
い
。
ル
ー
ル
は
コ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
コ
ー
ド
は
セ
カ
ン
ド
ラ
イ

フ
内
で
ど
う
い
う
存
在
に
な
る
か
を
左
右
す
る
。
ル
ー
ル
に
従
う
か
ど
う
か
と
い
う
選
択
の
余
地
は
な
い
。
重
力
に
従
う
か
ど
う
か
選
択
の
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余
地
が
な
い
の
と
同
じ
だ
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
コ
ー
ド
が
法
だ
。
そ
の
コ
ー
ド
／
法
が
直
接
的
に
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
制
す
る
。
だ
が
明
ら
か
に
こ
の
コ
ー
ド

は
（
法
と
同
じ
く
）
変
わ
る
。
鍵
は
、
こ
の
コ
ー
ド
の
変
化
は
（
自
然
の
法
則
と
は
ち
が
っ
て
）
コ
ー
ド
作
者
の
選
択
や
価
値
観
を
反
映
さ

れ
る
よ
う
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

同
じ
論
点
を
示
す
別
の
例
を
見
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は
内
部
で
の
知
的
財
産
製
作
者
に
そ
の
財
産
の
所
有
権

を
与
え
る
―
―
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
中
で
も
外
で
も
（
52
）（

創
設
者
の
一
人
が
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
「
う
ち
の
弁
護
士
は
首
を
振
っ
た
ん
で
す
が
、

わ
れ
わ
れ
は
会
社
の
将
来
は
、
利
用
者
が
作
っ
た
も
の
を
所
有
す
る
こ
と
に
縛
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
決
め
た
ん
で
す
」
（
53
））。

こ
れ
は
現
実
空

間
で
の
知
的
財
産
と
同
じ
だ
。
た
だ
し
権
利
を
企
業
に
与
え
る
契
約
に
サ
イ
ン
し
て
し
ま
っ
た
の
で
な
い
限
り
（
や
め
た
ほ
う
が
い
い
で
す

よ
！
）、
現
実
空
間
で
創
造
し
た
ら
、
法
は
自
動
的
に
そ
の
創
造
性
に
つ
い
て
著
作
権
を
与
え
て
く
れ
る
。
ど
ち
ら
の
空
間
で
も
、
そ
の
権
利

を
あ
げ
て
し
ま
う
権
利
は
あ
る
。
わ
た
し
は
創
造
者
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
創
造
物
に
つ
け
た
い
自
由
を
示
し
や
す
く
す
る
た
め
の
非
営
利

組
織
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
を
運
営
し
て
い
る
。
現
実
空
間
で
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
使
え
ば
、
自

分
の
好
き
な
ラ
イ
セ
ン
ス
で
コ
ン
テ
ン
ツ
に
し
る
し
を
つ
け
る
。
そ
う
し
た
ら
利
用
者
は
自
分
た
ち
が
ど
ん
な
自
由
を
持
つ
の
か
わ
か
る
。

権
利
が
侵
害
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
は
法
を
通
じ
て
是
正
さ
れ
る
。

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は
こ
の
発
想
を
も
う
一
歩
進
め
て
い
る
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
内
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
は
、
自
分
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
好

き
な
ラ
イ
セ
ン
ス
を
つ
け
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
世
界
の
ウ
ィ
ザ
ー
ド
た
ち
は
、
選
ば
れ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
が
即
座
に
そ
の
創
作
物
で
で
き
る
こ

と
に
影
響
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
発
想
を
検
討
し
て
い
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
ラ
イ
セ
ン
ス
が
つ
い
て
い
た

ら
、
は
っ
き
り
許
可
が
な
く
て
も
そ
の
写
真
が
撮
れ
る
。
で
も
ラ
イ
セ
ン
ス
が
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
写
真
を
撮
ろ
う
と
し
て
も
カ
メ
ラ
に

写
ら
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
こ
で
も
コ
ー
ド
は
、
現
実
空
間
で
は
決
し
て
で
き
な
い
く
ら
い
有
効
に
法
を
表
現
で
き
る
。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
区
別
で
き
る
。
だ
が
本
章
の
論
点
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
は
き
わ

め
て
明
確
だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
特
徴
に
も
あ
る
種
の
価
値
が
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
徴
も
変
わ
れ
る
し
、
そ
れ
が
変
わ
れ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
擁
護
す
る
価
値
観
も
変
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
最
も
顕
著
な
例
は
、
本
書
の
初
版
で
は
軽
く
触
れ
た
だ
け
だ
が
、『
コ
モ
ン
ズ
』
で
は
中
心
と
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ア
ー
キ
テ
ク
ト
の
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
サ
ル
ツ
ァ
ー
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ク
ラ
ー
ク
、
デ
ビ
ッ
ド
・
リ
ー
ド
が
一
九
八
一
年
に
述
べ
た
「
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・

エ
ン
ド
」
原
理
だ
（
54
）。

エ
ン
ド
・
ツ
ー
・
エ
ン
ド
（
ｅ
２
ｅ
）
原
理
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
う
構
築
す
る
か
と
い
う
設
計
哲
学
だ
。
そ
れ
は

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
る
べ
く
単
純
に
し
よ
う
と
唱
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
必
要
と
さ
れ
る
知
性
は
、
で
き
る
限
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
エ
ッ
ジ

ま
た
は
端
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
こ
の
原
理
を
実
現
す
る
に
あ
た
り
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
の
機
能
を
き
わ
め
て
狭
く
し
た
―
―
つ

ま
り
デ
ー
タ
の
パ
ケ
ッ
ト
を
ベ
ス
ト
エ
フ
ォ
ー
ト
で
配
送
す
る
と
い
う
単
一
の
機
能
だ
け
に
絞
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
パ
ケ
ッ
ト
が
何
を
す

る
か
、
誰
の
た
め
か
は
、
プ
ロ
ト
コ
ル
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
パ
ケ
ッ
ト
を
配
送
す
れ
ば
そ
れ
で
お
し
ま
い
。

つ
ま
り
こ
の
設
計
の
結
果
の
一
つ
は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
人
々
が
技
術
革
新
を
す
る
と
き
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
と
い
ち
い

ち
話
を
つ
け
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
だ
。
音
声
を
Ｉ
Ｐ
で
配
信
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
し
た
け
れ
ば
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト

コ
ル
を
使
う
形
で
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
し
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
動
く
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
デ
ー
タ
を
送
れ
ば
い
い
。

こ
の
設
計
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
向
け
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
奨
励
す
る
よ
う
な
価
値
観
を
内
包
し
て
い
る
。
新
し

い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
す
る
と
き
の
コ
ス
ト
を
最
小
化
し
（
誰
か
の
許
可
を
と
っ
た
り
お
願
い
し
た
り
す
る
面
倒
は
い
ら
な
い
）、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
に
よ
る
戦
略
的
な
ふ
る
ま
い
も
避
け
て
く
れ
る
か
ら
だ
。

再
び
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
を
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
電
話
会
社
の
所
有
な
ら
、
自
分
た
ち
の
電
話
市
場
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に
食
い
込
む
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
い
い
顔
を
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
導
入
に
先
立
っ
て
許
可
が
必
要

な
ら
、
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
は
た
ぶ
ん
導
入
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
―
―
誰
か
が
開
発
し
て
も
邪
魔
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
賢
い
開
発
者
た
ち
は
、
邪
魔
さ

れ
る
の
が
見
え
て
い
る
の
で
、
そ
ん
な
も
の
を
開
発
す
る
だ
け
無
駄
だ
と
い
う
の
を
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
ス
ー
ザ
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
が

述
べ
た
よ
う
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
奇
跡
的
な
成
長
は
、
そ
の
大
部
分
が
高
レ
ベ
ル
層
に
対
し
て
無
差
別
だ
っ
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

（
中
略
）
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
で
の
イ
ノ
ベ
ー
タ
た
ち
は
、
下
位
層
が
今
後
も
安
定
し
て
存
在
す
る
と
想
定
し
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
（
55
）

こ
こ
で
の
価
値
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
競
争
だ
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
最
大
限
の
イ
ノ
ベ
ー
タ
に
力
を
与
え
る
―
―
そ
し
て
そ
の
み
ん
な

が
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
た
め
に
技
術
革
新
す
る
よ
う
認
め
る
。
ど
ん
な
技
術
革
新
で
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
導
入
で
き
る
（
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ

プ
ロ
ト
コ
ル
を
尊
重
す
る
限
り
）。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
者
が
そ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
気
に
入
れ
ば
、
そ
れ
は
成
功
す
る
。

同
時
に
―
―
少
な
く
と
も
ｅ
２
ｅ
原
理
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
限
り
―
―
こ
の
設
計
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
最
も
強
力
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
機
会
に
口
出
し
す
る
能
力
を
無
化
し
て
し
ま
う
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有

者
は
開
発
さ
れ
て
い
る
も
の
が
お
気
に
召
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ｅ
２
ｅ
は
、
そ
う
し
た
開
発
を
妨
害
す
る
機
会
を
な
く
す
。

も
と
の
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
情
報
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
形
で
実
質
的
に
変
え
ら
れ
る
の
と

同
様
に
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
変
え
て
そ
の
ｅ
２
ｅ
的
性
質
を
取
り
除
く
こ
と
も
で
き
る
。
第
四
章
で
説
明
し
た
ツ
ー
ル
そ
の

も
の
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
効
果
を
持
ち
得
る
。
た
と
え
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
は
自
分
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
旅
す
る
パ
ケ
ッ
ト
を
走
査

し
て
、
既
知
の
承
認
済
み
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
き
て
い
な
い
パ
ケ
ッ
ト
は
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
し
ま
え
る
。
そ
の
一
覧
に
載
せ
て
も
ら
う
に

は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
開
発
者
た
ち
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
所
有
者
に
連
絡
し
て
、
そ
の
一
覧
に
入
れ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
仕
組
み
に
対
す
る
変
更
は
、
技
術
的
に
は
ま
っ
た
く
可
能
だ
。
実
際
、
そ
う
し
た
試
み
の
い
く

つ
か
が
、
競
争
面
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
の
理
由
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
競
争
上
の
理
由
か
ら
自
分
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
種
類
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
、
気
に
入
ら
な
い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
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き
る
（
こ
こ
で
も
電
話
会
社
が
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
事
態
が
考
え
ら
れ
る
）。
ほ
か
の
人
々
は
、
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
面
倒
ご

と
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
起
き
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
悩
み
を
な
く
そ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合

で
も
結
果
は
同
じ
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
技
術
革
新
は
行
き
詰
ま
る
。

「
サ
イ
バ
ー
空
間
」
に
つ
い
て
の
お
話
同
様
に
、
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
例
も
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
政
策
と
の
結
び
つ
き
を
示

す
も
の
だ
。
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・
エ
ン
ド
は
、
価
値
を
内
包
す
る
技
術
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
。
ど
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
奨
励
す
る
か
は
、
ど
の
政

策
を
わ
れ
わ
れ
が
奨
励
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択
だ
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
「
場
所
」
で
は
な
い
文
脈
で
も
成
り
立
つ
―
―
ネ
ッ
ト

が
「
た
だ
の
」
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
も
。

な
ぜ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
問
題
に
な
っ
て
空
間
に
差
が
出
る
の
か

わ
た
し
が
描
い
て
き
た
空
間
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
る
。
あ
る
場
所
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
―
―
つ
ま
り
グ
ル
ー
プ
内
に
自
己

強
制
さ
れ
る
規
範
群
が
あ
る
。
記
名
性
（
匿
名
性
で
は
な
く
）
や
移
動
の
し
に
く
さ
、
流
動
性
の
な
さ
な
ど
が
こ
う
い
う
規
範
づ
く
り
を
助

け
る
。
匿
名
性
、
移
動
し
や
す
さ
や
流
動
性
、
多
様
性
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
む
ず
か
し
く
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
完
全
に
自
己
強
制
し
な
い
よ
う
な
場
所
で
は
、
規
範
は
コ
ー
ド
か
関
連
主
権
主
体
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
に
よ
っ

て
補
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
補
足
は
、
一
部
の
規
範
的
な
目
的
を
推
進
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
目
的
と
対
立

す
る
こ
と
も
あ
る
。

ど
う
し
て
も
こ
の
多
様
な
空
間
を
、
一
次
元
の
線
上
に
の
せ
て
単
純
化
し
た
け
れ
ば
、
そ
の
次
元
と
い
う
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
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す
る
従
順
さ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
部
の
グ
ル
ー
プ
は
、
規
範
だ
け
で
し
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
―
―
た
と
え

ば.law
.cyber

な
ど
だ
。
こ
こ
で
の
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
唯
一
の
技
術
は
―
―
ふ
る
ま
い
を
監
視
処
罰
し
な
い
と
い
う
わ
た
し
の
約
束
が

あ
る
以
上
―
―
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
ク
ラ
ス
に
い
る
生
徒
た
ち
の
規
範
だ
っ
た
。
ほ
か
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ほ
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
技
術
に
従

う
。.law

.cyber
か
ら
Ｃ
Ｃ
、L

am
daM

O
O

、
Ａ
Ｏ
Ｌ
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
と
い
う
順
番
で
、
ほ
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
技
術
を
使
い
や
す
く

な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
能
力
は
競
争
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
コ
ー
ド
が
そ
の
場
所
を
あ
ま
り
魅
力
の
な
い
と
こ
ろ
に
し
た
ら
、
人
々
は

去
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
Ｃ
Ｃ
と
Ａ
Ｏ
Ｌ
で
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
ト
た
ち
は
技
術
を
使
っ
て
ふ
る
ま
い
を
変
え
ら
れ
る
。
で
も
そ
の
変
化
が
、
メ
ン
バ
ー
た
ち

の
多
く
が
考
え
る
空
間
の
意
義
か
ら
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
た
ら
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
あ
っ
さ
り
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
制
約
の
脅

し
は
そ
の
代
替
物
に
も
適
用
さ
れ
る
。
ブ
ロ
グ
が
花
開
く
に
つ
れ
て
、
Ｃ
Ｃ
の
よ
う
な
場
所
は
相
対
的
に
市
場
力
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
だ

ろ
う
。
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
市
場
力
は
も
っ
と
複
雑
だ
。
代
わ
り
と
な
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
ほ
か
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
だ
が
い
っ
た
ん
ど
こ
か
の
メ
ン
バ
ー
に

な
っ
て
し
ま
う
と
、
移
住
の
コ
ス
ト
は
か
な
り
の
も
の
だ
。

L
am

daM
O

O

で
は
、
話
は
さ
ら
に
や
や
こ
し
い
。
人
を
特
定
の
Ｍ
Ｏ
Ｏ
に
縛
る
も
の
は
何
も
な
い
（
何
百
も
あ
る
し
、
ほ
と
ん
ど
は
無

料
だ
）。
で
も
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
の
は
買
う
も
の
で
は
な
く
、
育
て
あ
げ
て
稼
ぎ
出
す
も
の
だ
。
こ
れ
は
時
間
が
か
か
る
し
、

代
替
が
き
か
な
い
の
で
、
成
功
し
た
Ｍ
Ｏ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
ほ
か
に
移
住
す
る
の
は
だ
ん
だ
ん
む
ず
か
し
く
な
っ
て
く
る
。
や
め

る
権
利
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ソ
連
市
民
が
国
外
移
住
の
権
利
が
あ
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
し
か
な
い
―
―
つ
ま
り
、
自
分
が
そ
の

世
界
で
育
て
た
資
産
は
何
も
持
っ
て
い
け
な
い
の
だ
。

最
後
に
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は
、
最
大
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で
は
ほ
か
の
四
つ
の
空
間
の
ど
れ
よ
り

も
、
コ
ー
ド
が
体
験
を
規
制
す
る
。
そ
し
て
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
経
験
の
親
密
さ
こ
そ
は
人
々
を
こ
の
空
間
に
引
き
込
む
も
の
な
の
で
、
脱

出
は
コ
ス
ト
が
高
く
な
る
。
こ
こ
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
制
限
は
あ
る
が
、
ほ
か
の
文
脈
の
ど
れ
よ
り
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
細
密
に
導
入
さ
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れ
て
い
る
。
そ
し
て
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
を
信
用
す
る
な
ら
、
コ
ー
ド
を
通
じ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

表
現
は
ま
す
ま
す
細
や
か
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
れ
は
わ
た
し
に
こ
う
語
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
印
象
で
は
（
中
略
）
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
コ
ー
ド
に
移
し
替
え
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
の
ほ
う
が
ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ
テ
ィ
が
拡
大
す

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
コ
ー
ド
の
外
で
政
策
を
実
施
す
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
が
必
要
な
場
合
か
、
コ
ー
ド
が
使
え
な
い
場
合
だ
け
に
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
眺
め
て
み
て
「
う
ん
、
い
つ
の
日
か
こ
れ
を
コ
ー
ド
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
手
で

や
る
し
か
な
い
な
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
（
56
）

コ
ー
ド
を
規
制
し
て
よ
り
よ
い
規
制
を

各
種
の
サ
イ
バ
ー
空
間
を
調
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
要
素
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
す
ま
す
重
要
性
が
増
し
て
く
る
要
素
は
、

コ
ー
ド
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
顕
著
だ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
一
般
で
も
い
え
る
こ
と
と
し
て
、
コ
ー
ド
に
は
価
値
観
が
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
焦
点
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
ツ
ー
ル
で
も
あ
る
―
―
少
な
く
と
も
わ
た
し
が
調
べ
た
範
囲
で
は
政
府
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
は
な
い
―
―
む
し
ろ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を

行
な
う
主
権
者
の
目
的
に
沿
っ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
。

こ
う
し
た
物
語
は
技
法
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
発
想
を
見
れ
ば
、
規
制
の
各
種
文
脈
で
そ
の
技
法
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
セ
カ

ン
ド
ラ
イ
フ
が
ふ
る
ま
い
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
向
上
さ
せ
る
の
に
コ
ー
ド
を
使
え
る
な
ら
、
現
実
の

フ
ァ
ー
ス
ト
ラ
イ
フ

一
番
目
の
生
活
は
ど
う
だ
ろ
う
？

も

し
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
コ
ー
ド
を
使
っ
て
詐
欺
の
取
り
締
ま
り
を
改
善
で
き
る
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
オ
フ
ラ
イ
ン
で
は
ど
う
だ
ろ
う
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
ｅ
２
ｅ
の
設
計
を
使
っ
て
競
争
を
改
善
で
き
る
な
ら
、
地
上
の
規
制
者
に
と
っ
て
の
教
訓
は
何
だ
ろ
う
？

こ
れ
ら
の
政
策
技
術
は
ど
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の
よ
う
に
政
策
立
案
者
の
実
践
を
示
唆
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？

答
え
は
、政
策
立
案
者
た
ち
は
現
実
空
間
で
同
じ
こ
と
を
昔
か
ら
や
っ
て
き
て
い
る
、と
い
う
こ
と
だ
。
第
五
章
で
規
制
者
た
ち
が
、ふ
る

ま
い
を
も
っ
と
規
制
可
能
に
す
る
た
め
に
コ
ー
ド
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
規
制
者
た
ち
は
コ
ー
ド
を
使
っ

て
ふ
る
ま
い
を
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
以
下
に
す
ぐ
に
わ
か
る
例
を
い
く
つ
か
見
よ
う
。

テ
ー
プ

デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
完
璧
に
コ
ピ
ー
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
た
だ
の
デ
ー
タ
で
あ

り
、
デ
ー
タ
は
た
だ
の
１
と
０
が
並
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
複
雑
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
使
っ
て
、
デ
ー
タ
の
列
を
コ
ピ
ー
し

た
と
き
に
正
確
に
コ
ピ
ー
で
き
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

こ
の
機
能
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
販
売
者
に
と
っ
て
新
し
い
リ
ス
ク
を
作
り
出
す
。
ア
ナ
ロ
グ
コ
ピ
ー
技
術
の
コ
ー
ド
で
は
、
コ
ピ
ー
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
よ
り
劣
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
コ
ー
ド
で
は
、
コ
ピ
ー
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
つ

ま
り
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
と
っ
て
「
コ
ピ
ー
」
か
ら
く
る
脅
威
は
、
ア
ナ
ロ
グ
世
界
よ
り
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
の
ほ
う
が
大
き
い
と
い

う
こ
と
だ
。

デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
技
術
（
Ｄ
Ａ
Ｔ
）
が
、
こ
の
リ
ス
ク
を
顕
在
化
さ
せ
る
最
初
の
技
術
と
な
っ
た
。
ほ
か
の
デ
ジ
タ
ル
録
音
と
同
じ

よ
う
に
、
原
理
的
に
は
コ
ン
テ
ン
ツ
を
完
璧
に
コ
ピ
ー
で
き
る
。
だ
か
ら
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
Ｄ
Ａ
Ｔ
テ
ー
プ
か
ら
の
海
賊
版
は

産
業
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
恐
れ
、
議
会
に
上
手
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
し
て
デ
ジ
タ
ル
脅
威
か
ら
守
っ
て
く
れ
と
訴
え
た
。

議
会
は
こ
れ
に
対
し
て
い
ろ
ん
な
対
応
が
と
れ
た
だ
ろ
う
。
ふ
る
ま
い
を
直
接
規
制
す
る
よ
う
な
法
律
を
使
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
た

と
え
ば
違
法
コ
ピ
ー
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
し
た
り
し
て
。
違
法
コ
ピ
ー
防
止
の
公
共
広
告
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
金
を
出
す
こ
と
も
で
き

た
。
学
生
た
ち
に
、
人
気
レ
コ
ー
ド
の
海
賊
版
を
買
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
金
を
出
し
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
議
会
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は
、
生
テ
ー
プ
に
税
金
を
か
け
て
、
そ
の
収
入
を
著
作
権
の
あ
る
題
材
の
所
有
者
に
移
転
す
る
こ
と
も
で
き
た
（
57
）。

あ
る
い
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
を

規
制
し
て
、
そ
の
技
術
が
著
作
権
に
も
た
ら
す
脅
威
を
弱
め
る
こ
と
も
で
き
た
。

議
会
は
最
後
の
二
つ
の
方
法
を
と
っ
た
。
オ
ー
デ
ィ
オ
家
庭
録
音
法
は
、
生
テ
ー
プ
に
ち
ょ
っ
と
課
金
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
複
製
技
術
の

コ
ー
ド
を
規
制
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
録
音
装
置
の
メ
ー
カ
ー
に
、
そ
の
マ
シ
ン
が
行
な
っ
た
コ
ピ
ー
を
す
べ
て
モ
ニ
タ
ー
す
る
よ
う
な
、
コ
ー

ド
に
基
づ
く
シ
ス
テ
ム
を
実
装
す
る
チ
ッ
プ
を
つ
け
る
よ
う
義
務
づ
け
た
（
58
）。

チ
ッ
プ
は
、
個
人
利
用
の
コ
ピ
ー
を
限
ら
れ
た
数
だ
け
作
ら
せ

て
く
れ
る
が
、
孫
コ
ピ
ー
を
作
ろ
う
と
し
た
ら
、
音
質
が
劣
化
す
る
。
議
会
は
要
す
る
に
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
の
コ
ー
ド
を
変
更
さ
せ
る
こ

と
で
、
昔
の
コ
ー
ド
で
は
「
自
然
」
だ
っ
た
不
完
全
性
を
復
元
さ
せ
た
わ
け
だ
。

こ
れ
も
ま
た
、
議
会
が
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
コ
ー
ド
を
規
制
し
た
例
だ
。
コ
ピ
ー
を
複
数
と
る
と
不
完
全
性
が
増
す
よ

う
義
務
づ
け
て
、
違
法
コ
ピ
ー
を
最
小
限
に
留
め
た
わ
け
だ
。
電
話
の
規
制
と
同
じ
く
、
こ
の
規
制
が
成
功
す
る
の
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
の
メ
ー

カ
ー
が
比
較
的
少
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も
、
標
的
の
数
が
限
ら
れ
て
い
れ
ば
、
政
府
規
制
も
効
果
的
に
な
る
。
そ
し
て
政
府
規
制
の
効
果

は
、
主
要
目
的
と
な
る
ふ
る
ま
い
―
―
著
作
権
侵
害
―
―
を
規
制
し
や
す
く
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

テ
レ
ビ

一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
暴
力
が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
親
た
ち
の
懸
念
は
議
会
の
注
目
を
引
き
、
議
会
は

法
制
に
よ
っ
て
そ
れ
に
応
え
た
。
言
論
・
表
現
の
自
由
を
定
め
た
憲
法
修
正
第
一
条
の
状
況
か
ら
見
て
、
議
会
と
し
て
は
テ
レ
ビ
上
の
暴
力

を
直
接
規
制
す
る
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
議
会
は
、
テ
レ
ビ
上
の
暴
力
を
間
接
的
に
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
方
法
を
考
え
た
。
そ
し
て
テ

レ
ビ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
放
送
し
て
い
る
人
々
に
、
内
容
に
つ
い
て
暴
力
の
水
準
を
示
す
タ
グ
を
つ
け
ろ
と
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
テ
レ
ビ
産
業

に
は
、
こ
う
し
た
タ
グ
に
基
づ
い
て
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な
技
術
を
開
発
し
ろ
と
要
求
し
た
。

こ
れ
が「
Ｖ
チ
ッ
プ
」で
、一
九
九
六
年
電
気
通
信
法
の
一
部
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
59
）。

Ｖ
チ
ッ
プ
は
テ
レ
ビ
放
送
の
自
動
ブ
ロ
ッ
キ
ン
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グ
に
使
え
る
が
、
そ
の
た
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ
基
準
は
ま
だ
き
ち
ん
と
決
ま
っ
て
い
な
い
。
一
番
粗
雑
な
提
案
で
は
、
映
倫
の
映
画
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
に
近
い
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
高
度
な
提
案
で
は
、
ず
っ
と
豊
か
な
要
素
群
を
使
っ
て
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
標
的
と
な
る
ふ
る
ま
い
（
暴
力
的
な
番
組
編
成
）
を
直
接
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
左
右
す
る
た
め
に
コ
ー
ド
を

規
制
す
る
と
い
う
議
会
の
手
口
だ
。
直
接
規
制
へ
の
制
約
は
、
や
は
り
規
制
可
能
性
の
問
題
だ
。
だ
が
こ
こ
で
規
制
で
き
な
い
の
は
、
憲
法

的
な
制
限
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
技
術
に
規
制
さ
れ
る
人
々
を
追
跡
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
つ
ま
り
憲
法
の
制
約
の
た
め
に
、

議
会
は
親
た
ち
に
力
を
与
え
る
た
め
に
技
術
を
規
制
し
た
わ
け
だ
。
親
に
選
別
力
を
与
え
る
こ
と
で
、
議
会
は
間
接
的
に
、
憲
法
的
に
は
直

接
規
制
で
き
な
い
害
悪
（
暴
力
の
視
聴
）
を
減
ら
す
よ
う
に
で
き
る
わ
け
だ
（
60
）。

迂
回
禁
止

コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
が
Ｄ
Ａ
Ｔ
で
直
面
し
て
い
た
問
題
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
問
題
に
比
べ
れ
ば
も

の
の
数
で
は
な
い
は
ず
だ
。
Ｄ
Ａ
Ｔ
は
完
璧
な
コ
ピ
ー
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
の
完
璧
な
コ
ピ
ー
を
流
通
さ
せ
る
苦
労
は
前
と
同
じ
だ
。
こ

れ
を
容
易
に
す
る
栄
誉
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
与
え
ら
れ
た
。
い
ま
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
完
璧
な
コ
ピ
ー
を
保
証
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
を
無
料
で
流
通
さ
せ
る
の
も
ご
く
簡
単
に
し
て
し
ま
っ
た
。

第
一
〇
章
で
も
っ
と
説
明
す
る
が
、
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
「
特
徴
」
に
対
す
る
反
応
の
一
つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
権
利
管
理
（
Ｄ
Ｒ
Ｍ
）」

技
術
だ
。
Ｄ
Ｒ
Ｍ
技
術
は
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
コ
ー
ド
を
追
加
し
て
、
簡
単
に
コ
ピ
ー
し
た
り
配
布
し
た
り
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し

ま
う
―
―
少
な
く
と
も
Ｄ
Ｒ
Ｍ
技
術
自
体
か
ら
の
技
術
的
許
可
が
出
な
い
限
り
は
。

だ
か
ら
ア
ッ
プ
ル
のiT

unes

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ス
ト
ア
か
ら
買
っ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
曲
は
、
ア
ッ
プ
ル
の
Ｄ
Ｒ
Ｍ
技
術
「
フ
ェ
ア
プ

レ
イ
」
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
技
術
は
曲
を
限
ら
れ
た
数
の
マ
シ
ン
に
は
複
製
さ
せ
て
く
れ
る
が
、
も
っ
と
広
範
に
そ
の
曲
を
コ
ピ
ー
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す
る
能
力
は
制
限
さ
れ
る
。

こ
の
制
限
は
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。「
コ
ピ
ー
」
機
能
も
コ
ー
ド
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｒ
Ｍ
技
術
は
そ
の
「
コ
ピ
ー
」

機
能
を
変
更
、
と
い
う
よ
り
条
件
づ
け
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
別
の
コ
ー
ド
が
無
力
化
し
て
し
ま
っ
た
何
か
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
復

活
さ
せ
る
た
め
に
コ
ー
ド
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
古
典
的
な
例
だ
。

こ
う
し
た
Ｄ
Ｒ
Ｍ
シ
ス
テ
ム
は
民
間
が
作
っ
た
も
の
だ
。
だ
が
一
九
九
八
年
に
、
か
れ
ら
は
議
会
か
ら
重
要
な
保
護
の
補
助
を
も
ら
っ

た
。
デ
ジ
タ
ル
ミ
レ
ニ
ア
ム
著
作
権
法
（
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）
で
、
議
会
は
「
実
質
的
に
著
作
権
作
品
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
技
術
手

段
を
迂
回
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
」
技
術
、
あ
る
い
は
「
も
っ
ぱ
ら
著
作
権
保
持
者
の
権
利
を
有
効
に
保
護
す
る
技
術
手
段
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
保
護
を
迂
回
す
る
目
的
を
主
と
し
て
作
ら
れ
た
技
術
」
（
61
）の

作
成
と
配
布
を
禁
止
し
た
。
こ
の
コ
ー
ド
を
禁
止
す
る
こ
と
で
、
議
会
は

コ
ン
テ
ン
ツ
製
作
者
た
ち
が
コ
ン
テ
ン
ツ
を
保
護
す
る
た
め
に
配
布
し
て
い
る
コ
ー
ド
に
対
し
、
支
援
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ

て
直
接
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
議
会
は
間
接
的
に
著
作
権
侵
害
を
規
制
し
た
。

施
行
以
来
、
こ
の
法
律
を
め
ぐ
っ
て
の
も
め
事
や
訴
訟
は
絶
え
間
な
い
。
一
九
九
九
年
以
来
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
複
製
制
限
協
会
は
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上

の
デ
ー
タ
復
号
に
使
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ムD

eC
SS

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
幇
助
し
た
個
人
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
訴
え
始
め
た
（
62
）。

二
〇
〇
一
年
七
月

に
、
二
七
歳
の
ロ
シ
ア
人
プ
ロ
グ
ラ
マ
で
あ
る
デ
ィ
ミ
ト
リ
ー
・
ス
ク
リ
ャ
ロ
フ
は
ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
の
発
表
中
に
逮
捕
さ
れ
た
。
か
れ
の
ロ

シ
ア
で
の
勤
め
先
が
、
ア
ド
ビ
のeB

ook

シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ク
セ
ス
保
護
を
迂
回
す
る
ソ
フ
ト
を
作
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
が

理
由
だ
（
63
）。

ス
ク
リ
ャ
ロ
フ
は
ア
メ
リ
カ
の
牢
屋
で
六
カ
月
過
ご
し
て
か
ら
、
や
っ
と
ロ
シ
ア
の
家
族
の
も
と
に
帰
国
を
許
さ
れ
た
。

こ
の
規
制
の
効
果
は
計
測
し
に
く
い
。
電
子
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
財
団
（
Ｅ
Ｆ
Ｆ
）
は
、
同
法
施
行
の
五
年
後
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
見

解
を
一
覧
に
し
て
発
表
し
た
（
64
）。

そ
し
て
Ｅ
Ｆ
Ｆ
の
見
方
は
万
人
が
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
法
を
根
拠
に
起
こ
さ
れ
た
裁
判
の
多

様
性
に
つ
い
て
は
万
人
が
驚
く
は
ず
だ
。（
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
起
草
者
た
ち
も
、
ガ
レ
ー
ジ
の
ド
ア
会
社
が
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
を
根
拠
に
し
て
、
競
争
相

手
か
ら
自
社
の
自
動
車
庫
開
け
装
置
を
保
護
し
よ
う
と
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
か
れ
ら
は
敗
訴
し
た
）
（
65
））

166



第六章 各種のサイバー空間

放
送
フ
ラ
グ

テ
レ
ビ
放
送
が
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
著
作
権
保
持
者
た
ち
は
著
作
権
材
料
の
放
送
で
直
面
す
る
リ
ス
ク
を
心
配
し

始
め
た
。
通
常
の
テ
レ
ビ
放
送
と
ち
が
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
品
質
は
完
璧
な
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
コ
ピ
ー
も
完
璧
に
な
る
。
そ
し

て
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
完
璧
な
コ
ピ
ー
が
無
料
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
上
で
広
ま
る
の
で
は
と
思
っ
た
著
作
権
者
た

ち
は
震
え
上
が
っ
た
。

か
れ
ら
の
対
応
は
、
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
の
場
合
と
似
て
い
た
。
ま
ず
は
連
邦
通
信
委
員
会
（
Ｆ
Ｃ
Ｃ
）
、
次
い
で
議
会
で
、
著
作
権
保
持
者
た

ち
は
政
府
に
圧
力
を
か
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
複
製
が
可
能
な
技
術
は
す
べ
て
「
放
送
フ
ラ
グ
」
を
尊
重
す
る
よ
う
に
設
計
す
る
よ
う
義

務
づ
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
フ
ラ
グ
が
立
っ
て
い
た
ら
、
複
製
技
術
は
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
コ
ピ
ー
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
は
再
生
で
き
る
が
、
複
製
は
で
き
な
い
。
ス
ー
ザ
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
が
述
べ
る
よ
う
に
、

放
送
フ
ラ
グ
の
規
則
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
要
す
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
家
電
機
器
メ
ー
カ
ー
や
情
報
技
術
会
社
す
べ
て
に
対
し
、
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

コ
ン
テ
ン
ツ
に
触
れ
る
デ
バ
イ
ス
す
べ
て
が
不
正
追
加
配
信
に
対
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
を
保
護
す
る
フ
ラ
グ
を
「
認
識
し
て
効
力
を
与
え
る
」
こ

と
を
保
証
せ
よ
と
義
務
づ
け
る
も
の
だ
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
こ
の
規
則
が
あ
れ
ば
、
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
（
Ｄ
Ｔ
Ｖ
）
放
送
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
大

量
に
再
配
布
さ
れ
る
の
が
防
げ
る
と
主
張
し
た
。
（
66
）

放
送
フ
ラ
グ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
し
、
わ
た
し
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
悪
い
点
の
指
摘

ば
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
（
67
）。

だ
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
、
重
要
な
の
は
放
送
フ
ラ
グ
の
内
容
で
は
な
く
形
式
だ
。
こ
れ
は
主
要
な
ふ
る
ま
い
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
コ
ー
ド
の
規
制
の
最
も
直
接
的
な
例
だ
。
法
が
コ
ー
ド
を
規
制
し
て
ふ
る
ま
い
を
改
善
し
よ
う
と
い

う
わ
け
だ
。
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　い
ず
れ
の
場
合
も
、
政
府
は
何
か
コ
ー
ド
を
変
え
る
力
を
持
っ
た
中
間
組
織
に
対
し
て
命
令
を
出
し
、
ふ
る
ま
い
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
に

コ
ー
ド
を
変
え
ろ
と
指
示
す
る
。
そ
の
コ
ー
ド
の
変
化
が
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
か
ど
う
か
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
次
第
だ
。
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
Ｍ
Ｏ
Ｏ
と
か
、C

ounsel
C

onnect

の
よ
う
な
議
論
の
場
な
ら
、
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
は
大
幅
に
制
限
さ
れ

て
い
る
。
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
Ａ
Ｏ
Ｌ
や
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
な
ら
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
退
出
コ
ス
ト
は
か
な
り
高
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
規
制
の
射
程
は
ず
っ
と
大
き
な
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、
ア
メ
リ
カ

で
生
産
販
売
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
な
ら
、
規
制
の
力
は
も
っ
と
大
き
く
な
る
。
コ
ー
ド
の
規
制
を
逃
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
コ
ー
ド
は
法
と
な
る
。

こ
う
し
た
例
は
、
規
制
が
ど
う
機
能
す
る
か
と
い
う
も
っ
と
一
般
的
な
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
一
般
的
な
論
点
は
、
か
な
り
多
く

の
条
件
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
規
制
政
策
に
お
け
る
コ
ー
ド
要
件
の
効
果
を
理
解
す
る
に
は
、
ポ
ル
ク
・
ワ
グ
ナ
ー
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

「
多
様
な
力
学
」
の
理
解
を
必
要
と
す
る
（
68
）。

そ
の
力
学
の
一
部
は
、
抵
抗
だ
。
個
人
は
コ
ー
ド
を
使
っ
て
コ
ー
ド
の
力
に
直
接
抵
抗
す
る
よ

う
行
動
で
き
る
。
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
が
正
し
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
コ
ー
ド
そ
れ
自
身
は
必
ず
し
も
規
制
を
強
化
す
る
も
の
で
は
な
い
―
―

コ
ー
ド
は
規
制
を
跳
ね
返
す
の
に
も
使
え
る
。
銃
だ
っ
て
多
少
は
コ
ー
ド
だ
。
そ
れ
は
平
和
を
破
壊
す
る
見
事
な
力
を
持
つ
。
迂
回
技
術
も

コ
ー
ド
だ
。
こ
れ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
制
す
る
規
則
を
弱
め
る
。
Ｐ
２
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
共
有
プ
ロ
ト
コ
ル
も
コ
ー
ド
だ
。
こ
れ
は
著
作
権
作

品
を
配
布
す
る
自
由
を
制
限
す
る
よ
う
な
著
作
権
規
制
の
有
効
性
を
無
化
す
る
。
そ
の
規
制
が
有
効
か
ど
う
か
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
う
し

た
絡
み
合
い
の
検
討
を
必
要
と
し
、
同
時
に
そ
れ
が
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
コ
ー
ド
に
よ
る
抵
抗
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ウ
ー

が
述
べ
る
よ
う
に
、

コ
ー
ド
が
法
に
と
っ
て
少
し
で
も
重
要
な
理
由
は
、
そ
れ
が
大
規
模
に
ふ
る
ま
い
を
決
定
づ
け
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
こ
の
能
力
は
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ふ
る
ま
い
に
対
す
る
制
約
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
コ
ー
ド
は
規
制
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
ふ
る
ま
い
を
法
的
に
有
利
な
形
に

形
成
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
持
て
る
。
（
69
）

こ
の
第
二
の
意
味
で
、
コ
ー
ド
は
「
反
規
制
メ
カ
ニ
ズ
ム

：

あ
る
集
団
が
自
分
の
利
益
の
た
め
に
使
う
法
の
コ
ス
ト
を
最
小
化
す
る
ツ
ー

ル
」
（
70
）と

し
て
機
能
す
る
。

も
っ
と
根
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な
状
況
は
も
っ
と
一
般
的
な
枠
組
み
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
本
章

で
技
術
と
政
策
、
法
と
の
絡
み
合
い
に
焦
点
を
絞
っ
た
。
こ
の
絡
み
合
い
は
も
っ
と
広
い
モ
デ
ル
を
示
唆
し
て
い
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
モ

デ
ル
を
説
明
し
よ
う
。
そ
れ
に
続
く
章
で
は
、
コ
ー
ド
規
制
の
力
学
に
戻
り
、
も
う
一
つ
重
要
な
条
件
を
検
討
す
る
。
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第
七
章

な
に
が
な
に
を
規
制
す
る
か

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
人
な
が
ら
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
で
最
大
の
影
響
力
を
持
っ
た
政
治
哲
学
者
だ
っ
た
。
か

れ
の
著
作
は
、
論
理
学
に
関
す
る
重
要
な
研
究
か
ら
、
い
ま
だ
に
衝
撃
的
な
テ
キ
ス
ト
『
女
性
の
服
従
』
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
で
も
現
在

ま
で
続
く
か
れ
の
影
響
は
、
比
較
的
短
い
『
自
由
に
つ
い
て
』
と
い
う
本
か
ら
き
て
い
る
。
一
八
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
本
は
、
個
人

の
自
由
と
考
え
の
多
様
性
を
強
力
に
肯
定
し
た
も
の
で
、
一
九
世
紀
後
半
の
リ
ベ
ラ
ル
思
想
と
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
思
考
に
つ
い
て
重
要
な
見

方
を
反
映
し
て
い
る
。

で
も
現
在
だ
と
「
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
」
と
い
う
の
は
も
っ
と
狭
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
政
府
に
反
対
す
る
議
論
と
結
び
つ
い
た

も
の
だ
（
1
）。

現
代
の
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
見
方
で
は
、
政
府
と
い
う
の
は
自
由
を
脅
か
す
も
の
だ
。
個
人
の
行
動
は
脅
か
さ
な
い
。
し
た
が
っ

て
よ
き
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
は
政
府
の
権
力
を
弱
め
る
こ
と
に
専
念
す
る
。
政
府
の
よ
け
い
な
と
こ
ろ
を
刈
り
込
め
ば
、
社
会
の
自
由
は
保
証

さ
れ
た
も
同
然
、
と
い
う
の
が
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
だ
。

ミ
ル
の
見
方
は
こ
ん
な
狭
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
自
由
を
擁
護
し
、
そ
れ
を
抑
圧
す
る
力
に
は
反
対
し
た
。
で
も
こ
の
力
は
、

政
府
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ミ
ル
の
見
方
で
は
、
自
由
と
い
う
の
は
政
府
と
同
じ
く
ら
い
規
範
に
よ
っ
て
も
脅
か
さ
れ
る
も
の
だ

し
、
国
の
罰
則
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
レ
ッ
テ
ル
貼
り
や
不
寛
容
に
よ
っ
て
も
脅
か
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
か
れ
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
民
間

の
恫
喝
の
力
に
反
対
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
か
れ
の
著
作
は
自
由
を
守
る
も
の
だ
っ
た
―
―
つ
ま
り
規
範
を
抑
え
ろ
と
い
う
議
論
だ
っ
た
。
当

時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
自
由
に
対
す
る
本
当
の
脅
威
だ
っ
た
の
だ
。

ミ
ル
の
手
法
は
だ
い
じ
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
手
法
を
使
う
べ
き
だ
。
そ
れ
は
こ
う
尋
ね
る
、
自
由
へ
の
脅
威
と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
そ
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し
て
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
に
抵
抗
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
政
府
か
ら
く
る
自
由
へ
の
脅
威
と
は
何
か
、
と
い
う
話
に
限
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
自
由
を
脅
か
す
の
は
政
府
だ
け
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
し
、
と
き
に
は
国
の
行
動
よ
り
も
民
間
の
動
き
の
ほ
う
が

問
題
に
な
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
考
え
方
だ
。
ミ
ル
は
脅
威
の
出
所
な
ん
か
さ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
れ
が
重
視
し
て
い
た
の

は
自
由
そ
の
も
の
だ
。

自
由
へ
の
脅
威
は
変
わ
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
規
範
が
問
題
だ
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
二
〇
年
間
で
は
、
国
に
よ
る

言
論
弾
圧
が
問
題
だ
っ
た
（
2
）。

労
働
運
動
が
発
生
し
た
の
は
、
市
場
が
と
き
に
は
自
由
へ
の
脅
威
に
な
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
だ
っ
た
―
―
単

に
低
賃
金
か
ら
だ
け
で
な
く
、
組
織
の
市
場
的
な
形
そ
れ
自
体
が
あ
る
種
の
自
由
を
不
可
能
に
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
（
3
）。

ほ
か
の
時
代
の
ほ
か

の
社
会
で
は
、
市
場
は
自
由
へ
の
鍵
で
あ
っ
て
、
敵
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
抽
象
的
に
「
自
由
の
敵
」
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
時
間
と
場
所
に
存
在
す
る
、
具
体
的
な
自
由
へ
の
脅
威
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
自
由
を
考
え
る
と
き
に
は
い
っ
そ
う
重
要
に
な
る
。
と
い
う
の
も
わ
た
し
の
議
論

と
い
う
の
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
自
由
に
対
す
る
新
た
な
脅
威
を
教
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
。
理
論
家
が
誰
も
考
え
た
こ
と

が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
新
し
い
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
考
え
た
人
は
い
る
（
4
）。

新
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
こ
ん
な
に
火
急
の
も

の
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
い
て
新
し
く
力
を
持
っ
た
規
制
手
段
は
理
解
し
つ
つ
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
ま
だ
そ
れ
を

ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
一
番
い
い
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
規
制
手
段
と
は
コ
ー
ド
だ
―
―
あ
る
い
は
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
社
会
生
活
の
「
物
理
的
に
作
ら
れ
た
環
境
」、
つ
ま
り
そ
の
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
だ
（
5
）。

そ
し
て
一
九
世
紀
半
ば
に
自
由
を
脅
か
し
て
い
た
の
が
規
範
で
、
二
〇
世
紀
頭
に
は
そ
れ
が
国
家
の
力
で
、
二
〇
世
紀
半
ば

の
か
な
り
の
部
分
で
自
由
を
脅
か
し
た
の
が
市
場
だ
っ
た
な
ら
、
わ
た
し
の
議
論
と
い
う
の
は
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
別

の
規
制
手
段
―
―
コ
ー
ド
―
―
に
つ
い
て
こ
そ
が
懸
念
と
な
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

で
も
コ
ー
ド
だ
け
に
専
念
す
べ
き
だ
、
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
昔
と
は
ち
が
う
新
た
な
敵
が
一
つ
だ
け
で
き
た
と
論
じ
た
い
ん
じ
ゃ
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な
い
の
だ
。
む
し
ろ
規
制
の
働
き
に
つ
い
て
も
っ
と
一
般
化
し
た
理
解
を
す
べ
き
だ
と
思
う
の
だ
。
政
府
や
規
範
、
市
場
と
い
っ
た
一
つ

の
力
だ
け
か
ら
く
る
一
つ
の
影
響
だ
け
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
要
素
を
一
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
よ
う
な
理
解
を
す
べ
き
だ

ろ
う
。

こ
の
章
は
、
そ
う
し
た
も
っ
と
一
般
的
な
理
解
へ
の
一
歩
だ
（
6
）。

政
府
の
脅
威
と
い
う
狭
い
範
囲
を
超
え
て
考
え
よ
う
と
い
う
招
待
だ
。
自

由
へ
の
脅
威
は
、
こ
れ
ま
で
だ
っ
て
政
府
だ
け
か
ら
く
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
自
由
へ
の
脅
威
だ
っ
て
、

政
府
だ
け
か
ら
く
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

点
の
暮
ら
し

「
規
制
」
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
規
制
さ
れ
た
り
制
約
さ
れ
た
り
し
て
い
る
側

か
ら
考
え
て
よ
う
。
そ
の
規
制
さ
れ
る
誰
か
は
、
こ
の
（
み
す
ぼ
ら
し
い
）
点
で
表
現
さ
れ
て
い
る
―
―
こ
れ

は
、
そ
れ
を
制
約
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
条
件
に
さ
ら
さ
れ
た
あ
る
生
き
物
（
あ
な
た
や
わ
た
し
）
だ
。
こ
の

個
体
に
ふ
り
か
か
る
各
種
の
制
約
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
制
約
が
一
緒
に
な
っ
て
ど
う
機
能
す
る
か

を
示
そ
う
。

と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
が
問
題
の
点
だ
。

こ
の
点
は
ど
う
「
規
制
さ
れ
て
い
る
」
だ
ろ
う
か
。

簡
単
な
話
か
ら
始
め
よ
う
。
喫
煙
。
タ
バ
コ
を
吸
い
た
い
と
き
、
ど
う
い
う
制
約
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
か
。

タ
バ
コ
を
吸
う
か
吸
わ
な
い
か
と
い
う
意
思
決
定
を
規
制
す
る
要
因
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
？
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一
つ
の
制
約
は
法
的
な
も
の
だ
。
少
な
く
と
も
一
部
の
場
所
で
は
、
喫
煙
を
規
制
す
る
法
律
が
あ
る
―
―
一
八
歳
未
満
の
相
手
に
は
タ
バ

コ
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
と
法
律
に
書
い
て
あ
る
。
二
六
歳
以
下
の
相
手
に
は
、
身
分
証
明
書
を
確
認
し
な
い
と
タ
バ
コ
を
売
れ
な
い
。
法

律
は
、
ど
こ
で
喫
煙
が
許
さ
れ
る
か
も
規
制
す
る
―
―
た
と
え
ば
シ
カ
ゴ
の
オ
ヘ
ア
空
港
内
で
は
喫
煙
し
て
は
い
け
な
い
し
、
飛
行
機
や
エ

レ
ベ
ー
タ
内
で
の
喫
煙
も
禁
止
だ
。
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
の
形
で
、
法
律
は
喫
煙
行
動
を
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
喫
煙
し
た
い

個
人
に
対
す
る
制
約
と
し
て
機
能
す
る
。

で
も
、
喫
煙
に
対
す
る
一
番
強
い
制
約
は
、
法
律
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
喫
煙
者
た
ち
は
、
自
分
の
自
由
が
規
制
さ
れ
て
い
る
の
を
実

感
し
て
い
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
が
法
律
に
よ
る
規
制
で
あ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
い
は
ず
だ
。
喫
煙
警
察
は
い
な
い
し
、
喫
煙
訴
訟
は

ま
だ
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
喫
煙
者
た
ち
は
む
し
ろ
、
規
範
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
い
る
。
規
範
は
、
他
人
の
車
に
乗
っ
て
い
る
と

き
に
は
ほ
か
の
乗
客
の
了
解
が
な
い
と
、
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
屋
外
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
は
、
別
に
了
解
を

と
ら
な
く
て
い
い
と
い
う
。
規
範
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
ほ
か
の
客
が
あ
な
た
に
対
し
て
タ
バ
コ
を
や
め
て
く
れ
と
言
え
る
、
と
い
う
し
、

食
事
中
は
絶
対
に
タ
バ
コ
を
吸
う
な
と
い
う
。
こ
う
し
た
規
範
は
制
約
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
こ
の
制
約
が
喫
煙
行
動
を
規
制
す
る
。

さ
ら
に
喫
煙
行
動
を
規
制
し
て
い
る
の
は
法
律
と
規
範
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
市
場
も
ま
た
制
約
条
件
だ
。
タ
バ
コ
の
値

段
は
、
あ
な
た
の
喫
煙
可
能
性
を
制
約
す
る
。
値
段
を
変
え
れ
ば
こ
の
制
約
が
変
わ
る
。
品
質
も
そ
う
だ
。
市
場
が
値
段
と
品
質
の
ち
が
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
タ
バ
コ
を
供
給
し
た
ら
、
ほ
し
い
タ
バ
コ
を
選
ぶ
力
も
増
え
る
。
こ
こ
で
は
選
択
肢
を
増
や
せ
ば
制
約
が
減
る
わ
け
だ
。

最
後
に
、
タ
バ
コ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
も
言
う
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
供
給
を
左
右
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
制
約

が
あ
る
（
7
）。

健
康
を
気
に
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
フ
ィ
ル
タ
な
し
の
タ
バ
コ
は
フ
ィ
ル
タ
つ
き
の
タ
バ
コ
よ
り
も
大
き
な
制
約
と
な
る
。
ニ
コ

チ
ン
強
化
タ
バ
コ
は
中
毒
性
が
強
い
の
で
、
強
化
し
て
い
な
い
タ
バ
コ
よ
り
も
制
約
が
大
き
い
。
無
煙
タ
バ
コ
は
吸
え
る
場
所
が
増
え
る
の

で
制
約
は
小
さ
い
。
に
お
い
の
強
い
タ
バ
コ
は
、
吸
え
る
場
所
が
限
ら
れ
る
か
ら
制
約
が
強
い
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の
形
で
、
タ
バ
コ
の
あ

り
方
が
喫
煙
者
の
直
面
す
る
制
約
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
あ
り
方
、そ
の
設
計
、そ
の
作
ら
れ
方
―
―
一
言
で
、そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
点
を
規
制
す
る
制
約
条
件
は
四
つ
あ

る
―
―
法
、
社
会
の
規
範
、
市
場
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
。
そ
し
て
こ
の
点
の

「
規
制
」
は
こ
の
四
つ
の
制
約
条
件
の
合
計
に
な
る
。
ど
れ
か
一
つ
で
も
変

え
た
ら
、
全
体
の
規
制
が
変
わ
る
。
あ
る
制
約
条
件
は
ほ
か
の
も
の
を
強
化

す
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
「
技
術
変
化
は

（
中
略
）
規
範
の
変
化
を
も
た
ら
す
（
か
も
し
れ
な
い
）」
（
8
）し

、
そ
の
逆
も
あ

る
。
で
も
完
全
な
見
方
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
考
え
る
も
の
だ
。

じ
ゃ
あ
四
つ
を
こ
ん
な
ふ
う
に
ま
と
め
て
考
え
よ
う
。

こ
の
図
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楕
円
は
中
心
に
い
る
み
す
ぼ
ら
し
い
点
に
作

用
し
て
い
る
制
約
条
件
の
一
つ
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
制
約
条
件
は
、

問
題
の
行
動
―
―
こ
こ
で
は
喫
煙
―
―
を
行
な
お
う
と
す
る
点
に
別
々
の
コ

ス
ト
を
課
し
て
い
る
。
規
範
か
ら
の
コ
ス
ト
は
市
場
の
コ
ス
ト
と
は
ち
が
っ

て
い
て
、
そ
れ
は
ま
た
法
律
や
、
タ
バ
コ
の
（
発
ガ
ン
性
）
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

か
ら
く
る
コ
ス
ト
と
も
ち
が
っ
て
い
る
。

制
約
は
別
個
の
も
の
だ
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
相
互
に
依
存

し
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
ほ
か
の
も
の
を
支
持
も
で
き
れ
ば
打
ち
消

す
こ
と
も
で
き
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
規
範
や
法
律
を
無
意
味
に
し
て
し
ま

え
る
し
、
そ
れ
を
支
援
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
制
約
条
件
は
、
ほ
か
の

制
約
を
可
能
に
す
る
。
あ
る
い
は
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
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制
約
は
、
機
能
は
ち
が
う
け
れ
ど
、
一
緒
に
な
っ
て
機
能
す
る
。
規
範
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
課
す
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
よ
っ
て
制
約
す
る
。
市

場
は
そ
れ
が
課
す
値
段
を
通
じ
て
制
約
す
る
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
物
理
的
な
負
担
に
よ
っ
て
規
制
す
る
。
そ
し
て
法
律
は
、
そ
れ
が
脅
し

に
使
う
処
罰
を
通
じ
て
制
約
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
制
約
条
件
を
「
規
制
す
る
も
の
」
と
呼
ぼ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
、
規
制
の
別
個
の
モ
ー
ド
だ
と
考
え
て
い
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
様
式
は
複
雑
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
作
用
は
表
現
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
こ
の
や
や
こ
し
さ
に
つ
い
て
は
補
遺
で
検
討
し
て
み
た
。

で
も
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
リ
ン
ク
し
て
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
す
べ
て
の
領
域
で
こ
の
あ
わ
れ
な
点
が
さ

ら
さ
れ
る
規
制
を
作
り
出
す
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
見
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
。

同
じ
モ
デ
ル
で
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
ふ
る
ま
い
の
規
制
も
記
述
で
き
る
（
9
）。

法
律
は
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
。
著
作
権
法
、
名
誉
毀
損
法
、
わ
い
せ
つ
物
規
制
法
は
す
べ
て
、
法
的
権
利
の
侵
害

に
対
し
て
事
後
の
処
罰
を
も
っ
て
脅
し
続
け
る
。
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
有
効
か
、
と
い
う
の
は
ま
た
別
の
問
題
だ
。
上
手
に
で
き
る
こ
と
も
あ

る
し
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
で
も
有
効
性
は
さ
て
お
き
、
法
律
は
、
違
反
し
た
場
合
に
は
そ
れ
な
り
の
覚
悟
を
し
ろ
よ
、

と
脅
し
続
け
る
。
立
法
者
が
立
法
し
（
10
）、

検
察
が
脅
し
（
11
）、

法
廷
が
有
罪
判
決
を
下
す
（
12
）。

規
範
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
。
編
み
物
が
テ
ー
マ
のalt.knitting

ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
で
民
主
政
治
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
議
論
を
始
め
た
ら
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
嵐
に
あ
う
。
Ｍ
Ｕ
Ｄ
で
誰
か
の
正
体
を
「
ス
プ
ー
フ
」
し
た
ら
、
自
分
が
「
カ
エ
ル
に
さ

れ
る
」
か
も
し
れ
な
い
（
13
）。

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
し
ゃ
べ
り
す
ぎ
た
ら
、
共
通
迷
惑
フ
ィ
ル
タ
に
入
れ
ら
れ
て
自
動
削
除
の
憂
き
目
に
あ
う

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
な
ん
ら
か
の
共
通
理
解
が
あ
っ
て
そ
れ
が
ふ
る
ま
い
を
制
約
す
る
。
こ
れ
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
課
す
る

事
後
の
処
罰
の
脅
し
を
通
じ
た
も
の
だ
（
14
）。

市
場
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
。
価
格
体
系
は
ア
ク
セ
ス
を
制
約
し
、
価
格
体
系
が
制
約
し
な
け
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
ポ

イ
ン
ト
が
話
し
中
ば
か
り
に
な
っ
て
制
約
さ
れ
る
（
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
、
時
間
あ
た
り
課
金
か
ら
使
い
放
題
制
に
移
行
し
た
と
き
に
こ
れ
を
か
な
り
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強
烈
に
思
い
知
る
こ
と
に
な
っ
た
）
（
15
）。

ウ
ェ
ブ
の
一
部
は
ア
ク
セ
ス
課
金
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
は
昔
か
ら
そ
う
だ
。

広
告
業
者
は
人
気
あ
る
サ
イ
ト
に
報
酬
を
出
す
。
パ
ソ
コ
ン
通
信
は
、
人
の
あ
ま
り
こ
な
い
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
廃
止
す
る
。
こ
れ
ら
の
ふ
る
ま

い
は
す
べ
て
市
場
の
制
約
と
市
場
機
会
の
関
数
だ
。
そ
れ
は
す
べ
て
こ
の
意
味
で
、
市
場
に
よ
る
規
制
だ
。

そ
し
て
最
後
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
相
当
す
る
も
の
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
―
―
そ
れ
が
コ
ー
ド
だ
。
サ
イ

バ
ー
空
間
を
今
の
よ
う
な
形
に
し
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
が
、
人
の
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
制
約
を
構
成
す
る
。
こ
の
制
約

の
中
身
は
い
ろ
い
ろ
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
条
件
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
一
部
の
場
所
で
は
（
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
よ

う
な
パ
ソ
コ
ン
通
信
）、
ア
ク
セ
ス
で
き
る
前
に
パ
ス
ワ
ー
ド
の
入
力
が
必
要
だ
。
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
、
身
元
が
確
認
さ
れ
な
く
て
も
お

か
ま
い
な
く
接
続
で
き
る
（
16
）。

一
部
の
場
所
で
は
、
人
の
行
動
は
、
そ
の
や
り
と
り
（「
足
跡
」）
を
当
人
に
結
び
つ
け
る
痕
跡
を
残
す
。
ほ
か

の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
い
う
結
び
つ
け
は
当
人
が
希
望
し
な
い
と
実
現
し
な
い
（
17
）。

一
部
の
場
所
で
は
、
受
け
手
だ
け
が
聞
こ
え
る
こ
と
ば
を

し
ゃ
べ
れ
る
（
暗
号
を
使
っ
て
）
（
18
）。

一
部
の
場
所
で
は
暗
号
は
使
え
な
い
（
19
）。

こ
れ
ら
の
特
性
を
決
め
る
の
は
、
コ
ー
ド
、
あ
る
い
は
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
、
あ
る
い
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
、
あ
る
い
は
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
。
そ
れ
は
コ
ー
ド
作
者
の
選
ん
だ
特
性
だ
。
そ
れ
は
ほ
か
の
ふ
る
ま
い

を
可
能
に
し
た
り
、
不
可
能
に
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
ふ
る
ま
い
を
制
約
す
る
。
コ
ー
ド
に
は
あ
る
価
値
観
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
、
あ

る
価
値
観
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
れ
も
ま
た
規
制
だ
。
実
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
規
制
な
の
と
同
じ
よ
う
に
。

実
空
間
で
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
様
式
が
サ
イ
バ
ー
空
間
を
規
制
す
る
。
同
じ
バ
ラ
ン
ス
が
存
在
す
る
。
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
述
べ
て
い
る
通
り
だ
（
た
だ
し
か
れ
は
市
場
の
制
約
を
見
落
と
し
て
い
る
け
れ
ど
）。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
、
法
、
習
慣
は
、（
実
空
間
で
）
成
立
し
た
な
ん
ら
か
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
表
現
し
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
作
っ
て
住
ま
う
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
似
た
よ
う
な
取
引
を
行
な
っ
て
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
―
―
で
も
そ
れ
は
建
築
的
な

配
置
よ
り
は
む
し
ろ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
構
造
や
電
子
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
内
包
さ
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
（
20
）。
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法
、
規
範
、
市
場
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
相
互
に
働
き
あ
っ
て
、「
ネ
テ
ィ
ズ
ン
」
が
知
る
環
境
を
作
る
。
コ
ー
ド
作
者
は
、
イ
ー
サ
ン
・

カ
ッ
チ
ュ
が
言
う
よ
う
に
「
建
築
家
・
ア
ー
キ
テ
ク
ト
」
だ
（
21
）。

で
も
、こ
う
し
た
様
式
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を「
作
っ
て
維
持
す
る
」に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
組
み
立
て
を
変
え
る
た
め
の
ツ
ー

ル
と
し
て
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
実
空
間
の
価
値
観
の
ブ
レ
ン
ド
を
、
ど
う
す
れ
ば
サ
イ
バ
ー
空
間
に
持
っ
て
こ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
ブ
レ
ン
ド
を
変
え
た
い
と
思
っ
た
ら
ど
う
変
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

政
府
と
規
制
す
る
方
法
に
つ
い
て

個
人
を
「
規
制
す
る
」
と
称
す
る
制
約
条
件
四
つ
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
。
で
も
こ
れ
ら
の
別
々
の
制
約
条
件
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
、

単
に
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
れ
も
自
然
に
根
ざ
し
て
い
た
り
、
神
さ
ま
が
が
っ
ち
り
決
め
た
り
し
た
も
の

で
は
な
い
。
ど
れ
も
変
え
ら
れ
る
も
の
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
変
え
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
複
雑
で
は
あ
る
け
れ
ど
。
法
は
そ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
だ
い
じ
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
節
の
狙
い
は
そ
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
だ
。

簡
単
な
例
を
挙
げ
る
と
、
も
っ
と
一
般
的
な
論
点
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
カ
ー
ス
テ
レ
オ
の
盗
難
が
問
題
に
な
っ
た

と
し
よ
う
―
―
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
問
題
で
は
な
い
に
し
て
も
、
頻
繁
に
起
こ
れ
ば
そ
れ
な
り
に
高
く
つ
く
し
、
も
っ
と
規
制
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
つ
の
対
応
と
し
て
は
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
泥
棒
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
し
て
、
泥
棒
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
が
大
き

す
ぎ
て
、
こ
の
犯
罪
が
割
に
合
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
カ
ー
ス
テ
レ
オ
泥
棒
く
ら
い
で
終
身
刑
。
も
し
カ
ー
ス
テ
レ
オ
泥
棒
が
、
盗

む
た
び
に
終
身
刑
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
認
識
し
た
ら
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
を
盗
む
の
は
も
う
割
に
あ
わ
な
い
だ
ろ
う
。
刑
罰
の
脅
し
が
作

り
上
げ
た
制
約
は
、
止
め
た
い
ふ
る
ま
い
を
防
止
す
る
の
に
十
分
な
も
の
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

で
も
法
律
を
変
え
る
だ
け
が
唯
一
の
や
り
方
で
は
な
い
。
二
番
目
の
方
法
と
し
て
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変
え
る
手
が
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あ
る
。
カ
ー
ス
テ
レ
オ
メ
ー
カ
ー
が
ラ
ジ
オ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変
え
て
、
特
定
の
車
で
し
か
使
え
な
く
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
―
―
カ
ー

ス
テ
レ
オ
を
ラ
ジ
オ
に
電
子
的
に
ロ
ッ
ク
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
コ
ー
ド
だ
。
ス
テ
レ
オ
が
取
り
除
か
れ
た
ら
、
も
う
機
能
し
な
く
な
る
。
こ

れ
は
カ
ー
ス
テ
レ
オ
泥
棒
に
対
す
る
コ
ー
ド
に
よ
る
制
約
だ
。
盗
ま
れ
た
カ
ー
ス
テ
レ
オ
は
も
う
使
え
な
く
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
カ
ー
ス
テ

レ
オ
の
盗
難
に
対
す
る
制
約
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
終
身
刑
と
い
う
刑
罰
の
脅
し
と
同
じ
よ
う
に
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
泥
棒
と
い
う
ふ
る

ま
い
を
止
め
る
の
に
有
効
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
同
じ
制
約
を
別
の
手
段
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
別
の
手
段
は
コ
ス
ト
的
に
ち
が
っ
て
い
る
。
終
身
刑
と
い
う
処

罰
の
脅
し
は
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変
え
る
よ
り
も
財
政
的
に
コ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
（
こ
れ
は
何

人
が
ス
テ
レ
オ
を
盗
み
続
け
て
、
何
人
が
捕
ま
る
か
に
も
よ
る
）。
こ
の
財
政
的
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
法
律
よ
り
も
コ
ー
ド
を
変
え
る
ほ

う
が
効
率
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
財
政
的
な
効
率
性
は
、
法
に
表
明
さ
れ
た
内
容
と
の
整
合
性
と
も
一
致
す
る
―
―
こ
ん
な
チ
ン
ケ

な
犯
罪
に
そ
こ
ま
で
重
い
処
罰
を
与
え
る
の
は
あ
ま
り
に
無
茶
だ
。
だ
か
ら
価
値
は
効
率
性
と
い
う
反
応
に
従
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
コ
ー
ド
が
規
制
手
段
と
し
て
一
番
い
い
こ
と
に
な
る
。

で
も
コ
ス
ト
は
、
こ
ん
な
に
う
ま
く
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
例
で
も
ほ
か
の
例
で
も
。
た
と
え
ば
最
高
裁
判
所
が
仮
の
例
と
し

て
出
し
た
、
駐
車
違
反
で
終
身
刑
と
い
う
例
を
考
え
て
み
よ
う
（
22
）。

こ
れ
に
匹
敵
す
る
ど
ん
な
コ
ー
ド
上
の
制
約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の

法
律
上
の
制
約
の
ほ
う
が
ず
っ
と
有
効
だ
ろ
う
（
駐
車
違
反
を
減
ら
す
だ
け
が
目
的
な
ら
ば
）。
ほ
ん
の
数
人
が
こ
の
法
律
の
犠
牲
に
な
る

だ
け
で
、人
々
は
ふ
る
ま
い
を
適
切
に
準
拠
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
で
も
こ
の「
効
率
よ
い
結
果
」は
ほ
か
の
価
値
と
対
立
す
る
。
カ
ー
ス
テ
レ
オ

を
盗
ん
で
一
生
投
獄
と
い
う
の
が
無
茶
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
を
駐
車
違
反
に
適
用
す
る
の
は
な
お
さ
ら
だ
。
規
制
者
は
、
お
望
み
の
制
約

条
件
を
課
す
た
め
に
各
種
の
手
段
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
手
段
が
示
す
価
値
観
は
そ
の
有
効
性
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

効
率
の
よ
い
答
え
は
、
不
公
正
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
る
―
―
つ
ま
り
社
会
の
規
範
や
法
律
（
憲
法
）
に
内
在
す
る
価
値
観
と
対
立
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
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法
律
談
義
は
、
通
常
は
こ
う
い
う
ほ
か
の
規
制
手
段
を
無
視
し
て
し
ま
う
。
法
律
が
ほ
か
の
も
の
に
よ
る
規
制
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て

は
、
無
視
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
多
く
の
人
は
、
法
律
が
こ
う
し
た
ほ
か
の
三
種
類
の
制
約
条
件
を
あ
た
か
も
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
の
仕
方
を
す
る
（
23
）。

「
あ
た
か
も
」
と
言
っ
た
の
は
、
今
日
で
は
こ
う
い
う
偏
狭
さ
が
バ
カ
げ
て
い
る
こ
と
は
一
瞬
で
わ
か
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
ほ
か
の
制

約
条
件
が
固
定
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
態
は
あ
っ
た
―
―
規
範
の
制
約
が
政
府
の
行
動
で
は
動
か
せ
な
い
と
言
わ
れ
た
り
（
24
）、

市
場
は
本

質
的
に
規
制
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
た
り
（
25
）、

あ
る
い
は
実
空
間
の
コ
ー
ド
を
変
え
る
コ
ス
ト
が
あ
ま
り
に
高
く
て
、
そ
れ
を
規
制
に
使
う
な
ん

て
考
え
る
だ
け
で
も
バ
カ
バ
カ
し
い
（
26
）、

と
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
。
で
も
い
ま
や
、
こ
う
し
た
制
約
条
件
は
可
塑
的
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
（
27
）。

そ
れ
は
法
律
と
同
じ
よ
う
に
変
え
ら
れ
る
も
の
だ
し
、
規
制
で
き
る
も
の
だ
。

例
は
い
く
ら
で
も
す
ぐ
に
思
い
つ
く
。
ま
ず
は
市
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。「
自
由
競
争
市
場
」
に
つ
い
て
誰
が
な
ん
と
言
お

う
と
、
日
常
生
活
で
こ
れ
以
上
に
重
く
規
制
さ
れ
て
い
る
側
面
は
な
い
（
28
）。

市
場
は
そ
の
個
別
の
要
素
が
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
―
―
個
別
要
素
と
は
、
契
約
を
強
制
し
、
所
有
権
を
確
立
し
、
通
貨
を
規
制
す
る
の
は
み
ん
な
法
律
だ
―
―
そ
の
影
響
ま
で
規
制
さ
れ

て
い
る
。
法
律
は
税
金
を
使
っ
て
、
あ
る
種
の
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
市
場
の
制
約
を
増
し
、
別
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
は
補
助
金
を
使
っ
て

制
約
を
減
ら
す
。
タ
バ
コ
に
税
金
を
か
け
る
の
は
、
一
部
は
タ
バ
コ
の
消
費
を
減
ら
す
た
め
だ
け
れ
ど
、
一
方
で
タ
バ
コ
の
生
産
に
は
補
助

金
を
出
し
て
、
そ
の
供
給
を
増
や
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
に
は
税
金
を
か
け
て
消
費
を
抑
え
る
。
育
児
に
補
助
を
出
し
て
、
子
育
て
に
市
場
が
課

す
制
約
を
減
ら
そ
う
と
す
る
。
こ
う
い
う
い
ろ
ん
な
形
で
、
法
の
制
約
が
市
場
の
制
約
を
変
更
す
る
の
に
使
わ
れ
る
。

法
律
は
ま
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
規
制
も
変
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
身
障
者
法
（
Ａ
Ｄ
Ａ
）
を
考
え
て
み
る
と
い
い
（
29
）。

多
く
の
「
障
害
者
」

は
世
界
の
か
な
り
の
部
分
へ
の
ア
ク
セ
ス
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
階
段
し
か
な
い
建
物
は
、
車
椅
子
の
人
間
に
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な

い
。
階
段
は
、
障
害
者
が
そ
の
ビ
ル
に
ア
ク
セ
ス
す
る
制
約
条
件
だ
。
で
も
Ａ
Ｄ
Ａ
は
部
分
的
に
は
、
そ
の
制
約
を
変
え
よ
う
と
狙
っ
て
い

る
。
施
主
に
ビ
ル
の
設
計
を
変
え
さ
せ
て
、
障
害
者
が
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
だ
。
ま
さ
に
実
空
間
の
コ
ー
ド
が
法
律
で
規
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制
さ
れ
て
、
実
空
間
の
コ
ー
ド
が
作
り
出
す
制
約
を
変
え
る
よ
う
に
さ
れ
た
わ
け
だ
。

も
っ
と
い
い
例
が
ほ
か
に
も
あ
る
。

•
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
力
の
一
部
は
、
パ
リ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
か
ら
き
た
。
パ
リ
の
狭
く
く
ね
っ
た
街
路
は
す
ぐ
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築

け
た
の
で
、
革
命
家
た
ち
は
絶
対
力
が
少
な
く
て
も
都
市
を
制
圧
で
き
た
。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
は
こ
れ
を
理
解
し
て
、
一
八

五
三
年
に
そ
れ
を
変
え
る
た
め
に
手
を
打
っ
た
（
30
）。

パ
リ
は
再
建
さ
れ
、
広
い
街
路
と
複
数
の
通
路
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
蜂
起
者

た
ち
が
都
市
を
制
圧
す
る
の
を
不
可
能
に
し
た
。

•

ア
メ
リ
カ
の
小
学
生
は
み
ん
な
、
ラ
ン
フ
ァ
ン
に
よ
る
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
設
計
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
侵
略
を
む
ず
か
し
く
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
は
教
わ
る
。
で
も
、
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
の
が
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
国
会
議
事
堂
と
の
相
対
位
置
だ
。

両
者
の
間
の
距
離
は
一
マ
イ
ル
あ
っ
て
、
し
か
も
当
時
は
そ
の
一
マ
イ
ル
は
と
て
も
通
り
に
く
い
地
形
だ
っ
た
（
今
の
モ
ー
ル
は
、

当
時
は
沼
地
だ
っ
た
）。
そ
の
距
離
は
、
議
会
と
大
統
領
の
野
合
を
防
ぐ
た
め
の
障
害
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
。
両
者
の
連
絡
を

少
し
ば
か
り
む
ず
か
し
く
し
て
、
行
政
府
が
立
法
府
を
左
右
す
る
の
を
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
く
し
た
わ
け
だ
。

•

同
じ
考
え
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
憲
法
裁
判
所
の
配
置
に
影
響
を
与
え
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ど
こ
で
も
、
憲
法
裁
判
所
は
首
都
で

は
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
な
く
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
。
チ
ェ
コ
で
は
、
プ
ラ
ハ
で
は
な
く

ブ
ル
ノ
に
。
こ
こ
で
も
理
由
は
同
じ
く
、
地
理
的
な
制
約
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
憲
法
裁
判
所
を
立
法
府
や
行
政
府
か
ら
遠
ざ
け
て

お
く
こ
と
で
、
後
二
者
が
裁
判
所
に
か
け
ら
れ
る
圧
力
を
最
小
に
抑
え
て
、
同
時
に
裁
判
所
が
両
者
の
顔
色
を
う
か
が
う
誘
惑
を
弱

め
た
わ
け
だ
。

•

こ
の
原
理
は
そ
う
い
う
高
度
な
政
治
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
駐
車
場
や
、
子
ど
も
が
遊
び
そ
う
な
通
り
の
設
計
者
た
ち
は
、
道
路

に
減
速
用
の
で
こ
ぼ
こ
を
つ
け
て
、
運
転
手
が
徐
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
。
こ
う
し
た
構
造
は
制
限
速
度
や
、
ス
ピ
ー
ド
出
し
す
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ぎ
に
対
す
る
規
範
と
同
じ
目
的
を
果
た
す
。
で
も
、
そ
れ
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
規
制
を
行
な
う
よ
う
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変

え
る
こ
と
で
機
能
す
る
。

•
ま
た
、
こ
う
い
う
原
理
は
い
い
こ
と
に
ば
か
り
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
ゼ
ス
は
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
に
橋

を
造
っ
て
バ
ス
を
閉
め
出
し
、
も
っ
ぱ
ら
公
共
交
通
に
依
存
す
る
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
公
共
の
砂
浜
に
行
く
の
を
む
ず

か
し
く
し
た
（
31
）。

こ
れ
も
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
規
制
で
、
不
愉
快
な
が
ら
よ
く
あ
る
話
だ
。

•

あ
る
い
は
、
政
府
に
限
っ
た
話
で
も
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
手
航
空
会
社
は
、
月
曜
早
朝
の
フ
ラ
イ
ト
の
乗
客
は
預
け
た
荷
物
が
出

て
く
る
の
が
遅
い
と
文
句
を
言
う
人
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
ほ
か
の
フ
ラ
イ
ト
に
比
べ
て
出
て
く
る
ま
で
に
時
間
が
特
に
長

い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
こ
の
便
だ
け
苦
情
が
多
い
。
そ
こ
で
こ
の
航
空
会
社
は
、
こ
の
フ
ラ
イ
ト
の
飛
行
機
を
手
荷
物
受

け
取
り
か
ら
ず
っ
と
遠
く
の
ゲ
ー
ト
に
つ
け
る
よ
う
に
し
た
。
乗
客
た
ち
が
手
荷
物
受
け
取
り
に
く
る
頃
に
は
、
も
う
荷
物
は
出
て

き
て
い
る
よ
う
に
な
る
。
手
荷
物
扱
い
の
苦
情
は
減
っ
た
。

•

ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
大
手
ホ
テ
ル
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
が
遅
い
と
い
う
苦
情
を
た
く
さ
ん
受
け
た
。
そ
こ
で
エ
レ
ベ
ー
タ
の
ド
ア
の
隣

に
鏡
を
つ
け
た
。
苦
情
は
な
く
な
っ
た
。

•

二
〇
世
紀
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
通
じ
た
規
制
の
先
駆
的
な
主
導
者
を
認
識
し
て
い
る
人
は
少
な
い
―
―
そ
れ
は
ラ
ル
フ
・

ネ
ー
ダ
ー
だ
。
安
全
基
準
を
自
動
車
会
社
に
義
務
づ
け
よ
う
と
し
た
か
れ
の
闘
争
の
記
録
を
読
む
と
驚
愕
さ
せ
ら
れ
る
。
ネ
ー
ダ
ー

の
唯
一
の
目
的
は
、
法
に
よ
っ
て
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
安
全
な
車
を
作
ら
せ
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
今
日
で
は
、
車
の

コ
ー
ド
が
自
動
車
の
安
全
の
本
質
的
な
一
部
だ
と
い
う
の
は
当
然
に
思
え
る
。
だ
が
こ
の
基
本
的
な
論
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
根

本
的
な
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
の
だ
（
32
）。

•

ニ
ー
ル
・
カ
テ
ャ
ル
は
刑
法
と
建
築
と
の
関
係
を
広
く
検
討
し
た
。
こ
れ
は
街
灯
の
導
入
か
ら
、
可
視
性
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
公

共
空
間
の
設
計
ま
で
含
ま
れ
る
（
33
）。

た
と
え
ば
二
〇
〇
〇
年
の
シ
ド
ニ
ー
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、「
意
識
的
に
犯
罪
を
減
ら
す
建
築
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が
導
入
さ
れ
た
」
（
34
）。

そ
し
て
建
築
家
た
ち
は
犯
罪
を
最
小
化
す
る
よ
う
な
設
計
原
理
を
明
ら
か
に
し
始
め
て
い
る
―
―
こ
れ
は
「
環

境
設
計
を
通
じ
た
犯
罪
防
止
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
35
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
例
で
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
制
約
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
集
合
的
・
社
会
的
な
目
的
が
実
現
さ
れ
た
。
一
九
三
三
年
シ

カ
ゴ
万
博
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
た
看
板
の
言
う
通
り
（
た
だ
し
こ
の
看
板
が
話
し
て
い
た
の
は
科
学
の
こ
と
で
は
あ
る
け
れ

ど
）、「
科
学
は
探
求
し
、
技
術
は
実
行
、
人
は
従
う
」
（
36
）

法
律
は
社
会
規
範
だ
っ
て
変
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
憲
法
学
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
や
り
方
を
忘
れ
て
し
ま
お
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
け
れ
ど
（
37
）。

一
番
わ
か
り
や
す
い
例
は
教
育
だ
。
サ
ー
グ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
教
育
と
は
読
み
書
き
算
数
を
教
え
る

こ
と
で
は
な
い
。
教
育
と
は
市
民
と
し
て
の
あ
り
方
を
教
え
、
仲
間
の
市
民
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
学
び
、
そ
し
て
何
よ
り
も
法
律
を
守

る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
だ
」
（
38
）。

教
育
は
、
少
な
く
と
も
一
部
は
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
種
の
ふ
る
ま
い
の
規
範
の
中
へ
と
子
ど
も
た
ち
を
躾
け
る
プ

ロ
セ
ス
だ
。
―
―
セ
ッ
ク
ス
や
ド
ラ
ッ
グ
に
は
「
ノ
ー
と
言
う
こ
と
」
を
教
え
る
。
何
が
正
し
い
か
の
感
覚
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

こ
の
感
覚
が
、
か
れ
ら
を
法
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
規
制
す
る
。

こ
の
教
育
の
中
身
の
ほ
と
ん
ど
は
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
保
守
派
は
、
性
教
育
を
す
る
と
性
的
な
慎
み
と
い
う
規
範

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
法
は
ま
ち
が
い
な
く
子
ど
も
た
ち
の
規
範

を
変
え
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
。
も
し
保
守
派
が
正
し
け
れ
ば
、
法
律
は
性
的
慎
み
を
取
り
払
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
も
し
リ
ベ
ラ
ル
派
が
正

し
け
れ
ば
、
法
律
は
安
全
な
セ
ッ
ク
ス
と
い
う
規
範
を
植
え
つ
け
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
規
範
は
そ
れ
自
身
が
制
約
条

件
を
持
ち
、
そ
し
て
法
律
は
そ
の
制
約
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

法
律
が
役
目
を
果
た
す
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
肯
定
的
な
役
目
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
法
律
は
規
範
を
改
良
も
で
き
る
し
、
ぐ
ち
ゃ

ぐ
ち
ゃ
に
も
で
き
る
。
そ
し
て
わ
た
し
と
し
て
も
、
前
者
の
ほ
う
が
後
者
の
例
よ
り
多
い
と
主
張
す
る
つ
も
り
も
な
い
（
39
）。

こ
こ
で
の
論
点
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は
、
そ
の
役
割
を
見
る
こ
と
だ
け
で
、
そ
れ
を
賞
賛
し
た
り
批
判

し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
狙
い
は
記
述
す
る
こ
と
だ
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
法
律
は
直
接
的
な
規
制
と
間
接
的
な
規

制
の
ど
ち
ら
か
を
選
べ
る
。
問
題
は
規
範
者
が
認
識
す
べ
き
制
約

（
規
範
的
に
し
て
も
物
質
的
に
し
て
も
）
の
下
に
あ
っ
て
、
ど
の

手
段
が
規
制
者
の
目
的
を
推
進
す
る
の
に
一
番
い
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
だ
。
わ
た
し
の
議
論
は
、
規
制
戦
略
の
分
析
は
ど
れ

も
、
こ
う
し
た
各
種
方
式
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
ポ
ル
ク
・
ワ
グ
ナ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
方
式

に
だ
け
注
目
す
る
と
い
う
の
は
、

ち
ょ
う
ど
法
規
制
の
選
択
が
お
な
じ
み
の
財
産
規
則
と
賠
償
責

任
規
則
と
の
分
析
的
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
も
た
ら
す
の
と
同
様

に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
文
脈
に
お
い
て
抑
止
的
な
規
則
を
導
入

す
る
こ
と
は
、
追
加
の
次
元
に
沿
っ
た
類
似
の
検
討
を
必
要
と

す
る
―
―
つ
ま
り
そ
の
法
規
制
が
、
対
応
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

規
制
に
対
し
ど
う
い
う
影
響
を
持
つ
か（
そ
し
て
つ
ま
り
は
、法-

ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
対
す
る
影
響
は
ど
う
な
る

か
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
40
）
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あ
る
い
は
繰
り
返
す
が
、「
技
術
的
な
反
応
の
予
測
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
法
制
度
案
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ
る
」
（
41
）。

そ
し
て
同
じ

こ
と
は
、
も
っ
と
一
般
的
に
ど
ん
な
様
式
と
ど
ん
な
政
策
提
案
と
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

こ
の
論
点
は
、
二
番
目
の
図
を
前
ペ
ー
ジ
の
図
の
よ
う
に
変
え
て
や
る
こ
と
で
表
現
で
き
る
。

ワ
グ
ナ
ー
が
正
し
く
も
こ
だ
わ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
こ
う
し
た
様
式
間
の
絡
み
合
い
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
「
法
的
な
調
整
だ
け
で

な
く
、
そ
う
し
た
変
化
が
引
き
起
こ
す
対
応
的
な
効
果
を
予
測
し
て
検
討
に
含
め
る
こ
と
を
要
す
る
」
（
42
）。

規
制
す
る
も
の
は
「
均
衡
」
を
求

め
て
、
絶
え
ず
規
制
方
式
間
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
検
討
す
る
の
だ
。

論
点
は
お
な
じ
み
の
は
ず
だ
し
、
例
は
い
く
ら
で
も
増
や
せ
る
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト

：

政
府
は
市
民
に
も
っ
と
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
て
ほ
し
い
（
43
）。

そ
れ
に
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
義
務
づ
け
る
法
律
を
作
っ
て
も
い
い

（
法
が
直
接
行
動
を
規
制
す
る
）。
あ
る
い
は
公
共
教
育
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
て
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
な
い
人
々
が
恥
ず
か
し
く
思
う
よ
う
に
し

て
も
い
い
（
法
律
が
社
会
規
範
を
規
制
す
る
こ
と
で
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
）。
あ
る
い
は
保
険
会
社
に
補
助
金
を
出
し
て
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
つ

け
る
人
に
は
保
険
料
を
下
げ
る
よ
う
に
で
き
る
（
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
法
が
市
場
を
規
制
す
る
）。
最
後
に
、
法
律
で
自
動
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
や
イ
グ
ニ
シ
ョ
ン
ロ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
を
義
務
づ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
（
ベ
ル
ト
を
す
る
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
、
自
動
車
の
コ
ー

ド
を
変
え
る
）。
い
ず
れ
の
行
動
も
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
利
用
に
何
ら
か
の
影
響
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
政
府
に

と
っ
て
の
問
題
は
、
最
小
限
の
コ
ス
ト
で
最
大
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
利
用
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

障
害
者
に
対
す
る
差
別

：

障
害
者
は
、
日
常
生
活
で
多
大
な
社
会
的
・
物
理
的
障
害
と
い
う
重
荷
を
背
負
っ
て
い
る
（
44
）。

政
府
は
、
そ
の
障
害
を
な

ん
と
か
し
よ
う
と
決
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
伝
統
的
な
答
え
は
、
ふ
る
ま
い
を
法
律
で
直
接
規
制
す
る
こ
と
だ
。
肉
体
的
障
害
に
基
づ
く
差
別
を
禁

止
す
る
わ
け
だ
。
で
も
、
法
律
に
は
も
っ
と
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
を
教
育
し
て
社
会
規
範
を
変
え
る
（
社
会
規
範
を
規

制
す
る
こ
と
で
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
）。
企
業
に
補
助
金
を
出
し
て
障
害
者
を
雇
用
さ
せ
る
（
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
法
が
市
場
を
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規
制
す
る
）。
建
築
基
準
を
変
更
し
て
、
建
物
を
障
害
者
に
も
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
す
る
（「
自
然
」
ま
た
は
実
空
間
コ
ー
ド
を
規
制
し
て
ふ
る
ま
い

を
規
制
す
る
）。
こ
の
規
制
そ
れ
ぞ
れ
が
、
差
別
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
コ
ス
ト
を
持
つ
。
政
府
は
コ
ス
ト
と
便
益
を
天

秤
に
か
け
て
、
一
番
効
果
的
な
規
制
モ
ー
ド
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

ド
ラ
ッ
グ

：

政
府
は
非
合
法
ド
ラ
ッ
グ
の
消
費
を
減
ら
す
の
に
目
の
色
を
変
え
て
き
た
。
お
も
な
戦
略
は
、
ド
ラ
ッ
グ
法
違
反
に
対
し
て
常
軌
を

逸
し
た
刑
期
で
脅
か
す
こ
と
に
よ
り
、
行
動
を
直
接
規
制
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
政
策
は
す
ぐ
に
わ
か
る
コ
ス
ト
が
あ
る
し
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
で
も
こ
こ
で
の
狙
い
か
ら
見
て
一
番
お
も
し
ろ
い
の
は
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
コ
ス
ト
の
ほ
う
だ
。
ト
レ
イ
シ
ー
・
メ
ア
レ

ス
が
説
得
力
あ
る
議
論
を
展
開
し
た
通
り
、
非
合
法
ド
ラ
ッ
グ
消
費
を
規
制
す
る
た
め
の
効
果
的
な
構
造
は
、
そ
の
個
人
が
暮
ら
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
社
会
構
造
だ
（
45
）。

こ
れ
は
わ
た
し
が
社
会
規
範
の
制
約
と
呼
ん
だ
も
の
だ
。
適
切
な
ふ
る
ま
い
の
基
準
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
制
裁
に
よ
っ
て
強
制

さ
れ
る
―
―
恥
、
村
八
分
、
力
を
通
じ
て
。

ち
ょ
う
ど
政
府
が
こ
う
し
た
社
会
規
範
の
制
約
を
強
め
る
よ
う
に
動
け
る
の
と
同
様
、
政
府
は
そ
れ
を
弱
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ

う
（
46
）。

方
法
の
一
つ
は
、
こ
の
規
範
が
機
能
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
弱
く
す
る
こ
と
だ
。
メ
ア
レ
ス
の
主
張
で
は
、
こ
れ
こ
そ
ド
ラ
ッ

グ
犯
罪
法
の
極
端
な
処
罰
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
だ
（
47
）。

そ
の
極
端
さ
と
影
響
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
社
会
政
策
を
支
持
す
る
は
ず
の
社
会
構

造
を
弱
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
る
直
接
規
制
の
間
接
的
な
影
響
だ
。
そ
し
て
度
を
こ
せ
ば
こ
の
影
響
が
法
律
の
効
果
を
上

回
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
刑
事
犯
罪
法
の
ラ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線1
と
で
も
言
お
う
か
。

こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を
あ
わ
せ
た
影
響
を
、
事
前
に
類
推
す
る
の
は
不
可
能
だ
。
政
府
は
ド
ラ
ッ
グ
消
費
を
規
制
す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な

形
で
動
く
。
ド
ラ
ッ
グ
消
費
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
た
め
に
大
規
模
な
公
共
教
育
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
打
つ
（
社
会
規
範
を
規
制
す
る
こ
と
で
ふ
る
ま
い

を
規
制
す
る
）。
国
境
で
ド
ラ
ッ
グ
を
押
収
し
、
供
給
を
下
げ
て
価
格
を
上
げ
、
そ
れ
が
需
要
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
市
場
を
規

1

訳
注

：

ラ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線

：

所
得
税
率
と
自
治
体
の
税
収
と
の
関
係
を
表
す
曲
線
。
税
率
が
ゼ
ロ
な
ら
、
税
収
は
ゼ
ロ
に
な
る
。
し
か
し
所
得
税
率
を
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
に
し
た
ら
、
バ
カ
ら
し
く
て
誰
も
働
か
ず
、
や
は
り
税
収
は
ゼ
ロ
に
な
る
。
両
者
の
関
係
を
グ
ラ
フ
化
す
る
と
、
真
ん
中
が
盛
り
上
が
っ
た
山
の
よ
う
な

形
に
な
る
。
そ
れ
が
ラ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
。
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制
し
て
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
）。
そ
し
て
と
き
に
は
（
本
末
転
倒
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
形
で
）
ド
ラ
ッ
グ
の
「
コ
ー
ド
」
を
変
え
よ
う
と
し
た
こ
と
も

あ
る
（
た
と
え
ば
大
麻
畑
に
パ
ラ
コ
ー
ト
を
撒
い
た
り
し
て
）。
こ
れ
で
ド
ラ
ッ
グ
の
危
険
性
を
高
め
て
、
そ
の
消
費
に
対
す
る
制
約
を
増
大
さ
せ

よ
う
と
し
た
わ
け
だ
（
48
）。

こ
れ
ら
す
べ
て
が
あ
わ
さ
っ
て
ド
ラ
ッ
グ
の
消
費
に
影
響
を
与
え
る
。
で
も
ド
ラ
ッ
グ
合
法
化
の
支
持
者
が
論
じ
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
ほ
か
の
犯
罪
行
動
の
発
生
に
も
影
響
を
与
え
る
。
政
策
立
案
者
は
そ
の
総
合
的
な
影
響
を
見
き
わ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
―
―
全
体
と

し
て
こ
う
し
た
規
制
が
社
会
的
コ
ス
ト
を
増
や
す
の
か
減
ら
す
の
か
。

妊
娠
中
絶

：

最
後
の
例
で
説
明
は
一
通
り
終
わ
り
だ
。
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
裁
判
以
来
、
法
廷
は
女
性
が
中
絶
を
受
け
る
憲
法
上
の
権
利
が
あ
る
こ

と
を
認
知
し
て
い
る
（
49
）。

し
か
し
こ
の
権
利
が
あ
っ
て
も
、
政
府
は
中
絶
を
な
く
し
た
り
数
を
減
ら
し
た
り
す
る
努
力
を
止
め
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の

政
府
は
、
中
絶
を
直
接
規
制
す
る
の
で
は
な
い
（
ロ
ー
判
決
以
来
、
こ
れ
は
憲
法
違
反
に
な
る
）。
だ
が
同
じ
目
的
を
果
た
す
た
め
に
間
接
的
な
手
段

に
頼
れ
る
。
ラ
ス
ト
対
サ
リ
バ
ン
裁
判
で
は
、「
政
府
出
資
の
」
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
働
く
医
師
が
、
家
族
計
画
手
法
と
し
て
中
絶
に
言
及
す
る
の
を
禁

止
し
て
、
家
族
計
画
ア
ド
バ
イ
ス
提
供
を
歪
め
よ
う
と
す
る
政
府
の
力
を
肯
定
し
た
（
50
）。

こ
れ
は
社
会
規
範
（
医
療
ケ
ア
の
社
会
構
造
内
の
規
範
）
の

規
制
に
よ
る
ふ
る
ま
い
の
規
制
だ
。
メ
イ
ハ
ー
対
ロ
ー
裁
判
で
は
、
法
廷
は
政
府
が
中
絶
に
対
し
て
の
医
療
資
金
提
供
を
選
択
的
に
止
め
る
と
い
う

政
府
の
権
利
を
支
持
し
た
（
51
）。

こ
れ
は
市
場
を
使
っ
た
ふ
る
ま
い
の
規
制
だ
。
そ
し
て
ホ
ジ
ソ
ン
対
ミ
ネ
ソ
タ
州
裁
判
で
は
、
法
廷
は
未
成
年
女
性
に

対
し
て
州
が
、
中
絶
を
受
け
る
前
に
四
八
時
間
強
制
的
に
待
た
せ
る
こ
と
を
支
持
し
た
（
52
）。

こ
れ
は
実
空
間
コ
ー
ド
（
時
間
制
約
）
を
使
っ
て
中
絶
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
規
制
す
る
も
の
だ
。
ロ
ー
も
含
め
こ
れ
ら
す
べ
て
の
方
法
で
、
政
府
は
中
絶
を
求
め
る
女
性
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
で
き
る
。

こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
例
で
、
法
律
は
二
種
類
の
と
て
も
ち
が
っ
た
形
で
機
能
し
て
い
る
（
53
）。

そ
れ
が
直
接
機
能
し
て
い
る
と
き
に
は
、
個
人
に

ど
う
ふ
る
ま
え
ば
い
い
か
を
告
げ
、
そ
の
ふ
る
ま
い
か
ら
人
が
そ
れ
た
ら
、
罰
則
で
脅
す
。
間
接
的
に
作
用
す
る
と
き
、
そ
れ
は
制
約
の
ほ
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か
の
構
造
を
変
更
し
よ
う
と
狙
う
（
54
）。

規
制
者
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
タ
ー
ン
―
―
そ
の
効
率
性
と
、
そ
れ

ぞ
れ
が
表
現
し
て
い
る
価
値
観
の
両
方
の
点
で
―
―
に
基
づ
い
て
選
択
を
行
な
う
。

規
制
を
こ
の
よ
う
に
も
っ
と
一
般
化
し
た
形
で
見
て
や
る
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
規
制
で
き
な
い
と
い
う
の
が
ど
れ
ほ
ど
強
い
条
件
つ
き

か
を
、
も
っ
と
は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
国
が
介
入
し
て
規
制
が
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
も
っ
と

強
力
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
、
も
っ
と
拡
張
し
た
意
味
で
の
規
制
が
も
た
ら
す
、
大
き
な
危
険
に
つ
い
て
も
見
当
が
つ
く
だ

ろ
う
。
特
に
そ
れ
が
憲
法
的
・
根
本
的
な
価
値
観
に
対
し
て
ど
ん
な
危
険
を
も
た
ら
す
か
、
も
っ
と
は
っ
き
り
見
当
が
つ
く
は
ず
だ
。
次
の

節
で
は
そ
う
し
た
脅
威
の
一
つ
を
考
え
て
み
る
。

間
接
的
な
手
法
の
問
題
点

一
九
八
五
年
、何
年
も
手
を
こ
ま
ね
い
た
挙
句
に
、議
会
は
放
射
性
廃
棄
物
の
問
題
に
対
応
す
べ
く
、低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
政
策
修
正

法
案
を
可
決
し
た
（
55
）。

誰
か
が
放
射
性
廃
棄
物
を
集
め
て
保
管
し
て
お
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
政
府
か
ら
さ
ん
ざ
ん
突
っ
つ
か
れ
た
挙
句
に
、

多
く
の
州
が
集
ま
っ
て
盟
約
を
結
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
が
出
す
放
射
性
廃
棄
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
州
が
処
理
す
る
た
め
の
、
数
々
の
要
件
と
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
定
め
、
議
会
も
そ
れ
を
認
め
た
。

計
画
全
体
の
細
か
い
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
い
い
。
話
を
一
箇
所
だ
け
に
集
中
し
よ
う
。
州
が
核
廃
棄
物
を
規
制
す
る
連
邦
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
よ
う
に
、議
会
は
州
に
選
択
を
与
え
た
。
あ
る
種
の
規
制
を
施
行
す
る
か
、あ
る
い
は
使
用
済
み
核
燃
料
に
つ
い
て「
全

所
有
権
と
所
有
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
」。
こ
れ
は
「
金
と
命
と
ど
っ
ち
が
惜
し
い
」
と
い
う
に
等
し
い
規
制
だ
。
州
が
所
有
責
任
を
負

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
使
用
済
み
燃
料
は
、
資
産
ど
こ
ろ
か
巨
額
の
負
債
だ
か
ら
だ
。
こ
う
い
う
え
ら
く
も
っ
た
い
を
つ
け
た
形
で
、
議
会

は
要
す
る
に
州
が
自
分
の
望
む
規
制
を
導
入
す
る
よ
う
強
制
し
た
わ
け
だ
。
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最
高
裁
判
所
が
、
法
律
の
こ
の
部
分
を
や
め
さ
せ
た
。
法
廷
の
見
解
で
は
、
議
会
は
実
質
的
に
州
立
法
府
に
対
し
て
議
会
の
法
律
を
施
行

す
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
に
等
し
い
。
議
会
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
規
制
を
直
接
施
行
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
で
も
、
州
に
法
を

施
行
せ
よ
と
命
令
す
る
権
利
は
持
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
間
接
法
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
判
例
―
―
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
対
ア
メ
リ
カ
合
州
国
―
―
は
、
政
府
は
直
接
的
に
し
か
規
制
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
広
い
原
則
を
支

持
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
間
接
的
な
規
制
が
概
し
て
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
原
則
を
掲
げ
る
も
の
で
す
ら
な
い
。
こ
の
裁
判
は
、
州
が
絡

む
場
合
の
間
接
規
制
と
い
う
問
題
に
か
な
り
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
判
例
は
最
大
で
も
、
州
は
特
別
な
憲
法
上
の

地
位
を
持
つ
独
立
主
権
と
し
て
、
連
邦
政
府
の
目
的
に
無
理
矢
理
協
力
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
―
―
連
邦
政
府
が
や
り
た
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
あ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
名
前
を
つ
け
て
や
り
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
で
も
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
判

例
は
、
一
般
的
な
憲
法
上
の
原
則
を
確
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
な
ぜ
間
接
性
を
一
般
に
気
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
く

れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
般
的
に
気
に
す
べ
き
こ
と
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
わ
た
し
の
注
目
点
だ
。

間
接
性
は
、
責
任
を
逸
ら
せ
て
し
ま
う
。
政
府
が
直
接
課
せ
ら
れ
る
制
約
を
実
現
す
る
の
に
、
ほ
か
の
構
造
の
制
約
を
使
う
と
、
そ
の
制

約
に
関
す
る
責
任
が
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
て
、
政
治
的
な
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
も
し
憲
法
に
基
づ
く
政

府
に
お
い
て
、
透
明
性
が
価
値
観
で
あ
る
な
ら
ば
、
間
接
性
は
そ
の
敵
だ
。
責
任
を
混
乱
さ
せ
て
、
結
果
と
し
て
政
治
を
混
乱
さ
せ
る
（
56
）。

こ
う
し
た
誤
解
は
、
ほ
か
の
文
脈
で
も
可
能
だ
。
ま
た
も
や
ラ
ス
ト
の
判
例
を
考
え
て
ほ
し
い
。
連
邦
政
府
は
、
家
族
計
画
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
財
政
支
援
を
部
分
的
に
行
な
う
（
全
額
支
援
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
部
分
的
に
）
（
57
）。

一
九
八
八
年
以
前
に
は
、
こ
れ
ら
の
ク
リ
ニ
ッ

ク
は
出
産
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
中
絶
も
含
め
。
家
族
計
画
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
た

ち
は
、
そ
う
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
適
切
と
思
え
ば
中
絶
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
行
な
っ
た
。

レ
ー
ガ
ン
政
権
は
こ
れ
を
変
え
た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
た
ち
に
、
患
者
た
ち
に
対
し
て
家
族
計
画
の
手
法

と
し
て
中
絶
の
話
は
す
る
な
と
命
じ
た
（
ど
う
や
っ
て
命
じ
た
か
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
）。
聞
か
れ
た
ら
、
医
師
た
ち
は
「
こ
の
プ
ロ
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ジ
ェ
ク
ト
は
、
中
絶
を
適
切
な
家
族
計
画
の
手
段
と
は
み
な
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
58
）。

こ
の
規
制
の
狙
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
中
絶
件
数
を
減
ら
す
こ
と
だ
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
規
制
は
医
師
を
利
用
し

て
、
患
者
た
ち
を
中
絶
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
医
師
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
患
者
に
対
し
て
も
の
す
ご
い
力
を
持
っ
て
い
る
。

患
者
は
お
そ
ら
く
、
医
師
が
中
絶
を
す
る
な
と
奨
め
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
だ
ろ
う
。

で
も
こ
の
技
法
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
連
邦
政
府
は
、
自
分
自
身
の
中
絶
に
対
す
る
立
場
を
直
接
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
ポ

ス
タ
ー
や
看
板
を
立
て
て
、
中
絶
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
使
っ
て
そ
の
見
解
を
表
明
で
き
た
だ

ろ
う
。
で
も
政
府
は
か
わ
り
に
、
自
分
の
政
策
上
の
選
択
を
医
師
の
こ
と
ば
に
埋
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
政
府
は
医
師

の
専
門
家
と
し
て
の
権
威
を
利
用
し
て
、
自
分
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
医
師
た
ち
を
直
接
規
制
す
る
こ
と
で
中
絶
を
間
接
的
に

規
制
し
た
わ
け
だ
。

政
府
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
判
例
で
は
州
の
権
威
を
利
用
し
て
自
分
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
ラ
ス
ト
の
判
例
で

は
ご
ま
か
し
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
で
も
、
連
邦
主
義
的
に
見
て
さ
ら
に
ひ
ど
い
こ
と
に
、
こ
の
ご
ま
か
し
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
そ
の
ご

ま
か
し
が
政
策
的
な
選
択
の
結
果
だ
と
気
が
つ
き
さ
え
し
な
い
。
患
者
は
、
医
師
の
発
言
を
政
府
の
政
治
的
ア
ナ
ウ
ン
ス
だ
と
思
っ
て
聞
い

た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
、
医
療
上
の
見
解
と
し
て
聞
く
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
見
解
に
つ
い
て
誰
が
責

任
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
混
乱
が
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
見
解
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
混
乱
が
あ
る
。

ラ
ス
ト
対
サ
リ
バ
ン
裁
判
は
、
最
高
裁
の
大
き
な
恥
の
一
つ
だ
。
ス
カ
リ
ア
判
事
の
法
則
、
中
絶
に
近
づ
く
と
ど
ん
な
問
題
で
も
歪
め
ら

れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
を
証
明
す
る
判
例
に
な
っ
て
い
る
（
59
）。

で
も
わ
た
し
の
議
論
は
、
ラ
ス
ト
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
い
。

わ
た
し
は
、
規
制
に
つ
い
て
あ
る
種
の
正
し
さ
を
問
題
に
し
た
い
。
ラ
ス
ト
の
判
例
は
そ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

三
番
目
の
例
を
考
え
て
ほ
し
い
。
一
九
四
八
年
ま
で
土
地
の
登
記
書
に
は
、
そ
の
登
記
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
土
地
は
特
定
の
人
種
に
は

売
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
条
項
（
約
束
）
を
含
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
条
件
の
目
的
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
人
種
分
離
を
推
進
維
持
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す
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
実
に
大
規
模
に
使
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ェ
リ
ー
対
ク
レ
ー
マ
ー
裁
判
（
60
）が

こ
う
し
た
規
定
を
平
等
保
護
条
項

の
下
で
憲
法
違
反
だ
と
し
て
つ
ぶ
し
た
と
き
、
南
シ
カ
ゴ
の
物
件
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
販
売
が
禁
止
さ
れ

て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
61
）。

こ
う
し
た
規
定
は
ひ
ど
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
ご
ま
か
し
は
な
い
。
そ
の
目
的
を
は
っ
き
り
と
述
べ
、
そ
し
て
そ
れ
が
支
持
し

て
い
る
価
値
観
に
つ
い
て
も
不
透
明
な
と
こ
ろ
が
な
い
。
誰
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
人
種
分
離
が
実
は
ど
こ
か
よ
そ
で
の
決
断
の
結
果
と
し

て
た
ま
た
ま
で
き
た
副
産
物
だ
、
と
い
う
よ
う
な
ふ
り
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
私
的
取
引
に
お
け
る
条
項
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
は

州
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
て
い
た
の
も
州
だ
。
そ
れ
は
、「
こ
の
社
会
は
人
種
差
別
社
会
で
す
よ
」
と
告
げ
て
い
た
。

法
廷
が
こ
う
し
た
規
定
を
つ
ぶ
し
た
と
き
、
か
わ
り
に
何
が
で
て
く
る
か
、
と
い
う
の
が
問
題
に
な
る
。
こ
う
し
た
条
項
の
背
後
に
あ
る

態
度
が
、
た
か
が
判
例
一
つ
で
い
き
な
り
消
え
る
と
は
誰
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
法
廷
が
直
接
の
人
種
分
離
を
終
わ
ら
せ
た
と

き
、
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
間
接
的
な
人
種
分
離
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
予
測
で
き
た
。

そ
し
て
そ
の
通
り
、
一
九
四
八
年
以
降
の
近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
人
種
分
離
を
維
持
す
る
戦
法
を
変
え
て
き
た
。
契
約
条
項
に
頼
る

か
わ
り
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
の
住
民
の
「
流
れ
を

切
断
す
る
」
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
。
横
断
し
に
く
い
高
速
道
路
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
に
建
設
さ
れ
た
。
鉄
道
の
線
路
も
、
分
離
に
使
わ
れ

た
。
何
千
も
の
ち
ょ
っ
と
し
た
建
築
上
や
ゾ
ー
ニ
ン
グ
上
の
不
便
さ
が
、
条
項
に
基
づ
く
は
っ
き
り
と
し
た
優
遇
策
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の

と
な
っ
た
。
正
式
に
は
、
何
も
人
種
融
合
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
。
で
も
非
公
式
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ
を
防
止
し
て
い
た
（
62
）。

地
方
自
治
体
は
、
連
邦
政
府
が
対
ラ
ス
ト
裁
判
で
実
行
し
、
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
も
や
ろ
う
と
し
た
の
と
と
て
も
似
た
こ
と
を
実
行
し

た
こ
と
に
な
る
。
人
種
分
離
を
直
接
実
現
さ
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
間
接
的
に
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
法
―
―
地
理
的

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
、
ま
た
は
実
空
間
コ
ー
ド
―
―
を
使
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
や
街
路
構
成
に
よ
り
、
人
種
融
合
が
む
ず
か
し
い
よ

う
に
し
た
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
に
よ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
不
便
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
分
離
す
る
の
に
成
功
し
た
。
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こ
こ
で
一
番
大
き
い
の
は
、
こ
の
場
合
は
ラ
ス
ト
判
例
以
上
に
、
規
制
と
そ
の
結
果
と
の
結
び
つ
き
を
見
る
の
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
離
が
続
い
て
も
、
そ
れ
は
「
選
択
」
の
結
果
だ
と
さ
れ
る
。
個
人
が
、
こ
っ
ち
の
近
隣
よ
り
あ
っ
ち

の
近
隣
に
住
む
こ
と
を
選
ぶ
。
厳
密
に
言
え
ば
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
選
択
は
国
が
課
し
た
コ
ス
ト
に
基
づ
い
て
行
な
わ

れ
た
選
択
だ
。
人
種
分
離
し
た
ま
ま
の
ほ
う
が
楽
だ
か
ら
、
み
ん
な
そ
れ
を
続
け
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
楽
な
の
は
、
政
府
が
山
を
動
か
し
て

そ
う
な
る
よ
う
に
し
た
か
ら
だ
。

こ
こ
で
政
府
は
間
接
的
に
、
実
空
間
の
構
造
を
利
用
し
て
規
制
を
行
な
い
、
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
規
制
は
こ
こ

で
も
規
制
と
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
政
府
は
、
政
治
的
な
コ
ス
ト
な
し
に
目
的
を
果
た
す
。
明
ら
か
に
非
合
法
で
非
難
の
多
い
規
制
と
等

し
い
便
益
を
得
て
お
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
規
制
が
あ
る
こ
と
さ
え
認
め
な
く
て
い
い
。

こ
の
三
例
の
い
ず
れ
で
も
、
政
府
は
自
分
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
ほ
か
の
モ
ー
ド
―
―
ほ
か
の
規
制
の
構
造
―
―
の
力
を
操
っ
て
い

る
（
63
）。

こ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
不
適
切
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
誰
が
み
て
も
そ
れ
が
正
当
だ
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
例
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。
た
と
え
ば
街
路
に
は
照
明
灯
を
つ
け
る
こ
と
、と
い
う
規
制
は
、犯
罪
を
減
ら
す
た
め
の
も
の
だ
。
そ
れ
は
、街
路
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

を
規
制
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
制
が
不
適
切
だ
と
思
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
規
制
が

す
べ
て
そ
の
出
自
を
隠
す
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
街
路
の
バ
ン
プ
を
考
え
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
間
接
規
制
の
例
だ
。
く
ね
っ
た
道
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
街
路
の
コ
ー
ド
を
使
っ
て
車
の
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
さ
せ
る
。
で
も
、
こ
の
規
制
の
出
所
を
見
て
わ
か
ら
な
い
や
つ
は
い

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
バ
ン
プ
が
偶
然
そ
こ
に
あ
る
と
は
誰
も
思
わ
な
い
。

つ
ま
り
問
題
は
、
間
接
規
制
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
不
透
明
性
だ
。
国
は
自
分
の
狙
い
を
隠
す
権
利
は
な
い
。
憲
法

に
基
づ
く
民
主
主
義
で
は
、
そ
の
規
制
は
公
開
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
間
接
規
制
が
提
起
す
る
問
題
の
一
つ
は
、
公
開

制
と
い
う
一
般
的
な
問
題
な
の
だ
。
国
は
、
透
明
性
の
高
い
手
段
が
あ
る
と
き
に
、
不
透
明
な
手
段
に
頼
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
。
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そ
の
先
に
あ
る
も
の

『Industry
Standard

』
誌
に
「
コ
ー
ド
は
法
で
あ
る
」
と
論
じ
た
記
事
（
64
）を

発
表
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
手
紙
が
編
集
部
あ
て
に
届
い
た
。

「
い
か
に
も
ハ
ー
バ
ー
ド
の
法
学
教
授
ら
し
く
（
中
略
）
レ
ッ
シ
グ
は
木
々
の
ま
わ
り
で
踊
り
な
が
ら
森
全
体
を
す
っ
ぽ
り
見
落
と
し
て
し
ま

う
。（
中
略
）
西
海
岸
コ
ー
ド
（
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
）
対
東
海
岸
コ
ー
ド
（
政
府
の
弁
護
士
）
と
い
う
議
論
は
、
確
か
に
と
て
も

巧
妙
に
組
み
立
て
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
両
者
の
間
の
本
当
の
ち
が
い
を
完
全
に
避
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
善
良
な
教
授
は
「
規
制
」

と
い
う
こ
と
ば
を
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
顧
客
の
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
民
間
企
業
の
努
力
と
、
法
の
力
を
通
じ

て
全
市
民
の
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
政
府
機
関
の
努
力
と
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
適
用
す
る
。
西
海
岸
コ
ー
ド
の
作

り
手
や
提
供
者
た
ち
が
（
ど
れ
ほ
ど
身
勝
手
で
独
占
的
で
悪
魔
的
で
無
能
で
あ
ろ
う
と
も
）
拳
銃
に
バ
ッ
ヂ
を
持
っ
た
り
し
な
い
限
り
、
わ
た

し
は
い
つ
で
も
東
海
岸
コ
ー
ド
の
執
行
者
た
ち
よ
り
西
海
岸
の
連
中
を
選
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
」
（
65
）

わ
た
し
が
「
本
当
の
ち
が
い
」
を
見
落
と
し
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
こ
の
手
紙
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
そ
の
書
き
手
が
本
当
の
類
似
点

を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
書
き
手
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
企
業
の
社
長
）
は
「
民
間
企
業
」
が
「
顧
客
の
ふ
る
ま
い

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
」
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
実
現
す
る
た
め
の
「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に

も
触
れ
て
い
る
（
細
か
い
話
を
い
え
ば
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
話
を
し
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は

い
い
。
市
場
だ
ろ
う
と
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
ろ
う
と
、
論
点
は
同
じ
だ
）。
つ
ま
り
か
れ
は
、
法
以
外
の
「
規
制
」
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て

い
る
。
か
れ
は
単
に
、
そ
の
中
で
自
分
の
お
気
に
入
り
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
（
い
か
に
も
企
業
重
役
ら
し
く
）。
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第七章 なにがなにを規制するか

こ
の
書
き
手
が
見
て
い
る
も
の
こ
そ
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
規
制
さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
て
、
法
が
い
か
に
サ
イ
バ
ー
空
間
を
規
制

す
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、
み
ん
な
が
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
だ
。
本
章
で
は
、
政
府
が
さ
ま
ざ
ま
な
ツ
ー
ル
を

使
っ
て
規
制
す
る
と
論
じ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ー
ド
は
、
こ
れ
ま
た
国
の
規
制
の
ツ
ー
ル
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
間
接
的
に
、
コ
ー
ド
書
き
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
政
府
は
規
制
上
の
目
的
を
実
現
で
き
る
し
、
し
か
も
そ
の
同
じ
目
的
を

直
接
追
求
し
た
と
き
に
生
じ
る
は
ず
の
政
治
的
な
結
果
に
苦
し
ま
ず
に
す
む
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
心
配
す
べ
き
だ
。
透
明
性
の
な
い
規
制
を
簡
単
に
す
る
よ
う
な
制
度
に
つ
い
て
心
配
す
べ
き
だ
。
規
制
を
簡
単
に
す

る
よ
う
な
制
度
に
つ
い
て
心
配
す
べ
き
だ
。
ま
ず
は
前
者
に
つ
い
て
心
配
す
べ
き
だ
。
不
透
明
性
は
、
悪
い
規
制
に
抵
抗
す
る
の
を
む
ず
か

し
く
す
る
か
ら
。
そ
し
て
二
番
目
に
つ
い
て
心
配
す
べ
き
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
―
―
わ
た
し
が
第
三
部
で
論
じ
る
よ
う
に
―
―
効
率

よ
い
規
制
の
範
囲
が
広
が
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
価
値
観
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
感
覚
が
な
い
か
ら
だ
。

確
か
に
こ
れ
は
か
な
り
の
数
の
心
配
事
で
は
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
心
配
事
を
も
っ
と
検
討
す
る
前
に
、
そ
う
い
う
心
配
事
が
現
実
の
も

の
と
な
る
文
脈
に
つ
い
て
、
も
っ
と
細
か
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
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第
八
章

オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
に
見
る
限
界

規
制
が
ど
う
機
能
す
る
か
と
い
う
お
話
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
し
や
す
さ
が
ど
う
高
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
か
と
い
う
話
を
し
た
。

ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
変
化
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
を
監
視
し
や
す
く
な
る
―
―
少
な
く
と
も
追
跡
し
や
す
く
な
る
―
―

こ
と
で
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
も
っ
と
し
や
す
く
な
る
、
と
い
う
話
だ
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
政
府
が
何
も
し
な
く
て
も
生
じ
る
、
と
わ

た
し
は
論
じ
た
。
そ
れ
は
ｅ
コ
マ
ー
ス
を
可
能
に
す
る
た
め
の
変
化
の
副
産
物
だ
、
と
。
だ
が
、
政
府
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
自
分
の
道
具
に

仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
そ
れ
は
も
う
確
固
た
る
話
と
な
る
。

そ
れ
が
第
一
部
だ
。
こ
の
第
二
部
で
は
、
別
の
規
制
手
法
に
注
目
し
た
―
―
人
々
の
住
ま
う
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
り
実
施
さ
れ

る
規
制
だ
。
第
五
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
規
制
方
式
に
は
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
政
府
は
常
に
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
使
っ
て
ふ
る

ま
い
を
規
制
し
て
き
た
。
だ
が
そ
の
重
要
性
が
今
は
新
し
い
。
人
生
が
ネ
ッ
ト
上
に
移
住
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
人
生
が
生
じ
る
空
間
の
自

覚
的
な
設
計
を
通
じ
て
規
制
さ
れ
る
部
分
は
増
え
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
飲
酒
運
転
を
コ
ー
ド
で
止
め
る
方
法
が
あ

る
な
ら
、
大
賛
成
だ
。
だ
が
こ
の
広
範
な
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
は
、
よ
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
機
能
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
コ
ー

ド
に
よ
る
規
制
は
人
々
が
規
制
者
の
説
明
責
任
を
求
め
る
よ
う
な
通
常
の
民
主
プ
ロ
セ
ス
を
妨
害
す
る
も
の
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
大
き
な
批
判
点
は
、
透
明
性
だ
っ
た
。
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
―
―
特
に
技
術
的
な
専
門
家
で
な
い
人
々
の
コ
ー
ド
に

よ
る
規
制
―
―
は
、
規
制
そ
の
も
の
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
何
ら
か
の
政
策
的
意
図
が
あ
っ
て
行
使

さ
れ
る
が
、
人
々
は
そ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
自
然
な
も
の
と
し
て
体
験
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
体
験
は
、
民
主
的

な
意
志
を
弱
め
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
指
摘
だ
っ
た
。
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第八章 オープンコードに見る限界

さ
て
そ
れ
だ
け
で
は
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
言
え
ば
大
し
た
話
で
は
な
い
。
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
は
か
な
り
無
関
心
な
政
治
文

化
し
か
持
た
な
い
。
そ
し
て
サ
イ
バ
ー
空
間
で
そ
れ
が
変
わ
り
そ
う
な
気
配
も
な
い
。
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
が
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
に
つ
い
て
観

察
し
た
通
り
。「
そ
れ
な
ら
合
成
世
界
で
ほ
と
ん
ど
民
主
主
義
が
見
あ
た
ら
な
い
の
は
、
何
と
不
思
議
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
ど
こ

ろ
か
、
ま
っ
た
く
な
い
。
か
け
ら
の
片
鱗
の
痕
跡
す
ら
な
い
。
存
在
し
て
い
な
い
。
合
成
世
界
の
典
型
的
統
治
モ
デ
ル
は
、
孤
立
し
た
抑
圧

的
な
独
裁
が
、
広
範
な
ア
ナ
ー
キ
ー
の
中
に
散
在
す
る
と
い
う
も
の
だ
」
（
1
）

だ
が
自
分
た
ち
の
民
主
主
義
に
対
す
る
疑
念
を
し
ば
ら
く
無
視
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
み
ん

な
が
根
本
的
に
重
要
だ
と
合
意
す
る
側
面
に
集
中
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
気
が
つ
け
ば
自
明
に
思
え
る
ポ
イ
ン
ト
を
認
識
で
き
る
は
ず
だ
。
つ

ま
り
、
も
し
コ
ー
ド
が
規
制
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
あ
る
肝
心
な
文
脈
で
は
、
規
制
す
る
の
が
ど
ん
な
種
類
の
コ
ー
ド
か
、
と
い
う
の
が

と
て
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

「
種
類
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
二
種
類
の
コ
ー
ド
を
区
別
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
オ
ー
プ
ン
な
コ
ー
ド
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー

ド
。「
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
技
術
の
わ
か
る
人
に
と
っ
て
は
仕
組
み
が
明
ら
か
な
コ
ー
ド
（
ハ
ー
ド
で
も
ソ
フ
ト

で
も
）
の
こ
と
だ
。「
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
」
と
い
う
の
は
、
仕
組
み
が
見
え
な
い
コ
ー
ド
（
ハ
ー
ド
で
も
ソ
フ
ト
で
も
）
の
こ
と
だ
。
ク
ロ
ー

ズ
ド
な
コ
ー
ド
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、
推
測
は
で
き
る
。
そ
し
て
テ
ス
ト
す
る
機
会
を
十
分
に
与
え
ら
れ
れ
ば
、
解
析
し
て
リ
バ
ー
ス
エ

ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
技
術
そ
の
も
の
か
ら
は
、
そ
の
技
術
の
仕
組
み
を
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
オ
ー
プ
ン
」「
ク
ロ
ー
ズ
ド
」
と
い
う
用
語
は
多
く
の
人
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
の
方
式
に
関
す
る
と
て
も
重
要
な
論
争
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
運
動
」
と
呼
ぶ
が
、
わ
た
し
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
ト
ー
ル
マ
ン
に
従
っ

て
「
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
運
動
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
開
発
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
根

本
的
な
自
由
の
価
値
が
あ
る
の
だ
と
論
じ
る
（
少
な
く
と
も
そ
れ
が
わ
た
し
の
見
方
だ
）。
こ
の
意
味
で
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
反
対
は

毒
性
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
、
開
発
者
が
根
底
の
設
計
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
た
デ
ジ
タ
ル
物
体
を
頒
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仕
組
み
を
隠
す
よ
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う
に
し
た
ソ
フ
ト
だ
。

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
本
章
の
残
り
で
も
っ
と
議
論
す
る
。
だ
が
重
要
な
点
と
し
て
、
わ
た
し
が
「
オ
ー
プ
ン
」
対
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
」
な

コ
ー
ド
と
い
う
形
で
指
摘
し
た
い
論
点
は
、
コ
ー
ド
の
作
ら
れ
方
と
は
別
の
議
論
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
個
人
的
に
は
、
コ
ー
ド
が
ど
う
作
ら

れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
強
い
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
「
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
対
独
占
ソ
フ
ト
」
論
争
全
般
で
ど
ち
ら
の
側
に
つ
い

て
い
る
人
で
も
、
本
章
で
示
す
文
脈
に
お
い
て
、
以
下
の
点
に
は
合
意
し
て
も
ら
え
る
は
ず
だ
。
ま
ず
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
国
家
権
力
を

制
約
す
る
も
の
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
部
の
場
合
に
は
コ
ー
ド
は
、
こ
こ
で
述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
「
オ
ー
プ
ン
」
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

こ
の
議
論
の
舞
台
設
定
の
た
め
、
採
用
さ
れ
る
コ
ー
ド
の
種
類
が
重
要
だ
と
い
う
点
に
誰
も
が
合
意
す
る
は
ず
と
思
わ
れ
る
事
例
を
二
種

類
挙
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
後
、
そ
の
議
論
を
さ
ら
に
深
め
よ
う
。

か
ぎ
ま
わ
る
バ
イ
ト

第
二
章
で
は
、
初
版
執
筆
当
時
に
は
い
さ
さ
か
Ｓ
Ｆ
じ
み
て
い
た
技
術
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
後
五
年
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
す
ま

す
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。
一
九
九
七
年
に
政
府
は
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
表
し
た
。
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
は
、
電
子
メ
ー

ル
を
振
る
い
分
け
て
、
特
定
の
き
ち
ん
と
名
前
の
挙
が
っ
た
個
人
宛
、
ま
た
は
そ
の
人
の
書
い
た
メ
ー
ル
だ
け
を
集
め
る
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
こ
の

技
術
を
法
廷
命
令
を
受
け
て
使
い
、
犯
罪
捜
査
の
証
拠
集
め
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
。

原
理
的
に
は
、
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
の
設
計
の
理
念
に
は
い
ろ
い
ろ
誉
め
る
べ
き
点
は
あ
る
。
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
操
作
を
行
な
う
の
に
裁
判
官

の
承
認
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
こ
の
技
術
は
、
捜
査
対
象
に
つ
い
て
だ
け
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ほ
か
の
人
は
誰
も
こ
の

ツ
ー
ル
に
影
響
を
受
け
な
い
。
ほ
か
の
誰
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
侵
害
さ
れ
な
い
。
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第八章 オープンコードに見る限界

だ
が
こ
の
技
術
が
本
当
に
そ
の
通
り
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
コ
ー
ド
次
第
だ
。
そ
し
て
そ
の
コ
ー
ド
は
ク
ロ
ー
ズ
ド

だ
っ
た
（
2
）。

政
府
が
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
の
ソ
フ
ト
開
発
を
行
な
っ
た
企
業
と
結
ん
だ
契
約
で
は
、
ソ
フ
ト
の
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
は
非
公
開
で
よ
か
っ

た
。
ベ
ン
ダ
ー
は
コ
ー
ド
を
秘
密
に
し
て
お
け
た
。

さ
て
、
な
ぜ
ベ
ン
ダ
ー
が
コ
ー
ド
を
秘
密
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
は
す
ぐ
わ
か
る
。
一
般
に
、
他
人
に
コ
ー
ド
を
見
せ
る
の
は
、
他
人

を
家
に
食
事
に
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
だ
。
か
な
り
片
付
け
や
掃
除
を
し
な
い
と
、
と
て
も
他
人
に
見
せ
ら
れ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
ま
た
特
に
こ

の
例
で
は
、
司
法
省
は
機
密
性
を
懸
念
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
3
）。

だ
が
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
ベ
ン
ダ
ー
は
そ
の
ソ
フ
ト
の
コ
ン

ポ
ー
ネ
ン
ト
の
一
部
を
ほ
か
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
使
い
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ー
ド
が
公
開
さ
れ
た
ら
、
そ
の
透
明

性
の
た
め
に
ベ
ン
ダ
ー
は
優
位
性
を
失
い
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
ベ
ン
ダ
ー
の
優
位
性
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
政
府
が
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
公
開

の
技
術
に
こ
だ
わ
っ
た
ら
値
段
が
上
が
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
問
題
は
、
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
公
開
す
る
こ
と
で
政
府
が
何
か
利
益
を
得
る
か

と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
こ
こ
に
明
ら
か
な
点
が
あ
る
。
政
府
が
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
の
発
想
を
認
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
に
つ
れ
て
す
ぐ
に
学
ん
だ
こ
と
だ

が
、
コ
ー
ド
が
秘
密
だ
と
い
う
事
実
は
高
く
つ
い
た
。
政
府
の
努
力
の
大
半
は
、
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
が
ま
さ
に
自
分
た
ち
の
主
張
通
り
の
こ
と

を
や
る
の
だ
と
い
う
主
張
を
信
用
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
「
こ
っ
ち
は
政
府
で
す
ん
で
信
用
し
て
く
だ
さ
い

よ
」
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
あ
て
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
技
術
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
政
府
の
試
み
―
―
繰
り
返
す
が
、
主
張
通
り
な

ら
価
値
あ
る
技
術
だ
―
―
は
抵
抗
に
あ
っ
た
。

カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
に
関
す
る
疑
念
か
ら
く
る
政
府
費
用
と
、
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
を
オ
ー
プ
ン
な
形
で
開
発
す
る
費
用
と
を
比
較
評
価
し
よ
う
と

し
た
研
究
は
見
た
こ
と
が
な
い
（
4
）。

政
府
の
や
り
方
が
財
政
的
に
安
上
が
り
だ
っ
た
ら
驚
く
。
だ
が
ク
ロ
ー
ズ
ド
で
開
発
す
る
ほ
う
が
オ
ー
プ

ン
コ
ー
ド
よ
り
本
当
に
安
か
っ
た
か
は
さ
て
お
き
、
政
府
が
自
分
た
ち
の
手
続
き
―
―
少
な
く
と
も
通
常
の
犯
罪
訴
追
の
場
合
―
―
を
明
ら

か
に
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
議
論
の
余
地
は
な
い
は
ず
だ
。
別
に
、
誰
を
容
疑
者
と
し
て
捜
査
す
る
か
決
め
る
際
の
検
討
事
項
ま
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で
公
開
し
ろ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一
般
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
利
益
を
侵
害
す
る
た
め
の
手
続
き
な
ら
、
明
確
に
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
。

そ
れ
が
で
き
る
の
は
「
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
」
だ
け
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
こ
だ
わ
り
た
い
小
さ
な
論
点
は
、
政
府
行
動
の
透
明
性
が
問
題
に

な
る
場
面
で
は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
コ
ー
ド
の
種
類
も
問
題
に
な
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
政
府
の
コ
ー
ド
を
す
べ
て
公
開
し

ろ
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
政
府
が
秘
密
裏
に
活
動
し
て
い
い
正
当
な
領
域
は
あ
る
と
思
う
。
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
透
明
性
が
本
来
の
機

能
を
阻
害
し
て
し
ま
う
な
ら
、
透
明
性
を
否
定
す
る
正
当
な
理
由
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
犯
罪
容
疑
者
が
、
コ
ー
ド
が
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
た

め
に
カ
ー
ニ
ヴ
ォ
ー
の
監
視
を
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
繰
り
返
す
が
、
わ
た
し
の
見
る
限
り
で
は

オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
を
本
来
使
う
べ
き
だ
っ
た
。

数
え
る
機
械

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
七
日
以
前
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
立
案
者
た
ち
は
投
票
マ
シ
ン
の
技
術
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
議
論
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
（
そ
し
て
わ
た
し
も
こ
の
多
数
派
に
含
ま
れ
る
）
投
票
技
術
の
問
題
は
大
し
た
も
の
に
思
え
な
か
っ
た
。

票
を
数
え
る
の
に
も
っ
と
高
速
な
技
術
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ち
が
い
を
調
べ
る
の
に
も
っ
と
い
い
技
術
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
ん
な
細
部

に
何
か
重
要
な
も
の
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
発
想
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
一
面
を
飾
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
の
大
統
領
選
は
そ
れ
を
一
変
さ
せ
た
。
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
フ
ロ
リ
ダ
選
挙
が
そ
れ
を
一
変
さ
せ
た
。
フ

ロ
リ
ダ
で
の
経
験
は
、
得
票
を
数
え
る
従
来
の
機
械
装
置
の
不
備
を
実
証
し
た
だ
け
で
な
く
（
証
拠
物
件
１

：

紙
片
が
つ
い
た
ま
ま
の
投
票

用
紙
パ
ン
チ
孔
）、
州
の
地
方
ご
と
に
ち
が
っ
た
投
票
装
置
を
使
う
こ
と
で
ど
ん
な
に
す
さ
ま
じ
い
不
平
等
が
生
じ
る
か
も
実
証
し
て
み
せ

た
。
ブ
ッ
シ
ュ
対
ゴ
ア
裁
判
で
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
で
の
少
数
意
見
書
で
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ン
チ
カ
ー
ド
式
の
投
票
用
紙
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
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近
く
が
無
効
票
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
光
学
ス
キ
ャ
ン
方
式
の
投
票
用
紙
は
一
・
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
無
効
に
な
ら
な
か
っ
た
（
5
）。

そ
し
て

あ
る
調
査
の
推
計
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
投
票
装
置
あ
た
り
一
票
が
変
わ
る
だ
け
で
、
選
挙
の
結
果
は
変
わ
っ
た
だ
ろ
う
（
6
）。

二
〇
〇
四
年
の
選
挙
で
事
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
フ
ロ
リ
ダ
で
の
騒
動
か
ら
四
年
、
新
し
い
電
子
式
投
票
装
置
の
導
入
を
数
社
が
推

進
し
て
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
投
票
装
置
は
投
票
者
の
不
安
を
鎮
め
る
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
悪
化
さ
せ
る
よ
う
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
投
票

者
は
技
術
屋
で
は
な
い
が
、
完
全
に
電
子
化
さ
れ
た
投
票
機
械
の
作
り
出
す
明
ら
か
な
居
心
地
悪
さ
を
誰
も
が
感
じ
て
い
た
。
端
末
の
前
に

立
っ
て
、
ボ
タ
ン
を
押
し
て
自
分
の
投
票
を
示
す
。
機
械
は
そ
の
投
票
を
確
認
し
て
、
そ
れ
が
記
録
さ
れ
ま
し
た
と
表
示
す
る
。
で
も
本
当

だ
ろ
う
か
？

誰
に
も
確
信
は
持
て
な
い
。
別
に
あ
ら
ゆ
る
投
票
装
置
に
細
工
が
し
て
あ
る
と
思
う
ほ
ど
の
陰
謀
理
論
家
で
は
な
く
て
も
、

そ
う
し
た
投
票
機
械
が
中
央
の
サ
ー
バ
ー
に
つ
な
が
れ
た
と
き
に
、
自
分
の
投
票
が
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
自
信
が
持
て
る

だ
ろ
う
か
？

数
字
に
ご
ま
か
し
が
な
い
と
ど
う
や
っ
て
保
証
で
き
る
？

こ
う
し
た
不
安
の
最
も
極
端
な
例
は
、
電
子
投
票
機
械
メ
ー
カ
ー
、
ダ
イ
ボ
ル
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
三
年
に
ダ
イ
ボ
ル
ド
は
、

投
票
技
術
に
関
す
る
試
験
の
数
字
を
ご
ま
か
し
て
い
た
の
が
ば
れ
た
の
だ
っ
た
。
漏
洩
し
た
メ
モ
に
は
、
ダ
イ
ボ
ル
ド
の
経
営
陣
が
機
械
の

欠
陥
を
知
っ
て
い
た
の
に
、
意
図
的
に
そ
れ
を
隠
蔽
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。（
す
る
と
同
社
は
、
こ
の
メ
モ
を
公
開
し
た
学
生
た
ち

を
訴
え
た
―
―
そ
れ
も
著
作
権
侵
害
で
。
学
生
た
ち
は
ダ
イ
ボ
ル
ド
を
反
訴
し
て
勝
っ
た
）

こ
の
一
件
で
、
ダ
イ
ボ
ル
ド
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
よ
う
だ
。
同
社
は
そ
の
機
械
を
動
か
す
コ
ー
ド
に
つ
い
て
一
切
公
開
を
拒
ん
だ
。
透

明
性
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
入
札
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
拒
否
と
、
同
社
会
長
が
二
〇
〇
四
年
に
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
対
し

「
オ
ハ
イ
オ
を
渡
す
」
と
約
束
し
た
こ
と
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
完
璧
な
信
頼
崩
壊
の
道
具
立
て
が
揃
う
。
マ
シ
ン
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
の
は
あ
な
た
、
そ
の
仕
組
み
も
見
せ
て
く
れ
な
い
、
そ
し
て
選
挙
で
特
定
の
結
果
を
約
束
す
る
。
人
々
が
疑
う
の
は
ま
ち
が
い
な
い
こ

と
だ
（
7
）。

さ
て
、
実
は
電
子
投
票
装
置
を
ど
う
設
計
す
る
か
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
問
題
な
の
だ
っ
た
。
二
一
歳
に
な
っ
て
以
来
最
も
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ま
ぬ
け
な
行
動
と
し
て
、
わ
た
し
は
同
僚
に
対
し
て
電
子
投
票
に
関
す
る
会
議
な
ん
か
開
く
必
要
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
「
完
全
に
明

ら
か
」だ
か
ら
、と
述
べ
た
の
だ
っ
た
。
で
も
完
全
に
明
ら
か
な
ど
で
は
な
い
。
実
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
だ
。
一
部
の
人
は
、投
票
装
置

が
Ａ
Ｔ
Ｍ
と
同
じ
よ
う
に
受
け
取
り
の
控
え
く
ら
い
は
印
字
す
る
の
が
当
然
だ
と
考
え
る
。
で
も
紙
で
記
録
が
残
っ
た
ら
、
票
の
売
買
が
し

や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
受
取
書
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
数
え
ら
れ
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
中
央
開
票
所
に
き

ち
ん
と
転
送
さ
れ
た
証
拠
に
も
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
設
計
と
し
て
何
が
最
高
か
と
い
う
問
題
は
、
明
ら
か
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

そ
し
て
こ
の
論
点
に
つ
い
て
以
前
に
ま
っ
た
く
の
世
迷
い
ご
と
を
口
走
っ
た
人
間
と
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
し
て
何
が
い

い
か
を
検
討
す
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
。

だ
が
シ
ス
テ
ム
が
ど
う
構
築
さ
れ
る
に
せ
よ
、
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
コ
ー
ド
の
オ
ー
プ
ン
性
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
論
点
が
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
票
を
数
え
る
の
に
使
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
透
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
は
、
そ
う
し
た
手
続
き
は
明
ら
か

だ
っ
た
。
だ
が
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
は
、
そ
れ
が
ど
う
構
築
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
機
械
が
主
張
通
り
の
こ
と
を
す
る
と
保
証
す
る
手
段
が
必

要
だ
。
そ
の
た
め
の
簡
単
な
方
法
と
し
て
は
、機
械
の
コ
ー
ド
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
か
、あ
る
い
は
最
低
で
も
、コ
ー
ド
が
独
立
検
査
官
の
お

墨
つ
き
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
多
く
は
、
前
者
よ
り
後
者
を
好
む
だ
ろ
う
。
透
明
性
を
こ
こ
で
設
け
た
ら
、
コ
ー
ド
が
ハ
ッ
キ
ン
グ
さ

れ
る
可
能
性
が
増
え
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
だ
。
わ
た
し
自
身
の
直
感
は
ち
が
っ
て
い
る
。
だ
が
コ
ー
ド
が
完
全
に
オ
ー
プ
ン
か
ど
う

か
は
さ
て
お
き
、
証
明
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
。
そ
し
て
そ
の
証
明
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
技
術
の
コ
ー
ド
は
―
―

少
な
く
と
も
限
ら
れ
た
意
味
で
―
―
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　こ
の
例
の
ど
ち
ら
も
、
似
た
よ
う
な
論
点
を
指
摘
す
る
も
の
だ
。
だ
が
そ
の
論
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

と
き
に
は
コ
ー
ド
が
透
明
性
を
持
つ
べ
き
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
別
に
あ
ら
ゆ
る
使
途
の
あ
ら
ゆ
る
コ
ー
ド
を
、
と

い
う
話
で
は
な
い
。
別
に
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
が
、
レ
ジ
の
お
釣
り
計
算
コ
ー
ド
を
公
開
す
べ
き
だ
と
は
思
わ
な
い
。
ヤ
フ
ー
で
さ
え
、
イ
ン
ス
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タ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
コ
ー
ド
を
公
開
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
も
少
な
く
と
も
あ
る
状
況
で
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
透
明
性
は
要

件
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
み
ん
な
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
は
フ
ィ
ル
・
ジ
マ
ー
マ
ン
が
一
五
年
以
上
前
に
実
践
で
示
し
た
こ
と
だ
。
ジ
マ
ー
マ
ン
は
Ｐ
Ｇ
Ｐ
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
い
て

ネ
ッ
ト
で
公
開
し
た
。
Ｐ
Ｇ
Ｐ
は
暗
号
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
認
証
を
提
供
し
た
。

だ
が
ジ
マ
ー
マ
ン
は
、
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
提
供
し
な
い
と
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
十
分
な
信
頼
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い

た
。
そ
こ
で
か
れ
は
当
初
か
ら
（
た
だ
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
Ｎ
Ａ
Ｉ
な
る
会
社
に
所
有
さ
れ
て
い
た
短
期
間
を
除
く
（
8
））

ソ
ー
ス
コ
ー
ド
は
誰
で

も
見
て
検
証
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
こ
の
公
開
制
は
コ
ー
ド
に
対
す
る
信
頼
を
築
い
た
―
―
命
令
だ
け
で
は
決
し
て
築
け
な
か
っ
た
信

頼
だ
。
こ
の
場
合
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
プ
ロ
グ
ラ
マ
の
目
的
に
合
致
し
た
。
か
れ
の
目
的
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
認
証
を
提
供
す
る
シ
ス

テ
ム
に
対
す
る
信
頼
と
安
心
を
構
築
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
。

む
ず
か
し
い
問
題
は
、
こ
の
最
小
限
の
主
張
以
上
の
主
張
を
す
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
本
章
の
残
り
で
は
そ
れ
を

扱
う
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
、
規
制
可
能
性
に
ど
う
影
響
す
る
だ
ろ
う
か
？

ネ
ッ
ト
上
の
コ
ー
ド

こ
れ
ま
で
「
コ
ー
ド
」
に
つ
い
て
か
な
り
語
っ
て
き
た
。
そ
ろ
そ
ろ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
脈
で
「
コ
ー
ド
」
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
コ
ー

ド
が
ど
ん
な
意
味
で
「
オ
ー
プ
ン
」
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
ど
ん
な
文
脈
で
そ
の
オ
ー
プ
ン
性
が
問
題
に
な
る
か
に
つ
い
て
、

も
う
ち
ょ
っ
と
具
体
的
に
な
ろ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ト
コ
ル
群
で
定
義
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
ま
と
め
て
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
ラ
ベ
ル

が
指
す
た
く
さ
ん
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
い
ろ
い
ろ
な
「
層
（
レ
イ
ヤ
ー
）」
で
そ
れ
ぞ
れ
使
わ
れ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
層
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を
記
述
す
る
標
準
的
な
モ
デ
ル
は
、
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
相
互
接
続
（
Ｏ
Ｓ
Ｉ
）
参
照
モ
デ
ル
だ
。
こ
の
モ
デ
ル
は
七
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

層
を
記
述
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
協
調
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
間
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
デ
ー
タ
が
転
送
さ
れ
た
と
き
に
実
行

さ
れ
る
機
能
」
を
記
述
し
て
い
る
。
で
も
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
ス
イ
ー
ト
は
、
こ
れ
ほ
ど
き
っ
ち
り
と
は
区
分
さ
れ
て
い
な
い
。
ク
レ
イ
グ
・
ハ

ン
ト
に
よ
れ
ば
「
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
三
つ
か
ら
五
つ
の
機
能
レ
ベ
ル
を
定
義

し
て
い
る
」
が
、
一
番
簡
単
な
の
は
、
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
四
つ
の
機
能
レ
イ
ヤ
ー
を
定
義
す
る
こ
と
だ
（
9
）。

積
み
重
な
っ
た

底
の
ほ
う
か
ら
い
く
と
、
そ
れ
は
デ
ー
タ
リ
ン
ク
層
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
層
、
転
送
（
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
）
層
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
と
呼

べ
る
（
10
）。

三
つ
の
層
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
的
な
配
管
み
た
い
な
も
の
で
、
ネ
ッ
ト
の
壁
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
（
蛇
口
は
次
の
層
で
機
能

す
る
。
も
う
少
々
ご
辛
抱
を
）。
一
番
低
い
層
―
―
デ
ー
タ
リ
ン
ク
層
―
―
で
は
、
機
能
し
て
い
る
プ
ロ
ト
コ
ル
は
ご
く
少
数
だ
。
こ
の
層

は
、
ロ
ー
カ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
や
り
と
り
し
か
扱
わ
な
い
か
ら
だ
。
次
の
層
―
―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
層
―
―
で
は
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
プ
ロ

ト
コ
ル
が
あ
る
け
れ
ど
、
一
番
有
力
な
の
が
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
。
そ
れ
は
ホ
ス
ト
間
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
リ
ン
ク
越
し
に
、
デ
ー
タ
の
ル
ー

テ
ィ
ン
グ
を
行
な
い
、
ど
の
経
路
を
デ
ー
タ
が
た
ど
る
べ
き
か
決
定
す
る
。
も
う
一
つ
上
が
っ
た
層
―
―
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
層
―
―
で
は
、

Ｔ
Ｃ
Ｐ
と
Ｕ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
二
種
類
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
支
配
的
だ
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ホ
ス
ト
間
で
デ
ー
タ
の
流
れ
を
ネ
ゴ
シ

エ
ー
ト
す
る
（
両
者
の
差
は
信
頼
性
だ
―
―
Ｕ
Ｄ
Ｐ
に
は
信
頼
性
保
証
は
な
い
）。

こ
れ
ら
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
あ
わ
さ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
宅
急
便
み
た
い
な
感
じ
で
機
能
す
る
。
デ
ー
タ
は
（
バ
ー
チ
ャ
ル
な
）

箱
に
入
れ
ら
れ
て
、（
バ
ー
チ
ャ
ル
な
）
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
る
。
ラ
ベ
ル
は
、
箱
の
中
身
を
特
定
の
プ
ロ
セ
ス
と
結
び
つ
け
る
（
こ
れ
が
Ｔ
Ｃ

Ｐ
や
Ｕ
Ｄ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
の
役
目
だ
）。
こ
の
箱
は
次
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
層
に
渡
さ
れ
て
、
そ
こ
で
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
別

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
入
れ
て
、
自
分
用
の
ラ
ベ
ル
を
貼
る
。
こ
の
ラ
ベ
ル
に
は
出
発
地
と
到
着
地
の
ア
ド
レ
ス
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
箱
は
、

さ
ら
に
ロ
ー
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
仕
様
に
応
じ
て
（
た
と
え
ば
そ
れ
が
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
か
）、
デ
ー
タ
リ
ン
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ク
層
で
さ
ら
に
ラ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
、
異
様
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
で
、
各
層
で
新
し
い
箱
が
追
加
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
に

貼
っ
た
ラ
ベ
ル
が
そ
の
層
で
の
処
理
を
記
述
し
て
い
る
。
反
対
側
の
端
で
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
プ
ロ
セ
ス
が
逆
回
し
に
な
る
。
ロ
シ
ア
の
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
人
形
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
適
切
な
層
で
開
封
さ
れ
て
、
最
後
に
向
こ
う
端
の
マ
シ
ン
が
最
初
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ー
タ
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
層
の
て
っ
ぺ
ん
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
プ
ロ
ト
コ
ル
は
「
野
放
し
状
態
で
増
大
す

る
」
（
11
）。

こ
こ
に
は
、
最
も
お
な
じ
み
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ト
コ
ル
、
た
と
え
ば
Ｆ
Ｔ
Ｐ
（
フ
ァ
イ
ル
転
送
プ
ロ
ト
コ

ル
）
や
Ｓ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
（
メ
ー
ル
転
送
プ
ロ
ト
コ
ル
）、
Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｐ
（
ウ
ェ
ブ
上
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
文
書
を
公
開
し
読
む
プ
ロ
ト
コ
ル
）
な
ど

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
あ
な
た
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）
が
サ
ー
バ
ー
（
デ
ー
タ
の
あ
り
か
）
や
別
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
ピ

ア
ツ
ー
ピ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
）
と
ど
う
い
う
や
り
と
り
を
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
逆
方
向
で
ど
う
い
う
や
り
と
り
が
あ
る
か
と
い
う
ル
ー

ル
だ
（
12
）。

つ
ま
り
こ
う
し
た
四
層
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
だ
。
単
純
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
も
と
に
組
み
立
て
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
驚

く
ほ
ど
多
様
な
や
り
と
り
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
そ
の
も
の
ほ
ど
驚
異
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
―
―
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
考
え

て
み
よ
う
―
―
で
も
原
理
は
同
じ
だ
。
要
素
を
単
純
に
し
て
お
け
ば
、
そ
の
複
合
物
は
驚
異
的
。

コ
ー
ド
を
規
制
、
と
わ
た
し
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
を
規
制
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
（
も
っ
と
も
原
理

的
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
規
制
可
能
だ
し
、規
制
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
も
い
る
）
（
13
）。

わ
た
し
の
見
方
で
は
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
う

し
た
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
は
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
変
え
よ
う
と
し
た
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
も
の
が
壊
れ
る
。
だ
か
ら
政
府
が
核

を
変
え
る
こ
と
を
考
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
考
え
た
い
の
は
政
府
が
ど
ん
な
形
で
⑴
そ
の
核
を
規
制
可
能
性
を
追
加
す
る
技
術
で
補
う
か
、
あ

る
い
は
⑵
核
に
接
続
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
規
制
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ち
ら
も
重
要
に
な
る
が
、
わ
た
し
の
焦
点
は
、
イ
ン
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タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
コ
ー
ド
の
ほ
う
に
あ
る
。
こ
れ
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層
で
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
を
実
装
し
て
い
る
コ
ー

ド
す
べ
て
を
指
す
―
―
ブ
ラ
ウ
ザ
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
、
暗
号
化
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
Ｊ
ａ
ｖ
ａ
、
電
子
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
、
Ｐ
２

Ｐ
、
そ
の
他
ど
ん
な
要
素
で
も
。
本
書
の
残
り
の
た
め
の
質
問
は
こ
う
だ
、
そ
う
し
た
コ
ー
ド
が
規
制
を
受
け
や
す
く
す
る
よ
う
な
特
徴
と

は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
？

ネ
ッ
ト
・上
・の
コ
ー
ド
小
史

当
初
は
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
上
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ネ
ッ
ト
は
単
に
デ
ー
タ
交
換
の
プ
ロ
ト
コ
ル
で
し
か
な

か
っ
た
し
、
も
と
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
単
に
そ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
利
用
し
た
だ
け
だ
。
フ
ァ
イ
ル
転
送
プ
ロ
ト
コ
ル
（
Ｆ
Ｔ
Ｐ
）
は
ネ
ッ
ト
の

歴
史
の
ご
く
初
期
に
生
ま
れ
た
（
14
）。

そ
の
す
ぐ
後
に
、
電
子
メ
ッ
セ
ー
ジ
プ
ロ
ト
コ
ル
（
Ｓ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
）
が
生
ま
れ
た
。
ま
も
な
く
、
デ
ィ
レ
ク

ト
リ
を
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
表
示
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
（gopher

）
が
開
発
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
一
年
に
は
一
番
有
名
な
プ
ロ
ト
コ
ル
―
―

ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
転
送
プ
ロ
ト
コ
ル
（
Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｐ
）
と
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
言
語
（
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
）
―
―
が
、
ウ
ェ
ブ
を
生

み
出
し
た
。

各
プ
ロ
ト
コ
ル
は
た
く
さ
ん
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
。
誰
も
プ
ロ
ト
コ
ル
を
独
占
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
実
装
も
誰
も
独
占

し
て
い
な
い
。
Ｆ
Ｔ
Ｐ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
多
い
し
、
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ザ
だ
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
（
15
）。

プ
ロ
ト
コ
ル
は
オ
ー
プ
ン
規
格
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
や
Ｗ
３
Ｃ
の
よ
う
な
標
準
化
・

規
格
化
団
体
の
お
墨
つ
き
を
も
ら
っ
て
い
た
。
プ
ロ
ト
コ
ル
の
仕
様
が
決
ま
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
は
そ
れ
を
活
用
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

れ
る
。

こ
う
し
た
プ
ロ
ト
コ
ル
を
実
装
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
多
く
は
「
オ
ー
プ
ン
」
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
初
め
は
。
オ
ー
プ
ン
と
い
う
の
は
、
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そ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
コ
ー
ド
と
一
緒
に
手
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
（
16
）。

こ
の
オ
ー
プ
ン
性
は
、
初
期

の
ネ
ッ
ト
の
成
長
の
大
き
な
要
因
だ
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
う
実
装
さ
れ
て
い
る
か
を
ほ
か
の
人
が
調
べ
て
、
そ
の
例
か
ら
同
じ
プ
ロ
ト

コ
ル
を
も
っ
と
上
手
に
実
装
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
学
べ
る
わ
け
だ
。

こ
の
例
と
し
て
は
、
ウ
ェ
ブ
が
最
高
だ
。
こ
こ
で
も
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
目
に
見
え
る
形
で
表
示
し
て
い
る
コ
ー
ド
は
、
ハ
イ
パ
ー
テ
キ

ス
ト
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
言
語
、
ま
た
の
名
を
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
と
い
う
（
17
）。

Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
を
使
う
と
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
が
ど
う
見
え
る
か
、
そ
れ
が
ど
こ
に

リ
ン
ク
さ
れ
る
か
を
指
定
で
き
る
。

も
と
の
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
は
一
九
九
〇
年
に
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
の
研
究
者
テ
ィ
ム
・
バ
ー
ナ
ー
ズ
＝
リ
ー
と
ロ
バ
ー
ト
・
カ
イ
リ
ュ
ー
が
提
唱
し
た
（
18
）。

も

と
も
と
は
研
究
施
設
で
文
書
を
簡
単
に
リ
ン
ク
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
も
の
だ
け
れ
ど
、
で
も
す
ぐ
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ど
の

マ
シ
ン
に
あ
る
文
書
で
も
同
じ
形
で
リ
ン
ク
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
バ
ー
ナ
ー
ズ
＝
リ
ー
と
カ
イ
リ
ュ
ー
は
、
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
と
そ
の
同
伴

ソ
フ
ト
Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｐ
を
無
料
で
誰
で
も
持
っ
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
。

そ
し
て
、
み
ん
な
激
し
く
「
持
っ
て
い
っ
た
」。
最
初
は
ゆ
っ
く
り
と
、
で
も
そ
れ
か
ら
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
。
み
ん
な
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を

作
っ
て
相
互
に
リ
ン
ク
し
だ
し
た
。
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
史
上
で
一
番
急
速
に
広
ま
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
の
一
つ
と
な
っ
た
。

な
ぜ
か
？

重
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
が
常
に
「
オ
ー
プ
ン
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
今
日
で
す
ら
、
今
も
流
通
し
て
い
る

た
い
て
い
の
ブ
ラ
ウ
ザ
で
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
「
ソ
ー
ス
」
か
ら
、
そ
の
ペ
ー
ジ
の
コ
ツ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ー
ス
は
オ
ー
プ
ン
の

ま
ま
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
コ
ピ
ー
し
て
、
好
き
な
よ
う
に
改
善
で
き
る
。
著
作
権
法
で
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
は
守
ら
れ
て

は
い
る
け
れ
ど
、
で
も
現
実
に
は
、
そ
の
保
護
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
し
か
な
い
。
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
が
こ
れ
ほ
ど
人
気
が
出
た
の
は
、
主
に
そ
れ

が
実
に
コ
ピ
ー
し
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
。
誰
で
も
い
つ
で
も
、
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
文
書
の
中
を
覗
い
て
作
者
が
ど
う
や
っ
た
の
か
を
学
べ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
知
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
生
み
出
し
た
ブ
ー
ム
を
作
り
出
し
た
の
は
、
オ
ー
プ
ン
性
だ
っ
た
。
所
有
権
で
も
契
約
で
も
な

く
、
フ
リ
ー
な
コ
ー
ド
と
ア
ク
セ
ス
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ブ
ー
ム
が
、
続
い
て
商
業
の
関
心
を
集
め
た
。
こ
れ
だ
け
の
活
動
が
あ
れ
ば
、
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ま
ち
が
い
な
く
金
儲
け
の
手
段
は
あ
る
、
と
商
業
は
正
し
く
判
断
し
た
わ
け
だ
。

歴
史
的
に
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
る
商
業
モ
デ
ル
は
ち
が
っ
て
い
た
（
19
）。

歴
史
が
始
ま
っ
た
の
は
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
運
動
が
続
い
て
い
る

時
代
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
商
業
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ベ
ン
ダ
ー
は
「
フ
リ
ー
」（
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
」
と
呼
ぶ
も
の
）
な
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
発
表
し
そ
う
に
な
か
っ
た
。
商
業
ベ
ン
ダ
ー
た
ち
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
ソ
フ
ト
を
作
っ
た
―
―
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
な
し
で
流
通

し
、
法
律
と
コ
ー
ド
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
改
変
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
商
業
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ベ
ン
ダ
ー
が
「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
」
コ
ー
ド
を
作
り
出
し
た
。
最
も
有
名
な
例

と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
ぎ
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
95
が
あ
る
。
こ
の
コ
ー
ド
は
ま
す

ま
す
ネ
ッ
ト
と
接
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
―
―
ま
す
ま
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
上
の
」
コ
ー
ド
に
な
っ
た
―
―
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に

は
、
そ
れ
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
の
ま
ま
だ
っ
た
。

だ
が
こ
れ
は
、
世
紀
の
変
わ
り
目
に
変
化
を
始
め
た
。
特
に
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
は
、
支
配
的
な
の
に
「
オ
ー
プ
ン
」
な

技
術
が
登
場
し
た
。
も
っ
と
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
こ
う
し
た
技
術
が
依
存
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
は
規
制
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ピ

ア
ツ
ー
ピ
ア
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
で
あ
る
グ
ロ
ク
ス
タ
ー
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
コ
ン
テ
ン
ツ
を
共
有
す
る
の
に
使
っ
た
プ
ロ
ト

コ
ル
は
、
そ
れ
自
体
が
誰
で
も
使
え
る
オ
ー
プ
ン
規
格
だ
。
多
く
の
商
業
組
織
も
そ
の
規
格
を
使
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
グ
ロ
ク
ス
タ
ー

に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
が
出
る
ま
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
判
決
で
商
業
組
織
が
一
斉
に
ス
ト
リ
ー
ム
キ
ャ
ス
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
放
棄
す
る
に
及
ん
で
も
、
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
の
非
商
業
利
用
は
ま
だ
存
在
し
続
け
る
。

オ
ー
プ
ン
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
ブ
ラ
ウ
ザ
や
ブ
ロ
グ
用
ソ
フ
ト
に
も
存
在
す
る
。
フ
ァ
イ
ヤ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
モ
ジ
ラ
技
術

―
―
も
と
も
と
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
・
ブ
ラ
ウ
ザ
を
動
か
し
て
い
た
技
術
―
―
の
目
下
の
実
装
と
し
て
一
番
人
気
が
あ
る
。
そ
れ
は
マ
イ
ク
ロ

ソ
フ
ト
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
や
そ
の
他
い
く
つ
か
の
商
業
ブ
ラ
ウ
ザ
と
競
合
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ワ
ー
ド
プ
レ
ス
は

オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
ブ
ロ
グ
ツ
ー
ル
だ
が
、
い
く
つ
か
の
独
占
ブ
ロ
グ
ツ
ー
ル
と
競
争
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
近
年
の
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
成
長
は
、
長
い
伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
伝
統
の
動
機
の
一
部
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま

た
は
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
を
先
導
し
た
の
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
ト
ー
ル
マ
ン
だ
。
一
九
八
五
年
に
ス
ト
ー
ル
マ
ン
は
フ
リ
ー
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
財
団
を
創
設
。
狙
い
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
オ
ー
プ
ン
で
フ
リ
ー
な
ソ
フ
ト
の
成
長
を
促
進
す
る
こ
と
。
か
れ
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・

フ
ェ
ロ
ー
だ
っ
た
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
投
げ
出
し
て
、
過
去
二
〇
年
を
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
捧
げ
て
い
る
。
そ

の
作
業
は
、
フ
リ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
目
指
す
Ｇ
Ｎ
Ｕ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
始
ま
っ
た
。
一
九
九
一
年
に
は
、
Ｇ
Ｎ

Ｕ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
カ
ー
ネ
ル
以
外
は
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
揃
え
て
い
た
。
そ
の
最
後
の
課
題
を
引
き
受
け
た
の
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学

の
学
部
生
だ
っ
た
。
こ
の
年
、
リ
ー
ヌ
ス
・
ト
ー
ヴ
ァ
ル
ズ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
カ
ー
ネ
ル
を
ポ
ス

ト
し
た
。
そ
し
て
世
界
中
に
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
実
験
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。

人
々
は
こ
の
挑
戦
を
受
け
て
た
ち
、
ゆ
っ
く
り
と
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
を
か
け
て
、
Ｇ
Ｎ
Ｕ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ト
ー
ヴ
ァ
ル
ズ
の
カ
ー

ネ
ル
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
、
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
が
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
重
要
な
競
合
相
手
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
は

一
九
九
五
年
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
Ｎ
Ｔ
以
外
に
サ
ー
バ
ー
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
二
〇
〇
〇
年
が
き
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
Ｇ
Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
が
あ
っ
て
、
サ
ー
バ
ー
市
場
で
マ
イ
ク

ロ
ソ
フ
ト
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
と
な
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
七
年
現
在
、
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
系
ウ
ェ
ブ
サ
ー
バ
ー
は
、
い
ま
だ
に
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
系
の
シ
ス
テ
ム
を
お
さ
え
て
市
場
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
続
け
て
い
る
。

Ｇ
Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
驚
異
的
だ
。
ま
ず
驚
異
的
な
の
は
、
理
論
的
に
は
そ
れ
が
不
完
全
な
の
に
、
現
実
的
に
は
ほ

か
よ
り
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
リ
ー
ヌ
ス
・
ト
ー
ヴ
ァ
ル
ズ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
が
理
想
的
な
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
の
設
計
だ
と
語
っ
て
い
た
も
の
を
あ
え
て
無
視
し
て
（
20
）、

単
一
プ
ロ
セ
ッ
サ
（
イ
ン
テ
ル
３
８
６
）
専
用
の
設
計
を
し
て
、
ク
ロ
ス
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
で
互
換
性
の
あ
る
形
に
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
創
造
的
な
開
発
と
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ゆ
っ
く
り
と
Ｇ
Ｎ
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Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
を
き
わ
め
て
強
力
な
シ
ス
テ
ム
へ
と
仕
立
て
て
い
っ
た
。
本
書
執
筆
時
点
で
は
、
そ
れ
は
数
多
く
の
チ
ッ
プ
・
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
に
移
植
さ
れ
て
い
る
―
―
も
と
も
と
の
イ
ン
テ
ル
の
チ
ッ
プ
で
も
、
ア
ッ
プ
ル
のP

ow
erP

C

チ
ッ
プ
で
も
、Sun

SPA
R

C

チ
ッ

プ
で
も
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
使
う
モ
バ
イ
ル
デ
バ
イ
ス
で
も
動
く
（
21
）。

も
と
も
と
は
一
つ
の
言
語
し
か
話
さ
な
い
設
計
に
な
っ
て
い
た
Ｇ

Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
が
、
い
ま
や
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
・
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
共
通
言
語
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

何
が
シ
ス
テ
ム
を
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
に
す
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
中
核
コ
ー
ド
を
公
開
し
続
け
よ
う
と
い
う
開
発
者
た
ち
の
決
意
だ

―
―
車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
開
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
、
と
い
う
決
意
。
そ
の
決
意
は
、
た
だ
の
願
望
で
は
な
い
。
ス
ト
ー
ル
マ
ン
は

そ
れ
を
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
、
将
来
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
条
項
を
定
め
た
契
約
の
中
に
コ
ー
デ
ィ
ン

グ
し
て
お
い
た
。
こ
れ
が
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
財
団
の
一
般
公
共
ラ
イ
セ
ン
ス
（
Ｇ
Ｐ
Ｌ
）
で
、
こ
れ
は
Ｇ
Ｐ
Ｌ
で
ラ
イ
セ
ン
ス
さ
れ
た

す
べ
て
の
コ
ー
ド
（
た
と
え
ば
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
）
は
ソ
ー
ス
を
フ
リ
ー
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
定
め
て
い
る
。
Ｇ
Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
が
、

世
界
中
の
驚
異
的
な
ハ
ッ
カ
ー
集
団
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
コ
ー
ド
が
オ
ー
プ
ン
で
み
ん
な
が
作
業
で
き
た
か
ら
だ
。

言
い
換
え
る
と
、
そ
の
コ
ー
ド
は

コ
モ
ン
ズ

公
有
地
に
あ
る
わ
け
だ
（
22
）。

誰
で
も
そ
れ
を
取
っ
て
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
使
え
る
。
誰
で
も
そ
れ
を

取
っ
て
、
そ
の
仕
組
み
を
理
解
で
き
る
。
Ｇ
Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
の
コ
ー
ド
は
、
結
果
が
常
に
公
開
さ
れ
て
誰
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
、
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
も
の
だ
。
す
べ
て
は
公
開
。
誰
で
も
、
誰
の
許
可
を
得
な
く
て
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
で
き
る
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
万
人
の
想
像
を
超
え
て
す
さ
ま
じ
い
成
功
を
収
め
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
世
界
中
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
集
め
て
フ
リ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
作
る
な
ど
不
可
能
だ
と
言
っ
た
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
誰
も

そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
だ
が
不
可
能
が
可
能
に
な
る
な
ら
、
可
能
が
不
可
能
に
な
れ
る
の
も
ま

ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
一
部
の
ト
レ
ン
ド
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
脅
威
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
サ
ー
バ
ー
ペ
ー
ジ
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
）
が
ど
う
機
能
す
る
か
考
え
て
ほ
し
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
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で
Ａ
Ｓ
Ｐ
ペ
ー
ジ
に
た
ど
り
つ
く
と
、
サ
ー
バ
ー
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
―
―
た
と
え
ば
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
さ
せ
る
ス
ク
リ

プ
ト
だ
っ
た
り
、
あ
な
た
の
必
要
な
新
し
い
デ
ー
タ
を
生
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
り
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
を
高
め
る
手
段

と
し
て
ま
す
ま
す
普
及
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
使
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

だ
が
Ａ
Ｓ
Ｐ
を
動
か
す
コ
ー
ド
は
、
技
術
的
に
は
「
分
散
」
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
コ
ー
ド
が
Ｇ
Ｐ
Ｌ
の
コ
ー
ド
で
作
ら
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
を
他
人
に
公
開
し
ろ
と
い
う
Ｇ
Ｐ
Ｌ
の
義
務
は
適
用
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
生
活
イ
ン
フ
ラ
で
Ａ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
も
の
が
増

え
れ
ば
、
フ
リ
ー
の
ラ
イ
セ
ン
ス
で
自
由
に
な
る
部
分
は
、
実
質
的
に
ど
ん
ど
ん
減
る
。

「
信
頼
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
も
ま
た
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
生
態
系
に
別
の
脅
威
を
も
た
ら
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ス
や

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
脅
威
に
対
応
す
べ
く
開
始
さ
れ
た
こ
の
「
信
頼
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
の
主
要
な
技
術
的
特
徴
は
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
が
暗

号
署
名
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
上
で
ソ
フ
ト
を
実
行
し
た
け
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
ま
ず
そ
の
ソ
フ
ト
が
Ｏ
Ｓ
の
認
知
す
る
当
局
の
ど
れ
か
に
お
墨
つ
き
を
受

け
て
い
る
か
、
さ
ら
に
「
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
自
身
が
承
認
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
格
に
合
致
し
た
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

を
使
っ
て
い
る
か
」
（
23
）を

確
認
す
る
。
そ
の
条
件
に
あ
わ
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
実
行
さ
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
原
理
的
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
墨
つ
き
を
出
す
コ
ス
ト
が
小
さ
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
制
限
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
だ
が
怖
い

の
は
、
こ
の
制
限
が
実
質
的
に
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
閉
め
出
す
よ
う
機
能
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
認
証
当
局

は
、
実
際
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
何
を
す
る
か
知
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
だ
か
ら
認
証
当
局
は
た
ぶ
ん
、
自
分
た
ち
が
信
頼
で
き
な
い
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
認
証
し
た
が
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
こ
れ
は
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
に
対
す
る
大
き
な
差
別
と
な
っ
て
表
れ
る
。
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オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
規
制

オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
も
―
―
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
複
製
に
必
要
な
知
識
が
常
に
他
人
に
提
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
共
有
す
る
。
法
的
に
も
技
術
的
に

も
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
発
者
が
、
そ
の
開
発
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
発
展
を
最
も
効
率
的
な
形
で
複
製
し
て
方
向
を
変
え
る
能
力
も
保
全
さ
れ
る
。

こ
れ
は
コ
ー
ド
の
規
制
し
や
す
さ
に
ど
う
影
響
す
る
だ
ろ
う
か
？

第
五
章
で
、
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
政
府
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
。
そ
の
と
き
の
例
を
も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い
。
そ
う
い
う
規
制
は
ど

う
い
う
ふ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
つ
考
え
て
み
よ
う
。
政
府
は
電
話
会
社
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
う
設
計
す
べ
き
か
指
示
し
、
テ
レ
ビ
メ
ー
カ
ー
に
は
テ
レ
ビ
に
こ
ん
な

チ
ッ
プ
を
つ
け
ろ
と
指
示
す
る
。
な
ぜ
こ
う
い
う
規
制
は
機
能
す
る
の
か
？

い
ず
れ
の
場
合
も
答
え
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
コ
ー
ド
が
規
制
で
き
る
の
は
、
コ
ー
ド
作
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
ら
だ
。
も
し

国
が
電
話
会
社
に
こ
う
し
ろ
と
言
っ
た
ら
、
電
話
会
社
は
た
ぶ
ん
逆
ら
わ
な
い
だ
ろ
う
。
逆
ら
う
と
罰
が
く
る
し
、
罰
は
高
く
つ
く
。
電
話

会
社
は
、
企
業
の
常
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ス
ト
を
下
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
国
の
規
制
が
合
理
的
な
ら
（
つ
ま
り
有
効
な
ら
）、
そ
れ
は
国

に
逆
ら
う
コ
ス
ト
を
、
可
能
な
利
益
よ
り
も
高
く
設
定
し
て
お
く
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
も
し
規
制
の
対
象
が
国
の
手
の
届
く
範
囲
に
い
て
、

合
理
的
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
な
ら
、
規
制
は
た
ぶ
ん
機
能
す
る
は
ず
だ
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ａ
の
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
規
制

は
、
明
ら
か
に
こ
の
例
だ
（
第
五
章
参
照
）。

つ
ま
り
規
制
し
や
す
さ
の
た
め
に
は
、
動
け
な
い
、
動
か
な
い
規
制
対
象
が
よ
い
出
発
点
と
な
る
。
そ
し
て
今
の
発
言
は
、
お
も
し
ろ
い

帰
結
を
持
つ
。
規
制
で
き
る
コ
ー
ド
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
だ
。
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い
。
政
府
が
電
話
ネ
ッ
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ト
ワ
ー
ク
に
対
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ソ
フ
ト
を
変
え
る
よ
う
に
仕
向
け
る
と
き
、
ユ
ー
ザ
ー
は
こ
の
変
更
の
採
用
に
つ
い
て
、
選
択
の
余
地

は
な
い
。
受
話
器
を
と
っ
た
ら
、
聞
こ
え
て
く
る
の
は
電
話
会
社
の
お
仕
着
せ
の
発
信
音
だ
。
電
話
会
社
の
コ
ー
ド
を
ハ
ッ
ク
し
て
、
別
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
計
を
作
り
上
げ
た
人
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
Ｖ
チ
ッ
プ
も
同
じ
だ
―
―
チ
ッ
プ
を
引
き
抜
く
こ
と
で
テ
レ
ビ
を
壊
す

リ
ス
ク
を
冒
す
人
が
そ
ん
な
に
い
る
と
は
思
え
な
い
し
、
別
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
を
作
り
込
む
た
め
に
チ
ッ
プ
を
焼
き
直
す
人
は
絶
対

に
い
な
い
は
ず
だ
。

ど
ち
ら
の
例
で
も
、
政
府
の
規
制
が
機
能
す
る
の
は
、
規
制
対
象
が
そ
れ
に
従
っ
た
ら
顧
客
は
ほ
ぼ
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
か

ら
だ
。

オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
ち
が
う
。
そ
の
ち
が
い
の
一
部
は
、
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
の
法
務
担
当
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ー
タ
ー
が
、
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ

と
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
の
一
件
に
つ
い
て
語
っ
た
話
に
も
見
ら
れ
る
（
24
）。

一
九
九
六
年
に
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
は
、
ウ
ェ
ブ
上
の
安
全
な
電
子
商
業
を
支
援
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
（
Ｓ
Ｓ
Ｌ
ｖ
３
・
０
）
を
リ

リ
ー
ス
し
た
。
そ
の
機
能
は
要
す
る
に
、
ブ
ラ
ウ
ザ
と
サ
ー
バ
ー
の
間
の
機
密
デ
ー
タ
交
換
を
可
能
に
す
る
こ
と
だ
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
Ｓ

Ｓ
Ｌ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
お
気
に
召
さ
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
Ｓ
Ｓ
Ｌ
の
や
り
と
り
を
ク
ラ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
の
で
、
ネ
ッ

ト
ス
ケ
ー
プ
に
Ｓ
Ｓ
Ｌ
を
改
変
し
て
、
ス
パ
イ
行
為
を
可
能
に
す
る
よ
う
要
求
し
た
。

ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
が
Ｓ
Ｓ
Ｌ
を
改
変
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
制
約
は
山
ほ
ど
あ
る
―
―
特
に
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
は
、
公
開
規
格
と
し
て
Ｓ

Ｓ
Ｌ
を
公
共
に
委
ね
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
で
も
こ
こ
で
は
、
仮
に
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
み
よ
う
。
仮
に
ネ
ッ
ト

ス
ケ
ー
プ
が
本
当
に
Ｓ
Ｓ
Ｌ
規
格
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
て
、
理
論
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ス
パ
イ
行
為
を
可
能
に
す
る
よ
う
コ
ー
ド
を
変

更
で
き
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
が
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
に
従
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

い
い
や
。
理
論
的
に
は
、
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
の
コ
ー
ド
を
変
更
し
て
、
政
府
に
よ
る
ハ
ッ
キ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
新

し
い
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
ポ
ス
ト
す
れ
ば
要
求
に
は
従
え
る
。
で
も
ネ
ッ
ト
ス
ケ
ー
プ
（
も
っ
と
一
般
的
に
は
モ
ジ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
オ
ー
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プ
ン
ソ
ー
ス
だ
か
ら
、
誰
で
も
フ
ラ
ン
ス
化
し
た
Ｓ
Ｓ
Ｌ
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
代
わ
る
も
の
を
勝
手
に
作
れ
る
。
そ
れ
は
ほ
か
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
と

競
争
し
、
勝
つ
の
は
利
用
者
の
求
め
る
も
の
だ
。
利
用
者
は
普
通
、
政
府
に
よ
る
ス
パ
イ
行
為
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
ほ
し

が
ら
な
い
。

論
点
は
単
純
だ
け
れ
ど
、
そ
の
意
義
は
深
い
。
コ
ー
ド
が
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
な
ら
、
政
府
の
力
は
制
約
さ
れ
る
。
政
府
は
要
求
で
き
る
し
、

脅
せ
る
け
れ
ど
、
で
も
規
制
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
不
定
形
な
ら
、
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
政
府
の
希
望
通
り
に
留
ま
っ
て
い
て
く
れ
る
と
は
あ
て

に
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
あ
な
た
が
ソ
連
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
担
当
者
だ
と
し
て
、
人
々
に
パ
パ
・
ス
タ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
の
情
報
を
い
っ
ぱ
い
読
ん
で
ほ

し
か
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
ソ
連
で
出
版
さ
れ
る
す
べ
て
の
本
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
関
す
る
章
を
入
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
宣
言

を
出
す
。
そ
う
し
た
本
が
、
実
際
に
人
々
が
読
む
も
の
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
か
。

本
は
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
だ
。
そ
れ
は
何
も
隠
さ
な
い
。
本
は
そ
の
ソ
ー
ス
を
公
開
す
る
―
―
と
い
う
か
、
ま
さ
に
ソ
ー
ス
そ
の
も
の
だ
！

本
の
読
者
や
採
用
者
は
、
い
つ
も
自
分
の
ほ
し
い
章
だ
け
を
読
む
と
い
う
選
択
肢
を
持
っ
て
い
る
。
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
関
連
の
本
な
ら
、

読
者
は
ま
ち
が
い
な
く
ス
タ
ー
リ
ン
に
関
す
る
章
を
読
ま
な
い
道
を
選
べ
る
。
こ
う
し
た
形
で
の
読
者
の
力
を
、
国
が
改
変
で
き
る
方
法
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

同
じ
考
え
が
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
解
放
し
て
く
れ
る
。
政
府
の
規
則
は
、
そ
れ
が
採
用
者
の
求
め
る
規
制
を
適
用
す
る
も
の
で
あ

る
限
り
で
し
か
規
則
と
し
て
機
能
し
な
い
。
政
府
は
規
格
を
調
整
す
る
こ
と
は
で
き
る
（
た
と
え
ば
「
車
は
右
」
と
か
）
が
、
ユ
ー
ザ
ー
が
制

約
さ
れ
た
く
な
い
よ
う
な
形
で
ユ
ー
ザ
ー
を
制
約
す
る
よ
う
な
規
格
は
、
絶
対
に
強
制
で
き
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
政

府
の
規
制
力
に
対
す
る
だ
い
じ
な
抑
え
と
し
て
機
能
す
る
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
つ
ま
り
オ
ー
プ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
だ
―
―
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
は
あ
る
け
れ
ど
、
ユ
ー
ザ
ー
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
（
25
）。

ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
は
ち
が
っ
た
働
き
を
す
る
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
は
コ
ー
ド
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
さ
れ
て
く
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る
コ
ー
ド
を
簡
単
に
は
改
変
で
き
な
い
。
ハ
ッ
カ
ー
や
と
て
も
高
度
な
プ
ロ
グ
ラ
マ
な
ら
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
ほ
と
ん
ど
の
ユ
ー

ザ
ー
は
、ど
の
部
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
て
、ど
の
部
分
が
い
ら
な
い
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
も
っ
と
厳
密
に
は
、ユ
ー
ザ
ー
は
必
要
な

パ
ー
ツ
と
必
要
な
い
パ
ー
ツ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
で
は
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
つ
い
て
こ
な
い
か
ら
だ
。
ク
ロ
ー

ズ
ド
な
コ
ー
ド
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
担
当
者
の
最
高
の
戦
略
だ
―
―
ユ
ー
ザ
ー
が
無
視
で
き
る
別
の
章
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
、
認
識
も
さ
れ

な
い
影
響
で
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
担
当
者
の
望
む
方
向
に
話
を
ね
じ
ま
げ
て
く
れ
る
わ
け
だ
。

今
の
と
こ
ろ
わ
た
し
は
「
利
用
者
」
と
い
う
概
念
を
か
な
り
い
い
加
減
に
使
っ
て
い
る
。
一
部
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
「
利
用
者
」

は
、
そ
の
機
能
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
コ
ー
ド
を
改
変
で
き
る
け
れ
ど
、
大
半
の
利
用
者
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
ほ

と
ん
ど
は
、
Ｍ
Ｓ
ワ
ー
ド
の
機
能
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
Ｇ
Ｎ
Ｕ
／
Ｌ
ｉ
ｎ
ｕ
ｘ
の
仕
組
み
も
変
え
ら
れ
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
の
ち
が
い
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
を
改
変
す
る
開
発
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
存
在
す
る
―
―
そ
し
て
合
法
で
あ
る
―
―
の
に
対

し
、
少
な
く
と
も
所
有
者
の
許
可
な
し
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
を
改
変
す
る
開
発
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
存
在
し
な
い
―
―
そ
し
て
非
合
法

で
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
開
発
者
集
団
こ
そ
が
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
内
の
独
立
性
を
作
り
出
す
要
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
。
こ
の
集
団

が
な
け
れ
ば
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
と
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
の
規
制
し
や
す
さ
に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
今
度
は
、
コ
ー
ド
の
規
制
し
や
す
さ
に
関
す
る
制
約
に
対
し
、
別
の
制
約
を
も
た
ら
す
。
開
発
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
政
府
の
課

す
ル
ー
ル
か
ら
の
あ
る
種
の
逸
脱
は
実
現
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
が
金
銭
的
な
安
全
を
ク
ラ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
す
る
規
制

に
対
し
て
は
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。
で
も
ウ
ィ
ル
ス
保
護
や
ス
パ
ム
フ
ィ
ル
タ
な
ら
、
た
ぶ
ん
阻
止
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
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い
き
つ
く
と
こ
ろ

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
単
純
な
道
を
た
ど
っ
て
き
た
。
ネ
ッ
ト
は
規
制
で
き
な
い
と
主
張
す
る
人
々
へ
の
返
答
と
し
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
が

規
制
可
能
か
ど
う
か
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
次
第
だ
、
と
論
じ
た
。
あ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
規
制
し
や
す
い
し
、
あ
る
も
の
は
規
制
で
き
な

い
。
そ
れ
か
ら
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
規
制
で
き
る
か
を
決
め
る
の
に
、
政
府
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
せ
る
と
論
じ
た
。
政
府
は
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
を
、
規
制
で
き
な
い
も
の
か
ら
規
制
で
き
る
も
の
に
変
換
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
と
れ
る
。

こ
の
規
制
可
能
性
の
進
展
に
お
け
る
最
後
の
一
歩
は
、
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
重
要
性
を
増
し
て
き
た
制
約
条
件
だ
。
政
府
が
コ
ー
ド
を

規
制
す
る
力
、
コ
ー
ド
の
中
の
ふ
る
ま
い
を
規
制
で
き
る
よ
う
に
す
る
力
は
、
一
部
は
そ
の
コ
ー
ド
の
性
格
に
依
存
す
る
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー

ド
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
よ
り
も
規
制
し
に
く
い
、
コ
ー
ド
が
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
と
も
に
、
政
府
の
力
は
減
少
す
る
。

た
と
え
ば
著
作
権
の
領
域
で
最
近
最
も
華
々
し
い
論
争
を
考
え
て
み
よ
う
―
―
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
の
フ
ァ
イ
ル
共
有
だ
。
す
で
に
述
べ
た

通
り
、
Ｐ
２
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
共
有
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
稼
動
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
。
ス
ト
リ
ー
ム
キ
ャ
ス
ト
な
ど
の
フ
ァ
イ
ル
共

有
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
Ｐ
２
Ｐ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
使
う
プ
ロ
ト
コ
ル
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
だ
。
誰
で
も
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
ソ
フ
ト
を
作
れ
る
。
そ
し
て
ソ
フ
ト
づ
く
り
の
技
術
は
広
く
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
特
定
企
業
が
そ
れ
を
作
ら
な
く
て

も
、
ほ
か
の
人
が
作
る
だ
ろ
う
―
―
た
だ
し
需
要
が
な
け
れ
ば
作
ら
れ
な
い
が
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
コ
ー
ド
業
界
が
Ｐ
２
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
共
有
を
支
持
す
る
す
べ
て
の
企
業
を
見
事
に
追
放
し
て
し
ま
え
た
と
し
よ
う
。

そ
れ
で
も
Ｐ
２
Ｐ
は
な
く
な
ら
な
い
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
お
か
げ
で
、
非
商
業
の
参
加
者
た
ち
が
商
業
的
イ
ン
フ
ラ
な
し
に
Ｐ
２
Ｐ
共
有

の
イ
ン
フ
ラ
を
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
絶
対
的
な
主
張
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
相
対
的
な
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
話
は
し
て
い
な
い
。

オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
に
あ
っ
て
さ
え
、
政
府
が
十
分
に
厳
し
い
処
罰
で
脅
か
せ
ば
、
あ
る
程
度
は
み
ん
な
従
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
オ
ー
プ
ン
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第八章 オープンコードに見る限界

コ
ー
ド
で
も
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
技
術
を
、
規
制
準
拠
と
認
め
ら
れ
た
コ
ー
ド
と
結
び
つ
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
政
府
に
か
な
り
の
力

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
第
一
部
の
議
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
論
点
が
あ
っ
て
も
ま
だ
有
効
だ

―
―
世
界
が
証
明
書
だ
ら
け
に
な
れ
ば
、
規
制
し
や
す
さ
は
や
は
り
増
大
す
る
。
も
し
多
く
の
コ
ー
ド
が
ソ
フ
ト
と
し
て
存
在
す
る
か
わ
り

に
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
焼
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
同
じ
結
論
に
な
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
コ
ー
ド
が
オ
ー
プ
ン
だ
ろ
う
と
改
変
は

で
き
な
い
（
26
）。

で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
設
計
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が
問
題
に
な
る
。
あ
る
空
間
の
価
値
と
い
う

の
は
、
言
論
、
自
立
性
、
ア
ク
セ
ス
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
価
値
観
だ
け
で
は
な
い
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
価
値
も
あ

る
。
ジ
ョ
ン
・
ペ
リ
ー
・
バ
ー
ロ
ウ
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
あ
る
、
一
種
の
バ
グ
の
価

値
だ
―
―
政
府
が
ネ
ッ
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
完
全
に
無
化
は
し
な
く
て
も
、
政
府
が
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
で
き
な
い
よ
う
に

す
る
バ
グ
だ
。

一
部
の
人
に
と
っ
て
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
不
可
能
に
す
る
コ
ー
ド
を
作
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
目
的

で
は
な
い
。
政
府
が
制
約
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
思
う
し
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
が
課
す
制
約
は
肯
定
す
る
。
で
も
、
政
府
を
す
べ
て
無
化
す
る

の
は
わ
た
し
の
目
的
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
次
の
部
分
が
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ
う
に
、
あ
る
価
値
観
は
、
政

府
が
介
入
し
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
の
だ
。
政
府
に
は
役
割
が
あ
る
。
政
府
自
身
が
望
む
ほ
ど
重
要
な
役
割
で
は
な
い
に
し
て
も
。
そ
の

役
割
は
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
同
時
に
ウ
ェ
ブ
と
い
う
文
脈
で
わ
れ
わ
れ
自
身
の
価
値
観
を
ど
う
広
げ
る
か
と
い
う
方
法
も
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
で
、
一
つ
の
制
約
条
件
は
明
ら
か
に
思
え
る
。
本
書
で
あ
と
に
も
っ
と
徹
底
し
て
論
じ
る
こ
と
だ
け
れ
ど
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
が

政
府
の
規
制
力
を
完
全
に
消
さ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
規
制
力
を
変
化
さ
せ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
周
縁
部
分
で
オ
ー
プ
ン
コ
ー

ド
は
規
制
を
コ
ー
ド
の
隠
さ
れ
た
空
間
に
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
の
見
返
り
を
削
減
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
制
に
お
け
る
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情
報
自
由
法
の
よ
う
な
形
で
機
能
す
る
。
通
常
の
法
律
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
立
法
が
公
開
さ
れ
、
立
法
が
透
明
性
を
持
つ

こ
と
を
要
求
す
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
が
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
意
味
で
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
オ
ー
プ
ン
な
社
会
の
基
盤
な
の
だ
。

こ
れ
だ
け
で
も
、
政
府
の
権
力
に
対
す
る
だ
い
じ
な
―
―
人
に
よ
っ
て
は
本
質
的
な
―
―
抑
え
に
な
る
。
で
も
透
明
性
一
般
を
支
持
す
る

か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
ま
で
の
狙
い
は
、
つ
な
が
り
を
地
図
上
に
描
い
て
見
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
規
制
の
し
や
す
さ
は
、
コ
ー
ド
の

性
質
に
左
右
さ
れ
、
そ
し
て
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
そ
の
性
質
を
変
え
る
。
そ
れ
は
政
府
の
規
制
力
を
制
限
す
る
も
の
だ
―
―
規
制
を
必
ず
し

も
完
全
に
不
可
能
に
は
し
な
い
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
を
変
え
る
。
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こ
こ
ま
で
の
話
は
規
制
に
つ
い
て
だ
っ
た
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ふ
る
ま
い
の
規
制
し
や
す
さ
の
変
化
（
こ
れ
は
増
大
し
て
い
る
）

と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ふ
る
ま
い
が
規
制
さ
れ
る
独
特
な
形
態
（
コ
ー
ド
を
通
じ
て
の
規
制
）。

こ
の
第
三
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
た
分
析
を
、
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
そ
う
な
社
会
政
治
生
活
の
三
つ
の
領
域
―
―

知
的
財
産
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
言
論
の
自
由
―
―
に
適
用
す
る
。

こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
、
関
連
す
る
価
値
観
を
指
摘
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
価
値
観
が
オ
ン
ラ
イ
ン
生
活
で
ど
う
翻
訳
さ
れ

る
か
を
考
え
る
。
一
部
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
価
値
観
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
け
れ
ど
、
一
部
で
は
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
、

問
題
と
な
る
価
値
観
の
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
考
え
方
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
。
わ
た
し
の
狙
い
は
、
そ
の

選
択
を
行
な
う
こ
と
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
だ
け
だ
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
は
別
の
目
的
が
あ
る
。
私
見
で
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
教
訓
は
、
法
が
コ
ー
ド
の
規
制

効
果
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
賢
い
規
制
者
は
、
市
場
と
法
規
制
と
の
絡
み
合
い
を
考
慮
す
る
の
と
同

様
に
、
技
術
と
法
規
制
と
の
絡
み
合
い
も
考
慮
す
べ
き
だ
。
こ
の
絡
み
合
い
は
し
ば
し
ば
直
感
に
反
す
る
。
だ
が
こ
の
絡
み
合
い
効

果
を
考
慮
し
な
い
と
、
そ
の
規
制
は
―
―
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
も
の
だ
ろ
う
と
自
由
を
守
る
も
の
だ
ろ
う
と
―
―
失
敗

す
る
。

だ
が
ど
の
価
値
観
が
関
係
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
価
値
観
を
新
し
い
文
脈
に
移
し
替
え
る
手
法
が
必
要
だ
。
こ
の
第
三
部
で
は
、

そ
の
手
法
の
説
明
か
ら
始
め
る
。
こ
こ
で
述
べ
る
価
値
観
は
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
の
一
部
だ
し
、
こ
の
文
脈
で
も
解
釈
さ
れ
、
現
実
の

も
の
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
第
三
部
は
、
こ
う
し
た
価
値
観
を
認
識
し
て
尊
重
す
る
た
め
に
開
発
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

の
一
つ
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
れ
は
わ
た
し
が
「
翻
訳
」
と
呼
ぶ
解
釈
の
実
践
だ
。
憲
法
翻
訳
者
は
、
初
期
の
価
値
観
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
に
対
す
る
忠
実
さ
を
実
践
す
る
。
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
は
、
忠
実
さ
が
も
は
や
使
え
な
い
よ
う
な
例
だ
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ

が
直
面
す
る
選
択
は
、
先
人
た
ち
が
直
面
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
忠
実
に
な
る
べ
き
対
象
が
な
い
の
だ
（
1
）。
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第九章 翻訳

第
九
章

翻
訳

ア
メ
リ
カ
の
前
回
の
対
ド
ラ
ッ
グ
戦
争
―
―
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
禁
酒
法
時
代
―
―
の
ピ
ー
ク
で
、
連
邦
政
府
が
使
い
始
め
た
警
察
手

法
は
、
多
く
の
人
を
ギ
ョ
ッ
と
さ
せ
た
が
か
な
り
有
効
だ
っ
た
。
そ
の
技
法
と
は
盗
聴
だ
っ
た
（
1
）。

電
話
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と

し
て
き
わ
め
て
有
力
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
人
生
は
電
線
上
に
移
動
し
始
め
、
そ
し
て
こ
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
も
た
ら
す
証
拠
を
活
用
す

べ
く
、
政
府
は
令
状
な
し
で
電
話
の
盗
聴
を
始
め
た
。

法
執
行
官
た
ち
自
身
の
間
で
も
盗
聴
の
倫
理
性
に
つ
い
て
意
見
が
わ
か
れ
て
い
た
の
で
、
盗
聴
は
あ
ま
り
頻
繁
に
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
き
わ
め
て
重
大
と
思
わ
れ
た
脅
威
に
対
し
て
は
、
こ
の
技
法
が
使
用
さ
れ
た
。
非
合
法
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
あ
の
時
代
の
強
迫
観

念
だ
っ
た
の
で
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
重
大
な
脅
威
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
盗
聴
の
一
番
有
名
な
も
の
は
、
一
九
二
八
年
最
高
裁
の
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
対
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
判
例
だ
。
政
府
は
最
高
規
模

の
非
合
法
ア
ル
コ
ー
ル
輸
入
・
流
通
・
販
売
組
織
を
捜
査
し
て
い
た
。
捜
査
の
一
環
と
し
て
、
政
府
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
や
そ
の
代
理
人
た
ち
の

使
う
電
話
を
盗
聴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
民
間
の
電
話
だ
っ
た
が
、
盗
聴
は
常
に
、
そ
の
対
象
の
所
有
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と

な
く
実
行
さ
れ
て
い
た
（
2
）。

盗
聴
は
、
政
府
が
正
当
に
電
話
線
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
場
所
で
行
な
わ
れ
た
。
盗
聴
は
、
多
く
の
州
の
法
律
で
は

違
法
だ
っ
た
け
れ
ど
、
政
府
は
電
話
の
盗
聴
に
あ
た
っ
て
被
告
の
所
有
地
に
不
法
侵
入
は
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
盗
聴
に
よ
り
、
政
府
は
何
時
間
分
も
の
会
話
を
録
音
し
て
（
ル
イ
ス
・
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
の
回
想
に
よ
れ
ば
タ
イ
プ
用
紙
で

七
七
五
ペ
ー
ジ
分
）
（
3
）、

そ
の
録
音
を
使
っ
て
こ
の
事
件
で
の
被
告
を
起
訴
し
た
。
被
告
は
、
こ
う
し
た
録
音
の
使
用
に
異
議
を
申
し
立
て
、

政
府
は
そ
の
録
音
を
得
る
に
あ
た
り
憲
法
に
違
反
し
た
と
主
張
。
憲
法
修
正
第
四
条
は
、「
人
や
家
屋
、
書
類
や
そ
の
関
連
物
を
合
理
性
の
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な
い
捜
査
や
押
収
か
ら
」
保
護
す
る
も
の
で
、
こ
の
盗
聴
は
、
不
合
理
な
捜
査
か
ら
守
ら
れ
る
と
い
う
か
れ
ら
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
だ
、

と
い
う
の
が
原
告
の
主
張
だ
っ
た
。

当
時
存
在
し
て
い
た
法
律
の
下
で
は
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
氏
と
そ
の
一
味
の
ア
パ
ー
ト
に
侵
入
し
て
捜
索
を
（
少
な
く
と
も
か
れ
ら
が
留

守
の
と
き
に
）
行
な
う
に
は
、
捜
査
官
た
ち
は
捜
査
令
状
が
必
要
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
被
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
前
に
、
裁
判
官

か
治
安
判
事
の
承
認
が
必
要
だ
っ
た
。
憲
法
修
正
第
四
条
は
、
そ
う
い
う
形
で
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
―
―
あ
る
場
所
（
人
、

家
、
書
類
、
そ
の
関
連
物
）
は
、
侵
入
可
能
に
な
る
前
に
推
定
根
拠
に
基
づ
い
た
令
状
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
保
護
さ
れ
て
い
た
（
4
）。

な
ら

ば
こ
こ
で
は
令
状
が
な
か
っ
た
の
で
、
被
告
の
主
張
通
り
、
捜
査
は
非
合
法
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
こ
の
証
拠
は
棄
却
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
一
歩
止
ま
っ
て
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
よ
う
。
修
正
第
四
条
の
条
文
を
注
意
深
く
読
む
と
、
令
状
が
必
要
と
い
う
の
が
ど
こ

で
出
て
く
る
の
か
は
、
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
。

(a)

人
々
が
、
そ
の
人
、
家
、
書
類
、
お
よ
び
そ
の
関
連
物
に
お
い
て
、
不
合
理
な
捜
索
や
押
収
・
拘
束
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
権
利
は
、
こ
れ

を
侵
害
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
し
て
(b)

正
当
な
事
由
に
基
づ
き
、
証
言
や
確
認
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場
所
や
、
押
収
・
拘

束
さ
れ
る
べ
き
人
物
や
物
を
個
別
に
記
述
し
て
い
な
い
よ
う
な
令
状
は
、
こ
れ
を
発
行
し
な
い
。

修
正
第
四
条
は
、
実
は
二
つ
の
命
令
で
で
き
て
い
る
（「
ａ
」「
ｂ
」
は
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
わ
た
し
が
加
え
た
も
の
だ
。

最
初
の
も
の
は
、
あ
る
権
利
（「（
人
々
が
）
保
護
さ
れ
る
権
利
」）
は
こ
れ
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
二
番
目
は
、
令

状
が
発
行
さ
れ
る
条
件
を
制
限
し
て
い
る
。
で
も
修
正
第
四
条
の
条
文
は
、
こ
の
前
半
と
後
半
の
関
係
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
し

て
令
状
が
な
け
れ
ば
捜
索
が
不
合
理
だ
と
は
、
ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
な
ぜ
「
令
状
が
必
要
だ
」
と
（
5
）？
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こ
の
修
正
条
項
を
筋
の
通
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
枠
組
み
に
ま
で
戻
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
に
対
す
る
法
的
な
保
護
は
、
不
法
侵
入
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
た
。
も
し
誰
か
が
あ
な
た
の
所
有
地
に
侵
入
し
て
あ
な
た

の
持
ち
物
を
漁
っ
て
回
っ
た
ら
、
そ
の
人
物
は
、
不
法
侵
入
に
対
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
い
つ
が
警
官

だ
ろ
う
と
一
般
市
民
だ
ろ
う
と
、
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
訴
訟
の
脅
威
の
た
め
に
、
警
察
に
は
あ
な
た
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
し
な
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
（
6
）。

で
も
令
状
な
し
で
も
、
不
法
侵
入
し
た
警
官
に
は
い
ろ
い
ろ
弁
護
手
段
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
捜
索
が
「
合
理
的
だ
っ
た
か
」
と
い
う
話

に
帰
着
す
る
。
で
も
、
こ
の
「
合
理
性
」
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
合
理
的
だ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
陪

審
員
が
行
な
う
。
近
所
の
人
や
警
官
の
同
僚
た
ち
が
、
か
れ
の
ふ
る
ま
い
が
適
切
だ
っ
た
か
を
決
め
る
。
二
番
目
に
、
と
き
に
は
合
理
性
が

法
律
上
の
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
―
―
つ
ま
り
判
事
が
陪
審
員
に
命
じ
て
、
捜
索
が
合
理
的
だ
っ
た
か
を
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
た
と
え
ば
、
警
官
が
被
告
の
所
有
地
や
所
持
品
の
中
に
違
法
の
品
を
見
つ
け
た
場
合
、
捜
索
以
前
に
十
分
な
疑
惑
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
捜
索
は
合
理
的
と
な
る
）
（
7
）

こ
の
方
式
は
、
誰
か
の
所
有
地
や
所
持
品
を
捜
索
す
る
警
官
に
対
し
て
、
明
ら
か
な
リ
ス
ク
を
作
り
出
し
て
い
る
。
も
し
捜
索
し
て
何
も

出
て
こ
な
か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は
陪
審
員
が
後
で
、
そ
の
捜
索
が
合
理
的
で
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
ら
、
か
れ
は
そ
の
違
法
な
ふ
る
ま
い
の

代
償
と
し
て
、
侵
害
し
た
権
利
に
対
す
る
賠
償
責
任
を
個
人
と
し
て
負
う
こ
と
に
な
る
。

で
も
こ
の
方
式
は
ま
た
、
こ
の
賠
償
責
任
に
対
す
る
保
険
も
提
供
し
て
い
る
―
―
令
状
だ
。
も
し
警
官
が
、
捜
索
を
行
な
う
前
に
判
事
か

ら
の
捜
査
令
状
を
手
に
入
れ
た
ら
、
そ
の
令
状
は
こ
の
不
法
侵
入
の
損
害
賠
償
か
ら
警
官
を
免
除
し
て
く
れ
る
。
違
法
な
物
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
り
、
そ
の
捜
索
が
不
合
理
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
も
、
訴
訟
に
対
す
る
保
護
が
あ
る
わ
け
だ
。

も
と
の
方
式
の
狙
い
の
一
つ
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
。
法
は
、
捜
査
官
が
捜
索
を
行
な
う
前
に
、
令
状
を
も
ら
う
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
り
出
し
た
。
も
し
捜
査
官
が
自
信
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
損
害
賠
償
責
任
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
回
避
し
た
け
れ
ば
、
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裁
判
官
に
お
う
か
が
い
を
た
て
て
、
自
分
の
判
断
を
確
か
め
れ
ば
い
い
。
で
も
も
し
捜
査
官
に
確
信
が
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
博
打
を
打
つ
気

が
あ
る
な
ら
、
令
状
を
と
ら
な
く
て
も
そ
の
捜
索
が
自
動
的
に
不
合
理
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
か
れ
自
身
は
賠
償
責
任
が
増
大
す
る

リ
ス
ク
を
負
う
け
れ
ど
、
で
も
か
か
っ
て
い
る
の
は
か
れ
自
身
の
賠
償
責
任
だ
け
だ
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
弱
い
鎖
は
裁
判
官
だ
。
も
し
裁
判
官
が
甘
す
ぎ
た
ら
、
令
状
を
も
ら
う
の
も
簡
単
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
（
8
）。

そ
し
て
憲
法

の
枠
組
み
を
作
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
弱
い
裁
判
官
は
懸
念
の
一
つ
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
で
は
、
裁
判
官
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
に
任
命

さ
れ
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
頃
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
は
敵
だ
っ
た
。
令
状
を
発
行
す
る
権
力
が
濫
用
さ
れ
る
の
を
山
ほ
ど
見

て
き
た
た
め
に
、
憲
法
の
起
草
者
た
ち
は
、
政
府
の
捜
索
が
合
理
的
か
ど
う
か
の
判
断
を
、
裁
判
官
に
委
ね
る
の
は
気
が
す
す
ま
な
か
っ
た
。

特
に
（
第
二
章
で
説
明
し
た
よ
う
に
）
起
草
者
た
ち
は
、
違
法
な
物
を
漠
然
と
探
す
力
を
政
府
係
官
に
与
え
る
「
汎
用
令
状
」
を
裁
判
官

や
高
官
た
ち
が
発
行
し
た
、
有
名
な
判
例
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
（
9
）。

現
代
用
語
で
い
う
と
、
そ
れ
は
「
釣
り
旅
行
」
に
あ
た
る
。
係
官
た
ち

は
令
状
が
あ
っ
た
の
で
、
起
訴
さ
れ
な
い
。
判
事
た
ち
は
お
お
む
ね
訴
追
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
起
訴
さ
れ
な
い
。
誰
も
起
訴
さ
れ
な
い

か
ら
、
濫
用
し
た
い
誘
惑
が
出
て
く
る
。
起
草
者
た
ち
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
判
事
の
作
り
出
す
濫
用
を
避
け
た
か
っ
た
。
も
し
訴
追
免
除

が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
陪
審
員
か
、
あ
る
い
は
成
果
を
挙
げ
た
捜
索
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

修
正
第
四
条
の
（
ｂ
）
条
文
の
起
源
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
起
草
者
た
ち
は
、
判
事
が
令
状
を
発
行
す
る
と
き
に
、「
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場

所
や
、
押
収
・
拘
束
さ
れ
る
べ
き
人
物
や
物
」
を
個
別
に
挙
げ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
判
事
が
、
汎
用
の
令
状
を
発
行
で
き
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
。
令
状
の
持
つ
責
任
免
除
範
囲
は
、
特
定
の
人
々
や
場
所
に
限
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
令
状
を
発
行
す
る
に
足
る
、
十
分

な
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
憲
法
上
の
仕
組
み
は
、
人
々
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
上
の
利
害
と
、
政
府
が
捜
索
を
行
な
う
適
切
な
ニ
ー
ズ
と
を
バ
ラ
ン
ス
す
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
て
い
る
。
捜
査
官
は
、
令
状
を
と
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
（
個
人
賠
償
責
任
の
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
）。
裁
判
官
に
は
、
令

状
を
出
せ
る
条
件
を
制
限
す
る
規
則
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
造
が
あ
わ
さ
っ
て
、
公
式
の
侵
入
は
侵
入
を
行
な
う
だ
け
の
強
い
理
由
が
あ
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る
場
合
だ
け
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

背
景
は
こ
こ
ま
で
。
で
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
帰
結
を
御
覧
じ
ろ
。

も
と
の
仕
組
み
に
は
、
か
な
り
い
ろ
い
ろ
前
提
が
あ
る
。
一
番
明
ら
か
な
の
は
、
不
法
侵
入
法
の
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
を
前
提
に
し
て
い
る

こ
と
だ
―
―
そ
も
そ
も
捜
査
官
が
令
状
を
と
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
不
法
侵
入
法
に
基
づ
く
法
的
な
賠
償
責

任
が
怖
い
か
ら
だ
。
こ
の
前
提
は
、
憲
法
の
も
と
も
と
の
保
護
範
囲
の
核
心
に
、
所
有
物
を
置
い
て
い
る
。

同
じ
く
だ
い
じ
な
点
と
し
て
、
こ
の
仕
組
み
は
当
時
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
か
な
り
前
提
に
し
て
い
る
。
憲
法
修
正
第
四
条
が
不
法
侵
入
に

絞
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
は
そ
れ
が
捜
査
の
主
な
方
式
だ
っ
た
か
ら
だ
。
も
し
家
の
中
を
、
家
に
入
ら
ず
に
外
か
ら
見
ら
れ
た
な
ら
、
今

の
修
正
第
四
条
の
制
限
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
で
も
修
正
条
項
の
保
護
は
、
一
八
世
紀
末
に
主
流
だ
っ
た
不
法
侵
入
法

の
体
系
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
技
術
を
前
提
に
す
れ
ば
、
政
府
の
捜
査
能
力
と
人
々
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
手
段

と
し
て
は
筋
が
通
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

前
提
条
件
―
―
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
り
、
議
論
の
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
―
―
は
変
わ
る
（
10
）。

前
提
が
変
わ
っ
た
と

き
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
対
応
す
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
前
提
を
背
景
に
書
か
れ
た
文
を
、
そ
の
前
提
が
も
は
や
適
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に

は
ど
う
読
め
ば
い
い
だ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
二
〇
〇
年
か
そ
こ
ら
前
の
憲
法
を
持
つ
す
べ
て
の
国
民
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
憲
法
解
釈
の
中
心
的
な

問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
国
が
、
あ
っ
さ
り
不
法
侵
入
か
ら
保
護
さ
れ
る
権
利
を
廃
止
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
修
正
第
四
条
の
解
釈
は

変
わ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
（
11
）。

捜
査
の
技
術
が
激
変
し
て
、
他
人
の
所
有
地
に
何
が
保
管
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
の
に
、
そ
こ
に
ま
っ
た
く
足
を

踏
み
入
れ
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
修
正
条
項
の
解
釈
は
変
わ
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
？

こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
最
高
裁
の
扱
い
の
歴
史
は
、
完
全
に
明
確
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
で
も
常
に
法
廷
の
関

心
を
め
ぐ
っ
て
競
合
し
て
い
る
、
完
全
に
異
な
る
二
種
類
の
戦
略
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
の
戦
略
は
、
憲
法
起
草
者
や
建
国
者
た
ち
が
ど
う
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し
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
集
中
す
る
―
―
ひ
た
す
ら
原
文
主
義
の
戦
略
だ
。
二
番
目
の
戦
略
は
、
も
と
の
意
味
を
現
在
の
文
脈
で
も
保

存
す
る
よ
う
な
、
も
と
の
憲
法
の
現
代
的
な
読
み
替
え
を
見
つ
け
よ
う
と
狙
う
―
―
わ
た
し
が
翻
訳
と
呼
ぶ
戦
略
だ
。

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
の
盗
聴
判
例
に
は
、
ど
ち
ら
の
戦
略
も
見
ら
れ
る
。
政
府
が
被
告
の
電
話
を
令
状
な
し
に
盗
聴
し
た
と
き
、
法
廷
は
こ

の
種
の
証
拠
の
利
用
が
許
さ
れ
る
べ
き
か
、
修
正
第
四
条
の
原
理
と
一
貫
性
が
あ
る
か
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
は
こ
う
主

張
し
た
、
政
府
は
電
話
の
盗
聴
に
も
令
状
が
い
る
。
政
府
は
こ
う
言
う
、
修
正
第
四
条
は
、
な
ん
と
言
お
う
と
こ
こ
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。

政
府
の
議
論
は
と
て
も
単
純
だ
。
修
正
第
四
条
は
、
政
府
が
捜
索
を
す
る
と
き
に
不
法
侵
入
を
す
る
と
い
う
前
提
を
持
っ
て
い
た
の
で
、

係
官
が
不
法
侵
入
で
き
る
条
件
を
規
制
し
て
い
た
。
で
も
盗
聴
は
、
不
法
侵
入
な
し
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
を
行
な
う
も
の
だ
か
ら
、
政

府
は
被
告
の
電
話
を
か
れ
ら
の
所
有
地
に
入
ら
ず
に
盗
聴
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
修
正
第
四
条
は
適
用
で
き
な
い
。
不
法
侵
入
な
し
の
侵
害

で
あ
る
よ
う
な
侵
害
に
対
し
て
保
護
す
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
は
で
き
な
い
。

最
高
裁
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。
主
席
裁
判
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
タ
フ
ト
（
前
大
統
領
）
が
書
い
た
意
見
で
は
、
法
廷
は
政
府
に
従
っ
た
。

修
正
条
項
は
、
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
な
い
。
捜
索
も
な
か
っ
た
。
押
収
も
な
か
っ
た
。
証
拠
は
、
聴
覚
の
み
を
使
っ
て
確

保
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
修
正
条
項
の
用
語
は
、
被
告
の
家
屋
や
事
務
所
か
ら
全
世
界
に
広
が
る
電
話
線
を
含
む
形
で
拡
大
拡
張
さ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
12
）。

こ
の
結
論
に
は
、
み
ん
な
か
な
り
驚
い
た
し
、
ま
た
衝
撃
を
受
け
た
。
す
で
に
人
生
の
か
な
り
の
部
分
は
電
話
線
上
に
移
行
し
て
い
た
。

人
々
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
で
親
密
な
接
触
を
持
つ
の
が
ど
う
い
う
こ
と
か
、
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
親
密
な
秘
密
を
守
る
の

に
、電
話
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
電
話
会
社
は
、政
府
が
主
張
す
る
よ
う
な
権
限
に
対
し
て
強
く
抵
抗
し
て
き
た
た
め
、法
律

で
要
求
さ
れ
て
い
な
い
限
り
政
府
に
は
協
力
し
な
い
と
宣
言
し
て
い
た
（
13
）。

こ
う
し
た
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
は
憲
法
が
こ
う
し
た
侵
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害
を
邪
魔
す
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
し
た
わ
け
だ
。
憲
法
が
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
判
例
が
出
た
と
き
に
も
そ
れ
は
で
き
な
い
。

で
も
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
が
書
い
た
少
数
意
見
書
は
別
の
見
方
を
し
て
い
た
（
ほ
か
に
も
ホ
ル
ム
ス
、
ス
ト
ー
ン
、
バ
ト
ラ
ー
判
事
も
少

数
意
見
書
を
書
い
て
い
る
）。
タ
フ
ト
と
同
じ
く
、
焦
点
は
忠
実
性
だ
。
で
も
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
の
忠
実
性
の
考
え
方
は
か
な
り
ち
が
っ

て
い
た
。

ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
は
、
修
正
第
四
条
が
も
と
も
と
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
不
法
侵
入
だ
け
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
（
14
）。

し
か
し
そ
う
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
と
き
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
技
術
が
不
法
侵
入
だ
っ
た
か
ら
だ
、
と
か
れ
は
議
論
す
る
。

そ
れ
が
起
草
者
の
前
提
だ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
前
提
が
い
ま
や
変
わ
っ
た
。
こ
の
変
化
に
基
づ
い
て
、
法
廷
の
責
任
と
は
、
状
況
が
変
化
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
意
味
を
保
存
す
る
よ
う
な
、
修
正
条
項
の
読
み
方
を
行
な
う
こ
と
だ
、
と
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
は
議
論
し
た
。
そ

の
狙
い
は
、
も
と
も
と
の
条
文
が
提
供
し
て
い
た
保
護
を
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
技
術
が
変
わ
っ
た
文
脈
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
で
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
（
15
）。

こ
れ
を
行
な
う
に
は
、
修
正
第
四
条
の
保
護
を
、
不
法
侵
入
で
は
な
い
よ
う
な
侵
害
に
も
適
用
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
、

と
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
は
主
張
し
た
。

こ
の
二
種
類
の
見
解
は
、
憲
法
解
釈
の
ち
が
っ
た
二
種
類
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
だ
。
タ
フ
ト
は
、
起
草
者
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
を
単

純
に
繰
り
返
す
の
が
忠
実
性
だ
と
す
る
。
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
は
、
起
草
者
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
に
現
時
点
に
お
い
て
相
当
す
る
も
の
を
見
つ
け

る
こ
と
が
忠
実
性
だ
と
す
る
。
も
し
タ
フ
ト
に
従
え
ば
、
起
草
者
た
ち
が
も
と
も
と
設
定
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な

る
、
と
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
は
主
張
す
る
。
も
し
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
に
従
え
ば
、
憲
法
に
起
草
者
た
ち
が
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
追
加
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
、
と
タ
フ
ト
は
含
意
し
て
い
る
。

両
サ
イ
ド
の
支
持
者
た
ち
は
、
相
手
方
の
見
解
は
憲
法
の
意
味
を
「
変
え
て
し
ま
う
」
と
主
張
す
る
。
で
も
、
憲
法
修
正
第
四
条
の
意
味

を
本
当
に
「
変
え
て
し
ま
う
」
の
は
、
法
廷
の
見
解
だ
ろ
う
か
、
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
の
見
解
だ
ろ
う
か
？
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こ
の
質
問
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
こ
う
尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い

：

何
に
対
し
て
変
え
て
し
ま
う
の
か
、
こ
の
変
化
が
変
化
と
さ
れ
る

べ
き
基
準
は
な
ん
な
ん
だ
？

ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
だ
っ
て
、
修
正
第
四
条
が
成
立
し
た
一
七
九
一
年
に
は
、
こ
の
修
正
条
項
を
法
廷
が
不
法
侵

入
以
外
に
拡
大
適
用
し
よ
う
と
し
た
ら
不
適
切
だ
っ
た
と
い
う
点
に
は
同
意
す
る
だ
ろ
う
。
で
も
、
も
と
の
修
正
条
項
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
変
わ
っ
た
ら
、
法
廷
の
適
切
な
対
応
と
い
う
の
は
何
一
つ
変
わ
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
の
手
法
は
、
前
提
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
修
正
条
項
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
維
持
す
る
た
め
に
、
修
正
条
項

の
適
用
範
囲
を
変
え
る
読
み
を
提
案
し
て
い
る
。
一
方
の
タ
フ
ト
は
、
修
正
条
項
の
適
用
範
囲
は
維
持
し
つ
つ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
は
変

え
る
読
み
を
提
案
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
読
み
も
、
あ
る
も
の
は
一
定
に
保
っ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
何
か
を
変
え
て
い
る
。
問
題

は
こ
う
い
う
こ
と
だ

：

ど
ち
ら
の
読
み
が
、
忠
実
性
が
保
護
し
ろ
と
い
う
も
の
を
保
護
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

論
点
は
、
い
さ
さ
か
様
式
化
し
て
再
現
し
て
み
る
と
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
定
量
化
で
き
る
も
の
と

想
像
し
て
ほ
し
い
。
す
る
と
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
変
化
が
も
た
ら
す
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
量
の
変
化
を
記
述
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
ロ
バ
ー
ト
・

ポ
ス
ト
は
、
な
ぜ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
定
量
化
で
き
な
い
か
と
い
う
見
事
に
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
提
示
し
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
の
わ
た

し
の
狙
い
は
単
に
例
示
し
た
い
だ
け
な
の
で
（
16
））。

そ
し
て
一
七
九
一
年
に
は
、
物
理
的
な
不
法
侵
入
に
対
し
て
保
護
を
提
供
す
れ
ば
個
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
九
割
が
保
護
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
政
府
は
そ
れ
で
も
街
角
に
立
っ
て
、
開
い
た
窓
に
聞
き
耳
を
た
て
る
こ
と
は
で
き
る
け

れ
ど
、
こ
の
脅
威
か
ら
く
る
侵
害
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
れ
ば
小
さ
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
不
法
侵
入
に
対
し
て
保
護
し
て
く
れ

る
仕
組
み
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
守
っ
て
く
れ
た
。

で
も
電
話
が
や
っ
て
き
て
、
こ
の
保
護
が
変
わ
っ
た
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
情
報
の
か
な
り
の
部
分
が
電
話
線
越
し
に
や
り
と
り
さ
れ
た
。

今
で
は
、
も
し
盗
聴
が
不
法
侵
入
で
な
い
な
ら
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
生
活
で
政
府
の
か
ぎ
ま
わ
り
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
部
分
は
ず
っ
と

減
っ
て
し
ま
う
。
修
正
条
項
で
九
割
が
守
ら
れ
る
か
わ
り
に
、
五
割
し
か
守
ら
れ
な
く
な
る
。

226



第九章 翻訳

ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
は
、
修
正
条
項
を
読
む
と
き
に
、
そ
れ
が
も
と
も
と
保
護
し
て
い
た
も
の
―
―
九
割
―
―
を
保
護
す
る
よ
う
に
読
み
た
い

と
考
え
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
単
純
な
不
法
侵
入
に
対
す
る
保
護
以
上
の
保
護
を
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
同
じ
だ
け
保

護
す
る
た
め
に
、
ち
が
っ
た
読
み
を
し
た
が
っ
た
、
と
で
も
言
お
う
か
。

こ
の
論
法
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
史
で
は
よ
く
あ
る
し
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
的
伝
統
の
最
良
の
部
分
の
核
心
に
あ
る
も
の
だ
（
17
）。

こ
の
議
論
は
、

状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
、
そ
の
変
化
を
中
和
し
て
も
と
の
意
味
を
保
存
す
る
読
み
を
提
案
す
る
議
論
だ
。
右
派
、
左
派
を
問
わ
ず
判
事
た

ち
が
使
う
論
法
で
も
あ
る
（
18
）。

憲
法
の
提
供
す
る
も
の
を
生
か
し
続
け
る
方
法
だ
―
―
世
界
の
変
化
が
、
憲
法
の
条
文
の
意
味
を
決
し
て
変
え

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
法
だ
。
そ
れ
は
、
一
七
九
一
年
に
修
正
第
四
条
が
提
供
し
た
保
護
を
、
今
後
の
歴
史
の
ど
の
時
点
で
も
同
じ
保

護
へ
と
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
議
論
だ
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
す
る
た
め
に
は
、
法
廷
は
修
正
条
項
を
ち
が
っ
た
形
で
読
ま
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
で
も
そ
れ
は
、
修
正
条
項
を
改
善
し
た
り
、
そ
の
保
護
を
拡
大
す
る
た
め
に
読
み
替
え
る
の
で

は
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
変
化
か
ら
生
じ
た
保
護
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
修
正
条
項
を
読
み
替
え
る
わ
け
だ
。
意
味
を
保
存
す
る

た
め
の
翻
訳
だ
。

も
し
サ
イ
バ
ー
世
界
の
賞
賛
に
値
す
る
判
事
が
い
る
と
し
た
ら
、
未
来
の
サ
イ
バ
ー
活
動
家
た
ち
の
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き
最
高
裁
見
解
が

あ
る
な
ら
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
守
る
戦
い
の
第
一
章
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
判
事
、
こ
の
意
見
、
こ
の
判
例
だ
。
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
は
、

憲
法
の
意
味
と
価
値
観
を
、
時
間
と
文
脈
を
越
え
て
保
護
す
る
た
め
の
読
み
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
何
が
変
わ
っ
た
か
を
認
識
し

て
、
そ
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
起
草
者
た
ち
が
も
と
も
と
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
た
も
の
を
保
存
す
る
。
繰
り
返
す
が
こ
れ
は
、

憲
法
の
意
味
を
根
本
的
に
ち
が
っ
た
文
脈
に
翻
訳
す
る
手
法
だ
―
―
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
と
起
草
者
と
の
よ
う
に
、
時
間
的
に
隔
た
っ
た
も
の

だ
ろ
う
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
実
空
間
と
の
よ
う
な
形
で
隔
た
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
。

で
も
法
と
な
っ
た
の
は
タ
フ
ト
の
見
解
で
、
か
れ
の
修
正
第
四
条
に
対
す
る
狭
い
見
方
が
有
力
と
な
っ
た
。
最
高
裁
判
所
が
ブ
ラ
ン
デ
イ

227



ス
式
の
修
正
第
四
条
の
見
方
を
受
け
入
れ
る
に
は
、
四
〇
年
か
か
っ
た
―
―
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
例
が
覆
る
ま
で
に
四
〇
年
。
そ
れ
を
覆
し

た
判
例
が
、
カ
ッ
ツ
対
ア
メ
リ
カ
合
州
国
裁
判
だ
っ
た
（
19
）。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
カ
ッ
ツ
は
、
他
の
州
の
顧
客
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
情
報
を
電
話
で
送
っ
た
容
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
た
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
捜
査
官
は
、
か

れ
が
電
話
を
か
け
て
い
る
公
衆
電
話
の
外
に
盗
聴
装
置
を
つ
け
て
、
か
れ
の
電
話
数
件
の
発
言
を
録
音
し
た
。
カ
ッ
ツ
は
こ
の
証
拠
を
も
と

に
起
訴
さ
れ
、
控
訴
裁
判
所
は
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
例
を
も
と
に
、
有
罪
を
支
持
し
た
。

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ト
ラ
イ
ブ
は
、
法
曹
界
で
の
キ
ャ
リ
ア
駆
け
出
し
の
頃
に
、
こ
の
事
件
に
関
わ
っ
て

い
た
。最

高
裁
判
事
ポ
ッ
タ
ー
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
（
司
法
）
助
手
と
し
て
、
わ
た
し
は
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
外
に
取
り
つ
け
た
小
さ
な
装
置
に
よ

る
、
政
府
の
犯
罪
容
疑
者
の
電
子
的
捜
査
に
関
わ
る
事
件
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
容
疑
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
は
、「
憲
法

で
保
護
さ
れ
た
領
域
」
へ
の
物
理
的
な
侵
入
な
し
に
実
現
さ
れ
た
た
め
、
連
邦
政
府
は
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
例
を
も
と
に
、「
捜
索
」
や
「
押

収
・
拘
束
」
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
修
正
第
四
条
の
「
人
々
が
、
そ
の
人
、
家
、
書
類
、
お
よ
び
そ
の
関
連
物
に
お
い
て
、
不
合
理
な
捜
索
や

押
収
・
拘
束
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
権
利
」
は
ま
っ
た
く
適
用
さ
れ
な
い
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
た
。

最
初
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
例
を
覆
し
て
、
電
話
盗
聴
や
電
子
的
盗
聴
に
も
修
正
第
四
条
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
に
賛
成
す
る
票
は
四

票
し
か
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
、
当
時
二
六
歳
の
小
僧
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
た
し
が
、
そ
の
数
を
四
票
か
ら
七
票
に
変
え
る
に
あ
た
っ
て
、
多

少
な
り
と
も
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
―
―
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
に
判
事
七
人
の
多
数
意
見
と
し
て
正
式
に

採
用
さ
れ
た
「
修
正
第
四
条
は
場
所
で
は
な
く
人
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
」[3

8
9

U
S

a
t

3
5
1
]

と
い
う
議
論
に
多
少
な
り
と
も
貢
献
で
き

た
こ
と
も
誇
り
だ
。
こ
の
カ
ッ
ツ
対
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
判
決
で
、
最
高
裁
判
所
は
や
っ
と
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決
と
、
そ
れ
に
依
存
し
て
き

た
数
々
の
判
決
を
覆
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
現
代
生
活
に
お
け
る
電
子
的
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
考
え
た
場
合
、（
修
正
第
一
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条
の
）
言
論
の
自
由
保
護
の
目
的
と
同
様
に
（
修
正
第
四
条
の
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
目
的
か
ら
し
て
、
物
理
的
な
侵
入
が
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
個
人
の
機
密
の
電
話
通
信
を
侵
害
す
る
よ
う
な
行
為
は
す
べ
て
「
捜
索
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
も
の
だ
（
20
）。

カ
ッ
ツ
判
例
で
の
法
廷
は
、
タ
フ
ト
よ
り
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
に
従
っ
た
。
修
正
第
四
条
の
読
み
を
、
文
脈
が
変
わ
っ
た
中
で
修
正
条
項
の
筋

が
通
る
よ
う
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
七
九
一
年
の
起
草
者
た
ち
の
文
脈
で
は
、
所
有
地
へ
の
侵
入
か
ら
守
る
こ
と
で
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
へ
の
侵
入
を
守
る
有
効
な
保
護
に
な
っ
た
。
で
も
一
九
六
〇
年
代
の
カ
ッ
ツ
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
有
効
な
保
護
に
は
な
ら
な
い
。
一

九
六
〇
年
代
に
、
親
密
な
生
活
の
か
な
り
の
部
分
は
、
所
有
地
の
規
則
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
（
エ
ー
テ
ル
の
中
で
、
た
と
え
ば
Ａ
Ｔ

＆
Ｔ
の
電
話
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
）
行
な
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
所
有
地
や
所
有
物
に
ぶ
ら
下
げ
る
よ
う
な
仕
組
み
は
、

起
草
者
た
ち
が
意
図
し
た
水
準
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
っ
て
く
れ
な
い
。
カ
ッ
ツ
判
例
で
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
は
、
そ
れ
を
修
正
第
四

条
を
も
っ
と
直
接
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
補
お
う
と
し
た
。

そ
の
結
び
つ
き
は
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
期
待
」
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
の
書
き
方
で
は
、
核

と
な
る
価
値
は
「
場
所
で
は
な
く
人
々
の
」
保
護
（
21
）で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
核
と
な
る
技
法
と
は
、
人
々
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
期
待
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
人
々
を
保
護
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
人
々
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
合
理
的
に
期
待
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
政
府
は
修
正
第
四
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
空
間
に
侵
入
で
き
な
い
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
見
解
に
は
、
見
所
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
最
低
で
も
、
か
れ
が
変
化
し
た
状
況
の
中
で
憲
法
の
意
味
を
保
存
す
べ
く
、
各

種
ツ
ー
ル
を
動
員
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
賞
賛
す
べ
き
だ
―
―
あ
る
い
は
繰
り
返
す
が
、
か
れ
が
修
正
第
四
条
の
保
護
を
現
代
的
な

文
脈
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
。
同
時
に
疑
問
視
す
べ
き
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
（
22
）。

で
も
そ
う
い
う
疑
問
は
と
り
あ
え
ず
脇

に
お
い
て
、
問
題
の
中
で
あ
ま
り
異
論
の
な
い
特
徴
に
集
中
し
よ
う
。

ど
こ
で
一
線
を
引
く
か
は
む
ず
か
し
い
け
れ
ど
、
で
も
憲
法
起
草
者
た
ち
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
意
識
的
な
選
択
を
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行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
か
れ
ら
の
も
と
も
と
の
議
論
の
際
に
、
議
題
に
あ
が
ら
な

か
っ
た
論
点
で
は
な
い
し
、
か
れ
ら
が
こ
の
問
題
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
保
守
派
た
ち
が
中
絶

の
権
利
の
文
脈
で
文
句
を
言
う
た
ぐ
い
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
で
も
な
い
。
こ
れ
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
家
庭
と
い
う
「
聖
域
」
へ
の

国
家
の
侵
入
か
ら
自
由
で
あ
る
権
利
だ
。
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
国
家
強
制
の
脅
威
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
建
国
に
つ
な
が
る

運
動
の
中
心
だ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
昔
の
構
造
が
有
効
で
な
く
な
っ
た
文
脈
で
、
そ
の
選
択
を
有
効
に
し
よ
う
と

し
た
だ
け
だ
。

こ
う
し
た
翻
訳
は
、
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト
だ
。
も
と
も
と
選
ば
れ
た
価
値
観
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
文
脈
が
、
も
と
の
適
用
を

ど
の
よ
う
に
骨
抜
き
に
し
た
か
も
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
し
て
も
と
の
価
値
観
を
回
復
す
る
よ
う
な
読
み
方
も
、
そ
こ
そ
こ
自
明
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
う
し
た
判
決
の
多
く
は
、
あ
る
程
度
の
解
釈
上
の
勇
気
を
必
要
と
す
る
―
―
解
釈
上
の
実
践
を
変
え
て
ま
で
、
解
釈
上
の
忠
実
性
を

保
存
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
必
要
だ
。
で
も
、
手
段
は
い
さ
さ
か
不
体
裁
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
方
向
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
（
23
）。

こ
う
い
う
の
は
簡
単
な
ケ
ー
ス
だ
。
は
る
か
昔
の
価
値
観
を
未
来
へ
持
ち
込
も
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
価
値
観
を
一
つ
の
文
脈
か

ら
別
の
文
脈
へ
移
す
だ
け
の
場
合
、
話
は
も
っ
と
簡
単
に
な
る
。
ど
ん
な
価
値
観
を
保
存
し
た
い
の
か
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
別
の
文

脈
で
保
存
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
創
造
的
に
な
れ
ば
い
い
だ
け
だ
。

サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
そ
う
し
た
簡
単
な
ケ
ー
ス
は
た
く
さ
ん
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
法
廷
が
そ
れ
に
直
面
し
た
ら
、
法
廷
は
ブ
ラ
ン

デ
イ
ス
の
例
に
従
う
べ
き
だ
。
法
廷
は
翻
訳
す
べ
き
だ
し
、
最
高
裁
に
も
そ
う
す
る
よ
う
プ
ッ
シ
ュ
す
べ
き
だ
。
も
と
も
と
の
権
利
を
無
化

す
る
よ
う
に
状
況
が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
法
廷
は
そ
の
権
利
を
回
復
す
る
よ
う
な
憲
法
の
読
み
を
採
用
す
べ
き
だ
。

で
も
、
一
部
の
ケ
ー
ス
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
。
と
き
に
は
、
翻
訳
と
い
う
手
が
使
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
と
き
に
は
、
そ
の
翻
訳

が
追
い
か
け
る
価
値
は
、
わ
れ
わ
れ
が
も
は
や
保
存
し
た
い
と
思
わ
な
い
権
利
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
と
き
ど
き
、
翻
訳
が
選
ぶ
の
が
ど

ん
な
価
値
観
な
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
章
の
ワ
ー
ム
で
の
、
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
に
つ
い
て
の
話
で
出
て
き
た
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問
題
だ
っ
た
。
文
脈
を
変
え
る
と
、
も
と
の
文
脈
で
隠
さ
れ
て
い
た
あ
い
ま
い
さ
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
き
が
あ
る
。
そ
の
と
き
は
、
二
つ
の

価
値
観
の
間
で
選
択
を
行
な
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
も
、
も
と
の
価
値
観
に
は
反
し
な
い
と
い
え
る
。
ど
ち
ら
も
正
し
い
と

い
え
る
以
上
、
も
と
の
文
脈
（
そ
れ
が
現
代
だ
ろ
う
と
二
〇
〇
年
前
で
あ
ろ
う
と
）
が
判
決
を
決
め
る
と
は
い
え
な
い
。

ト
ラ
イ
ブ
教
授
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
律
に
関
す
る
草
分
け
的
な
記
事
「
サ
イ
バ
ー
空
間
の
憲
法
」
（
24
）で

、
一
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ト
ラ

イ
ブ
は
憲
法
を
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
点
で
中
立
的
」
に
す
る
よ
う
な
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
憲
法
の
読
み
方
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
目

的
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
変
化
は
憲
法
の
意
味
を
変
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ
う
な
読
み
方
（
あ
る
い
は
修
正

す
ら
）
を
採
用
す
る
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
、
も
と
の
価
値
観
を
保
存
す
る
よ
う
な
憲
法
の
読
み
を
採
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
サ

イ
バ
ー
空
間
を
相
手
に
す
る
と
き
、
裁
判
官
は
翻
訳
者
に
な
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
ち
が
い
は
、
こ
と
ば
の
ち
が
い
だ
。

そ
し
て
目
標
は
、
あ
る
世
界
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
か
ら
別
の
世
界
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
と
移
る
中
で
意
味
を
保
存
す
る
よ
う
な
憲
法
の
読
み
方

を
見
つ
け
る
こ
と
だ
（
25
）。

こ
れ
が
翻
訳
と
し
て
の
忠
実
性
だ
。
こ
の
種
の
翻
訳
は
、
す
で
に
言
わ
れ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
き
た
だ
け
に
聞
こ
え
る
。
そ
の
行

動
の
持
つ
創
造
的
な
部
分
を
隠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
礼
儀
正
し
い
と
い
う
か
、
敬
意
に
満
ち
た
服
従
を
偽
装
す
る
。
憲
法
を
こ
の

よ
う
に
読
む
こ
と
は
、
だ
い
じ
な
政
治
的
決
断
は
も
う
行
な
わ
れ
て
い
て
、
あ
と
必
要
な
の
は
技
術
的
な
細
か
い
調
整
だ
け
だ
、
と
主
張
す

る
。
ピ
ア
ノ
が
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
か
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
移
動
し
た
と
き
に
も
、
調
律
を
し
っ
か
り
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
狙
い
だ
。

で
も
続
い
て
ト
ラ
イ
ブ
は
、
こ
の
手
法
が
空
疎
に
思
え
る
よ
う
な
例
を
提
出
す
る
。
問
題
は
、
修
正
第
六
条
の
対
面
条
項
の
意
味
に
つ
い

て
だ
。
対
面
条
項
と
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
被
告
の
「
自
分
に
不
利
な
証
人
と
対
面
す
る
」
権
利
だ
。
こ
の
条
項
は
今
日
、
ど
の
よ
う
に

読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
？

ト
ラ
イ
ブ
の
議
論
で
は
、
憲
法
起
草
時
に
は
対
面
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
単
純
だ
っ
た
―
―
対
面
は
必
ず
双
方
向
だ
。
も
し
証
人
が
被
告
に

対
面
し
た
ら
、
被
告
は
必
然
的
に
証
人
に
対
面
す
る
。
こ
れ
は
当
時
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
生
じ
る
必
然
だ
。
で
も
今
日
で
は
、
一
方
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向
の
対
面
が
可
能
だ
―
―
証
人
は
被
告
に
対
面
す
る
け
れ
ど
、
被
告
は
証
人
に
対
面
す
る
必
要
は
な
い
。
す
る
と
問
題
は
、
こ
の
対
面
条
項

は
、
一
方
向
の
対
面
を
要
求
す
る
の
か
双
方
向
の
対
面
を
要
求
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
（
26
）。

ト
ラ
イ
ブ
の
、
当
時
の
技
術
水
準
の
話
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
正
し
い
と
し
よ
う
。
そ
し
て
憲
法
起
草
者
た
ち
が
理
解
し
て
い
た

の
は
、
そ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
許
容
す
る
範
囲
で
の
対
面
条
項
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
認
め
よ
う
。
本
当
の
問
題
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
く

る
。
い
ま
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
二
種
類
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
―
―
一
方
向
対
面
か
、
双
方
向
対
面
か
―
―
憲
法
が
要
求
し
て
い
る
の

は
ど
っ
ち
だ
？

一
九
九
〇
年
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
対
ク
レ
イ
グ
裁
判
に
お
け
る
判
断
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
憲
法
は
、
一
方
向
の
対
面
し
か
要
求
し
て

い
な
い
。
一
方
向
の
対
面
し
か
認
め
な
い
対
面
条
項
の
仕
組
み
は
、
少
な
く
と
も
双
方
向
対
面
を
必
要
と
し
な
い
強
い
利
害
が
あ
る
と
き
に

は
、
も
と
の
条
項
の
翻
訳
と
し
て
正
当
な
も
の
だ
（
27
）。

政
治
的
な
選
択
と
し
て
な
ら
、
わ
た
し
は
こ
の
答
え
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
根
拠
が
見
え
な
い
。
こ
れ
は
起
草
者
た
ち
が
決

定
し
な
か
っ
た
問
題
で
、
も
し
か
れ
ら
に
こ
れ
を
提
示
し
た
ら
、
た
ぶ
ん
か
れ
ら
も
意
見
が
わ
か
れ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
。
一
七
九
一
年

の
技
術
で
は
、
一
方
向
対
面
と
双
方
向
対
面
で
白
黒
つ
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
価
値
観
の
対
立
を
考
え
る
と
、
か
れ

ら
が
ど
う
決
断
を
く
だ
し
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
起
草
者
た
ち
が
あ
っ
さ
り
答
え
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
物
言
い
は
、
ち
ょ
っ
と
誤
解
を
招
く
。
起
草
者
た
ち
は
こ
こ
で
は
答
え
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
な
い
し
、
わ
た
し
の
見
る
限
り
、
か

れ
ら
の
発
言
か
ら
は
な
ん
の
答
え
も
得
ら
れ
な
い
。

第
二
章
の
ワ
ー
ム
と
同
じ
よ
う
に
、
対
面
条
項
は
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
あ
ら
わ
に
す
る
（
28
）。

サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
憲
法
は
、
こ
う
し
た
隠

れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
た
く
さ
ん
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
選
択
の
余
地
を
与
え
て
く
れ
る
。
ど
う
進
む

べ
き
だ
ろ
う
か
？
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選
択
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
決
断
が
求
め
ら
れ
る
の
が
大
惨
事
と
い
う
こ
と
も
な
い
―
―
た
だ
し
そ
れ
は
、
選
択
能
力
が
あ
れ
ば
の

話
。
で
も
、
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
問
題
の
核
心
が
あ
る
。
第
四
部
で
も
っ
と
詳
し
く
論
じ
る
け
れ
ど
、
ア
メ
リ
カ
法
廷
の
今
の

態
度
と
、
今
の
法
曹
文
化
一
般
を
見
る
限
り
、
憲
法
上
の
選
択
は
高
く
つ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
選
択
を
す
る
の
が
へ
た
く
そ
だ
し
、

す
ぐ
に
上
手
に
な
る
見
込
み
も
な
さ
そ
う
だ
。

ど
う
進
め
ば
い
い
か
に
つ
い
て
答
え
が
な
け
れ
ば
―
―
翻
訳
が
未
回
答
の
質
問
を
残
す
場
合
に
は
―
―
憲
法
上
の
実
践
と
し
て
二
種
類

の
対
応
が
あ
る
。
最
初
の
対
応
は
、
受
動
的
だ
。
法
廷
は
単
に
、
立
法
府
に
好
き
な
よ
う
に
決
め
さ
せ
る
。
こ
れ
は
修
正
第
一
四
条
の
件
で
、

ス
カ
リ
ア
判
事
が
く
だ
し
た
対
応
だ
。
起
草
者
た
ち
に
と
っ
て
「
議
論
不
可
能
だ
っ
た
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法
は
何
も
言
わ
な
い
（
29
）。

こ

の
場
合
、
憲
法
の
価
値
観
上
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
決
断
し
、
し
た
が
っ
て
憲
法
が
こ
の
先
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
続
け
る
か
決
定
で
き

る
の
は
、
立
法
府
だ
け
だ
。

二
番
目
の
対
応
は
、
も
っ
と
能
動
的
だ
。
法
廷
は
起
草
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
憲
法
上
の
価
値
を
説
明
す
る
方
法
を
見
つ
け
る
。
法
廷

は
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
価
値
観
に
つ
い
て
の
会
話
を
引
き
起
こ
す
の
を
手
伝
う
―
―
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
自
分
た
ち
の
声
を
そ
の
会

話
に
加
え
る
―
―
そ
し
て
議
論
を
集
中
さ
せ
て
、
最
終
的
に
ど
こ
か
で
解
決
を
見
る
よ
う
に
す
る
。
最
初
の
対
応
は
、
何
も
し
な
い
や
り
方

だ
。
二
番
目
は
、
憲
法
的
価
値
観
に
つ
い
て
の
対
話
を
喚
起
し
て
、
新
し
い
問
題
に
取
り
組
ん
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
や
り
方
だ
（
30
）。

サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
怖
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
最
初
の
や
り
方
で
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
―
―
憲
法
上
の
価
値
を

提
示
す
る
上
で
一
番
責
任
の
あ
る
機
関
は
、
一
歩
退
い
て
傍
観
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
間
に
憲
法
上
の
重
要
性
を
持
つ
問
題
が
立
法
府
に

決
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
憲
法
上
の
価
値
を
提
示
す
る
の
に
一
番
責
任
の
あ
る
機
関
は
、
今
日
で
は
法
廷
だ
。
わ
た
し
の
感
覚

で
は
、
法
廷
は
サ
イ
バ
ー
空
間
が
提
起
し
た
問
題
が
新
し
い
問
題
だ
と
感
じ
て
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
の
残
り
で
論
じ
る
）、
だ
か
ら
傍
観

す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
新
し
さ
の
た
め
に
、
そ
れ
は
何
か
政
治
的
な
問
題
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
し
て
問
題
が
政
治
が
か
っ
た
感
じ
の
と
き

に
は
、
法
廷
は
そ
の
解
決
を
せ
ず
に
退
く
の
が
常
だ
。
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な
ぜ
こ
れ
が
怖
い
か
と
い
う
と
、
別
に
立
法
府
が
怖
い
か
ら
で
は
な
く
、
今
日
で
は
立
法
府
に
お
け
る
憲
法
上
の
議
論
と
い
う
の
は
、
実

に
薄
っ
ぺ
ら
い
議
論
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
哲
学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
、
法
廷
が
憲
法
上
の
価
値
の
提
示
に
あ
ま
り
に
核
心

的
な
役
割
を
果
た
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
立
法
府
は
も
う
そ
の
仕
事
を
し
な
く
な
っ
た
の
だ
、
と
論
じ
て
い
る
（
31
）。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
が
正
し
い
か

ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
今
の
国
会
の
憲
法
上
の
議
論
と
い
う
の
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
提
示
す
る
憲
法

上
の
価
値
の
問
題
に
取
り
組
む
の
に
必
要
な
水
準
か
ら
見
て
、
あ
ま
り
に
低
い
レ
ベ
ル
に
し
か
な
い
。

こ
う
い
う
議
論
の
薄
っ
ぺ
ら
さ
を
越
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
現
代
は
、
憲
法
上
の
思
考
が
あ
ま
り
に
長

い
こ
と
弁
護
士
や
裁
判
官
の
領
域
で
あ
っ
た
時
代
だ
。
だ
い
じ
な
問
題
に
は
す
べ
て
答
え
が
出
て
い
て
、
あ
と
は
そ
れ
を
現
代
に
翻
訳
す
る

だ
け
で
い
い
と
い
う
よ
う
な
論
法
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
答
え
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
と
き
に

は
、
ど
う
進
ん
で
い
い
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
世
界
中
の
国
々
が
、
憲
法
上
の
価
値
を
表
現
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
世
界

最
古
の
成
文
憲
法
の
伝
統
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
は
、
憲
法
上
の
価
値
を
理
解
し
、
提
示
し
、
決
定
す
る
と
い
う
習
慣
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
。

こ
の
問
題
に
は
第
一
七
章
で
戻
っ
て
こ
よ
う
。
今
の
と
こ
ろ
の
論
点
は
単
に
状
況
を
描
き
出
す
だ
け
だ
。
翻
訳
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の

提
示
す
る
選
択
に
対
応
す
る
手
段
の
一
つ
だ
。
文
脈
を
越
え
て
同
じ
も
の
を
見
つ
け
る
方
法
の
一
つ
だ
。
で
も
こ
の
先
の
四
つ
の
応
用
分
野

で
、
わ
た
し
は
以
下
の
問
題
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
す
る
。
過
去
だ
け
で
十
分
な
の
か
？

憲
法
起
草
者
た
ち
が
考
慮
し
な
か
っ
た
問
題
は

な
い
か
？

わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
選
択
は
あ
る
の
か
（
32
）？
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第
一
〇
章

知
的
財
産

ハ
ロ
ル
ド
・
リ
ー
ブ
ス
は
、
わ
た
し
の
研
究
助
手
の
中
で
最
高
の
一
人
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
に
つ
い
て
教
え
た
最
初
の
講
義
を

作
る
と
き
に
、
一
緒
に
作
業
を
し
て
く
れ
た
男
だ
。
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
二
年
目
の
初
期
、
か
れ
は
学
生
コ
メ
ン
ト
―
―
法
律
レ

ビ
ュ
ー
誌
に
掲
載
さ
れ
る
学
生
論
文
―
―
用
の
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
き
た
（
1
）。

テ
ー
マ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
不
法
侵
入
法
だ
―
―
実
空

間
で
不
法
侵
入
法
が
守
っ
て
い
る
よ
う
な
侵
入
に
対
し
て
、
法
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
空
間
所
有
者
を
守
る
べ
き
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
？

か
れ
の
最
初
の
ア
イ
デ
ア
は
単
純
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
不
法
侵
入
法
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
2
）。

法
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
空
間

「
所
有
者
」
に
対
し
、
侵
入
に
つ
い
て
な
ん
の
保
護
も
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
所
有
者
た
ち
は
自
分
で
自
分
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

リ
ー
ブ
ス
の
ア
イ
デ
ア
は
ち
ょ
っ
と
イ
カ
レ
て
い
た
し
、
最
終
的
に
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
（
3
）。

で
も
そ
こ
に
は
き
わ
め

て
天
才
的
な
洞
察
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
法
律
を
考
え
る
う
え
で
の
中
心
と
な
る
べ
き
だ
。

こ
の
ア
イ
デ
ア
と
は
―
―
リ
ー
ブ
ス
が
書
い
た
も
の
よ
り
ず
っ
と
手
短
で
、
粗
雑
で
は
あ
る
け
れ
ど
―
―
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
法
律
が
問

い
か
け
る
べ
き
問
題
と
い
う
の
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
所
有
物
の
利
害
保
護
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
一
番
効
率
の
よ
い
も
の
を
も
た

ら
す
の
は
ど
ん
な
手
段
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
二
種
類
の
保
護
が
あ
り
得
る
。
最
初
は
、
伝
統
的
な
法
の
保
護
だ
―
―
法
は
他
人
が
入
っ
て

は
な
ら
な
い
空
間
を
定
義
し
て
、
そ
れ
で
も
入
る
人
は
法
が
処
罰
す
る
。
も
う
一
つ
の
保
護
は
柵
だ
。
技
術
的
な
装
置
（
コ
ー
ド
の
か
け
ら
）

で
（
ほ
か
に
も
目
的
は
あ
る
が
）
望
ま
れ
な
い
人
が
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
。
実
空
間
で
は
も
ち
ろ
ん
、
両
方
が
あ
る
―
―
法
と
、
法
を
補

う
柵
が
。
柵
と
法
の
最
適
な
ミ
ッ
ク
ス
が
あ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ど
っ
ち
も
お
金
が
か
か
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
た
ら
す
見
返
り
は
必

ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
社
会
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
最
低
の
コ
ス
ト
で
最
大
の
保
護
を
も
た
ら
す
ミ
ッ
ク
ス
が
ほ
し
い
わ
け
だ
（
経
済
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学
用
語
で
言
え
ば
、
追
加
の
保
護
単
位
の
限
界
費
用
が
限
界
便
益
と
等
し
く
な
る
よ
う
な
ミ
ッ
ク
ス
が
ほ
し
い
わ
け
だ
）。

こ
の
実
空
間
で
の
ア
イ
デ
ア
の
意
味
と
い
う
の
は
、
と
き
に
は
保
護
の
コ
ス
ト
負
担
を
国
よ
り
も
市
民
に
負
わ
せ
る
ほ
う
が
筋
が
通
っ
て

い
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
も
し
あ
る
お
百
姓
さ
ん
が
、
農
場
の
離
れ
た
場
所
に
価
値
の
高
い
種
子
を
保
存
し
て
お
き

た
け
れ
ば
、
警
察
が
そ
こ
を
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
回
数
を
増
や
さ
せ
た
り
、
捕
ま
え
た
泥
棒
の
刑
罰
を
増
す
よ
り
も
、
種
子
を
囲
っ
て
お
く
柵

の
コ
ス
ト
を
そ
の
お
百
姓
さ
ん
自
身
が
負
担
す
る
ほ
う
が
い
い
わ
け
だ
。
す
る
と
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
人
の
保
護
と
国
の
保
護
の
、

費
用
と
便
益
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
に
な
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
に
つ
い
て
の
リ
ー
ブ
ス
の
洞
察
も
同
じ
論
法
を
た
ど
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
内
の
空
間
の
最
適
な
保
護
は
、
公
的
な
法
律
と

私
的
な
柵
の
ミ
ッ
ク
ス
で
得
ら
れ
る
。
こ
の
ミ
ッ
ク
ス
を
決
定
す
る
た
め
に
尋
ね
る
べ
き
質
問
と
は
、
ど
の
保
護
が
限
界
的
に
コ
ス
ト
が
低

い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
リ
ー
ブ
ス
は
、
こ
の
文
脈
で
は
法
の
コ
ス
ト
は
き
わ
め
て
高
い
と
論
じ
る
―
―
一
部
は
、
そ
れ
を
強
制
す
る
た
め

の
コ
ス
ト
も
あ
る
し
、
も
う
一
つ
は
、
法
と
し
て
サ
イ
バ
ー
空
間
の
適
切
な
利
用
と
不
適
切
な
利
用
を
区
別
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
空
間
を
「
利
用
」
し
よ
う
と
す
る
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
は
た
く
さ
ん
い
る
。
検
索
エ
ン
ジ
ン
用
に
デ
ー
タ

を
集
め
る
ウ
ェ
ブ
ス
パ
イ
ダ
ー
（
ロ
ボ
ッ
ト
）
。
ネ
ッ
ト
上
を
何
か
お
も
し
ろ
い
も
の
を
探
し
て
回
る
ブ
ラ
ウ
ザ
。
ハ
ッ
カ
ー
（
良
い
ほ
う
）

は
、
空
間
の
鍵
を
調
べ
て
、
鍵
が
ち
ゃ
ん
と
か
か
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
。
ハ
ッ
カ
ー
（
悪
い
ほ
う
）
は
侵
入
し
て
盗
も
う
と
し
て
い
る
。

法
と
し
て
事
前
に
、
ど
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
空
間
を
適
切
に
利
用
し
て
い
て
、
そ
う
で
な
い
の
は
ど
れ
か
を
判
断
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

適
切
か
ど
う
か
は
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
個
人
の
意
図
に
か
か
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
リ
ー
ブ
ス
の
発
想
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
「
所
有
者
」
の
意
図
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
し
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
柵
は
、
そ
の
意

図
を
反
映
す
る
よ
う
に
安
上
が
り
に
作
れ
る
の
で
、
所
有
者
に
望
む
形
の
ア
ク
セ
ス
を
定
義
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
の
が
一
番

い
い
。
ブ
ラ
ウ
ズ
す
る
権
利
が
常
態
で
あ
る
べ
き
で
、
ド
ア
に
鍵
を
か
け
る
義
務
は
、
所
有
者
が
負
う
べ
き
だ
（
4
）。

さ
て
、
リ
ー
ブ
ス
の
議
論
は
と
り
あ
え
ず
お
い
と
い
て
、
一
見
ま
っ
た
く
ち
が
う
話
の
よ
う
で
、
実
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
発
想
の
も
の
を
考
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え
て
ほ
し
い
。「
窃
盗
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

•
う
ち
の
裏
に
は
、
た
き
ぎ
の
山
が
あ
る
。
誰
も
そ
れ
を
盗
ま
な
い
。
も
し
自
転
車
を
一
晩
外
に
出
し
て
お
い
た
ら
、
朝
に
は
消
え
て

い
る
。

•

友
人
の
話
で
は
、
お
気
に
入
り
の
ビ
ー
チ
タ
ウ
ン
は
、
昔
は
花
を
植
え
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
―
―
す
ぐ
に
摘
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

で
も
、
か
れ
が
誇
ら
し
げ
に
報
告
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
長
い
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
精
神
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
結
果
、
花
は
も
う

摘
ま
れ
な
く
な
っ
た
。

•

自
動
車
、
飛
行
機
、
船
舶
の
盗
難
に
つ
い
て
は
特
別
な
法
律
が
あ
る
。
高
層
ビ
ル
の
盗
難
に
つ
い
て
は
特
に
法
律
は
な
い
。
自
動
車

や
飛
行
機
、
船
舶
は
保
護
が
い
る
。
高
層
ビ
ル
は
、
お
お
む
ね
自
分
で
面
倒
を
見
ら
れ
る
。

財
産
を
守
る
も
の
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
―
―
そ
し
て
守
り
方
も
ち
が
う
。
た
き
ぎ
を
守
る
の
は
市
場
だ
（
わ
ざ
わ
ざ
盗
む
よ
り
買
っ
て
き

た
ほ
う
が
安
上
が
り
）。
市
場
は
わ
た
し
の
自
転
車
に
は
特
別
な
脅
威
と
な
る
（
持
っ
て
い
け
ば
す
ぐ
に
売
れ
る
）。
と
き
に
は
規
範
が
公
園

の
花
を
守
る
。
守
ら
な
い
と
き
も
あ
る
。
自
然
は
と
き
に
、
泥
棒
に
協
力
す
る
し
（
車
や
飛
行
機
、
船
舶
）、
と
き
に
は
そ
の
邪
魔
を
す
る

（
高
層
ビ
ル
）。

こ
の
保
護
は
固
定
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
自
転
車
に
鍵
を
か
け
れ
ば
、
実
空
間
コ
ー
ド
を
使
っ
て
盗
む
の
を
む
ず
か
し
く
で
き
る
。
た

き
ぎ
不
足
に
な
っ
た
ら
、
需
要
が
増
え
て
保
護
す
る
の
が
む
ず
か
し
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
都
市
美
化
運
動
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
花
盗

人
を
止
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
か
特
徴
の
あ
る
花
を
選
ぶ
こ
と
で
止
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
度
な
鍵
を
使
っ
て
、
盗
難
車
が
使
い

物
に
な
ら
な
い
よ
う
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
度
な
銀
行
詐
欺
で
、
高
層
ビ
ル
が
盗
め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
、

保
護
と
い
う
の
は
所
与
の
も
の
で
は
な
い
し
、
変
化
し
な
い
も
の
で
も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
っ
て
、
そ
の
様
式
も
ち
が
っ
て
い
る
わ

237



け
だ
。

財
産
は
、
法
や
規
範
、
実
空
間
コ
ー
ド
が
も
た
ら
す
ち
が
っ
た
保
護
の
合
計
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
七
章
で
の
論
点
の

応
用
に
す
ぎ
な
い
。
国
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
ほ
か
の
モ
ー
ド
が
財
産
を
保
護
し
き
れ
な
い
と
き
に
だ
け
法
律
が
必
要
だ
。
市
民
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
法
や
規
範
だ
け
で
は
保
護
が
不
十
分
な
と
き
に
実
空
間
コ
ー
ド
（
た
と
え
ば
鍵
）
が
い
る
。
財
産
が
ど
う
保
護
さ
れ
て
い
る
か

を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
異
な
る
保
護
が
ど
の
よ
う
に
あ
わ
さ
っ
て
機
能
す
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
だ
。

リ
ー
ブ
ス
の
発
想
と
、
た
き
ぎ
や
高
層
ビ
ル
に
つ
い
て
の
今
の
考
察
は
、
法
が
「
財
産
」
を
保
護
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
示
し
て
い
る

し
、
法
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
が
ど
ん
な
財
産
か
と
い
う
幅
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
判
事
を
は
じ

め
、
多
く
の
人
が
尋
ね
た
質
問
を
招
く
も
の
で
も
あ
る
。
法
は
あ
る
種
の
財
産
―
―
特
に
知
的
財
産
―
―
を
そ
も
そ
も
保
護
し
た
り
す
べ
き

な
の
か
（
5
）、

と
。

法
が
守
れ
る
財
産
の
中
で
、
こ
の
章
で
焦
点
を
あ
て
る
の
は
著
作
権
で
守
ら
れ
る
財
産
だ
け
だ
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
の
中
で
、
こ
の

種
類
の
も
の
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
も
た
ら
す
変
化
に
対
し
、
一
番
弱
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
知
的
財
産
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
保
護
で
き

な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
描
い
て
き
た
考
え
方
か
ら
、
な
ぜ
そ
う
言
わ
れ
る
の
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ

が
そ
の
発
想
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
も
じ
き
に
見
る
。

著
作
権
の
終
焉
を
告
げ
る
各
種
の
報
告
に
つ
い
て

大
雑
把
に
言
え
ば
、
著
作
権
は
著
作
権
保
持
者
に
、
そ
の
権
利
対
象
の
複
製
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
与
え
る
も
の
だ
（
6
）。

わ
た
し
は

こ
の
本
の
著
作
権
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
く
つ
か
重
要
な
例
外
は
あ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
こ
の
本
を
わ
た
し
の
許
可
な
し
に
複
製

し
ち
ゃ
い
け
な
い
。
こ
の
権
利
は
、
法
（
や
規
範
）
が
支
持
す
る
範
囲
で
守
ら
れ
て
い
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
複
製
し
や
す
く
す
る
範
囲
で
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脅
か
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
一
定
に
し
て
法
を
強
め
れ
ば
、
権
利
は
強
く
な
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
強
く
し
て
、
法
を
一
定
に
保

て
ば
、
権
利
は
弱
く
な
る
。

こ
の
意
味
で
、
著
作
権
は
常
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
。
印
刷
術
以
前
に
は
、
著
者
の
著
作
権
を
守
る
必
要
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
。
複
製
は
き
わ
め
て
高
価
だ
っ
た
か
ら
、
自
然
そ
の
も
の
が
そ
の
権
利
を
保
護
し
て
く
れ
て
い
た
。
で
も
複
製
の
コ
ス
ト
が
下
が
る

に
つ
れ
て
、
著
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
す
る
脅
威
も
増
え
た
。
世
代
ご
と
に
、
前
の
世
代
よ
り
も
優
れ
た
技
術
を
も
た
ら
し
た
た
め
に
、

著
作
権
保
持
者
が
自
分
の
知
的
財
産
を
守
る
能
力
も
弱
ま
っ
た
。

最
近
ま
で
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
す
る
法
の
対
応
は
細
切
れ
で
ゆ
っ
く
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。
音
声
を
録
音
再
生
す
る
技
術
が
前
世
紀
初

め
に
登
場
す
る
と
、
作
曲
家
は
脅
威
を
受
け
た
。
法
は
作
曲
家
た
ち
に
、
録
音
か
ら
儲
け
る
た
め
の
新
し
い
が
限
ら
れ
た
権
利
を
与
え
た
。

ラ
ジ
オ
が
音
楽
放
送
を
始
め
る
と
、
作
曲
家
は
作
品
の
興
業
に
つ
い
て
補
償
を
受
け
る
が
録
音
の
「
上
演
」
で
は
補
償
を
受
け
ら
れ
な
い
と

さ
れ
た
。
議
会
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
是
正
し
な
い
こ
と
に
し
た
の
だ
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
が
テ
レ
ビ
放
送
の
再
放
送
を
開
始
し
た
ら
、

も
と
の
放
送
の
著
作
権
保
持
者
は
自
分
た
ち
の
作
品
が
補
償
な
し
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
文
句
を
言
っ
た
。
議
会
は
著
作
権
者
に
対
し
、
再

放
送
か
ら
利
益
を
得
る
新
し
い
が
限
ら
れ
た
権
利
を
与
え
た
。
ビ
デ
オ
が
電
波
か
ら
著
作
権
コ
ン
テ
ン
ツ
を
録
画
し
や
す
く
し
た
ら
、
著
作

権
保
持
者
は
「
海
賊
行
為
だ
」
と
叫
ん
だ
。
議
会
は
そ
の
苦
情
は
聞
か
な
い
こ
と
に
し
た
。
議
会
は
、
技
術
の
変
化
に
対
応
し
て
新
し
い
権

利
を
作
っ
た
り
作
ら
な
か
っ
た
り
す
る
。
で
も
歴
史
を
通
じ
て
、
新
技
術
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
文
化
の
伝
搬
を
容
易
に
し
た
。

　こ
れ
と
並
行
し
て
著
作
権
材
料
に
関
す
る
規
範
も
発
達
し
た
。
だ
が
こ
う
し
た
規
範
の
唯
一
の
決
定
的
特
徴
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
消
費
者
は
自
分
が
合
法
的
に
所
有
し
た
著
作
権
材
料
に
つ
い
て
は
、
好
き
勝
手
に
何
を
し
よ
う
と
も
著
作

権
法
の
世
話
に
は
な
ら
な
か
っ
た
、
と
。
こ
の
規
範
は
一
九
〇
九
年
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
定
義
と
し
て
事
実
だ
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
法
は

「
複
製
」
を
規
制
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
消
費
者
が
著
作
権
材
料
に
何
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
著
作
権
の
独
占
権
に
は
ま
っ
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た
く
引
っ
か
か
ら
な
か
っ
た
。
一
九
〇
九
年
以
降
、
法
は
厳
密
に
い
え
ば
「
複
製
」
を
規
制
し
た
が
、
複
製
を
作
る
技
術
は
広
く
普
及
し
た
。

コ
ピ
ー
機
を
め
ぐ
っ
て
は
い
さ
さ
か
闘
争
が
あ
っ
て
、
多
少
の
改
革
を
や
む
な
く
し
た
が
（
7
）、

著
作
権
法
が
消
費
者
と
本
当
に
対
立
し
た
初
め

て
の
例
は
、
録
音
音
楽
を
複
製
し
や
す
く
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
コ
ピ
ー
の
一
部
は
「
ミ
ッ
ク
ス
テ
ー
プ
」
を
作
る
た

め
の
も
の
で
、
一
部
は
単
に
も
と
の
録
音
を
買
わ
な
く
て
す
む
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
。
何
年
に
も
わ
た
る
論
争
の
後
で
、
議
会
は
家
庭

の
テ
ー
プ
録
音
を
禁
止
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
む
し
ろ
オ
ー
デ
ィ
オ
家
庭
録
音
法
の
中
で
、
議
会
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
、
そ
う
し
た
消
費

者
活
動
に
つ
い
て
は
著
作
権
を
適
用
し
な
い
と
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
法
的
に
は
著
作
権
材
料
で
好
き
な
こ
と
を
を
や
っ
て
い

い
の
だ
と
い
う
消
費
者
の
規
範
を
強
化
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
消
費
者
の
手
の
届
く
技
術
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、

著
作
権
に
引
っ
か
か
ら
な
い
（
た
と
え
ば
本
を
古
本
屋
に
売
る
）
か
、
引
っ
か
か
っ
て
も
そ
れ
を
保
護
す
る
よ
う
に
法
が
改
定
さ
れ
た
（
た

と
え
ば
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
）。

こ
う
し
た
法
の
段
階
的
な
変
化
と
、
法
は
お
お
む
ね
消
費
者
に
は
お
よ
ば
な
い
と
い
う
現
実
的
な
規
範
と
の
背
景
の
中
で
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
変
化
は
か
な
り
の
衝
撃
と
な
っ
た
。
ま
ず
技
術
面
か
ら
す
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
ア
ナ
ロ
グ
技
術
と
ち
が
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品

の
完
璧
な
複
製
を
可
能
に
し
た
。
だ
か
ら
複
製
か
ら
の
収
益
は
大
き
く
な
っ
た
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
た
技
術
面
か
ら
見
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
コ
ン
テ
ン
ツ
が
自
由
に
（
そ
し
て
実
質
的
に
匿
名
で
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
配
信
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
し

た
が
っ
て
複
製
の
入
手
も
容
易
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
第
三
に
規
範
の
面
か
ら
す
る
と
、「
自
分
の
コ
ン
テ
ン
ツ
」
で
何
を
し
て
も
い
い
と
い

う
規
範
を
内
面
化
し
た
消
費
者
た
ち
は
、
こ
の
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
「
自
分
の
コ
ン
テ
ン
ツ
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
広
く

提
供
し
た
。
ナ
ッ
プ
ス
タ
ー
の
よ
う
な
企
業
が
こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
を
煽
っ
た
が
、
そ
う
し
た
行
為
は
ナ
ッ
プ
ス
タ
ー
以
前
に
も
以
後
に
も

存
在
し
た
。
そ
し
て
第
四
に
、
法
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
基
本
技
術
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
共
有
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

ン
ツ
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
誰
が
共
有
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
何
も
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
大
量
の
コ
ン
テ
ン
ツ

「
共
有
」
を
止
め
る
の
に
法
が
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
五
番
目
に
、
そ
し
て
著
作
権
保
持
者
の
観
点
か
ら
す
る
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と
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
と
っ
て
究
極
の
嵐
と
な
っ
た
。
著
作
権
コ
ン
テ
ン
ツ
の
「
複

製
」
流
通
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
お
金
を
儲
け
て
い
る
人
々
で
あ
る
か
れ
ら
が
、
な
ぜ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
大
き
な
脅
威
と
見
な
し

た
か
は
す
ぐ
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

き
わ
め
て
急
速
に
、
そ
し
て
か
な
り
初
期
の
段
階
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
は
こ
の
脅
威
に
対
応
し
た
。
最
初
の
防
御
は
、
も
っ
と
厳
し
い

規
制
制
度
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
サ
イ
バ
ー
空
間
評
論
家
た
ち
が
何
を
予
測
し
よ
う
と
も
、
著
作
権
法
の
死
を
認
め
た
い
人
ば
か
り
で
は
な

い
か
ら
だ
。
知
的
財
産
弁
護
士
や
利
益
団
体
は
か
な
り
初
期
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
確
実
に
消
す
と
思
わ
れ
た
知
的
財
産
の
保
護
を
法
が
提

供
し
ろ
と
要
求
し
た
の
だ
っ
た
。

法
が
救
い
に

こ
の
圧
力
に
対
す
る
最
初
の
対
応
は
、
商
務
省
が
一
九
九
五
年
に
発
表
し
た
白
書
だ
っ
た
。
こ
の
白
書
で
概
説
さ
れ
た
各
種
の
改
正
は
、

知
的
財
産
法
に
お
け
る
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の
だ
、
と
そ
れ
は
自
称
し
て
い
た
。「
知
的
財
産
と
全
米
情
報
基
盤
」
と
題
さ

れ
た
こ
の
報
告
は
、
既
存
の
知
的
所
有
権
法
を
誰
に
で
も
わ
か
る
こ
と
ば
で
語
り
な
お
し
て
、
ネ
ッ
ト
が
も
た
ら
す
変
化
に
対
し
、
法
が
ど

う
変
更
さ
れ
る
べ
き
か
、
提
言
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
で
も
、
学
者
た
ち
が
す
ぐ
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
前
半
部
分
は
ろ

く
で
も
な
い
代
物
だ
っ
た
（
8
）。

こ
の
報
告
の
既
存
法
の
「
語
り
な
お
し
」
と
称
す
る
も
の
は
、
ソ
連
の
歴
史
家
が
ス
タ
ー
リ
ン
政
権
の
物
語
を

「
語
り
な
お
す
」
の
に
負
け
な
い
く
ら
い
ひ
ど
い
も
の
だ
っ
た
。
語
り
な
お
し
は
明
ら
か
に
歪
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
も
明
確
に
、
知
的
財
産

保
護
の
強
化
の
方
向
に
歪
ん
で
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
歪
み
が
こ
の
世
の
自
然
な
あ
り
方
の
よ
う
な
顔
を
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。

で
も
本
書
の
話
題
と
し
て
は
、
む
し
ろ
提
言
の
ほ
う
が
重
要
だ
。
政
府
は
サ
イ
バ
ー
空
間
か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
四
つ
の
対
応
を
提
案
し

て
い
た
。
第
七
章
の
記
述
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
対
応
は
お
な
じ
み
の
も
の
だ
ろ
う
。
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最
初
の
対
応
は
伝
統
的
な
も
の
だ
。
政
府
は
著
作
権
法
が
、
保
護
す
る
権
利
を
「
明
ら
か
に
す
る
」
よ
う
な
改
正
を
提
案
し
て
い
る
（
9
）。

こ

の
改
正
は
、知
的
財
産
法
の
下
で
与
え
ら
れ
る
権
利
を
、も
っ
と
き
ち
ん
と
定
義
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
、そ
し
て
そ
の
侵
害
に
対
し
て
も
っ

と
明
確
な
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
厳
し
い
）
法
的
罰
則
に
よ
り
、
こ
う
し
た
権
利
を
さ
ら
に
支
持
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

二
番
目
の
提
案
は
規
範
、
特
に
コ
ピ
ー
の
規
範
を
対
象
に
し
て
い
る
。
報
告
は
学
校
と
一
般
大
衆
向
け
の
両
方
で
、
知
的
財
産
の
な
ん
た

る
か
と
、そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、教
育
上
の
努
力
を
増
や
せ
と
提
言
し
て
い
る
。
第
七
章
の
用
語
で
言
え
ば
、こ
れ
は

法
を
使
っ
て
規
範
を
変
え
る
こ
と
で
、
規
範
が
知
的
財
産
の
保
護
を
も
っ
と
支
持
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
規
範
を
直
接
規
制
す

る
こ
と
で
ふ
る
ま
い
を
間
接
的
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

三
番
目
と
四
番
目
の
対
応
は
、
技
術
と
市
場
を
混
ぜ
て
い
た
。
報
告
は
「
著
作
権
管
理
方
式
」
を
―
―
財
政
支
援
や
特
別
法
に
よ
る
保
護

を
通
じ
―
―
法
的
に
支
援
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
た
。
こ
の
「
方
式
」
は
、
著
作
権
材
料
の
ア
ク
セ
ス
や
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
を

容
易
に
す
る
技
術
だ
。
本
章
の
あ
と
の
ほ
う
で
も
っ
と
詳
し
く
見
て
や
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
単
に
、
こ
れ
ま
た
間
接
規
制
の
一
例
と
し
て

挙
げ
て
お
く
―
―
市
場
を
使
っ
て
、
あ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ツ
ー
ル
の
開
発
を
補
助
し
、
法
を
使
っ
て
ほ
か
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ツ
ー
ル
の
性
質

を
規
制
し
て
い
る
わ
け
だ
。
著
作
権
管
理
ツ
ー
ル
は
政
府
の
予
算
で
支
援
さ
れ
、
そ
れ
を
ク
ラ
ッ
ク
す
る
ソ
フ
ト
開
発
に
興
味
を
示
し
た
人

物
に
対
し
て
は
、
刑
事
告
訴
の
脅
し
が
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
る
（
10
）。

議
会
は
あ
る
面
で
は
一
九
九
五
年
白
書
の
提
言
に
従
っ
た
。
最
も
重
要
な
の
は
一
九
九
八
年
の
デ
ジ
タ
ル
ミ
レ
ニ
ア
ム
著
作
権
法
（
Ｄ
Ｍ

Ｃ
Ａ
）
の
施
行
だ
。
こ
の
法
律
は
「
技
術
保
護
手
段
」
が
法
律
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
提
言
を
直
接
取
り
入
れ
た
。
著
作
権
材
料
の

ア
ク
セ
ス
や
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
実
装
さ
れ
た
コ
ー
ド
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
下
で
特
別
な
法
的
保
護
を
受
け
る
。
コ
ー
ド
の
迂

回
は
、
い
く
つ
か
重
要
な
例
外
を
除
け
ば
、
こ
の
法
律
の
違
反
と
な
る
の
だ
。

Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
は
ま
た
あ
と
で
戻
っ
て
こ
よ
う
。
だ
が
こ
こ
で
の
論
点
は
、
白
書
の
根
底
に
あ
る
前
提
に
つ
い
て
重
要
な
点
を
認
識
す
る
こ
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と
だ
。
一
九
九
五
年
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
各
種
技
法
の
寄
せ
集
め
だ
―
―
法
改
正
を
少
々
、
規
範
変
更
支
援
を
少
々
、
知
的
資
産
保
護
を
し
や

す
く
す
る
た
め
の
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ー
ド
変
更
支
援
た
っ
ぷ
り
。
ま
あ
一
九
九
五
年
に
は
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
期
待
す
る
ほ
う
が
お

か
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
法
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
も
た
ら
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
ず
れ
に
対
応
す
べ
く
、
対
応
策
の
バ
ラ
ン
ス
を
約
束
し
た

わ
け
だ
。

バ
ラ
ン
ス
は
魅
力
的
だ
。
中
庸
主
義
も
正
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
で
も
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
白
書
は

ま
る
で
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
知
的
財
産
保
護
の
問
題
が
、
実
空
間
で
の
知
的
財
産
保
護
と
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
話
を
進
め
る
。

四
つ
の
制
約
が
、
実
空
間
と
同
じ
割
合
で
機
能
し
て
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
話
を
進
め
る
。

で
も
、
根
本
的
な
も
の
が
変
わ
っ
て
い
る
。
知
的
財
産
保
護
に
お
い
て
コ
ー
ド
が
果
た
す
役
割
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
知
的
財
産

の
主
な
防
衛
手
段
と
し
て
、
コ
ー
ド
は
法
に
取
っ
て
代
わ
れ
る
し
、
実
際
に
も
ま
す
ま
す
取
っ
て
代
わ
る
だ
ろ
う
。
公
的
な
法
律
で
は
な
く
、

民
間
の
柵
だ
。

白
書
は
こ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い
。
思
い
つ
き
の
寄
せ
集
め
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
心
に
あ
る
け
れ

ど
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
考
え
方
だ
―
―
サ
イ
バ
ー
空
間
の
本
質
が
無
秩
序
と
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
と
い
う
発
想
だ
。
白
書
は
、
可
能

な
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
法
を
強
化
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
で
も
白
書
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
嵐
へ
の
突
入
準
備
を
備
え
る
船
の
よ
う
な

や
り
方
だ
。
何
が
起
こ
ろ
う
と
、
著
作
権
へ
の
脅
威
は
現
実
で
、
被
害
は
生
じ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
な
ん
と
か

そ
れ
を
乗
り
切
る
だ
け
だ
、
と
い
う
よ
う
な
取
り
組
み
。

こ
れ
は
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
現
代
は
別
に
、
著
作
権
が
実
空
間
で
よ
り
も
脅
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
時
代
に
突
入
し
よ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
以
来
、
著
作
権
が
一
番
し
っ
か
り
保
護
さ
れ
て
い
る
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
。
著
作
権
つ
き
の
材
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
利
用
を
規
制
す
る
力
は
、
ほ
と
ん
ど
完
璧
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
事

情
通
た
ち
が
ど
う
思
っ
て
い
た
か
は
さ
て
お
き
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
著
作
権
財
産
保
持
者
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
例
を
み
な
い
く
ら
い
の
保
護
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と
い
う
贈
り
物
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
法
に
と
っ
て
の
本
当
の
問
題
は
、
法
が
そ
の
保
護
を
ど
う
や
っ
て
支
援
で
き
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

保
護
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
事
情
通
た
ち
は
、
著
作
権
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
す
べ
て
が
ま
ち
が
っ
て
い

る
こ
と
を
サ
イ
バ
ー
空
間
が
教
え
て
く
れ
る
、
と
予
言
し
て
い
て
（
11
）、

そ
れ
は
正
し
か
っ
た
。
で
も
、
未
来
の
教
訓
と
い
う
の
は
、
著
作
権
が
あ

ま
り
に
保
護
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
（
複
製
す
る
権
利
）
で
は
な
く
、
コ
ピ
ー
デ
ュ
ー

テ
ィ
ー
（
複
製
さ
せ
る
義
務
）
が
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
―
―
保
護
さ
れ
た
財
産
の
所
有
者
た
ち
が
、
そ
の
財
産
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に

す
る
義
務
の
ほ
う
だ
。

こ
れ
は
か
な
り
の
大
風
呂
敷
だ
。
で
も
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
を
見
る
に
は
、
小
さ
な
例
を
二
つ
見

て
や
れ
ば
事
足
り
る
。
最
初
の
も
の
は
、
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
の
研
究
所
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
（
ま
さ
に
こ
の
話
題
に
ぴ
っ
た
り
）
の
研
究
者
マ
ー
ク
・
ス
テ

フ
ィ
ッ
ク
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
、
か
れ
の
「
信
頼
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
発
想
（
12
）。

二
番
目
は
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
に
支
配
さ
れ
た
世
界
と
い
う
も
の
が

持
つ
意
味
だ
。
ど
ち
ら
の
例
も
、
こ
う
し
た
変
化
が
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
が
根
本
的
だ
と
す
る
価
値
観
に
対
す
る
脅
威
を
、
浮
き
彫
り
に
し

て
く
れ
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
、
そ
う
し
た
価
値
観
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
選
択
を
迫
る
し
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
未
来
に
占
め
る
位
置
に

つ
い
て
も
選
択
を
迫
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
知
的
財
産
の
未
来

す
べ
て
は
、
き
み
が
信
頼
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
を
本
当
に
理
解
し
て
い
る
か
に
よ
る
。
そ
れ
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
の
商
業
と
デ
ジ
タ
ル

出
版
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ま
る
ご
と
、ま
っ
た
く
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
。
も
し
こ
れ
が
理
解
で
き
れ
ば
、あ
と
は
自
然
に
流
れ
る
は
ず
。
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―
―
ラ
ル
フ
・
メ
ル
ク
ル
、
ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
著
『
光
を
放
つ
』
（
一
九
九
六
）
で
の
引
用

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
第
一
世
代
と
呼
べ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
誰
が
何
を
コ
ピ
ー
す
る
か
を
コ
ン
テ
ン
ツ
所
有
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
し
著
作
権
の
あ
る
写
真
の
コ
ピ
ー
が
あ
っ
て
も
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
無
限
に
コ
ピ
ー
し
て
も
オ
リ
ジ

ナ
ル
に
は
何
の
影
響
も
出
な
い
。
一
〇
〇
回
目
の
コ
ピ
ー
を
し
て
も
、
そ
れ
が
最
初
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
一
〇
〇
回
目
だ
と
示
す
も
の
は
何

も
な
い
。
今
あ
る
コ
ー
ド
に
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
配
布
と
ア
ク
セ
ス
を
規
制
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
何
度
と
な
く
説
明
し
た
よ

う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
当
初
の
コ
ー
ド
で
は
、
著
作
権
コ
ン
テ
ン
ツ
が
ど
ん
な
ふ
う
に
誰
に
配
布
さ
れ
る
か
を
規
制
す
る
も
の
は
何
も

な
か
っ
た
。「
コ
ピ
ー
」
機
能
は
、
ネ
ッ
ト
構
築
の
コ
ー
ダ
ー
た
ち
の
開
発
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
も
単
に

「
コ
ピ
ー
」
を
目
指
し
て
い
た
―
―
特
定
の
許
可
の
下
で
の
「
コ
ピ
ー
」
で
は
な
い
。

こ
の
「
複
製
」
機
能
の
特
徴
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
同
じ
問
題
を
も
た
ら
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
本
書
で

見
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
へ
の
解
決
は
、
そ
の
後
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
組
み
込
ま
れ
た
（
13
）。

デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
技
術
（
Ｄ
Ａ
Ｔ
）
テ
ー
プ
は
、

著
作
権
へ
の
脅
威
で
、
こ
の
脅
威
に
対
し
て
数
々
の
解
決
策
が
提
案
さ
れ
た
。
テ
ー
プ
の
違
法
コ
ピ
ー
に
対
す
る
罰
則
を
引
き
上
げ
よ
う
と

論
じ
た
人
も
い
る
（
法
に
よ
る
直
接
規
制
）。
生
テ
ー
プ
へ
の
課
税
を
し
て
、
そ
の
収
益
を
著
作
権
保
持
者
に
与
え
よ
う
と
論
じ
た
人
も
い

る
（
市
場
に
よ
る
法
の
間
接
規
制
）。
テ
ー
プ
の
違
法
コ
ピ
ー
を
止
め
る
た
め
に
も
っ
と
教
育
を
、
と
論
じ
た
人
も
い
る
（
規
範
を
通
じ
た
法

の
間
接
規
制
）。
で
も
あ
る
人
は
、
テ
ー
プ
の
機
械
の
コ
ー
ド
を
変
え
て
、
無
制
限
な
完
全
コ
ピ
ー
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
ろ
と
論
じ
た
。

課
税
と
コ
ー
ド
規
制
が
勝
っ
た
。
一
九
九
二
年
末
、
技
術
と
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
と
の
妥
協
と
し
て
、
議
会
は
オ
ー
デ
ィ
オ
家
庭
録
音
法

を
可
決
し
た
。
こ
の
法
律
は
ま
ず
、
Ｄ
Ａ
Ｔ
録
音
機
と
生
Ｄ
Ａ
Ｔ
テ
ー
プ
に
課
税
し
て
、
そ
の
収
入
は
こ
の
技
術
が
可
能
に
す
る
と
期
待
さ

れ
る
著
作
権
侵
害
に
対
し
て
著
作
権
者
に
補
償
す
る
の
に
使
わ
れ
た
。
だ
が
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
と
し
て
、
こ
の
法
律
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
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術
メ
ー
カ
ー
に
、
連
続
複
製
管
理
シ
ス
テ
ム
の
採
用
を
義
務
づ
け
た
。
こ
れ
は
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
の
複
製
能
力
を
制
限
す
る
も
の
だ
。
そ
の
制
限

は
、
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
コ
ピ
ー
に
埋
め
込
ま
れ
る
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
は
コ
ピ
ー
が
認
め
ら

れ
る
。
で
も
Ｄ
Ａ
Ｔ
レ
コ
ー
ダ
ー
上
の
コ
ピ
ー
か
ら
は
、
そ
れ
以
上
は
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
で
き
な
い
（
品
質
が
劣
化
す
る
ア
ナ
ロ
グ
コ
ピ
ー

な
ら
作
れ
る
が
、
完
全
な
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
は
で
き
な
い
）。
つ
ま
り
こ
の
技
術
は
あ
る
条
件
下
で
は
「
コ
ピ
ー
」
機
能
を
壊
す
よ
う
に
設
計

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
著
作
権
保
持
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
変
化
の
総
合
的
な
影
響
と
し
て
、
こ

の
技
術
か
ら
の
被
害
は
最
小
化
さ
れ
、
著
作
権
侵
害
を
推
進
す
る
と
予
想
さ
れ
た
機
能
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
多
く
の
人
は
、
こ
の

規
制
の
影
響
で
Ｄ
Ａ
Ｔ
技
術
は
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
）。

同
じ
よ
う
な
発
想
が
ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
彩
っ
て
い
る
（
14
）。

か
れ
は
複
製
の
質
を
落
と
す
の
は
気
が
進
ま
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

か
れ
の
狙
い
は
作
っ
た
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
複
製
を
追
跡
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
（
15
）。

こ
ん
な
提
案
を
考
え
て
ほ
し
い
。
今
日
で
は
、
本
を
買
っ
た
ら
そ
れ
で
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
。
一
回
し
か
読
ま
な
い
の
も
一
〇
〇
回

読
む
の
も
自
由
。
友
達
に
も
貸
せ
る
。
一
部
を
コ
ピ
ー
し
た
り
、
ス
キ
ャ
ン
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
読
ん
だ
り
も
で
き
る
。
燃
や
し
た
り
、

重
し
代
わ
り
に
使
っ
た
り
、
売
り
払
っ
て
も
い
い
。
本
棚
に
入
れ
て
一
度
も
開
か
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。

こ
の
一
部
は
、
法
が
そ
の
権
利
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
可
能
に
な
る
―
―
た
と
え
ば
本
を
売
れ
る
の
は
、
著
作
権
法
が
「
最
初
の
販

売
」
の
後
で
著
作
権
保
持
者
が
物
理
的
な
本
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
明
示
的
に
制
限
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ほ
か
の
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
方
法
が
な
い
か
ら
だ
。
本
屋
は
、
一
回
し
か
読
ま
な
い
な
ら
い
く
ら
、
一
〇
〇
回
読
む
な
ら
い
く
ら
、
と

値
段
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
、
で
も
あ
な
た
が
そ
の
通
り
に
し
た
か
を
調
べ
る
手
だ
て
が
な
い
。
原
理
的
に
は
、
本
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
ま
わ
り
さ
ん
を
つ
け
て
売
っ
て
、
そ
の
お
ま
わ
り
さ
ん
が
あ
な
た
の
後
を
追
い
か
け
回
し
て
、
本
が
約
束
通
り
に
使
わ
れ
て
い
る
か
確

認
で
き
る
け
れ
ど
、
コ
ス
ト
的
に
ど
う
考
え
て
も
無
理
だ
。

で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
権
利
が
個
別
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
ば
ら
ば
ら
に
切
り
売
り
で
き
た
ら
？

つ
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ま
り
ソ
フ
ト
自
身
が
、
こ
の
本
を
一
回
読
む
か
一
〇
〇
回
読
む
か
規
制
で
き
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
カ
ッ
ト
＆
ペ
ー
ス
ト
が
で
き
る

か
ど
う
か
、
コ
ピ
ー
せ
ず
に
単
に
読
む
だ
け
か
。
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
友
だ
ち
に
送
れ
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
マ
シ
ン
上
だ
け
に
置
い

て
お
く
か
。
削
除
で
き
る
か
で
き
な
い
か
。
単
に
棚
に
飾
っ
て
お
く
だ
け
か
、
手
元
で
ち
ゃ
ん
と
使
え
る
か
。

ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
権
利
の
切
り
売
り
を
可
能
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
い
て
い
る
。
著
作
権
つ
き
の
材
料
の
所
有
者
た
ち

が
、
自
分
の
好
き
な
条
件
で
そ
の
材
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
売
れ
て
、
そ
し
て
そ
の
契
約
を
強
制
で
き
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
（
第
四
章
で
説
明
し
た
暗
号
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
だ
）
（
16
）け

れ

ど
、
基
本
的
な
考
え
方
を
説
明
す
る
の
は
簡
単
だ
。
ネ
ッ
ト
の
現
状
で
は
、
複
製
や
ア
ク
セ
ス
の
よ
う
な
基
本
的
な
機
能
は
、
可
能
か
不
可

能
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
粗
雑
な
形
で
し
か
規
制
さ
れ
て
い
な
い
。
お
お
む
ね
、
複
製
す
る
権
利
は
あ
る
か
な
い
か
、
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
で

き
な
い
か
。

で
も
、
権
利
の
も
っ
と
高
度
な
シ
ス
テ
ム
が
ネ
ッ
ト
に
は
組
み
込
め
る
―
―
別
の
ネ
ッ
ト
に
で
は
な
く
、
既
存
の
ネ
ッ
ト
の
上
に
そ
れ
を

の
せ
ら
れ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
ほ
か
の
シ
ス
テ
ム
と
持
つ
や
り
と
り
に
差
を
つ
け
る
こ
と
で
機
能
す
る
。
こ
う
し
た
、

き
め
の
細
か
い
形
で
ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
同
じ
よ
う
な
形
で
ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム

に
し
か
、
自
分
の
リ
ソ
ー
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
。
シ
ス
テ
ム
の
階
層
構
造
が
で
き
て
、
著
作
権
つ
き
の
材
料
は
、
適
切
に
ア
ク
セ

ス
制
御
が
で
き
て
い
る
シ
ス
テ
ム
間
で
だ
け
や
り
と
り
さ
れ
る
。

す
る
と
こ
う
い
う
世
界
で
は
、
た
と
え
ば
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
ア
ク
セ
ス
し
た
ら
、
ど
れ
だ
け
読
ん
だ
か
に
よ
っ
て
払
う

値
段
が
ち
が
っ
て
く
る
。『
タ
イ
ム
ズ
』
は
あ
な
た
が
ど
れ
だ
け
読
め
る
か
、
そ
の
新
聞
の
一
部
を
コ
ピ
ー
で
き
る
か
、
自
分
の
ハ
ー
ド
デ
ィ

ス
ク
に
保
存
で
き
る
か
な
ど
を
指
定
で
き
る
。
で
も
『
タ
イ
ム
ズ
』
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
に
使
っ
た
コ
ー
ド
が
、『
タ
イ
ム
ズ
』
の

要
求
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
で
き
な
い
も
の
な
ら
、『
タ
イ
ム
ズ
』
は
あ
な
た
を
サ
イ
ト
に
入
れ
な
い
。
一
言
で
、
シ
ス
テ
ム
は
お
互
い
に
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信
用
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
同
士
で
し
か
情
報
を
交
換
し
な
い
。
そ
し
て
信
頼
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
シ
ス
テ
ム
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
組
み
込
ま

れ
る
。

ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
は
こ
れ
を
「
信
頼
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ん
で
い
て
、
こ
の
名
前
か
ら
連
想
さ
れ
る
類
似
例
が
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
宅

配
便
を
考
え
て
ほ
し
い
。
と
き
ど
き
、
と
て
も
価
値
の
あ
る
も
の
を
送
り
た
い
こ
と
が
あ
る
。
あ
っ
さ
り
郵
便
で
送
る
手
も
あ
る
け
れ
ど
、

郵
便
局
は
も
の
す
ご
く
信
用
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
職
員
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
あ
ま
り
な
く
て
、
手
紙
が
盗
ま
れ
た
り
な

く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
だ
か
ら
郵
便
局
に
頼
ら
ず
、
宅
配
便
に
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。
宅
配
便
に
は
保
険
が
か
か
っ
て

い
て
、
そ
の
保
険
コ
ス
ト
の
た
め
に
信
頼
性
を
上
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
評
判
が
あ
る
た
め
に
、
価
値
の
高
い
も
の
を
送
る
人
は
、
宅
配
便
を

使
っ
て
も
安
心
で
き
る
。
ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

信
頼
シ
ス
テ
ム
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
契
約
の
強
制
の
相
当
部
分
は
信
頼
シ
ス
テ
ム
自
身
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
消
費
者
は
、
た
と
え
ば
作
品
の

無
許
可
複
製
を
作
っ
た
り
し
て
デ
ジ
タ
ル
契
約
を
無
視
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
な
い
。
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
デ
ジ
タ
ル
契
約
で
認
可
さ
れ
て
い

な
い
権
利
の
行
使
を
拒
絶
す
る
。
（
17
）

信
頼
シ
ス
テ
ム
の
構
造
が
、
知
的
財
産
所
有
者
に
対
し
て
し
て
く
れ
る
の
も
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
価
値
あ
る
も
の
を
受
け
取
っ

て
、
荷
主
の
命
令
に
従
っ
て
ア
ク
セ
ス
と
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
宅
配
便
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
う
い
う
構
造
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
全

域
で
登
場
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
著
作
権
法
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

著
作
権
法
に
つ
い
て
だ
い
じ
な
の
は
、
そ
れ
が
部
分
的
に
は
作
者
を
守
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
で
も
絶
対
的
な
保
護
を
目

指
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
最
高
裁
判
所
が
述
べ
た
よ
う
に
、
著
作
権
「
保
護
は
、
著
作
権
保
持
者
に
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
可

能
な
利
用
に
つ
い
て
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
与
え
た
こ
と
は
な
い
」
（
18
）。

し
た
が
っ
て
法
は
、
限
ら
れ
た
独
占
権
し
か
与
え
な
い
し
、
そ
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の
権
利
も
重
要
な
制
限
が
課
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
、
期
間
限
定
、
フ
ァ
ー
ス
ト
セ
ー
ル
の
制
限
が
あ
る
。
法
は
著
作
権

違
反
者
を
罰
す
る
ぞ
と
脅
か
す
―
―
そ
し
て
こ
の
脅
し
の
た
め
に
、
か
な
り
の
部
分
の
人
は
従
っ
た
わ
け
だ
―
―
が
、
法
は
決
し
て
著
者
の

手
先
と
し
て
だ
け
設
計
さ
れ
て
は
い
な
い
。
著
者
の
利
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
公
共
的
な
目
的
も
念
頭
に
あ
る
の
だ
。

信
頼
シ
ス
テ
ム
は
著
者
に
対
し
、
同
じ
よ
う
な
保
護
を
与
え
る
。
作
者
は
自
分
の
材
料
の
無
許
可
利
用
を
制
限
で
き
る
し
、
ア
ク
セ
ス
の

か
わ
り
に
課
金
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
著
作
権
法
と
同
じ
こ
と
を
実
現
す
る
。
で
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
法
が

規
制
す
る
必
要
は
な
い
。
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
、
法
に
で
き
る
よ
り
も
き
め
細
か
に
、
保
護
さ
れ
た
材
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
利
用
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
せ
て
く
れ
る
し
、
そ
れ
は
別
に
法
の
助
け
は
い
ら
な
い
。

法
の
脅
し
と
規
範
の
後
押
し
で
著
作
権
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
コ
ー
ド
で
実
現
す
る
。
著
作
権
は
、
著
作
権

保
持
者
の
財
産
を
使
う
前
に
、
そ
の
作
者
の
権
利
を
他
人
が
尊
重
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
権
利
が
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
い
。
こ
の
ア
ク
セ
ス
を
規
制
す
る
の
に
必
要
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

し
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
従
う
か
ど
う
か
選
択
の
余
地
を
持
っ
た
ユ
ー
ザ
ー
は
い
な
い
（
ハ
ッ
カ
ー
で
な
け
れ
ば
）。
コ
ー
ド
は
、
規
則
を

コ
ー
ド
化
す
る
こ
と
で
法
に
取
っ
て
代
わ
り
、
た
だ
の
ル
ー
ル
だ
っ
た
と
き
よ
り
も
ず
っ
と
効
果
的
に
な
る
。

こ
の
意
味
で
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
知
的
財
産
権
保
護
の
か
わ
り
と
な
る
も
の
だ
―
―
法
の
私
的
な
代
替
物
。
ど
っ
ち
か
一
方
し
か
使
え
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
法
と
信
頼
シ
ス
テ
ム
を
両
方
使
っ
て
は
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。
で
も
、
コ
ー
ド
が
実
質
的
に
、
か
つ
て
の
法
の
仕
事

を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
法
の
保
護
を
コ
ー
ド
で
実
装
し
、
し
か
も
法
よ
り
ず
っ
と
効
果
的
だ
。

こ
れ
の
ど
こ
が
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
か
。
ご
近
所
の
お
ま
わ
り
さ
ん
の
仕
事
を
補
う
た
め
に
、
人
々
が
ド
ア
に
二
重
ボ
ル
ト
錠
を
つ
け
て

も
、
誰
も
心
配
し
な
い
。
車
に
鍵
を
か
け
て
キ
ー
を
持
ち
去
っ
て
も
心
配
し
な
い
。
国
に
頼
ら
ず
に
自
分
を
守
っ
て
も
、
犯
罪
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
文
脈
次
第
で
は
、
そ
れ
は
誉
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
お
母
さ
ん
は
こ
う
語
っ
た
そ
う
だ
、

「
ウ
ソ
は
つ
く
な
、
自
分
の
じ
ゃ
な
い
も
の
は
取
る
な
、
悪
口
、
非
難
、
罵
倒
で
人
を
訴
え
た
り
す
る
な
、
も
め
ご
と
は
必
ず
自
分
で
カ
タ
を
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つ
け
ろ
」
（
19
）。

自
足
性
は
、
強
さ
の
し
る
し
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
法
に
頼
る
の
は
弱
さ
の
し
る
し
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
二
段
階
が
必
要
だ
。
最
初
の
段
階
で
は
、
財
産
や
所
有
物
の
性
質
に
つ
い
て
、
お
な
じ
み
だ
が
忘
れ
ら
れ
て
い

る
論
点
を
お
さ
ら
い
す
る
。
二
番
目
は
、
知
的
財
産
の
性
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
お
な
じ
み
で
は
な
い
け
れ
ど
中
心
的
な
性
質
に
つ
い
て

論
じ
る
。
こ
の
二
つ
を
あ
わ
せ
る
と
、
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
法
が
知
的
資
産
の
所
有
者
に
あ
げ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
そ
し
て
あ
わ
せ
る
と
、
両
者
は
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
著
作
権
法
が
も
た
ら
す
潜
在
的
な
問
題
を
示
唆
す
る
。

財
産
・
所
有
物
保
護
の
限
界

ア
メ
リ
カ
の
法
律
史
（
だ
い
た
い
一
八
九
〇
〜
一
九
三
〇
年
）
に
お
け
る
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、「
私
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
け
る
国

の
役
割
を
（
部
分
的
に
）
強
調
し
た
学
者
た
ち
だ
っ
た
（
20
）。

当
時
か
れ
ら
が
書
い
た
話
に
よ
れ
ば
、
私
法
で
は
「
私
」
の
部
分
ば
か
り
が
強
調

さ
れ
て
い
た
。「
法
」
の
部
分
は
忘
れ
ら
れ
、「
所
有
物
・
財
産
」
や
「
契
約
」
が
国
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
狙
い
は
、
こ
の
見
方
を
変
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
契
約
法
や
財
産
法
は
、
私
的
団
体
に
権
力
を
与
え
る
法
律
な
の
だ
（
21
）。

も
し
あ
な
た
が
わ
た
し
と
の
契
約
を
破
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
裁
判
所
に
保
安
官
に
対
し
て
命
令
さ
せ
て
、
あ
な
た
に
強
制
的
に
支
払
わ
せ
ら

れ
る
。
契
約
は
保
安
官
の
持
つ
国
の
権
力
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
与
え
て
く
れ
る
。
も
し
遅
刻
し
た
ら
ク
ビ
と
い
う
契
約
を
雇
い
主
と
し
て

い
た
ら
、
あ
な
た
が
そ
こ
に
居
座
っ
て
も
警
察
が
呼
ば
れ
て
引
き
ず
り
だ
さ
れ
る
。
ア
パ
ー
ト
の
賃
貸
契
約
で
、
ネ
コ
を
飼
え
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
た
ら
、
ネ
コ
を
始
末
し
な
い
と
大
家
さ
ん
は
法
廷
の
力
で
あ
な
た
を
強
制
退
去
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
契
約
や
財
産

が
、
私
的
な
活
動
に
つ
い
て
の
も
の
で
も
、
私
的
な
個
人
に
国
の
力
を
与
え
て
く
れ
る
例
だ
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
権
力
は
、
多
く
の
場
合
に
は
当
然
の
も
の
だ
。「
法
」
と
呼
ん
だ
ら
そ
れ
が
正
当
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
史
上
最

大
の
繁
栄
は
、
私
的
団
体
が
契
約
と
財
産
を
通
じ
て
自
分
の
生
活
を
自
由
に
秩
序
化
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
で
も
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お
お
む
ね
当
然
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
「
法
」
の
メ
リ
ハ
リ
も
社
会
に
役
に
立
つ
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は

論
じ
た
（
22
）。

こ
れ
は
共
産
主
義
で
は
な
い
。
私
的
財
産
を
攻
撃
す
る
も
の
で
も
な
い
。
国
が
富
を
作
り
出
す
、
と
言
い
た
い
の
で
も
な
い
。
ア
イ
ン
・

ラ
ン
ド
式
の
、
国
は
課
税
と
搾
取
す
る
だ
け
で
民
間
個
人
だ
け
が
富
の
源
だ
、
と
い
う
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
し
ま
っ
て
ほ
し
い
。
こ
こ
で

言
っ
て
い
る
の
は
、
私
法
と
公
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
話
で
、
議
論
に
な
る
よ
う
な
話
で
は
な
い
は
ず
だ
。

私
法
が
私
権
を
作
り
出
す
の
は
、
そ
の
私
権
が
集
合
的
な
見
地
か
ら
役
に
立
つ
場
合
だ
け
だ
。
も
し
私
権
が
集
合
的
な
見
地
か
ら
有
害
な

ら
、
国
は
そ
ん
な
も
の
を
作
る
理
由
は
な
い
。
国
の
利
害
は
一
般
的
な
も
の
で
、
個
別
で
は
な
い
。
国
が
権
利
を
作
る
の
は
、
そ
の
権
利
が

個
別
の
目
的
で
は
な
く
共
通
の
公
共
的
な
目
的
に
資
す
る
場
合
だ
け
だ
。

私
的
財
産
と
い
う
仕
組
み
は
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
適
用
し
た
も
の
だ
。
国
が
私
的
な
財
産
に
つ
い
て
の
権
利
を
定
め
た
い
と
思
う
の
は
、

私
的
財
産
が
社
会
全
体
の
強
力
な
繁
栄
を
生
み
出
す
の
に
役
立
つ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
経
済
関
係
を
秩
序
立
て
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
、
社
会

の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
ま
で
考
案
さ
れ
た
仕
組
み
の
中
で
、
経
済
関
係
を
こ
れ
以
上
に
う

ま
く
秩
序
立
て
る
も
の
は
な
い
。
あ
る
人
は
、
こ
れ
以
上
の
仕
組
み
は
あ
り
得
な
い
の
だ
、
と
す
ら
考
え
て
い
る
（
23
）。

で
も
ふ
つ
う
の
財
産
―
―
あ
な
た
の
車
や
家
―
―
の
場
合
で
も
、
財
産
権
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
ど
ん
な
財
産
で
あ
っ
て

も
、
ど
こ
か
の
時
点
で
国
の
利
害
の
前
に
は
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
土
地
は
、
高
速
道
路
建
設
の
た
め
に
収
容
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
車
は
、
事
故
の
被
害
者
を
病
院
に
運
ぶ
の
で
押
収
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
家
の
前
の
私
道
だ
っ
て
、
郵
便
配
達
員
は
侵
入
す
る
し
、

家
は
衛
生
検
査
員
に
検
査
さ
れ
る
。「
私
有
財
産
」
な
る
財
産
シ
ス
テ
ム
は
無
数
の
形
で
、
個
人
に
よ
る
独
占
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
、
な
ん

ら
か
の
公
共
的
な
国
の
目
的
と
で
つ
り
あ
い
を
と
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
そ
し
て
後
者
が
前
者
と
対
立
し
た
ら
、
譲
る
の
は
前
者
だ
。

こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
の
も
つ
特
徴
だ
、
と
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
論
じ
た
。
で
も
こ
れ
は
、
特
に
知
的
財
産
に
お
い
て
、
だ

い
じ
な
特
徴
に
な
る
。
知
的
財
産
で
の
権
利
の
つ
り
あ
い
は
、
ふ
つ
う
の
実
体
の
あ
る
財
産
や
私
的
財
産
で
の
権
利
の
バ
ラ
ン
ス
と
は
ち
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が
っ
て
い
る
。
ボ
イ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
情
報
は
ち
が
う
の
だ
」
（
24
）。

そ
し
て
知
的
財
産
の
と
て
も
は
っ
き
り
し
た
特
徴
を
見
れ
ば
、
な
ぜ
か

わ
か
る
。

財
産
法
が
家
の
独
占
使
用
権
を
与
え
て
く
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
な
り
の
立
派
な
理
由
が
あ
る
。
も
し
あ
な
た
が
わ
た
し
と
同
時
に
そ
の

家
を
使
っ
た
ら
、
わ
た
し
の
使
え
る
分
が
減
る
。
法
が
わ
た
し
の
リ
ン
ゴ
の
独
占
使
用
権
を
与
え
て
く
れ
る
の
も
、
や
は
り
意
味
が
あ
る
。

あ
な
た
が
こ
の
リ
ン
ゴ
を
食
べ
た
ら
、
わ
た
し
は
食
べ
ら
れ
な
い
。
あ
な
た
が
わ
た
し
の
財
産
を
使
っ
た
ら
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
自
分
の
財

産
を
使
う
邪
魔
に
な
る
。
あ
な
た
の
消
費
は
わ
た
し
の
消
費
分
を
減
ら
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
的
財
産
や
、
実
体
の
あ
る
財
産
の
場
合
に
は
、
法
と
し
て
は
わ
た
し
に
独
占
権
を
与
え
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
も
し
独
占
権
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
作
る
た
め
に
働
く
理
由
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
働
い
て
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

後
の
時
間
は
も
っ
ぱ
ら
他
人
を
追
い
払
う
の
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
わ
た
し
が
、
自
分
の
（
正
当
に
獲
得
し
た
）

財
産
に
対
す
る
独
占
権
を
持
つ
の
は
、
万
人
の
た
め
に
よ
い
こ
と
だ
、
と
い
う
議
論
が
成
り
立
つ
。
独
占
権
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
作
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
は
四
六
時
中
そ
れ
を
守
ろ
う
と
し
て
時
間
を
無
駄
に
し
な
く
て
も
い
い
（
25
）。

知
的
財
産
の
場
合
は
話
が
ち
が
う
。
あ
な
た
が
わ
た
し
の
ア
イ
デ
ア
を「
取
っ
て
」も
、わ
た
し
は
相
変
わ
ら
ず
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て

い
る
。
わ
た
し
が
ア
イ
デ
ア
を
あ
な
た
に
話
し
て
も
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
忘
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
26
）。

知
的
財
産
の
避
け
ら
れ
な
い
特
徴
は
、

そ
の
消
費
が
経
済
学
者
の
お
好
き
な
言
い
方
で
「
非
競
合
的
」
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
な
た
の
消
費
は
わ
た
し
の
消
費
分
を
減
ら
さ
な
い
。

わ
た
し
が
歌
を
書
い
た
ら
、
あ
な
た
が
そ
れ
を
歌
っ
て
も
、
わ
た
し
が
そ
れ
を
歌
え
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
わ
た
し
が
本
を
書
い
た
ら
、

あ
な
た
が
そ
れ
を
読
ん
で
も
（
読
ん
で
く
だ
さ
い
）、
わ
た
し
が
そ
れ
を
読
め
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
ア
イ
デ
ア
は
、
根
本
的
に
は
、
そ
の

「
所
有
者
」
が
消
費
で
き
る
量
を
減
ら
す
こ
と
な
し
に
共
有
で
き
る
。
こ
の
ち
が
い
は
本
質
的
な
も
の
で
、
そ
れ
は
憲
法
創
設
時
か
ら
理
解

さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。

ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
わ
た
し
よ
り
上
手
に
こ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
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自
然
の
作
っ
た
も
の
で
、
独
占
財
産
を
適
用
し
に
く
い
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
発
想
（
ア
イ
デ
ア
）
と
呼
ば
れ
る
思
考
力
の
行
な
い
だ
。

こ
れ
は
個
人
が
、
自
分
一
人
で
持
っ
て
い
る
限
り
独
占
的
に
所
有
で
き
る
。
で
も
そ
れ
が
他
人
に
明
か
さ
れ
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は
否
応
な
く
万

人
の
所
有
と
な
り
、
そ
し
て
受
け
手
は
そ
の
所
有
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
も
う
一
つ
特
異
な
性
格
と
し
て
、
ほ
か
の
み
ん

な
が
そ
の
発
想
を
丸
ご
と
所
有
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
も
自
分
の
持
ち
分
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
か
ら
発
想
を
受
け
取
る
も
の
は
、
そ

の
説
明
を
自
分
で
受
け
る
に
あ
た
り
、
私
の
持
ち
分
を
減
ら
す
こ
と
は
な
い
。
私
の
と
こ
ろ
で
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
す
者
は
、
私
の
光
を
減
ら
さ
な

い
で
も
自
分
の
光
を
受
け
ら
れ
る
。
人
類
の
道
徳
と
相
互
指
導
、
そ
し
て
そ
の
状
態
の
改
善
の
た
め
に
、
発
想
が
自
由
に
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る

人
か
ら
人
へ
広
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
自
然
が
そ
れ
を
作
っ
た
と
き
に
特
別
な
慈
悲
を
も
っ
て
設
計
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ

れ
は
火
の
よ
う
に
、
ほ
か
の
場
所
で
の
密
度
を
減
ら
す
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
広
が
れ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
が
呼
吸
し
、
動
き
、
そ
の
中
で

肉
体
的
に
存
在
し
て
い
る
空
気
の
よ
う
に
、
封
印
や
独
占
所
有
が
不
可
能
と
な
る
べ
く
作
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
発
明
は
そ
の
性
質
か
ら
し
て

所
有
権
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
（
27
）

細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
二
つ
の
ち
が
っ
た
概
念
を
述
べ
て
い
る
。
一
つ
は
、
あ
る
発
想
を
他
人
が
利
用
し
た
り
、
ア

ク
セ
ス
し
た
り
す
る
の
を
排
除
で
き
る
か
と
い
う
話
だ
。
か
れ
は
そ
れ
を
「
思
考
力
（
中
略
）
は
個
人
が
、
自
分
一
人
で
持
っ
て
い
る
限
り

独
占
的
に
所
有
で
き
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
発
想
（
ア
イ
デ
ア
）
と
い
う
も
の
が
「
排
除
的
」
か
と
い
う
問
題
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン

は
、「
そ
れ
が
他
人
に
明
か
さ
れ
た
瞬
間
」
ま
で
は
排
除
的
だ
と
論
じ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
概
念
と
し
て
は
、
わ
た
し
が
他
人
に
明
か
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
を
使
う
と
、
同
じ
ア
イ
デ
ア
を
あ
な
た
が
使
う
分
が
減
る
か
、

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
他
人
に
明
か
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
が
「
競
合
的
」
か
、
と
い
う
問
題
（
28
）。

こ
こ
で
も
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
い
っ
た
ん
明

か
さ
れ
た
ら
競
合
的
で
は
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
他
人
に
明
か
す
／
共
有
す
る
と
い
う
行
為
が
ア
イ
デ
ア
を
、
非
排

除
的
、
か
つ
非
競
合
的
に
し
た
、
と
信
じ
て
お
り
、
人
間
が
何
を
し
よ
う
と
こ
の
事
実
は
変
え
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
（
29
）。
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確
か
に
、
共
有
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
非
排
除
的
か
つ
非
競
合
的
だ
。
わ
た
し
は
人
々
を
、
自
分
の
発
想
や
ア
イ
デ
ア
か
ら
排
除
で
き
る

―
―
秘
密
に
し
て
お
い
た
り
、
柵
を
作
っ
て
人
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
い
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
簡
単
か
、
ど
れ
ほ
ど
有
効
か
と
い
う
の
は
細
か

い
技
術
的
な
問
題
で
、
そ
の
文
脈
で
提
供
さ
れ
る
保
護
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
も
よ
る
。
で
も
適
切
な
技
術
が
あ
れ
ば
、
人
を
排
除
で
き
る

の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
が
で
き
な
い
の
は
、
共
有
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
や
著
作
か
ら
人
々
を
排
除
す
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
も
う
そ

れ
は
秘
密
で
は
な
い
か
ら
だ
。

わ
た
し
の
共
有
ア
イ
デ
ア
は
「
非
競
合
的
」
な
財
で
も
あ
る
。
ア
イ
デ
ア
が
、
あ
な
た
の
頭
か
ら
わ
た
し
の
頭
に
入
る
と
き
、
あ
な
た
の

頭
の
ほ
う
か
ら
そ
れ
を
消
す
よ
う
な
技
術
は
な
い
（
今
の
と
こ
ろ
は
）。
わ
た
し
が
あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ

い
て
あ
な
た
の
知
識
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
は
世
界
的
に
所
与
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
事
実
こ
そ
が
知
的
財
産
を
ち
が
っ
た

も
の
に
し
て
い
る
。
リ
ン
ゴ
や
家
と
は
ち
が
っ
て
、
ア
イ
デ
ア
は
あ
な
た
の
手
持
ち
を
減
ら
さ
ず
に
あ
な
た
か
ら
も
ら
え
る
も
の
だ
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
表
現
や
発
明
に
対
し
て
所
有
権
を
設
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
30
）。

わ
た
し
の
手
持
ち
を
減
ら
さ
ず

に
、
あ
な
た
が
わ
た
し
の
ア
イ
デ
ア
を
持
て
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
が
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
の
権
利
、
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ア
の
表
現
に
つ
い

て
の
権
利
を
作
る
理
由
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

も
し
小
説
家
が
、
自
分
の
本
を
他
人
が
（
買
う
の
で
は
な
く
）
コ
ピ
ー
す
る
の
を
防
げ
な
け
れ
ば
、
本
を
も
っ
と
書
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
な
た
が
彼
女
の
作
っ
た
作
品
を
コ
ピ
ー
し
て
も
、
小
説
家
自
身
の
持
ち
分
は
減
ら
な
い
け
れ
ど
、
で
も
支
払
わ
ず
に

あ
な
た
が
取
れ
ば
、
彼
女
は
も
っ
と
書
く
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
く
な
る
。

さ
て
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
作
者
が
直
面
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
と
て
も
複
雑
だ
し
、
単
純
な
一
般
論
は
で
き
な
い
（
31
）。

で
も
、
完
璧
な

一
般
論
が
な
く
て
も
以
下
の
論
点
は
成
り
立
つ

：

無
料
で
書
く
作
家
が
い
て
も
、
法
が
知
的
財
産
権
を
あ
る
程
度
は
保
護
す
べ
き
だ
。
も
し

法
が
作
者
を
ま
っ
た
く
保
護
し
な
け
れ
ば
、
も
の
を
書
く
人
は
減
る
。
法
は
作
者
の
権
利
を
守
る
理
由
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
作
者
が
も

の
を
作
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
程
度
に
は
。
ふ
つ
う
の
財
産
な
ら
、
法
は
作
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
、
所
有
権
保
護
を
提
供
し
な
け

254



第一〇章 知的財産

れ
ば
い
け
な
い
。
知
的
財
産
の
場
合
は
、
作
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
さ
え
生
み
出
せ
ば
い
い
。

こ
れ
が
、
こ
の
か
な
り
ち
が
う
二
種
類
の
財
産
の
ち
が
い
だ
。
そ
し
て
こ
の
ち
が
い
は
、
知
的
財
産
法
の
性
格
に
も
根
本
的
に
影
響
す
る
。

実
体
の
あ
る
財
産
や
私
的
財
産
を
保
護
す
る
の
は
、
所
有
者
を
害
か
ら
守
り
、
所
有
者
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
た
め
だ
け
れ
ど
、
知

的
財
産
を
保
護
す
る
の
は
、
そ
れ
を
作
る
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
た
め
だ
け
だ
。「
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
の

は
「
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
よ
り
も
弱
い
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
知
的
財
産
の
理
想
的
な
保
護
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
の
実
体
の

あ
る
財
産
の
理
想
的
な
保
護
よ
り
少
し
弱
い
も
の
だ
と
い
え
る
。

こ
の
知
的
財
産
の
性
質
と
ふ
つ
う
の
財
産
と
の
ち
が
い
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
で
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
第
一
条
八
項
八
節
は
議
会
に

「
作
者
や
発
明
者
た
ち
に
対
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
や
発
見
に
つ
い
て
の
排
他
的
な
権
利
を
、
限
ら
れ
た
期
間
だ
け
確
保
す
る
こ
と
で
、

科
学
や
有
用
な
技
芸
の
進
歩
を
推
進
す
る
」
力
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
条
項
の
特
別
な
構
造
に
ご
注
目
。
ま
ず
、
こ
の
力
を
与
え
る
理
由
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
い
る
―
―
科
学
や
有
用
な
技
芸
の

進
歩
を
推
進
す
る
こ
と
だ
。
議
会
が
排
他
的
な
権
利
―
―
ま
た
の
名
を
独
占
権
―
―
を
与
え
る
の
は
こ
の
理
由
の
た
め
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の

ど
ん
な
理
由
の
た
め
で
も
な
い
。
そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
権
利
が
特
別
な
期
間
限
定
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目

：

「
限
ら
れ
た
期
間
だ

け
」。
憲
法
は
議
会
に
対
し
て
、
著
者
や
発
明
家
に
自
分
の
著
作
や
発
明
物
に
対
す
る
永
続
的
な
排
他
的
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
許
し
て
い

な
い
。
限
定
さ
れ
た
権
利
し
か
認
め
て
い
な
い
（
と
は
い
え
そ
の
限
ら
れ
た
期
間
は
明
ら
か
に
延
長
で
き
る
（
32
））。

議
会
に
対
し
て
、
著
作
や

発
明
物
に
対
す
る
永
続
的
「
財
産
」
を
与
え
る
権
利
は
、
憲
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
憲
法
の
知
的
財
産
に
対
す
る
保
護
は
、
根
本
的
に
ふ
つ
う
の
財
産
保
護
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
は
公

共
の
福
祉
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
述
べ
た
。
だ
が
も
し
政
府
が
あ
ら
ゆ
る
財
産
に
つ
い
て
、
所
有
一
五
年
で
国
有
化
す
る
と
決
め
た

と
し
た
ら
、
憲
法
は
そ
の
所
有
者
た
ち
に
な
ん
ら
か
の
補
償
を
義
務
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
議
会
が
著
作
権
の
期
間
を
一
五
年
と

設
定
し
た
ら
、
一
五
年
の
期
限
が
切
れ
て
も
、
政
府
に
補
償
し
ろ
と
い
う
話
は
出
な
い
。
知
的
財
産
権
は
、
知
的
財
産
の
生
産
者
に
対
し
て
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生
産
の
見
返
り
に
与
え
る
も
の
だ
。
一
定
の
時
間
が
経
て
ば
、
か
れ
ら
の
作
業
の
産
物
は
、
公
共
が
好
き
に
使
っ
て
い
い
も
の
に
な
る
。
こ

れ
は
憲
法
の
知
的
財
産
保
護
の
核
心
に
あ
る
、
共
産
主
義
だ
。
こ
の
「
財
産
」
は
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
の
財
産
で
は
な
い
。

そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
単
な
る
伝
統
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
経
済
学
者
は
長
い
こ
と
、
情
報
に
対
し
て
財
産
権
を
与
え
る
の
は
危
険
だ

（
あ
る
い
は
も
っ
と
ひ
ど
い
か
も
）
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
き
た
（
33
）。

こ
れ
は
経
済
学
者
た
ち
が
左
翼
が
か
っ
て
い
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
経

済
学
者
た
ち
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
、
か
れ
ら
が
財
産
権
を
認
め
る
理
由
は
す
べ
て
、
単
に
生
産
を
後
押
し
す
る
た
め
だ
け
だ
か
ら
だ
。

で
も
原
理
的
に
は
、
知
的
財
産
法
の
下
で
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
強
化
し
た
り
弱
め
た
り
し
て
も
、
そ
れ
が
知
的
財
産
の
生
産
を
増
や
す

か
ど
う
か
は
、
わ
か
り
よ
う
が
な
い
。
理
由
は
や
や
こ
し
い
け
れ
ど
、
で
も
論
点
は
簡
単
だ
。
知
的
財
産
の
保
護
を
増
し
て
も
、「
科
学
や
有

用
な
技
芸
の
進
歩
を
推
進
す
る
」
か
ど
う
か
、
保
証
の
限
り
で
は
な
い
―
―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
と
き
に
は
保
護
を
強
化
す
る
と
、
そ
の
生
産

の
邪
魔
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

知
的
財
産
法
が
伝
統
的
に
設
定
し
て
き
た
バ
ラ
ン
ス
は
、
作
者
に
与
え
ら
れ
た
保
護
と
、
そ
の
他
万
人
に
認
め
ら
れ
た
公
共
利
用
や
ア
ク

セ
ス
と
の
間
の
も
の
だ
。
狙
い
は
、
作
者
が
生
産
す
る
の
に
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
だ
。
知
的
財
産
法
に
は
、
作
者
が
自

分
の
作
り
出
し
た
ア
イ
デ
ア
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
に
対
す
る
限
界
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
34
）。

こ
う
し
た
限
界
と
公
共
利
用
の
側
面
の
古
典
的
な
例
が
、「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
の
権
利
だ
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
と
い
う
の
は
、
著
作
権
の
あ
る

材
料
を
、
そ
の
材
料
の
所
有
者
の
希
望
に
お
か
ま
い
な
く
使
う
権
利
だ
。
著
作
権
は
、
そ
れ
な
り
の
権
利
を
所
有
者
に
提
供
す
る
。
フ
ェ
ア

ユ
ー
ス
は
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
権
利
の
下
で
は
、
こ
の
本
を
批
判
し
た
り
、
そ
の
一
部
を
抜
き
出
し
た
り
、
そ
し
て

そ
れ
を
、
わ
た
し
を
攻
撃
す
る
文
章
の
中
で
再
利
用
し
た
り
し
て
も
い
い
。
こ
れ
を
含
め
各
種
の
形
で
、
あ
な
た
は
こ
の
本
を
、
わ
た
し
が

こ
う
使
え
と
い
う
命
令
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
使
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
必
ず
し
も
作
者
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
―
―
と
い
う
か
も
っ
と
正
確
に
は
、
作
者
全
体
と
い
う
階
級
の
利
益

に
必
ず
し
も
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
、
書
評
子
が
作
者
の
許
可
な
し
に
本
を
批
判
す
る
権
利
を
守
れ
ば
、
批
判
す
る
批
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評
者
も
増
え
る
。
そ
し
て
批
評
者
が
増
え
る
と
、
人
々
が
ど
ん
な
本
を
買
う
べ
き
か
と
い
う
情
報
も
向
上
す
る
。
そ
し
て
何
を
買
う
べ
き
か

と
い
う
情
報
が
改
善
す
れ
ば
、
買
お
う
と
い
う
人
も
増
え
る
。
個
別
の
作
者
は
不
満
で
も
、
全
体
と
し
て
の
作
者
た
ち
は
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の

仕
組
み
か
ら
メ
リ
ッ
ト
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
。

著
作
権
法
は
こ
の
手
の
規
則
だ
ら
け
だ
。
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、「
フ
ァ
ー
ス
ト
セ
ー
ル
」
の
考
え
方
が
あ
る
。
も
し
あ
な
た
が
こ
の

本
を
買
っ
た
ら
、
わ
た
し
が
ど
ん
な
制
約
を
つ
け
よ
う
と
も
お
か
ま
い
な
し
に
、
こ
れ
を
別
の
人
に
売
れ
る
（
35
）。

こ
の
考
え
方
は
、
た
と
え
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
は
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
創
作
者
が
そ
の
先
の
使
用
に
対
し
て
ま
で
力
を
及
ぼ
せ
る
「
道
徳
的

権
利
」
が
あ
る
（
36
）。

別
の
例
は
す
で
に
触
れ
た
―
―
期
間
限
定
。
創
作
者
は
法
が
も
た
ら
す
保
護
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
議

会
は
で
き
る
が
）。
こ
れ
は
法
で
固
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
法
で
有
効
な
間
し
か
続
か
な
い
。

あ
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
創
作
者
た
ち
に
自
分
の
生
産
物
の
利
用
に
つ
い
て
か
な
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
て
は
い
る
け
れ

ど
、
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
絶
対
に
認
め
な
い
。
公
共
に
あ
る
程
度
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
け
れ
ど
、
完
全
な
ア
ク
セ
ス
は
認
め
な
い
。

こ
れ
は
設
計
上
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
法
が
ふ
つ
う
の
財
産
に
つ
い
て
設
定
す
る
バ
ラ
ン
ス
と
は
ち
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
知
的
で
文
化
的
な

コ
モ
ン
ズ

共
有
物
を
作
る
べ
く
、
憲
法
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
設
定
す
る
の
は
法
だ
。
自
然
の
中
に
存
在
す
る
バ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
。
法
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
サ
イ
バ
ー
空
間
以
前

に
は
、
著
者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
保
護
が
な
か
っ
た
。
法
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
保
護
が
で
き
た
け
れ
ど
、
完
全
な
保
護
で
は
な
い
。
法
は
、

作
者
が
も
と
も
と
持
ち
得
な
か
っ
た
も
の
を
、
権
利
へ
の
制
限
と
引
き
替
え
に
提
供
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
制
限
は
全
体
と
し
て
の
知
的

コ
モ
ン
ズ
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。

257



公
法
を
私
法
で
置
き
換
え
る

で
も
、著
作
権
法
で
い
ま
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
を
、コ
ー
ド
が
保
護
す
る
よ
う
に
な
る
と
何
が
起
き
る
だ
ろ
う
。
マ
ー
ク
・
ス
テ
フ
ィ
ッ

ク
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
実
現
し
て
、
法
が
知
的
財
産
と
し
て
保
護
す
る
も
の
が
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
保
護
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
知
的
財
産
権
へ
の
制
限
を
、
コ
ー
ド
が
反
映
し
て
く
れ
る
と
期
待
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
？

期
間

限
定
は
？

私
的
な
コ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た
「
バ
グ
」
を
保
護
の
中
に
組
み
込
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？

論
点
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
知
的
財
産
が
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
き
に
は
、
同
じ
バ
ラ
ン
ス
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
要
求
す
る
も

の
な
ん
か
な
い
。
所
有
者
が
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
権
利
を
認
め
る
べ
き
だ
と
要
求
す
る
も
の
だ
っ
て
な
い
。
本
屋
が
立
ち
読
み
を
認
め
る
よ

う
に
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
を
認
め
て
く
れ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
で
も
認
め
て
く
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
権
利
を
認
め
て
く
れ
る
か
ど

う
か
は
、
そ
れ
が
作
者
に
と
っ
て
の
利
益
に
な
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
、
個
人
的
な
利
益
に
従
属
す
る
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
そ
れ
は
著
者
た
ち
総
体
の
利
益
で
は
な
く
、
個
々
の
作
者
の
私
的
な
利
益
に
左
右
さ
れ
る
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
私
法
で
あ
る
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
著
作
権
法
の
規
制
と
同
じ
領
域
で
規
制
を
す
る
。
で
も
著
作
権
法
の
よ
う
に
著
作
権
保
護
に
制

限
を
保
証
し
て
は
く
れ
な
い
。
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
生
産
者
・
制
作
者
に
最
大
限
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
提
供
す
る
―
―
そ
れ
も
ま
ち
が
い
な

く
コ
ス
ト
も
低
い
し
、
し
た
が
っ
て
刊
行
し
た
い
と
思
う
作
者
も
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
法
が
完
璧
以
下
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
か

与
え
な
い
領
域
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
ほ
ぼ
完
璧
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
与
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
コ
ー
ド
は
、
著
作
権
法
の
制
限
を
置

き
換
え
る
こ
と
で
、
同
法
の
も
た
ら
す
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
て
し
ま
う
。
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ン
ロ
リ
エ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、

分
散
化
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
（
中
略
）
法
執
行
当
局
を
、
厳
密
な
技
術
規
格
に
よ
っ
て
民
営
化
し
て
お
り
、
そ
の
下
で
個
人
は
正
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当
な
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
を
越
え
る
よ
う
な
形
で
、
個
別
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ア
ク
セ
ス
や
利
用
を
禁
止
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
（
37
）

こ
こ
ま
で
わ
た
し
の
記
述
は
、
単
に
法
と
コ
ー
ド
を
対
立
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
著
作
権
法
が
私
的
な
コ
ー
ド
に
補
わ
れ
る
か
、
あ
る
い

は
対
立
す
る
。
こ
れ
を
対
立
と
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
納
得
し
な
い
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
人
は
常
に
著
作
権
法
が
与
え
る
よ

り
も
多
く
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
著
作
権
作
品
に
対
し
て
及
ぼ
せ
て
き
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
あ
る
絵
を
持
っ
て
い

て
も
、
別
に
そ
れ
を
他
人
に
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
義
務
は
な
い
。
自
分
の
寝
室
に
秘
蔵
し
て
二
度
と
誰
に
も
見
せ
な
い
こ
と
も

で
き
る
。
あ
る
意
味
で
、そ
れ
は
世
界
に
対
し
て
そ
の
絵
が「
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
」に
あ
る
と
い
う
価
値
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が

こ
の
無
断
通
行
と
著
作
権
と
の
兼
ね
合
い
が
重
要
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
る
人
は
い
な
い
。
だ
っ
た
ら
な
ぜ
、
著
作
権
保
持
者
た

ち
が
コ
ー
ド
を
使
っ
て
、
著
作
権
法
の
も
た
ら
す
バ
ラ
ン
ス
以
上
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
封
じ
込
め
て
は
い
け
な
い
の
か
？

あ
な
た
が
こ
こ
で
つ
っ
か
え
て
い
る
な
ら
、
も
う
一
つ
話
を
追
加
し
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
は
迂
回
禁
止
条
項
を

持
っ
て
い
る
。
法
の
こ
の
部
分
は
、
一
部
の
技
術
保
護
策
を
迂
回
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
技
術
的
な
保
護
を
迂
回
す
る
ツ
ー
ル
開
発
も
禁

じ
る
。
も
っ
と
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
迂
回
の
理
由
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
禁
止
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
著
作
権
作
品
の
意
図
し
た
使

い
方
が
―
―
ア
ク
セ
ス
で
き
た
と
し
て
―
―
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
だ
と
し
て
も
、
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
技
術
保
護
を
迂
回
し
た
ら
Ｄ
Ｍ
Ｃ
Ａ
は

や
は
り
そ
れ
を
違
法
と
す
る
。
だ
か
ら
著
作
権
法
の
一
部
は
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
を
認
め
る
が
、
著
作
権
の
一
部
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
技

術
的
手
段
で
削
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
自
由
を
奪
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
（
38
）。

で
も
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
懐
疑
派
な
ら
言
う
だ
ろ
う
。
法
の
与
え
た
も
の
な
ら
法
が
奪
え
る
。
ち
が
い
ま
す
か
？

ち
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に
こ
こ
で
の
論
点
だ
。
最
高
裁
が
示
し
た
よ
う
に
、
著
作
権
法
が
憲
法
修
正
第
一
条
と
矛
盾
し
な
い
の
は
、

唯
一
そ
こ
に
重
要
な
制
限
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
制
限
を
排
除
す
る
と
、
修
正
第
一
条
に
つ
い
て
の
深
刻
な
問
題
が
生
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じ
る
。
だ
か
ら
法
が
コ
ー
ド
と
共
同
で
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
保
護
を
取
り
除
い
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
―
―
少
な

く
と
も
著
作
権
法
が
も
た
ら
す
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
。

で
も
そ
う
し
た
対
立
は
一
時
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ー
ド
を
変
え
て
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
？

こ
の
甘
い
希
望
（
甘
い
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
の
論
点
は
そ
ん
な
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
を
守
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
だ
）
に
対
す
る
答
え
は
、
ノ
ー
だ
。
直
接
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
本
質
的
に
、
目
的
や
意
図
に
つ
い

て
の
判
断
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
判
断
は
、
最
高
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
ら
く
だ
し
得
な
い
。
だ
が
間
接
的
に
は
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
保
護
で

き
る
。
利
用
が
フ
ェ
ア
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
場
合
に
は
個
人
が
信
頼
シ
ス
テ
ム
の
鍵
を
は
ず
せ
る
よ
う
な
方
式
（
た
ぶ
ん
タ
グ
を
つ
け
て

そ
の
利
用
を
個
別
利
用
者
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
の
だ
ろ
う
）
な
ら
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
守
れ
る
。
あ
る
い
は
ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
が

述
べ
る
よ
う
に
、
利
用
者
に
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
」
を
認
め
て
コ
ン
テ
ン
ツ
の
鍵
を
は
ず
さ
せ
、
濫
用
に
対
す
る
保
険
を
か
け
て

お
く
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
も
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
守
れ
る
（
39
）。

だ
が
こ
う
し
た
代
替
案
は
、
ま
た
も
や
コ
ー
ド
を
越
え
た
構
造
を
必
要
と
す
る
。

コ
ー
ド
自
体
の
中
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
を
き
ち
ん
と
管
理
す
る
方
法
は
な
い
。

今
頃
何
を
言
っ
て
る
ん
だ
、
と
応
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
著
作
権
法
は
す
で
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
ん
だ
、
コ
ー
ド
に
で
は
な

く
て
も
、
契
約
と
い
う
私
法
に
よ
っ
て
。
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
や
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ッ
プ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
購
入
者
や
ラ
イ
セ
ン
ス
取

得
者
た
ち
が
著
作
権
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
を
放
棄
す
る
よ
う
に
作
者
た
ち
は
ま
す
ま
す
要
求
を
強
め
て
い
る
。
著
作
権
法
が
リ

バ
ー
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
権
利
を
認
め
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
契
約
は
、
リ
バ
ー
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
を
し
な
い
と
い
う
約
束
を
と

り
つ
け
よ
う
と
す
る
。
著
作
権
法
が
最
初
の
販
売
後
に
購
入
者
が
好
き
な
よ
う
に
本
を
処
分
し
て
い
い
と
い
う
権
利
を
認
め
る
な
ら
、
契
約

で
ユ
ー
ザ
ー
が
そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
す
べ
て
の
著
作
権
材
料
に
つ
い
た
こ
の
契
約
の
条
項
が
、

「
付
属
し
て
い
て
」「
知
り
得
る
」
状
態
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
強
制
可
能
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
著
作
権
法
の
作
り
出

す
バ
ラ
ン
ス
を
書
き
換
え
る
だ
け
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
す
で
に
、
契
約
法
を
通
じ
て
、
著
作
権
保
持
者
は
著
作
権
法
の
意
図
し
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た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し
ま
え
る
。

確
か
に
、
著
作
権
法
を
契
約
を
通
じ
て
私
法
化
し
よ
う
と
い
う
競
争
は
、
す
で
に
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
し
、
こ
れ
は
特
に
プ

ロ
Ｃ
Ｄ
対
ザ
イ
デ
ン
バ
ー
グ
裁
判
の
フ
ラ
ン
ク
・
イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
判
事
の
判
断
な
ど
で
助
長
さ
れ
て
い
る
。
で
も
、
契
約
は
コ
ー
ド

ほ
ど
は
ひ
ど
く
な
い
。
契
約
は
法
律
の
一
種
だ
。
も
し
契
約
の
条
項
の
一
部
が
著
作
権
法
と
一
貫
し
な
い
部
分
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
う
こ

と
を
拒
否
し
て
、
相
手
が
裁
判
に
訴
え
て
強
制
す
る
ま
で
待
て
ば
い
い
。
と
き
に
は
法
廷
は
、
ま
さ
に
著
作
権
法
の
価
値
観
と
一
貫
性
が
な

い
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
、
契
約
条
項
に
従
う
の
を
拒
否
し
て
い
る
（
40
）。

契
約
に
お
け
る
最
終
的
な
力
は
、
そ
の
契
約
を
強
制
す
べ
き
か
と
い

う
法
廷
の
判
断
に
あ
る
。
今
の
法
廷
は
、
こ
う
し
た
契
約
を
な
ん
と
か
強
制
し
よ
う
と
熱
心
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
相
手
が
自
分
の
言
い

分
を
は
っ
き
り
主
張
す
れ
ば
、
法
廷
が
ま
た
判
断
を
変
え
る
と
い
う
希
望
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
存
在
す
る
（
41
）。

ス
テ
フ
ィ
ッ
ク
が
書
く
よ
う

に
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
「
重
要
な
形
で
通
常
の
契
約
と
は
ち
が
っ
て
い
る
」。

通
常
の
契
約
で
は
、
遵
守
は
自
動
的
に
は
起
こ
ら
な
い
。
そ
れ
は
合
意
し
た
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
だ
。
遵
守
を
監
視
し
て
確
認
す
る
よ
う

な
取
り
決
め
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
条
項
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
責
任
は
、
当
事
者
の
も
の
だ
。
加
え
て
、
契
約
の
強
制
は

最
終
的
に
は
法
廷
の
領
域
と
な
る
。
（
42
）

コ
ー
ド
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
契
約
が
著
作
権
法
を
置
き
換
え
る
と
ど
ん
な
問
題
が
あ
っ
て
も
、
コ
ー
ド
が
著
作
権
法
に
取
っ
て
代

わ
っ
た
ら
、
問
題
は
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
。
ま
た
も
や
―
―
コ
ー
ド
に
文
句
を
言
い
た
い
と
き
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

ソ
フ
ト
が
最

終
的
に
国
に
頼
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
方
法
で
保
護
を
す
る
と
き
、
そ
の
保
護
の
性
格
に
つ
い
て
ど
う
や
っ
て
抗
議
を
申
し
立
て
れ
ば
い

い
？

コ
ー
ド
が
バ
ラ
ン
ス
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
き
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
復
活
を
要
求
す
れ
ば
い
い
？

こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
変
化
が
よ
い
か
、
適
切
か
と
い
う
き
わ
め
て
激
し
い
議
論
に
踏
み
込
む
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
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そ
で
す
で
に
語
り
す
ぎ
た
（
43
）。

こ
こ
で
の
狙
い
の
た
め
に
は
、
単
に
大
き
な
変
化
に
気
が
つ
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
い
ま
や
コ
ー
ド
は
、
文
化

の
伝
搬
に
対
し
て
ま
す
ま
す
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
規
制
は
「
か
な
り
一
貫
し
て
、
所
有
者
た
ち

が
自
分
た
ち
の
製
品
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
き
た
」
（
44
）。

そ
し
て
こ
う
し
た
規
制
は
、
文
化
の
伝
搬
に
対
す

る
完
璧
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

著
作
権
法
を
制
限
す
る
契
約
の
隆
盛
と
、
著
作
権
法
を
変
更
す
る
コ
ー
ド
の
隆
盛
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
答
え
る
必
要
の
な
か
っ
た

質
問
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
作
者
が
法
と
は
独
立
に
自
分
の
知
的
財
産
の
利
用
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
は
許
さ
れ
る
べ

き
か
、
な
ん
て
選
択
は
不
要
だ
っ
た
。
そ
ん
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
だ
。
法
が
提
供
す
る
バ
ラ
ン
ス
が
、
作
者
の
得
ら
れ

る
最
大
限
の
も
の
だ
っ
た
。
で
も
い
ま
や
コ
ー
ド
が
作
者
に
も
っ
と
い
い
条
件
を
提
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
も
今
、
そ
の
も
っ
と

い
い
条
件
が
公
共
的
に
筋
が
通
っ
て
い
る
か
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
著
作
権
法
で
は
初
め
て
の
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
に
直
面
す
る
。
人
に
よ
っ
て
は
、
著
作
権
法
が
す
で
に
こ
の
問
題
に
答
え
を
出
し

て
い
る
と
い
う
―
―
著
作
権
法
は
コ
ー
ド
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
て
い
る
と
い
う
人
も
い
る
し
、
い
な
い
と
い
う
人
も
い
る
。
だ
が

私
見
で
は
、
こ
れ
は
法
が
ま
だ
行
な
っ
て
い
な
い
選
択
だ
。
法
が
ど
う
選
択
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
わ
た
し
な
り
の
見
解
は
持
っ
て
い
る
。

で
も
技
術
が
行
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
選
択
を
無
理
矢
理
見
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
選
択
を
見
て
、
選
択
す
る
が

い
い
。

も
っ
と
直
截
に
言
お
う
。
著
作
権
法
に
規
制
さ
れ
な
い
著
作
権
材
料
の
使
い
方
は
常
に
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
著
作
権
法
で
規
制
さ
れ
る

利
用
の
範
囲
内
で
す
ら
、「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
は
一
部
の
利
用
を
自
由
に
保
っ
て
い
た
。
核
と
な
る
問
題
は
、
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

う
し
た
や
り
と
り
が
自
由
の
ま
ま
で
残
さ
れ
た
の
は
、
計
測
す
る
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
そ
う
し
た
や
り
と
り

が
自
由
の
ま
ま
残
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
自
由
に
し
て
お
く
こ
と
が
著
作
権
に
関
連
し
た
重
要
な
公
共
的
価
値
を
持
つ
か
ら
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
法
が
こ
れ
ま
で
解
決
し
な
く
て
よ
か
っ
た
問
題
だ
が
、
ど
ち
ら
の
見
解
を
支
持
す
る
意
見
も
存
在
し
て
い
る
（
45
）。

い
ま
や
技
術
が
そ
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れ
を
解
決
し
ろ
と
迫
っ
て
い
る
。
す
る
と
問
題
は
、
ど
う
や
っ
て
？

こ
の
問
題
と
似
た
よ
う
な
問
題
が
憲
法
で
も
存
在
し
て
い
る
。
憲
法
の
起
草
者
た
ち
は
、
議
会
に
対
し
て
州
を
ま
た
が
る
商
業
や
、
州
を

ま
た
が
る
商
業
に
影
響
を
与
え
る
商
業
を
規
制
す
る
力
を
与
え
て
い
る
（
46
）。

憲
法
起
草
時
に
は
、
州
を
ま
た
が
る
商
業
と
い
え
ば
か
な
り
の
量

で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
で
も
市
場
の
非
効
率
性
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
商
業
が
州
を
ま
た
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
州
は
、
自
分

た
ち
だ
け
が
規
制
で
き
る
商
業
の
領
域
を
持
っ
て
い
た
わ
け
だ
（
47
）。

で
も
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
州
を
ま
た
が
る
商
業
の
範
囲
も
変
わ
っ
て
、
も
は
や
一
つ
の
州
の
中
だ
け
に
と
ど
ま
る
商
業
は
か
な
り
減
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
変
化
に
対
し
て
は
、
二
種
類
の
反
応
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
州
が
独
占
的
な
規
制
力
を
持
て
る
領
域
を
別
の
と
こ
ろ
に

見
つ
け
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
反
応
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
州
を
ま
た
が
る
商
業
を
め
ぐ
る
変
化
は
、
州
の
力
に
つ
い

て
の
起
草
者
た
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
破
壊
す
る
も
の
だ
か
ら
、
と
い
う
主
張
が
あ
る
か
ら
だ
。

も
う
一
つ
の
反
応
は
、
連
邦
の
力
の
範
囲
が
増
す
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
起
草
者
た
ち
の
バ
ラ
ン
ス
と
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
す
る
考
え
方
だ
（
48
）。

確
か
に
起
草
時
に
は
、
州
を
ま
た
が
ら
な
い
商
業
も
多
か
っ
た
し
、
州
を
ま
た
が
る
商
業
に
影
響
し
な
い
商
業
も

多
か
っ
た
。
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
起
草
者
た
ち
が
そ
う
い
う
領
域
を
絶
対
に
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
意
図
し
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
連
邦
の
力
の
範
囲
を
、
移
動
す
る
目
標
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
目
標
が
完
全
に
連
邦
権
力
の
ほ
う
に

動
い
た
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
（
49
）。

ど
ち
ら
の
文
脈
で
も
、
変
化
は
同
じ
だ
。
ど
ち
ら
も
ま
ず
は
、
あ
る
規
制
領
域
内
の
摩
擦
の
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
り
、
何
ら
か
の
バ
ラ
ン
ス
が

存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
利
用
を
計
測
す
る
と
高
く
つ
き
す
ぎ
る
か
ら
与
え
ら
れ
た
バ
ラ
ン
ス
だ
。

州
の
商
業
に
対
す
る
規
制
力
は
、
す
べ
て
の
商
業
が
州
を
ま
た
が
る
商
業
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
新
技
術
が

こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
乱
し
た
ら
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
存
在
自
体
が
重
要
だ
と
意
図
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
バ
ラ
ン
ス
の
片
方
の
範
囲
が

当
初
決
め
ら
れ
た
指
標
に
忠
実
に
従
う
べ
き
か
を
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
の
例
も
、
あ
い
ま
い
さ
を
提
示
し
て
い
る
わ
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け
だ
。

多
く
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
（
わ
た
し
を
含
む
）
は
、
ど
ち
ら
か
の
ほ
う
を
強
く
支
持
し
た
い
な
、
と
は
思
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
は
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
い
ま
い
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
連
邦
の
権
力
と
い
う
文
脈
で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
州
が
独
占
的

な
権
力
の
領
域
を
持
つ
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
か
（
50
）、

あ
る
い
は
連
邦
政
府
が
州
を
ま
た
が
る
商
業
に
関
わ
る
も
の
に
対
し
て

は
な
ん
で
あ
れ
力
を
持
つ
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
（
51
）。

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
文
脈
で
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

と
は
関
係
な
く
保
証
さ
れ
て
い
る
最
低
限
の
公
共
利
用
だ
と
信
じ
て
い
る
か
（
52
）、

あ
る
い
は
単
に
、
非
効
率
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
対
応
し
た
効

率
的
な
妥
協
に
す
ぎ
な
い
と
信
じ
て
い
て
、
効
率
さ
え
上
が
れ
ば
す
ぐ
に
除
去
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

で
も
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
こ
れ
は
問
題
を
簡
単
に
し
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
の
文
脈
で
も
一
番
い
い
答
え
は
、
そ
の
問

題
は
当
時
は
解
決
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
は
誰
も
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
か
ら
、
い
く
つ
か

中
心
的
な
想
定
が
変
わ
っ
た
と
き
に
、
か
れ
ら
が
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
と
い
う
質
問
に
は
、
答
え
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
も
と
も
と
の
答
え
が
な
か
っ
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
考
え
に
照
ら
し
て
質
問
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ス
テ
フ
ィ
ッ

ク
が
信
頼
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
―
―
そ
し
て
期
待
ど
お
り
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
の
意
義
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
―
―
「
そ

れ
は
著
作
権
法
の
起
草
者
た
ち
や
、
知
的
財
産
を
律
す
る
法
律
が
強
制
で
き
な
い
と
信
じ
て
い
た
人
た
ち
の
想
像
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な

ツ
ー
ル
だ
」
（
53
）

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
喪
失
は
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
完
成
の
帰
結
だ
。
こ
れ
を
問
題
と
思
う
か
ど
う
か
は
、
あ
な
た
が
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
価
値
を

ど
う
考
え
る
か
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
技
術
的
な
仕
組
み
と
は
関
係
な
し
に
存
在
す
べ
き
公
共
的
な
価
値
だ
と
思
う
な
ら
、
こ
の

完
成
に
は
困
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。
あ
な
た
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
古
い
シ
ス
テ
ム
の
不
完
全
さ
の
中
に
は
価
値
が
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

い
ま
や
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。

で
も
、
あ
な
た
が
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
喪
失
が
問
題
だ
と
思
わ
な
い
場
合
で
も
、
信
頼
シ
ス
テ
ム
は
現
実
世
界
の
不
完
全
性
に
隠
れ
て
い
る
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ほ
か
の
価
値
を
脅
か
す
。
二
番
目
の
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

不
完
全
性
か
ら
く
る
匿
名
性

わ
た
し
は
長
い
こ
と
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
学
生
を
し
て
い
た
。
通
っ
て
い
た
大
学
に
は
「
バ
タ
リ
ー
」
―
―
要
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
売
る
店

だ
―
―
が
あ
っ
た
。
入
学
し
て
最
初
の
一
週
間
で
、
わ
た
し
は
ス
コ
ッ
チ
を
い
っ
ぱ
い
買
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
た
し
か
、
あ
ま
り

気
の
利
か
な
い
贈
り
物
や
手
み
や
げ
、
だ
っ
た
と
思
う
）。
そ
れ
を
買
っ
て
一
週
間
ほ
ど
し
て
、
教
官
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
て
、
ち
ょ
っ
と

話
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
教
官
は
わ
た
し
の
ス
コ
ッ
チ
購
入
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
こ
れ
は
か
れ
の
目
に
は
、
過
大
な
量

の
ア
ル
コ
ー
ル
だ
と
思
え
た
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
が
あ
っ
て
そ
れ
を
買
っ
た
の
か
ど
う
か
を
知
り
た
が
っ
て
い
た
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
た
し
は
こ
う
聞
か
れ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
も
ち
ろ
ん
大
学
で
の
買
い
物
だ
っ
た
し
、
名
前
を
隠
そ
う
と
も
し

な
か
っ
た
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
大
学
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
つ
け
て
お
い
て
も
ら
っ
た
）
の
で
、
公
式
に
は
、
大
学
と
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
対
し

て
ア
ル
コ
ー
ル
購
入
を
明
か
し
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
情
報
が
大
学
当
局
に
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
て
、
調
べ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
狙
い
は
わ
か
る
し
、
そ
れ
が
い
い
結
果
を
生
む
か
も
し
れ
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
で
も
、
こ
の
デ
ー
タ
が
こ

ん
な
形
で
使
わ
れ
る
と
は
、
と
に
か
く
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
侵
害
で
あ
る
に
し
て
も
、
小
さ
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
以
降
は
暴
飲
を
隠
す
に
は
、
大
学
の
バ
タ
リ
ー
で
は
な
く
近
く
の
店

で
買
え
ば
簡
単
だ
っ
た
（
で
も
そ
の
後
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
近
く
の
店
は
大
学
か
ら
場
所
を
借
り
て
い
た
そ
う
な
。
両
者
が
ど
ん
な

取
り
決
め
を
結
ん
で
い
た
か
、
神
の
み
ぞ
知
る
）。
そ
れ
に
ど
の
み
ち
、
別
に
わ
た
し
は
罰
を
受
け
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
大
学
は
単
に
、
心

配
し
て
く
れ
て
い
た
だ
け
だ
。
で
も
こ
の
例
は
、
も
っ
と
一
般
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
人
は
世
界
に
対
し
て
自
分
に
つ
い
て
の
あ

る
種
の
デ
ー
タ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
世
界
が
使
う
と
は
、
ふ
つ
う
は
予
期
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
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信
頼
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
う
い
う
デ
ー
タ
に
依
存
し
て
い
る
―
―
保
護
さ
れ
て
い
る
財
産
を
人
々
が
ど
う
使
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
価
格
を
も
っ
と
効
率
よ
く
設
定
す
る
に
は
、
シ
ス
テ
ム
は
理
想
的
に
は
、
そ
の
個
人
と
そ
の
読
書

習
慣
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
利
用
を
追
跡
し
て
、
さ
ら
に
課
金
す
る
た
め
に
効
率
的
な
方
法

が
必
要
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
も
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
だ
（
54
）。

で
も
こ
の
追
跡
は
、あ
る
程
度
の
侵
害
を
必
要
と
す
る
。
い
ま
暮
ら
し
て
い
る
世
界
と
い
う
の
は
、自
分
が
読
む
も
の
に
つ
い
て
、イ
ギ
リ

ス
で
の
学
生
時
代
に
わ
た
し
が
購
入
品
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
考
え
る
世
界
だ
―
―
誰
か
が
そ
れ
を
追
跡
し
て
い
る
な
ん
て
、
ま
っ

た
く
予
想
し
て
い
な
い
。
図
書
館
が
、
み
ん
な
の
借
り
る
本
を
記
録
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
監
視
に
使
っ
た
り
し
て
い
る
と
わ
か
っ
た
ら
、

み
ん
な
び
っ
く
り
す
る
だ
ろ
う
。

で
も
、
こ
う
し
た
追
跡
こ
そ
ま
さ
に
信
頼
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
問
題
は
こ
う
な
る

：

こ
う
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
に
反
対
す
る
権
利
が
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
問
題
と
同
列
の
も
の
だ
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
有
効
に
は

起
こ
り
得
な
い
世
界
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
も
の
に
反
対
す
る
権
利
は
な
か
っ
た
。
で
も
い
ま
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
で
き
る
の
で
、
わ
れ

わ
れ
は
匿
名
で
読
む
と
い
う
隠
さ
れ
た
権
利
、
こ
れ
ま
で
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
不
完
全
さ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
権
利
が
、
法
的
に
保
護

さ
れ
る
べ
き
権
利
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

ジ
ュ
リ
ー
・
コ
ー
エ
ン
は
、
そ
れ
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
し
、
彼
女
の
議
論
が
ど
う
展
開
す
る
か
は
か
な
り
直
接
的
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
（
55
）。

ど
う
い
う
源
で
あ
れ
、
こ
の
世
の
中
で
人
が
自
分
で
知
的
な
探
求
を
行
な
え
る
と
い
う
の
は
価
値
だ
。
他
人
に
知
ら
れ
た
り

見
ら
れ
た
り
、
読
む
も
の
に
応
じ
て
他
人
の
行
動
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
匿
名
で
読
め
る
と
い
う
の
は
価
値
だ
。
こ
れ
は
知
的
自
由

の
要
素
だ
。
人
を
人
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
一
部
だ
（
56
）。

で
も
、
こ
の
要
素
は
信
頼
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
必
要
で
、
こ
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
匿
名
性
を
破
壊
す
る
。
信
頼
シ
ス
テ
ム
の
文
脈
で
は
、
今
日
の
価
値
を
保
存
し
た
い
か
、
そ
し
て
す
る
な
ら
そ
の
方
法
を
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決
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
ま
ず
翻
訳
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
昔
の
文
脈
か
ら
の
価
値
を
新
し
い
文
脈
で
保
存
す
る
と
き
、
技
術
の
変
化
を
ど
う
反

映
さ
せ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
判
事
が
盗
聴
に
つ
い
て
考
察
し
た
問
題
と
同
じ
だ
（
57
）。

法
廷
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

い
ろ
ん
な
文
脈
で
答
え
る
問
題
だ
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
文
脈
が
変
わ
っ
た
と
き
に
価
値
を
ど
う
保
存
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
。

フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
と
読
書
の
文
脈
の
両
方
で
、
コ
ー
エ
ン
は
こ
の
翻
訳
の
問
題
に
一
貫
し
た
答
え
を
持
っ
て
い
る
。
彼
女
の
議
論
で
は
、
信

頼
シ
ス
テ
ム
が
伝
統
的
な
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
を
侵
害
す
る
な
ら
、
シ
ス
テ
ム
に
抵
抗
す
る
、
ま
た
は
そ
れ
を
「
ハ
ッ
ク
す
る
」
権
利
が
あ
る
（
こ

れ
を
「
コ
ー
エ
ン
公
理
」
と
呼
ぶ
人
も
い
る
）。
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
管
理
方
式
は
匿
名
で
読
む
権
利
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
論
じ
る
―
―
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
に
し
て
も
、
匿
名
性
を
守
る
よ
う
な
形
で
構
築
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戦
略
は
同
じ
だ
。
コ
ー

エ
ン
は
古
い
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
与
え
て
い
た
の
に
新
し
い
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
脅
か
し
て
い
る
価
値
を
見
き
わ
め
て
、
も
と
の
価
値
を
守

る
積
極
的
な
権
利
を
支
持
す
る
議
論
を
提
示
す
る
。

だ
が
こ
こ
で
も
や
は
り
、
こ
の
問
題
を
も
っ
と
あ
い
ま
い
に
見
て
も
い
い
。
わ
た
し
は
コ
ー
エ
ン
に
賛
成
だ
が
、
反
対
す
る
議
論
も
バ
カ

げ
た
も
の
で
は
な
い
。
技
術
を
使
っ
て
著
作
権
作
品
を
提
供
す
る
の
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
作
品
を
誰
が
使
う
か
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と

だ
っ
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
？

デ
ー
タ
収
集
そ
の
も
の
は
著
作
権
の
一
部
で
は
な
い
。
そ
れ
は
技
術
の
副
産
物
だ
。
そ
し
て
伝
統
的
に
こ

の
技
術
能
力
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
選
択
が
過
去
に
行
な
わ
れ
た
と
論
じ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

許
認
可
文
化
VS

フ
リ
ー
文
化

す
で
に
著
作
権
法
そ
の
も
の
に
設
定
さ
れ
た
制
限
に
つ
い
て
は
述
べ
た
。
こ
う
し
た
制
限
は
、
重
要
な
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る
と
論
じ

た
。
そ
れ
は
著
作
権
法
の
目
指
す
バ
ラ
ン
ス
を
表
現
し
て
い
る
。
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だ
が
こ
の
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
で
あ
ま
り
に
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
る
の
は
、
視
野
と
い
う
観
点
だ
。
法
の
段
階
的
な
推
移
に
は
焦
点
を
あ

わ
せ
る
が
、
法
の
重
要
性
が
大
き
な
意
味
で
変
わ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

こ
の
変
化
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
、
法
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
の
意
図
せ
ざ
る
絡
み
合
い
か
ら
生
じ
た
。

著
作
権
法
は
そ
の
根
底
で
「
コ
ピ
ー
／
複
製
」
を
規
制
す
る
。
ア
ナ
ロ
グ
世
界
で
は
、「
複
製
」
を
作
る
状
況
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。

一
〇
年
以
上
前
に
ジ
ェ
シ
カ
・
リ
ッ
ト
マ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、

世
紀
の
変
わ
り
目
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
著
作
権
法
は
専
門
的
で
一
貫
性
が
な
く
、
理
解
し
に
く
か
っ
た
が
、
あ
ま
り
多
く
の
人
や
あ
ま
り
多
く

の
も
の
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
や
地
図
、
図
面
、
絵
画
、
彫
刻
、
写
真
、
楽
譜
の
作
者
、
脚
本
家
、
演
劇
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
印
刷
者

で
あ
る
な
ら
、
著
作
権
法
は
商
売
に
関
わ
っ
て
き
た
。
書
店
、
ピ
ア
ノ
ロ
ー
ル
や
レ
コ
ー
ド
出
版
社
、
映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
音
楽
家
、
学

者
、
国
会
議
員
、
そ
の
他
一
般
消
費
者
な
ど
は
、
著
作
権
問
題
な
ど
に
一
切
出
く
わ
す
こ
と
な
く
自
分
の
商
売
に
勤
し
め
た
の
だ
っ
た
。
（
58
）

つ
ま
り
、
ア
ナ
ロ
グ
世
界
で
は
複
製
を
作
ら
ず
に
創
造
的
作
品
を
使
え
る
方
法
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
わ
け
だ
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
は
根
底
の
と
こ
ろ
で
コ
ピ
ー
を
作
る
。
コ
ピ
ー
は
デ
ジ
タ
ル
生
活
に
と
っ
て
は
、
物
理
生
活
に
お
け
る
呼
吸
の
よ
う
な
も

の
だ
。
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
い
か
な
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
使
う
場
合
で
も
、
コ
ピ
ー
を
作
ら
な
い
利
用
法
は
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
保
管
し
た

本
を
読
む
と
き
に
は
、
コ
ピ
ー
を
作
る
（
最
低
で
も
本
を
め
く
る
に
つ
れ
て
、
Ｒ
Ａ
Ｍ
メ
モ
リ
上
に
ペ
ー
ジ
が
コ
ピ
ー
さ
れ
る
）。
デ
ジ
タ
ル

環
境
で
何
を
し
よ
う
と
も
、
厳
密
に
い
え
ば
コ
ピ
ー
が
で
き
る
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
関
す
る
こ
の
細
か
い
事
実
と
、
法
の
専
門
的
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
が
結
び
つ
い
た
た
め
に
、
著
作
権
法
の
適
用
範
囲

に
は
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
多
く
の
人
が
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
見
逃
し
て
し
ま
う
。
ア
ナ
ロ
グ
世
界
で
は
、
人
生

と
い
う
の
は
著
作
権
法
が
存
在
し
な
い
も
同
然
だ
っ
た
。
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
は
、
人
生
す
べ
て
が
著
作
権
法
の
下
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
動
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が
ど
れ
も
著
作
権
法
に
引
っ
か
か
る
。
あ
ら
ゆ
る
利
用
は
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
と
見
な
さ
れ
な
い
限
り
、
い
ち
い
ち
ラ
イ
セ
ン
ス
下
に
あ
る

か
非
合
法
だ
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
台
頭
は
著
作
権
法
の
領
域
を
す
さ
ま
じ
く
広
げ
て
し
ま
っ
た
―
―
人
間
生
活
の
ご
く
小
さ
な
一
部
だ
け
を

規
制
す
る
も
の
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
は
と
に
か
く
あ
ら
ゆ
る
生
活
を
規
制
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
念
頭
に
あ
る
の
が
プ
ロ
の
作
っ
た
文
化
だ
け
な
ら
、
こ
れ
は
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
海
賊
行
為
」
を
止
め
た
い

な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
利
用
に
は
許
可
が
い
る
と
い
う
制
度
は
、
海
賊
行
為
を
な
く
す
か
な
り
広
い
ツ
ー
ル
を
与
え
て
く
れ
る
制
度
だ
。
だ
が
、

い
ま
著
作
権
法
を
と
り
ま
く
論
争
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
プ
ロ
創
造
文
化
の
流
通
を
保
護
す
る
と
い

う
の
は
、
文
化
の
唯
一
の
部
分
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
見
で
は
最
も
重
要
な
部
分
で
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
歴
史
的

な
観
点
か
ら
も
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
プ
ロ
製
文
化
は
、
そ
の
文
化
を
開
花
さ
せ
る
に
あ
た
り
ご
く
小
さ
な
一
部
で
し
か
な
い
。
二
〇
世
紀
は

こ
の
例
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
ん
な
議
会
で
も
プ
ロ
文
化
だ
け
を
社
会
の
合
法
文
化
に
す
る
よ
う
可
決
し
た
こ
と
は
な
い
。

プ
ロ
文
化
と
並
び
立
つ
の
は
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
だ
―
―
ア
マ
チ
ュ
ア
と
い
う
の
は
別
に
技
能
が
劣
っ
て
い
る
と
か
技
能
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
お
金
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
が
好
き
だ
か
ら
生
産
す
る
人
々
に
よ
る
文
化
だ
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ア
マ
チ
ュ
ア

文
化
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
―
―
夕
食
の
テ
ー
ブ
ル
で
、
最
新
の
政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
テ
レ
ビ
番
組
を
ネ
タ
に
し
た
ジ
ョ
ー
ク
を
家
族
が

語
る
と
き
。
地
下
室
で
、
弟
と
そ
の
親
友
三
人
が
次
の
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
と
な
る
べ
く
、
鼓
膜
を
破
壊
し
か
け
て
い
る
と
き
。
木

曜
と
日
曜
ご
と
に
集
ま
っ
て
教
会
で
聖
歌
を
歌
う
ご
近
所
た
ち
。
自
分
た
ち
の
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ
過
程
で
ア
ー
ト
や
音
楽
を
生
徒
や
教
師

が
作
る
近
所
の
学
校
。
ズ
ボ
ン
を
破
っ
た
り
シ
ャ
ツ
を
変
な
風
に
着
る
近
く
の
学
生
た
ち
。
み
ん
な
文
化
を
表
現
し
、
文
化
を
作
り
出
す
手

段
な
の
だ
。

こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
と
は
い
え
そ
れ
は
ダ
ン
・
ハ
ン
タ
ー
と
グ
レ
ッ
グ
・
ラ
ス
ト
ウ
カ
が
述
べ
る
よ
う
に
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
「
隠
さ
れ
て
い
る
」
（
59
）。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
が
発
展
す
る
方
法
だ
（
60
）。

そ
れ
は
常
に
文
化

が
発
展
し
て
き
た
や
り
方
だ
。
シ
ヴ
ァ
・
ヴ
ァ
イ
ド
ヒ
ャ
ナ
タ
ン
が
書
く
よ
う
に
、
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広
範
な
民
主
的
文
化
生
産
（
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
の
生
産
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
）（
中
略
）
は
単
に
、
至
る
と
こ
ろ
に
散
在
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
何
世
紀
に
も
渡
り
、
文
化
的
テ
キ
ス
ト
が
流
れ
て
は
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
方
式
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
テ
キ
ス
ト

は
し
ば
し
ば
伝
言
ゲ
ー
ム
に
も
似
た
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
。
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
は
多
く
の
小
さ
な
改
訂
に
よ
っ
て
―
―
と
き
に
は

ほ
と
ん
ど
意
図
せ
ず
に
―
―
ま
っ
た
く
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。（
中
略
）
こ
う
し
た
大
幅
な
テ
キ
ス
ト
改
訂
は
、
他
の
文
脈
で
も
生
じ
た

し
、
政
治
運
動
ま
で
行
か
ず
と
も
政
治
批
判
を
作
り
出
す
の
に
貢
献
し
た
。
た
と
え
ば
歴
史
家
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
（
一
九
八
八
）
は
、

一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
役
者
や
観
客
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
を
自
分
た
ち
も
ま
わ
り
の
状
況
に
あ
わ

せ
て
適
合
改
訂
し
た
か
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
家
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
ッ
ト
（
一
九
九
三
）
は
、『
ア
ン
ク
ル
ト
ム
の
小
屋
』
が
労
働
者
階

級
白
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
本
の
も
と
も
と
の
キ
リ
ス
ト
教
解
放
主
義
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
意
図
と
は
裏
腹
に
、
白
人
支
配
を
正

当
化
す
る
よ
う
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
（
61
）

こ
れ
ま
た
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
こ
の
種
の
文
化
リ
ミ
ッ
ク
ス
は
歴
史
的
に
規
制
か
ら
自
由
だ
っ
た
。
夕
食
の
席
で
ジ
ョ
ー
ク
を
語
っ
た

り
、
友
人
と
歌
を
歌
っ
た
り
、
次
の
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
に
な
る
べ
く
練
習
し
た
り
す
る
と
き
に
、
弁
護
士
を
隣
に
控
え
さ
せ
て
、
創

造
的
リ
ミ
ッ
ク
ス
を
す
る
と
き
の
文
化
「
利
用
」
の
権
利
取
得
を
行
な
う
べ
き
だ
と
は
考
え
な
い
。
歴
史
的
に
著
作
権
法
は
、
商
業
活
動
だ

け
を
対
象
に
し
て
い
た
。
非
商
業
、
あ
る
い
は
商
業
を
越
え
た
部
分
の
創
造
性
は
、
法
的
規
制
の
外
に
お
い
て
い
た
。

こ
の
す
べ
て
が
い
ま
や
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
せ
い
だ
。
ま
ず
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
は

こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
の
範
囲
を
劇
的
に
拡
大
し
た
。
い
ま
や
何
か
政
治
的
な
出
来
事
や
、
好
き
な
バ
ン
ド
の
最
新
曲
の
う
ま
い
リ
ミ
ッ
ク

ス
は
、
友
だ
ち
に
し
か
見
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
お
か
げ
で
そ
の
創
造
性
を
記
録
し
て
世
界
と
共
有
す
る

の
も
簡
単
な
こ
と
だ
。
一
九
九
九
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
今
日
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
唯
一
最
も
重
要
な
ち
が
い
は
、
利
用
者
主
導
の
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創
造
性
の
爆
発
だ
―
―
ブ
ロ
グ
、
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト
、
ビ
デ
オ
キ
ャ
ス
ト
、
マ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
ま
で
、
今
日
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
す
さ
ま

じ
い
創
造
性
の
空
間
な
の
だ
。

第
二
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
創
造
性
を
民
主
化
し
た
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
多
数
の
潜
在
的
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
に
、
本
物
の
ク
リ
エ

イ
タ
ー
と
な
る
能
力
を
与
え
た
。「
人
々
は
消
費
主
義
の
昏
睡
状
態
か
ら
目
覚
め
つ
つ
あ
る
」
と
あ
る
評
論
家
は
述
べ
て
い
る
（
62
）。

Ｄ
Ｊ
デ
ン

ジ
ャ
ー
マ
ウ
ス
が
二
〇
〇
四
年
の
ウ
ェ
ブ
２
・
０
会
議
で
述
べ
た
よ
う
に
、

マ
ッ
シ
ン
グ
は
実
に
簡
単
。
ギ
タ
ー
を
弾
く
と
か
自
分
で
曲
を
書
く
の
を
学
ぶ
に
は
何
年
も
か
か
る
。
で
も
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
で
数
週
間
ほ

ど
練
習
す
れ
ば
、
人
を
踊
ら
せ
て
に
っ
こ
り
さ
せ
ら
れ
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
何
か
い
い
も
の
を
ひ
ね
り
だ
す
に
は
数
時
間
し
か
か
か
ら
な

い
。
こ
れ
ほ
ど
参
入
障
壁
が
低
け
れ
ば
、
み
ん
な
飛
び
込
ん
で
き
て
す
ぐ
に
創
造
性
を
発
揮
す
る
。
（
63
）

だ
が
第
三
に
、
そ
し
て
本
章
の
話
と
直
接
関
連
す
る
点
と
し
て
、
こ
の
創
造
性
は
ネ
ッ
ト
上
で
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
い
ま
や
著
作
権

法
の
規
制
下
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ほ
か
の
人
々
の
創
造
性
を
利
用
す
る
点
で
、
他
人
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。
他
人
の
創
造
性
を
発
展
さ
せ

る
と
い
う
点
で
、
そ
の
発
展
が
合
法
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
規
制
な
ど
見
た
こ
と
も
な
い
創
造
性
経
済
に
対
し
、
巨
大
な
規

制
体
系
が
ま
る
ご
と
移
植
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
、
ま
た
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
文
化
、
あ
る
い
は
商
業
取
引
の
外
に
生
き

る
文
化
―
―
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
三
〇
年
前
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
形
で
規
制
下
に
お
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
抗
争
の
最
近
の
例
が
、
こ
の
論
点
を
手
短
に
ま
と
め
て
く
れ
て
い
る
。
ア
ニ
メ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
（
Ａ
Ｍ
Ｖ
）
と
い
う
デ

ジ
タ
ル
創
造
性
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
Ａ
Ｍ
Ｖ
は
ア
ニ
メ
と
音
楽
を
リ
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
だ
。
子
ど
も
た
ち
は
何
百
時
間
、
と
き
に
何
千

時
間
も
か
け
て
、
ア
ニ
メ
を
再
編
集
し
て
完
璧
に
音
楽
に
あ
わ
せ
る
。
そ
の
結
果
は
一
言
で
驚
異
的
だ
。
わ
た
し
が
見
た
中
で
最
も
創
造
的

な
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
創
造
性
ジ
ャ
ン
ル
は
小
さ
く
は
な
い
が
、
巨
大
と
も
い
え
な
い
。
基
本
的
に
は
Ａ
Ｍ
Ｖ
関
連
活
動
は
た
っ
た
一
つ
の
サ
イ
ト
を
中
心

に
動
い
て
い
る
。
そ
の
サ
イ
ト
は
会
員
五
〇
万
人
以
上
、
Ａ
Ｍ
Ｖ
コ
ン
テ
ン
ツ
を
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
は
三
万
人

ほ
ど
。

二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
あ
る
有
力
な
レ
コ
ー
ド
レ
ー
ベ
ル
で
あ
る
ワ
イ
ン
ド
ア
ッ
プ
・
レ
コ
ー
ド
は
こ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
対
し
て
、
ワ

イ
ン
ド
ア
ッ
プ
・
レ
コ
ー
ド
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
作
品
を
す
べ
て
こ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
排
除
せ
よ
、
と
告
げ
た
。
こ
れ
は
ビ
デ
オ
三
千
本

ほ
ど
に
上
り
、
世
界
中
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
に
よ
る
少
な
く
と
も
二
五
万
時
間
も
の
作
業
の
成
果
だ
。
そ
し
て
そ
の
作
業
が
与
え
る
本
当

の
影
響
は
た
だ
一
つ
。
使
わ
れ
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
を
宣
伝
す
る
こ
と
だ
け
だ
。

現
状
の
法
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
簡
単
き
わ
ま
る
一
件
だ
。
ガ
キ
ど
も
が
や
っ
て
い
た
の
は
、
ア
ニ
メ
の
派
生
作
品
を
作
る
こ
と
だ
。
音

楽
の
ほ
う
は
ま
っ
た
く
改
変
な
し
に
配
信
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
音
楽
と
ビ
デ
オ
を
同
期
さ
せ
て
い
る
―
―
い
ず
れ
も
著
作
権
保
持
者
の
許

可
な
し
に
。

だ
が
文
化
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
実
に
む
ず
か
し
い
一
件
だ
。
こ
の
作
品
が
示
す
創
造
性
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
だ
。
本
で
は
そ
の

創
造
性
を
お
見
せ
で
き
な
い
が
、
注
に
一
例
へ
の
リ
ン
ク
を
挙
げ
て
お
い
た
（
64
）。

非
商
業
の
ア
マ
チ
ュ
ア
創
造
作
品
だ
―
―
ま
さ
に
法
規
制
の

対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
な
い
代
物
だ
が
、
い
ま
や
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
あ
る
た
め
に
監
視
さ
れ
、
法
に
規
制
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
わ
た
し
は
何
が
正
解
か
に
つ
い
て
強
い
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
対
立
が
示
し
て
い
る
隠
れ
た
あ
い
ま
い

さ
を
認
識
す
べ
き
だ
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
変
化
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
作
品
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
利
用
を
規
制
で
き
る
。
人
生
が
ま
す

ま
す
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
法
が
文
化
の
利
用
を
ま
す
ま
す
規
制
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
価
値
観
に
合
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

そ
の
答
え
も
ま
た
、
ま
ず
は
憲
法
起
草
時
の
価
値
観
を
現
在
の
文
脈
に
翻
訳
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
で
も
起
草
者
の
ビ
ジ
ョ
ン
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が
、
現
状
の
方
式
の
も
た
ら
す
よ
う
な
法
的
規
制
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
る
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。

そ
こ
ま
で
徹
底
し
た
規
制
の
可
能
性
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
ま
で
徹
底
し
た
規
制
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
選
択
は
行
な
わ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
論
を
疑
問
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
選
択
が
行
な
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ

の
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
に
対
し
て
広
範
か
つ
新
し
い
規
制
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
規
制
が
プ
ロ
文
化
に
対
し
て
新
し
い
富
を
作
り
出
す
と
い
う

こ
と
を
認
識
し
た
も
の
に
な
る
べ
き
だ
。
ど
ち
ら
の
文
化
形
態
を
保
護
す
べ
き
か
と
い
う
選
択
が
必
要
だ
。
そ
の
選
択
は
ま
だ
直
接
は
行
な

わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
、
今
後
行
な
う
べ
き
選
択
な
の
だ
。

完
成
が
も
た
ら
す
問
題

こ
の
三
つ
の
例
は
共
通
の
パ
タ
ー
ン
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
―
―
そ
れ
も
著
作
権
の
問
題
を
は
る
か
に
越
え
る
パ
タ
ー
ン
を
。
あ
る
時

点
で
は
あ
る
種
の
自
由
が
享
受
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
自
由
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
コ
ス
ト
が
高
か
っ
た
た
め
に
生
じ
て
い
た
（
65
）。

そ
れ

が
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
に
つ
い
て
導
い
た
結
論
だ
っ
た
―
―
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
コ
ス
ト
が
高
い
と
き
に
は
、
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
領
域
は
大
き
く
な

る
。
匿
名
で
読
む
話
も
同
じ
だ
。
実
空
間
で
人
々
が
匿
名
で
読
書
す
る
の
は
、
別
に
法
が
そ
の
権
利
を
守
る
か
ら
で
は
な
く
、
人
の
読
む
も

の
を
追
跡
す
る
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
同
じ
こ
と
が
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
れ
が
規
制
の
外
で
花
開
い
た
の

は
、
な
か
な
か
規
制
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。

だ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
コ
ス
ト
が
下
が
れ
ば
、
そ
の
自
由
は
脅
か
さ
れ
る
。
そ
の
脅
威
は
選
択
を
要
求
す
る
―
―
そ
う
い
う
侵
食
を
許
そ

う
か
、
そ
れ
と
も
も
と
の
自
由
の
領
域
を
作
り
出
す
た
め
に
、
別
の
制
限
を
確
立
す
る
の
か
？

知
的
財
産
法
は
、
こ
の
一
般
的
な
問
題
の
最
初
の
例
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
変
わ
る
。
そ
れ
を
使
え
ば
実
空
間
の

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
よ
り
も
、
知
的
財
産
を
も
っ
と
強
く
保
護
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
保
護
の
強
化
は
、
実
空
間
で
は
不
要
な
選
択
を
強
い
る
。
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そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
知
的
財
産
に
対
す
る
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
、
公
共
利

用
の
あ
る
面
や
、
個
人
の
自
由
の
た
め
の
あ
る
領
域
を
保
証
す
る
よ
う
な
不
完
全
さ
を
組
み
こ
む
べ
き
な
の
か
？

こ
う
い
う
問
題
を
黙
殺
し
て
も
、
そ
れ
が
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
の
起
草
者
た
ち
が
そ
れ
に
答
え
た
と
い
う
ふ
り
を
す
る
の

も
、
こ
れ
ま
た
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
文
脈
で
は
（
そ
し
て
こ
れ
は
、
最
初
の
手
始
め
に
し
か
す
ぎ
な
い
）、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
が
ど
の
価
値
を
保
護
す
る
か
に
つ
い
て
、
判
断
を
く
だ
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

選
択

サ
イ
バ
ー
空
間
が
、
知
的
財
産
の
文
脈
で
、
三
つ
の
だ
い
じ
な
選
択
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
議
論
だ
。
知
的
財
産
が
実
質
的

に
、
完
全
に
財
産
化
さ
れ
る
の
を
容
認
す
べ
き
か
（
知
的
財
産
保
護
の
た
め
の
完
璧
な
コ
ー
ド
の
仕
組
み
は
、
そ
れ
を
実
現
し
て
し
ま
う
か

ら
）、
そ
し
て
こ
の
仕
組
み
が
、
も
っ
と
効
率
の
低
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
隠
れ
て
い
た
匿
名
性
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う

の
を
容
認
す
べ
き
か
。
そ
し
て
ま
た
知
的
財
産
の
拡
張
に
よ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
の
駆
逐
を
容
認
す
べ
き
か
。
こ
の
選
択
は
、
憲
法
起
草
者

た
ち
は
や
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
行
な
う
べ
き
選
択
だ
。

こ
の
文
脈
で
も
続
く
三
つ
の
点
で
も
、
そ
の
選
択
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
行
な
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
わ
た
し
な
り
に
考
え
は
あ
る
。
で
も

わ
た
し
は
法
律
家
で
、「
も
の
ご
と
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
を
な
る
べ
く
語
ら
な
い
よ
う
に
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
法
律
家
は
、「
べ
き
」
論

で
は
別
の
と
こ
ろ
を
指
さ
す
よ
う
に
教
わ
っ
て
い
る
―
―
起
草
者
た
ち
、
国
連
憲
章
、
議
会
の
行
動
な
ど
だ
。
そ
う
い
う
権
威
が
こ
こ
に
は

な
い
と
論
じ
た
以
上
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
黙
っ
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
気
が
す
る
。

で
も
ほ
か
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
沈
黙
と
は
受
け
取
ら
ず
、
臆
病
な
ん
だ
と
思
う
だ
ろ
う
。
自
分
が
ど
う
思
う
か
を
語
る
べ
き
だ
、
と
そ

の
人
た
ち
は
言
う
。
だ
か
ら
こ
の
四
つ
の
応
用
分
野
（
知
的
財
産
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
言
論
の
自
由
、
独
立
主
権
）
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、
こ
う
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し
た
選
択
を
ど
う
行
な
う
べ
き
か
に
つ
い
て
持
論
を
示
そ
う
。
で
も
こ
れ
は
い
さ
さ
か
気
乗
り
し
な
い
の
で
、
な
る
べ
く
あ
っ
さ
り
無
視
し

て
ほ
し
い
。
こ
の
部
分
は
手
短
で
要
点
だ
け
に
絞
り
、
無
視
す
る
の
も
簡
単
だ
。
わ
た
し
が
本
当
に
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、
本
の
そ
れ
以
外

の
部
分
―
―
そ
し
て
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
や
る
べ
き
選
択
が
あ
る
と
い
う
主
張
―
―
な
の
だ
。

匿
名
性

コ
ー
エ
ン
は
、
匿
名
性
に
つ
い
て
は
文
句
な
し
に
正
し
い
と
わ
た
し
に
は
思
え
る
。
そ
し
て
コ
ー
エ
ン
公
理
も
文
句
な
し
に
正
し
い
の
で

は
な
い
か
。
代
替
案
が
ど
れ
ほ
ど
効
率
的
だ
ろ
う
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
築
す
る
と
き
に
は
当
然
ま
ず
匿
名
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
す
べ

き
だ
―
―
も
っ
と
厳
密
に
は
、
仮
名
性
を
保
証
す
る
よ
う
に
。
も
し
コ
ー
ド
が
わ
た
し
の
や
る
こ
と
を
正
確
に
モ
ニ
タ
ー
す
る
な
ら
、
少
な

く
と
も
モ
ニ
タ
ー
し
て
い
る
相
手
が
「
こ
の
わ
た
し
」
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。「14A

H
342B

D
7

」
が
コ
レ

コ
レ
の
本
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
も
、
そ
ん
な
に
気
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
番
号
が
、
わ
た
し
の
名
前
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

た
ら
、
大
い
に
困
惑
す
る
だ
ろ
う
。

コ
ー
エ
ン
は
、
二
番
目
の
点
に
つ
い
て
も
文
句
な
し
に
正
し
い
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
か
ら
く
る
メ
リ
ッ
ト
は
す
べ
て
、
同
時
に
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
保
護
し
て
も
実
現
で
き
る
も
の
だ
。
追
跡
可
能
性
を
壊
す
よ
う
な
ル
ー
チ
ン
を
組
み
込
む
に
は
、
コ
ー
ド
書
き
が
ち
ょ
っ
と
よ
け
い

に
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
確
実
に
す
る
に
は
、
計
画
も
今
以
上
に
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
う
い
う
ル
ー
ル
が

最
初
か
ら
埋
め
込
ま
れ
て
い
れ
ば
、
コ
ス
ト
は
極
端
に
は
高
く
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
今
の
う
ち
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
入
れ
て
構
築
し
て

お
く
ほ
う
が
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
を
後
づ
け
で
つ
ぎ
は
ぎ
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
安
上
が
り
だ
。
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コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
）

こ
こ
で
い
う
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
は
、
関
連
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
い
る
人
が
誰
で
も
、
他
人
の
許
可
な
し
に
使
え
る
資
源
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
。
な
ぜ
許
可
が
い
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
の
資
源
が
ま
っ
た
く
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
（
つ
ま
り
パ

ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
あ
る
か
ら
）
か
、
そ
の
資
源
を
使
う
許
可
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
こ
の

資
源
を
使
っ
た
り
そ
こ
か
ら
発
展
さ
せ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
資
源
自
体
に
ア
ク
セ
ス
で
き
れ
ば
そ
れ
以
上
の
も
の
は
い
ら
な
い
（
66
）。

こ
の
意
味
で
、
著
作
権
法
の
範
囲
や
対
象
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
過
去
に
守
ら
れ
た
知
的
コ
モ
ン
ズ
は
将
来
も
保
護
さ
れ
る
か
、
と
尋
ね

る
。
過
去
に
そ
う
な
っ
て
い
た
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
摩
擦
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
だ
が
今
で
は
そ
の
摩
擦
が
な
く
な
っ
た
以
上
、
こ

れ
ま
で
あ
っ
た
コ
モ
ン
ズ
を
保
存
す
る
の
か
破
壊
す
る
の
か
？

わ
た
し
は
そ
れ
が
保
存
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

知
的
な
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
）
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
ず
っ
と
強
い
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
コ
モ
ン
ズ
を
保
存
す

る
よ
う
に
設
計
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
保
存
し
な
い
よ
う
に
も
で
き
る
（
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
自
然
が
す
で
に
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
設
計
を

や
っ
て
く
れ
た
と
考
え
た
け
れ
ど
、
で
も
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
書
い
た
の
は
コ
ー
ド
以
前
の
時
代
だ
っ
た
）。
わ
れ
わ
れ
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
あ
る

形
で
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
築
す
べ
き
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
過
去
に
は
、
設
計
に
よ
っ
て
排
除
で
き
な
い
コ
モ
ン
ズ
が
あ
っ
た
。
そ
の
コ
モ
ン
ズ

は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
す
ば
ら
し
い
価
値
を
与
え
て
く
れ
た
。
未
来
の
コ
モ
ン
ズ
が
ど
ん
な
価
値
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
は
、
今
や
っ

と
理
解
さ
れ
始
め
て
き
た
と
こ
ろ
だ
。
知
的
財
産
学
者
は
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
―
―
し
か
も
サ
イ
バ
ー
空
間
が
や
っ
て
く
る
は
る
か
昔
に

―
―
そ
し
て
今
や
る
べ
き
議
論
の
基
盤
の
、
相
当
部
分
を
敷
い
て
お
い
て
く
れ
た
（
67
）。

サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
分
野
で
、
最
大
の
成
果
は
知
的
財

産
の
領
域
で
書
か
れ
た
も
の
だ
。
幅
広
い
文
脈
で
、
こ
の
学
者
た
ち
は
知
的
コ
モ
ン
ズ
の
本
質
的
な
価
値
を
強
力
に
論
じ
て
き
て
い
る
（
68
）。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
イ
ル
は
驚
異
的
な
著
書
『
シ
ャ
ー
マ
ン
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
脾
臓
（Sham

ans,
Softw

are,
and

Spleens

）』
（
69
）で

こ
の
議

論
を
と
て
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
論
じ
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
と
非
サ
イ
バ
ー
空
間
の
両
方
か
ら
問
題
を
引
き
出
し
つ
つ
、
か
れ
は
情
報
社
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会
が
直
面
す
る
課
題
を
描
き
出
す
―
―
そ
れ
も
特
に
政
治
的
課
題
を
（
70
）。

ほ
か
の
と
こ
ろ
で
か
れ
は
、
情
報
政
策
に
お
い
て
「
環
境
保
護
運
動
」

が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
―
―
こ
れ
は
情
報
を
す
べ
て
財
産
化
し
よ
う
と
い
う
運
動
に
よ
っ
て
、
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

を
人
々
に
認
識
さ
せ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
。
ボ
イ
ル
の
業
績
は
、
自
由
の
た
め
の
似
た
よ
う
な
目
標
を
推
進
す
る
よ
う
多
く
の
人
々
を

イ
ン
ス
パ
イ
ア
し
て
い
る
（
71
）。

そ
の
自
由
は
、
文
化
利
用
と
再
利
用
に
対
す
る
法
の
規
制
に
制
限
を
か
け
る
。
そ
れ
は
利
用
に
対
す
る
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
抵
抗
す

る
。
そ
れ
は
広
範
な
再
利
用
を
解
放
す
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
摩
擦
が
与
え
て
く
れ
た
自
由
を
、
積
極
的
な
保
護
を
通
じ
て
再
構
築
し
て
く
れ

る
。
そ
う
す
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
自
由
の
依
っ
て
立
つ
価
値
観
を
信
じ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
そ
の
自
由
に
含
ま
れ
る
価
値
観
を
、
そ

の
自
由
自
身
が
可
能
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現
を
通
じ
て
実
証
す
る
。

だ
が
こ
の
自
由
は
法
改
正
で
も
構
築
で
き
る
し
、
自
発
的
に
も
構
築
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
を
バ
ラ
ン
ス
し
直
し
て
、
重
要
と
さ
れ
る
自

由
を
奨
励
し
て
も
い
い
し
、
こ
の
財
産
を
見
直
す
こ
と
で
、
重
要
と
さ
れ
る
自
由
が
発
効
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
も
い
い
わ
け
だ
。

第
二
の
戦
略
は
、
第
八
章
で
説
明
し
た
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
運
動
の
技
法
だ
。
著
作
権
法
を
使
っ
て
、
ス
ト
ー
ル
マ
ン
は
フ
リ
ー
ソ
フ

ト
の
四
つ
の
自
由
を
保
存
す
る
と
同
時
に
、
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
を
改
変
・
頒
布
す
る
人
々
が
そ
れ
を
フ
リ
ー
に
頒
布
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
よ

う
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ラ
イ
セ
ン
ス
を
導
入
し
た
。
こ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
は
つ
ま
り
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
コ
モ
ン
ズ
を
作
り
出
す
。
そ
の
ソ
フ
ト
は

万
人
が
使
え
る
も
の
だ
し
、
そ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
コ
モ
ン
ズ
は
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
燃
料
と
な
る
重
要
な
原
料
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

も
っ
と
最
近
で
は
、
ス
ト
ー
ル
マ
ン
の
ア
イ
デ
ア
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
モ
ン
ズ
再
構
築
を
目
指
す
人
々
に
よ
っ
て
真
似
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
―
―
多
く
の
人
が
驚
愕
し
た
こ
と
に
―
―
見
事
な
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
を
、
何
千
人
も
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
公
開
ウ
ィ
キ
上
に
記
事
を
投
稿
し
た
り
そ
れ
を
改
訂
し
た
り
す
る
だ
け
で
実
現
さ
せ
た
。
こ
の
作
業
の
成
果
は
い
ま
や
、

Ｇ
Ｐ
Ｌ
の
よ
う
に
い
か
な
る
改
変
も
同
じ
く
フ
リ
ー
で
頒
布
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
著
作
権
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
永
遠
に
（
は
い
は
い
、「
限

ら
れ
た
期
間
」
で
す
な
、
だ
が
・こ
・の
・わ
・た
・し
・を
こ
の
細
部
に
つ
い
て
訂
正
し
た
り
し
な
い
で
お
く
れ
）
保
護
さ
れ
て
い
る
。（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
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ア
に
つ
い
て
は
一
二
章
で
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
る
）

そ
し
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
も
ま
た
、
私
法
を
使
っ
て
実
質
的
な
公
共
コ
モ
ン
ズ
を
構
築
し
た
。
こ
こ
で
も
ス
ト
ー
ル
マ
ン
の

ひ
そ
み
に
倣
い
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
は
著
作
権
保
持
者
に
対
し
、
自
分
の
創
造
作
品
に
自
分
の
望
む
自
由
の
マ
ー
ク
を
付
与
す

る
簡
単
な
方
法
を
提
供
す
る
。
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
の
マ
ー
ク
は
、
著
者
が
権
利
の
一
部
を
手
元
に
残
し
、
自
分
が
抱
え
込
め
た

権
利
の
一
部
を
公
共
に
あ
げ
る
。
こ
う
し
た
ラ
イ
セ
ン
ス
は
非
排
除
的
で
公
開
な
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
実
質
的
に
、
誰
も
が
活
用
で
き
る
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
資
源
の
コ
モ
ン
ズ
を
構
築
す
る
。

わ
た
し
は
自
分
の
時
間
を
か
な
り
割
い
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
を
助
け
て
き
た
が
、
今
で
も
私
的
活
動
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と

考
え
て
い
る
。
だ
が
こ
の
私
的
活
動
の
生
み
出
す
も
の
か
ら
学
ぶ
価
値
は
あ
る
。
そ
の
教
訓
は
将
来
の
政
策
立
案
者
た
ち
が
著
作
権
法
を
作

り
直
す
と
き
の
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
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第一一章 プライバシー

第
一
一
章

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

第
一
部
の
結
論
は
、
コ
ー
ド
は
も
っ
と
規
制
し
や
す
い
サ
イ
バ
ー
空
間
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
第
二
部
の
結
論
は
、
そ
の
規

制
し
や
す
い
空
間
に
お
い
て
コ
ー
ド
の
規
制
が
果
た
す
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
結
論
も
、
前
章
で

の
話
に
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
著
作
権
保
持
者
に
よ
る
早
期
の
パ
ニ
ッ
ク
と
は
裏
腹
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
知
的
財
産
権
が

守
り
や
す
い
と
こ
ろ
と
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
保
護
は
コ
ー
ド
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
も
、
驚
く
ほ
ど
似
た
話
だ
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ジ
ッ
ト
レ
イ
ン
が
『
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
法
学
レ
ビ
ュ
ー
』
で
発
表
し
た
論

文
（
1
）で

述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
と
著
作
権
の
問
題
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。
ど
ち
ら
で
も
「
自
分
の
」
デ
ー
タ
な
の
に
「
自

分
の
」
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
失
わ
れ
た
部
分
が
あ
る
。
著
作
権
の
場
合
、
そ
れ
は
著
作
権
作
品
の
複
製
と
な
る
デ
ー
タ
だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
だ

と
、
そ
れ
は
自
分
に
つ
い
て
何
か
を
表
す
デ
ー
タ
だ
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
喪
失
を
も
た
ら

し
た
。
著
作
権
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
完
璧
で
無
料
の
コ
ン
テ
ン
ツ
複
製
を
可
能
に
す
る
か
ら
だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
は
本
章
で
見
る

よ
う
に
、
技
術
が
永
続
的
で
安
上
が
り
な
ふ
る
ま
い
の
監
視
を
可
能
に
す
る
か
ら
だ
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
政
策
立
案
者
が
尋
ね
る
べ
き
問

題
は
、
適
切
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
水
準
を
回
復
す
る
に
は
法
と
技
術
を
ど
う
ミ
ッ
ク
ス
す
れ
ば
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
水
準
は
、
私

的
／
公
的
な
利
益
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
著
作
権
で
は
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
前
章
で
説
明
し
た
通
り
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

で
は
、
本
章
で
検
討
す
る
通
り
だ
。

だ
が
著
作
権
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
の
大
き
な
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
を
求
め
る
政
治
経
済
だ
。
著
作
権
だ
と
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
利
益

集
団
は
強
力
で
組
織
も
強
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
だ
と
、
脅
か
さ
れ
た
利
益
は
分
散
し
て
い
て
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
。
著
作
権
だ
と
、
保
護
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の
向
こ
う
側
に
あ
る
価
値
観
（
コ
モ
ン
ズ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
）
は
説
得
力
が
な
く
、
理
解
も
さ
れ
て
い
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
だ
と
、

保
護
の
反
対
側
に
あ
る
価
値
観
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
対
テ
ロ
戦
争
）
は
説
得
力
も
あ
る
し
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ち
が
い
の
結

果
と
し
て
、
ど
ん
な
政
治
理
論
家
で
も
予
測
で
き
る
よ
う
に
、
過
去
一
〇
年
に
渡
り
著
作
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
に
は
い
ろ
い
ろ
法
制
も

技
術
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
解
決
に
対
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

だ
が
著
作
権
と
同
様
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
バ
ラ
ン
ス
も
再
建
で
き
る
。
法
で
も
技
術
で
も
、
ず
っ
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
あ
る

（
そ
し
て
安
全
な
）
デ
ジ
タ
ル
環
境
を
も
た
ら
せ
る
よ
う
な
改
訂
は
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
改
訂
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
は
、
サ
イ
バ
ー
空

間
の
規
制
の
力
学
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
価
値
観
の
重
要
性
と
を
ど
ち
ら
も
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　ま
ず
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
三
つ
の
側
面
を
考
え
、
そ
れ
を
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
変
え
た
か
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
三
つ
の
う
ち
、
本
章
で

は
二
つ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
が
、
方
向
性
を
つ
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は
三
つ
目
か
ら
見
て
い
こ
う
。

私
的
状
況
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

伝
統
的
な「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」の
問
題
は
、あ
る
人
の
私
的
空
間
に
他
人
が
侵
入
で
き
る
能
力
に
つ
い
て
法
が
設
定
す
る
限
界
の
こ
と
だ
っ

た
。
政
府
は
ど
こ
ま
で
個
人
の
家
に
入
り
込
ん
だ
り
、
書
類
を
漁
っ
た
り
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
？

侵
入
法
は
、
人
の
私
物
を
嗅
ぎ
ま
わ
る

政
府
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
他
人
に
対
し
て
も
ど
ん
な
保
護
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
放
っ
て
お
か
れ
る
権
利
」
（
2
）の

意
味
の
一
つ
だ
。
法
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
保
護
さ
れ
た
空
間
に
他
人
が
侵
入
す
る
力
に
対
す
る
法

的
制
限
の
群
れ
だ
。

こ
う
し
た
制
限
は
、
物
理
的
な
障
害
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
た
。
侵
入
法
は
、
夜
に
人
の
家
に
侵
入
す
る
の
は
非
合
法
だ
と
言
う
か
も
し
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れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
み
ん
な
家
の
戸
や
窓
に
鍵
を
か
け
る
。
こ
こ
で
も
、
人
が
享
受
す
る
保
護
は
、
規
制
の
四
様
式
が
提
供
す
る
保
護
の

総
和
と
な
る
。
法
は
、
技
術
の
保
護
、
規
範
に
組
み
込
ま
れ
た
保
護
、
違
法
に
侵
入
す
る
こ
と
が
高
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
保
護
を
補
う

も
の
と
な
る
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
は
こ
う
し
た
保
護
を
変
え
た
。
パ
ラ
ボ
ラ
マ
イ
ク
技
術
の
費
用
は
大
幅
に
下
が
っ
た
。
つ
ま
り
窓
越
し
に
他
人
の
会
話

を
聞
く
の
が
す
ご
く
簡
単
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
一
方
、
侵
入
を
監
視
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
技
術
の
費
用
も
大
幅
に
下
が
っ
た
。
こ
う

し
た
変
化
の
総
計
が
ど
う
な
っ
た
か
は
見
き
わ
め
る
の
が
む
ず
か
し
い
が
、
こ
の
困
難
が
あ
っ
て
も
、
中
核
の
価
値
観
は
あ
い
ま
い
に
な
っ

て
い
な
い
。
ふ
つ
う
に
「
私
的
」
な
空
間
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
期
待
は
、
新
技
術
が
登
場
し
て
も
変

わ
ら
な
い
。
こ
の
種
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
「
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
」
を
も
た
ら
さ
な
い
。

公
共
の
場
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

：
監
視

二
種
類
目
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
一
見
す
る
と
名
辞
矛
盾
に
思
え
る
―
―
公
共
の
場
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
だ
。
人
が
公
共
の
道
に
い
た
り

飛
行
機
に
乗
っ
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、
デ
ー
タ
を
取
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
ど
ん
な
保
護
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

伝
統
的
な
答
え
は
簡
単
だ
。
ま
っ
た
く
な
い
。
公
共
の
場
に
出
る
こ
と
で
、
そ
の
人
は
自
分
に
つ
い
て
他
人
が
知
る
こ
と
を
隠
し
た
り
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
す
る
権
利
を
す
べ
て
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
送
信
す
る
事
実
は
「
空
気
の
よ
う
に
自

由
に
一
般
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
」
（
3
）。

法
は
公
共
的
な
状
況
で
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
一
切
法
的
な
保
護
を
提
供
し
な
い
。

だ
が
こ
れ
ま
で
何
度
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
法
が
そ
れ
を
保
護
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
保
護
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
公
共
の
場
に
い
る
と
き
の
各
種
事
実
は
、
法
的
に
は
保
護
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
う
し
た
事
実
を
集
め
た
り
利
用
し
た

り
す
る
コ
ス
ト
の
高
さ
に
よ
っ
て
実
質
的
に
守
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
摩
擦
こ
そ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
最
高
の
友
と
い
う
わ
け
だ
。
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だ
が
こ
う
し
た
摩
擦
が
生
み
出
す
保
護
を
見
る
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
二
種
類
の
次
元
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

誰
の
生
活
に
も
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
る
部
分
は
あ
る
し
、
検
索
可
能
な
部
分
も
あ
る
。
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
の
日
常
生
活
で

他
人
が
見
た
り
気
が
つ
い
た
り
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
他
人
が
な
ん
ら
か
の
対
応
を
す
る
部
分
だ
（
対
応
す
る
の
が
適
切
な
ら
）。
わ
た
し

が
通
り
を
歩
く
と
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
る
。
も
し
中
国
西
域
の
小
さ
な
村
の
通
り
を
わ
た
し
が
歩
い
て
い
た
ら
、
そ
の

ふ
る
ま
い
は
か
な
り
集
中
的
に
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
ど
ち
ら
も
、
一
時
的
な
も
の
だ
。
ゾ
ウ
を
つ
れ
て
歩
い

て
い
た
り
、
女
装
し
て
歩
い
て
い
れ
ば
気
に
さ
れ
る
け
れ
ど
、
で
も
歩
き
方
に
変
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
単
に
群
衆
の
一
部
に
な
っ
て
い

れ
ば
、
そ
の
瞬
間
だ
け
気
に
と
め
て
も
す
ぐ
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
―
―
そ
し
て
そ
の
忘
れ
方
は
、
中
国
よ
り
は
た
ぶ
ん
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
で
の
ほ
う
が
早
い
だ
ろ
う
。

検
索
可
能
な
の
は
、
人
生
の
中
で
記
録
を
残
す
、
あ
る
い
は
記
録
そ
の
も
の
の
部
分
だ
。
日
記
の
書
き
込
み
は
、
自
分
の
考
え
に
つ
い
て

記
録
を
残
す
。
家
の
中
の
い
ろ
ん
な
も
の
は
、
あ
な
た
の
所
有
物
の
記
録
だ
。
留
守
番
電
話
の
記
録
は
、
誰
が
電
話
し
て
き
て
何
を
言
っ
た

か
の
記
録
だ
。
こ
う
し
た
人
生
の
部
分
は
、
そ
ん
な
に
儚
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
と
で
見
直
さ
れ
る
た
め
の
も
の
だ
―
―
技
術
と
法

が
そ
れ
を
許
せ
ば
。

こ
の
二
つ
の
次
元
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
応
じ
て
相
互
に
作
用
す
る
。
小
さ
な
村
で
な
ら
一
挙
一
動
が
ご
近
所
に
監
視
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
監
視
は
記
録
を
作
る
―
―
ご
近
所
の
記
憶
の
中
に
。
だ
が
記
録
技
術
の
性
質
か
ら
、
政
府
が
そ
の
記
録
を
検
索
す

る
の
は
か
な
り
高
く
つ
く
。
警
官
が
ご
近
所
で
聞
き
込
み
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
必
然
的
に
不
完
全
な
証
言
を
相
互
に
参
照
す
る
こ
と

で
、
ど
こ
が
事
実
で
ど
こ
が
そ
う
で
な
い
か
見
き
わ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
お
な
じ
み
の
プ
ロ
セ
ス
だ
が
、
限
界
は
あ
る
。
失
踪

者
を
探
す
た
め
に
ご
近
所
に
聞
き
込
み
を
か
け
て
情
報
収
集
を
す
る
の
は
楽
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
府
が
ご
近
所
の
政
治
的
な
立
場
に
つ
い

て
聞
き
込
み
を
始
め
た
ら
、
た
ぶ
ん
抵
抗
が
あ
る
だ
ろ
う
（
と
期
待
し
た
い
）。
だ
か
ら
原
理
的
に
は
、
デ
ー
タ
は
そ
こ
に
あ
る
が
、
実
際
的

に
は
、
引
き
出
す
に
は
高
く
つ
く
。
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デ
ジ
タ
ル
技
術
は
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
る
―
―
大
幅
に
。
も
っ
と
多
く
の
ふ
る
ま
い
が
監
視
し
や
す
く
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

を
検
索
す
る
の
も
簡
単
に
な
る
。
デ
ー
タ
を
集
め
る
の
と
同
じ
技
術
が
、
そ
れ
を
検
索
し
や
す
く
な
る
形
で
集
め
る
。
だ
か
ら
ま
す
ま
す
、

人
生
は
並
列
処
理
で
で
き
た
村
と
な
る
。
い
つ
の
時
点
で
も
出
来
事
を
再
現
し
た
り
ふ
る
ま
い
を
追
跡
し
た
り
す
る
の
だ
。

お
な
じ
み
の
例
を
い
く
つ
か
検
討
し
よ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

第
一
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
も
と
も
と
提
供
し
た
匿
名
性
を
説
明
し
た
。
だ
が
重
要
な
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。「
古
き

日
々
」
の
そ
こ
そ
こ
の
匿
名
性
は
い
ま
や
実
質
的
に
な
い
も
同
然
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
、xxx.xxx.xxx.xxx

と

い
う
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
か
ら
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
録
さ
れ
る
。
ク
ッ
キ
ー
を
認
め
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
そ
の

ク
ッ
キ
ー
を
持
っ
た
マ
シ
ン
が
そ
こ
を
訪
れ
た
こ
と
は
記
録
さ
れ
る
―
―
そ
の
ク
ッ
キ
ー
に
関
連
し
た
す
べ
て
の
デ
ー
タ
と
と
も
に
。
あ
な

た
の
ク
リ
ッ
ク
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
し
て
企
業
と
広
告
業
者
が
密
接
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
に
つ
い
て
蓄
積
で
き
る
デ
ー
タ
は
果

て
し
な
い
。

現
在
の
ネ
ッ
ト
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
下
で
技
術
的
に
は
十
分
に
あ
り
得
る
仮
想
的
な
話
を
考
え
て
み
よ
う
。
信
用
で
き
る
会
社
の
ウ
ェ

ブ
ペ
ー
ジ
に
行
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
を
入
力
し
た
と
し
よ
う
―
―
住
所
氏
名
、
社
会
保
障
番
号
、
好
き
な
雑
誌
や
テ
レ
ビ

等
々
。
そ
の
企
業
は
ク
ッ
キ
ー
を
く
れ
る
。
そ
の
後
、
別
の
企
業
の
サ
イ
ト
に
向
か
う
が
、
こ
ち
ら
は
信
用
で
き
な
い
の
で
、
個
人
情
報
は

何
も
明
か
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
だ
が
こ
う
し
た
企
業
が
収
集
デ
ー
タ
に
つ
い
て
協
力
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
確
か
め
る
術
は
な
い
。
両

社
が
ク
ッ
キ
ー
の
デ
ー
タ
を
融
通
し
合
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
あ
る
。
だ
か
ら
い
っ
た
ん
ど
こ
か
に
デ
ー
タ
を
明
か
し
た
ら
、
そ
れ
が
か

な
り
の
訪
問
サ
イ
ト
に
広
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
技
術
的
な
保
証
は
な
い
わ
け
だ
。

以
下
の
節
で
は
、
自
分
が
明
示
的
に
他
人
に
提
供
し
た
デ
ー
タ
、
た
と
え
ば
住
所
氏
名
や
社
会
保
障
番
号
な
ど
に
つ
い
て
の
プ
ラ
イ
バ
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シ
ー
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
も
っ
と
詳
し
く
検
討
す
る
。
だ
が
と
り
あ
え
ず
は
、「
公
共
」
の
場
を
移
動
す
る
中
で
先
方
が
集
め
た
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
デ
ー
タ
だ
け
に
注
目
し
よ
う
。
と
ん
で
も
な
い
手
間
を
か
け
な
い
限
り
―
―
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た

り
、
ク
ッ
キ
ー
を
禁
止
し
た
り
等
々
―
―
ど
こ
か
の
サ
イ
ト
を
訪
問
し
た
と
か
、
ど
ん
な
検
索
を
し
た
か
と
い
っ
た
デ
ー
タ
が
他
人
に
知
ら

れ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
、
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
顧
客
」
を
突
き
止
め
る
べ
く
設
計
さ
れ
た
無
数
の
技
術
は
、
特
定
個
人
に
た
ど
れ
る

果
て
し
な
い
デ
ー
タ
の
層
を
生
み
出
し
て
い
る
。

検
索二

〇
〇
六
年
一
月
、
グ
ー
グ
ル
は
ほ
か
の
企
業
が
ど
こ
も
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
、
政
府
を
驚
か
せ
た
。
政
府
の
要
求
を
跳
ね
つ

け
た
の
だ
。
司
法
省
は
議
会
の
懲
り
な
い
ポ
ル
ノ
規
制
を
擁
護
す
べ
く
、
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ル
ノ
の
調
査
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
こ
で
人
々
が

ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す
る
内
容
と
頻
度
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
を
よ
こ
せ
と
グ
ー
グ
ル
は
言
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
指
定
期
間
内
の
検
索
を
一
〇

〇
万
件
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
で
提
供
し
て
く
れ
、
と
い
う
の
が
依
頼
だ
っ
た
の
だ
。
グ
ー
グ
ル
は
―
―
ヤ
フ
ー
や
Ｍ
Ｓ
Ｎ
と
は
ち
が
っ
て
―
―

断
っ
た
。

こ
の
話
を
最
初
に
耳
に
し
た
と
き
、
み
ん
な
す
ぐ
に
当
然
の
疑
問
を
抱
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
グ
ー
グ
ル
っ
て
検
索
要
求
を
記
録

し
て
ん
の
？

は
い
、
記
録
し
て
ま
す
。
好
奇
心
は
監
視
さ
れ
、
好
奇
心
あ
る
人
々
に
つ
い
て
の
検
索
可
能
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
作
ら
れ
て

い
る
。
自
分
た
ち
の
性
能
向
上
の
た
め
、
グ
ー
グ
ル
―
―
そ
し
て
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
（
4
）―

―
は
検
索
依
頼
を
す
べ
て
保
存
し
て

あ
る
。
も
っ
と
困
っ
た
こ
と
に
、
グ
ー
グ
ル
は
そ
の
検
索
を
特
定
の
Ｉ
Ｐ
と
結
び
つ
け
て
、
可
能
な
場
合
に
は
グ
ー
グ
ル
利
用
者
の
ア
カ
ウ

ン
ト
と
も
関
連
づ
け
る
。
だ
か
ら
グ
ー
グ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
内
部
で
は
、gm

ail

ア
カ
ウ
ン
ト
に
ロ
グ
イ
ン
し
つ
つ
行
な
っ
た
検
索
の

一
覧
が
残
っ
て
い
て
、
誰
か
に
見
せ
て
く
れ
と
言
わ
れ
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

見
せ
て
と
言
っ
た
の
は
政
府
だ
っ
た
。
そ
し
て
通
常
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
府
の
要
求
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
。
政
府
が
民
事
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や
刑
事
事
件
の
捜
査
の
中
で
、
関
連
し
た
証
拠
を
持
つ
人
々
に
そ
れ
を
提
供
し
ろ
と
頼
め
る
の
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
（
制
限
は
あ
る
が
、

そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
）。
グ
ー
グ
ル
は
証
拠
を
持
っ
て
い
る
。
政
府
は
通
常
な
ら
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
権
利
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
政
府
は
こ
の
証
拠
を
ポ
ル
ノ
関
連
の
消
費
パ
タ
ー
ン
評
価
以
外
の
目
的
に
は
使
わ
な
い
と
明
示
的
に
約
束
し
て
い

た
。
具
体
的
に
は
、
特
に
疑
わ
し
い
検
索
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
追
求
し
た
り
は
し
な
い
と
約
束
し
て
い
た
。
そ
の
証
拠
―
―
通
常
な
ら
ば
、

好
き
な
目
的
の
た
め
に
使
え
る
も
の
だ
―
―
は
無
視
し
て
、
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
検
索
の
集
約
デ
ー
タ
だ
け
が
ほ
し
い
の
だ
と
述
べ
た
。

さ
て
こ
の
例
が
示
す
問
題
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

検
索
エ
ン
ジ
ン
以
前
に
は
、
誰
も
好
奇
心
の
記
録
な
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
質
問
が
出
た
か
と
い
う
一
覧
も
な
か
っ
た
。
今
は

あ
る
。
み
ん
な
憑
か
れ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
質
問
を
出
す
。
こ
う
し
た
検
索
の
大
半
は
ま
っ
た
く
無
害

だ
（「
キ
ノ
コ
Ａ
Ｎ
Ｄ
シ
チ
ュ
ー
」）。
一
部
は
検
索
者
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
無
害
で
な
い
も
の
を
示
す
（「
エ
ロ
画
像
Ａ
Ｎ
Ｄ
ロ
リ
」）。
い

ま
や
こ
う
し
た
質
問
す
べ
て
の
一
覧
が
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
犯
罪
的
意
図
に
関
す
る
証
拠
と
し
て
は
使
え
る
も
の
だ
。

こ
の
一
覧
に
対
す
る
政
府
の
関
心
は
高
ま
る
。
最
初
は
、
政
府
の
要
求
も
か
な
り
無
害
な
も
の
だ
ろ
う
―
―
人
々
が
グ
ー
グ
ル
に
何
回

エ
ッ
チ
な
質
問
を
す
る
か
数
え
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
問
題
も
な
い
の
で
は
？

だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
無
害
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
要
求
は
か

な
り
有
害
な
活
動
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
要
求
す
る
だ
ろ
う
―
―
テ
ロ
や
虐
待
を
示
す
よ
う
な
検
索
だ
。
そ
し
て
そ
れ
ほ
ど
有
害
で
な

く
、
犯
罪
も
あ
ま
り
有
害
で
な
い
と
き
、
要
求
は
単
に
こ
れ
が
法
執
行
の
効
率
を
高
め
る
た
め
だ
と
言
う
だ
ろ
う
。「
法
が
嫌
い
な
ら
変
え

れ
ば
い
い
。
だ
が
変
わ
る
ま
で
は
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
執
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
」
と
い
う
わ
け
。
要
求
が
だ
ん
だ
ん
エ
ス
カ
レ
ー
ト

す
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
し
、
避
け
が
た
い
し
、
そ
の
誘
惑
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
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電
子
メ
ー
ル

電
子
メ
ー
ル
は
文
字
ベ
ー
ス
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
デ
ジ
タ
ル
形
式
で
保
存
さ
れ
る
。
電
話
の
筆
記
録
み
た
い
な
も
の
だ
。
あ
る
人
か
ら
別

の
人
に
送
ら
れ
る
と
、
電
子
メ
ー
ル
は
コ
ピ
ー
さ
れ
て
マ
シ
ン
か
ら
マ
シ
ン
へ
と
送
信
さ
れ
る
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
マ
シ
ン
上
に
消
去
さ

れ
る
ま
で
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
消
去
す
る
の
は
、
ル
ー
チ
ン
―
―
マ
シ
ン
の
判
断
―
―
か
人
だ
。

多
く
の
電
子
メ
ー
ル
の
中
身
は
、
ふ
つ
う
の
電
話
の
会
話
と
同
じ
だ
―
―
計
画
性
も
な
く
、
特
に
考
え
も
な
し
に
行
な
わ
れ
る
、
友
だ
ち

同
士
の
お
し
ゃ
べ
り
。
で
も
電
話
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
中
身
は
保
存
さ
れ
、
い
っ
た
ん
保
存
さ
れ
た
ら
そ
れ
は
モ
ニ
タ
ー
可
能
で
、
保
存

可
能
で
、
検
索
可
能
と
な
る
。
企
業
は
い
ま
や
何
百
万
ド
ル
も
投
資
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
実
質
的
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
だ
っ
た
従
業
員
同
士
の

や
り
と
り
を
見
張
る
技
術
を
導
入
し
て
い
る
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
も
後
か
ら
で
も
、
会
話
の
中
身
が
わ
か
る
。
理
論
的
に
は
「
企
業
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
所
有
し
て
い
る
」
（
5
）と

い
う
理
由
で
、
雇
い
主
は
ま
す
ま
す
従
業
員
の
電
子
メ
ー
ル
を
嗅
ぎ
ま
わ
り
、
不
適
正
だ
と
思
え
る
も
の

を
探
し
回
っ
て
い
る
（
6
）。

確
か
に
、
原
理
的
に
は
、
こ
う
し
た
モ
ニ
タ
ー
・
監
視
や
検
索
・
捜
査
は
電
話
や
手
紙
で
も
で
き
る
。
で
も
現
実
に
は
無
理
だ
。
電
話
や

ふ
つ
う
の
手
紙
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
に
は
、
時
間
と
お
金
―
―
つ
ま
り
は
人
間
の
介
入
が
必
要
だ
。
そ
し
て
こ
の
コ
ス
ト
の
せ
い
で
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
は
そ
れ
は
行
な
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
コ
ス
ト
が
あ
る
種
の
自
由
を
与
え
て
く
れ
て

い
る
。

従
業
員
（
や
配
偶
者
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
、
メ
ー
ル
技
術
の
重
要
な
新
用
途
だ
。
も
う
一
つ
は
広
告
の
効
率
よ
い
配
信
だ
。
こ

こ
で
も
新
し
いgm

ail

サ
ー
ビ
ス
を
ひ
っ
さ
げ
て
先
頭
に
立
つ
の
は
グ
ー
グ
ル
だ
。gm

ail

は
メ
ー
ル
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
へ
広
告
を
う

つ
。
だ
が
何
が
進
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
広
告
は
メ
ー
ル
の
中
身
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
ち
ら
の
電
話
を
聞
い
て
そ
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れ
に
あ
わ
せ
て
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
変
え
る
よ
う
な
テ
レ
ビ
を
考
え
て
ほ
し
い
。
メ
ー
ル
の
中
身
―
―
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
受
信
箱
全
体
の
中

身
―
―
で
何
を
見
せ
ら
れ
る
か
変
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
方
式
が
機
能
す
る
に
は
、
グ
ー
グ
ル
は
サ
ー
バ
ー
上
に
あ
な
た
が
大
量
の
デ
ー
タ
を
保
存
し
て
お
い
て
く
れ
な
い
と
困
る
。
だ
か
ら

gm
ail

で
や
り
に
く
い
唯
一
の
こ
と
―
―
そ
れ
も
き
わ
め
て
困
難
―
―
な
の
は
グ
ー
グ
ル
のgm

ail

ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
メ
ー
ル
を
削
除
す
る

こ
と
だ
。
一
画
面
ず
つ
削
除
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
受
信
箱
に
二
万
通
の
メ
ー
ル
が
あ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
暇
は

な
い
。gm

ail

に
「
メ
ー
ル
を
す
べ
て
削
除
」
機
能
を
つ
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
ん
だ
ろ
う
か
？

そ
ん
な
わ
け
が
な
い
。
天
下
の
グ
ー
グ

ル
で
は
な
い
か
！

だ
か
ら
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
巧
妙
な
利
用
に
よ
っ
て
、
グ
ー
グ
ル
は
デ
ー
タ
が
確
実
に
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
そ

の
デ
ー
タ
が
ほ
か
の
目
的
に
使
わ
れ
る
資
源
と
な
る
。
訴
訟
沙
汰
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら
、
相
手
方
の
弁
護
士
の
最
初
の
質
問
は
こ
う
な
る
だ

ろ
う
―
―
あ
な
た
、gm

ail

の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
お
持
ち
で
す
か
？

も
し
持
っ
て
い
た
ら
、
人
生
を
詮
索
し
て
く
だ
さ
い
と
言
う
よ
う
な
も

の
だ
。

ボ
イ
ス
メ
ー
ル

電
子
メ
ー
ル
で
で
き
る
な
ら
、
ボ
イ
ス
メ
ー
ル
だ
っ
て
同
じ
こ
と
。
ボ
イ
ス
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
保
存
し
て
、
そ
の
通
信

の
属
性
を
記
録
す
る
。
音
声
認
識
技
術
が
向
上
す
る
に
つ
れ
て
、
音
声
記
録
を
検
索
す
る
能
力
も
改
善
す
る
。
ボ
イ
ス
メ
ー
ル
が
デ
ジ
タ
ル

シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
家
庭
電
話
に
つ
な
が
っ
た
五
千
円
ほ
ど
の
留
守
録
装
置
で
は
な
く
、
中
央
サ
ー
バ
ー
に

記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
検
索
対
象
に
十
分
に
な
り
得
る
。
原
理
的
に
は
、
政
府
は
あ
ら
ゆ
る
電
話
の
通
話
録
音
を
毎
晩
ス
キ
ャ
ン
す
る

よ
う
に
で
き
る
。
こ
の
検
索
は
、
利
用
者
に
は
ま
っ
た
く
負
担
に
な
ら
な
い
。
あ
る
特
定
の
内
容
に
だ
け
絞
る
よ
う
に
制
限
で
き
る
し
、
誰

も
知
ら
な
い
う
ち
に
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
動
く
こ
と
も
で
き
る
。
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音
声そ

し
て
録
音
で
や
め
る
こ
と
も
な
い
。
あ
る
報
告
に
よ
れ
ば
、
国
家
安
全
保
障
局
（
Ｎ
Ｓ
Ａ
）
は
一
日
六
・
五
億
本
の
通
話
を
モ
ニ
タ
ー
し

て
い
る
と
の
こ
と
（
7
）。

こ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
自
動
だ
。
か
つ
て
は
外
国
人
だ
け
だ
っ
た
が
、
い
ま
や
シ
ス
テ
ム
は
明
ら
か
に
す
さ
ま
じ
く
広

範
な
通
話
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
捜
査
に
乗
り
出
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
は
個
別
の
糸
口
だ
け
で
な
く
、
全
体
的
な
気
象

予
報
図
と
も
い
う
べ
き
も
の
も
生
み
出
す
。
た
と
え
ば
、
通
話
の
頻
度
が
増
え
る
と
嵐
の
前
兆
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
監
視
は
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
同
じ
く
、
電
話
利
用
者
に
は
何
の
負
担
に
も
な
ら
な
い
。
電
話
利
用
者
は
、
誰
か
が
そ
れ
を
聞
い

て
い
る
と
は
わ
か
ら
な
い
。
シ
ス
テ
ム
は
静
か
に
背
景
で
動
き
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
監
視
通
話
を
検
索
す
る
。

ビ
デ
オ

こ
れ
ま
で
の
例
で
は
、
誰
か
が
そ
の
技
術
を
使
お
う
と
し
て
、
そ
の
技
術
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
脅
か
し
て
い
た
。
変
化
は
技
術
が
進
歩
し

て
、
ふ
る
ま
い
の
監
視
や
検
索
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
。

だ
が
同
じ
進
歩
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
で
も
生
じ
て
い
る
。
実
は
、
公
共
の
場
の
代
表
例
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
、
街
路
や
広
場
で
も

生
じ
て
い
る
。
こ
の
監
視
は
現
在
の
ビ
デ
オ
技
術
の
産
物
だ
。
も
と
も
と
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
は
監
視
方
法
と
し
て
比
較
的
無
害
だ
っ
た
。
監
視

の
結
果
は
そ
れ
を
見
て
い
る
人
物
に
頼
っ
て
い
た
の
で
、
誰
か
に
見
張
ら
せ
る
値
段
が
引
き
合
う
状
況
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
誰
か
が

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
ビ
デ
オ
を
見
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
技
術
は
悪
事
を
事
後
に
た
ど
る
の
に
使
わ
れ
た
。
コ
ン
ビ
ニ
の
監
視
ビ
デ
オ
で
、
店

員
殺
害
の
犯
人
が
捕
ま
っ
て
も
文
句
を
言
う
人
は
い
な
い
。

だ
が
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
ビ
デ
オ
を
変
え
た
。
い
ま
や
こ
れ
は
諜
報
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
単
な
る
記
録
ツ
ー
ル
で
は
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
は
町
中
に
配
置
さ
れ
て
、
乗
り
入
れ
車
両
を
監
視
す
る
。
こ
れ
は
「
混
雑
ゾ
ー
ン
」
に
乗
り
入
れ
る
居
住
者

以
外
の
車
両
は
特
別
税
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
カ
メ
ラ
は
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
記
録
し
て
読
み
取
り
、
そ
の
車
が
適
切
な
税
金
を
払
っ
た
か
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確
認
す
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
目
的
は
ロ
ン
ド
ン
の
渋
滞
を
最
小
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
乗
り
入
れ
る
す
べ
て

の
車
が
、
あ
る
時
間
と
場
所
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
も
っ
と
野
心
的
な
監
視
ビ
デ
オ
の
利
用
は
、
顔
面
認
識
だ
。
タ
ン
パ
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
技
術
は
か
な
り
の
悪

評
を
買
っ
た
が
（
8
）、

政
府
は
そ
の
後
も
、
従
来
は
匿
名
で
い
ら
れ
た
よ
う
な
場
所
で
誰
か
を
同
定
す
る
技
術
を
開
発
す
る
よ
う
、
企
業
に
奨
励

し
て
い
る
。
あ
る
ベ
ン
ダ
ー
が
広
告
し
て
い
る
よ
う
に
「
顔
面
認
識
技
術
は
生
体
認
証
技
術
の
中
で
最
も
侵
害
性
が
低
く
て
高
速
な
も
の
で

す
。（
中
略
）
侵
害
も
な
く
遅
れ
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
対
象
者
は
調
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
ま
っ
た
く
気
づ
き
ま
せ
ん
。『
監
視

さ
れ
て
い
る
』
と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な
い
の
で
す
」
（
9
）

こ
う
し
た
技
術
の
信
頼
性
は
ま
だ
低
い
。
だ
が
民
間
投
資
家
も
政
府
も
、
出
資
を
続
け
て
い
る
。
政
府
は
二
年
に
一
度
、
こ
う
し
た
技
術

の
信
頼
度
を
測
る
た
め
の
評
価
試
験
を
行
な
っ
て
い
る
（
10
）。

い
つ
の
日
か
、
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
群
衆
に
誰
が
い
る
か
、
列
車
に
乗
っ
た
の
は
誰

か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
同
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
だ
。

B
o
d
y

P
arts

犯
罪
者
は
証
拠
を
残
す
が
、
そ
れ
は
犯
罪
者
が
通
常
は
さ
ほ
ど
理
性
的
で
は
な
い
の
と
、
残
さ
な
い
の
が
と
て
も
む
ず
か
し
い
せ
い
だ
。

そ
し
て
技
術
の
進
歩
で
、
証
拠
は
ま
す
ま
す
残
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
の
た
め
に
、
犯
罪
者
が
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
す

る
の
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
し
、
警
察
は
Ｙ
を
や
っ
た
の
は
Ｘ
だ
と
き
わ
め
て
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

一
部
の
国
は
こ
の
点
を
活
用
し
始
め
、
こ
こ
で
も
イ
ギ
リ
ス
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
（
11
）。

一
九
九
五
年
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
標

本
を
集
め
て
全
国
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
と
登
録
し
始
め
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
も
と
も
と
テ
ロ
対
策
の
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
一
〇
年
で
そ
れ
は
、

ず
っ
と
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
の
公
共
交
通
に
乗
っ
て
い
る
と
、
以
下
の
お
し
ら
せ
ポ
ス
タ
ー
が
目
に
入
っ
た
。
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暴
言
、
暴
行
は
逮
捕
に
つ
な
が
り
ま
す
。
職
員
は
皆
様
を
助
け
る
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｌ
Ｒ
職
員
に
ツ
バ
を
吐
き
か
け
る
こ
と
は

暴
行
と
見
な
さ
れ
、
刑
事
犯
罪
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
全
車
両
に
唾
液
収
集
キ
ッ
ト
が
設
置
さ
れ
、
ツ
バ
か
ら
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
全
国
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
照
合
す
る
こ
と
で
犯
人
は
同
定
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
何
が
い
け
な
い
？

ツ
バ
を
吐
き
か
け
る
の
は
無
害
だ
。
で
も
人
を
侮
辱
す
る
も
の
だ
。
そ
し
て
侮
辱
主
を
見
つ
け
る
ツ
ー
ル

が
あ
る
な
ら
、
せ
い
ぜ
い
使
お
う
で
は
な
い
か
？

　い
ず
れ
の
例
で
も
、
も
と
も
と
監
視
を
目
的
と
し
な
い
技
術
や
、
限
ら
れ
た
監
視
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
技
術
が
、
い
ま
や
堂
々
た
る

監
視
技
術
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
技
術
の
総
和
は
、
驚
く
ほ
ど
の
検
索
可
能
な
デ
ー
タ
を
作
り
出
す
。
そ
し
て
も
っ
と
重
要
な
点
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
通
常
社
会
に
住
む
一
般
人
が
こ
の
監
視
か
ら
逃
れ
る
方
法
は
基
本
的
に
な
く
な
る
。
検
索
で

き
る
デ
ー
タ
を
作
る
た
め
の
監
視
は
、
公
共
空
間
で
は
デ
フ
ォ
ル
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
な
り
、
街
灯
な
み
に
当
た
り
前
と
な
る
だ
ろ
う
。

個
人
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
簡
単
な
能
力
か
ら
、
そ
の
個
人
の
行
動
や
嗜
好
を
時
間
ご
と
に
知
る
と
い
う
も
っ
と
頭
の
痛
い
能
力
ま
で
、
成

熟
し
つ
つ
あ
る
デ
ー
タ
の
イ
ン
フ
ラ
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
想
像
し
た
も
の
を
は
る
か
に
上
回
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
作
り
出
す
。

あ
な
た
は
今
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
」
と
言
お
う
と
し
た
だ
ろ
う
。
個
人
的
に
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
常
に
ほ
ぼ
確
実
に
役
立
た

ず
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
比
べ
て
み
よ
う
。『
１
９
８
４
年
』
の
政
府
の
目
的
は
、
わ
れ
わ
れ
の
政
府
の
や
る
ど
ん
な
こ
と
よ
り
大
幅
に
邪

悪
だ
が
、
そ
の
技
術
は
現
在
の
各
種
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
比
べ
て
き
わ
め
て
非
効
率
だ
っ
た
点
は
興
味
深
い
。
中
心
と
な
る
装
置
は
「
テ
レ
ス

ク
リ
ー
ン
」
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
放
送
す
る
と
と
も
に
、
向
こ
う
側
の
誰
か
が
監
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
テ
レ
ス
ク
リ
ー
ン

の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
か
ら
何
が
見
え
る
か
原
理
的
に
は
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
テ
レ
ス
ク
リ
ー
ン
の
視
野
は
明
ら
か
だ
っ

た
か
ら
、
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
は
ど
こ
に
隠
れ
れ
ば
い
い
か
わ
か
っ
た
（
12
）。

何
が
相
手
に
見
え
な
い
か
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
見
ら
れ
た
く
な
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い
活
動
を
す
る
と
き
に
ど
こ
で
や
る
か
も
す
ぐ
に
判
断
で
き
た
。

今
の
世
界
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
が
監
視
さ
れ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
カ
メ
ラ
が
自
分
を
同
定
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
が
盗
聴
し
て
も
電
話
で
カ
チ
カ
チ
い
っ
た
り
は
し
な
い
。
メ
ー
ル
は
誰
か
に
検
索
さ
れ
て
も
わ

か
ら
な
い
。
今
日
の
技
術
は
『
１
９
８
４
年
』
の
技
術
の
よ
う
な
率
直
さ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ど
れ
も
人
の
人
生
を
記
録
す
る
と
き
に
知
ら

せ
て
く
れ
る
ほ
ど
の
慎
み
は
な
い
。

も
う
一
つ
ち
が
い
が
あ
る
。『
１
９
８
４
年
』
の
設
計
の
大
き
な
欠
点
は
、
ふ
る
ま
い
が
ど
う
や
っ
て
監
視
さ
れ
る
か
を
想
像
し
き
れ
な

か
っ
た
こ
と
だ
。
物
語
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
登
場
し
な
い
。
監
視
は
無
数
の
警
備
員
が
、
大
量
の
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
で
実
施
さ
れ
て
い

た
。
だ
が
そ
の
監
視
方
式
で
は
、
警
備
員
た
ち
が
知
恵
を
結
び
合
わ
せ
る
方
法
が
あ
ま
り
な
い
。
警
備
員
の
脳
を
検
索
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
怪
し
い
相
手
と
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
か
、
不
適
切
な
地
域
を
訪
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
は
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

だ
が
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
の
人
生
す
べ
て
に
つ
い
て
総
合
的
に
把
握
し
て
い
る
警
備
員
は
一
人
も
い
な
い
。

こ
こ
で
も
、
そ
う
し
た
「
不
完
全
さ
」
は
い
ま
や
排
除
で
き
る
。
い
ま
や
す
べ
て
を
監
視
し
て
、
そ
の
監
視
の
成
果
を
検
索
で
き
る
。
オ
ー

ウ
ェ
ル
で
す
ら
こ
ん
な
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。

　各
種
の
技
術
を
調
査
し
て
、
共
通
の
形
式
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
個
人
は
厳
密
に
は
公
共
的
な
状
況
で
行
動
す

る
。「
公
的
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
法
的
扱
い
を
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
の
問
題
は
ま
だ
考
慮
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
人
が
自
分
の
発
言
や
映
像
を
、
自
分
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
状
況
に
お

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
五
番
街
を
歩
く
と
い
う
の
が
好
例
だ
。
手
紙
を
送
る
の
も
そ
う
だ
。
ど
っ
ち
の
場
合
に
も
、
そ
の
個
人
は
自
分

で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
活
動
の
流
れ
に
身
を
投
じ
た
こ
と
に
な
る
。

291



す
る
と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
活
動
監
視
能
力
に
ど
ん
な
制
限
が
―
―
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
の
名
の
下
に
―
―
あ
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
こ
の
言
い
方
で
さ
え
、
問
題
を
広
く
設
定
し
す
ぎ
て
い
る
。「
捜
索
」
と
い
っ
て
も
、
捜
索
一
般
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
上
の
例
が
示
す
よ
う
な
か
な
り
特
殊
な
捜
索
・
監
視
だ
。
た
ぶ
ん
「
デ
ジ
タ
ル
監
視
」
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
の
こ
と
だ
。

「
デ
ジ
タ
ル
監
視
」
は
、
何
ら
か
の
人
間
活
動
が
指
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
分
析
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
だ
。
そ
の
ル
ー
ル

は
「
ア
ル
カ
イ
ダ
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
メ
ー
ル
は
す
べ
て
フ
ラ
グ
を
立
て
ろ
」
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
デ
ィ
ー
ン
知

事
を
褒
め
称
え
る
メ
ー
ル
を
す
べ
て
フ
ラ
グ
せ
よ
」
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
時
点
で
は
こ
う
し
た
監
視
が
許
さ

れ
る
べ
き
か
と
い
う
規
範
的
・
法
的
な
質
問
に
は
注
目
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
単
に
定
義
を
ま
と
め
て
い
る
だ
け
だ
。
前
出
の
そ
れ
ぞ
れ

の
ケ
ー
ス
で
、
重
要
な
特
徴
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ま
ず
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
、
そ
の
後
に
そ
れ
を
人
間
が
見
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
検
索
の

高
度
さ
は
細
か
い
話
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
精
度
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

で
は
こ
う
し
た
捜
索
形
態
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

ま
さ
に
こ
の
通
り
の
形
で
質
問
を
構
築
し
て
尋
ね
る
と
、
回
答
は
両
極
端
に
わ
か
れ
る
。
一
方
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
支
持
者
た
ち
は
、
こ

こ
に
は
何
ら
目
新
し
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
。
メ
ー
ル
を
読
む
の
が
警
察
だ
ろ
う
と
警
察
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
ろ
う
と
何
の
差
も
な
い
、

と
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
正
当
か
つ
合
理
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
期
待
が
侵
犯
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
法
は
そ
う
し
た
侵
犯
か

ら
の
保
護
を
提
供
す
べ
き
だ
、
と
。

他
方
で
は
、
安
全
保
障
支
持
者
た
ち
は
、
こ
こ
に
は
根
本
的
な
差
が
あ
る
と
述
べ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ポ
ズ
ナ
ー
判
事
が
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ポ
ス
ト
』
紙
で
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
よ
る
国
内
通
信
の
（
広
範
な
（
13
））

監
視
を
擁
護
し
た
論
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
機
械
に
よ
る
デ
ー
タ
の
収

集
と
処
理
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
で
き
な
い
」。
な
ぜ
か
？

デ
ー
タ
を
処
理
し
て
い
る
の
が
機
械
だ
か
ら
だ
。
機
械

は
ゴ
シ
ッ
プ
談
義
を
し
な
い
。
同
僚
と
不
倫
し
て
い
て
も
気
に
し
な
い
。
政
治
的
見
解
で
人
を
罰
し
た
り
も
し
な
い
。
条
件
に
基
づ
い
た
論
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理
機
械
で
し
か
な
い
。
ポ
ズ
ナ
ー
判
事
が
論
じ
る
よ
う
に
「
こ
の
初
期
の
ふ
る
い
わ
け
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
ど
こ
ろ
か
（
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
は
心
の
あ
る
存
在
で
は
な
い
）
ほ
と
ん
ど
の
私
的
デ
ー
タ
が
諜
報
担
当
者
に
読
ま
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
」。
メ
ー
ル

を
機
械
に
読
ま
せ
た
方
が
い
い
ぞ
、
と
ポ
ズ
ナ
ー
は
述
べ
る
。
そ
れ
は
安
全
保
障
面
で
も
改
善
さ
れ
る
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
嗅
ぎ
ま
わ
り
役

―
―
諜
報
担
当
者
―
―
の
ほ
う
が
ず
っ
と
詮
索
好
き
だ
か
ら
だ
。

だ
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
何
も
コ
ス
ト
が
な
い
と
述
べ
る
の
は
い
き
す
ぎ
だ
。
も
し
（
も
し
？
）
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
通
信
が
監
視
さ

れ
る
世
界
に
住
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
が
「
放
っ
て
お
か
れ
て
い
る
」
と
言
え
る
か
、
と
い
う
疑
問
は
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

お
遊
戯
室
に
取
り
残
さ
れ
た
幼
児
の
よ
う
な
意
味
で
「
放
っ
て
お
か
れ
て
い
る
」
わ
け
だ
―
―
親
た
ち
は
隣
の
部
屋
で
慎
重
に
聞
き
耳
を
た

て
て
い
る
。
永
続
的
監
視
の
世
界
に
は
、
何
か
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
部
分
が
確
実
に
あ
る
。
そ
の
差
は
、
こ
の
種
の
監
視
が
認
め
ら
れ
る
べ

き
か
と
い
う
ど
ん
な
議
論
で
も
、
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
「
最
高
の
意
図
を
も
っ
て
」
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
監
視
シ
ス
テ
ム
は
何
ら
か
の
理
由
で
導
入
さ
れ
る
が
、

別
の
目
的
で
も
使
わ
れ
る
。
ジ
ェ
フ
・
ロ
ー
ゼ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
監
視
の
濫
用
文
化
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
列
挙
し
て
い
る
（
14
）。

扇
情

的
な
ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
た
め
に
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
女
性
を
わ
い
せ
つ
に
眺
め
回
し
た
り
。
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
で
も
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
追

跡
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
は
ず
の
大
量
の
監
視
は
、
国
内
の
環
境
活
動
家
や
反
戦
グ
ル
ー
プ
の
追
跡
に
も
使
わ
れ
て
い
る
（
15
）。

だ
が
質
問
を
も
っ
と
説
得
力
あ
る
形
で
構
築
し
て
み
よ
う
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
既
知
で
確
認
も
で
き
る
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
デ
ジ

タ
ル
監
視
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
何
が
検
索
さ
れ
て
い
る
か
は
っ
き
り
わ
か
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
何
も
監
視
さ
れ

て
い
な
い
と
わ
か
る
。
捜
査
は
広
く
無
差
別
に
行
な
わ
れ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
捜
索
の
結
果
に
基
づ
い
て
何
を
す
る
に
も
、
ま
ず
は
法
廷
が

動
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
機
械
は
Ｘ
が
何
か
狙
っ
て
い
た
犯
罪
の
容
疑
者
か
も
し
れ
な
い
と
示
す
デ
ー
タ
を
吐
き
出
し
、
そ
れ
を
見
て
法

廷
が
決
め
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
政
府
に
よ
る
そ
の
空
間
へ
の
侵
入
に
対
し
て
保
護
を
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
（
憲
法
上
の
問
題
）。
文
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面
か
ら
見
る
と
、
憲
法
は
何
が
「
合
理
的
」
か
、
と
考
え
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
解
決
し
ろ
と
要
求
し
て
い
る
よ
う
だ
。
歴
史
的
に
は
、
何

が
合
理
的
か
を
決
め
る
に
は
、
そ
の
負
担
を
検
討
し
、
そ
の
負
担
を
生
み
出
す
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
。
家
の
捜
索

は
侵
入
性
が
強
い
の
は
、
所
与
の
こ
と
だ
っ
た
し
、
電
話
を
盗
聴
す
る
の
が
き
わ
め
て
高
価
だ
と
い
う
の
も
所
与
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
所
与

が
、
ど
の
程
度
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
合
理
的
か
を
決
め
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
見
つ
け
た
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ

を
も
と
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
築
い
た
。

で
も
デ
ジ
タ
ル
世
界
で
は
、
こ
う
し
た
負
担
は
所
与
で
は
な
い
。
負
担
は
、
そ
の
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
し

て
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
い
く
ら
で
も
変
更
が
き
く
。
も
し
保
護
と
い
う
の
が
、
検
索
・
捜
索
が
対
象
者
に
ど
の
く
ら
い
負
担
に
な
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
そ
の
負
担
を
な
く
す
よ
う
に
空
間
を
設
計
で
き
る
。
そ
し
て
そ
う
設
計
し
た
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
も
な

く
し
て
い
い
の
か
、
と
い
う
の
が
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
問
題
へ
の
答
え
は
、
憲
法
修
正
第
四
条
が
守
っ
て
い
る
価
値
観
を
ど
う
考
え
る
か
で
変
わ
っ
て
く
る
。
第
六
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
修
正
条
項
は
、
無
差
別
捜
査
や
「
汎
用
令
状
」
―
―
つ
ま
り
特
定
個
人
に
限
定
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
捜
査
を
行
な
う
者
が
処
罰
さ
れ
な
い

と
保
証
す
る
令
状
―
―
を
標
的
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
う
し
た
捜
査
は
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
捜
査
と
同
じ
く
、
捜
査
さ
れ
る
側
に
か
な
り
の

負
担
を
強
い
た
。
憲
法
修
正
第
四
条
が
守
っ
て
い
る
価
値
観
が
、
こ
う
し
た
正
当
化
さ
れ
な
い
負
担
か
ら
の
保
護
な
の
だ
と
考
え
る
な
ら
、

こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
捜
査
は
何
ら
大
き
な
問
題
は
引
き
起
こ
さ
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
本
当
の
捜
査
を
か
け
る
よ
う
法
廷
が
納
得
す

る
だ
け
の
十
分
な
証
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、
こ
う
し
た
捜
査
は
何
の
負
担
に
も
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

だ
が
修
正
第
四
条
は
、
あ
る
種
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
捜
索
が
ま
っ
た
く
邪
魔
に
な
ら
な
く
て
も
、

捜
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
け
ば
、
そ
も
そ
も
捜
索
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
人
の

尊
厳
に
対
す
る
攻
撃
だ
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
も
し
国
が
あ
な
た
の
家
を
捜
索
し
た
け
れ
ば
、
事
前
に
よ
ほ
ど
の
理
由
が
な
き
ゃ
だ
め

だ
。
こ
の
考
え
方
で
は
、
そ
の
捜
索
が
あ
な
た
の
人
生
の
邪
魔
に
な
ろ
う
と
な
る
ま
い
と
、
そ
う
い
う
捜
索
は
尊
厳
を
冒
す
も
の
だ
。
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こ
の
二
種
類
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
、
お
互
い
に
衝
突
す
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
の
、
悲
し
い
ほ
ど
に
よ
く

あ
る
遭
遇
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
友
だ
ち
と
、「
警
察
乗
り
合
い
」
を
手
配
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
地
区
の
警
察
が
ふ
つ
う
の
パ
ト

ロ
ー
ル
に
出
る
と
き
に
、
一
緒
に
つ
い
て
い
く
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
し
た
近
所
は
、
街
で
一
番
貧
し
い
地
区
で
、
午
後
一
一
時

頃
に
近
く
で
車
の
盗
難
警
報
が
鳴
っ
た
と
い
う
報
告
が
入
っ
て
き
た
。
現
場
近
く
に
来
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
警
官
五
人
が
若
者
三
人
を

取
り
押
さ
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
警
官
三
人
が
、
容
疑
者
た
ち
を
壁
に
べ
っ
た
り
押
し
つ
け
、
脚
を
開
か
せ
て
顔
を
れ
ん
が
に
押
さ
え
つ
け

て
い
る
。

こ
の
三
人
は
「
容
疑
者
」
だ
っ
た
―
―
車
の
警
報
が
鳴
っ
た
と
き
に
近
く
に
い
た
―
―
け
れ
ど
、
事
態
の
様
子
を
み
た
ら
、
国
宝
級
の
青

い
ホ
ー
プ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
も
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
捕
ま
っ
た
の
か
と
思
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
と
き
、
珍
し
い
騒
動
が
持
ち
上
が
っ
た
。
み
ん
な
が
驚
い
た
こ
と
に
、
そ
し
て
わ
た
し
が
震
え
上
が
っ
た
こ
と
に
（
と
い
う

の
も
こ
れ
は
ま
さ
に
火
薬
庫
の
よ
う
な
状
況
で
、
わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
描
く
こ
と
は
マ
ッ
チ
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
か
ら
）、
ど
う
見
て
も

一
七
歳
以
下
の
若
者
三
人
の
一
人
が
、
怒
り
の
発
作
で
振
り
返
り
、
お
ま
わ
り
た
ち
に
大
声
で
わ
め
き
だ
し
た
。「
こ
こ
ら
で
何
か
が
起
き
る

た
ん
び
に
、
お
れ
は
壁
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
、
頭
に
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
今
ま
で
違
法
な
こ
と
な
ん
か
し
た
こ
と
な
い
の
に
、

い
つ
だ
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
た
お
ま
わ
り
に
小
突
き
ま
わ
さ
れ
る
」

す
る
と
か
れ
の
友
だ
ち
が
振
り
返
っ
て
、
な
だ
め
よ
う
と
す
る
。「
落
ち
着
け
っ
て
、
こ
の
人
た
ち
も
仕
事
な
ん
だ
か
ら
。
す
ぐ
に
終
わ

る
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
ん
」

「
落
ち
着
い
て
ら
れ
っ
か
よ
バ
カ
ヤ
ロ
ー
、
な
ん
で
お
れ
が
こ
ん
な
扱
い
受
け
な
き
ゃ
な
ん
な
い
ん
だ
。
お
れ
は
犯
罪
者
じ
ゃ
な
い
。
こ

ん
な
扱
い
受
け
る
筋
な
ん
か
ね
ー
ぞ
。
そ
の
う
ち
こ
の
ピ
ス
ト
ル
が
う
っ
か
り
発
砲
さ
れ
て
―
―
そ
し
た
ら
お
れ
は
た
だ
の
統
計
の
仲
間
入

り
だ
。
ど
ー
す
ん
だ
よ
！
」

こ
の
と
き
お
ま
わ
り
た
ち
が
介
入
し
て
、
三
人
が
か
り
で
憤
慨
し
た
若
者
を
壁
に
向
か
せ
て
、
顔
を
れ
ん
が
に
押
し
つ
け
た
。「
す
ぐ
に

295



す
む
か
ら
、
な
ん
も
な
き
ゃ
す
ぐ
放
し
て
や
る
よ
。
動
く
な
っ
て
」

最
初
の
若
者
の
怒
り
の
声
に
は
、否
定
さ
れ
た
尊
厳
の
主
張
が
あ
っ
た
。
理
由
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、侵
害
が
最
小
限
だ
ろ
う
と
、こ

の
経
験
に
は
何
か
侮
辱
的
な
も
の
が
あ
る
―
―
そ
し
て
察
す
る
に
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
な
お
さ
ら
侮
辱
な
の
だ
ろ
う
。
ス
カ
リ
ア
判

事
が
書
い
た
こ
と
だ
が
、「
テ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
」
―
―
警
察
が
そ
れ
な
り
の
容
疑
の
あ
る
人
物
を
誰
で
も
止
め
て
身
体
検
査
す
る
と
い
う
手
口

―
―
を
、
憲
法
起
草
者
た
ち
は
憲
法
準
拠
と
み
な
す
だ
ろ
う
か
。「
憲
法
修
正
第
四
条
を
採
択
し
た
、
強
烈
に
誇
り
高
い
人
々
が
、
単
に
武
装

し
て
危
険
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
惑
だ
け
で
、
こ
れ
ほ
ど
尊
厳
を
無
視
し
た
行
為
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
か
ど
う
か
（
中
略
）
わ

た
し
は
真
摯
に
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
16
）

で
も
一
方
で
、
最
低
限
の
侵
入
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
も
し
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
正
当
化
さ
れ
な
い
過
剰
な
邪
魔
に
対
す
る
保
護
な
ら
、
こ

の
事
態
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
は
な
い
。
二
人
目
の
若
者
が
論
じ
た
よ
う
に
、
侵
害
は
最
低
限
だ
っ
た
。
す
ぐ
に
終
わ
る
（
実
際
に
終

わ
っ
た
―
―
五
分
後
に
、
身
分
証
明
書
が
き
ち
ん
と
照
合
さ
れ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
去
っ
た
）。
そ
し
て
そ
れ
は
、
合
理
的
に
な
ん
ら
か
の
ま

と
も
な
目
的
と
関
連
し
て
い
る
。
二
番
目
の
若
者
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
単
に
、
不
合
理
で
負
担
の
多
い
侵
害
に

対
し
て
の
保
護
で
あ
り
、
こ
の
捜
索
は
、
そ
ん
な
に
不
合
理
で
も
負
担
が
大
き
い
わ
け
で
も
な
く
、
そ
ん
な
怒
り
の
発
作
を
起
こ
す
ほ
ど
の

も
の
で
は
な
い
（
逆
に
そ
れ
が
、
さ
ら
に
大
き
な
危
険
の
リ
ス
ク
を
冒
す
こ
と
に
な
る
）、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
観
点
か
ら
だ
と
、
デ
ジ
タ
ル
捜
索
の
害
は
ま
す
ま
す
見
き
わ
め
に
く
く
な
る
。
自
分
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
調
べ

ら
れ
て
い
る
と
思
う
だ
け
で
、
尊
厳
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
人
は
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
尊

厳
が
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
を
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
壁
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
た
不
幸
な
若
者
た
ち
と
ち
が
っ
て
、
こ
ち
ら
の
場
合

に
は
本
当
の
意
味
で
の
干
渉
は
生
じ
て
い
な
い
。
こ
の
若
者
た
ち
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
何
も
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
何
も
起
こ
ら
な

い
。
尊
厳
を
否
定
す
る
も
の
な
ど
何
も
な
い
だ
ろ
う
。
ど
こ
に
そ
ん
な
も
の
が
現
れ
て
い
る
？
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プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
三
つ
目
の
考
え
方
は
、
尊
厳
の
保
護
や
侵
害
の
最
小
化
と
は
関
係
な
い
。
理
念
と
し
て
の
も
の
だ
―
―
つ
ま
り
国
の
規

制
力
を
制
限
す
る
方
法
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
。
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ン
ツ
の
業
績
が
ガ
イ
ド
と
な
る
（
17
）。

ス
タ
ン
ツ
の
議
論

で
は
、
憲
法
修
正
第
四
条
と
五
条
の
本
当
の
目
的
は
、
違
反
を
訴
追
す
る
の
に
必
要
な
証
拠
が
手
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
あ
る

種
の
規
制
を
施
行
で
き
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
は
想
像
し
に
く
い
考
え
方
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
世
界
で
は
、
証
拠
の
出
所
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
だ
―
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
記

録
、
電
話
の
通
話
記
録
、
コ
ン
ビ
ニ
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
等
々
。
で
も
二
〇
〇
年
前
の
立
場
に
身
を
お
い
て
み
よ
う
。
本
当
の
証
拠
と
い
う
の

は
、
証
言
と
モ
ノ
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
に
、
国
が
「
動
乱
煽
動
罪
」
で
あ
な
た
を
処
罰
し
た
か
っ
た
と
す
る
。
煽
動
に
つ
い
て
の
ま

と
も
な
証
拠
と
い
え
ば
、
あ
な
た
自
身
の
考
え
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
書
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
あ
な
た
自
身
の
証
言
だ
け
だ
。
も
し
こ

の
二
つ
の
出
所
が
排
除
さ
れ
れ
ば
、
煽
動
罪
で
あ
な
た
を
有
罪
に
す
る
の
は
、
実
質
的
に
不
可
能
だ
。

ス
タ
ン
ツ
の
議
論
で
は
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
憲
法
修
正
第
四
条
と
五
条
が
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ

は
煽
動
罪
の
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
の
証
拠
集
め
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
、
煽
動
罪
に
あ
た
る
よ
う
な
罪
を
立
証
す
る
こ
と
も
不
可
能

に
な
る
。
そ
し
て
煽
動
罪
だ
け
じ
ゃ
な
い
―
―
ス
タ
ン
ツ
の
議
論
で
は
、
憲
法
修
正
第
四
条
、
五
条
、
六
条
の
効
果
と
い
う
の
は
実
質
的
に

可
能
な
規
制
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
か
れ
自
身
の
考
え
の
表
現
で
は
「
避
妊
具
を
禁
止
す
る
法
律
が
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
の
捜
索
を

奨
励
し
が
ち
な
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
の
捜
索
を
禁
止
す
れ
ば
、
避
妊
具
を
禁
止
す
る
法
律
は
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
18
）

で
も
、
そ
う
い
っ
た
捜
索
は
そ
も
そ
も
、
た
と
え
ば
憲
法
修
正
第
一
条
で
制
限
さ
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
っ
け
？

扇
動
的
な
反
逆
者

を
罰
す
る
法
律
と
い
う
の
は
、
ど
の
み
ち
憲
法
違
反
と
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
？

実
は
、
そ
れ
は
憲
法
起
草
時
点
で
は
は
っ
き
り
し

て
い
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
か
ら
、
一
七
九
八
年
に
議
会
は
「
外
国
人
と
煽
動
法
」
を
可
決
し
、
こ
れ
は
煽
動
を
か

な
り
直
接
罰
す
る
法
律
と
な
っ
て
い
た
（
19
）。

多
く
の
人
は
こ
の
法
律
が
憲
法
違
反
だ
と
思
っ
た
。
で
も
憲
法
修
正
第
四
条
と
五
条
は
、
こ
う
し

た
実
体
法
が
憲
法
に
準
拠
し
て
い
る
か
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
施
行
に
対
す
る
実
質
的
な
制
限
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
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こ
の
発
想
か
ら
す
る
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
の
は
政
府
の
権
力
に
対
す
る
実
体
的
な
制
限
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
20
）。

政
府
が
あ
る
種

の
法
律
を
施
行
す
る
力
に
対
す
る
制
限
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
政
府
が
実
質
的
に
課
せ
る
規
制
の
種
類
に
実
体
的
な
制
約
を
つ
け
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
尊
厳
を
守
っ
た
り
侵
害
を
制
限
し
た
り
す
る
以
上
の
こ
と
を
す
る
わ
け

だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
政
府
が
で
き
る
こ
と
を
制
限
す
る
。

こ
れ
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
考
え
方
な
ら
、
デ
ジ
タ
ル
捜
索
は
十
分
そ
れ
に
対
応
で
き
る
。
起
訴
が
不
適
切
な
犯
罪
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は

検
索
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
か
ら
除
外
す
れ
ば
い
い
。
憲
法
上
、
ど
ん
な
犯
罪
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
か
ら
除
く
べ
き
か
見
き
わ
め
る
の
は
む
ず
か
し
い

だ
ろ
う
―
―
修
正
第
一
条
は
、
明
ら
か
に
煽
動
は
一
覧
か
ら
排
除
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ル
ー
ル
は
単
純
に
、
憲
法
的
な
制
約
を
な
ぞ
れ
ば
い

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
重
要
な
点
と
し
て
、
以
上
三
つ
の
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
考
え
方
は
、
場
合
に
よ
っ
て
ち
が
っ
た
結
果
を
生
み
出

し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
ほ
し
い
。
た
と
え
ば
捜
索
は
、
侵
害
に
は
な
ら
な
く
て
も
尊
厳
を
冒
す
も
の
に
は
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
場
合
、
憲
法
の
保
護
を
一
番
よ
く
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
根
拠
を
、
わ
れ
わ
れ
が
選
ば
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。

で
も
憲
法
の
起
草
時
に
は
こ
う
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
各
種
考
え
方
は
、
た
ぶ
ん
大
し
て
ち
が
っ
た
結
論
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
憲
法
修
正
条
項
の
本
質
的
な
制
限
を
越
え
る
捜
索
や
、
尊
厳
の
範
囲
を
越
え
た
捜
索
は
、
す
べ
て
同
時
に
妨
害
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。

起
草
者
た
ち
の
半
分
は
尊
厳
を
根
拠
に
し
て
い
て
、
残
り
半
分
は
効
用
を
根
拠
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
も
ど
ん
な
捜
索
も

両
方
に
抵
触
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
起
草
者
た
ち
は
み
ん
な
修
正
第
四
条
の
保
護
を
支
持
し
た
わ
け
だ
。

で
も
今
日
で
は
、
こ
う
し
た
三
種
類
の
根
拠
は
別
々
の
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
効
用
根
拠
は
、
尊
厳
や
理
念
を
根
拠
と
す
る
場
合
に

は
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
、
効
率
の
よ
い
捜
索
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
正
し
い
翻
訳
は
（
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
が
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
盗
聴
裁
判
で

使
っ
た
用
語
を
借
り
れ
ば
）
翻
訳
す
べ
き
適
切
な
根
拠
を
ど
う
選
ぶ
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、
も
と
も
と
の
保
護
は
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
が
「
不
完
全
に
理
論
化
さ
れ
た
合
意
」
（
21
）と

称
す
る
も
の
の
産
物
だ
っ
た
わ
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け
だ
。
当
時
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
前
提
に
す
れ
ば
、
憲
法
の
文
面
の
根
拠
に
ど
ん
な
理
論
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
理
由
な
ん
か
な
か
っ
た
。

三
つ
の
根
拠
す
べ
て
が
、
存
在
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
一
貫
性
を
持
っ
て
い
た
。
で
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
も
と
も
と
の

文
脈
が
揺
ら
い
で
く
る
。
い
ま
や
、
ワ
ー
ム
の
よ
う
な
技
術
が
妨
害
な
し
に
捜
索
で
き
る
の
で
、
修
正
第
四
条
が
何
を
保
護
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
対
立
が
あ
る
。

こ
の
対
立
は
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
の
不
完
全
に
理
論
化
さ
れ
た
合
意
論
の
裏
側
だ
。
不
完
全
に
理
論
化
さ
れ
た
合
意
で
は
す
べ
て
、
あ
い
ま

い
さ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
隠
れ
た
部
分
が
出
現
す
る
よ
う
な
文
脈
を
描
け
る
。
た
と
え
ば
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
つ
い
て
の
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
で
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
今
度
は
わ

れ
わ
れ
に
選
択
を
強
い
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
選
択
は
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
示
唆
し
た
が
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
。
憲
法
に
よ
っ
て
、
過
去
に
選
択
は
な
さ
れ
て

い
る
、
と
。
こ
れ
は
憲
法
学
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
憲
法

起
草
者
た
ち
が
、
完
全
に
非
侵
入
的
な
捜
索
の
で
き
る
世
界
で
修
正
条
項
が
何
を
保
護
す
る
か
検
討
し
つ
く
し
た
と
は
思
わ
な
い
。
か
れ
ら

は
、
自
分
た
ち
の
世
界
に
と
っ
て
の
憲
法
を
確
立
し
た
。
か
れ
ら
の
世
界
が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
ち
が
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
し

な
く
て
す
ん
だ
選
択
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
選
択
は
わ
れ
わ
れ
が
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

公
共
の
場
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

：

デ
ー
タ

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
話
は
、
政
府
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
政
府
が
国
民
の
活
動
を
捜
索
す
る
た
め
に
は
（
少
な
く
と
も
そ

の
活
動
が
公
共
の
場
で
行
な
わ
れ
る
場
合
）、
政
府
は
ど
ん
な
権
力
を
持
つ
べ
き
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
が
提
起
す
る
特
別

な
問
題
だ
。「
デ
ジ
タ
ル
捜
索
」
に
は
ど
ん
な
制
限
が
あ
る
べ
き
か
？

も
ち
ろ
ん
、
重
要
と
な
る
伝
統
的
な
問
題
は
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
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あ
る
。
だ
が
わ
た
し
の
焦
点
は
「
デ
ジ
タ
ル
捜
索
」
だ
。

こ
の
部
分
で
は
、密
接
に
関
連
は
し
て
い
る
が
ま
っ
た
く
別
個
の
、第
三
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
上
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
は
、他
人
に

公
開
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
ど
ん
な
予
防
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
持
つ
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
主
に
政
府
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
話
で
は
な
い
。
だ
か
ら
問
題
は
、
憲
法
修
正
第
四
条
の
通
常
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
は
、

監
視
し
た
り
、
入
力
さ
せ
た
り
し
て
人
々
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
集
め
た
民
間
の
存
在
だ
。

こ
こ
で
も
、
現
実
空
間
か
ら
の
視
点
で
始
め
よ
う
。
私
立
探
偵
を
雇
っ
て
他
人
を
つ
け
ま
わ
さ
せ
て
も
、
誰
の
権
利
も
侵
害
は
し
て
い
な

い
。
あ
な
た
の
行
っ
た
場
所
の
一
覧
を
作
っ
て
も
、
そ
れ
を
売
る
の
に
何
の
制
限
も
な
い
。
あ
な
た
は
こ
れ
が
侵
害
的
だ
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
。
法
が
こ
ん
な
こ
と
を
許
す
と
は
け
し
か
ら
ん
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
繰
り
返
す
が
、
法
は
伝
統
的
に
は
こ
の
種
の
侵
害
に
つ

い
て
あ
ま
り
心
配
し
な
い
。
こ
う
し
た
捜
索
の
費
用
が
あ
ま
り
に
高
い
か
ら
だ
。
セ
レ
ブ
や
有
名
人
は
、
ち
が
っ
た
ル
ー
ル
に
し
ろ
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
。
で
も
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
、
歴
史
上
ほ
と
ん
ど
の
間
、
法
が
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
く
る
ま
で
も
な
か
っ
た
の
だ
。

同
じ
こ
と
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
前
の
時
代
に
企
業
な
ど
に
提
供
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
組
織
が
そ
の
デ
ー

タ
を
ど
う
し
て
い
い
か
制
限
す
る
法
律
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
業
者
や
名
簿
屋
に
売
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

好
き
勝
手
に
使
え
た
の
だ
。
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
使
っ
て
実
際
に
何
か
を
や
る
費
用
は
高
か
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
も
そ

ん
な
に
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
利
用
の
侵
襲
性
は
比
較
的
低
か
っ
た
。
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
が
主
要
な
産
物
だ
が
、
物
理
世
界
で
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
は
そ
ん
な
に
大
き
な
負
担
で
は
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
も
「
デ
ジ
タ
ル
捜
索
」
と
同
様
に
、
状
況
は
劇
的
に
変
わ
っ
た
。
二
つ
ほ
ど
実
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
そ
の
変
化
は
感
じ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

•

二
〇
〇
六
年
初
頭
、『
シ
カ
ゴ
・
サ
ン
タ
イ
ム
ズ
』
紙
は
携
帯
電
話
か
ら
の
通
話
記
録
を
販
売
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
あ
る
と
報
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じ
た
（
22
）。

ア
メ
リ
カ
ブ
ロ
グ
と
い
う
ブ
ロ
グ
が
、
ウ
ェ
ス
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
将
軍
の
携
帯
通
話
記
録
を
入
手
し
て
、
そ
れ
が
事
実
だ
と

証
明
し
た
。
一
二
〇
ド
ル
ほ
ど
で
同
ブ
ロ
グ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
っ
た
。
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
誰
で
も
、
携
帯
電
話
で
の
通
話
相
手
（
お
よ
び
そ
の
頻
度
と
通
話
時
間
）
の
よ
う
な
私
的
な
情

報
す
ら
入
手
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
こ
の
行
動
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
か
っ
た
の
で
、
誰
も
そ
の
擁
護
に
立
ち
上
が
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
擁
護
論
は
す
ぐ
に
で
も

組
み
立
て
ら
れ
る
。
ウ
ェ
ス
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
は
「
自
発
的
に
」
携
帯
電
話
の
番
号
を
ま
わ
し
た
。
つ
ま
り
は
自
発
的
に
そ
の
デ
ー

タ
を
携
帯
電
話
会
社
に
提
供
し
た
わ
け
だ
。
携
帯
電
話
会
社
は
デ
ー
タ
を
売
れ
る
こ
と
で
、
通
話
料
金
を
低
め
に
で
き
る
。
ク
ラ
ー

ク
は
低
い
通
話
料
で
得
を
し
た
。
何
の
不
満
が
あ
る
ん
で
す
か
？

•

何
年
も
前
に
、
郵
便
受
け
に
電
話
会
社
か
ら
の
手
紙
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
元
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
宛
だ
っ
た
け
れ
ど
、

転
送
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ
。
住
所
は
、
そ
の
と
き
の
わ
た
し
の
ア
パ
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
。
電
話
会
社
は
、
彼
女
に
新
し
い
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
案
内
を
送
っ
て
き
て
い
た
、
が
ち
ょ
っ
と
手
遅
れ
。
彼
女
と
わ
た
し
は
八
年
前
に
別
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
彼
女

は
テ
キ
サ
ス
に
引
っ
越
し
て
、
わ
た
し
は
シ
カ
ゴ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
に
戻
り
、
ニ
ュ
ー
ヘ
ー
ブ
ン
へ
、
ま
た
シ
カ
ゴ
に
戻
っ

て
、
最
後
に
ボ
ス
ト
ン
に
き
て
、
そ
こ
で
も
二
回
引
っ
越
し
た
。
で
も
わ
た
し
の
逍
遙
癖
に
も
、
電
話
会
社
は
へ
こ
た
れ
な
か
っ
た
。

わ
た
し
の
誠
実
さ
を
え
ら
く
信
用
し
て
く
れ
た
電
話
会
社
は
、
こ
の
ア
パ
ー
ト
に
、
わ
た
し
が
三
年
前
に
顔
を
見
た
き
り
の
女
性
が

住
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
な
ぜ
電
話
会
社
は
そ
う
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
う
ん
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
、
わ
た
し
に
つ
い
て
の
情
報
が
い
っ
ぱ
い
漂
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
わ
た
し
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
電
話
や
、
そ
の
他
神
の
み
ぞ
知
る
い
ろ
ん
な
も
の
を
使
い
始
め
て
以
来
、
ず
っ
と
集
め

ら
れ
て
き
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
は
絶
え
ず
、
こ
の
す
さ
ま
じ
い
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
更
新
し
て
緻
密
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
―
―
つ
ま

り
、
わ
た
し
を
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
を
使
っ
て
、
わ
た
し
と
の
つ
き
あ
い
方
を
決
め
る
わ
け
だ
。
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こ
れ
は
氷
山
の
一
角
で
し
か
な
い
。
人
が
ネ
ッ
ト
上
で
や
る
こ
と
は
す
べ
て
デ
ー
タ
を
生
む
。
そ
の
デ
ー
タ
は
、
集
約
す
る
と
き
わ
め
て

価
値
が
高
い
し
、
政
府
に
と
っ
て
よ
り
商
業
に
と
っ
て
の
ほ
う
が
価
値
が
あ
る
。
政
府
は
（
平
常
時
は
）
人
が
あ
る
法
の
集
合
を
遵
守
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
だ
け
関
心
が
あ
る
。
だ
が
商
業
は
人
が
ど
う
お
金
を
使
い
た
い
か
を
調
べ
よ
う
と
し
て
い
て
、
デ
ー
タ
は
そ
れ
を
教
え
て

く
れ
る
。
人
に
つ
い
て
、
人
の
発
言
に
つ
い
て
の
大
量
の
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
、
直
接
的
で
効
率
的
な
形
で
そ
の
人
に
対
す
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
が
で
き
る
。
グ
ー
グ
ル
のgm

ail

は
メ
ー
ル
の
中
身
を
分
析
し
て
、
何
を
売
り
つ
け
る
べ
き
か
を
調
べ
る
。
ア
マ
ゾ
ン
は
人
が
ど
ん
な
商

品
を
見
る
か
調
べ
て
、
特
別
な
「
黄
金
の
箱
」
セ
ー
ル
商
品
と
し
て
何
を
薦
め
よ
う
か
判
断
す
る
。（
少
な
く
と
も
）
自
分
た
ち
の
利
益
の
た

め
に
、
あ
な
た
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
連
中
は
無
数
に
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
は
ど
ん
な
制
限
や
制
約
を
設
け
る
べ

き
だ
ろ
う
か
？

ま
ず
は
答
え
を
方
向
づ
け
る
よ
う
な
、
言
う
ま
で
も
な
い
点
か
ら
始
め
よ
う
。
⑴
犯
罪
を
暴
い
た
り
犯
罪
者
を
見
つ
け
た
り
す
る
た
め
に

Ｘ
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
め
る
、
と
い
う
の
と
⑵
Ｘ
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
情
報
（
た
と
え
ば
携
帯
通
話
録
）
を
、
単
に
Ｙ
に
転
売
す
る
た
め

だ
け
に
集
め
る
、
と
い
う
の
と
、
⑶
Ｘ
に
対
す
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
改
善
す
る
た
め
に
Ｘ
の
情
報
を
集
め
る
、
と
い
う
の
と
で
は
大
き
な

差
が
あ
る
。
⑴
と
⑵
は
Ｘ
に
と
っ
て
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
。
た
だ
し
⑴
の
場
合
に
は
そ
の
犯
罪
が
本
当
に
犯
罪
だ
と
考
え
る
な
ら
、
Ｘ
は
本

来
い
る
べ
き
居
場
所
と
比
べ
て
状
況
が
悪
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
。
⑶
は
原
理
的
に
は
Ｘ
の
状
況
を
改
善
さ
せ
る
―
―
し
っ
か
り
狙
っ
て

自
発
的
取
引
を
奨
励
す
る
よ
う
な
広
告
に
貢
献
す
る
か
ら
だ
。「
原
理
的
に
は
」
と
言
っ
た
の
は
、
広
告
が
も
っ
と
的
を
絞
っ
た
も
の
に
な
る

と
は
い
え
、
そ
の
絶
対
数
は
増
え
る
か
ら
だ
。
全
体
と
し
て
み
た
ら
、
的
の
絞
れ
て
い
な
い
広
告
を
ち
ょ
っ
と
受
け
取
る
よ
り
、
的
を
絞
っ

た
広
告
を
山
ほ
ど
受
け
取
る
ほ
う
が
ひ
ど
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
可
能
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
⑶
の
動
機
は
⑴
や
⑵
と
は
ち
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
当
初
の
質
問
の
答
え
に
影
響
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
⑶
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。
こ
の
種
の
「
侵
害
」
に
何
の
害
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
側
の
答
え
に
も
、
言
い
分
は
大
量

に
あ
る
。
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「
無
害
」
論
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
の
は
、
人
が
自
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
公
開
す
る
と
こ
ろ
で
一
線
が
引
か
れ
る
の

だ
、
と
す
る
。
そ
り
ゃ
も
ち
ろ
ん
、
家
の
中
に
保
管
さ
れ
て
い
る
情
報
と
か
、
私
的
な
日
記
に
書
か
れ
た
情
報
な
ん
か
は
、
法
律
で
守
る
べ
き

だ
。
で
も
人
が
公
共
の
場
所
に
出
た
ら
、
そ
こ
で
や
り
と
り
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
送
っ
た
り
し
た
ら
、
あ
な
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す

る
権
利
を
す
べ
て
放
棄
し
て
い
る
。
ほ
か
の
人
た
ち
は
、
あ
な
た
の
公
開
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
集
め
る
権
利
が
あ
る
し
、

そ
れ
を
自
分
た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
使
う
権
利
が
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
な
ぜ
こ
の
理
論
家
た
ち
を
不
安
に
さ
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

•

ま
ず
、
大
し
た
害
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
近
く
の
雑
貨
屋
で
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
カ
ー
ド
を
も
ら
う
。
す
る
と
店
は
、
そ
の
人
が
何
を

買
う
か
デ
ー
タ
を
集
め
る
。
そ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
店
は
ち
が
っ
た
商
品
を
薦
め
た
り
、
値
段
の
つ
け
方
を
工
夫
し
た
り
す
る
だ
ろ

う
。
お
客
さ
ん
の
た
め
に
、
値
引
き
方
法
を
変
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
店
の
商
売
は
、
も
っ
と
効
率
よ

く
雑
貨
を
売
る
こ
と
な
の
で
、
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
て
も
こ
う
し
た
使
い
方
が
一
番
あ
り
そ
う
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
議
論
。

•

二
番
目
に
、
他
人
に
あ
な
た
が
見
せ
た
も
の
を
忘
れ
ろ
と
強
制
す
る
、
と
い
う
の
は
不
当
な
負
担
だ
。
も
し
自
分
に
つ
い
て
の
デ
ー

タ
を
他
人
が
使
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
他
人
の
土
地
に
捨
て
た
も
の
を
、
か
わ
り
に
処
分
し
ろ
と
要
求
し
て
い
る

に
等
し
い
。
も
し
他
人
に
、
自
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
使
わ
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
情
報
を
渡
さ
な
け
れ
ば
い
い
。

•

三
点
目
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
、
い
い
こ
と
に
だ
っ
て
使
わ
れ
る
。
ナ
イ
キ
は
、
ど
う
し
て
わ
た
し
に
最
新
の
ス
ニ
ー
カ
ー
に
つ
い

て
の
カ
タ
ロ
グ
を
送
り
つ
け
て
く
る
ん
だ
ろ
う
。
同
じ
ス
ニ
ー
カ
ー
メ
ー
カ
ー
で
も
、
な
ぜ
ケ
ッ
ズ
は
送
っ
て
き
て
く
れ
な
い
の

か
。
ど
っ
ち
の
場
合
も
、
た
ぶ
ん
そ
の
理
由
は
、
わ
た
し
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
が
よ
く
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。
ナ
イ
キ
が
、
わ
た
し

な
ん
か
相
手
に
し
な
い
ほ
う
が
い
い
と
知
っ
て
く
れ
た
ら
、
わ
た
し
と
し
て
は
願
っ
た
り
か
な
っ
た
り
。
そ
し
て
こ
う
い
う
デ
ー
タ

が
も
っ
と
上
手
に
集
め
ら
れ
て
整
理
さ
れ
た
ら
、
ま
さ
に
そ
れ
が
実
現
す
る
。
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•

最
後
に
、
お
金
を
か
け
て
こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
集
め
る
人
は
、
別
に
あ
な
た
に
つ
い
て
の
情
報
が
ほ
し
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
あ
な
た

「
み
た
い
な
」
人
に
つ
い
て
知
り
た
い
だ
け
だ
。
あ
な
た
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
知
り
た
い
。
原
理
的
に
は
、
あ
な
た
が
誰
だ
か
知
ら
な

く
て
も
、
あ
な
た
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
わ
か
れ
ば
連
中
は
大
喜
び
の
は
ず
。
商
人
た
ち
が
ほ
し
い
の
は
、
差
別
化
す
る
方
法
だ
―
―

そ
れ
も
、
人
々
の
種
類
別
の
ち
が
い
さ
え
わ
か
れ
ば
い
い
の
だ
。

こ
れ
に
反
対
す
る
議
論
の
人
た
ち
だ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
言
い
分
は
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
も
と
も
と
情
報
モ
ニ
タ
ー
技
術
の
不
完

全
性
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
価
値
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
こ
の
不
完
全
性
は
、
だ
い
じ
な
本
質
的
価
値
を
保
存
す
る
役
に

立
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
価
値
の
一
つ
は
、
無
実
性
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
だ
。
ど
ん
な
時
点
で
も
、
あ
な
た
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
実
な
事
実

で
あ
っ
て
も
、
あ
る
特
定
の
文
脈
や
あ
る
特
定
の
組
み
合
わ
せ
で
は
何
か
有
罪
に
見
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ル
イ

ス
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
「
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
ザ
ー
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
記
事
で
こ
の
点
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。

「
監
視
カ
メ
ラ
は
、
魅
力
的
な
若
い
ブ
ロ
ン
ド
女
性
が
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
を
横
切
る
の
を
捉
え
た
。

カ
メ
ラ
の
ガ
ラ
ス
の
目
が
追
い
か
け
る
中
、
彼
女
は
そ
の
ま
ま
エ
レ
ベ
ー
タ
に
乗
っ
て
、
二
三
階
に
上
が
り
、
左
右
の
廊
下
を
探
る
よ
う
に

キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
つ
つ
、
わ
た
し
の
部
屋
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
た
。
わ
た
し
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
デ
ジ
タ
ル
の

表
示
が
こ
の
場
面
に
重
ね
ら
れ
て
、
こ
の
遭
遇
の
正
確
な
時
間
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
、
誰
か
が
こ
の
女
性

を
尋
問
し
た
い
と
き
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
彼
女
は
わ
た
し
の
妻
で
は
な
い
の
に
、
最
近
の
商
用
の
旅
行
中
に
わ
た
し
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
を
訪

ね
て
き
て
い
る
。
後
に
カ
メ
ラ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
夕
食
と
劇
場
へ
と
出
か
け
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
い
る
―
―
テ
キ
サ
ス
か
ら
の
中
年
の
既
婚

者
が
、
娘
と
い
っ
て
も
通
る
ほ
ど
若
い
、
イ
ー
ス
ト
ビ
レ
ッ
ジ
の
美
女
に
腕
を
ま
わ
し
て
い
る
」
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「
そ
し
て
彼
女
は
事
実
、
わ
た
し
の
娘
な
の
だ
」
と
ル
イ
ス
は
書
く
（
23
）。

こ
の
お
話
の
教
訓
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
監
視
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
負
担
だ
。
負
担
は
監
視
さ
れ
て
い
る
あ
な
た
の
ほ
う
に
か

か
っ
て
く
る
。
ま
ず
は
自
分
の
無
実
を
証
明
し
て
、
次
に
こ
う
し
た
あ
い
ま
い
な
事
実
を
見
る
か
も
し
れ
な
い
人
々
全
員
に
、
自
分
が
無
実

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
い
う
負
担
だ
。
で
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
ち
ら
も
不
完
全
だ
。
あ
な
た
が
な
ん
と
言
お
う
と
、
疑
惑
は
残
る
。

無
実
の
主
張
を
信
じ
て
く
れ
な
い
人
は
絶
対
に
残
る
。

現
代
の
監
視
は
こ
の
問
題
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
だ
。
人
の
暮
ら
し
は
、
ま
す
ま
す
記
録
だ
ら
け
に
な
る
。
行
動
は
い
つ
ま
で
も
保
存
さ

れ
、
い
つ
そ
れ
が
公
開
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
だ
か
ら
い
つ
そ
の
正
当
性
を
証
明
し
ろ
と
言
わ
れ
る
か
わ
か
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

二
番
目
の
価
値
は
、
こ
の
現
在
の
デ
ー
タ
保
存
能
力
か
ら
直
接
導
か
れ
る
。
誰
し
も
い
ろ
い
ろ
ち
が
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
―
あ
る
い
は

別
々
の
規
範
空
間
―
―
に
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
あ
る
い
は
自
分
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能

力
は
、
こ
の
願
望
を
支
持
し
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
し
、
一
つ
の
支
配
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
ほ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
規
範
化
し
て
か
き
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
力
を
無
効
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
寛
容
で
な
い
小
さ
な
町
に
住
む
ゲ

イ
の
男
性
と
い
っ
た
例
を
考
え
て
ほ
し
い
。

こ
の
点
は
、
最
近
デ
ビ
ッ
ド
・
ブ
リ
ン
が
挙
げ
た
議
論
（
24
）と

対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
と
て
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
ブ
リ
ン
は
、
こ
う
し
た

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
懸
念
に
反
対
し
て
み
せ
る
―
―
少
な
く
と
も
、
他
人
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
の
作
成
と
配
布
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
ニ
ー

ズ
と
し
て
定
義
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
。
か
れ
は
、
そ
う
し
た
目
的
は
実
現
不
可
能
だ
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
反
対
し

て
い
る
。
も
う
地
獄
の
釜
の
ふ
た
は
開
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
。
む
し
ろ
、
こ
の
デ
ー
タ
収
集
能
力
が
誰
に
で
も
確
実
に
提
供

さ
れ
る
方
法
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
、
と
か
れ
は
言
う
。
あ
な
た
が
わ
た
し
を
嗅
ぎ
ま
わ
る
の
を
解
決
す
る
に
は
、
そ
れ
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る

の
で
は
な
く
、
わ
た
し
に
も
あ
な
た
を
嗅
ぎ
ま
わ
ら
せ
る
こ
と
だ
―
―
あ
な
た
に
、
た
と
え
ば
あ
な
た
が
嗅
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

や
、
ほ
か
に
あ
な
た
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
突
き
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
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こ
の
議
論
に
は
、
二
つ
の
反
論
が
あ
る
。
一
つ
は
こ
う
尋
ね
る
。
ど
う
し
て
ど
っ
ち
か
選
ば
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？

ス
パ
イ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
ス
パ
イ
技
術
の
配
布
に
つ
い
て
同
時
に
抑
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
？

も
う
一
つ
の
反
論
は
も
っ
と
深
い
。
ブ
リ
ン
は
、
こ
の
ス
パ
イ
返
し
が
ほ
か
の
人
に
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
」
の
に
便
利

だ
と
い
う
。
で
も
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
誰
の
規
範
に
従
っ
て
？

「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
に
害
が
な
い
の
は
、
そ
の
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ

（
説
明
）
を
や
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
信
用
で
き
る
と
き
だ
け
だ
。
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
き
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

と
い
う
の
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自
分
に
と
っ
て
の
適
切
さ
の
見
方
を
、
ほ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
押
し
つ
け
る
手
段
と
な
る
。
そ
し

て
人
は
単
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
一
の
価
値
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
完
全
な
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
価
値
の
混
在
を
弾
圧
す
る
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。

現
在
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
監
視
に
あ
る
不
完
全
性
は
こ
う
し
た
規
範
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
複
数
性
を
可
能
に
し
て
い
る
。
完
全
な
記
録
な
し

に
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
な
知
識
が
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
多
様
性
を
可
能
に
し
て
い
る
。

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
関
し
て
の
懸
念
か
ら
、
第
三
の
価
値
が
生
じ
て
く
る
。
も
し
ウ
ェ
ブ
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
「
住
宅
ロ
ー
ン
」
と
検

索
す
れ
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
広
告
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
に
表
れ
る
。
セ
ッ
ク
ス
で
も
車
で
も
そ
う
だ
。
広
告
は
あ
な
た
の
送
っ
た
検
索

と
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
検
索
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
収
集
さ
れ
て
い
る
―
―
そ
し
て
単
に
そ
の
検
索
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
サ
イ
ト
は
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
を
可
能
な
限
り
集
め
て
い
る
（
25
）。

そ
し
て
グ
ー
グ
ル
検
索
か
ら
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
飛
ぶ
と
、
そ
の
と
き
の
検

索
結
果
は
行
き
先
の
サ
イ
ト
に
も
伝
え
ら
れ
る
。

デ
ー
タ
収
集
は
、
商
業
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
重
要
な
活
動
だ
。
そ
の
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
が
ウ
ェ
ブ
ユ
ー
ザ
ー
の
個
人
情
報
を
集
め
て

い
る
し
、
か
れ
ら
は
そ
れ
を
集
約
し
、
並
べ
替
え
て
、
活
用
す
る
（
26
）。

オ
ス
カ
ー
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
こ
れ
を
「
パ
ノ
プ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
呼
ぶ
―
―

大
規
模
な
デ
ー
タ
収
集
構
造
と
、
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
差
別
化
す
る
仕
組
み
だ
―
―
そ
し
て
こ
の
差
別
化
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
心
配
す

べ
き
こ
と
だ
、
と
か
れ
は
言
う
（
27
）。
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で
も
、
な
ぜ
心
配
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
？

問
題
の
重
要
な
一
群
―
―
デ
ー
タ
の
濫
用
と
い
う
問
題
―
―
は
無
視
し
て
、
通
常
の
利
用
に

だ
け
集
中
し
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
主
要
な
影
響
と
い
う
の
は
、
単
に
市
場
が
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
動
く
よ
う
に
す
る
だ
け

だ
。
製
品
が
人
と
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
れ
、
そ
し
て
人
に
興
味
を
持
た
れ
る
形
で
紹
介
さ
れ
、
も
っ
と
う
ま
く
的
が
絞
ら
れ
、
い
ま
よ
り
も
押
し

つ
け
が
ま
し
く
な
く
な
る
。
広
告
の
出
稿
者
た
ち
が
、
そ
の
広
告
が
効
果
が
あ
っ
て
ど
れ
が
効
果
が
な
い
か
わ
か
る
世
界
を
想
像
し
て
ほ
し

い
。
看
板
や
放
送
で
広
告
す
る
の
が
不
効
率
な
世
界
を
、
ほ
と
ん
ど
の
広
告
が
、
的
を
絞
っ
た
特
定
の
人
に
だ
け
向
け
ら
れ
る
世
界
を
。
広

告
は
、
そ
の
情
報
が
役
立
つ
人
々
の
と
こ
ろ
に
だ
け
い
く
可
能
性
が
高
く
な
る
。
少
な
く
と
も
、
理
屈
は
そ
う
だ
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
差

別
に
は
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
、
で
も
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
の
よ
う
な
差
別
で
は
な
い
。
わ
た
し
を
ナ
イ
キ
の
広
告
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
、
す
ば

ら
し
い
差
別
だ
。

で
も
そ
う
し
た
デ
ー
タ
が
個
人
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
一
時
的
な
懸
念
は
さ
て
お
き
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
点
で
、
も
っ
と
継
続
的
な
集
合
的
懸
念
を
生
み
出
す
。

こ
の
懸
念
と
は
、操
作
に
つ
い
て
だ
。
テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
、人
の
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
に
つ
い
て
は
、ま
ゆ
つ
ば
だ
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
テ
レ
ビ
は
魂
胆
が
見
え
見
え
で
、
動
機
が
あ
ま
り
に
見
え
透
い
て
い
る
。
で
も
、
動
機
が
そ
れ
ほ
ど
見
え
透
い
て
い

な
け
れ
ば
？

た
ま
た
ま
自
分
が
ほ
し
い
そ
の
と
き
に
、
た
ま
た
ま
選
択
肢
が
現
れ
た
よ
う
に
見
え
た
ら
？

シ
ス
テ
ム
が
、
自
分
よ
り
ほ

し
い
も
の
を
よ
く
、
し
か
も
自
分
よ
り
早
く
知
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
欲
望
が
本
当
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
ど
う
や
っ
て
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
可
能
性
が
現
実
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
懸
念
す
べ
き
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
問
題
だ
し
、
答
え
も
で

て
い
な
い
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
か
な
り
上
手
に
、
こ
う
し
た
選
択
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
実
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
大
き
な
選
択

の
幅
と
多
様
性
―
―
部
分
的
に
は
、
混
沌
状
態
の
よ
う
な
選
択
肢
―
―
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
論
じ
て
い
る
（
28
）。

で
も
、
同
じ
く
ら
い
別
の

可
能
性
だ
っ
て
あ
り
得
る
―
―
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
は
、
そ
の
規
範
を
導
き
出
し
た
人
口
グ
ル
ー
プ
を
規
範
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
観
察
は
、
観

察
さ
れ
る
も
の
に
影
響
を
与
え
る
。
シ
ス
テ
ム
は
あ
な
た
の
す
る
こ
と
を
見
て
い
る
。
あ
な
た
の
パ
タ
ー
ン
に
適
応
す
る
。
パ
タ
ー
ン
は
、
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そ
の
パ
タ
ー
ン
が
設
定
し
た
選
択
肢
と
い
う
形
で
、
あ
な
た
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
。
そ
の
選
択
は
、
パ
タ
ー
ン
を
強
化
す
る
。
そ
し

て
サ
イ
ク
ル
が
一
か
ら
ま
た
始
ま
る
。

二
番
目
の
懸
念
は
、
平
等
に
つ
い
て
だ
。
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
、
ご
く
最
近
ま
で
市
場
に
隠
れ
て
い
た
質
問
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
一
九

世
紀
の
か
な
り
の
部
分
を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
な
考
え
方
は
、
平
等
性
の
理
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
公
共
空
間
で
は
、
個
人
は
対
等

と
さ
れ
て
い
た
。
売
買
も
平
等
。
お
互
い
に
、
対
等
な
条
件
で
交
渉
が
で
き
た
。
各
個
人
に
つ
い
て
の
事
実
は
知
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
事
実

の
一
部
は
、
経
済
取
引
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
人
を
失
格
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
以
前
に
破
産
経
験
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
将
来
の
取

引
能
力
が
阻
害
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
で
も
お
お
む
ね
、
比
較
的
匿
名
な
空
間
が
あ
っ
て
、
経
済
取
引
は
そ
の
匿
名
性
の
中

で
実
施
で
き
た
（
29
）。

時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
こ
の
平
等
空
間
は
、
分
離
を
狙
っ
た
経
済
的
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
（
30
）。

つ
ま
り
、
社
会
経
済
的
な
基

準
で
区
別
を
設
け
る
よ
う
な
法
律
だ
（
31
）。

一
番
明
白
な
例
と
し
て
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
そ
の
も
の
が
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
な
法
律
が
、
人
々
を
空
間

的
に
分
離
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
出
し
た
の
は
、
ほ
ん
の
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
（
32
）。

最
初
は
、
こ
の
法
律
は
人
種
に
基
づ
い
た
も

の
だ
っ
た
け
れ
ど
、
で
も
人
種
別
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
打
倒
さ
れ
る
と
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
技
法
も
移
行
し
た
（
33
）。

こ
の
法
律
の
使
用
が
い
か
に
議
論
の
的
と
な
っ
た
か
を
振
り
返
る
と
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
（
34
）。

金
持
ち
も
貧
乏
人
も
、
多
く
の
人
に

と
っ
て
は
手
持
ち
の
お
金
に
よ
っ
て
住
む
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
平
等
の
理
想
に
対
す
る
侮
辱
だ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
不
動
産
は
買
う
も
の
だ
か
ら
、
実
際
に
は
お
金
の
有
無
は
影
響
す
る
。
で
も
ゾ
ー
ニ
ン
グ
法
は
、
市
場
が
課
す
分
離
に
、
法
が
さ
ら

に
支
援
を
追
加
す
る
わ
け
だ
。
結
果
と
し
て
、
法
の
中
で
、
つ
ま
り
は
社
会
の
中
で
、
市
場
が
課
す
分
離
を
追
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

昔
は
、
ア
メ
リ
カ
と
は
こ
う
し
た
区
別
の
解
消
を
目
的
と
し
た
場
所
だ
、
と
定
義
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
歴
史
家
の
ゴ
ー
ド
ン
・
ウ
ッ

ド
は
こ
の
目
的
を
、
ア
メ
リ
カ
の
誕
生
に
つ
な
が
る
革
命
の
重
要
な
要
素
と
し
て
描
い
て
い
る
（
35
）。

敵
は
、
社
会
と
法
の
階
層
構
造
だ
っ
た
。

狙
い
は
平
等
な
社
会
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
革
命
は
、
社
会
階
級
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
特
権
に
対
す
る
攻
撃
だ
っ
た
。
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す
べ
て
の
社
会
階
層
構
造
は
、
階
級
差
別
を
す
る
前
に
情
報
を
必
要
と
す
る
。
人
々
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
持
つ
に
は
、
歴
史
的
に
は
、

か
な
り
安
定
し
た
社
会
秩
序
が
必
要
だ
っ
た
。
細
か
い
階
級
的
な
区
別
を
す
る
に
は
―
―
た
と
え
ば
、
身
な
り
の
い
い
若
者
が
、
自
称
通
り

の
紳
士
な
の
か
、
そ
れ
と
も
馬
子
に
も
衣
装
の
下
々
の
者
な
の
か
を
判
断
す
る
に
は
―
―
そ
の
地
域
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
口
調
、
習
慣
、
作

法
の
知
識
が
必
要
だ
。
移
動
が
比
較
的
少
な
い
と
き
に
だ
け
、
こ
う
し
た
階
層
の
シ
ス
テ
ム
は
適
用
で
き
る
。

そ
の
後
、
社
会
の
移
動
性
が
増
す
と
、
こ
う
し
た
階
層
シ
ス
テ
ム
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
大
金
持
ち
と
も
の
す
ご
い
貧
乏
人
と
い
う
両

極
端
を
除
け
ば
、
社
会
の
移
動
と
流
動
性
が
増
し
て
追
跡
が
む
ず
か
し
く
な
り
す
ぎ
、
階
級
の
細
か
い
区
別
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
す
。
効
率
の
よ
い
効
果
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
監
視
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
う
し
た
階
級
の
細

か
い
区
別
を
つ
け
る
の
を
再
び
可
能
に
す
る
。
デ
ー
タ
を
安
く
効
果
的
に
集
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。
飛
行
機
の
マ

イ
レ
ー
ジ
を
考
え
て
ほ
し
い
。
み
ん
な
マ
イ
レ
ー
ジ
の
目
に
見
え
る
特
徴
は
気
が
つ
く
―
―
よ
く
飛
行
機
に
乗
る
人
に
は
、
無
料
の
旅
行
が

つ
く
。
こ
の
リ
ベ
ー
ト
方
式
は
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
っ
た
く
人
畜
無
害
。
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
の
は
、
航
空
会
社
が
そ
れ
を
使
っ
て
、
サ
ー

ビ
ス
を
差
別
化
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
。

マ
イ
レ
ー
ジ
会
員
が
予
約
を
行
な
う
と
、
予
約
に
は
そ
の
顧
客
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
が
つ
い
て
く
る
。
こ
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
は
、
そ
の
人
の

シ
ー
ト
の
好
み
や
、
食
事
は
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
、
と
い
っ
た
情
報
な
ん
か
が
入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
予
約
担
当
者
に
、
こ
の
人
物
が
ど
れ
だ
け

頻
繁
に
飛
行
機
を
使
う
か
も
報
せ
る
。
そ
し
て
一
部
の
航
空
会
社
は
、
こ
の
情
報
を
も
と
に
差
別
を
行
な
う
。
一
番
明
白
に
は
、
シ
ー
ト
の

位
置
を
通
じ
て
―
―
マ
イ
レ
ー
ジ
会
員
は
よ
い
シ
ー
ト
が
も
ら
え
る
。
で
も
こ
う
し
た
情
報
は
、
フ
ラ
イ
ト
で
食
事
が
ど
う
用
意
さ
れ
る
か

に
も
影
響
し
て
く
る
―
―
最
大
の
マ
イ
レ
ー
ジ
を
持
っ
た
マ
イ
レ
ー
ジ
会
員
が
、
最
初
に
選
べ
る
。
マ
イ
レ
ー
ジ
の
な
い
人
は
、
選
択
す
ら

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

社
会
的
公
正
と
い
う
仕
組
み
か
ら
い
え
ば
、
こ
ん
な
の
は
も
ち
ろ
ん
ど
う
で
も
い
い
話
だ
。
で
も
わ
た
し
の
論
点
は
も
っ
と
一
般
的
な

も
の
だ
。
マ
イ
レ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
は
、
地
位
シ
ス
テ
ム
を
再
生
さ
せ
る
。
組
織
が
価
値
を
持
つ
と
判
断
す
る
個
人
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
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し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
そ
れ
を
使
う
（
36
）。

そ
れ
は
、
移
動
性
が
破
壊
し
た
情
報
を
復
活
さ
せ
て
、
差
別
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
匿
名
性
の

メ
リ
ッ
ト
―
―
平
等
の
メ
リ
ッ
ト
―
―
を
破
壊
す
る
手
段
だ
。

経
済
学
者
は
、
多
く
の
文
脈
で
は
こ
の
差
別
化
能
力
―
―
実
質
的
に
は
、
人
に
よ
っ
て
あ
る
財
の
値
段
を
変
え
て
提
供
す
る
こ
と
―
―
は

全
体
と
し
て
は
メ
リ
ッ
ト
な
ん
だ
、
と
論
じ
る
だ
ろ
う
（
37
）。

平
均
す
れ
ば
、
価
格
差
別
が
起
き
な
い
よ
り
は
、
起
き
た
ほ
う
が
み
ん
な
得
を
す

る
ん
だ
、
と
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
差
別
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
ど
ん
進
め
た
ほ
う
が
万
人
の
た
め
だ
、
と
こ
う
し
た
経
済
学
者
は
言

う
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
こ
う
し
た
価
値
は
、
こ
の
方
程
式
の
片
方
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
の
し
か
か
っ
て
く
る
の
が
、
平
等
と
い
う
価
値
だ
。
こ
れ

は
ず
い
ぶ
ん
浮
世
離
れ
し
た
話
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
い
ま
浮
世
離
れ
し
て
い
て
も
、
昔
か
ら
そ
う
だ
っ
た
と
思
っ
ち
ゃ
い
け

な
い
。

チ
ッ
プ
の
制
度
を
考
え
て
ほ
し
い
。
チ
ッ
プ
を
あ
げ
る
な
ん
て
、
ど
う
で
も
い
い
（
う
っ
と
う
し
い
け
ど
）
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
チ
ッ
プ
を
あ
げ
る
と
考
え
る
だ
け
で
侮
辱
と
思
わ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
由
な
市
民
の
尊
厳
を
踏
み

に
じ
る
も
の
だ
、
と
し
て
。
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ナ
・
ゼ
リ
ザ
ー
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
〇
〇
年
代
の
初
め
に
、
チ
ッ
プ
が
ど
ん
ど
ん
普
及
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
道
徳
的
社
会
的
な
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
チ
ッ
プ
を
軽
犯
罪
に
し
て
そ
の
習
慣
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
州
の
立
法
者
た
ち
に
よ
る
全
国
的
な
運
動
ま
で
あ
っ
て
、
一
部
は
成

功
し
た
ほ
ど
だ
。
無
数
の
新
聞
社
説
や
雑
誌
記
事
、
マ
ナ
ー
解
説
書
や
法
廷
で
す
ら
、
チ
ッ
プ
と
い
う
の
は
面
白
半
分
と
好
奇
心
と
ど
っ
ち
つ

か
ず
の
態
度
で
か
な
り
細
か
く
検
分
さ
れ
た
―
―
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
公
然
と
敵
意
を
も
っ
て
。
一
九
〇
七
年
、
政
府
は
職
員
や
海
軍
所
属
の

軍
人
た
ち
に
、
チ
ッ
プ
を
旅
費
の
経
費
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
公
式
に
チ
ッ
プ
を
認
め
た
が
、
こ
の
決
定
は
不
正
な
収
賄
の
容
認
だ
と
攻
撃

さ
れ
た
。
と
き
ど
き
、
反
チ
ッ
プ
連
盟
を
結
成
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
も
起
き
た
。
（
38
）

310



第一一章 プライバシー

こ
こ
に
あ
る
の
は
平
等
性
と
い
う
考
え
方
で
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
が
も
た
ら
す
効
率
性
は
そ
れ
を
歪
め
て
し
ま
う
。
ど
っ
ち
の
場
合

も
、
効
率
性
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
価
値
が
あ
る
。
こ
の
価
値
は
ア
メ
リ
カ
の
生
活
に
お
い
て
は
比
較
的
弱
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
、
そ
れ

は
わ
た
く
し
ご
と
き
の
決
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
だ
い
じ
な
点
は
、
何
が
強
い
か
弱
い
か
で
は
な
く
て
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い

う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
台
頭
し
て
明
ら
か
に
す
る
ま
で
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
、
あ
る
緊
張
や
対
立
に
つ
い
て
だ
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
も
う
お
な
じ
み
の
は
ず
だ
。
こ
の
変
化
は
、
す
で
に
よ
そ
で
見
て
き
た
変
化
だ
か
ら
だ
。
ま
た
も
や
、
コ
ー
ド
が
変
わ

り
、
そ
れ
が
価
値
の
対
立
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
差
別
を
可
能
に
す
る
情
報
の
取
得
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
た
の
で
、
比
較
的
平

等
が
維
持
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
は
差
別
し
て
も
コ
ス
ト
的
に
引
き
合
う
。
そ
の
ち
が
い
―
―
な
ぜ
引
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う

と
―
―
は
、
コ
ー
ド
の
台
頭
だ
。
コ
ー
ド
が
変
わ
っ
て
、
ふ
る
ま
い
が
変
わ
っ
て
、
過
去
の
方
式
の
中
で
は
隠
れ
て
い
た
価
値
が
置
き
換
え

ら
れ
る
。

コ
ー
ド
に
細
工
を
し
て
、
こ
の
世
界
を
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
憲
法
的
・
制
定
法
的
な
規
制
を
作
っ
て
、
こ
の
世
界
へ
の
移
動
を
禁

止
し
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
台
頭
す
る
世
界
と
、
わ
れ
わ
れ
が
本
質
的
だ
と
考
え
る
価
値
と
を
融
和
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
を
見
つ
け

る
こ
と
も
で
き
る
。

解
決
策

サ
イ
バ
ー
空
間
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
価
値
に
対
し
て
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
脅
威
を
二
種
類
示
し
た
。
最
初
の
も
の
は
、「
デ
ジ

タ
ル
捜
索
」
か
ら
く
る
脅
威
だ
―
―
政
府
（
を
は
じ
め
と
す
る
組
織
）
が
「
公
共
の
場
」
で
の
人
の
活
動
を
「
ス
パ
イ
」
す
る
能
力
が
増
大

し
て
い
る
こ
と
が
原
因
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ク
セ
ス
か
ら
メ
ー
ル
、
電
話
、
街
歩
き
ま
で
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
ま
す
ま
す
完
全
で
負

担
の
な
い
捜
索
の
機
会
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
。
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二
番
目
の
脅
威
は
、
民
間
（
を
は
じ
め
と
す
る
）
組
織
に
よ
る
、
累
積
デ
ー
タ
の
増
大
か
ら
く
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
「
ス
パ
イ
」
目

的
よ
り
は
商
業
の
円
滑
化
を
目
的
に
し
て
い
る
。
そ
の
商
業
の
一
部
は
、
デ
ー
タ
の
情
報
源
（
ウ
ェ
ス
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
の
携
帯
電
話
）
を

搾
取
し
て
い
る
。
ま
た
一
部
の
商
業
は
、
そ
の
デ
ー
タ
の
出
所
と
の
取
引
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
ち
が
っ
た
リ
ス
ク
に
対
し
、
対
応
は
四
種
類
考
え
ら
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
第
七
章
で
説
明
し
た
様
式
の
ど
れ
か
に
対
応
し

て
い
る
。

法

：

こ
う
し
た
脅
威
に
対
応
す
る
法
規
制
を
設
け
て
も
い
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
一
般
的
な
形
は
十
分
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

法
は
大
統
領
に
、
ま
と
も
な
嫌
疑
な
し
に
ア
メ
リ
カ
市
民
を
捜
索
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
れ
ば
い
い
（
大
統
領
が
そ
の
法
に
従
う
か
は
別
問
題

だ
）。
あ
る
い
は
法
は
、
顧
客
か
ら
集
め
た
デ
ー
タ
は
顧
客
か
ら
の
明
示
的
な
承
諾
な
し
に
は
転
売
で
き
な
い
こ
と
に
で
き
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
で

も
、
法
は
罰
則
を
設
け
る
こ
と
で
ふ
る
ま
い
を
直
接
変
え
よ
う
と
す
る
。
法
の
狙
い
は
個
人
が
自
己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
拡
大
す
る

か
、
あ
る
い
は
弱
め
る
こ
と
だ
（
た
と
え
ば
あ
る
種
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
関
連
の
取
引
を
非
合
法
に
す
る
な
ど
）。

規
範

：

規
範
も
こ
う
し
た
脅
威
へ
の
対
応
に
使
え
る
。
商
業
者
間
の
規
範
は
、
一
部
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
慣
行
に
対
す
る
信
頼
構
築
に
役
立

つ
。

市
場

：

以
下
で
も
っ
と
明
ら
か
に
な
る
形
で
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
は
市
場
が
使
え
る
。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
／
コ
ー
ド

：

技
術
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
で
き
る
。
こ
う
し
た
技
術
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
強
化
技
術
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

多
い
。
自
分
自
身
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
も
っ
と
利
用
者
自
身
に
技
術
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
技
術
だ
。

す
で
に
繰
り
返
し
何
度
も
論
じ
た
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
に
は
、
こ
れ
一
発
と
い
う
よ
う
な
解
決
策
は

な
い
。
ど
の
解
決
策
も
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
様
式
の
混
合
が
必
要
だ
。
そ
し
て
本
章
の
残
り
の
部
分
の
狙
い
は
、
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
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の
二
種
類
の
脅
威
に
対
し
、
混
合
様
式
に
よ
る
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
だ
。

そ
の
混
合
物
は
、
一
部
の
人
に
は
ま
ち
が
い
な
く
異
論
の
あ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
狙
い
は
別
に
、
こ
の
様
式
ダ
イ
ヤ
ル
の
中
で

特
定
の
混
合
を
推
奨
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
そ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
提
案
す
る
具
体
的
な
解
決
策
に
は
こ
だ
わ
ら
な

い
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
い
う
環
境
下
で
の
解
決
策
が
こ
の
よ
う
な
混
合
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
こ
だ
わ
る
。

捜
索

政
府
は
、
目
下
の
戦
い
の
相
手
が
な
ん
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
戦
い
の
中
で
な
る
べ
く
多
く
の
も
の
を
捜
索
す
る
。
そ
の
捜
索
を
す
る
の

が
人
間
な
ら
―
―
盗
聴
な
ど
の
た
ぐ
い
だ
―
―
伝
統
的
な
法
的
制
約
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
制
約
は
、
費
用
負
担
を
増
や
す
（
そ
し
て

市
場
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
活
動
が
実
施
さ
れ
る
の
は
最
も
重
要
な
も
の
だ
け
と
い
う
こ
と
に
す
る
）。
そ
し
て
何
ら
か
の
レ
ビ
ュ
ー
は
確

保
す
べ
き
だ
。
さ
ら
に
最
も
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
執
行
機
関
の
中
に
手
続
き
重
視
の
規
範
を
作
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

だ
が
捜
索
が
デ
ジ
タ
ル
な
ら
、
別
種
の
制
約
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
法
は
「
デ
ジ
タ
ル
捜
索
」
を
、
以
下
の
条
件
が
成
り
立

つ
場
合
に
の
み
認
め
る
も
の
と
す
る
。

1
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
有
効
と
な
っ
て
い
る
検
索
の
目
的
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

2
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
機
能
は
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
る
。

3
目
的
と
機
能
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
る
。

4
そ
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
、
ど
ん
な
個
人
に
対
す
る
い
か
な
る
行
動
―
―
二
次
的
な
検
索
を
含
む
―
―
も
司
法
レ
ビ
ュ
ー
を
経

な
い
限
り
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。
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5
ご
く
限
ら
れ
た
例
外
を
除
き
、
表
明
さ
れ
た
目
的
外
の
事
柄
に
つ
い
て
い
か
な
る
個
人
も
追
求
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
麻
薬
取

引
の
証
拠
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
証
拠
の
い
ず
れ
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
詐
欺
訴
追
の
た
め
に
使
っ

て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
の
た
め
に
政
府
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
法
的
制
約
の
説
明
だ
。
こ
れ
ら
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
デ
ジ
タ

ル
捜
索
は
憲
法
修
正
第
四
条
に
抵
触
し
な
い
と
思
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
個
人
に
も
広
く
提
要
さ
れ
る
べ
き
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
強
化
技
術
（
Ｐ

Ｅ
Ｔ
）
が
あ
る
。
こ
う
し
た
技
術
は
個
人
が
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
で
匿
名
を
実
現
す
る
役
に
立
つ
。
多
く
の
企
業
や
活
動
家
集
団
が
、
こ
う
し

た
技
術
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
広
め
る
手
伝
い
を
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
の
匿
名
性
と
は
、
単
に
追
跡
不
可
能
と
い
う
意
味
だ
。
こ
の
種
の
追
跡
不
可
能
性
を
実
現
す
る
ツ
ー
ル
は
、
個
人
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
っ
て
も
、
そ
の
内
容
が
そ
の
人
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
す
る
。
き
ち
ん
と
実
装
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
出
所
を
追
跡
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
は
絶
対
に
不
可
能
だ
。
こ
の
種
の
匿
名
性
は
あ
る
種
の
通
信
に
は
不
可
欠
だ
。

政
治
的
な
弾
圧
を
中
心
的
な
信
条
と
す
る
政
府
が
世
界
に
あ
ま
り
に
多
い
う
ち
は
、
自
由
政
府
は
こ
う
し
た
技
術
に
対
し
て
保
護
さ
れ
た

法
的
権
利
を
認
知
す
べ
き
だ
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。
こ
の
見
方
に
異
論
も
多
い
の
は
知
っ
て
い
る
。
も
っ
と
穏
健
な
見
方
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
デ
ジ
タ
ル
世
界
と
現
実
世
界
と
の
ち
が
い
を
認
識
し
て
（
39
）、

仮
名
に
よ
る
通
信
の
権
利
は
保
障
す
る
が
、
匿
名
通
信
の
権
利
は

保
障
し
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
仮
名
取
引
は
法
廷
の
命
令
が
な
い
限
り
、
個
人
に
明
白
ま
た
は
直
接
結
び
つ
け
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
適
切
な
当
局
が
適
切
な
状
況
下
で
は
、
そ
の
通
信
を
発
信
者
に
ま
で
追
跡
で
き
る
よ
う
な
、
実
質
的
な
指
紋
は
含
ま

れ
る
。

こ
の
方
式
で
は
、
重
要
な
問
題
は
誰
が
そ
の
権
限
を
持
ち
、
仮
名
の
正
体
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
は
ど
ん
な
プ
ロ
セ
ス
が
求
め
ら
れ
る

か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
私
見
で
は
、
権
限
を
持
つ
当
局
と
な
る
の
は
政
府
し
か
あ
り
得
な
い
。
政
府
は
個
人
の
正
体
を
明
か
せ
と
い
う
要
求

を
司
法
プ
ロ
セ
ス
に
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
施
主
体
は
、
そ
の
結
び
つ
き
を
自
分
で
突
き
と
め
る
力
は
決
し
て
持
っ
て
は
い
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け
な
い
。

こ
の
バ
ラ
ン
ス
も
、
た
ぶ
ん
誰
も
気
に
入
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
友
は
、
捜
索
を
容
認
し
た
と
い
っ
て
怒
り
狂
う
だ

ろ
う
。
だ
が
わ
た
し
は
、
高
度
な
捜
索
技
術
は
人
が
他
人
に
介
入
す
る
場
面
を
減
ら
す
の
で
、
実
質
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
増
や
す
こ
と
も

十
分
考
え
ら
れ
る
と
い
う
ポ
ズ
ナ
ー
判
事
の
見
解
を
支
持
す
る
。
同
様
に
、
安
全
保
障
の
友
は
、
み
ん
な
が
匿
名
技
術
を
使
え
る
と
い
う
発

想
に
呆
れ
か
え
る
だ
ろ
う
。「
麻
薬
王
の
暗
号
化
メ
ー
ル
通
信
を
解
読
す
る
の
が
ど
ん
な
に
大
変
か
知
っ
て
る
ん
で
す
か
？
」
と
一
人
に
は

詰
問
さ
れ
た
。

答
え
は
、
い
い
え
本
当
の
意
味
で
は
知
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
対
ド
ラ
ッ
グ
戦
争
を
推
進
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
民
主

主
義
の
推
進
を
支
持
し
た
い
な
と
思
う
。
後
者
を
推
進
す
る
技
術
は
、
前
者
も
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
が
臆
病
じ
み
て
聞

こ
え
る
な
ら
、
ビ
ル
マ
で
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
が
民
主
化
を
推
進
す
る
の
を
助
け
る
技
術
は
、
ア
ル
カ
イ
ダ
が
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る

テ
ロ
戦
争
を
続
け
る
の
に
役
立
つ
技
術
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
認
め
よ
う
。
こ
れ
で
ほ
か
の
人
が
、
も
う
少
し
穏
健
な
立
場
を
取
り
た
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
の
も
わ
か
る
。
だ
が
で
き
れ
ば
、
捜
索
を
重
視
す
る
妥
協
案
で
も
、
せ
め
て
仮
名
の
利
用
保
護
く
ら
い
は
守
っ
て
ほ
し
い
と

は
思
う
。

デ
ー
タ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

デ
ー
タ
の
拡
散
や
濫
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
問
題
は
、
も
っ
と
複
雑
で
あ
い
ま
い
だ
。
多
く
の
人
が
嫌
が
る
よ
う
な
個
人
デ
ー

タ
の
利
用
法
は
あ
る
。
だ
が
多
く
の
人
は
全
員
で
は
な
い
。
あ
る
種
の
デ
ー
タ
を
あ
る
種
の
機
関
に
明
か
し
て
も
ま
っ
た
く
気
に
し
な
い
人

も
い
る
し
、
ま
た
自
分
の
デ
ー
タ
が
き
ち
ん
と
使
わ
れ
る
と
信
頼
で
き
る
な
ら
承
知
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
、
解
決
策
は
混
合
様
式
だ
。
だ
が
今
回
は
ま
ず
技
術
か
ら
始
め
よ
う
（
40
）。

第
四
章
で
す
で
に
詳
し
く
述
べ
た
通
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
Ｉ
Ｄ
層
を
乗
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
Ｉ
Ｄ
層
は
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プ
ラ
イ
バ
シ
ー
強
化
層
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
個
人
が
自
分
に
つ
い
て
明
か
す
デ
ー
タ
を
も
っ
と
う
ま
く
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
バ
レ
な
い
仮
名
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
そ
の
他
が
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な

も
の
も
使
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
技
術
だ
と
、
一
八
歳
以
上
だ
と
か
ア
メ
リ
カ
人
だ
と
か
、
大
学
図
書
館
の
利
用
権
が
あ

る
か
と
か
知
り
た
け
れ
ば
、
ほ
か
を
何
も
明
か
さ
ず
に
そ
の
情
報
だ
け
を
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
情
報
慣
行
の
変
化
は
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
エ
ー
テ
ル
の
中
を
漂
う
重
複
し
た
無
用
な
デ
ー
タ
の
流
通
を
減
ら
す
に
あ
た
り
、
想
像
し
う
る
中
で
最
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
だ

ろ
う
。

デ
ー
タ
利
用
を
も
っ
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
く
す
る
第
二
の
Ｐ
Ｅ
Ｔ
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
選
好
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
、
略
し
て
Ｐ
３
Ｐ
だ
（
41
）。

Ｐ
３
Ｐ
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
選
好
に
つ
い
て
、
機
械
可
読
な
形
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
サ
イ
ト
が
自
分
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
選
好
と
あ
わ
な
い
と
き
に
は
自
動
的
に
認
識
し
て
く
れ
る
。
Ｐ
３
Ｐ
を
使
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
を
表
現
す
る
サ
イ
ト
に
行
っ
て
、

そ
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
が
そ
の
人
の
選
好
に
あ
わ
な
け
れ
ば
、
実
装
に
も
よ
る
け
れ
ど
サ
イ
ト
か
そ
の
人
か
そ
こ
で
の
問
題
に
つ
い
て

通
知
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
技
術
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
の
不
一
致
を
明
確
に
す
る
。
不
一
致
を
認
識
す
る
の
は
、
選
好
を
守
る
第

一
歩
だ
。

こ
の
戦
略
で
肝
心
な
部
分
は
、
こ
う
し
た
選
択
を
機
械
で
読
め
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
こ
ろ
だ
。「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
」
で
グ
グ
れ
ば
、

ウ
ェ
ブ
上
で
二
五
億
件
近
く
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
そ
し
て
そ
の
大
半
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
み
れ
ば
（
も
ち
ろ
ん
二
五
億
件
な
ん
て
死
ん
で
も
ク

リ
ッ
ク
し
き
れ
な
い
が
）、
そ
れ
ら
が
法
律
文
書
と
し
て
も
異
様
に
理
解
不
能
な
代
物
（
と
い
う
の
は
か
な
り
す
ご
い
代
物
）
だ
と
い
う
こ

と
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
方
針
は
、
政
策
問
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
前
の
考
え
方
を
持
ち
込
ん
だ
産
物

だ
。
政
府
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を
「
解
決
」
す
る
よ
う
圧
力
を
受
け
た
。
そ
の
対
応
は
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
」
を

ど
こ
に
で
も
掲
示
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
方
針
を
ま
と
も
に
読
む
や
つ
は
い
る
ん
だ
ろ
う
か
？

読
む
に
し
て
も
、
サ

イ
ト
ご
と
の
ち
が
い
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ア
マ
ゾ
ン
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
と
グ
ー
グ
ル
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
の
ち
が
い
を
ご
存
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じ
か
な
？

政
府
の
ま
ち
が
い
は
、
こ
う
し
た
方
針
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
ろ
と
い
う
要
件
を
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
が
人
間
に
も
読
め
、
機
械
に
も
読
め
る
形
で
掲
示
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
が
二
四
億
カ
所
あ
れ
ば
、
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

強
化
ツ
ー
ル
で
あ
る
Ｐ
３
Ｐ
開
発
促
進
に
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
が
政
府
は
そ
の
伝
統
的
な
法
制
の
や
り
方

を
超
え
た
発
想
が
で
き
な
い
の
で
―
―
法
文
だ
け
で
な
く
コ
ー
ド
の
変
更
も
必
要
に
な
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
―
―
そ
う
い
う
イ
ン
フ

ラ
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
必
須
だ
と
思
う
。

だ
が
こ
う
し
た
技
術
単
体
で
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
を
解
決
す
る
に
は
ま
っ
た
く
役
立
た
ず
だ
。
こ
の
技
術
を
補
う
た
め

に
は
、
明
ら
か
に
法
規
制
が
い
る
。
だ
が
こ
の
規
制
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
三
種
類
の
も
の
を
必
要
と
す
る
。
最
初
の
も
の
は
実
体
的
・
本

質
的
だ
―
―
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
限
界
を
設
定
す
る
法
律
だ
。
二
番
目
は
手
続
き
面
だ
―
―
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
慣
行
に
対
処
す
る
公
平
な
手

続
き
を
義
務
づ
け
る
法
と
な
る
。
そ
し
て
第
三
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
―
―
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
ど
う
尊
重
す
べ
き
か
に
関
す
る
、
個
人

と
企
業
間
の
強
制
可
能
な
合
意
を
作
る
法
律
だ
。

⑴
選
択
の
制
限

あ
る
種
の
法
制
は
、
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
労
働
法
が
あ
る
種
の
労
働
契
約
を
禁
止
し
て
い
る
よ

う
に
、
あ
る
い
は
消
費
者
法
が
あ
る
種
の
ロ
ー
ン
契
約
を
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
法
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
一
部
を
個
人
が
放
棄
で

き
な
い
よ
う
に
自
由
を
制
限
す
る
。
こ
の
制
限
の
動
機
は
、
本
質
的
な
も
の
で
も
手
続
き
面
で
も
か
ま
わ
な
い
―
―
個
人
が
行
な
っ
て
は
い

け
な
い
選
択
に
関
す
る
本
質
的
判
断
を
含
む
と
い
う
意
味
で
本
質
的
、
あ
る
い
は
こ
の
選
択
に
直
面
し
た
と
き
、
個
人
は
系
統
的
に
後
悔
す

る
よ
う
な
選
択
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
見
方
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
手
続
き
的
と
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
こ
の
種
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
規
制
の
役
割
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
弱
め
る
と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
、
取
引
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
だ
。
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⑵
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
プ
ロ
セ
ス

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
慣
行
を
め
ぐ
る
最
も
重
要
な
規
範
構
造
は
、
三
〇
年
以
上
前
に
自
動
デ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
Ｈ
Ｅ
Ｗ
（
健
康
教
育
福

祉
）
諮
問
委
員
会
が
構
築
し
た
も
の
だ
。
こ
の
報
告
は
「
公
正
な
情
報
慣
行
規
則
」
（
42
）を

定
義
づ
け
る
こ
と
に
な
る
五
つ
の
原
則
を
掲
げ
た
。

そ
の
原
則
は
以
下
を
求
め
て
い
る
。

1
存
在
自
体
が
秘
密
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
個
人
デ
ー
タ
記
録
保
管
シ
ス
テ
ム
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2
自
分
に
つ
い
て
の
ど
ん
な
情
報
が
記
録
さ
れ
、
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
を
そ
の
個
人
が
調
べ
る
方
法
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

3
あ
る
目
的
の
た
め
に
得
た
個
人
情
報
が
、
同
意
な
し
に
ほ
か
の
目
的
に
転
用
さ
れ
た
り
提
供
さ
れ
た
り
す
る
の
を
そ
の
個
人
が
防
止
す

る
手
段
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

4
自
分
に
つ
い
て
同
定
可
能
な
情
報
に
つ
い
て
加
筆
訂
正
す
る
手
段
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

5
同
定
可
能
な
個
人
情
報
記
録
を
作
成
、
維
持
、
利
用
、
頒
布
す
る
組
織
は
す
べ
て
、
意
図
さ
れ
た
利
用
に
と
っ
て
そ
の
デ
ー
タ
が
信
頼

で
き
る
も
の
だ
と
保
証
し
、
デ
ー
タ
濫
用
を
防
ぐ
た
め
の
予
防
措
置
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
原
則
は
、
重
要
な
本
質
的
価
値
を
表
明
し
て
い
る
―
―
た
と
え
ば
デ
ー
タ
は
出
所
の
同
意
な
く
し
て
再
利
用
で
き
な
い
と
か
、

デ
ー
タ
収
集
シ
ス
テ
ム
は
信
頼
の
お
け
る
も
の
に
せ
よ
と
か
―
―
だ
が
そ
れ
は
個
別
目
的
の
た
め
に
自
分
自
身
の
デ
ー
タ
を
リ
リ
ー
ス
す
る

個
人
の
選
択
は
邪
魔
し
な
い
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
個
人
の
自
律
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
、
国
レ
ベ
ル
で
も
州
レ
ベ
ル
で

も
施
行
さ
れ
て
き
た
、
比
較
的
薄
く
て
場
当
た
り
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
制
を
導
い
て
き
た
（
43
）。
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⑶
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
選
択
に
資
す
る
ル
ー
ル

だ
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
真
の
課
題
は
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
ど
う
や
っ
て
意
味
あ
る
選
択
を
可
能
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し

て
こ
の
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
技
法
―
―
つ
ま
り
文
字
ベ
ー
ス
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
表
明
を
義
務
づ
け
る
こ
と
―
―
は
、

や
っ
て
は
い
け
な
い
見
事
な
例
だ
。
ウ
ェ
ブ
に
わ
か
り
に
く
い
文
言
を
ち
ま
ち
ま
並
べ
立
て
て
も
、
ウ
ェ
ブ
を
サ
ー
フ
ィ
ン
す
る
消
費
者
た

ち
が
有
益
な
選
択
を
す
る
役
に
は
ま
っ
た
く
立
た
な
い
。
む
し
ろ
サ
イ
ト
か
ら
サ
イ
ト
へ
渡
り
歩
く
中
で
、
ど
ん
な
権
利
を
放
棄
し
て
い
る

の
か
理
解
し
よ
う
と
い
う
気
さ
え
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

Ｐ
３
Ｐ
は
こ
の
点
で
役
に
立
つ
は
ず
だ
が
、
そ
の
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
は
⑴
こ
の
技
術
を
ウ
ェ
ブ
上
で
全
面
的
に
広
め
る
強
い
動
き

が
あ
る
こ
と
と
、
⑵
Ｐ
３
Ｐ
イ
ン
フ
ラ
内
で
の
発
言
が
強
制
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
こ
の
ど
ち
ら
も
、
法
的
な
対
応
が
必

要
と
な
る
。

本
書
の
初
版
で
は
、
⑴
と
⑵
の
両
方
を
実
現
で
き
る
と
思
え
た
戦
略
を
提
案
し
た
。
つ
ま
り
個
人
情
報
を
財
産
権
に
よ
っ
て
保
護
す
る
と

い
う
戦
略
だ
。
著
作
権
と
同
様
に
、
財
産
権
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
そ
の
財
産
権
を
使
っ
て
適
切
な
合
意
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
人

に
と
っ
て
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作
り
出
す
。
こ
の
合
意
は
、（
法
に
よ
り
）
適
切
な
技
術
を
通
じ
て
流
せ
る
。
だ
が
こ
の
合
意
が
な
け

れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
財
産
権
利
用
者
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
海
賊
利
用
者
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
著
作
権
保
護
に
使
わ
れ
る
各
種
ツ
ー

ル
の
多
く
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
も
使
え
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
解
決
策
は
ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
重
要
な
特
徴
だ
と
思
う
も
の
―
―
人
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
価
値
が
ち
が
う
と
い
う
こ
と
（
44
）

―
―
も
考
慮
し
て
い
る
。
ま
た
そ
う
し
た
異
な
る
価
値
観
も
尊
重
す
る
。
あ
る
人
は
、
電
話
番
号
を
公
開
し
な
い
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
人
に
よ
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
気
に
す
る
ま
い
。
そ
し
て
法
が
想
定
と
し
て
好
む
の
は
、
差
を
つ
け
る
自
由
を
個
人
に

与
え
る
よ
う
な
法
的
装
置
を
使
う
こ
と
だ
―
―
つ
ま
り
ま
る
っ
き
り
ち
が
っ
た
主
観
的
価
値
を
持
ち
、
そ
れ
を
尊
重
し
て
も
ら
う
自
由
を
持

つ
よ
う
に
す
る
わ
け
だ
。
そ
れ
を
も
と
に
考
え
る
と
、
こ
こ
で
使
う
べ
き
装
置
は
財
産
権
だ
と
思
わ
れ
る
。
財
産
方
式
は
、
ま
さ
に
価
値
観
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の
差
を
法
が
尊
重
で
き
る
よ
う
に
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
手
持
ち
の
お
ん
ぼ
ろ
中
古
車
を
一
万
ド
ル
以
下
で
は
売
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
法
は
そ
れ
を
支
持
す
る
。

ア
メ
リ
カ
司
法
の
伝
統
で
、
こ
れ
と
は
反
対
の
法
的
受
益
権
は
、「
損
害
賠
償
ル
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
45
）。

損
害
賠
償
ル
ー
ル
も
ま
た
受

益
権
を
保
護
す
る
が
、
そ
の
保
護
は
個
別
性
が
も
っ
と
低
い
。
損
害
賠
償
ル
ー
ル
で
保
護
さ
れ
た
資
源
を
持
っ
て
い
た
ら
、
州
が
決
め
た
価

格
さ
え
払
え
ば
そ
の
資
源
は
使
え
て
し
ま
う
。
そ
の
価
格
は
、
持
ち
主
の
価
値
評
価
と
は
齟
齬
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
、
他
人
は
持
ち
主
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、
決
ま
っ
た
金
さ
え
払
え
ば
そ
れ
を
奪
う
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

著
作
権
法
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
と
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。
派
生
権
と
は
、
著
作
権
作
品
を
も
と
に
構
築
す
る
権
利
だ
。
よ

く
あ
る
例
と
し
て
は
翻
訳
や
、
そ
の
本
を
原
作
と
し
た
映
画
だ
。
著
作
権
法
は
、
著
作
権
保
持
者
に
そ
の
派
生
権
に
つ
い
て
の
財
産
権
を
与

え
て
い
る
。
だ
か
ら
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
シ
ャ
ム
の
最
新
小
説
を
映
画
化
し
た
け
れ
ば
、
グ
リ
シ
ャ
ム
の
言
い
値
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
や
ら
ず
に
映
画
を
作
っ
た
ら
、
グ
リ
シ
ャ
ム
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
る
。

作
曲
家
の
派
生
権
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
も
し
作
詞
家
が
誰
か
に
曲
の
録
音
を
認
め
た
ら
、
手
続
き
さ
え
き
ち
ん
と
し
て
指
定
の
金
額
を

支
払
え
ば
、
そ
の
ほ
か
誰
で
も
そ
の
曲
を
録
音
で
き
る
。
だ
か
ら
グ
リ
シ
ャ
ム
は
小
説
の
映
画
化
権
を
監
督
一
人
に
し
か
与
え
な
い
こ
と
も

あ
る
が
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
そ
の
一
員
が
作
曲
し
た
曲
で
あ
れ
ば
、
規
定
費
用
さ
え
払
え
ば
、
誰
が
録
音
し
て
も
反
対
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り

小
説
の
派
生
権
は
財
産
ル
ー
ル
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
録
音
の
派
生
権
は
損
害
賠
償
ル
ー
ル
で
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

法
は
、
財
産
ル
ー
ル
で
は
な
く
損
害
賠
償
ル
ー
ル
を
適
用
し
た
が
る
理
由
を
い
ろ
い
ろ
持
っ
て
い
る
。
だ
が
一
般
原
則
と
し
て
は
、
少
な

く
と
も
交
渉
の
「
取
引
費
用
」
が
低
く
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
公
共
的
価
値
観
が
な
い
場
合
に
は
、
財
産
権
を
使
う
べ
き
な
の
だ
（
46
）。

そ
し
て
Ｐ

３
Ｐ
の
よ
う
な
技
術
が
あ
れ
ば
、
取
引
コ
ス
ト
は
十
分
に
下
が
っ
て
財
産
ル
ー
ル
が
機
能
す
る
は
ず
だ
と
思
う
。
そ
の
財
産
ル
ー
ル
は
、
今

度
は
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
人
々
が
持
っ
て
い
た
多
様
性
を
強
化
す
る
―
―
そ
し
て
あ
る
人
は
そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
し
、
あ
る

人
は
そ
れ
に
し
が
み
つ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
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財
産
権
を
推
奨
し
た
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
は
、
人
々
が
そ
れ
を
財
産
権
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
う
が
強
ま

る
と
思
う
の
だ
。
人
々
は
こ
の
権
利
を
自
分
の
も
の
と
し
て
考
え
、
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
伝
統
的
に
保
護
対
象
を
同
定
し
て
保
護
を
強

め
る
ツ
ー
ル
は
財
産
化
す
る
こ
と
だ
。
も
し
著
作
権
を
守
る
の
に
注
が
れ
て
い
る
情
熱
の
ご
く
一
部
で
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
向
け
ら
れ

た
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
も
進
む
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
わ
た
し
の
財
産
権
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
提
案
は
、
尊
重
す
べ
き
批
判
者
た
ち
か
ら
一
斉
に
否
定
さ
れ
た
（
47
）。

こ
う
し
た
批
判
の
中
核
部

分
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
ニ
ー
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
強
力
に
繰
り
出
し
て
く
れ
た
理
由
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
財
産
化
が
修
正
第
一
条
に

照
ら
し
て
問
題
と
な
る
と
い
う
主
張
に
は
特
に
賛
成
で
き
な
い
（
48
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
ゲ
ヴ
ェ
ラ
ン
が
わ
た
し
の
狙
い

と
ほ
ぼ
同
じ
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
な
代
替
案
を
提
案
し
て
く
れ
た
し
、
そ
れ
は
最
大
の
批
判
を
招
い
た
懸
念
は
ま
っ
た
く
生
じ
さ
せ
な
い

も
の
だ
っ
た
（
49
）。

こ
の
代
替
案
は
単
に
、
Ｐ
３
Ｐ
プ
ロ
ト
コ
ル
を
通
じ
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
表
明
す
る
も
の
を
、
拘
束
力
の
あ
る
提
案
と
し
て
捉
え
る
よ

う
に
し
よ
う
と
い
う
だ
け
の
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
利
用
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
強
制
で
き
る
契
約
と
な
る

わ
け
だ
（
50
）。

こ
の
ル
ー
ル
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
方
針
を
Ｐ
３
Ｐ
の
よ
う
な
機
械
可
読
形
式
で
表
現
し
ろ
と
い
う
要
件
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
ば
、

⑴
Ｐ
３
Ｐ
を
広
め
る
し
、
⑵
Ｐ
３
Ｐ
に
よ
る
表
明
を
実
質
的
な
法
に
す
る
。
こ
れ
は
財
産
ル
ー
ル
よ
り
は
弱
い
が
、
そ
の
理
由
は
注
に
譲
る
（
51
）。

そ
し
て
こ
れ
は
シ
ュ
リ
ン
ク
ラ
ッ
プ
文
化
を
推
し
進
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
で
問
題
を
生
む
。
だ
が
こ
こ
で
の
狙
い

か
ら
い
え
ば
、
こ
の
解
決
策
は
妥
協
案
と
し
て
十
分
に
使
え
る
。

再
び
サ
イ
バ
ー
法
の
力
学
を
示
す
と
、
ま
ず
法
（
こ
れ
は
あ
る
形
で
表
現
さ
れ
た
政
策
要
件
で
あ
り
、
そ
う
し
た
表
現
に
つ
い
て
の
契
約

上
の
前
提
で
も
あ
る
）
を
使
っ
て
あ
る
種
の
技
術
（
Ｐ
３
Ｐ
）
を
推
奨
し
、
技
術
は
個
人
た
ち
が
サ
イ
バ
ー
空
間
内
で
自
分
の
望
み
を
実
現

し
や
す
く
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
「
政
策
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
「
法
」
が
「
コ
ー
ド
」
を
助
け
て
い
る
わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
本
書
で
ず
っ
と
見
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
法
以
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外
の
法
律
は
あ
る
し
、
法
以
外
の
規
制
体
は
あ
る
。
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
ほ
か
の
規
制
体
が
法
よ
り
上
手
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
っ
て
く

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
部
分
が
あ
れ
ば
、
法
律
が
必
要
だ
と
思
う
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
比
較

前
章
で
わ
た
し
の
議
論
に
不
満
だ
っ
た
読
者
は
、
こ
こ
で
キ
ツ
イ
質
問
を
始
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。「
前
の
章
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
で
勧
め
て

る
の
と
ま
さ
に
同
じ
仕
組
み
を
切
り
捨
て
て
た
じ
ゃ
な
い
か
。
知
的
財
産
の
完
全
な
販
売
を
支
援
す
る
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
ダ
メ
だ

と
言
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
で
も
こ
こ
で
こ
さ
え
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
ん
だ
ろ
う
に
」

こ
の
攻
撃
は
確
か
に
的
を
つ
い
て
い
る
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
支
持
し
て
い
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
知
的
財
産
の
と
き
に
疑
問
視
し
た
の

と
、
基
本
的
に
は
同
じ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
ど
っ
ち
も
情
報
の
売
買
の
方
式
だ
。
ど
っ
ち
も
情
報
を
「
本
物
の
」
財
産
「
み
た
い
に
」
す

る
。
で
も
著
作
権
の
場
合
、
わ
た
し
は
完
全
に
民
間
だ
け
の
財
産
方
式
に
反
対
す
る
議
論
を
し
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
は
、
そ
れ
を
支
持
す

る
議
論
を
し
て
る
。
ど
う
な
っ
て
ん
の
？

そ
の
ち
が
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
情
報
を
意
味
づ
け
る
、
あ
る
い
は
意
味
づ
け
る
べ
き
、
根
底
に
あ
る
価
値
だ
。
知
的
財
産
の
文
脈

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
ほ
う
に
偏
向
し
て
い
る
べ
き
だ
。「
情
報
が
何
を
求
め
て
い
る
か
」
な
ん
て
、
誰
が
わ
か
る
も
ん
か
（
52
）。

何
を
求
め

て
い
よ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
法
が
知
的
財
産
保
有
者
と
行
な
う
取
引
を
、
な
る
べ
く
狭
く
読
む
べ
き
だ
。
知
的
財
産
に
お
け
る
財
産
権
に
対

し
て
は
、
な
る
べ
く
渋
い
顔
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
情
報
の
仕
組
み
を
作
り
、
支
持
す
る
の
に
必
要
最
低
限
な
だ
け
、
そ
れ
を
支
持
す
べ

き
だ
。

で
も
個
人
に
つ
い
て
の
情
報
（
少
な
く
と
も
一
部
の
種
類
）
は
別
の
扱
い
を
さ
れ
る
べ
き
だ
。
個
人
・
私
的
情
報
に
つ
い
て
、
人
は
法
と

取
引
し
た
り
し
な
い
。
法
は
こ
う
し
た
事
実
の
公
開
と
引
き
替
え
に
独
占
権
を
与
え
て
く
れ
た
り
し
な
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
ち
が
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第一一章 プライバシー

う
の
は
そ
こ
だ
。
個
人
は
、
自
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
の
情
報
を
か
れ
ら
が
保
護
し
て
く
れ
る

な
ら
、
喜
ん
で
支
援
す
べ
き
だ
し
、
そ
れ
に
は
そ
の
た
め
の
構
造
や
権
利
を
与
え
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
平
安
を
だ
い

じ
だ
と
思
う
し
、
ほ
し
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、
個
人
情
報
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
提
供
す
る
こ
と
で
そ
う
い
う
平
安
を
与
え
て
く
れ
る
仕
組
み

は
、
公
共
の
価
値
と
一
貫
性
を
持
つ
仕
組
み
だ
。
そ
れ
は
公
共
当
局
が
支
持
す
べ
き
方
式
だ
。

同
じ
論
点
を
主
張
す
る
第
二
の
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
有
益
な
方
法
が
あ
る
。
知
的
財
産
権
は
い
っ
た
ん
作
ら
れ
た
ら
減
ら
な
い
。
使
う

人
が
増
え
る
ほ
ど
社
会
の
た
め
に
な
る
。
だ
か
ら
知
的
財
産
は
共
有
と
自
由
の
方
向
に
偏
る
べ
き
だ
。
一
方
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
減
る
。
そ

の
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
た
人
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
減
る
。
こ
の
よ
う
に
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
知
的
財
産
よ
り
実
際
の
財
産
に
近
い
。
一
人
が
侵
害
し
た
か
ら
と
い
っ
て
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
侵
害
者
が
一
人

増
え
る
た
び
に
、
そ
の
価
値
は
そ
の
分
だ
け
減
っ
て
い
く
。

こ
の
結
論
は
、
だ
い
じ
な
条
件
つ
き
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
、
二
つ
だ
け
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

最
初
の
も
の
は
、
わ
た
し
の
方
式
の
何
一
つ
と
し
て
、
個
人
が
ど
ん
な
情
報
を
売
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
れ
だ
け
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
買

え
る
か
に
つ
い
て
、
最
終
的
ま
た
は
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
Ｐ
３
Ｐ
方
式
は
、
原
理
的
に
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
個
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
時
に
、
上
流
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
可
能
に
す
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
も
し
、
個
人
を

行
政
区
別
に
認
識
す
る
よ
う
な
仕
組
み
の
中
に
住
ん
で
い
た
ら
、
Ｐ
３
Ｐ
方
式
と
の
や
り
と
り
は
個
別
行
政
区
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
制
限

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
番
目
に
、
こ
う
し
た
仕
組
み
が
す
べ
て
の
私
的
デ
ー
タ
を
守
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
ん
て
こ
と
は
な
い
し
、
こ
の
仕
組
み
の
中
で
、
何

を
「
私
的
」
情
報
と
し
て
何
を
そ
う
で
な
い
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
何
も
な
い
。
あ
な
た
自
身
に
つ

い
て
の
情
報
で
、
隠
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
だ
い
じ
な
の
は
、
自
分
に
つ
い
て
主
張
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（「
わ
た
し
は
弁
護
士
だ
」
と
か
「
医
者
だ
か
ら
電
話
し
て
く
れ
」
と
か
）。
詐
欺
や
、
他
人
に
危
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害
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
制
限
は
知
的
財
産
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
に
あ
た
る
も
の
だ
―
―
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
守
る
空
間
に
制
限
を
加
え
る
わ
け
だ
。

　本
章
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
場
合
に
は
す
で
に
地
獄
の
釜
の
ふ
た
は
開
い
て
し
ま
っ
た
、
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
。
す
で
に
他

人
が
自
分
に
つ
い
て
の
情
報
を
ど
こ
ま
で
知
る
か
、
個
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
問
題
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

わ
た
し
の
応
答
は
、
コ
ー
ド
に
注
目
し
よ
う
、
と
い
う
も
の
だ
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
中
に
、
選
択
を
可
能
に
す
る
能
力
を
組
み
込
ま
な

く
ち
ゃ
い
け
な
い
―
―
人
間
に
よ
る
選
択
じ
ゃ
な
く
て
、
マ
シ
ン
に
よ
る
選
択
だ
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
の
マ

シ
ン
間
交
渉
を
可
能
に
し
て
、
個
人
が
自
分
の
守
り
た
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
マ
シ
ン
に
指
示
で
き
る
よ
う
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

で
も
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
た
ど
り
つ
こ
う
か
？

こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
ど
う
や
っ
て
構
築
し
よ
う
か
？

個
人
は
サ
イ
バ
ー
空
間

に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
っ
て
ほ
し
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
そ
れ
に
必
要
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
組
み
込
む
よ
う
に
後
押
し
す

る
も
の
は
な
ん
だ
？

市
場
じ
ゃ
な
い
。
商
業
の
力
は
、
そ
ん
な
変
化
を
ど
れ
一
つ
と
し
て
後
押
し
な
ん
か
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
見
え
ざ
る
手
は
本
当
に
見
え

な
い
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
こ
の
目
標
に
対
し
て
曲
げ
る
に
は
、
集
合
的
な
行
動
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
集
合
的
な
行
動
の

た
め
に
、
政
治
っ
て
も
の
が
あ
る
の
だ
。
自
由
放
任
主
義
じ
ゃ
あ
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
ぞ
。
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第一二章 言論の自由

第
一
二
章

言
論
の
自
由

言
論
の
自
由
の
権
利
は
、
コ
ス
ト
な
し
で
話
す
権
利
じ
ゃ
な
い
。
テ
レ
ビ
に
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
で
は
な
い
し
、
人
が
あ
な
た

の
発
言
の
た
め
に
あ
な
た
を
嫌
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
権
利
で
も
な
い
。
厳
密
に
い
え
ば
―
―
法
的
に
い
え
ば
―
―
ア
メ
リ
カ
で
の
言
論

の
自
由
の
権
利
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
種
の
（
お
そ
ら
く
は
ほ
と
ん
ど
の
）
言
論
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
政
府
か
ら
処
罰
さ
れ
た
り
し
な

い
権
利
、
と
い
う
こ
と
だ
。
大
統
領
を
批
判
し
て
も
牢
屋
に
ぶ
ち
こ
ま
れ
た
り
は
し
な
い
。
で
も
、
脅
せ
ば
ぶ
ち
こ
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

人
種
分
離
を
支
持
し
て
も
、
罰
金
は
と
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
も
ひ
ん
し
ゅ
く
は
買
う
だ
ろ
う
。
公
共
の
場
所
で
し
ゃ
べ
る
の
を
、
誰
も
止

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
Ｆ
Ｍ
送
信
機
を
持
っ
て
し
ゃ
べ
る
の
は
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
言
論
は
保
護
さ

れ
て
い
る
―
―
や
や
こ
し
い
、
と
き
に
ひ
ね
く
れ
た
形
で
―
―
け
れ
ど
、
そ
の
憲
法
上
の
保
護
は
、
政
府
か
ら
の
保
護
だ
。

で
も
、
政
府
だ
け
し
か
考
え
な
い
憲
法
上
の
言
論
の
自
由
の
規
定
は
、
す
さ
ま
じ
く
不
完
全
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
社
会
が

同
じ
「
憲
法
修
正
第
一
条
」
―
―
つ
ま
り
政
府
の
怒
り
か
ら
の
保
護
を
同
じ
だ
け
―
―
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
片
方
で
は
異
議
が
容
認
さ

れ
て
、
片
方
で
は
そ
れ
が
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
よ
う
な
と
き
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
か
な
り
ち
が
っ
た
言
論
の
自
由
を
持
つ
社
会
に
な
る
。
言

論
を
制
約
す
る
の
は
政
府
だ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
言
論
の
自
由
を
守
る
の
も
政
府
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
権
利
―
―
い
や
こ
の
権
利
に
限
ら
ず

―
―
に
つ
い
て
の
完
全
な
記
述
は
、
負
担
と
保
護
を
全
面
的
に
考
え
て
や
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
第
七
章
の
四
つ
の
様
式
が
そ
れ
ぞ
れ
作
り
出
す
差
別
か
ら
障
害
者
が
保
護
を
受
け
る
「
権
利
」
を
考
え
て
ほ
し
い
。
法
は
障
害

者
を
守
る
。
社
会
規
範
は
守
ら
な
い
。
市
場
も
守
ら
な
い
し
、
法
が
介
入
す
る
ま
で
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
も
そ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
（
階
段

を
考
え
よ
う
）。
こ
の
四
つ
の
様
式
の
総
和
が
、
各
種
の
状
況
で
障
害
者
が
持
っ
て
い
る
保
護
、
ま
た
は
「
権
利
」
を
記
述
す
る
こ
と
に
な
る
。
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法
は
、
そ
の
保
護
を
強
化
す
る
よ
う
に
介
入
で
き
る
―
―
た

と
え
ば
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
規
制
し
て
、
ア
ク
セ
ス
上
の
差

別
か
ら
も
っ
と
よ
く
保
護
す
る
よ
う
に
で
き
る
。
で
も
ど
ん

な
「
権
利
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
様
式
の
混
合
を
考
え
る
こ

と
で
、
そ
の
「
権
利
」
が
ど
れ
だ
け
保
護
さ
れ
て
い
る
か
（
あ

る
い
は
い
な
い
か
）
を
記
述
で
き
る
。

つ
ま
り
第
七
章
の
用
語
を
使
っ
て
、
各
文
脈
で
制
約
条
件

か
ら
の
保
護
と
、
規
制
上
の
制
約
の
実
施
と
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
制
約（
権
力
）の
モ
ー
ド
は
、規
制
さ
れ
る
対
象

に
向
け
て
の
剣
と
し
て
機
能
す
る
。
保
護
（
権
利
）
の
モ
ー

ド
は
、
規
制
さ
れ
る
も
の
が
制
約
か
ら
受
け
る
も
の
へ
の
盾

と
し
て
機
能
す
る
。
以
下
の
図
に
、
今
の
論
点
を
表
現
し
て

お
こ
う
。

真
ん
中
に
あ
る
の
が
、
規
制
さ
れ
て
い
る
対
象
だ
―
―
第

七
章
の
、
み
す
ぼ
ら
し
い
点
。
こ
こ
で
個
人
を
と
り
ま
く
の

は
、保
護
の
盾
だ
。
法
・
規
範
・
市
場
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
総

和
で
、
こ
れ
ら
の
モ
ー
ド
が
通
常
個
人
に
対
し
て
課
す
制
約

を
制
限
す
る
も
の
だ
。
盾
の
部
分
で
は
、
こ
の
四
つ
を
区
別

し
て
い
な
い
。
制
約
の
様
式
と
保
護
の
様
式
と
の
間
に
は
、
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直
接
の
対
応
関
係
が
な
い
の
は
す
ぐ
わ
か
る
か
ら
だ
。
保
護
者
と
し
て
の
法
が
、
制
約
と
し
て
の
法
と
対
立
す
る
と
き
、
憲
法
が
通
常
の

法
を
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
様
式
は
、
一
緒
に
な
っ
て
機
能
す
る
。
あ
る
も
の
は
他
を
弱
め
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
保
護
の
総
計
は
部
分
よ
り
も
小

さ
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
、
対
ド
ラ
ッ
グ
戦
争
の
文
脈
で
、
ド
ラ
ッ
グ
の
非
犯
罪
化
を
推
進
す
る
「
権
利
」
が
そ
の
例
だ
。
法

は
、
ド
ラ
ッ
グ
の
非
犯
罪
化
を
主
張
す
る
権
利
を
守
る
。
国
は
、
あ
な
た
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
み
た
い
に
大
麻
の
非
犯
罪
化
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
始
め
て
も
牢
屋
に
ぶ
ち
こ
め
な
い
し
、ノ
ー
ベ
ル
賞
経
済
学
者
の
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
や
連
邦
判
事
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ポ
ズ
ナ
ー
み

た
い
に
、
そ
れ
を
支
持
す
る
論
文
を
書
い
て
も
処
罰
で
き
な
い
。
憲
法
修
正
第
一
条
は
何
よ
り
も
、
法
改
正
に
つ
い
て
の
言
論
を
国
が
犯
罪

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
。

で
も
法
的
保
護
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ド
ラ
ッ
グ
合
法
化
を
支
持
し
た
結
果
と
し
て
苦
し
ま
ず
に
す
む
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ご
近
所
の
人
々
は
、そ
の
考
え
方
に
呆
れ
果
て
、な
か
に
は
わ
た
し
を
く
さ
す
人
だ
っ
て
絶
対
い
る
。
市
場
だ
っ
て
、必
ず
し
も
支
持
し
て
く

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
テ
レ
ビ
で
そ
う
し
た
改
革
を
提
唱
す
る
演
説
の
た
め
に
時
間
枠
を
買
う
の
は
、
か
な
り
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。
テ
レ

ビ
局
は
、
広
告
を
選
択
す
る
権
利
が
あ
る
（
多
少
の
制
限
は
あ
る
け
れ
ど
）。
か
れ
ら
は
、
論
議
を
招
い
た
り
、
悪
趣
味
な
広
告
は
好
き
じ
ゃ

な
い
。
わ
た
し
の
は
、
た
ぶ
ん
あ
ま
り
に
論
争
的
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
1
）。

放
送
局
は
ま
た
Ｆ
Ｃ
Ｃ
―
―
対
ド
ラ
ッ
グ
戦
争
に
お
け
る
、
活

発
な
闘
士
だ
―
―
に
肩
ご
し
に
見
張
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
広
告
を
出
す
の
を
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ

ス
じ
ゃ
な
い
。
そ
ん
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
何
百
万
ド
ル
も
出
せ
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
局
で
空
い
て
い
る
時
間
帯
の
ス
ポ
ッ
ト
く
ら
い
は
買
え
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
た
と
え
ば
全
国
ネ
ッ
ト
で
ゴ
ー
ル
デ
ン
ア
ワ
ー
に
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

最
後
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
も
わ
た
し
の
言
論
を
あ
ま
り
よ
く
は
守
っ
て
く
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
衆
の
前
に
出
て
、

何
か
公
共
的
に
だ
い
じ
な
こ
と
に
つ
い
て
み
ん
な
に
向
か
っ
て
弁
論
を
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
あ
な
た
を
キ
チ
ガ
イ
か
う
っ
と
う
し
い

や
つ
だ
と
思
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
都
市
ご
と
に
発
言
者
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
た
り
は
し
な
い
。
多
く
の
町
は
、
町
内
会
す
ら
な
い
。「
ア
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メ
リ
カ
オ
フ
ラ
イ
ン
」
は
、
こ
の
意
味
で
ア
メ
リ
カ
オ
ン
ラ
イ
ン
と
大
差
な
い
―
―
個
人
が
広
い
聴
衆
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
公
共
的
な
問
題

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
だ
。
公
共
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
人
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
ら
れ
る
の
は

プ
ロ
だ
け
だ
―
―
政
治
家
、
学
者
、
有
名
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
活
動
家
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
単
一
の
問
題
に
限
っ
て
し
か
発
言
で
き

な
い
。
そ
の
他
の
人
々
に
は
選
択
が
あ
る
―
―
聞
く
か
、
社
会
的
イ
カ
レ
ポ
ン
チ
の
強
制
収
容
所
送
り
。

つ
ま
り
、
議
論
の
多
い
言
論
の
保
護
は
、
狭
い
法
的
見
方
が
示
唆
す
る
よ
り
も
さ
ら
に
き
つ
い
条
件
が
伴
う
。
異
論
を
唱
え
る
権
利
は
、

法
以
上
の
も
の
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
、
可
能
な
ほ
ど
は
守
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
だ
。

さ
て
こ
の
例
を
サ
イ
バ
ー
空
間
に
持
ち
込
ん
で
み
よ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
ド
ラ
ッ
グ
合
法
化
を
唱
え
る
「
権
利
」
は
ど
ん
な
具
合
に
守

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
も
ち
ろ
ん
、
法
は
わ
た
し
が
議
論
を
唱
え
る
権
利
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
―
―
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ

で
は
。
同
じ
言
論
が
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
非
合
法
に
な
っ
て
、
わ
た
し
が
そ
ん
な
言
論
を
、「
ほ
か
の
国
内
の
」
サ
イ
バ
ー
空
間
で
行
な
っ

た
こ
と
で
、
起
訴
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
ナ
チ
ス
党
翼
賛
の
言
論
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
合
法
だ
け
れ
ど
、
ド

イ
ツ
で
は
合
法
じ
ゃ
な
い
（
2
）。

そ
う
し
た
言
論
を
サ
イ
バ
ー
空
間
で
行
な
っ
た
ら
、
ド
イ
ツ
空
間
で
も
処
罰
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
法
律
は
、
不
完
全
な
保
護
だ
。
規
範
は
言
論
を
守
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
か
？

サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
比
較
的
匿
名
だ
し
サ
イ

バ
ー
空
間
自
体
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
、
議
論
の
多
い
言
論
を
制
約
す
る
の
に
、
規
範
は
あ
ま
り
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
人
々
が
お
互
い
に

よ
く
知
っ
て
い
る
サ
イ
バ
ー
空
間
で
あ
っ
て
も
、
相
手
が
何
千
キ
ロ
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
（
あ
る
い
は
そ
う
信
じ
て

い
た
り
期
待
し
て
い
た
り
す
れ
ば
）
異
端
的
な
見
方
で
も
容
認
し
が
ち
に
な
る
は
ず
だ
。

市
場
も
ま
た
、
言
論
に
対
し
て
大
き
な
保
護
を
提
供
す
る
―
―
実
空
間
に
比
べ
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
市
場
か
ら
の
言
論
制
約
は
ほ
ん

の
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
だ
。
ジ
ェ
イ
ク
・
ベ
イ
カ
ー
が
い
か
に
簡
単
に
出
版
社
に
な
っ
て
、
潜
在
読
者
は
過
去
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
法
律
関

係
書
（
本
書
と
か
）
の
総
計
よ
り
も
大
き
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
何
百
万
人
も
が
ど
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
れ
自
分
の
見

解
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
五
千
万
以
上
の
ブ
ロ
グ
を
見
て
み
よ
う
。
出
版
公
開
の
低
コ
ス
ト
は
、
も
は
や
出
版
が
言
論
の
障
害
で
は
な
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い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
エ
ベ
ン
・
モ
グ
レ
ン
が
問
う
よ
う
に
「
二
一
世
紀
に
は
発
表
の
場
の
な
い
詩
人
な
ど
い
る
だ
ろ
う
か
？
」

で
も
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
言
論
保
護
者
一
覧
の
て
っ
ぺ
ん
に
く
る
の
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
比
較
的
匿
名
で
あ
る
こ
と
、
分
散

化
さ
れ
た
配
置
、
複
数
の
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
、
地
理
と
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
、
内
容
を
同
定
す
る
簡
単
な
シ
ス
テ
ム
も
な
い
、
暗
号

ツ
ー
ル
（
3
）―

―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
プ
ロ
ト
コ
ル
の
、
こ
う
し
た
特
徴
す
べ
て
と
そ
の
帰
結
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
言
論
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
に
く
く
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
言
論
の
真
の
保
護
者
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
そ
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
本
当
の

「
憲
法
修
正
第
一
条
」
で
、
こ
の
憲
法
修
正
第
一
条
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
特
定
地
域
だ
け
の
条
例
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
（
4
）。

こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
ほ
し
い
。
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
は
あ
る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
輸
出
国
で
、
そ
の
核
心
に
は
言
論
の
自
由
と
い
う
根
拠
が
あ
っ
た
。
多
く
の
人
は
、
こ
の
根
本
原
理
を
批
判
し
て
き
た
。
あ
ま
り
に
極
端

す
ぎ
る
と
い
う
人
も
い
た
し
、
十
分
に
極
端
で
な
い
と
言
う
人
も
い
た
。
抑
圧
的
な
体
制
―
―
中
国
、
北
朝
鮮
―
―
は
も
ろ
に
拒
絶
。
寛
容

な
体
制
―
―
フ
ラ
ン
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
―
―
は
文
化
的
な
腐
敗
に
つ
い
て
文
句
を
言
う
。
博
愛
的
な
体
制
―
―
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
―
―

は
、
金
持
ち
し
か
発
言
で
き
な
く
て
ポ
ル
ノ
が
弾
圧
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
国
が
、
ど
う
し
て
自
由
だ
と
思
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
と
首
を
傾
げ
る
。

こ
の
論
争
は
、
長
い
こ
と
政
治
的
な
レ
ベ
ル
で
続
い
て
い
た
。
で
も
、
ま
さ
に
夜
陰
に
乗
じ
て
と
言
お
う
か
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の

国
々
に
通
信
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
張
り
め
ぐ
ら
し
て
、
か
れ
ら
の
国
境
内
に
、
わ
れ
わ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
す
ら
提
唱
し
な
か
っ
た
ほ
ど

の
、
ず
っ
と
強
力
な
修
正
第
一
条
を
作
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
各
国
は
、
目
を
覚
ま
し
て
み
る
と
電
話
が
自
由
な
言
論
の
ツ
ー
ル
に
な
っ
て

い
て
、
電
子
メ
ー
ル
が
か
れ
ら
の
弾
圧
の
ニ
ュ
ー
ス
を
国
境
の
は
る
か
彼
方
に
ま
で
伝
え
、
画
像
は
も
は
や
国
営
テ
レ
ビ
の
独
占
で
は
な
く
、

そ
こ
ら
の
モ
デ
ム
か
ら
送
信
で
き
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
通
じ
て
、
自
分
の
法
の
修

正
第
一
条
よ
り
さ
ら
に
極
端
な
修
正
第
一
条
を
コ
ー
ド
の
形
で
作
り
出
し
た
。
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こ
の
章
の
話
題
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
言
論
規
制
と
言
論
保
護
だ
―
―
そ
し
て
だ
か
ら
そ
れ
は
、
実
空
間
で
の
言
論
の
規
制
と
保
護
を

め
ぐ
る
話
で
も
あ
る
。
わ
た
し
の
狙
い
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
そ
れ
が
可
能
に
す
る
自
由
と
の
関
係
と
、
そ
し
て
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

構
築
に
あ
た
っ
て
の
法
の
重
要
性
に
つ
い
て
し
つ
こ
く
こ
だ
わ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
自
由
が
ど
う
構
築
さ
れ
て
い
る
か
―
―
サ
イ

バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
お
け
る
憲
法
政
治
―
―
を
理
解
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。

「
政
治
」
と
言
っ
た
の
は
、
こ
の
構
築
が
ま
だ
終
わ
っ
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
（
し
つ
こ
く
何
度
も
）
論
じ
た
よ
う
に
、
サ
イ

バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
一
つ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
設
計
に
は
、
所
与
の
も
の
や
必
然
的
な
構
造
は
な
い
。
第
一
世
代
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
壁
を
無
効
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
第
二
世
代
を
構
築
す
る
人
た
ち
が
そ
う
す
る
と
考
え
る
べ
き

理
由
は
な
い
し
、
第
二
世
代
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
組
み
込
ま
れ
な
い
と
信
じ
る
べ
き
理
由
も
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
最
初
の
自
由
の
閃
き
が
、

短
命
で
な
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
ぜ
ん
ぜ
ん
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
短
命
で
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
、
絶
対
に
正
当
化
で
き
な
い
。

す
で
に
こ
の
ネ
ッ
ト
再
建
の
始
ま
り
は
見
て
と
れ
る
。
す
で
に
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
作
り
直
さ
れ
て
、
か
つ
て
の
実
空
間
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
が
規
制
可
能
に
し
た
も
の
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
も
規
制
可
能
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
ネ
ッ
ト
は
、
自
由
な
も
の
か
ら
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
も
の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
規
制
へ
の
ス
テ
ッ
プ
の
一
部
は
、
避
け
が
た
い
も
の
だ
。
あ
る
程
度
の
揺
り
戻
し
は
仕
方
が
な
い
。
で
も
、
変
化
が
完
全
に
終

わ
る
前
に
、
ネ
ッ
ト
が
今
提
供
す
る
自
由
を
理
解
し
て
、
ど
の
自
由
を
保
存
し
て
お
き
た
い
か
決
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

そ
し
て
、
保
存
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
今
あ
る
形
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
建
国
以
来
最
も
だ
い
じ
な
言
論
の
自

由
の
モ
デ
ル
だ
ろ
う
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
電
子
メ
ー
ル
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
な
ん
か
を
は
る
か
に
超
え
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
起
草
者
た
ち

が
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
承
認
し
て
か
ら
、
ネ
ッ
ト
が
憲
法
修
正
第
一
条
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
意
味
を
ま
じ
め
に
と
る
な
ら
、
憲
法

修
正
第
一
条
は
、
ネ
ッ
ト
以
外
で
の
言
論
に
つ
い
て
も
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
か
な
り
派
手
に
再
構
築
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
（
5
）。
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で
も
こ
れ
は
先
を
急
ぎ
す
ぎ
た
。
本
章
の
残
り
で
は
、
お
話
を
三
つ
し
た
い
―
―
一
つ
は
出
版
に
つ
い
て
、
一
つ
は
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
、

一
つ
は
配
布
に
つ
い
て
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、「
言
論
の
自
由
」
が
ど
う
規
制
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
お
話
は
、
憲
法
上
の
意
義
の
点
で
ち
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
ど
れ
も
こ
の
議
論
の
核
に
あ
る
力
学
―
―
技
術
が
法
と
絡
み
合
っ

て
政
策
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
―
―
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

言
論
を
規
制
す
る
も
の

：

出
版

フ
ロ
イ
ド
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
屈
指
の
憲
法
修
正
第
一
条
弁
護
士
だ
。
一
九
七
一
年
に
、
か
れ
は
ケ
ー
ヒ
ル
・
ゴ
ー
ド
ン
法

律
事
務
所
の
若
き
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
（
6
）。

六
月
一
四
日
月
曜
日
の
夕
方
、
か
れ
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
社
内
法
務
担
当
弁
護

士
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
グ
ッ
デ
ー
ル
か
ら
電
話
を
受
け
た
。
グ
ッ
デ
ー
ル
は
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
に
、
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
ビ
ッ
ケ
ル
と
一
緒
に
、
翌
日
起
訴
さ
れ
る
予
定
の
裁
判
で
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
弁
護
を
し
て
く
れ
、
と
頼
ん
だ
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
ち
ょ
う
ど
、
現
在
「
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
の
刊
行
を
全
面
的
に
中
止
し
、
も
と

の
文
書
を
国
防
総
省
に
返
せ
と
い
う
政
府
の
要
求
を
蹴
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
（
7
）。

こ
の
文
書
は
、
ほ
と
ん
ど
は
ペ
ン
タ
ゴ
ン
の
「
対
ベ
ト
ナ
ム

政
策
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
史
」
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
評
価
し
て
い
た
（
8
）。

そ
の
評
価
は
す
ご
く
否
定
的
な
も
の
で
、
結
論
は
痛
烈
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
文
書
を
見
る
と
、
政
府
の
面
目
は
ま
る
つ
ぶ
れ
だ
し
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
も
勝
て
そ
う
に
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
文
書
を
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
渡
し
た
人
物
も
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
勝
て
そ
う
に
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
ペ
ン
タ
ゴ
ン

で
働
き
、
こ
の
報
告
書
を
書
く
の
も
手
伝
っ
た
人
物
だ
。
初
め
は
、
勝
て
な
い
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
や
が
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

が
い
か
に
無
謀
な
も
の
か
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
人
物
。
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こ
の
人
物
が
、
ダ
ニ
エ
ル
・
エ
ル
ス
バ
ー
グ
だ
っ
た
。
エ
ル
ス
バ
ー
グ
は
、
こ
の
報
告
書
一
五
部
の
う
ち
、
一
部
を
ラ
ン
ド
社
の
金
庫
か

ら
こ
っ
そ
り
持
ち
出
し
て
、
社
外
の
コ
ピ
ー
屋
に
送
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
と
同
僚
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ル
ッ
ソ
が
、
数
週
間
か
け
て
文
書
を
コ

ピ
ー
し
た
の
だ
っ
た
（
9
）。

エ
ル
ス
バ
ー
グ
は
こ
れ
を
、
国
会
で
読
ま
せ
て
国
会
議
事
録
に
含
め
る
こ
と
で
公
開
し
よ
う
と
し
た
が
、
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
。
や
が
て
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
出
版
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
、
同
紙
の
ニ
ー
ル
・
シ
ー
ハ
ン
記
者
と
接
触
す

る
。
エ
ル
ス
バ
ー
グ
は
、
こ
れ
が
犯
罪
行
為
だ
と
は
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
か
れ
に
と
っ
て
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
自
体
が
犯
罪
行
為
だ
っ
た
。

か
れ
の
狙
い
は
、
こ
れ
が
ず
ば
り
ど
ん
な
種
類
の
犯
罪
か
を
、
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
報
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

二
カ
月
半
に
わ
た
り
、『
タ
イ
ム
ズ
』
の
編
集
者
た
ち
は
こ
の
報
告
書
を
総
掛
か
り
で
突
つ
き
ま
わ
し
て
、
そ
れ
が
本
物
で
正
確
か
ど
う
か

を
確
認
し
よ
う
と
し
た
。
徹
底
的
な
レ
ビ
ュ
ー
の
後
で
、
編
集
者
た
ち
は
こ
れ
が
本
物
だ
と
判
断
、
一
〇
部
構
成
の
抜
粋
と
記
事
の
最
初
の

も
の
を
、
一
九
七
一
年
六
月
一
三
日
日
曜
日
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
（
10
）。

シ
リ
ー
ズ
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
た
翌
日
月
曜
日
の
午
後
、
検
察
長
官
ジ
ョ
ン
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
以
下

の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
た
。

貴
紙
が
こ
の
種
の
情
報
を
こ
れ
以
上
出
版
し
な
い
こ
と
を
厳
に
求
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
文
書
を
国
防
総
省
に
返
却
す
る
た
め
の
し
か
る
べ

き
手
続
き
を
と
っ
た
旨
、
小
職
ま
で
通
知
さ
れ
た
い
。
（
11
）

『
タ
イ
ム
ズ
』
が
従
わ
な
い
と
、
政
府
は
同
紙
が
こ
れ
ら
文
書
か
ら
の
記
事
や
抜
粋
を
掲
載
し
続
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
た
め
の
手
続
き
を

と
っ
た
（
12
）。

政
府
の
主
張
は
単
純
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
政
府
の
機
密
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
政
府
の
所
有
下
か
ら
盗
ま
れ
た
も
の
だ
。
そ

れ
を
出
版
す
る
と
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
兵
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
世
界
的
に
ア
メ
リ
カ
は
メ
ン
ツ
を
失
う
。
こ
の
メ
ン
ツ
上
の
心
配
は
、
単
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な
る
見
栄
だ
け
の
話
じ
ゃ
な
い
。
メ
ン
ツ
を
失
う
と
、
平
和
交
渉
に
あ
た
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
交
渉
力
は
弱
ま
る
、
と
政
府
は
論
じ
た
。
こ

れ
以
上
の
出
版
か
ら
く
る
害
を
考
慮
す
る
と
、
法
廷
が
介
入
し
て
こ
れ
を
や
め
さ
せ
る
べ
き
だ
。

こ
れ
は
前
例
が
な
い
議
論
じ
ゃ
な
い
。
過
去
に
も
法
廷
は
、
人
命
に
関
わ
る
文
書
の
刊
行
を
差
し
止
め
て
き
た
。
と
く
に
戦
争
絡
み
の
場

合
は
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
ニ
ア
対
ミ
ネ
ソ
タ
裁
判
で
最
高
裁
が
述
べ
た
よ
う
に
「
政
府
が
そ
の
徴
兵
に
対
す
る
現
実
の
障
害
や
、
輸
送
航
行

日
時
や
部
隊
の
数
や
位
置
の
公
表
を
差
し
止
め
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
も
の
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
13
）。

で
も
問
題
は
そ
う
簡
単
に
は
解
決
し
な
か
っ
た
。
前
例
を
あ
え
て
覆
す
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
明
確
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

憲
法
修
正
第
一
条
が
持
つ
意
味
と
い
う
の
は
何
よ
り
も
、ふ
つ
う
は
政
府
が
事
前
差
し
止
め
の
権
力
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
（
14
）。「

事

前
差
し
止
め
」
と
い
う
の
は
政
府
が
法
廷
に
頼
ん
で
、
非
合
法
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
後
か
ら
出
版
者
を
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

る
内
容
の
出
版
を
事
前
に
差
し
止
め
る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
権
力
は
、
言
論
の
自
由
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
ず
っ
と
大
き
な
リ
ス
ク
を
も
た

ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
15
）。

ミ
ッ
チ
ェ
ル
検
察
長
官
が
法
廷
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
事
前
差
し
止
め
の
権
力
を
行
使
す
る
こ

と
だ
っ
た
。

法
廷
は
こ
の
問
題
を
前
に
苦
闘
し
た
け
れ
ど
、
で
も
す
ば
や
く
こ
れ
を
解
決
し
た
。
苦
闘
し
た
の
は
、
コ
ス
ト
が
実
に
高
い
よ
う
に
思
え

た
か
ら
だ
が
（
16
）、

実
際
に
解
決
し
た
と
き
に
は
、
政
府
に
ま
っ
た
く
不
利
な
形
で
決
断
を
く
だ
し
た
。
法
廷
の
読
み
で
は
、
憲
法
は
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
対
し
て
事
前
差
し
止
め
の
脅
し
な
し
に
出
版
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。

ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
裁
判
は
憲
法
修
正
第
一
条
の
古
典
だ
―
―
憲
法
が
い
か
に
強
力
な
も
の
に
な
れ
る
か
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
、
強
力

な
例
だ
。
で
も
古
典
で
す
ら
古
び
る
。
本
書
初
版
刊
行
時
に
行
な
わ
れ
た
講
演
の
中
で
、
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
と
ん
で
も
な
い
疑
問
を
投
げ
か

け
た
。
こ
の
判
例
は
、
今
と
な
っ
て
は
ホ
ン
ト
に
重
要
な
ん
だ
ろ
う
か
？

と
い
う
か
、
技
術
が
こ
の
修
正
第
一
条
の
保
護
を
不
要
に
し
て

し
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
？

エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
の
問
い
か
け
は
、
明
ら
か
な
論
点
か
ら
発
し
た
も
の
だ
っ
た
。
印
刷
を
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
政
府
が
押
し
通
す
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た
め
に
は
、
政
府
は
「
修
復
不
可
能
な
害
」
を
示
す
必
要
が
あ
る
―
―
そ
の
害
が
実
に
重
大
で
修
復
不
可
能
だ
か
ら
、
法
が
介
入
し
て
そ
れ

を
止
め
ろ
、
と
い
う
わ
け
（
17
）。

で
も
こ
れ
を
示
す
の
は
、
出
版
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
依
存
す
る
―
―
も
し
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
が
す

で
に
『
シ
カ
ゴ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
ら
、
政
府
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
の
出
版
停
止
に
よ
る
利

益
を
、
説
得
力
あ
る
形
で
示
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
鳥
が
か
ご
か
ら
す
で
に
出
て
い
た
ら
、
追
加
の
出
版
を
止
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
鳥
が

か
ご
か
ら
出
る
の
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
だ
。

こ
の
論
点
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
後
で
起
き
た
裁
判
で
明
確
に
な
っ
た
―
―
ま
る
で
法
学
教
授
が
で
っ
ち
あ
げ
た
よ
う

な
事
件
だ
。『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
』
誌
は
左
翼
系
の
雑
誌
で
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
、
水
素
爆
弾
の
仕
組
み
に
つ
い
て
ハ
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ラ
ン

ド
に
記
事
を
依
頼
し
た
。『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
』
は
、
ま
ず
そ
の
原
稿
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
に
提
出
し
、
政
府
は
そ
の
出
版
差
し
止
め
命
令
で
介

入
し
て
き
た
。
政
府
の
主
張
は
説
得
力
が
あ
っ
た
。
爆
弾
の
造
り
方
の
秘
密
を
世
界
に
公
開
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
テ
ロ
リ
ス
ト
は
み
ん
な
都

市
を
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
七
九
年
三
月
二
六
日
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
西
地
区
の
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
判
事
は
同
意

し
て
、『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
』
に
対
し
て
一
時
的
に
出
版
差
し
止
め
を
命
じ
た
（
18
）。

ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
一
件
は
長
引
い
た
。
そ
の
理
由
の
一
部
は
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
の
裁
判
の
申
し
立
て
を
検

討
し
た
地
区
判
事
が
、
こ
の
出
版
の
も
た
ら
す
リ
ス
ク
の
大
き
さ
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
だ
。
判
事
は
、
こ
の
事
件
を
考
え
抜
く
間
、
出
版

を
差
し
止
め
た
。
そ
し
て
か
れ
は
、
二
カ
月
半
に
わ
た
っ
て
考
え
続
け
た
。
出
版
者
は
上
告
裁
判
所
に
い
き
、
さ
ら
に
は
最
高
裁
ま
で
い
っ

て
、
も
っ
と
急
い
で
考
え
さ
せ
ろ
と
頼
ん
だ
。
誰
も
、
何
も
し
な
か
っ
た
。

が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
マ
の
チ
ャ
ッ
ク
・
ハ
ン
セ
ン
が
、「
水
素
爆
弾
を
自
作
し
よ
う
」
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
い
て
、
水
素
爆
弾
の
仕

組
み
に
つ
い
て
か
れ
な
り
の
理
解
を
書
い
た
一
八
ペ
ー
ジ
の
手
紙
を
回
覧
し
た
。
一
九
七
九
年
九
月
一
六
日
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
マ
デ
ィ

ソ
ン
の
『
プ
レ
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
』
が
こ
の
手
紙
を
刊
行
。
翌
日
、
政
府
は
も
は
や
意
味
が
な
い
と
し
て
、
差
し
止
め
請
求
を
引
っ
こ
め

た
。
政
府
の
説
得
力
あ
る
利
害
は
、
秘
密
が
公
開
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
19
）。
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こ
の
一
連
の
出
来
事
の
意
味
あ
い
に
注
目
。
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
が
示
す
、
憲
法
上
の
保
護
の
必
要
性
が
存
在
す
る
の
は
、
出
版
に
現
実
の

制
約
が
あ
る
か
ら
で
し
か
な
い
。
出
版
は
出
版
者
が
必
要
で
、
出
版
者
は
国
が
処
罰
で
き
る
。
で
も
出
版
さ
れ
る
要
点
や
事
実
が
、
ま
ず
ほ

か
の
と
こ
ろ
で
出
版
さ
れ
て
い
れ
ば
、
憲
法
保
護
の
必
要
性
も
消
え
る
。
い
っ
た
ん
記
事
が
出
版
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
を
抑
圧
す
る
法

的
な
正
当
性
は
そ
れ
以
上
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
と
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
尋
ね
る
。
こ
の
事
件
は
、
今
で
は
重
要
性
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
を
憲
法
保
護
す
る

こ
と
は
、
今
で
も
本
質
的
に
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

驚
い
た
こ
と
に
、
フ
ロ
イ
ド
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
、
重
要
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
論
じ
る
（
20
）。

今
日
で
は
、
政
府
が
出
版
を
差
し
止

め
て
く
れ
と
法
廷
に
頼
む
だ
け
の
、
説
得
力
あ
る
利
害
を
決
し
て
持
て
な
い
よ
う
に
す
る
手
段
が
あ
る
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が

今
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
を
出
版
し
た
け
れ
ば
、
そ
れ
を
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
ニ
ュ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
に
リ
ー
ク
し
て
お
い
て
、
そ
の
文
書
を
事
前
に
確

実
に
公
開
し
て
お
け
ば
い
い
。
自
分
の
新
聞
が
流
通
す
る
よ
り
先
に
、
文
書
は
世
界
中
何
百
万
と
い
う
場
所
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ス
テ
ム
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
、
誰
に
で
も
す
ば
や
く
匿
名
で
刊
行
す
る
力
を
与
え
て
い
る
の
で
、
憲
法
保
護
の
必
要
性
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。

よ
っ
て
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
憲
法
保
護
の
必
要
性
を
な
く
し
て
し
ま
う
、
と
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
論
じ
る
。
も
っ
と
い
い
の
が
、

ネ
ッ
ト
は
憲
法
が
や
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
事
前
差
し
止
め
に
対
す
る
保
護
と
し
て
機
能
す
る
―
―
情
報
に
対
す
る
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

が
も
は
や
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
。
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
は
、
ネ
ッ
ト
は
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
の
出
版
が
実
現
す
る
よ
う
に
設

計
さ
れ
た
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
と
論
じ
る
―
―
真
実
が
隠
れ
た
ま
ま
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

で
も
、
こ
の
お
話
に
は
裏
面
が
あ
る
。

一
九
九
六
年
七
月
一
七
日
、
Ｔ
Ｗ
Ａ
８
０
０
便
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
セ
ン
タ
ー
モ
リ
チ
ス
の
南
沿
岸
で
墜
落
。
二
三
〇
人
が
死
亡
し
た
。

事
故
直
後
に
、
ア
メ
リ
カ
は
国
立
輸
送
安
全
委
員
会
（
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
）
始
ま
っ
て
以
来
の
大
調
査
を
開
始
、
墜
落
原
因
を
突
き
と
め
る
の
に
二
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七
〇
〇
万
ド
ル
を
費
や
し
て
、
や
が
て
そ
れ
が
機
械
的
な
故
障
の
せ
い
だ
と
結
論
し
た
（
21
）。

が
、
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
見
方
で
は
な
か
っ
た
。
発
端
か
ら
、
ミ
サ
イ
ル
に
つ
い
て
の
お
話
が
出
回
っ
て
い
た
―
―
人
は
、
飛
行

機
が
墜
落
す
る
直
前
に
、
光
の
筋
が
そ
ち
ら
に
向
か
っ
て
行
く
の
を
見
た
と
証
言
。
ま
た
墜
落
現
場
か
ら
一
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ

で
、
海
軍
が
ミ
サ
イ
ル
実
験
を
し
て
い
た
と
い
う
話
も
流
れ
て
い
た
（
22
）。

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
が
、
ア
メ
リ
カ
史
上
最
悪
の
民
間
航
空
機
事

故
の
一
つ
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
報
告
が
流
れ
た
。

政
府
は
こ
う
し
た
報
告
を
否
定
し
た
け
れ
ど
、
政
府
が
否
定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
反
す
る
「
証
拠
」
が
ネ
ッ
ト
上
に
は
現
れ
た
（
23
）。

地

上
の
証
人
た
ち
が
何
人
も
、
ミ
サ
イ
ル
を
見
た
と
い
う
証
言
を
出
し
た
。
こ
う
し
た
報
告
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
作
者
た
ち
の
主
張
で
は
政
府
に

「
弾
圧
さ
れ
て
い
る
」。
目
撃
者
た
ち
は
口
を
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
お
話
の
だ
め
押
し
と
し
て
、
政
府
内
部
の
人
間
に
よ
る
も
の
と
喧

伝
さ
れ
る
報
告
が
現
れ
、
陰
謀
が
実
在
し
た
と
主
張
し
た
―
―
証
拠
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
Ｔ
Ｗ
Ａ
８
０
０
を
撃
墜
し
た
の
は
友
軍
だ
、
と
（
24
）。

ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
元
報
道
官
が
、
こ
れ
を
信
じ
込
ん
だ
。
ピ
エ
ー
ル
・
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
演
説
で
、
自

国
政
府
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
事
実
を
隠
し
て
い
て
、
自
分
は
そ
の
証
拠
を
持
っ
て
い
る
、
と
発
表
し
た
。

こ
の
出
来
事
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の
報
告
を
聞
い
た
直
後
に
、
わ
た
し
は
同
僚
と
話
を
し
て
い
た
。
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の

報
告
を
、
ア
メ
リ
カ
最
高
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
出
身
の
、
主
導
的
な
憲
法
学
者
で
あ
る
こ
の
同
僚
に
も
告
げ
た
。
わ
れ
わ
れ
二
人
と
も
、
何
を

信
じ
て
い
い
か
途
方
に
暮
れ
た
。
信
頼
性
に
つ
い
て
の
直
感
が
錯
綜
す
る
。
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
イ
カ
レ
ポ
ン
チ
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
話

は
ど
う
考
え
て
も
ま
と
も
じ
ゃ
な
い
。

実
は
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
ネ
ッ
ト
に
だ
ま
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ド
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
の
論
点
の
裏
面
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
。

誰
で
も
出
版
で
き
る
世
界
で
は
、
何
を
信
じ
て
い
い
か
確
か
め
る
の
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
出
版
者
は
編
集
者
で
も
あ
っ
て
、
編
集
者
は

何
を
出
版
す
る
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
―
―
こ
の
意
思
決
定
は
、少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は「
こ
れ
っ
て
事
実
？
」と
い
う
質
問
に
基

づ
い
て
い
る
。
証
言
は
、
そ
れ
自
身
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
事
実
を
報
告
し
て
い
る
文
章
だ
け
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か
ら
、
そ
の
文
章
が
事
実
か
ど
う
か
を
必
ず
し
も
判
断
で
き
な
い
（
25
）。

だ
か
ら
世
界
に
つ
い
て
の
自
分
の
経
験
や
知
識
に
加
え
て
、
信
頼
性
を

作
る
評
判
の
構
造
に
頼
る
必
要
が
あ
る
。
何
か
が
出
版
さ
れ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
主
張
を
出
版
者
と
結
び
つ
け
る
。
も
し
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
、
宇
宙
人
が
大
統
領
を
誘
拐
し
た
と
報
道
し
た
ら
、
そ
れ
は
同
じ
記
事
が
ゴ
シ
ッ
プ
と
ヨ
タ
記
事
で
有
名
な
『
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
ク
ワ
イ
ア
ラ
ー
』
に
載
っ
た
の
と
は
話
が
ち
が
う
。

で
も
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
や
っ
て
く
る
と
、
人
は
こ
れ
を
見
失
い
や
す
い
。
別
に
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
英
語
で
イ
ン

チ
キ
を
意
味
す
るphony
と
い
う
こ
と
ば
は
、
電
話
の
誕
生
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
―
―phony

と
い
う
の
は
、
電
話
（phone

）
を

使
っ
て
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
か
な
じ
み
の
な
か
っ
た
人
を
だ
ま
す
ペ
テ
ン
師
の
こ
と
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
も
同
じ
不
確

実
性
は
予
想
す
べ
き
だ
し
、
そ
れ
が
初
め
は
、
信
頼
性
の
期
待
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
も
覚
悟
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

つ
ま
り
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
の
議
論
は
、
何
ご
と
も
額
面
通
り
に
は
受
け
と
れ
な
い
と
い
う
ネ
ッ
ト
の
特
徴
に
依
存
し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
に
信

頼
性
が
あ
れ
ば
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
文
書
の
重
要
性
も
確
か
に
低
下
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
も
も
し
ネ
ッ
ト
上
の
発
言
に
信
頼
性
が
な
い

な
ら
、
憲
法
の
保
護
は
や
っ
ぱ
り
重
要
に
な
る
。

た
だ
し
「
信
頼
性
」
と
い
う
の
は
、
法
制
化
さ
れ
た
性
質
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
化
も
さ
れ
て
な
い
。
そ
れ
は
読
者
が
信
用
で
き
る
情
報
源

と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
た
め
の
、
信
頼
の
仕
組
み
か
ら
く
る
。
だ
か
ら
８
０
０
便
は
、
だ
い
じ
な
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の
空
間

で
の
信
頼
性
を
再
確
立
し
て
、
イ
カ
レ
ポ
ン
チ
に
埋
も
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
（
26
）。

本
書
の
初
版
で
は
、
こ
の
質
問
は
仮
定
的
に
し
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
後
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
生
ま
れ
て
く
る
の

が
見
え
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
答
え
の
核
心
に
あ
る
一
語
は
、
ブ
ロ
グ
だ
。

執
筆
時
点
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
五
千
万
以
上
の
ウ
ェ
ブ
ロ
グ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ロ
グ
が
何
な
の
か
、
一
言
で
は
説
明
で
き

な
い
。
ど
れ
も
も
の
す
ご
く
ち
が
っ
て
お
り
、
た
ぶ
ん
そ
こ
に
書
か
れ
る
こ
と
の
大
半
は
ゴ
ミ
ク
ズ
だ
。
だ
が
一
見
し
た
だ
け
で
力
学
を
判

断
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
力
学
が
構
築
し
つ
つ
あ
る
権
威
構
造
は
と
て
も
新
し
い
も
の
だ
。
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最
高
の
場
合
、ブ
ロ
グ
は
ア
マ
チ
ュ
ア
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
例
と
な
る
―
―
こ
こ
で
の「
ア
マ
チ
ュ
ア
」と
は
二
流
と
か
低
劣
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
金
で
は
な
く
仕
事
自
体
が
好
き
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。
こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
世
界
に
つ
い
て
書
く

―
―
一
部
は
政
治
的
観
点
か
ら
、
一
部
は
特
定
の
関
心
か
ら
。
だ
が
ど
れ
も
、
あ
る
議
論
や
報
告
を
生
み
出
す
と
き
に
各
種
の
他
の
著
者
た

ち
を
参
照
し
つ
つ
書
い
て
、
何
か
新
し
い
も
の
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
空
間
の
倫
理
は
リ
ン
ク
だ
―
―
指
さ
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
。

そ
し
て
こ
の
リ
ン
ク
は
「
公
平
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
」
も
の
で
は
な
い
が
、
確
実
に
激
し
い
ア
イ
デ
ア
の
応
酬
を
生
み
出
す
。

こ
う
し
た
ブ
ロ
グ
は
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ノ
ラ
テ
ィ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
絶
え
ず
ブ
ロ
グ
空
間
を
数
え
て
、
誰
が
誰

に
リ
ン
ク
す
る
か
を
調
べ
、
ど
の
ブ
ロ
グ
が
最
大
の
信
頼
性
を
生
み
出
す
か
を
記
録
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ラ
ン
キ
ン
グ
が
作
り
出
す
ア

イ
デ
ア
の
経
済
は
、
そ
の
周
辺
に
あ
る
規
律
を
作
り
出
す
。
ブ
ロ
ガ
ー
た
ち
は
他
人
か
ら
の
引
用
で
権
威
を
得
る
。
そ
の
権
威
が
関
心
を
引

く
。
そ
れ
は
新
し
い
評
判
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
編
集
者
や
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
そ
の
評
判
を
確
立
す
る
の
で
は
な
く
、
驚
異
的
に
広

範
な
執
筆
者
た
ち
が
そ
れ
を
権
威
づ
け
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
、
こ
う
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
影
響
力
を
持
つ
。
Ｔ
Ｗ
Ａ
８
０
０
便
が
墜
落
し
た
と
き
に
は
、
各

種
陰
謀
論
が
出
た
が
そ
れ
を
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
よ
う
な
信
頼
性
の
仕
組
み
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
信
頼
性
の
仕
組
み
が

増
え
て
い
る
。
だ
か
ら
ダ
ン
・
ラ
ザ
ー
が
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
「
60
ミ
ニ
ッ
ツ
」
で
、
大
統
領
の
詐
欺
を
証
明
す
る
と
称
す
る
手
紙
を
提
示
し

た
と
き
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
証
拠
が
偽
造
だ
と
ブ
ロ
ゴ
ス
フ
ィ
ア
が
結
論
づ
け
る
ま
で
に
か
か
っ
た
時
間
は
二
四
時
間
。
そ
れ
に
対
し

て
、
Ｃ
Ｂ
Ｓ
は
ブ
ロ
グ
が
結
論
づ
け
た
こ
と
を
認
知
す
る
の
に
、
二
週
間
近
く
も
か
か
っ
た
の
だ
っ
た
（
27
）。

ブ
ロ
グ
の
協
調
作
業
は
真
実
を
暴

き
出
し
、
そ
の
過
程
で
き
わ
め
て
強
力
な
メ
デ
ィ
ア
企
業
を
顔
色
な
か
ら
し
め
た
。
だ
が
そ
の
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
ふ
る
ま
い
と
対
比
す
る
こ

と
で
、
か
れ
ら
は
ネ
ッ
ト
の
成
熟
に
つ
い
て
何
か
重
要
な
こ
と
を
実
証
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
共
同
作
業
に
は
保
証
は
な
い
。
単
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
保
証
が
あ
る
だ
け
だ
。
内
容
面
の
点
で
、
協
働
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
最

も
驚
異
的
な
の
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
だ
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
フ
リ
ー
の
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
で
、
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
に
よ
っ
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て
作
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
初
め
に
開
始
さ
れ
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
（
文
字
通
り
何
千
人
）
は
い
ま
や
二

〇
〇
万
項
目
以
上
を
作
り
出
し
て
い
る
。
九
つ
の
主
要
言
語
（
ク
リ
ン
ゴ
ン
語
は
含
ま
ず
）
が
あ
り
、
総
項
目
の
半
分
は
英
語
だ
。

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
狙
い
は
中
立
性
だ
。
執
筆
者
た
ち
は
記
述
を
中
立
に
す
る
た
め
に
編
集
し
、
再
編
集
す
る
。
と
き
に
は
そ
れ
が
失
敗

す
る
こ
と
も
あ
る
―
―
特
に
議
論
の
多
い
項
目
は
、
ど
う
し
て
も
激
し
い
争
い
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
う
。
だ
が
全
体
と
し
て
、
こ
の
作
業
は

信
じ
が
た
い
大
成
功
だ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
努
力
以
外
の
何
も
な
し
に
、
こ
れ
ま
で
書
か
れ
た
中
で
最
も
利
用
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
最
も
便

利
な
百
科
事
典
は
何
百
万
も
の
調
整
な
し
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
結
果
は
保
証
で
き
な
い
。
あ
る
瞬
間
に
、
そ
の
記
述
に
ま
ち
が
い
が
な
い
と
は
保
証
で
き
な
い
。
だ
が
も
ち
ろ

ん
、
誰
も
ど
ん
な
も
の
で
も
そ
ん
な
保
証
は
で
き
な
い
。
あ
る
調
査
で
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
記
述
と
ブ
リ
タ
ニ
カ
百
科
事
典
の
記
述
と

を
無
作
為
に
選
ん
で
み
た
が
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
ほ
う
に
も
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
同
じ
く
ら
い
の
ま
ち
が
い
が
あ
っ
た
（
28
）。

だ
が
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
に
は
な
い
種
類
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
悪
意
だ
。
二
〇
〇
五
年
五
月
に
、
ジ
ョ
ン
・

サ
イ
ゲ
ン
タ
ー
ラ
ー
・
シ
ニ
ア
に
つ
い
て
の
項
目
記
述
が
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
項
目
を
監
視
し
て
い
る
人
は
そ
ん

な
に
い
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ち
が
い
が
認
知
さ
れ
て
修
正
さ
れ
る
ま
で
に
は
四
カ
月
か
か
っ
た
。
サ
イ
ゲ
ン
タ
ー
ラ
ー
は
快
く
思
わ
な
か
っ

た
。
そ
し
て
無
理
も
な
い
が
、
悪
い
の
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
と
苦
情
を
述
べ
た
。

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
変
え
ら
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
教
訓
は
そ
こ
に
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
す
さ
ま
じ
い
成
功
の
驚
異
を
見
る
べ
き
だ
。
世
界
中
か
ら
の
人
が
、
前
例
の
な
い
ほ
ど
力
を
あ
わ
せ
、
多
様
な
項

目
の
真
実
に
つ
い
て
合
意
し
よ
う
と
作
業
を
進
め
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
は
科
学
も
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
。
科
学
は
そ
の
結
果
を
監

視
す
る
の
に
、
別
の
形
の
「
査
読
／
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
」
を
使
う
。
そ
の
「
査
読
」
も
保
証
に
は
な
ら
な
い
―
―
た
と
え
ば
韓
国
人
た
ち
は
、
同

国
の
先
端
科
学
者
の
一
人
黄
禹
錫
が
人
間
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
ク
ロ
ー
ン
手
法
を
編
み
出
し
た
と
心
底
信
じ
て
い
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
査
読
雑

誌
が
そ
れ
を
報
道
し
た
か
ら
だ
。
だ
が
そ
れ
を
信
じ
る
の
が
正
し
い
か
は
さ
て
お
き
、
そ
の
雑
誌
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
。
黄
禹
錫
は
イ
ン
チ

339



キ
で
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
ク
ロ
ー
ン
す
る
ど
こ
ろ
か
、
世
界
の
注
目
を
集
め
る
に
値
す
る
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
の
だ
っ
た
。

ブ
ロ
グ
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
、
真
実
に
向
け
て
何
ら
か
の
協
調
プ
ロ
セ
ス
を
調
整
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
ブ
ロ

グ
で
は
あ
る
個
別
の
立
場
に
つ
い
て
の
多
数
決
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
が
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で
は
そ
れ
が
常
に
集
計
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
集
計
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ブ
ロ
グ
読
者
は
複
数
の
視
点
を
も
と
に
真
実
を
三
角
測
量
し
よ
う
と
す
る
。
ち
ょ
う
ど
事
故
の
目
撃

者
の
よ
う
に
（
と
は
い
え
ブ
ロ
グ
作
者
は
目
撃
者
と
ち
が
っ
て
評
判
が
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
も
っ
と
い
い
）、
読
者
は
各
種
の
視
点
を
も
と

に
、
何
が
真
実
か
を
自
分
で
構
築
す
る
。
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
、
ブ
ロ
ガ
ー
の
規
範
は
ま
だ
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
引
用
す
る
も
の
に

多
様
性
を
持
た
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
正
当
に
も
心
配
す
る
（
29
）。

そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
通
常
の
問
題
に
つ
い
て
読
者
が
ど
う

い
う
読
み
方
を
す
る
に
し
て
も
、
ブ
ロ
ゴ
ス
フ
ィ
ア
の
多
様
性
は
、
何
か
大
き
な
問
題
―
―
た
と
え
ば
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
を
襲
っ
た
よ
う
な
も

の
―
―
が
起
き
た
と
き
に
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
視
点
を
読
者
に
提
供
す
る
。
影
響
力
を
抑
え
る
成
熟
し
つ
つ
あ
る
評
判
シ
ス
テ
ム
と
結
び

つ
け
ば
、
極
端
な
見
方
も
多
数
派
の
意
見
に
よ
っ
て
補
正
が
構
築
さ
れ
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
容
易
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
完
璧
で
は
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
存
在
意
義
の
異
な
る
信
頼
性
が
生
じ
る
。
Ｎ
Ｂ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ス
は
、
自
分
の
事
業
収
支
を
心
配

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
報
道
が
ま
す
ま
す
企
業
収
益
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ブ
ロ
グ
は
収
支
が
そ
も
そ
も

な
い
。
そ
れ
は
―
―
主
に
―
―
ア
マ
チ
ュ
ア
だ
。
ど
ち
ら
も
評
判
に
制
約
さ
れ
、
こ
の
二
種
類
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
間
の
競
争
は
ま
す
ま
す

お
互
い
を
改
善
し
て
き
た
。
い
ま
や
五
年
前
よ
り
言
論
の
自
由
に
と
っ
て
豊
か
な
環
境
が
で
き
て
い
る
―
―
商
業
出
版
は
ブ
ロ
グ
に
抑
え
ら

れ
、
ブ
ロ
グ
は
評
判
技
術
に
抑
え
ら
れ
、
そ
の
技
術
が
書
き
手
の
み
な
ら
ず
読
み
手
も
導
く
。

ま
ち
が
い
は
残
る
。
み
ん
な
お
気
に
入
り
の
例
を
持
っ
て
い
る
―
―
わ
た
し
の
は
、
ア
ル
・
ゴ
ア
が
、「
自
分
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
発
明

し
た
」
と
主
張
し
た
と
さ
れ
る
と
ん
で
も
な
い
話
だ
。
こ
の
話
は
一
九
九
九
年
三
月
九
日
の
Ｃ
Ｎ
Ｎ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
始
ま
っ
た
。
こ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
ゴ
ア
と
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答
え
で
、
ゴ
ア
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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ア
メ
リ
カ
議
会
に
在
任
中
、
わ
た
し
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
作
る
の
に
主
導
的
な
立
場
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
わ
が
国
の
経
済
成
長
と
環
境
保

護
、
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改
善
に
重
要
と
な
る
各
種
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
推
進
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
り
ま
し
た
。
（
30
）

文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ゴ
ア
は
自
分
が
そ
の
技
術
を
発
明
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
に
と
っ
て
重
要
な
「
各
種
の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を
推
進
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
た
」と
語
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
だ
が
こ
の
話
は
改
ざ
ん
さ
れ
て
、ゴ
ア
が「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
発
明
し
た
」
と
い
う
主
張
だ
と
さ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
デ
ク
ラ
ン
・
マ
ッ
カ
ロ
ー
も
二
週
間
後
に
そ
れ
を

繰
り
返
し
た
。「
副
大
統
領
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
発
明
し
た
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
大
風
呂
敷
を
ぶ
ち
あ
げ
た
」
と
。
こ
の
レ
ッ
テ
ル

貼
り
は
―
―
明
ら
か
に
ウ
ソ
な
の
に
―
―
つ
い
て
ま
わ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
、
こ
の
話
に
つ
い
て
の
メ
デ
ィ
ア
の
扱
い
を
研
究
し
た
チ
ッ

プ
・
ヘ
ル
ス
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ベ
ン
ダ
ー
は
こ
う
結
論
づ
け
て
い
る
。「
ゴ
ア
の
発
言
の
ま
ち
が
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
主
要
な
政
治
的
議
論

で
は
正
し
い
も
の
を
圧
倒
し
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
ア
イ
デ
ア
の
市
場
に
お
け
る
明
ら
か
な
失
敗
で
あ
り
、
こ
れ
を
本
論
で
は
詳
細
に
記

録
す
る
」
（
31
）

こ
の
物
語
で
唯
一
の
救
い
は
、
そ
の
誤
報
を
記
録
す
る
の
も
簡
単
だ
と
い
う
こ
と
だ
―
―
ま
さ
に
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
か
ら
。
プ

ロ
グ
ラ
マ
で
反
検
閲
ソ
フ
ト
活
動
家
の
セ
ス
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
タ
イ
ン
は
、
も
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
そ
の
後
の
そ
れ
に
関
す
る
報
道
と
を

集
め
た
ペ
ー
ジ
を
ネ
ッ
ト
上
で
作
っ
た
（
32
）。

か
れ
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
り
得
る
最
高
の
も
の
の
モ
デ
ル
だ
。
だ
が
そ
の
美
徳
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
で
は
あ
ま
り
広
が
ら
な
か
っ
た
。
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言
論
の
規
制

：

迷
惑
メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ

言
論
の
自
由
の
す
ば
ら
し
さ
を
い
く
ら
語
ろ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
と
ん
ど
は
内
心
で
、
健
全
な
言
論
規
制
な
ら
多
少
は
構
わ
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
多
く
の
人
は
一
九
九
六
年
よ
り
は
言
論
規
制
を
支
持
し
た
く
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
の
変
化
は
、
ネ
ッ
ト

上
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
頭
痛
の
種
と
な
っ
た
二
種
類
の
言
説
か
ら
き
て
い
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ
だ
。

「
迷
惑
メ
ー
ル
」
と
は
、
大
量
に
配
送
さ
れ
る
招
か
れ
ざ
る
商
業
広
告
メ
ー
ル
だ
。「
招
か
れ
ざ
る
」
と
い
う
の
は
、
送
り
手
と
受
け
手
の

間
に
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
。「
商
業
広
告
」
と
い
う
の
は
、
政
治
的
メ
ー
ル
を
除
く
と
い
う
こ
と
だ
。「
メ
ー
ル
」
と

い
う
の
は
、
電
子
メ
ー
ル
だ
け
に
限
ら
ず
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
や
り
と
り
メ
デ
ィ
ア
す
べ
て
（
ブ
ロ
グ
も
含
む
）
も
入
る
。
そ
し
て
「
大
量

に
配
送
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
文
書
が
一
度
に
大
量
に
（
数
は
勝
手
に
選
ん
で
ほ
し
い
）
送
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

ポ
ル
ノ
と
い
う
の
は
わ
い
せ
つ
物
で
は
な
く
児
童
ポ
ル
ノ
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
が
「
未
成
年
に
有
害
」
な
性
的
に
露
骨
な
言
論

と
す
る
も
の
だ
（
33
）。

そ
れ
は
―
―
子
ど
も
に
は
ダ
メ
だ
が
少
な
く
と
も
大
人
に
は
―
―
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
言
説
だ
。
こ
の

二
種
類
の
言
説
―
―
ポ
ル
ノ
と
迷
惑
メ
ー
ル
―
―
は
と
て
も
ち
が
っ
て
い
る
が
、
要
求
す
る
規
制
の
構
造
と
い
う
点
で
は
似
て
い
る
。
ど
ち

ら
の
言
説
も
、
規
制
で
禁
止
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
迷
惑
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
て
喜
ぶ
人
も
い
る
。
憲
法
で
ポ
ル
ノ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら

れ
て
い
る
人
も
い
る
。
だ
が
ど
ち
ら
の
種
類
の
言
論
に
つ
い
て
も
、
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
と
思
う
人
々
は
い
る
。
迷
惑
メ
ー

ル
な
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
う
だ
。
ポ
ル
ノ
な
ら
親
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
「
言
論
統
制
」
願
望
だ
。
問
題
は
そ
れ
を
法
が
支
持
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
だ
。

わ
た
し
は
こ
の
種
の
言
論
統
制
な
ら
、
き
ち
ん
と
構
築
さ
れ
て
い
れ
ば
大
賛
成
だ
。
規
制
は
何
で
も
反
対
一
派
は
尋
ね
る
か
も
し
れ
な

い
。「
な
ん
だ
と
、
規
制
な
ん
て
い
う
発
想
を
ど
う
し
て
そ
う
簡
単
に
受
け
入
れ
る
ん
だ
？

言
論
の
自
由
と
い
う
重
要
な
価
値
を
忘
れ
た

の
か
！
」
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だ
が
こ
の
種
の
言
論
統
制
に
大
賛
成
の
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
部
分
を
し
っ
か
り
読
ん
で
い
れ
ば
、
こ
の
手
の
検
閲
非
難
に
は
す
ぐ
に
答

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
第
七
章
の
意
味
で
、
迷
惑
メ
ー
ル
や
ポ
ル
ノ
は
常
に
現
実
空
間
で
も
規
制
さ
れ
て
い
た
。
サ
イ
バ
ー

空
間
に
と
っ
て
唯
一
残
る
質
問
は
、
こ
の
規
制
自
体
の
善
し
悪
し
で
は
な
く
、
同
じ
効
果
を
持
つ
規
制
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
も
実
現
で
き
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
。

現
実
空
間
で
の
規
制

：

迷
惑
メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ

ま
ず
現
実
空
間
で
の
迷
惑
メ
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
第
七
章
の
意
味
で
、
現
実
空
間
で
は
迷
惑
メ
ー
ル
は
厳
重
に
規
制
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
規
制
を
四
つ
の
様
式
か
ら
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
法
律
。
現
実
空
間
で
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
業
者
の
活
動
を
、
詐
欺
や
不
当
表
示
規
制
法
が
制
約
す
る
。
コ
ン
テ
ス
ト
は
厳
重
に

規
制
さ
れ
て
い
る
（
出
版
社
の
懸
賞
に
つ
い
て
く
る
注
意
書
き
を
読
ん
で
み
よ
う
）。

第
二
に
、
規
範
が
現
実
生
活
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
規
制
す
る
。
ど
ん
な
広
告
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
の

外
で
の
広
告
は
ほ
と
ん
ど
自
滅
行
為
だ
。

第
三
に
、
現
実
空
間
で
は
市
場
が
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
制
約
す
る
。
現
実
空
間
の
郵
便
料
金
は
高
い
の
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
引

き
合
う
に
は
か
な
り
の
儲
け
が
見
込
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
現
実
空
間
で
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
現
実
空
間
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
制
約
す
る
。
郵
便
の
配
達
は
一
日
一
度
だ
し
、
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
を
仕
分
け
す
る
の
も
か
な
り
簡
単
だ
。
ま
た
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
開
か
ず
に
捨
て
る
の
も
楽
だ
。
現
実
空
間
で
の
迷
惑
メ
ー
ル
の

負
担
は
、
そ
ん
な
に
大
き
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
要
因
が
あ
わ
さ
っ
て
現
実
空
間
で
の
迷
惑
メ
ー
ル
が
広
が
る
の
を
制
約
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
多
す
ぎ
る
と
い
う
人
も
多
い

だ
ろ
う
が
、
で
も
メ
ー
ル
業
者
が
送
り
た
い
よ
り
は
少
な
い
。
こ
う
し
た
四
つ
の
制
約
は
何
が
実
現
す
る
か
を
規
制
し
て
い
る
。
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似
た
よ
う
な
話
が
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

ポ
ル
ノ
は
、
実
空
間
で
は
派
手
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
わ
い
せ
つ
物
で
は
な
く
児
童
ポ
ル
ノ
で
も
な
く
、
最
高
裁
が
「
未
成

年
に
有
害
」
な
性
的
に
露
骨
な
言
論
と
す
る
も
の
だ
。
わ
い
せ
つ
物
と
児
童
ポ
ル
ノ
も
規
制
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
規
制
は
ポ
ル
ノ
の

規
制
と
は
ち
が
う
。
わ
い
せ
つ
物
と
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
実
空
間
（
ア
メ
リ
カ
）
で
は
万
人
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ル
ノ
は
、
子
ど
も
に
対

し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。

ポ
ル
ノ
規
制
も
、
規
制
の
四
つ
の
様
式
を
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
。
四
つ
す
べ
て
、
共
通
の
目
標
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
を
ポ
ル

ノ
か
ら
遠
ざ
け
つ
つ
（
と
き
ど
き
）
大
人
が
確
実
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
ず
、
法
律
が
こ
れ
を
や
る
。
い
ろ
ん
な
行
政
区
の
法
律
が
、
子
ど
も
に
は
ポ
ル
ノ
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
と
し
て
い
る
（
34
）。

少
な
く
と
も

一
九
六
八
年
に
最
高
裁
が
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
（
35
）の

判
決
を
出
し
て
か
ら
、
こ
う
し
た
規
制
は
一
貫
し
て
支
持
さ
れ
て
き

た
。
州
は
販
売
業
者
に
対
し
て
、
ポ
ル
ノ
は
大
人
に
し
か
売
る
な
と
要
求
で
き
る
。
ま
た
購
入
者
の
身
分
証
明
書
を
確
認
す
る
よ
う
義
務
づ

け
る
こ
と
も
で
き
る
。

で
も
方
向
づ
け
る
の
は
法
律
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
社
会
規
範
も
方
向
づ
け
る
。
規
範
は
ポ
ル
ノ
一
般
の
販
売
を
規
制
す
る
―
―
社
会
は
お

お
む
ね
、
ポ
ル
ノ
の
消
費
者
を
軽
蔑
す
る
し
、
こ
の
軽
蔑
が
販
売
を
防
止
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
規
範
は
ま
た
、
ポ
ル
ノ
を
子
ど

も
か
ら
遠
ざ
け
る
政
策
を
支
持
す
る
。
ポ
ル
ノ
販
売
業
者
は
、
自
分
が
社
会
を
堕
落
さ
せ
る
人
物
だ
と
は
考
え
た
ら
が
ら
な
い
。
子
ど
も
へ

の
ポ
ル
ノ
販
売
は
、
ど
こ
で
も
堕
落
さ
せ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
ほ
か
の
人
と
同
様
に
、
販
売
業
者
へ
の
だ
い
じ
な
規

制
と
な
る
。

市
場
も
ま
た
、
ポ
ル
ノ
を
子
ど
も
か
ら
遠
ざ
け
る
。
実
空
間
の
ポ
ル
ノ
は
、
お
金
が
か
か
る
。
子
ど
も
は
あ
ま
り
お
金
を
持
っ
て
い
な
い
。

売
り
手
は
、
支
払
え
る
か
ど
う
か
で
差
別
を
す
る
の
で
、
か
れ
ら
は
子
ど
も
の
ポ
ル
ノ
入
手
阻
害
を
手
伝
っ
て
い
る
。

で
も
法
、
市
場
、
規
範
の
規
制
は
す
べ
て
、
こ
の
三
つ
を
可
能
に
し
て
い
る
別
の
規
制
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
空
間
ア
ー
キ
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テ
ク
チ
ャ
の
規
制
だ
。
実
空
間
で
は
、
自
分
が
子
ど
も
な
の
を
隠
す
の
は
む
ず
か
し
い
。
や
っ
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
成
功
の
見
込
み

は
低
い
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
年
齢
を
隠
せ
な
く
て
、
ポ
ル
ノ
は
も
っ
ぱ
ら
対
面
販
売
な
の
で
、
実
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
法
や
規
範
が

有
効
に
な
る
た
め
の
コ
ス
ト
を
か
な
り
低
く
し
て
い
る
。

こ
の
実
空
間
で
の
規
制
集
団
は
、
子
ど
も
へ
の
ポ
ル
ノ
販
売
を
か
な
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
完
璧
で
は
な
い
―
―

子
ど
も
が
本
気
で
ポ
ル
ノ
を
ほ
し
け
れ
ば
、
手
に
入
れ
ら
れ
る
―
―
で
も
規
制
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
完
璧
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
こ

う
し
た
規
制
が
、
ポ
ル
ノ
を
一
般
に
入
手
し
に
く
く
す
る
だ
け
で
い
い
―
―
そ
し
て
実
空
間
で
は
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
規
制

：

迷
惑
メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ

サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ
の
規
制
は
ち
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
四
つ
の
様
式
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
迷
惑

メ
ー
ル
と
ポ
ル
ノ
を
ち
が
っ
た
形
で
制
約
し
た
り
有
効
に
し
た
り
す
る
。

今
回
は
ポ
ル
ノ
か
ら
始
め
よ
う
。
最
初
の
ち
が
い
は
市
場
だ
。
実
空
間
で
は
ポ
ル
ノ
は
お
金
が
か
か
る
け
れ
ど
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
―
―
少
な
く
と
も
大
し
た
お
金
は
か
か
ら
な
い
。
も
し
実
空
間
で
「
隣
の
お
姉
さ
ん
」
の
画
像
一
〇
〇
万
枚
を
配

布
し
た
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
配
布
コ
ス
ト
が
一
〇
〇
万
ド
ル
は
か
か
る
と
考
え
て
も
そ
う
見
当
は
ず
れ
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で

は
、
実
質
的
に
無
料
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
と
ス
キ
ャ
ナ
ー
が
使
え
れ
ば
「
隣
の
お
姉
さ
ん
」
の
写
真
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を

Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
流
通
さ
せ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
料
金
だ
け
で
一
〇
〇
万
人
以
上
に
配
布
で
き
る
。

こ
の
供
給
市
場
が
あ
る
の
で
、
実
空
間
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
ポ
ル
ノ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
向
け
に
は
作
ら
れ
る
。
だ
か
ら
実
空
間
で
は

存
在
し
な
い
一
大
分
野
が
存
在
す
る
―
―
ア
マ
チ
ュ
ア
ポ
ル
ノ
、
商
業
目
的
で
な
い
ポ
ル
ノ
だ
。
こ
ん
な
供
給
分
野
は
、
現
実
空
間
で
は
絶

対
に
生
き
延
び
ら
れ
な
い
。
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一
方
で
は
需
要
の
市
場
が
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ポ
ル
ノ
は
―
―
し
ば
し
ば
多
く
の
場
所
で
―
―
無
料
で
手
に
入
る
。
何
千
も
の
商

業
ポ
ル
ノ
サ
イ
ト
は
、
客
を
捕
ま
え
る
エ
サ
と
し
て
無
料
で
ポ
ル
ノ
を
公
開
す
る
。
そ
し
て
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
や
無
料
ポ
ル
ノ
サ
イ
ト
と
い
っ

た
非
商
業
条
件
で
は
も
っ
と
多
く
の
ポ
ル
ノ
が
配
信
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
低
価
格
は
は
る
か
に
大
き
な
需
要
を
も
た
ら
す
。

こ
の
需
給
の
ほ
と
ん
ど
は
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
憲
法
で
保
護
さ
れ
た
市
場
で
行
な
わ
れ
る
。
大
人
は
ポ
ル
ノ
に
ア
ク
セ
ス
す
る

権
利
を
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
政
府
は
ポ
ル
ノ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
邪
魔
す
る
よ
う
な
（
ま
あ
、
過
度
に
邪
魔
す
る
よ
う
な
こ
と

は
）
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
憲
法
で
保
護
さ
れ
て
い
な
い
ポ
ル
ノ
市
場
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
子
ど
も

が
ポ
ル
ノ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
は
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
い
。

だ
が
前
節
で
見
た
通
り
、
こ
の
規
制
が
機
能
す
る
た
め
に
は
誰
が
子
ど
も
か
を
知
る
比
較
的
簡
単
な
方
法
が
必
要
だ
。
本
書
で
ず
っ
と
見

て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
な
い
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
特
性
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
子
ど
も
た
ち
が
、
子
ど
も
で
あ
る

こ
と
を
簡
単
に
隠
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
そ
も
そ
も
隠
す
べ
き
特
性
が
な
い
。
Ｉ
Ｄ
な
し
で
入
っ
て
き
て
、

提
示
す
る
の
は
自
分
の
提
示
し
た
い
こ
と
だ
け
。
そ
し
て
そ
の
中
身
も
、
本
当
に
自
信
を
持
っ
て
確
認
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
サ
イ
バ
ー
空

間
の
子
ど
も
は
、
自
分
が
子
ど
も
だ
と
明
か
す
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
実
空
間
で
の
子
ど
も
に
対
す
る
差
別
に
苦
し
む
必
要
も
な

い
。
ジ
ョ
ン
が
ジ
ョ
ニ
ー
く
ん
だ
と
知
る
必
要
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
規
制
が
機
能
す
る
の
に
最
低
限
必
要
な
情
報

を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。

結
果
と
し
て
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
子
ど
も
の
ア
ク
セ
ス
を
選
択
的
に
ブ
ロ
ッ
ク
し
よ
う
と
す
る
規
制
は
機
能
し
な
い
し
、
そ
れ
は
現
実
で

そ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
の
と
は
理
由
が
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
現
実
空
間
で
も
ま
ち
が
い
な
く
、
法
を
犯
し
た
い
売
り
手
や
、
法
に
特
に

従
い
た
い
と
も
思
っ
て
い
な
い
人
は
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
法
に
従
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
売
り
手
で
も
、
従
い
よ
う

が
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
法
を
遵
守
で
き
る
よ
う
に
す
る
道
具
立
て
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。

似
た
よ
う
な
話
が
迷
惑
メ
ー
ル
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
は
経
済
活
動
だ
。
そ
れ
が
発
送
さ
れ
る
の
は
お
金
の
た
め
だ
。
現
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実
空
間
の
摩
擦
は
、
そ
の
欲
望
を
大
幅
に
制
限
す
る
。
現
実
空
間
で
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
送
る
費
用
は
、
か
な
り
の
儲
け
が
期
待
で
き
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
け
で
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
使
わ
れ
る
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
や
規
範
も
さ
ら
に
規
制

の
層
を
追
加
し
て
い
る
。
だ
が
最
も
大
き
な
制
約
は
費
用
だ
。

だ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
通
信
の
効
率
性
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
送
信
費
用
が
劇
的
に
安
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
た
め
合
理
的
に
送
れ

る
迷
惑
メ
ー
ル
の
数
は
激
増
す
る
。
利
益
率
が
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
く
て
も
、
迷
惑
メ
ー
ル
送
信
費
用
が
ゼ
ロ
に
近
け
れ
ば
、

お
金
は
儲
か
る
。

だ
か
ら
ポ
ル
ノ
の
よ
う
に
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
制
約
が
ち
が
う
と
、
ふ
る
ま
い
の
規
制
も
劇
的
に
ち
が
っ
て
く
る
。
ポ
ル
ノ
も
迷
惑

メ
ー
ル
も
、
現
実
空
間
で
は
そ
こ
そ
こ
規
制
さ
れ
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
ち
が
い
の
た
め
に
、
ど
ち

ら
も
ま
と
も
に
は
規
制
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
こ
で
本
節
の
最
初
の
問
題
に
戻
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
や
ポ
ル
ノ
を
、
現
実
空
間
で
そ
れ
ら
が
直
面
す
る
の
と
同
程
度
に
「
規
制
」
す
る
方

法
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

ネ
ッ
ト
ポ
ル
ノ
の
規
制

ネ
ッ
ト
上
の
あ
ら
ゆ
る
言
論
統
制
の
う
ち
（
著
作
権
は
こ
こ
で
は
無
視
し
よ
う
）、
ア
メ
リ
カ
議
会
は
ポ
ル
ノ
規
制
に
最
も
熱
心
だ
っ
た
。

だ
が
こ
の
熱
意
は
今
の
と
こ
ろ
成
功
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
議
会
は
二
種
類
の
大
き
な
法
律
を
可
決
さ
せ
た
。
一
つ
は
完
全
に
否
定
さ
れ

た
。
二
番
目
は
、
法
廷
で
苦
闘
す
る
な
か
で
だ
ん
だ
ん
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

最
初
の
法
律
は
恐
怖
の
産
物
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
ネ
ッ
ト
が
一
般
に
認
知
さ
れ
始
め
た
と
き
、
ま
っ
さ
き
に
目
に
入
っ
た
の
は
、
ネ
ッ

ト
の
特
に
い
か
が
わ
し
い
部
分
だ
っ
た
。
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ル
ノ
だ
っ
た
。
こ
の
懸
念
が
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
九
五
年
初
頭
に
広
ま
っ

た
（
36
）。

ネ
ッ
ト
の
一
般
ユ
ー
ザ
ー
数
が
す
さ
ま
じ
く
増
加
し
た
か
ら
で
、
し
た
が
っ
て
子
ど
も
の
利
用
も
増
え
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
に
、
多
く
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の
人
が
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ル
ノ
と
呼
ぶ
も
の
が
も
っ
と
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
入
手
可
能
に
な
っ
た
た
め
だ
っ
た
。
大
き
な
論
議
を
呼
ん
だ
（
そ

し
て
深
い
欠
陥
を
持
っ
た
）
調
査
が
『
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
法
律
レ
ビ
ュ
ー
』
誌
に
掲
載
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
は
ポ
ル
ノ
ま
み
れ
だ
と
報
じ
た
（
37
）。

『
タ
イ
ム
』
誌
が
、
ポ
ル
ノ
の
広
が
り
に
つ
い
て
特
集
を
組
ん
だ
（
38
）。

上
院
下
院
の
議
員
た
ち
は
、「
サ
イ
バ
ー
エ
ロ
」
を
な
ん
と
か
し
て
取
り

締
ま
れ
と
い
う
要
求
を
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

議
会
は
一
九
九
六
年
に
、
通
信
品
位
法
（
Ｃ
Ｄ
Ａ
）
で
こ
れ
に
応
え
た
。
と
ん
で
も
な
く
ま
ぬ
け
な
法
律
で
、
憲
法
修
正
第
一
条
の
前
で

ほ
と
ん
ど
自
爆
に
等
し
い
代
物
。
こ
の
法
律
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
未
成
年
に
「
不
謹
慎
」
な
内
容
物
を
送
信
し
た
り
、
未
成
年
が
見
ら
れ
る
よ

う
な
場
所
に
そ
れ
を
置
い
て
お
く
こ
と
を
犯
罪
に
す
る
も
の
だ
っ
た
。
で
も
、
ネ
ッ
ト
で
の
発
言
者
に
、
防
衛
手
段
も
与
え
て
い
る
―
―
か

れ
ら
が
子
ど
も
を
閉
め
出
す
た
め
に
誠
実
に
「
妥
当
か
つ
有
効
な
」
手
段
を
と
っ
た
ら
、
か
れ
ら
は
「
不
謹
慎
な
」
発
言
が
で
き
る
（
39
）。

Ｃ
Ｄ
Ａ
に
は
最
低
で
も
問
題
が
三
つ
あ
っ
て
、
そ
の
ど
れ
一
つ
で
も
、
こ
の
法
律
を
当
然
の
運
命
た
る
廃
止
へ
と
追
い
や
る
に
は
十
分

だ
っ
た
（
40
）。

最
初
の
も
の
は
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る
発
言
の
範
囲
だ
。「
不
謹
慎
」
と
い
う
の
は
、
議
会
が
規
制
で
き
る
力
を
持
つ
発
言
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
は
な
い
（
少
な
く
と
も
放
送
の
文
脈
の
外
で
は
）
（
41
）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
議
会
は
「
未
成
年
に
有
害
な
」
言
論
は
規
制
で
き
る

し
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
演
説
も
規
制
で
き
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
「
不
謹
慎
」
と
呼
ば
れ
る
発
言
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
も
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の

法
制
に
対
す
る
最
初
の
一
撃
は
、
そ
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

次
の
一
撃
は
、
あ
い
ま
い
さ
だ
。
認
め
ら
れ
る
自
衛
手
段
の
形
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
子
ど
も
を
ふ
る
い
分
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が

あ
れ
ば
、
そ
の
言
論
は
認
め
ら
れ
る
。
で
も
、
子
ど
も
を
ふ
る
い
分
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
当
時
は
比
較
的
粗
雑
な
も
の
で
、
と
き
に

は
か
な
り
高
価
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
法
制
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
す
ご
く
有
効
で
な
き
ゃ
だ
め
な
の
か
、
そ
れ
と
も
技
術
水

準
か
ら
考
え
て
そ
こ
そ
こ
有
効
な
ら
い
い
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
前
者
な
ら
、
こ
の
自
衛
手
段
は
ぜ
ん
ぜ
ん
自
衛
に
な
っ
て
な
い
。

す
ご
く
有
効
な
ブ
ロ
ッ
ク
は
す
ご
く
高
価
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
こ
そ
こ
有
効
な
ブ
ロ
ッ
ク
な
ら
、
コ
ス
ト
は
そ
ん
な
に
高
く
な
い
だ
ろ
う
け

れ
ど
。
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三
つ
目
の
一
撃
は
、
政
府
自
身
の
や
り
方
だ
っ
た
。
一
九
九
七
年
に
自
分
の
主
張
を
最
高
裁
で
述
べ
る
に
あ
た
り
、
政
府
は
規
制
さ
れ
る

言
論
の
範
囲
を
狭
め
た
り
、
自
衛
手
段
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
か
っ
た
。
議
会
が
与
え
た
こ
の
ど
う
し
よ
う
も

な
く
あ
い
ま
い
で
、
広
す
ぎ
る
定
義
に
こ
だ
わ
り
続
け
、
さ
ら
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
ど
う
い
う
形
で
自
衛
手
段
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
も
、

理
解
不
足
を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
法
廷
が
こ
の
件
を
検
討
し
て
も
、
認
証
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
法
制
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
発
言
者
に
す
さ
ま
じ
い
負
担
を
作
り
出
す
以
外
に
手
が
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
議
会
は
す
ぐ
に
、
子
ど
も
を
ポ
ル
ノ
か
ら
守
る
第
二
の
法
制
を
可
決
さ
せ
た
。
こ
れ
が
一
九
九
八
年
の
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン

保
護
法
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
）
だ
（
42
）。

こ
の
法
制
は
憲
法
的
な
要
件
に
も
っ
と
う
ま
く
合
致
さ
せ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
未
成
年
に
有
害
な
言
論
の
規
制

を
狙
っ
て
い
た
。
商
業
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
、
来
訪
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
限
り
そ
う
し
た
言
論
が
許
さ
れ
た
。
だ
が
二
〇
〇
三
年
六
月
に
、

最
高
裁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
を
差
し
止
め
た
（
43
）。

ど
ち
ら
の
法
律
も
、
正
当
で
重
要
な
懸
念
に
対
応
し
た
も
の
だ
。
親
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
た
ち
を
こ
の
言
論
形
態
か
ら
守
る
権
利
が

あ
る
し
、
議
会
が
そ
う
し
た
親
の
安
全
確
保
を
手
伝
い
た
い
と
思
う
の
も
実
に
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。

だ
が
議
会
の
ど
ち
ら
の
法
制
も
違
憲
だ
っ
た
―
―
そ
れ
は
一
部
の
人
の
言
う
よ
う
に
、
議
会
が
親
を
助
け
る
手
だ
て
が
な
い
か
ら
じ
ゃ
な

い
。
違
憲
な
の
は
、
議
会
が
親
を
助
け
よ
う
と
し
た
方
法
が
、
必
要
以
上
に
（
大
人
に
と
っ
て
は
）
合
法
な
言
論
に
負
担
を
か
け
る
か
ら
だ
。

だ
が
私
見
で
は
、
子
ど
も
を
ポ
ル
ノ
か
ら
守
る
に
あ
た
り
重
要
な
効
果
を
持
つ
、
完
全
に
合
憲
な
法
制
を
議
会
が
可
決
す
る
こ
と
も
で
き

る
は
ず
だ
。

そ
の
法
律
が
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
を
見
る
に
は
、
ち
ょ
っ
と
Ｃ
Ｄ
Ａ
や
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
か
ら
退
い
て
、
こ
の
種
の
規
制
の
適
切
な
対
象
と
は

何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
で
（
44
）、

大
人
に
は
権
利
が
あ
る
け
れ
ど
子
ど
も
に
は
権
利
が
な
い
よ
う
な
言
論
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
も

の
と
想
定
さ
れ
て
き
た
。
州
は
そ
の
ク
ラ
ス
を
規
制
し
て
、
そ
う
し
た
言
論
が
適
切
な
ユ
ー
ザ
ー
に
だ
け
向
か
う
よ
う
に
で
き
る
。
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つ
ま
り
概
念
的
に
は
、
こ
う
し
た
規
制
が
適
用
で
き
る
前
提
と
し
て
、
質
問
二
つ
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。

　１
こ
の
発
言
者
は
「
規
制
し
て
い
い
」
言
論
―
―
「
未
成
年
に
有
害
な
」
発
言
―
―
を
語
っ
て
い
る
か
？

２
聞
き
手
は
こ
の
言
論
を
消
費
す
る
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
―
―
つ
ま
り
そ
の
人
は
未
成
年
者
か
？

そ
し
て
こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
答
え
に
応
じ
て
、
こ
の
規
制
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
こ
う
な
る
。

Ｉ
Ｆ

（
言
論
＝
規
制
対
象
）

Ａ
Ｎ
Ｄ

（
受
け
手
＝
未
成
年
者
）

Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｎ

ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
。

さ
て
受
け
手
と
送
り
手
で
い
う
と
、
最
初
の
質
問
に
答
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
明
ら
か
に
送
り
手
だ
。
受
け
手
は
実
際
に
そ
の
言
論

を
聞
い
て
み
る
ま
で
は
、
そ
れ
が
未
成
年
者
に
有
害
か
ど
う
か
知
り
よ
う
が
な
い
。
聞
き
手
が
未
成
年
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
も
う
手
遅
れ

だ
。
そ
し
て
受
け
手
と
送
り
手
で
い
う
と
、
二
番
目
の
質
問
に
答
え
や
す
い
の
は
受
け
手
だ
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
送
り
手
が
聞

き
手
の
年
齢
を
確
認
す
る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
手
間
だ
。
自
分
の
年
齢
を
最
も
安
上
が
り
に
知
っ
て
い
る
の
は
受
け
手
の
ほ
う
だ
。

Ｃ
Ｄ
Ａ
と
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
は
、
質
問
１
の
回
答
の
負
担
を
送
り
手
に
か
ぶ
せ
、
質
問
２
の
回
答
の
負
担
を
送
り
手
と
受
け
手
の
両
方
に
負
わ
せ
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る
。
送
り
手
は
、
自
分
の
言
論
が
規
制
対
象
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
送
り
手
と
受
け
手
は
受
け
手
の
年
齢
を
確
認
し
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
送
り
手
が
そ
れ
を
や
ら
ず
、
受
け
手
が
未
成
年
者
な
ら
、
送
り
手
は
重
罪
人
と
な
る
。

現
実
世
界
の
法
は
、
そ
の
負
担
を
正
反
対
の
形
で
負
わ
せ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ポ
ル
ノ
を
売
り
た
け
れ
ば
、
自
分
の
販
売
す
る
中
身
が

「
未
成
年
に
有
害
」
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
そ
れ
を
売
る
相
手
が
未
成
年
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
現
実
空
間
は
、
少
な

く
と
も
質
問
２
に
答
え
る
コ
ス
ト
が
高
い
と
い
う
点
で
、
サ
イ
バ
ー
空
間
と
は
大
き
く
ち
が
う
。
現
実
空
間
で
は
、
そ
の
答
え
は
ほ
と
ん
ど

自
動
的
に
出
て
く
る
（
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
子
ど
も
が
子
ど
も
だ
と
隠
す
の
は
む
ず
か
し
い
）。
そ
し
て
自
動
的
で
な
く
て
も
、
そ
れ
を

確
認
す
る
安
上
が
り
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
（
た
と
え
ば
運
転
免
許
）。
だ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
確
認
シ
ス
テ
ム
は
す
べ
て
送
り
手
に
も

受
け
手
に
も
負
担
に
な
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
も
と
で
す
ら
、
送
り
手
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
方
式
の
負
担
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し

て
受
け
手
は
憲
法
で
保
護
さ
れ
た
言
論
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
だ
け
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
ポ
ル
ノ
業
者
に
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。

ま
た
Ｃ
Ｄ
Ａ
／
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
法
に
は
、
一
見
必
要
に
思
え
る
が
実
は
い
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
そ
の
規
制
を
万
人
に
か
ぶ
せ
て
し

ま
う
。
そ
こ
に
は
、
憲
法
で
そ
れ
を
享
受
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
人
も
含
ま
れ
る
。
憲
法
の
下
で
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
い
の
は
子
ど
も

だ
け
な
の
に
、
み
ん
な
が
Ｉ
Ｄ
を
見
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
Ｃ
Ｄ
Ａ
／
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
負
担
を
別
の
規
制
方
式
と
比
べ
て
み
よ
う
。
質
問
１
（
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
未
成
年
に
有
害
か
）
の
負
担
を

送
り
手
に
負
わ
せ
、
質
問
２
（
受
け
手
が
未
成
年
か
）
の
負
担
を
受
け
手
に
負
わ
せ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
だ
。

こ
う
し
た
方
式
の
一
例
は
単
純
で
、明
ら
か
に
役
立
た
ず
で
、送
り
手
に
も
不
公
平
だ
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に「
こ
の
ペ
ー
ジ
は
未
成
年
者
に

有
害
な
内
容
を
含
み
ま
す
。
未
成
年
者
は
こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
」
と
書
い
た
ペ
ー
ジ
を
送
り
手
に
義
務
づ
け
る
の
だ
。
こ
の
方

式
は
、
年
齢
確
認
の
負
担
を
子
ど
も
に
負
わ
せ
る
。
で
も
明
ら
か
に
、
本
当
に
子
ど
も
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
そ

し
て
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
が
、こ
の
方
式
は
送
り
手
に
も
不
公
平
だ
。
送
り
手
は「
未
成
年
に
有
害
」と
い
え
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
持
っ
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て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
内
容
を
提
供
す
る
人
が
す
べ
て
ポ
ル
ノ
業
者
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
べ
き
で
も
な
い
。
こ
の
無
益

な
ブ
ロ
ッ
ク
は
一
部
の
人
に
烙
印
を
押
す
結
果
と
な
り
、
も
っ
と
負
担
の
少
な
い
シ
ス
テ
ム
が
可
能
な
ら
、
そ
う
し
た
烙
印
は
こ
の
方
式
を

支
持
す
る
規
制
を
違
憲
と
す
る
だ
ろ
う
。

じ
ゃ
あ
こ
の
方
式
に
代
わ
る
も
の
で
実
際
に
機
能
し
そ
う
な
も
の
と
い
っ
た
ら
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
？

そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
具
体
例
で
示
そ
う
。
一
度
そ
の
例
を
見
た
ら
、
一
般
的
な
論
点
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。

誰
で
も
ア
ッ
プ
ル
の
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
知
っ
て
い
る
。
現
代
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
な
ら
ど
れ
で
も
そ
う
だ
が
、
こ
れ
も

一
台
の
マ
シ
ン
に
複
数
の
「
ア
カ
ウ
ン
ト
」
を
指
定
で
き
る
。
息
子
の
ウ
ィ
レ
ム
の
分
も
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
っ
た
の
だ
が
（
ま
だ
三
歳
で
は

あ
る
が
、
早
め
に
準
備
し
て
お
き
た
か
っ
た
も
の
で
）、
そ
の
と
き
に
は
「
親
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
つ
き
で
設
定
し
た
。
つ
ま
り
、
息
子
が

使
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
個
別
に
指
定
で
き
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ど
れ
だ
け
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
も
設
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

「
親
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
が
あ
る
と
、
そ
の
指
定
を
変
え
る
の
は
（
実
質
的
に
）
不
可
能
だ
。
そ
れ
を
や
る
に
は
管
理
者
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必

要
で
、
そ
れ
を
秘
密
に
し
て
お
け
ば
、
子
ど
も
が
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
宇
宙
は
、
親
の
選
ぶ
ア
ク
セ
ス
で
定
義
づ
け
ら

れ
る
。

た
と
え
ば
選
べ
る
ブ
ラ
ウ
ザ
の
一
つ
が
、「
ガ
キ
モ
ー
ド
ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
」（
Ｋ
Ｍ
Ｂ
）
と
で
も
呼
ぶ
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ

の
ブ
ラ
ウ
ザ
は
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
特
定
の
マ
ー
キ
ン
グ
に
注
目
す
る
。
こ
れ
を
「
未
成
年
に
有
害
」
マ
ー
ク
、
略
し
て

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

と
呼

ぼ
う
。
こ
の
マ
ー
ク
と
い
う
か
ウ
ェ
ブ
の
言
語
で
い
え
ば
タ
グ
は
、
送
り
手
が
有
害
だ
と
思
う
も
の
を
す
べ
て
囲
む
よ
う
に
な
り
、
Ｋ
Ｍ
Ｂ

ブ
ラ
ウ
ザ
は
そ
の
部
分
を
表
示
し
な
い
。
だ
か
ら
「
な
ん
た
ら
か
ん
た
ら

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

こ
こ
は
表
示
し
な
い

＞

／
Ｈ
２
Ｍ

＜

う
ん
た
ら
か
ん

た
ら
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
が
あ
る
と
、
Ｋ
Ｍ
Ｂ
で
は
「
な
ん
た
ら
か
ん
た
ら
う
ん
た
ら
か
ん
た
ら
」
と
し
か
表
示
さ
れ
な
い
。

だ
か
ら
ウ
ェ
ブ
の
世
界
が

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
だ
ら
け
に
な
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ザ
メ
ー
カ
ー
が
こ
の

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
機
能
を
ブ

ラ
ウ
ザ
に
加
え
た
ら
、
親
た
ち
は
マ
シ
ン
が

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

と
マ
ー
ク
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
は
表
示
し
な
い
よ
う
に
設
定
で
き
る
。
親
の
コ
ン
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ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
と
い
う
政
策
目
標
は
、
憲
法
上
の
権
利
を
持
つ
送
り
手
た
ち
に
最
低
限
の
負
担
で
実
現
で
き
る
。

世
界
の
ウ
ェ
ブ
（
の
大
半
）
に
ど
う
や
っ
て
、
未
成
年
に
有
害
な
内
容
を

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
で
マ
ー
ク
さ
せ
よ
う
か
？

こ
れ
は
政
府
の
役
目
だ
。
Ｃ
Ｄ
Ａ
や
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ａ
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
規
制
を
機
能
さ
せ
る
の
に
必
要
な
規
制
は
―
―
そ
れ
が
機
能
す
れ
ば

の
話
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
詳
述
―
―
単
に
送
り
手
が
コ
ン
テ
ン
ツ
を
マ
ー
ク
し
ろ
と
言
う
こ
と
だ
け
だ
。
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ

ク
す
る
必
要
は
な
い
。
送
り
手
た
ち
は
年
齢
確
認
を
し
な
く
て
い
い
。
未
成
年
に
有
害
と
さ
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
に
適
切
な
タ
グ
で
マ
ー
ク
す

れ
ば
い
い
だ
け
だ
。

さ
ら
に
こ
の
タ
グ
は
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
が
ポ
ル
ノ
サ
イ
ト
だ
と
い
う
公
的
な
烙
印
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
提
案
は
、.sex

と
か.xxx

と
い
っ

た
ド
メ
イ
ン
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
作
ろ
う
と
い
う
（
私
見
で
は
ば
か
げ
た
）
提
案
と
は
ち
が
う
。
サ
イ
ト
に
ア
ダ
ル
ト
内
容
が
あ
る
か
ら

と
い
う
だ
け
で
赤
線
地
帯
に
移
住
し
ろ
と
い
う
の
は
ば
か
げ
て
い
る
。

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
は
、
通
常
の
利
用
者
か
ら
は
隠
さ
れ
て
い
る
―
―

そ
の
利
用
者
が
わ
ざ
わ
ざ
探
し
た
り
、
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
自
ら
の
手
で
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
い
の
で
な
い
限
り
。

政
府
が
こ
の
法
律
を
施
行
し
た
ら
、
ブ
ラ
ウ
ザ
メ
ー
カ
ー
は
こ
の
（
と
て
も
簡
単
な
）
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
を
ブ
ラ
ウ
ザ
に
組
み
込
む

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
で
き
る
。
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
モ
ジ
ラ
ブ
ラ
ウ
ザ
な
ら
―
―
誰
で
も
好
き
な
機
能
を
追
加
で
き
る
の
で
―
―
こ
の
改
変

ブ
ラ
ウ
ザ
を
作
る
コ
ス
ト
は
き
わ
め
て
低
い
。
そ
し
て
政
府
が
こ
の
法
を
施
行
し
て
こ
の
タ
グ
を
認
識
す
る
ブ
ラ
ウ
ザ
が
出
て
き
た
ら
、
親

た
ち
は
子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ど
こ
に
行
く
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
採
用
す
る
強
い
理
由
が
で

き
る
。

だ
か
ら
こ
の
解
決
案
で
は
、「
法
」
が
（
非
準
拠
に
罰
を
与
え
る
こ
と
で
）「
未
成
年
に
有
害
」
な
内
容
を
持
つ
サ
イ
ト
に
（

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
追
加
と
い
う
形
で
）「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」
を
変
え
さ
せ
て
、
そ
れ
が
ブ
ラ
ウ
ザ
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
追
加
す
る

「
市
場
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
親
は
子
ど
も
を
守
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
解
決
策
の
唯
一
の
負
担
は
送
り
手
に
生
じ
る
。
こ

の
解
決
策
で
は
、
ポ
ル
ノ
の
正
当
な
消
費
者
に
は
ま
っ
た
く
負
担
は
生
じ
な
い
。
そ
の
消
費
者
に
は
、
ウ
ェ
ブ
の
経
験
は
ま
っ
た
く
変
わ
り
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な
い
。

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
を
見
る
ブ
ラ
ウ
ザ
以
外
で
は
、
こ
の
タ
グ
は
見
え
な
い
か
ら
だ
。

だ
が
そ
の
送
り
手
に
対
す
る
負
担
は
違
憲
で
は
？
な
ぜ
違
憲
な
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
だ
っ
て
現
実
空
間
で
は
、送
り
手
に
内
容
が「
未

成
年
に
有
害
」
と
し
て
子
ど
も
に
対
し
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
よ
う
要
求
し
て
も
違
憲
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
負
担
は
あ
る
。
だ
が
問
題

は
そ
れ
が
負
担
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
憲
法
上
の
問
題
は
、
こ
の
重
要
な
国
の
利
益
を
実
現
す
る
に
あ
た
り
、
も
っ
と
負
担
の
少
な
い
方
法

が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。

で
も
外
国
の
サ
イ
ト
は
？

ア
メ
リ
カ
は
ロ
シ
ア
の
サ
イ
ト
は
規
制
で
き
な
い
で
し
ょ
う
？

実
は
こ
れ
は
、
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
ほ

ど
は
正
し
く
な
い
。
第
四
部
で
見
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
ほ
か
の
国
に
で
き
る
こ
と
を
実
質
的
に
制
限
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
し
、

ま
た
実
際
に
制
限
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
で
も
、
違
反
し
て
も
海
兵
隊
を
送
り
込
ん
で
不
適
切
サ
イ
ト
を
つ
ぶ
す
と
は
思
え
な
い
以
上
、
外
国
サ
イ
ト
は
ア
メ
リ
カ
法
に
従
っ

て
く
れ
な
い
の
で
は
、
と
心
配
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
確
か
に
事
実
だ
。
だ
が
親
が
こ
れ
を
懸
念
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
テ
ン

ツ
を
地
理
に
基
づ
い
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
市
場
は
す
で
に
あ
る
。

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

を
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
ブ
ラ
ウ
ザ
は
原
理
的
に
は
、

Ｉ
Ｐ
マ
ッ
ピ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
と
契
約
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
イ
ト
だ
け
を
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
で
き
る
。

で
も
子
ど
も
は
こ
の
制
約
を
迂
回
す
る
の
で
は
？

も
ち
ろ
ん
、
一
部
は
そ
う
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
法
制
の
成
功
は
（
ミ
サ
イ
ル
追
跡
ソ

フ
ト
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
）
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
成
功
で
は
な
い
。
法
制
が
考
え
る
の
は
、
そ
れ
が
事
態
を
改
善
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
（
45
）。

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
大
幅
に
制
限
で
き
れ
ば
そ
れ
は
か
な
り
の
改
善
だ
し
、
法
律
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
に
は
そ

れ
で
十
分
だ
。

で
も
親
や
図
書
館
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
設
定
す
る
フ
ィ
ル
タ
に
任
せ
れ
ば
い
い
の
で
は
？

自
主
フ
ィ
ル
タ
は
新
し
い
法
も
い
ら
な
い

し
、
し
た
が
っ
て
国
に
よ
る
検
閲
な
し
に
目
的
を
果
た
せ
る
。

全
力
を
あ
げ
て
つ
ぶ
し
た
い
の
は
こ
の
見
解
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
こ
の
中
に
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
サ
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イ
バ
ー
法
以
前
の
理
解
が
持
ち
込
む
ま
ち
が
い
が
す
べ
て
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

ま
ず
「
検
閲
」
と
い
う
こ
と
ば
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
規
制
は
、
親
た
ち
に
重
要
な
選
択
を
可
能
に
す
る
の
が
役
目
だ
。
親
が
こ
れ
を

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
国
の
利
益
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
親
が
こ
の
選
択
を
行
使
し
た
た
め
に
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に

ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
子
ど
も
は
そ
れ
を
「
検
閲
」
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
用
語
の
使
い
方
と
し
て
は
あ
ま
り
有
益
で
は
な

い
。
も
し
こ
の
種
の
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
言
論
の
規
制
で
し
か
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
悪
い
レ
ッ
テ

ル
貼
り
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
に
「
自
主
フ
ィ
ル
タ
」
が
い
い
と
い
う
議
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
主
フ
ィ
ル
タ
が
ま
っ
た
く
同
じ
狙
い
（
Ｈ
２
Ｍ
言
論
だ
け
を
ブ

ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
）
を
実
現
し
て
く
れ
る
な
ら
、
わ
た
し
も
大
賛
成
だ
。
で
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
自
由
人
権
協
会
（
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
）

が
実
に
強
力
に
説
明
し
た
通
り
（
か
れ
ら
は
私
的
フ
ィ
ル
タ
の
ほ
う
が
政
府
規
制
よ
り
制
約
の
少
な
い
手
法
だ
と
い
う
点
を
一
部
の
根
拠
と

し
て
Ｃ
Ｄ
Ａ
を
つ
ぶ
す
裁
判
に
勝
訴
し
た
が
、
そ
の
直
後
の
こ
と
だ
っ
た
）、

Ｃ
Ｄ
Ａ
の
灰
が
く
す
ぶ
り
燃
え
も
し
な
い
と
き
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
自
分
の
言
論
を
自
己
検
閲
さ
せ
て
、
業

界
指
導
者
に
「
不
適
切
な
言
論
」
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
ツ
ー
ル
の
開
発
装
備
を
求
め
る
サ
ミ
ッ
ト
を
招
集
し
た
。
こ
の
会
合
は
も
ち
ろ
ん
「
強
制

で
は
な
い
」。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
別
に
誰
に
も
無
理
強
い
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
言
う
。（
だ
が
）
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
な
ど
は
（
中
略
）
ホ
ワ
イ
ト

ハ
ウ
ス
・
サ
ミ
ッ
ト
の
動
き
と
、
議
論
の
わ
か
れ
る
言
論
の
ブ
ロ
ッ
ク
や
不
可
視
化
を
容
易
に
す
る
技
術
的
な
対
策
へ
の
隠
れ
も
な
い
熱
意
と

に
、
本
気
で
懸
念
を
感
じ
る
。（
中
略
）
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
ど
れ
か
一
つ
の
提
案
や
発
表
で
は
な
い
。
む
し
ろ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
ブ
ロ
ッ
ク

方
式
が
長
期
的
に
持
つ
意
味
を
検
討
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
不
安
な
の
だ
。
（
46
）
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Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
の
懸
念
は
す
ぐ
わ
か
る
。
市
場
が
作
っ
た
フ
ィ
ル
タ
は
、
国
が
こ
こ
で
持
っ
て
い
る
正
当
な
利
益
に
よ
る
も
の
―
―

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

言
論
の
ブ
ロ
ッ
ク
―
―
よ
り
は
る
か
に
広
い
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
れ
を
、
ま
っ
た
く
透
明
性
の
な
い
形
で
や
っ

て
し
ま
う
。
ま
る
で
ま
ち
が
っ
た
理
由
の
た
め
に
フ
ィ
ル
タ
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
サ
イ
ト
（
フ
ィ
ル
タ
を
批
判
し
た
だ
け
の
も
の
も
あ

る
）
に
つ
い
て
は
各
種
の
お
っ
か
な
い
話
が
あ
る
（
47
）。

そ
し
て
フ
ィ
ル
タ
で
不
正
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
場
合
で
も
、
対
策
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

フ
ィ
ル
タ
は
単
に
き
わ
め
て
強
力
な
推
薦
リ
ス
ト
で
し
か
な
い
。
ザ
ガ
ッ
ト
・
レ
ス
ト
ラ
ン
ガ
イ
ド
が
ほ
か
の
店
に
客
を
流
し
て
し
ま
う
か

ら
と
い
っ
て
、
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

別
に
フ
ィ
ル
タ
を
禁
止
し
ろ
と
か
、
親
が
Ｈ
２
Ｍ
言
論
以
上
は
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
は
い
け
な
い
と
か
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
こ
こ
で
言
い
た

い
の
は
、
民
間
の
活
動
だ
け
に
頼
っ
た
ら
、
政
府
が
賢
明
か
つ
効
率
よ
く
ふ
る
ま
っ
た
場
合
よ
り
多
く
の
言
論
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
そ
れ
が
わ
た
し
の
最
後
の
批
判
の
枠
組
み
と
な
る
。
当
初
か
ら
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
注
目
す
べ
き
は
言
論
の
自
由
で
あ
っ
て
、

言
論
を
政
府
が
ど
こ
ま
で
制
限
で
き
る
か
だ
け
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
あ
る
言
論
問
題
に
対
す
る
「
解
決
策
」
が
二
つ
あ
っ
て
、

片
方
が
政
府
の
介
入
に
よ
り
言
論
を
狭
く
制
限
す
る
も
の
で
、
も
う
一
つ
が
政
府
は
介
入
し
な
い
が
言
論
を
も
っ
と
広
く
制
限
す
る
な
ら
、

憲
法
的
な
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
前
者
に
傾
く
べ
き
な
の
だ
。
憲
法
修
正
第
一
条
の
価
値
観
（
修
正
第
一
条
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
）
は
、

希
薄
で
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
言
論
規
制
方
式
を
支
持
す
る
し
、
政
府
の
対
策
ま
た
は
無
策
が
、
単
に
政
府
が
正
当
に
抑
圧
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
言
論
の
抑
圧
だ
け
に
つ
な
が
る
よ
う
な
規
制
方
式
を
支
持
す
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
政
府
が
関
与
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
解
決
策
が
適
切
か
つ
権
利
を
守
る
解
決
策
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
市
場
が
作
り
出
し
た
私
的
フ
ィ
ル
タ
は
、
高
価
だ
し
範
囲
が
広
す
ぎ
る
。
国
が
言
論
規
制
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
以
上
の
コ
ン

テ
ン
ツ
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
規
制
の
少
な
い
代
替
案
が
な
い
た
め
に
、
補
助
を
受
け
て
い
る
も
同
然
だ
。

公
共
的
に
要
求
さ
れ
る
フ
ィ
ル
タ
（
こ
れ
は

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
が
実
質
的
に
可
能
に
す
る
も
の
だ
）
は
正
当
な
国
の
利
益
だ
け
に
狭
く
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絞
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
タ
グ
に
つ
い
て
紛
争
が
起
き
た
ら
―
―
た
と
え
ば
検
察
が
、
乳
ガ
ン
に
関
す
る
情
報
を
持
つ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
そ

の
情
報
を

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

タ
グ
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
ら
―
―
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
そ
れ
に
対
し
て
対
抗
す
る
機
会
は
少
な
く
と
も
持
て

る
。
そ
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
私
的
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
行
な
わ
れ
た
ら
、
法
的
に
そ
れ
と
戦
う
手
段
は
な
い
。
言
論
の
自
由
活
動
家
た
ち

に
で
き
る
の
は
、
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
の
有
名
な
請
願
の
よ
う
な
強
力
な
論
文
を
書
く
こ
と
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
読
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
言
論
の
自
由
の
価
値
観
に
対
す
る
民
間
か
ら
の
脅
威
を
認
識
す
る
ま
で
、
主
要
市
民
権
組
織
は
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
き
た
。
市
民

権
運
動
の
伝
統
は
、
政
府
の
活
動
だ
け
に
専
念
し
す
ぎ
て
い
る
。
政
府
の
ま
ち
が
っ
た
動
き
に
は
大
き
な
危
険
が
な
い
な
ど
と
い
う
つ
も
り

は
い
さ
さ
か
も
な
い
。
だ
が
民
間
の
ま
ち
が
っ
た
動
き
か
ら
も
、
言
論
の
自
由
は
脅
威
を
受
け
る
の
だ
。
片
方
か
ら
の
脅
威
に
は
頑
固
に
検

討
す
ら
し
な
い
よ
う
で
は
、
憲
法
修
正
第
一
条
が
推
進
す
る
価
値
観
に
は
役
に
立
た
な
い
。

で
も
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
よ
う
な
公
開
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
は
い
か
が
？

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
そ
の
「
秘
密
リ
ス
ト
問
題
」
を
避
け
ら
れ
る
よ
う
な

解
決
策
で
は
？

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ウ
ェ
ブ
・
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
内
容
選
択
に
関
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
」
の
略
称

だ
。
す
で
に
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
親
戚
（
実
際
に
は
子
ど
も
）
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
章
で
お
目
に
か
か
っ
て
い
る
。
Ｐ
３
Ｐ
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
同

じ
よ
う
に
、ネ
ッ
ト
の
内
容
を
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
、フ
ィ
ル
タ
を
か
け
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
文
脈
で
は
、そ
の
内

容
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
慣
行
に
つ
い
て
の
声
明
で
、
そ
う
し
た
慣
行
に
つ
い
て
個
人
が
交
渉
す
る
の
を
支
援
す
る
仕
組
み
が
Ｐ
３
Ｐ
だ
っ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
の
言
論
で
も
、
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
問
題
を
二
つ
の
部
分
に
わ
け
る
―
―
ラ
ベ

リ
ン
グ
（
コ
ン
テ
ン
ツ
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
）
と
、
そ
の
ラ
ベ
ル
に
基
づ
く
コ
ン
テ
ン
ツ
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
。
ソ
フ
ト
作
者
た
ち
は
、
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
に
応
じ
て
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
る
ソ
フ
ト
の
開
発
を
競
い
合
う
。
コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
者
や
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
関
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
競
合
す
る
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
右
派
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
ほ
し
け
れ
ば
、
か
れ
ら
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
選

べ
ば
い
い
。
も
し
無
神
論
左
派
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
ほ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
選
べ
ば
い
い
。
自
分
向
き
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
関
を
選
ぶ
こ
と

357



で
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
て
く
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
選
べ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
方
式
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
が
必
要
だ
。
ま
ず
、
ソ
フ
ト
作
者
は
内
容
の
フ
ィ
ル
タ
に
必
要
な
コ
ー
ド
を
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
い

（
こ
れ
は
も
う
一
部
主
要
ブ
ラ
ウ
ザ
で
は
済
ん
で
い
る
）。
二
番
目
に
、
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
関
は
積
極
的
に
ネ
ッ
ト
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
れ
は
か
な
り
の
仕
事
に
な
る
。
各
組
織
と
も
、
何
十
億
も
の
ペ
ー
ジ
に
対
し
て
ま
と
も
に
取
り
組
め
て
い
な
い
。
三
番

目
に
、
ネ
ッ
ト
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
関
の
中
で
、
あ
る
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
を
ほ
か
の
方
式
に
簡
単
に
翻
訳
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
は
、

ほ
か
の
機
関
に
比
べ
て
競
争
上
の
長
所
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
台
湾
政
府
向
け
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
を
開
発
し
た
ら
、
そ
れ
を

ち
ょ
っ
と
変
え
る
だ
け
で
Ｉ
Ｂ
Ｍ
「
政
府
／
統
治
」
向
け
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
を
開
発
で
き
る
。

こ
の
三
つ
の
前
提
が
す
べ
て
成
り
立
て
ば
、
ネ
ッ
ト
に
は
い
く
ら
で
も
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
つ
け
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、
そ
の
開
発
者

た
ち
が
夢
見
た
よ
う
に
、
個
別
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
フ
ィ
ル
タ
に
は
依
存
せ
ず
中
立
を
保
て
る
。
シ
ス
テ
ム
は
単
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
す
る
た
め
の
言
語
を
提
供
し
、
そ
の
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
材
料
を
マ
シ
ン
ご
と
に
ど
う
使
う
か
に
つ
い
て
、
ど
う
決
定
す
る
か

を
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
言
語
を
提
供
す
る
だ
け
だ
（
48
）。

中
立
性
と
い
う
の
は
、
よ
さ
げ
に
聞
こ
え
る
。
政
策
立
案
者
が
受
け
入
れ
る
べ
き
ア
イ
デ
ア
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
あ
な
た
の
言
論
は
、

わ
た
し
の
言
論
と
は
ち
が
う
。
ど
ち
ら
も
、
自
分
の
希
望
通
り
に
、
発
言
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
自
由
が
あ
る
。
そ
の
自
由
を
守
る
方
式
を

確
立
す
べ
き
だ
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
仕
組
み
み
た
い
に
思
え
る
。

で
も
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、望
ま
し
い
以
上
の「
中
立
性
」を
持
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
単
に
、水
平
に
中
立
な
だ
け
じ
ゃ
な
い
―
―
つ
ま
り
、個

人
が
各
種
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
を
選
べ
る
よ
う
に
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
ま
た
、
垂
直
に
も
中
立
的
だ
―
―
フ
ィ
ル
タ
は
、
流

通
チ
ェ
ー
ン
の
ど
の
段
階
で
も
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
最
初
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
支
持
し
た
人
た
ち
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
フ
ィ
ル
タ
が
ユ
ー
ザ
ー

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
あ
っ
て
、
そ
の
個
人
の
希
望
に
応
じ
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
す
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
で
も
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
設

計
だ
と
、
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
組
織
だ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
何
の
問
題
も
な
く
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
ら
れ
る
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

358



第一二章 言論の自由

グ
は
、
流
通
チ
ェ
ー
ン
の
ど
こ
で
も
か
け
ら
れ
る
―
―
利
用
者
、
ユ
ー
ザ
ー
に
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
企
業
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
、
あ
る
い
は
そ
の
ユ
ー

ザ
ー
が
住
む
行
政
区
で
す
ら
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
設
計
で
は
、
そ
う
し
た
フ
ィ
ル
タ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
よ
う
な
仕
組
み

す
ら
な
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
み
た
い
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
と
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
知
ら
な
い
う
ち
に
起
こ
り
、
そ
し
て
実
際
、
い
く
つ
か
の

実
装
で
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
が
設
計
の
売
り
だ
っ
た
り
す
る
（
49
）。

憲
法
修
正
第
一
条
の
持
つ
言
論
の
自
由
の
価
値
を
保
護
し
た
い
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
は
ず
だ
―
―
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル

が
完
全
に
民
間
の
も
の
で
あ
っ
て
も
。
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
（
い
や
意
図
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
）、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
方
式
は
目

に
見
え
な
い
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
し
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
の
市
場
を
作
る
こ
と
で
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
演
説
を
は
る
か
に

超
え
る
も
の
に
対
す
る
フ
ィ
ル
タ
す
ら
作
り
出
す
可
能
性
を
持
つ
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
も
と
の
Ｃ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
の
文
句
の
一

つ
だ
っ
た
。
で
も
こ
こ
で
は
市
場
（
市
場
の
趣
味
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
趣
味
だ
）
が
そ
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
支
援
す
る
。
フ
ィ
ル
タ
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
で
、
こ
れ
は
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
用
の
狭
い
フ
ィ
ル
タ
よ
り
も
広
い
。
フ
ィ
ル
タ
シ
ス
テ
ム
は
、

ユ
ー
ザ
ー
た
ち
の
希
望
に
応
じ
て
い
く
ら
で
も
広
く
で
き
る
し
、
情
報
源
が
望
む
だ
け
ず
っ
と
上
流
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
。

Ｈ
２
Ｍ
＋
Ｋ
Ｍ
Ｂ
に
よ
る
解
決
は
も
っ
と
狭
い
。
そ
れ
は
一
種
の
言
論
の
私
的
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
。
だ
が
発
言
者
に
は
、
聞

き
手
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
排
除
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
な
い
。
発
言
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
聞
き
手
を
増
や
す
こ
と
で
、
減
ら
す
こ
と

じ
ゃ
な
い
か
ら
だ
。
唯
一
の
要
件
は
、
憲
法
性
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
聞
き
手
―
―
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
演
説
の
要
件
―
―
を
選
り
わ
け
る
こ
と

だ
。
こ
れ
は
国
が
適
用
す
る
基
準
だ
か
ら
、
要
件
は
憲
法
に
照
ら
し
て
確
認
で
き
る
し
、
国
が
い
き
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
抑
え

が
効
く
。

つ
ま
り
ち
が
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
が
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ィ
ル
タ
方
式
は
、
い
か
な
る
言
論
で
も

フ
ィ
ル
タ
し
て
し
ま
え
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
確
立
す
る
し
、
そ
う
な
れ
ば
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
欲
望
は
、
憲
法
上
の
最
低
限
以
上
に
ま

で
拡
大
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
方
式
は
、
こ
う
し
た
も
っ
と
広
い
目
的
を
持
た
な
い
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
確
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立
す
る
。

ど
っ
ち
の
方
式
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
に
内
包
さ
れ
て
い
る
価
値
観
に
注
目
。
ど
っ
ち
も
、
個
別
問
題
に
対
す
る
汎
用
の
解
決
法
だ
。
フ
ィ
ル
タ
方
式
は
、
ギ

ン
ズ
バ
ー
グ
演
説
だ
け
に
限
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
選
別
で
き
る
。
そ
し
て
ゾ
ー
ニ

ン
グ
方
式
は
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
演
説
に
限
っ
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
支
援
す
る
よ
う
制
限
さ
れ
て
は
い
な
い
。
Ｃ
Ｄ
Ａ
ゾ
ー
ニ
ン
グ
式
解
決
方
法

は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
認
証
で
き
る
―
―
年
齢
だ
け
で
な
く
、
国
籍
や
支
払
い
能
力
な
ど
も
。

＞

Ｈ
２
Ｍ

＜

ガ
キ
Ｉ
Ｄ

ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
や
り
方
は
、
ほ
か
の
児
童
保
護
方
式
を
推
進
す
る
の
に
も
使
え
る
。
ど
ち
ら
も
、
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ル
ノ
に
限
定
さ
れ
な
い
、

広
い
応
用
が
で
き
る
方
式
だ
。

少
な
く
と
も
、
原
理
的
に
は
。
で
も
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
解
決
法
を
問
題
の
範
囲
を
超
え
て
ま
で
広
げ
て
し
ま
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は

何
な
の
か
を
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
解
決
法
の
拡
張
利
用
に
対
し
て
、
ど
ん
な
抵
抗
が
で
き
そ
う
か
な
？

こ
こ
で
そ
ろ
そ
ろ
、
二
つ
の
方
式
の
だ
い
じ
な
ち
が
い
が
見
え
始
め
て
く
る
。
ア
ク
セ
ス
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
手
持
ち
の

証
明
書
の
せ
い
な
ら
、
そ
の
証
明
書
の
ど
こ
が
い
け
な
い
の
、
と
言
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
サ
イ
ト
に
は
入
れ
ま
せ
ん
よ
、
と
言
わ
れ

た
ら
、
な
ぜ
排
除
さ
れ
た
か
と
い
う
主
張
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
排
除
さ
れ
た
人
に
は
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
と
き
に
は
排
除
が
正
当
化
さ
れ

る
け
れ
ど
、
も
し
正
当
化
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
に
文
句
が
言
え
る
。
つ
ま
り
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の
は
、
自
分
の
中
に
自
分
を
制
限
す
る

シ
ス
テ
ム
を
組
み
込
ん
で
あ
る
。
サ
イ
ト
が
誰
か
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
ら
、
そ
の
個
人
が
そ
れ
を
知
ら
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
50
）。

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
ち
が
う
。
も
し
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
何
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
原
理

的
に
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
ど
こ
か
上
流
で
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
ら
れ
、
そ
し
て
人
は
そ
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る

と
は
必
ず
し
も
わ
か
ら
な
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
設
計
で
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
解
決
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
で
の
真
実
は
ま
る
で

要
求
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
上
流
で
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
ほ
う
が
も
っ
と
簡
単
で
、
も
っ
と
目
に
見
え
ず
、
も
っ
と
安
上
が
り
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に
な
る
。

こ
の
影
響
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
解
し
て
や
る
と
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
解
決
の
二

つ
の
要
素
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
―
―
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
の
と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
ラ
ベ
ル
に
基
づ
い
て
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
す

る
の
と
。
こ
の
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
ほ
う
が
も
っ
と
危
険
だ
と
い
う
議
論
は
十
分
に
で
き
る
。
も
し
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ラ

ベ
ル
が
つ
い
た
ら
、
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
な
く
て
も
、
誰
が
何
を
手
に
入
れ
る
か
モ
ニ
タ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
ブ
ロ
ッ
キ

ン
グ
よ
り
も
っ
と
心
配
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
は
少
な
く
と
も
、
ユ
ー
ザ
ー
に
警
戒
く
ら
い
は
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
う
し
た
可
能
性
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
価
値
全
般
（
特
に
上
流
で
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
）
を
疑
問
視
す
べ
き
理
由
が
あ
る
場
合
に
の

み
問
題
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
疑
問
視
す
る
理
由
は
あ
る
と
思
う
。
で
も
、
わ
た
し
の
懸
念
は
、
憲
法
の
過
去
に
お
け
る
こ
れ

ま
た
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

フ
ィ
ル
タ
に
は
、
確
か
に
否
定
し
よ
う
の
な
い
価
値
が
あ
る
。
人
は
、
自
分
で
処
理
す
る
よ
り
ず
っ
と
大
量
の
も
の
を
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

グ
し
て
い
る
し
、
ふ
つ
う
は
そ
の
フ
ィ
ル
タ
を
他
人
に
選
ん
で
も
ら
う
よ
り
、
自
分
で
選
ん
だ
ほ
う
が
い
い
。『
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
よ
り
も
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
聞
の
価
値
観
に
つ
い
て
の
理
解
に
基
づ

い
て
フ
ィ
ル
タ
を
選
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
明
ら
か
に
、
個
別
の
ケ
ー
ス
で
は
こ
れ
で
何
の
問
題
も
あ
り
得
な
い
。

で
も
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
な
い
も
の
に
直
面
す
る
こ
と
に
も
価
値
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
個
人
と
し
て
は
、
貧
困
や
不
平
等
と
い
っ
た

問
題
は
避
け
た
い
か
ら
、
そ
う
い
う
事
実
を
自
分
の
世
界
か
ら
締
め
出
し
て
お
き
た
い
な
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
社
会
の
観
点
か

ら
す
る
と
、
市
民
た
ち
が
自
分
に
関
心
の
な
い
問
題
を
あ
っ
さ
り
無
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
の
市
民
た

ち
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
リ
ー
ダ
ー
を
選
ば
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
か
ら
（
51
）。

実
空
間
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
あ
ん
ま
り
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
大
概
不
完
全
だ
か
ら
。
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題

を
ど
ん
な
に
無
視
し
た
く
て
も
、
銀
行
に
行
く
と
き
に
は
否
応
な
く
ホ
ー
ム
レ
ス
た
ち
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
く
ら
不
平
等
さ
を
無
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視
し
た
く
て
も
、
空
港
ま
で
運
転
す
る
途
中
で
荒
れ
た
近
隣
を
ど
う
し
て
も
通
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
い
か
に
不
平
等
な
国
か
は
思
い
知
ら

さ
れ
る
。
で
き
れ
ば
考
え
た
く
な
い
よ
う
な
い
ろ
ん
な
問
題
が
、
無
理
に
で
も
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
く
る
。
実
空
間
で
は
、
わ
た
し
の
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
の
好
み
な
ん
か
お
か
ま
い
な
し
に
、
そ
れ
ら
が
わ
た
し
の
関
心
を
要
求
す
る
。

こ
れ
は
誰
で
も
そ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
超
大
金
持
ち
は
、
自
分
の
見
た
く
な
い
も
の
か
ら
自
分
を
切
り
離
せ
る
。
一
九
世
紀
イ
ギ

リ
ス
邸
宅
の
執
事
を
考
え
て
ほ
し
い
。
玄
関
に
出
て
、
ご
主
人
さ
ま
を
わ
ず
ら
わ
す
べ
き
で
な
い
と
思
っ
た
相
手
は
蹴
り
出
す
。
そ
の
ご
主

人
さ
ま
た
ち
は
、
完
全
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
た
人
生
を
送
っ
て
い
た
。
今
で
も
そ
う
い
う
人
は
い
る
。

で
も
わ
れ
わ
れ
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
他
人
の
問
題
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
社
会
に
影
響
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
こ
の
露
出
の
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
い
い
市
民
に
な
れ
る
（
52
）。

他
人
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
多
少
な
り
と
も
見
当

が
つ
け
ば
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
っ
と
き
ち
ん
と
考
え
て
投
票
も
で
き
る
。

す
る
と
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
不
完
全
さ
が
消
え
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
実
質
的
に
誰
も
が
執
事
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
う
な

る
だ
ろ
う
？

そ
う
し
た
世
界
は
、
憲
法
修
正
第
一
条
の
価
値
と
矛
盾
し
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

い
ら
れ
な
い
、
と
考
え
る
人
も
い
る
。
た
と
え
ば
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
、
憲
法
起
草
者
た
ち
が
抱
い
て
い
た
の
は
か
れ
が
憲
法
修

正
第
一
条
の
「
マ
デ
ィ
ソ
ン
式
」
根
拠
と
呼
ぶ
も
の
だ
っ
た
の
だ
、
と
か
な
り
強
力
に
論
じ
て
い
る
（
53
）。

こ
の
マ
デ
ィ
ソ
ン
式
根
拠
は
、
わ
れ

わ
れ
が
見
る
言
論
の
ミ
ッ
ク
ス
が
、
単
に
個
人
の
選
択
の
関
数
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
排
除
す
る
（
54
）。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
市
民
と

し
て
機
能
す
る
た
め
に
理
解
す
べ
き
問
題
に
、
確
実
に
一
通
り
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
、
と
サ
ン
ス
テ
イ
ン
は
主
張
す
る
。
だ
か

ら
そ
れ
は
、
消
費
者
に
よ
る
選
択
を
最
後
の
切
り
札
に
す
る
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
す
べ
て
否
定
す
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
式
で
、
選
択
は

悪
い
状
況
で
は
な
い
け
れ
ど
、
で
も
話
は
そ
れ
じ
ゃ
す
ま
な
い
。
イ
シ
ル
・
デ
・
ソ
ラ
・
プ
ー
ル
も
、
と
て
も
よ
く
似
た
論
点
を
展
開
し
て

い
る
。
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観
衆
が
、
特
殊
利
害
を
持
つ
小
集
団
に
ま
す
ま
す
細
分
化
さ
れ
て
い
く
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
全
国
的
な
流

行
や
懸
念
事
項
が
、
も
は
や
誰
も
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
少
数
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
う
ま
く
設
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
ト
レ
ン
ド
は
社
会
に
と
っ
て
、
大
衆
従
属
主
義
に
よ
る
問
題
の
裏
返
し
の
問
題
を
突
き
つ
け
る
。
民
主

社
会
の
結
束
と
有
効
な
働
き
は
、
な
ん
ら
か
の
公
開
ア
ゴ
ラ
に
み
ん
な
が
参
加
し
て
、
み
ん
な
が
同
じ
問
題
一
覧
に
取
り
組
む
こ
と
に
か
か
っ

て
い
る
。
実
際
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
い
く
ら
意
見
が
わ
か
れ
た
と
し
て
も
。
（
55
）

一
方
で
は
ジ
ョ
フ
リ
ー
・
ス
ト
ー
ン
み
た
い
な
学
者
が
い
て
、
同
じ
く
ら
い
強
力
に
、
こ
う
し
た
父
権
的
な
理
想
は
憲
法
起
草
者
の
言
論

の
自
由
の
根
拠
に
は
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
、
と
固
執
す
る
（
56
）。

修
正
第
一
条
は
、
単
に
個
人
の
選
択
を
国
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を

心
配
し
て
い
る
だ
け
だ
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
選
択
を
可
能
に
し
て
も
何
の
問
題
も
な
い
の
で
、
完
全
な
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
だ
っ

て
同
じ
く
問
題
じ
ゃ
な
い
。

優
秀
な
シ
カ
ゴ
大
の
法
学
教
授
同
士
が
こ
う
し
て
対
立
し
て
い
る
の
は
、
ま
た
も
や
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
示
す
も
の
で
、
ほ
か
の
隠
れ

た
あ
い
ま
い
さ
と
同
じ
く
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
旗
を
振
っ
た
と
こ
ろ
で
話
は
あ
ま
り
進
ま
な
い
と
思
う
。
サ
ン
ス
テ
イ
ン
の
議
論
を
サ
ン
ス
テ

イ
ン
自
身
に
適
用
す
れ
ば
、起
草
者
た
ち
の
憲
法
修
正
第
一
条
は
、議
論
の
詰
め
が
不
完
全
な
ま
ま
の
合
意
で
、そ
れ
が
完
全
な
フ
ィ
ル
タ
リ

ン
グ
の
こ
と
ま
で
は
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
と
あ
っ
さ
り
認
め
た
ほ
う
が
い
い
。
起
草
者
た
ち
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
あ
る
世
界
な
ん
か
想
像
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
起
草
者
た
ち
が
合
意
を
み
た
り
し
て
い
な
い
の
は
確
実
だ
。
も
し
あ
る
方
式
を
こ
と
さ
ら
支
持
す

る
つ
も
り
な
ら
、
自
分
の
支
持
し
た
い
価
値
観
は
自
分
で
掲
げ
よ
う
。
そ
れ
が
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
る
な
ん
て
主
張
す
る
の
で
は
な
く
。

で
、
ど
ん
な
価
値
を
選
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
見
方
で
は
、
完
全
な
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
支
持
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
（
57
）。

最
高
に
効
率

よ
い
検
閲
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
べ
き
で
は
な
い
―
―
そ
れ
を
や
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
目
に
見
え
な
い
形
で
上
流
で
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
で
き
る
よ
う
な
方
式
に
は
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
。
さ
ら
に
、
世
界
的
に
み
て
言
論
を
必
要
以
上
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
て
し
ま
う
傾
向
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が
あ
る
以
上
、
完
全
な
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
支
持
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
。
も
し
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
い
と
思
う
言
論
が
あ
る
な
ら
、
そ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ユ
ー
ザ
ー
に
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
し
よ
う
。
政
治
的
な
反
応
が
可
能
な
の
は
、
規
制
が
は
っ
き
り
見
え
る
と
き
だ

け
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、
ど
っ
ち
か
を
選
ぶ
な
ら
、
わ
た
し
は
重
要
な
公
共
的
価
値
を
最
も
改
変
し
な
い
よ
う
な
方
式
を
選
ぶ
。
子
ど
も
に
自
己

申
告
さ
せ
る
方
式
は
、
実
質
的
に
全
言
論
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
方
式
ほ
ど
は
改
変
が
少
な
い
。
ゾ
ー
ニ

ン
グ
方
式
は
、
改
変
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
規
制
用
に
使
い
ま
わ
せ
る
部
分
が
少
な
い
―
―
既
存
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

に
対
す
る
変
化
も
最
低
限
で
、
ほ
か
の
も
っ
と
ず
っ
と
強
力
な
規
制
に
そ
う
そ
う
簡
単
に
拡
大
で
き
な
い
。

ゾ
ー
ニ
ン
グ
方
式
は
法
律
が
必
要
で
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
方
式
が
個
人
の
選
択
し
か
必
要
と
し
な
い
場
合
で
も
、
わ
た
し
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ

方
式
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
国
が
法
と
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ミ
ッ
ク
ス
を
変
え
よ
う
と
動
い
て
い
る
な
ら
、
あ
る
文
脈
で
は
法
で
押
し

て
、
あ
る
文
脈
で
は
規
範
で
押
し
て
い
て
も
、
わ
た
し
は
気
に
し
な
い
。
わ
た
し
か
ら
見
れ
ば
、
問
題
は
結
果
で
あ
っ
て
、
や
り
方
で
は
な

い
―
―
そ
う
い
う
変
化
で
生
じ
た
方
式
は
、
言
論
の
自
由
の
価
値
を
守
っ
て
く
れ
る
か
？

ほ
か
の
人
た
ち
は
、
法
と
個
人
の
行
動
と
の
ち
が
い
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
。
か
れ
ら
は
、
国
の
規
制
な
ら
な
ん
で
も
か
ん
で
も
疑
わ
し
く
、

個
人
の
行
動
者
に
よ
る
規
制
は
憲
法
に
よ
る
見
直
し
の
適
用
範
囲
外
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
に
も
一
理
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の

憲
法
は
か
れ
ら
を
支
持
し
て
い
る
。

で
も
、
前
に
も
に
お
わ
せ
た
し
、
こ
の
あ
と
で
も
弁
護
す
る
こ
と
だ
け
れ
ど
、
法
律
家
の
引
く
線
に
あ
ま
り
囚
わ
れ
す
ぎ
な
い
ほ
う
が
い

い
と
思
う
。
問
題
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
保
護
し
て
ほ
し
い
価
値
観
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
だ
。
具
体
的
な
や
り
方
は
、
法
律

家
が
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
。

わ
た
し
の
「
自
己
矛
盾
」
を
突
つ
き
た
が
る
、
む
か
つ
く
懐
疑
論
者
た
ち
は
、
こ
こ
で
ま
た
揚
げ
足
を
と
り
た
が
る
だ
ろ
う
。
前
章
で
は
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
し
て
本
質
的
に
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
そ
の
も
の
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
支
持
し
た
。
Ｐ
３
Ｐ
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
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Ｓ
と
同
じ
く
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
マ
シ
ン
同
士
が
交
渉
す
る
の
を
可
能
に
す
る
。
Ｐ
３
Ｐ
で
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ

い
て
の
ル
ー
ル
で
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
で
は
そ
れ
が
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
だ
。
だ
っ
た
ら
お
ま
え
は
な
ぜ
片
っ
ぽ
を
支
持
し
て
お
き
な

が
ら
、
も
う
片
っ
ぽ
に
反
対
し
た
り
で
き
る
ん
だ
、
と
懐
疑
論
者
は
聞
く
。

答
え
は
前
と
同
じ
だ
。
言
論
の
価
値
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
価
値
と
は
ち
が
う
。
わ
れ
わ
れ
が
言
論
に
対
し
て
課
し
た
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
し
て
課
し
た
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
よ
り
も
弱
い
。
知
的
財
産
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
一
部
を
効
か
な
く
す
る
の

と
同
じ
理
由
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
一
部
は
無
効
に
す
べ
き
だ
。
多
少
の
ゴ
タ
ゴ
タ
や
摩
擦
は
、
コ
ス
ト
で
は
な
く

価
値
な
の
だ
。

で
も
こ
う
し
た
価
値
は
、
わ
た
し
が
そ
う
言
う
か
ら
と
い
う
だ
け
で
ち
が
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
い
い
や
。
そ
れ
は
、
・わ
・れ
・わ
・れ
・が
ち

が
う
と
判
断
す
れ
ば
ち
が
う
も
の
に
な
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
。
実
空
間
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ち
が
う
も
の
と
し
て
扱
う
。
わ
た
し

の
唯
一
言
い
た
い
こ
と
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
ど
う
し
た
い
か
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
選
択
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

迷
惑
メ
ー
ル
の
規
制

迷
惑
メ
ー
ル
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
最
も
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
論
じ
た
本
は
山
ほ
ど
あ

る
。
そ
の
多
く
は
、
高
度
な
ベ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ
か
ら
、
電
子
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
の
壮
大
な
再
設
計
ま
で
見
事
な
技
術
的
ア
イ
デ
ア
で
い
っ
ぱ

い
だ
。

だ
が
法
律
家
た
る
わ
た
し
が
最
も
驚
か
さ
れ
る
（
そ
し
て
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
著
者
と
し
て
最
も
が
っ
か
り
す
る
）
の
は
、
そ
の
す
べ
て
が
迷

惑
メ
ー
ル
対
策
と
し
て
重
要
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
法
律
だ
。
か
れ
ら
は
ベ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

や
最
新
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
技
法
の
価
値
を
法
の
価
値
と
比
較
し
た
う
え
で
、
法
が
こ
う
し
た
技
法
よ
り
劣
る
と
判
断
し
た
わ
け
じ
ゃ
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な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
法
の
価
値
は
ゼ
ロ
だ
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
の
だ
―
―
ま
る
で
迷
惑
メ
ー
ル
と
い
う
の
が
、
人
間
の

欲
求
や
発
想
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
生
き
る
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
一
種
だ
と
で
も
言
う
よ
う
に
。

こ
れ
は
実
質
的
に
は
規
制
戦
略
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
驚
く
よ
う
な
見
落
と
し
だ
。
本
書
で
一
貫
し
て
主
張
し
た
よ
う
に
、
サ
イ
バ
ー

空
間
の
よ
い
政
策
の
鍵
は
、
各
種
規
制
様
式
の
適
切
な
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
て
、
一
発
必
殺
の
銀
の
弾
丸
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
だ
け
で
迷
惑

メ
ー
ル
の
問
題
が
解
決
で
き
る
と
い
う
発
想
は
バ
カ
げ
て
い
る
―
―
コ
ー
ド
は
必
ず
抜
け
道
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
わ
な
い
よ
う
な
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
な
け
れ
ば
必
ず
抜
け
道
は
使
わ
れ
る
。
法
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
る
ツ
ー
ル
な
の
で
、
こ
こ
で
も
使
わ
れ
る
ツ
ー
ル
と
な

る
べ
き
だ
。

ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
法
で
は
役
に
立
た
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
は
フ
ィ
ル
タ
を
か
わ
す
よ
り
法
を
か
わ
す
ほ
う
が
上
手

だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
で
も
こ
の
発
想
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
に
つ
い
て
の
あ
る
重
要
な
点
を
見
落
と
し
て
い
る
。「
迷
惑
メ
ー
ル
」
は
ウ
ィ

ル
ス
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
「
迷
惑
メ
ー
ル
」
と
い
う
と
き
は
ウ
ィ
ル
ス
の
話
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
標
的
は
、
商
業
取
引

を
も
た
ら
す
よ
う
な
狙
い
を
も
っ
た
通
信
の
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
取
引
の
ほ
と
ん
ど
は
バ
カ
げ
て
い
る
―
―
老
化
を
止
め
る
ク
ス
リ
、
即
席

減
量
薬
な
ど
。
一
部
の
取
引
は
ご
く
正
当
な
も
の
だ
―
―
過
剰
在
庫
の
放
出
セ
ー
ル
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
紹
介
な
ど
。
だ
が
こ
れ
ら
す

べ
て
、
最
終
的
に
は
一
つ
の
も
の
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
お
金
だ
。
そ
し
て
お
金
を
ほ
し
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
お
金
の
行
き

先
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
行
き
先
こ
そ
規
制
の
対
象
と
な
る
べ
き
だ
。

で
は
そ
の
規
制
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
？

こ
こ
で
の
狙
い
は
ポ
ル
ノ
の
と
き
と
同
じ
く
、「
合
意
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
確
保
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
べ
き
だ
。
つ
ま
り

規
制
の
唯
一
の
目
的
は
、
非
合
意
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
、
合
意
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
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べ
き
だ
。
こ
の
目
的
が
あ
ら
ゆ
る
言
論
の
場
合
に
成
り
立
つ
と
は
思
わ
な
い
。
だ
が
こ
の
状
況
―
―
私
的
メ
ー
ル
や
ブ
ロ
グ
で
、
帯
域
幅
が

限
ら
れ
て
い
て
、
言
論
の
費
用
が
受
け
手
に
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
―
―
で
は
個
人
が
受
け
取
り
た
く
な
い
商
業
通
信
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
適
切
だ
と
考
え
る
。

じ
ゃ
あ
そ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

今
日
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
供
給
に
対
し
て
唯
一
意
味
あ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
規
制
様
式
は
コ
ー
ド
だ
。
技
術
者
た
ち
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
を

ブ
ロ
ッ
ク
す
る
技
術
の
考
案
に
す
さ
ま
じ
い
才
能
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
技
術
に
は
二
種
類
あ
る
―
―
一
つ
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
よ
る

も
の
、
一
つ
は
送
り
手
の
ふ
る
ま
い
に
よ
る
も
の
。

コ
ン
テ
ン
ツ
に
注
目
す
る
技
術
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
が
何
か
を
調
べ
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
、
多
数
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
だ
。
ジ

ョ
ナ
サ
ン
・
ジ
ア
ル
ス
キ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
技
術
は
す
さ
ま
じ
く
改
善
さ
れ
た
。
初
期
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
式
フ
ィ
ル
タ
の

誤
認
識
率
は
一
割
く
ら
い
だ
っ
た
が
、
ベ
イ
ズ
式
技
術
は
九
九
・
五
〜
九
九
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
精
度
を
誇
る
（
58
）。

だ
が
こ
う
し
た
技
術
に
関
す
る
唯
一
最
大
の
問
題
は
、
そ
れ
が
生
み
出
す
軍
拡
競
争
だ
（
59
）。

迷
惑
メ
ー
ル
業
者
も
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理

者
が
迷
惑
メ
ー
ル
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
の
に
使
う
の
と
同
じ
フ
ィ
ル
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
フ
ィ
ル
タ
が
ヒ
ュ
ー
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
も
の
な
ら
（
60
）。

だ
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
身
を
あ
れ
こ
れ
変
え
て
み
て
、
フ
ィ
ル
タ
を
素
通
り
す
る
よ
う
に
で
き
る
。
す
る

と
フ
ィ
ル
タ
作
者
は
フ
ィ
ル
タ
を
変
え
る
。
う
ま
く
変
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
フ
ィ
ル
タ

は
し
ば
し
ば
、
強
す
ぎ
た
り
弱
す
ぎ
た
り
す
る
―
―
つ
ま
り
必
要
以
上
に
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
し
ま
っ
た
り
、
必
要
以
上
に
通
し
て
し
ま
っ
た
り

す
る
。
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コ
ー
ド
に
よ
る
第
二
の
迷
惑
メ
ー
ル
ブ
ロ
ッ
ク
手
法
は
、
送
り
手
の
や
り
方
に
注
目
す
る
―
―
そ
れ
は
迷
惑
メ
ー
ル
を
送
る
人
間
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
転
送
し
て
い
る
サ
ー
バ
ー
の
こ
と
だ
。
多
数
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
正
義
漢
―
―
つ
ま
り
法
規
制
な
し
の

世
界
で
正
義
の
た
め
に
行
動
す
る
人
―
―
は
良
い
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
と
悪
い
サ
ー
バ
ー
の
一
覧
を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス

ト
は
、
メ
ー
ル
を
送
る
と
き
に
そ
の
サ
ー
バ
ー
が
使
う
ル
ー
ル
を
検
討
す
る
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
正
義
漢
た
ち
の
ル
ー
ル
に
従
わ

な
い
サ
ー
バ
ー
は
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
り
、
そ
う
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
う
人
々
は
そ
こ
に
載
っ
た
サ
ー
バ
ー
か
ら
の
メ
ー
ル
を
す

べ
て
拒
絶
す
る
。

サ
ー
バ
ー
の
「
誤
用
」
を
避
け
る
最
高
の
方
法
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
な
ら
、
こ
の
仕
組
み
は
す
ば
ら
し
い
。
で
も
そ
ん
な
合
意
は
な
い
。

善
良
な
人
々
の
間
で
も
、
迷
惑
メ
ー
ル
を
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
か
に
つ
い
て
見
解
の
相
違
は
存
在
す
る
（
61
）。

だ
が
こ
う
し
た
差
は
、
ボ

イ
コ
ッ
ト
の
力
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
き
わ
め
て
強
力
だ
。
も
し
あ
な
た
の
メ
ー
ル
の
宛
先
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理

者
の
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
ル
ー
ル
の
た
め
に
メ
ー
ル
を
受
け
取
れ
な
い
と
な
っ
た
ら
、
そ
の
サ
ー
バ
ー
の
ル
ー
ル
は
―
―
ど
ん
な
に
ま
と
も
な

も
の
で
も
―
―
変
わ
る
の
は
確
実
だ
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
る
と
い
う
決
定
に
つ
い
て
は
文
句
を
言
う
先
が
な
い
。

ポ
ル
ノ
の
私
的
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
の
よ
う
に
、
ま
ち
が
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
も
、
法
的
に
そ
れ
を
正
す
手
段
は
な
か
な
か

な
い
。
だ
か
ら
多
く
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
い
が
た
め
に
、
ま
と
も
に
機
能
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。

さ
て
こ
う
し
た
技
術
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
迷
惑
メ
ー
ル
防
止
に
役
立
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
。
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

よ
る
プ
ロ
セ
ス
な
し
の
ブ
ロ
ッ
ク
手
法
に
は
特
に
懸
念
を
覚
え
る
。
そ
し
て
迷
惑
メ
ー
ル
で
な
い
も
の
が
迷
惑
メ
ー
ル
扱
い
さ
れ
た
こ
と

で
、
わ
た
し
自
身
も
か
な
り
恥
を
か
き
、
コ
ス
ト
も
負
担
さ
せ
ら
れ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
手
法
が
全
体
と
し
て
機
能
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た

コ
ス
ト
も
我
慢
で
き
る
。
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で
も
、
機
能
し
て
い
な
い
。
迷
惑
メ
ー
ル
の
総
量
は
増
え
る
一
方
だ
。
ラ
ド
カ
ト
グ
ル
ー
プ
は
、「
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
は
メ
ー
ル
の
七

割
は
迷
惑
メ
ー
ル
に
な
る
と
予
測
」
し
て
い
る
（
62
）。

そ
し
て
迷
惑
メ
ー
ル
の
成
長
率
が
鈍
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
あ
る
も
の
の
、
迷
惑
メ
ー

ル
に
よ
る
汚
染
が
改
善
し
て
い
る
と
い
う
ま
と
も
な
証
拠
は
な
い
（
63
）。

連
邦
立
法
に
よ
る
唯
一
の
対
応
で
あ
る
Ｃ
Ａ
Ｎ
―
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｍ
法
は
、
多

く
の
革
新
的
な
州
に
よ
る
解
決
策
を
阻
止
し
て
し
ま
っ
た
し
、
目
に
見
え
る
効
果
は
あ
げ
て
い
な
い
（
64
）。

こ
う
し
た
技
法
は
迷
惑
メ
ー
ル
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
の
観
点
か
ら
は
迷
惑
メ
ー
ル
で
な
い
（
65
）適

正

な
バ
ル
ク
メ
ー
ル
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
し
ま
う
。
最
も
重
要
な
例
は
政
治
的
な
メ
ー
ル
だ
。
メ
ー
ル
の
大
き
な
利
点
の
一
つ
は
、
社
会
政
治
的

な
発
言
の
費
用
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
政
治
的
発
言
の
機
会
を
広
げ
て
く
れ
る
。
だ
が
迷
惑
メ
ー
ル
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
技

術
は
、
こ
う
し
た
重
要
な
社
会
的
発
言
形
態
に
対
す
る
負
担
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
当
初
提
供
し
て
く
れ
た
重
要

な
約
束
を
実
質
的
に
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
コ
ー
ド
だ
け
に
よ
る
規
制
が
失
敗
し
た
こ
と
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
重
要
な
価
値
の
少
な
く
と

も
一
つ
に
対
し
て
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
、
コ
ー
ド
だ
け
に
よ
る
規
制
の
代
替
案
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
問
題

は
、
ど
ん
な
様
式
の
ミ
ッ
ク
ス
が
正
当
な
規
制
目
的
を
一
番
う
ま
く
実
現
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
ず
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
な
ぜ
迷
惑
メ
ー
ル
は
か
く
も
扱
い
に
く
い
の
か
？

単
純
な
理
由
は
そ
れ
に
ラ
ベ
ル
が
な
い
か
ら
だ
。
受

け
取
っ
た
メ
ー
ル
が
迷
惑
メ
ー
ル
か
ど
う
か
は
、
開
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
だ
と
わ
か
っ
た
ら
読
ん
で
も
ら
え
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
れ

こ
れ
手
を
尽
く
し
て
、
そ
れ
が
迷
惑
メ
ー
ル
で
な
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
想
像
し
よ
う
。
法
律
で
、
迷
惑
メ
ー
ル
に
は
ラ
ベ
ル
が
い
る
こ
と
が
決
ま
り
、
そ
れ
が
う
ま
く
実
施
さ
れ
た

と
し
よ
う
。
こ
れ
は
と
て
も
想
像
し
に
く
い
の
は
わ
か
る
が
、
ち
ょ
っ
と
我
慢
し
て
ほ
し
い
。
あ
ら
ゆ
る
迷
惑
メ
ー
ル
の
題
名
に
指
定
の
ラ
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ベ
ル
が
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
―
―
た
と
え
ば
〔
広
告
〕
と
入
っ
て
い
る
わ
け
だ
（
66
）。

ま
あ
最
初
は
ど
う
な
る
か
わ
か
る
。
誰
も
（
ほ
と
ん
ど
の
人
）
が
、
メ
ー
ル
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
メ
ー
ル
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
、
題
名
に

〔
広
告
〕
と
あ
る
も
の
は
全
部
ブ
ロ
ッ
ク
し
ろ
と
指
示
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
メ
ー
ル
史
上
の
輝
か
し
い
瞬
間
と
な
る
は
ず
だ
。
迷
惑
メ
ー

ル
の
な
か
っ
た
時
代
へ
の
回
帰
。

規
制
の
最
終
的
な
成
果
は
、
必
ず
し
も
最
初
の
結
果
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
規
制
で
は
、
最
初
の
結
果
が
一
時
的
な

も
の
で
し
か
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
未
承
認
の
メ
ー
ル
が
受
信
箱
に
と
っ
て
価
値
を
持
つ
な
ら
、
こ
の
最
初
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
別
の
や
り
方

で
受
信
箱
に
入
り
込
も
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
そ
の
方
式
に
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。

1
送
り
手
は
そ
う
し
た
メ
ー
ル
を
受
け
取
る
よ
う
に
、
受
け
手
を
懐
柔
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
未
承
認
だ
っ
た
メ
ー
ル
は

承
認
済
み
と
な
り
、
迷
惑
メ
ー
ル
で
は
な
く
な
る
。

2
送
り
手
は
題
名
欄
に
別
の
タ
グ
を
追
加
で
き
る
。
迷
惑
メ
ー
ル
が
旅
行
関
連
な
ら
〔
広
告
〕〔
旅
行
〕
と
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
受
け
手
は

フ
ィ
ル
タ
を
変
更
し
て
、
旅
行
関
係
の
も
の
だ
け
は
通
す
よ
う
に
で
き
る
。

3
送
り
手
は
メ
ー
ル
を
受
信
し
て
く
れ
た
ら
お
金
を
支
払
う
よ
う
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
メ
ー
ル
に
は
添
付
書
類
が
つ
い
て

い
て
、
そ
れ
が
一
円
か
そ
こ
ら
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
す
る
わ
け
だ
。
受
け
手
は
そ
う
し
た
お
ま
け
が
つ
い
た
広
告
な
ら
受
け
取
る
。

こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
の
変
化
で
重
要
な
の
は
、
い
ま
や
受
け
手
は
商
業
メ
ー
ル
を
自
主
的
な
選
択
で
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
ご
ま
か
し
で
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
初
期
の
規
制
か
ら
の
発
展
に
よ
り
通
信
は
増
え
る
が
、
合
意
に
よ
る
通

信
を
奨
励
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
非
合
意
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
―
―
ま
あ
こ
の
規
制
が
遵
守
さ
れ
た
と
す
れ
ば
だ

が
―
―
（
ほ
と
ん
ど
が
）
排
除
さ
れ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
一
ペ
ー
ジ
で
迷
惑
メ
ー
ル
問
題
は
解
決
さ
れ
た
わ
け
だ
―
―
こ
の
ラ
ベ
ル
づ
け
の
規
則
が
守
ら
れ
た
と
す
れ
ば
だ
が
。

で
も
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
な
い
想
定
だ
。
当
初
の
効
果
で
市
場
が
大
幅
に
縮
小
す
る
の
に
、
ど
こ
の
業
者
が
そ
ん
な
規
制
に
応
じ
る
だ
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ろ
う
か
？

こ
の
疑
問
に
応
え
る
に
は
、
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
悪
意
ウ
ェ
ア
に
対
し
て
迷
惑
メ
ー
ル
が
持
つ
明
確
な
点
に
戻
っ
て
考
え
よ
う
。
迷
惑
メ
ー

ル
は
金
儲
け
の
た
め
に
存
在
す
る
。
金
儲
け
を
求
め
る
人
々
は
、
規
制
が
比
較
的
簡
単
だ
。
規
制
対
象
が
金
目
当
て
な
ら
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
変
え
れ
ば
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
規
制
を
無
視
す
る
ほ
う
が
遵
守
す
る
よ
り
コ
ス
ト
が
高
け
れ
ば
、
迷
惑
メ
ー
ル
業
者

は
（
一
般
に
）
遵
守
す
る
よ
う
に
な
る
。
遵
守
す
る
と
い
う
の
は
迷
惑
メ
ー
ル
発
送
の
や
り
方
を
変
え
る
か
、
業
種
を
変
え
る
か
と
い
う
こ

と
だ
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
れ
ば
迷
惑
メ
ー
ル
の
ふ
る
ま
い
も
変
わ
る
。

で
は
法
に
よ
っ
て
ど
う
や
っ
て
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？

迷
惑
メ
ー
ル
業
者
が
法
な
ん
か

に
関
心
を
払
う
理
由
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
？

人
々
が
こ
ん
な
こ
と
を
聞
く
の
は
、
政
府
が
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
の
摘
発
に
あ
ま
り
手
間
暇
か
け
て
い
な
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
い

る
か
ら
だ
。
政
府
に
は
ほ
か
に
も
っ
と
だ
い
じ
な
仕
事
が
あ
る
（
と
政
府
は
思
っ
て
い
る
）。
だ
か
ら
迷
惑
メ
ー
ル
を
犯
罪
化
す
る
よ
う
な

法
律
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
業
者
は
怯
え
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
コ
ー
ド
作
者
が
迷
惑
メ
ー
ル
用
の
す
ば
ら
し
く
高
度
な
フ
ィ
ル
タ
を
書
く
と
き
に
示
し
た
よ
う
な
創
造

性
を
、
法
の
適
用
に
お
い
て
も
見
せ
る
こ
と
だ
。
政
府
が
適
用
す
る
法
が
、
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
を
怖
が
ら
せ
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
法
を
見
つ
け
な
く
て
は
。

こ
う
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
は
、
上
手
に
規
制
さ
れ
た
懸
賞
金
方
式
だ
ろ
う
。
法
は
迷
惑
メ
ー
ル
に
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
よ
う
義
務

づ
け
る
。
そ
れ
が
唯
一
の
要
件
だ
。
だ
が
そ
れ
を
怠
っ
た
ら
、
州
の
訴
追
を
受
け
る
か
、
懸
賞
金
方
式
を
通
じ
た
罰
則
だ
。
公
正
取
引
委
員

会
は
、
十
分
な
数
の
懸
賞
金
稼
ぎ
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
懸
賞
金
を
設
定
す
る
。
そ
う
し
た
懸
賞
金
稼
ぎ
は
、
法
を
遵
守
し
な
い

メ
ー
ル
の
責
任
主
体
を
最
初
に
通
報
し
た
ら
（
あ
る
い
は
最
初
の
五
人
の
一
人
な
ら
）
懸
賞
金
が
も
ら
え
る
。

で
も
懸
賞
金
稼
ぎ
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

ま
ず
は
、
規
制
が
遵
守
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
だ
。
そ
の
一
つ
は
簡
単
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で
、
一
つ
は
む
ず
か
し
い
。
ラ
ベ
ル
が
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
簡
単
な
判
定
だ
。
そ
の
メ
ー
ル
が
商
業
メ
ー
ル
か
ど
う
か
は
、
も
っ
と
複

雑
な
判
断
が
必
要
と
な
る
。

賞
金
稼
ぎ
は
、
規
制
が
破
ら
れ
た
と
確
信
し
た
ら
、
誰
に
責
任
が
あ
る
か
を
突
き
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
鍵
は
、

議
会
が
こ
れ
ま
で
に
可
決
し
た
唯
一
の
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
法
で
あ
る
Ｃ
Ａ
Ｎ
―
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｍ
法
で
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ケ
イ
ン
上
院
議
員
が
導
入

し
た
ア
イ
デ
ア
に
従
う
こ
と
だ
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
と
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
送
り
手
に
責
任
を
負
わ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
迷
惑
メ
ー
ル
を

広
告
と
し
て
使
っ
て
い
る
存
在
に
責
任
を
負
わ
せ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。

九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
業
者
を
突
き
止
め
る
の
は
不
可
能
だ
。
そ
の
情
報
を
隠
す
ス
パ
ム
業
者
の

技
術
は
き
わ
め
て
高
度
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
67
）。

だ
が
、
迷
惑
メ
ー
ル
を
広
告
と
し
て
使
っ
て
い
る
存
在
と
な
る
と
話
が
ち
が
う
。
ス
パ
ム
が
機
能
す
る
に
は
、
さ
っ
き
も
述
べ
た
が
最
終

的
に
こ
ち
ら
が
お
金
を
支
払
う
相
手
が
い
る
は
ず
だ
。
お
金
を
支
払
う
の
が
む
ず
か
し
け
れ
ば
、
迷
惑
メ
ー
ル
は
そ
の
費
用
分
の
収
益
を
も

た
ら
せ
な
い
。

で
は
迷
惑
メ
ー
ル
を
広
告
と
し
て
使
っ
て
い
る
存
在
を
ど
う
や
っ
て
追
跡
し
よ
う
か
？

こ
こ
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
市
場
が
助
け
に
登
場
す
る
。「
懸
賞
稼
ぎ
」
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
る
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
使
お
う
と

す
れ
ば
、
常
に
無
効
だ
と
し
て
は
ね
ら
れ
る
。
で
も
そ
れ
を
使
お
う
と
す
る
と
、
そ
の
取
引
に
特
殊
な
フ
ラ
グ
が
立
っ
て
、
カ
ー
ド
の
持
ち

主
は
誰
が
そ
れ
に
課
金
し
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
情
報
を
得
ら
れ
る
。
こ
の
カ
ー
ド
の
唯
一
の
狙
い
は
、
悪
者
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
突
き
止

め
る
こ
と
だ
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
は
、
こ
う
し
た
カ
ー
ド
の
発
行
に
つ
い
て
特
別
料
金
を
取
る
か
、
課
金
毎
に
手
数
料
を
取
っ
て
も

い
い
。
カ
ー
ド
会
社
に
も
儲
け
に
な
る
よ
う
な
料
金
設
定
を
す
れ
ば
い
い
。
だ
が
こ
う
し
た
カ
ー
ド
を
使
え
ば
賞
金
稼
ぎ
た
ち
は
、
お
金
の

行
き
先
に
つ
い
て
有
益
な
記
録
を
作
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
賞
金
稼
ぎ
は
賞
金
を
も
ら
え
ば
い
い
。

で
も
、
悪
意
あ
る
人
物
が
他
人
を
陥
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
？

た
と
え
ば
競
合
相
手
の
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
ス
洗
剤
が
大
嫌
い
だ
っ
た
と
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し
よ
う
。
そ
こ
で
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
を
雇
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
全
住
民
に
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
ス
洗
剤
の
特
別
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
宣
伝

す
る
。
口
座
を
開
い
て
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
ス
に
金
が
入
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
賞
金
稼
ぎ
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
っ
て
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク

ス
を
犯
人
に
仕
立
て
る
。
公
正
取
引
委
員
会
に
出
か
け
て
賞
金
を
も
ら
い
、
公
正
取
引
委
員
会
は
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
ス
に
高
額
の
罰
金
を
科
し

て
、
エ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
ス
は
倒
産
。

こ
れ
は
賞
金
稼
ぎ
方
式
で
は
す
べ
て
重
要
な
懸
念
と
な
る
。
で
も
こ
れ
も
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
う
ま
く
考
え
れ
ば
対
応
で
き
る
。
ま
ず

最
も
明
ら
か
な
手
法
と
し
て
、
こ
う
し
た
詐
欺
は
死
刑
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
ま
あ
死
刑
で
な
く
て
も
い
い
か
。
で
も
か
な
り
の
厳
罰
に

す
る
）。
第
二
に
、
こ
の
迷
惑
メ
ー
ル
法
に
違
反
し
て
起
訴
さ
れ
た
人
物
や
企
業
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
配
信
の
た
め
に
誰
か
を
雇
っ
た
り
指
示

を
出
し
た
り
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
宣
誓
の
も
と
で
主
張
で
き
る
。
そ
う
し
た
主
張
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
会
社
は
罰
則
を
受
け

な
い
。
で
も
そ
の
主
張
は
、
も
し
虚
偽
が
証
明
さ
れ
た
ら
き
わ
め
て
重
い
罰
が
伴
う
―
―
個
人
資
産
も
企
業
資
産
も
没
収
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
だ
。
こ
う
し
た
宣
誓
に
署
名
す
る
企
業
は
、
一
度
は
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
の
原
則
を
適
用
さ
れ
る
。
だ
が
何
度
も
そ
う
し
た
宣
誓
に
署
名

す
る
よ
う
な
企
業
は
、
政
府
の
調
査
対
象
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
送
り
手
は
か
な
り
の
注
目
を
集
め
て
し
ま
う

の
で
、
迷
惑
メ
ー
ル
は
も
は
や
商
売
と
し
て
魅
力
を
失
う
。

こ
こ
で
も
、
解
決
策
は
様
式
混
合
戦
略
と
な
る
。「
法
」
が
迷
惑
メ
ー
ル
の
「
コ
ー
ド
」
に
変
更
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
ら
す
（
い
ま

や
ラ
ベ
ル
が
つ
く
）。
そ
の
法
は
複
雑
な
「
市
場
」
と
「
規
範
」
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
通
じ
て
強
制
さ
れ
る
―
―
賞
金
稼
ぎ
に
な
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
は
、
金
銭
的
で
も
あ
り
規
範
的
で
も
あ
る
（
人
々
は
本
当
に
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
が
悪
事
を
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
）
し
、
賞

金
稼
ぎ
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
作
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
も
な
る
。
う
ま
く
や
れ
ば
、
こ
う
し
た
様
式
の
ミ
ッ
ク
ス
は
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
の

直
面
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
変
え
る
。
そ
し
て
う
ま
く
や
れ
ば
、
そ
の
変
化
は
ほ
と
ん
ど
の
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
を
別
の
事
業
へ
と
追
い
や

る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
戦
略
に
は
限
界
が
あ
る
。
外
国
サ
イ
ト
に
は
あ
ま
り
効
か
な
い
。
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
関
心
（
ま
た
は
病
的
な
こ
だ
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わ
り
）
の
あ
る
迷
惑
メ
ー
ル
業
者
に
は
効
か
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
連
中
は
、
最
初
に
述
べ
た
コ
ー
ド
に
よ
る
解
決
策
で
対
応
で
き
る
。
商

業
的
に
合
理
的
な
迷
惑
メ
ー
ル
の
大
半
が
排
除
さ
れ
た
ら
、
そ
の
他
の
ケ
ー
ス
は
も
っ
と
直
接
処
理
す
れ
ば
い
い
。

　こ
れ
は
長
い
節
だ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
初
の
も
の
は
、
観
点
に
つ
い
て
の
主
張
だ
。
あ
る
規
制
が
「
言

論
や
出
版
の
自
由
を
阻
害
す
る
」
か
ど
う
か
考
え
る
に
は
、
比
較
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
必
要
だ
。
本
節
で
描
い
た
規
制
は
、
現
実
空
間
で
の

実
質
的
な
規
制
を
復
元
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
言
論
を
「
阻
害
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
例
は
言
論
の
自
由
に
と
っ
て
、
言
論
を
規
制
す
る
よ
り
何
も
し
な
い
ほ
う
が
悪
い
結
果
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ポ
ル
ノ
を
制
限
す
る
た
め
に
ま
っ
た
く
法
規
制
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
に
対
応
す
る
ダ
メ
な
コ
ー
ド
が
爆
発
的
に
増
え
る
だ
け

だ
。
迷
惑
メ
ー
ル
に
対
す
る
有
効
な
法
規
制
が
な
い
た
め
に
、
メ
ー
ル
を
ダ
メ
に
す
る
ダ
メ
な
コ
ー
ド
が
爆
発
的
に
増
え
た
。
法
律
が
な
い

と
、
と
き
に
ダ
メ
な
コ
ー
ド
が
で
き
て
し
ま
う
。
ポ
ル
ク
・
ワ
グ
ナ
ー
も
同
じ
論
点
を
主
張
す
る
。「
法
と
ソ
フ
ト
が
あ
わ
さ
っ
て
規
制
条

件
を
定
義
づ
け
る
。
法
が
減
っ
て
も
自
由
が
増
え
る
と
は
限
ら
な
い
」
（
68
）。

コ
ー
ド
と
法
は
ど
ち
ら
も
規
制
す
る
も
の
だ
か
ら
（
そ
の
性
質
は

ち
が
う
に
し
て
も
）、
悪
い
規
制
は
種
類
を
問
わ
ず
避
け
る
べ
き
な
の
だ
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
例
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
に
常
に
伴
う
混
合
様
式
戦
略
の
好
例
だ
。
片
方
一
つ
で
す
べ
て
解
決
と
は
な
ら
な
い

―
―
東
海
岸
コ
ー
ド
だ
ろ
う
と
西
海
岸
コ
ー
ド
だ
ろ
う
と
。
む
し
ろ
技
法
の
混
合
が
あ
る
―
―
あ
る
規
制
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
様
式
を

混
ぜ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
混
ぜ
具
合
は
、
規
制
者
間
の
絡
み
合
い
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
ポ
ル
ク
・
ワ
グ

ナ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
均
衡
だ
。
だ
が
法
は
、
そ
の
特
定
の
政
策
を
推
進
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
べ
く
、
混
ざ
り
具
合
を
調
整

す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

こ
こ
で
は
賢
い
規
制
に
よ
り
、
規
制
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
満
た
す
破
壊
的
な
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

今
度
は
言
論
の
自
由
の
利
益
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
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言
論
の
規
制

：

フ
リ
ー
文
化

サ
イ
バ
ー
空
間
が
言
論
の
自
由
に
対
し
て
持
つ
特
別
な
関
係
を
考
え
る
べ
き
第
三
の
文
脈
は
、
一
〇
章
か
ら
直
接
つ
な
が
る
も
の
だ
。
そ

こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
著
作
権
法
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
の
絡
み
合
い
は
、
著
作
権
の
到

達
範
囲
が
い
ま
や
ど
ん
な
立
法
者
も
考
え
た
こ
と
さ
え
な
い
よ
う
な
創
造
性
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
変
化
の
要
素
は
簡
単
だ
。
著
作
権
法
は
最
低
で
も
「
複
製
」
を
規
制
す
る
。
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
「
複
製
」
を
作
る
こ
と
で

機
能
す
る
。
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
は
、
複
製
を
作
ら
ず
に
は
作
品
を
利
用
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
お
い
て
は
、
少
な
く

と
も
理
論
的
に
は
、
創
造
作
品
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
利
用
は
著
作
権
に
引
っ
か
か
る
。

こ
れ
は
現
実
空
間
の
生
活
と
は
大
き
な
変
化
だ
。
現
実
空
間
で
は
、
著
作
権
法
に
引
っ
か
か
ら
ず
に
創
造
作
品
を
「
利
用
す
る
」
方
法
は

い
く
ら
も
あ
る
。
友
人
に
冗
談
を
言
う
と
き
に
は
著
作
権
法
に
は
引
っ
か
か
ら
な
い
―
―
「
複
製
」
が
生
じ
な
い
し
、
友
人
に
対
し
て
公
演

も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
友
だ
ち
に
本
を
貸
す
と
き
も
、
著
作
権
法
に
は
引
っ
か
か
ら
な
い
。
本
を
読
ん
で
も
、
著
作
権
法
に
は
見
向
き
も

さ
れ
な
い
。
現
実
空
間
で
は
文
化
の
通
常
利
用
の
ほ
と
ん
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
、
著
作
権
規
制
か
ら
は
自
由
だ
。
著
作
権
は
通
常
で

な
い
利
用
―
―
た
と
え
ば
「
出
版
」
と
か
公
演
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
。

通
常
の
利
用
と
通
常
で
な
い
利
用
の
差
は
、「
複
製
」
の
技
術
が
民
主
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
縮
ま
っ
て
き
た
。
コ
ピ
ー
機
が
最
初
の
問
題

だ
っ
た
。
鼻
の
差
で
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
続
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
技
術
で
す
ら
例
外
的
な
も
の
で
、
常
態
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
著

作
権
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
著
作
権
を
日
常
生
活
の
真
ん
中
に
持
ち
込
ん
だ
り
は
し
な
か
っ
た
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
は
そ
れ
を
や
っ
た
。
日
常
生
活
が
ま
す
ま
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
多
く
の
日
常
生
活

が
著
作
権
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
現
実
空
間
で
ま
っ
た
く
規
制
さ
れ
な
い
活
動
で
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
内
で
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
は
著
作

権
規
制
に
さ
ら
さ
れ
る
。
著
作
権
規
制
な
ん
か
こ
れ
ま
で
考
慮
し
な
く
て
よ
か
っ
た
創
造
活
動
が
、
い
ま
や
合
法
と
な
る
た
め
に
は
、
山
ほ
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ど
の
障
害
を
乗
り
こ
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
し
て
著
作
権
の
ど
う
し
よ
う
も
な
く
非
効
率
な
財
産
方
式
の
た
め
に
、
そ
の
障
害
を
越
え
る

の
は
実
質
的
に
不
可
能
だ
。
創
造
活
動
の
相
当
部
分
は
、
い
ま
や
フ
リ
ー
文
化
か
ら
許
認
可
文
化
へ
と
移
行
し
た
。
そ
し
て
言
論
の
自
由
の

価
値
に
と
っ
て
の
疑
問
は
、
法
規
制
の
拡
大
が
抑
え
な
し
に
起
こ
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
こ
で
も
、
わ
た
し
は
こ
の
件
に
つ
い
て
（
き
わ
め
て
強
い
）
見
解
を
持
っ
て
い
る
（
69
）。「

多
数
に
と
っ
て
困
惑
を
生
じ
さ
せ
る
性
的
材
料
の

生
産
者
と
な
る
費
用
を
上
げ
る
」
（
70
）の

に
き
わ
め
て
熱
心
な
法
廷
が
、
創
造
的
・
批
評
的
な
言
論
の
生
産
者
に
な
る
費
用
を
著
作
権
法
が
上
げ

て
い
る
こ
と
を
露
骨
に
無
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
は
絶
え
間
な
い
驚
き
の
も
と
だ
。

だ
が
こ
こ
で
の
狙
い
と
し
て
は
、
ま
た
も
や
憲
法
的
な
伝
統
に
お
け
る
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
認
識
す
れ
ば
い
い
。
最
高
裁
が
述
べ
た
よ

う
に
、
憲
法
修
正
第
一
条
は
、
著
作
権
の
範
囲
に
つ
い
て
重
要
な
制
約
を
課
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
約
の
最
低
限
と
し
て
は
、
著
作
権
は

「
着
想
」
は
規
制
し
て
は
な
ら
ず
、
著
作
権
は
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
の
下
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

だ
が
こ
う
し
た
「
伝
統
的
な
修
正
第
一
条
の
安
全
弁
」
は
、
著
作
権
が
常
態
で
は
な
く
例
外
で
あ
っ
た
状
況
で
編
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
。

創
造
作
品
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
利
用
が
著
作
権
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
伝
統
は
ア
メ
リ
カ
に
は
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
そ
う
し
た
世
界
を

作
り
出
し
た
。
だ
が
そ
の
他
の
世
界
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ま
だ
そ
の
事
実
を
認
識
で
き
て
い
な
い
。

で
は
こ
の
世
界
で
の
憲
法
修
正
第
一
条
の
価
値
観
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
？

一
つ
の
見
方
は
、
こ
の
世
界
で
は
修
正
第
一
条

は
な
ん
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
―
―
最
低
限
の
「
着
想
／
表
現
」
の
区
別
と
「
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
」
の
要
件
以
外
は
、
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の

見
方
だ
と
、
議
会
が
創
造
活
動
を
規
制
で
き
る
範
囲
は
、
こ
の
最
低
限
の
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
絶
対
的
だ
と
い
う
こ
と
な
る
。
実
体
的
な
形

態
と
な
っ
た
創
造
行
為
は
す
べ
て
、
著
作
権
の
独
占
権
下
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
は
あ
ら
ゆ
る
創
造
行
為
は
す
べ
て
実
体

的
な
形
態
と
な
る
の
で
、
こ
の
見
方
か
ら
す
る
と
デ
ジ
タ
ル
世
界
の
す
べ
て
は
著
作
権
の
対
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

反
対
の
見
方
は
こ
の
著
作
権
の
無
限
適
用
を
拒
絶
す
る
。
著
作
権
の
独
占
権
は
、
あ
る
商
業
的
な
文
脈
で
は
筋
が
通
っ
て
い
る
し
、
も
っ

と
広
く
い
え
ば
「
推
進
し
（
中
略
）
進
歩
さ
せ
る
」
こ
と
が
必
要
な
部
分
で
は
成
り
立
つ
が
、
創
造
的
表
現
の
大
半
に
著
作
権
法
の
重
荷
を
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負
担
さ
せ
る
こ
と
に
は
適
正
な
理
由
は
な
い
。
子
ど
も
が
ビ
デ
オ
で
本
の
レ
ポ
ー
ト
を
す
る
よ
う
な
場
合
に
も
本
の
著
者
か
ら
明
示
的
な
許

可
が
い
る
と
か
、
好
き
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
マ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
作
っ
て
い
る
友
人
た
ち
が
、
レ
ー
ベ
ル
か
ら
許
可
を
と
ら
な
い
と
ダ
メ
と

い
っ
た
話
は
、
著
作
権
の
範
囲
を
な
ん
ら
正
当
な
目
的
な
し
に
広
げ
る
も
の
だ
。

だ
が
こ
の
二
つ
の
見
方
の
間
で
、
起
草
者
た
ち
が
選
択
を
し
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
か
れ
ら
は
著
作
権
が
創
造
的
作
品
の
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
利
用
を
（
効
率
よ
く
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
選
択
肢
に
直
面
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
七
九
〇
年
に
可
能
だ
っ
た
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
す
べ
て
、
途
方
も
な
く
負
担
の
大
き
い
も
の
だ
っ
た
。
か
れ
ら
の
独
占
に
対
す
る
強
い
反
感
と
、
か
れ
ら
の
施
行
し
た
制
約
の

多
い
知
的
財
産
権
条
項
を
考
え
る
と
、
も
し
そ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
し
て
か
れ
ら
が
ど
う
投
票
し
た
か
に
つ
い
て
わ
た
し
な
り
の
考
え
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
当
て
推
量
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
選
択
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
ら
が
や
ら
な
か
っ
た
選
択
な
の
だ
。
そ
れ
は
わ

れ
わ
れ
が
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
選
択
だ
。
言
論
の
自
由
の
価
値
観
が
、
著
作
権
の
規
制
範
囲
の
大
幅
な
増
加
を
制
限
す
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
選
択
だ
。

言
論
を
規
制
す
る
も
の

：
流
通
・
配
布

こ
こ
ま
で
の
わ
た
し
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
絡
む
議
論
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
お

話
で
は
、
ち
ょ
っ
と
境
界
線
を
ぼ
か
そ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
使
っ
て
、
放
送
の
規
制
に
つ
い
て
だ
い
じ
な
ポ
イ
ン
ト

を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

連
邦
通
信
委
員
会
（
Ｆ
Ｃ
Ｃ
）
は
言
論
を
規
制
す
る
。
わ
た
し
が
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の
周
波
数
九
八
・
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
政
治
発
言
を
放
送
し

よ
う
と
し
た
ら
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
わ
た
し
を
起
訴
す
る
だ
ろ
う
（
71
）。

ボ
ス
ト
ン
で
九
八
・
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
話
す
に
は
、
免
許
が
必
要
だ
。
わ
た
し

に
は
そ
ん
な
免
許
は
な
い
。
免
許
な
し
に
発
言
し
た
ら
犯
罪
だ
。
憲
法
に
「
議
会
は
言
論
や
出
版
の
自
由
を
制
限
す
る
よ
う
な
（
中
略
）
法
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律
は
こ
れ
を
作
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
犯
罪
に
な
る
。
ど
う
な
っ
て
ん
の
？

答
え
は
、
放
送
技
術
を
統
括
す
る
法
制
度
の
核
に
あ
る
、
深
く
根
づ
い
た
前
提
に
基
づ
い
た
も
の
だ
。
放
送
用
に
使
え
る
周
波
数
帯
は
限

ら
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、放
送
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
方
法
は
、周
波
数
帯
を
細
切
れ
に
し
て
そ
れ
を
ユ
ー
ザ
ー
に
割
り
当
て
て
、そ
の
ユ
ー

ザ
ー
だ
け
が
割
り
当
て
周
波
数
帯
を
使
う
権
利
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
前
提
。
割
り
当
て
が
な
け
れ
ば
、
大
混
乱
が
起
き
て
、

そ
う
な
れ
ば
放
送
な
ん
か
成
り
立
た
な
い
。

こ
の
見
解
が
初
め
て
憲
法
議
論
の
壇
上
に
上
が
っ
た
の
は
、
議
会
が
一
九
二
七
年
に
無
線
法
を
可
決
し
て
か
ら
だ
（
72
）。

一
九
二
六
年
に
商
務

省
長
官
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
放
送
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
は
な
い
と
数
々
の
巡
回
法
廷
に
判
決
を
出
さ
れ
て
、
そ
れ
を

や
っ
と
手
に
入
れ
る
の
を
あ
き
ら
め
た
。
も
し
自
分
に
そ
の
権
限
が
な
い
な
ら
、
あ
と
は
見
え
ざ
る
手
に
仕
切
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
、
と

か
れ
。
で
も
フ
ー
ヴ
ァ
ー
は
見
え
ざ
る
手
と
は
ま
る
で
仲
良
し
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
無
線
放
送
が
見
え
ざ
る
手
に
任
さ
れ
た
ら
何
が

起
き
る
か
を
予
言
し
（
大
混
乱
だ
）、
そ
し
て
一
部
の
人
は
、
か
れ
が
予
言
し
た
通
り
の
も
の
を
実
現
さ
せ
る
手
助
け
を
し
た
と
示
唆
す
る
。

放
送
局
は
ほ
か
の
局
を
強
い
出
力
で
圧
倒
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
放
送
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
る
。
そ
し
て
多
少
混
乱
が
起

き
る
と
、
フ
ー
ヴ
ァ
ー
は
こ
れ
を
使
っ
て
新
し
い
連
邦
規
制
を
正
当
化
し
た
（
73
）。

そ
こ
へ
議
会
が
助
け
船
を
出
し
て
、
え
ら
く
侵
襲
的
な
形
で
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
規
制
す
る
の
を
認
め
た
。
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
っ
た
人
し
か
発
言
で

き
な
い
。
発
言
者
が
何
を
言
う
か
は
、
そ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
。
公
共
の
福
祉
に
あ
っ
た
形
で
発
言
し
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
資
源
を
、
ラ
イ
バ
ル
と
も
共
有
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
要
す
る
に
、
放
送
は
ソ
連
が
自
国
経
済
を
規
制
し
た
の
と
同
じ
形
で
規
制
さ
れ

な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
議
会
は
言
っ
た
わ
け
だ
（
74
）。

わ
れ
わ
れ
に
は
選
択
の
余
地
は
な
い
。
こ
の
方
式
を
支
持
す
る
に
あ
た
っ
て
フ
ェ
リ
ッ
ク

ス
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
裁
判
官
が
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
放
送
の
「
天
性
」
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
75
）。

で
も
最
初
か
ら
懐
疑
論
者
た
ち
は
い
た
―
―
周
波
数
帯
が
規
制
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
規
制
の
や
り

方
に
つ
い
て
。
結
局
は
財
産
権
で
あ
る
も
の
を
割
り
当
て
る
の
に
、
中
央
機
関
が
い
る
の
か
？

こ
う
し
た
懐
疑
論
者
た
ち
の
議
論
で
は
、
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そ
ん
な
も
の
は
連
邦
政
府
が
乗
り
出
し
て
く
る
以
前
か
ら
コ
モ
ン
ロ
ー
で
十
分
だ
っ
た
。
だ
か
ら
政
府
が
単
に
周
波
数
帯
を
売
買
可
能
な
財

産
権
に
す
れ
ば
そ
れ
で
す
む
じ
ゃ
な
い
か
。
一
九
五
九
年
に
ロ
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ス
は
、
周
波
数
帯
は
ラ
イ
セ
ン
ス
さ
れ
る
よ
り
競
売
さ
れ
る

べ
き
だ
と
提
案
し
た
（
76
）。

コ
ー
ス
の
考
え
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
―
―
五
〇
年
後
に
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
い
ま
や
、
放
送
用
周
波
数
帯

の
相
当
部
分
を
競
売
に
か
け
て
い
る
。
今
年
も
、
周
波
数
帯
の
一
等
地
―
―
Ｕ
Ｈ
Ｆ
テ
レ
ビ
放
送
に
使
わ
れ
て
い
た
部
分
―
―
を
売
り
に
出

そ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
下
で
―
―
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
周
波
数
帯
を
割
り
当
て
る
に
し
て
も
、
周
波
数
帯
に
財
産
権
を
付
与
す
る
場
合
で
も
―
―
政

府
の
役
割
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
周
波
数
帯
割
り
当
て
の
と
き
に
最
も
大
き
い
。
誰
が
何
を
得
る
か
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
周
波

数
帯
が
財
産
な
ら
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
そ
の
財
産
権
が
正
当
に
主
張
す
る
境
界
を
強
制
す
る
だ
け
で
い
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
政
府
が
自
分
の

お
気
に
入
り
を
決
め
る
方
式
よ
り
は
問
題
の
少
な
い
方
式
と
い
え
る
。

だ
が
ど
ち
ら
の
形
態
の
政
府
規
制
も
、
建
国
時
の
出
版
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
「
出
版
」（
少
な
く
と
も
周
波
数
を
使
う
出
版
）
を
生
み
出

す
。
一
七
九
一
年
の
「
出
版
」
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
や
『
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
で
は
な
か
っ
た
。
何
百

万
も
の
読
者
を
擁
す
る
、
巨
大
な
組
織
で
で
き
た
り
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
当
時
の
出
版
は
か
な
り
今
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
近

か
っ
た
。
印
刷
コ
ス
ト
は
低
く
て
、
読
者
層
は
薄
く
、
誰
で
も
（
ま
あ
あ
る
範
囲
内
で
）
出
版
が
で
き
た
―
―
そ
し
て
、
す
さ
ま
じ
い
数
の

人
た
ち
が
実
際
に
出
版
し
た
（
77
）。

で
も
周
波
数
帯
の
ラ
イ
セ
ン
ス
と
財
産
権
は
、
か
な
り
ち
が
っ
た
市
場
を
作
り
出
す
。
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
確
保
す
る
た
め
の
費
用
は
参
入

障
壁
と
な
る
。
そ
れ
は
新
聞
の
出
版
に
「
新
聞
免
許
」
を
要
求
す
る
規
則
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
免
許
が
高
価
な
ら
、
出
版
で
き
る
人
は

減
る
（
78
）。

も
ち
ろ
ん
、
憲
法
修
正
第
一
条
の
下
で
は
、
政
府
が
新
聞
を
免
許
制
に
す
る
な
ん
て
想
像
さ
え
で
き
な
い
（
少
な
く
と
も
そ
の
免
許
が
高

価
で
印
刷
物
を
対
象
に
し
て
い
る
な
ら
）。
そ
れ
は
新
聞
の
存
続
を
決
め
る
に
は
競
争
が
求
め
ら
れ
、
人
工
的
な
政
府
の
障
壁
な
ど
い
ら
な
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い
と
い
う
直
感
が
み
ん
な
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
み
ん
な
直
感
的
に
、政
府
が
新
聞
市
場
を「
合
理
化
」す
る
必
要
な
ん
か
な
い
の
も
知
っ

て
い
る
。
み
ん
な
政
府
の
助
け
が
な
く
て
も
競
合
す
る
新
聞
の
中
か
ら
ど
れ
か
選
ぶ
く
ら
い
は
で
き
る
。

で
は
、
周
波
数
帯
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
で
き
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？

ほ
と
ん
ど
の
人
は
、「
周
波
数
帯
」
な
る
も
の
が
ど
う
い
う
仕

組
み
だ
か
見
当
も
つ
い
て
い
な
い
。
Ｆ
Ｍ
や
Ａ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の
変
な
音
や
不
安
定
な
受
信
は
、
何
か
特
殊
な
魔
法
が
放
送
局
と
受
信
機
の
間
で

起
き
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
せ
る
。
そ
の
魔
法
が
な
け
れ
ば
、
ラ
ジ
オ
の
電
波
は
相
互
に
「
干
渉
」
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
「
衝
突
」
と
、

そ
れ
が
確
実
に
引
き
起
こ
す
混
乱
を
避
け
る
に
は
、
特
殊
な
調
整
が
必
要
と
さ
れ
た
。
無
線
は
こ
の
見
方
で
は
繊
細
な
目
に
見
え
な
い
飛
行

機
み
た
い
な
も
の
で
、
慎
重
な
交
通
管
制
官
が
見
張
っ
て
、
災
厄
が
起
き
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

で
も
ほ
と
ん
ど
の
人
が
無
線
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
無
線
は
チ
ョ
ウ
チ
ョ
で
は
な
い
。
連

邦
の
官
僚
の
保
護
が
な
く
て
も
機
能
で
き
る
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
な
ら
誰
で
も
お
な
じ
み
の
技
術
が
実
証
す
る
よ
う
に
、
周

波
数
の
ラ
イ
セ
ン
ス
も
周
波
数
帯
の
財
産
権
も
実
は
ほ
と
ん
ど
理
由
が
な
い
。
こ
こ
で
は
見
え
ざ
る
手
が
す
べ
て
を
こ
な
せ
る
。

そ
の
や
り
方
の
見
当
を
つ
け
る
た
め
に
、
以
下
の
二
つ
の
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
誰
も
が
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
は
お
な
じ
み
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
無
線
は
音
波
と
は
ち
が
う
。
で
も
こ
こ
で
の
目
的
に
は
、
以
下
の
た
と
え
は
成
立
す
る
。

パ
ー
テ
ィ
ー
に
出
た
と
し
よ
う
。
部
屋
に
は
五
〇
人
い
て
、
み
ん
な
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
み
ん
な
音
波
を
発
し
て
い
る
。
だ
が
こ

う
し
た
語
り
手
の
出
す
音
波
は
ち
が
う
が
、
隣
の
人
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
聞
き
取
れ
る
。
誰
か
が
怒
鳴
り
始
め
な
い
限
り
、
み
ん

な
ま
と
も
に
聞
こ
え
る
。
も
っ
と
一
般
化
す
る
と
、
パ
ー
テ
ィ
ー
は
（
少
な
く
と
も
ま
だ
晩
の
早
い
う
ち
は
）
賢
い
語
り
手
と
聞
き
手
で
構

成
さ
れ
、
そ
れ
が
お
互
い
の
発
言
を
調
整
す
る
の
で
、
部
屋
中
の
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
が
特
に
面
倒
な
し
に
会
話
で
き
る
。

無
線
も
似
た
よ
う
に
機
能
す
る
―
―
受
信
機
と
送
信
機
が
同
じ
く
ら
い
賢
け
れ
ば
。
通
常
の
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
や
Ａ
Ｍ
ラ
ジ
オ
が
使
う
バ
カ

な
受
信
機
と
は
ち
が
っ
て
、
賢
い
ラ
ジ
オ
は
何
を
聞
く
べ
き
か
わ
か
っ
て
い
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
の
人
々
が
目
下
の
会
話
に
集
中
で
き
る
の
と

同
じ
よ
う
に
通
信
で
き
る
。
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こ
の
最
高
の
証
拠
は
、
周
波
数
帯
の
働
き
に
つ
い
て
の
あ
り
が
ち
な
誤
解
を
晴
ら
す
第
二
の
例
だ
。
こ
の
事
例
は
「
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
」
ま
た
は

無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
は
免
許
不
要
の
周
波
数
帯
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
共
有
」
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
群
に
つ
い

た
通
称
だ
。
こ
う
し
た
周
波
数
帯
で
最
も
一
般
的
な
も
の
は
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
と
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
に
あ
る
。
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
は
多
数
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
そ
の
同
じ
周
波
数
帯
を
使
っ
て
通
信
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

本
書
の
読
者
は
ほ
と
ん
ど
が
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
も
教
壇
に
立
つ
毎
に
見
か
け
る
。
教
室
い
っ
ぱ
い

の
学
生
が
、
み
ん
な
ラ
ッ
プ
ト
ッ
プ
を
持
っ
て
、
そ
の
大
半
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
い
で
い
る
―
―
何
を
し
て
い
る
の
か
は
誰
が
知
ろ

う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
シ
ン
内
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
み
ん
な
が
狭
い
周
波
数
帯
を
「
共
有
」
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
ど
の
マ
シ
ン
が
い

つ
し
ゃ
べ
れ
る
か
を
決
め
る
政
府
や
規
制
者
は
い
な
い
。
人
々
が
カ
ク
テ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
で
会
話
を
す
る
の
に
政
府
が
い
ら
な
い
の
と
同

じ
だ
。

こ
う
し
た
例
は
も
ち
ろ
ん
小
さ
く
限
ら
れ
た
も
の
だ
。
で
も
い
ま
や
、
こ
の
技
術
の
教
訓
を
で
き
る
限
り
広
げ
よ
う
と
す
る
の
に
専
念
す

る
ま
さ
に
一
大
産
業
が
で
き
て
い
る
。
一
部
の
理
論
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
周
波
数
帯
の
最
も
効
率
よ
い
利
用
は
こ
の
モ
デ
ル
を
も
と
に
発
展
さ

せ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
―
―
超
ワ
イ
ド
バ
ン
ド
技
術
を
使
っ
て
無
線
周
波
数
帯
の
容
量
を
最
大
化
す
る
こ
と
だ
。
で
も
周
波
数
帯
ユ
ー

ト
ピ
ア
に
懐
疑
的
な
人
々
で
さ
え
、
周
波
数
帯
が
割
り
当
て
を
必
要
と
す
る
と
い
う
想
定
が
、
そ
の
実
際
の
働
き
に
つ
い
て
の
無
知
か
ら
き

て
い
る
こ
と
は
理
解
し
始
め
て
い
る
。

こ
の
ま
ち
が
っ
た
思
い
こ
み
の
最
も
明
ら
か
な
例
は
、
周
波
数
帯
活
用
の
必
然
的
な
制
限
に
つ
い
て
み
ん
な
が
お
そ
ら
く
持
っ
て
い
る
直

感
群
だ
。
こ
う
し
た
思
い
こ
み
は
、
財
産
と
し
て
の
周
波
数
帯
と
い
う
発
想
で
強
化
さ
れ
る
。
み
ん
な
が
持
ち
や
す
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の

資
源
が
む
さ
ぼ
り
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
利
用
者
が
多
す
ぎ
れ
ば
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
。

ち
ょ
う
ど
ウ
シ
が
草
原
を
丸
裸
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
。
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周
波
数
帯
利
用
の
結
果
と
し
て
、
確
か
に
混
雑
は
起
こ
り
得
る
。
だ
が
重
要
な
点
は
―
―
そ
し
て
こ
れ
は
本
書
を
一
貫
し
て
流
れ
る
論
点

だ
が
―
―
混
雑
の
可
能
性
は
、
そ
の
設
計
次
第
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
確
か
に
混
雑
す
る
こ
と
は
あ
る
。
だ
が

周
波
数
帯
「
共
有
」
の
た
め
の
ち
が
っ
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
な
ら
、
必
ず
し
も
そ
ん
な
必
要
は
な
い
。
実
は
こ
の
設
計
を
使
う
と
、
利
用
者

が
増
え
れ
ば
容
量
は
減
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
増
え
る
の
だ
（
79
）。

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
可
能
に
す
る
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
受
信
機
が
周
波
数
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ノ
ー
ド
に
な
る
こ
と
だ
。
す
る
と
利
用
者
は
、

単
に
誰
か
の
放
送
の
消
費
者
に
は
な
ら
な
い
。
受
信
機
が
同
時
に
放
送
者
と
な
る
。
ち
ょ
う
どB

itT
orrent

の
よ
う
な
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
技

術
が
利
用
者
の
通
信
回
線
を
活
用
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
コ
ス
ト
を
共
有
す
る
よ
う
に
、周
波
数
帯
の
あ
る
メ
ッ
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
内
に
い
る
利
用
者
は
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
周
波
数
容
量
を
実
際
に
増
や
せ
る
。
こ
の
設
計
だ
と
、
周
波
数
帯
を
利
用
す
る

人
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
他
人
が
使
え
る
周
波
数
帯
は
増
え
る
―
―
そ
し
て

コ
モ
ン
ズ

共
有
地
の
悲
劇
ど
こ
ろ
か
、

コ
モ
ン
ズ

共
有
地
の
喜
劇
を
作
り
出
す
。

こ
の
メ
ッ
シ
ュ
シ
ス
テ
ム
の
基
本
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
シ
ス
テ
ム
内
の
す
べ
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
受
信
機
で
も
あ
り
送
信
機
で
も

あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
意
味
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
だ
。
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
、
放
送
ノ
ー
ド
か
ら
受
信
も
す
る
し
、
そ
こ
へ
送
信
も
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
一
対
多
の
放
送
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
だ
。
メ
ッ
シ
ュ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
そ
れ
と
は
ち
が
う
。
メ
ッ
シ
ュ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
ジ
オ
は
メ
ッ
シ
ュ
内

の
ほ
か
の
ど
の
ラ
ジ
オ
に
対
し
て
も
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
を
送
れ
る
。
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
ジ
オ
が
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
ノ
ー
ド
に
な
る
。
そ
し
て
ノ
ー
ド
が
増
え
る
た
び
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
容
量
は
増
え
る
。
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
は
ま
さ
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
大
半
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
。
マ
シ
ン
に
は
ア
ド
レ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
宛
の
パ
ケ
ッ
ト
を
ネ
ッ
ト
か
ら
集
め
る
（
80
）。

マ

シ
ン
は
ほ
か
の
す
べ
て
の
マ
シ
ン
と
ネ
ッ
ト
を
共
有
し
て
い
る
が
、
ネ
ッ
ト
は
こ
の

コ
モ
ン
ズ

共
有
地
を
共
有
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
持
っ
て
い

る
。
一
度
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
が
合
意
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
規
制
は
不
要
だ
。

こ
の
技
術
に
あ
ま
り
深
入
り
し
な
く
て
も
、
こ
の
節
で
提
起
し
た
か
っ
た
問
題
は
わ
か
る
は
ず
だ
。
も
し
技
術
が
ラ
ジ
オ
に
周
波
数
帯
を
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第一二章 言論の自由

―
―
周
波
数
帯
ラ
イ
セ
ン
ス
も
周
波
数
帯
財
産
も
な
く
―
―
共
有
さ
せ
て
く
れ
る
な
ら
、
ど
う
い
う
理
由
が
あ
っ
て
政
府
は
周
波
数
帯
利
用

に
負
担
を
か
け
る
ん
だ
ろ
う
か
？

あ
る
い
は
本
節
冒
頭
に
つ
な
げ
る
な
ら
、
も
し
利
用
者
が
政
府
に
よ
る
調
整
一
切
な
し
に
周
波
数
帯
を

共
有
で
き
る
な
ら
、
政
府
が
そ
こ
に
財
産
権
を
設
定
す
る
の
は
正
当
化
さ
れ
な
い
は
ず
だ
。
ち
ょ
う
ど
新
聞
の
出
版
権
に
料
金
を
課
す
の
が

正
当
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
。

も
ち
ろ
ん
、
共
有
を
可
能
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
も
完
全
に
政
府
規
制
か
ら
自
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
は
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

使
わ
れ
る
デ
バ
イ
ス
が
ち
ゃ
ん
と
認
定
を
受
け
ろ
と
要
求
で
き
る
（
ち
ょ
う
ど
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
、
あ
る
周
波
数
帯
で
放
射
で
き
る
装
置
に
つ
い
て

行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
）。
そ
れ
は
技
術
を
限
界
ま
で
推
し
進
め
、
メ
ッ
シ
ュ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
増
や
す
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
送
信
機

の
出
力
に
つ
い
て
、
う
っ
と
う
し
い
制
限
を
設
け
る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
簡
単
な
規
制
以
上
と
な
る
と
、
政
府

は
誰
が
周
波
数
帯
を
利
用
で
き
る
か
制
限
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
金
を
払
わ
な
い
人
や
ラ
イ
セ
ン
ス
を
受
け
て
い
な
い
人
に
対
し
て
も
周
波

数
帯
の
利
用
を
禁
止
し
な
い
。

す
る
と
周
波
数
帯
に
つ
い
て
は
二
つ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
あ
る
―
―
片
方
で
は
周
波
数
が
割
り
当
て
ら
れ
、
も
う
一
つ
は
（
新
聞
の
市

場
の
よ
う
に
）
周
波
数
帯
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ど
っ
ち
が
憲
法
修
正
第
一
条
の
設
計
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

や
っ
と
こ
こ
で
、
う
ま
く
機
能
す
る
翻
訳
の
例
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
機
能
的
に
ア
メ
リ
カ
の
枠
組
み
と
同
じ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
、

ソ
連
の
枠
組
み
と
同
じ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
ど
ち
ら
か
を
選
べ
る
。
片
方
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
権
力
を
分
散
さ
せ
て
言
論
を
支
援
す
る
。

も
う
片
方
は
権
力
を
集
中
さ
せ
て
言
論
の
価
格
を
上
げ
る
。
こ
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
起
草
者
た
ち
は
選
択

を
行
な
っ
た
。
国
家
は
、
発
言
者
を
直
接
・
間
接
を
問
わ
ず
規
制
す
る
よ
う
な
作
業
に
は
手
を
染
め
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
周

波
数
帯
割
り
当
て
と
い
う
の
は
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
作
業
を
許
す
も
の
だ
。

同
僚
の
ヨ
ハ
イ
・
ベ
ン
ク
ラ
ー
と
わ
た
し
が
論
じ
た
よ
う
に
（
81
）、

憲
法
起
草
者
の
憲
法
を
忠
実
に
読
め
ば
、
周
波
数
帯
割
り
当
て
方
式
は
打

倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
82
）。

忠
実
に
読
め
ば
、
こ
れ
ほ
ど
強
力
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
排
除
さ
れ
る
。
起
草
者
た
ち
が
支
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持
し
た
言
論
の
モ
デ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
モ
デ
ル
だ
―
―
分
散
、
非
集
中
、
完
全
に
自
由
で
多
様
な
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
忠
実
な

読
み
方
を
し
た
い
か
ど
う
か
選
ぶ
必
要
は
あ
る
―
―
翻
訳
は
そ
れ
自
身
の
規
範
的
な
支
持
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
で
も
忠
実
さ
が
目

的
な
ら
、
答
え
は
こ
れ
だ
。

言
論
の
教
訓

本
書
の
冒
頭
で
制
約
の
様
式
と
し
て
描
い
た
こ
と
を
、
本
章
で
は
保
護
の
様
式
と
し
て
描
き
直
し
て
い
る
。
制
約
の
各
種
様
式
は
、
個
人

に
対
す
る
剣
（
つ
ま
り
権
力
）
と
し
て
使
わ
れ
る
け
れ
ど
、
保
護
の
各
種
様
式
は
盾
（
つ
ま
り
権
利
）
と
し
て
使
え
る
。

原
理
的
に
は
、
四
つ
の
様
式
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
言
論
を
保
護
す
る
か
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
け
に
話

を
絞
っ
た
。
ど
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
ど
ん
な
言
論
を
保
護
す
る
の
か
？

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変
え
る
と
保
護
さ
れ
る
言
論
の
種
類
は
ど

う
変
わ
る
？

こ
こ
で
は
網
羅
性
は
考
え
て
い
な
い
。
で
も
わ
た
し
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
言
論
の
関
係
を
総
合
的
に
捉
え
た
見
方
を
掲
げ
て
き
た
。

そ
し
て
特
定
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
も
と
で
何
が
許
さ
れ
て
い
る
か
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
も
、
憲
法
的
な
価
値
を
使
っ
て
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
実
空
間
の
憲
法
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
憲
法
の
価
値
に
つ
い
て
示
唆
し

て
く
れ
る
は
ず
だ
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
価
値
に
反
す
る
形
で
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
国
の
試
み
を
抑
え
る
こ

と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
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第一三章 間奏

第
一
三
章

間
奏

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、
い
ま
ま
で
の
三
章
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
が
提
示
す
る
問
題
に
は
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
―
―

そ
れ
を
理
解
す
れ
ば
こ
の
三
つ
の
問
題
が
す
べ
て
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
わ
け
だ
。

あ
る
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
は
こ
う
問
い
か
け
て
い
る
。
情
報
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、

そ
し
て
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
の
は
誰
で
あ
る
べ
き
か
？

知
的
財
産
を
守
る
コ
ー
ド
と
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
間
に
闘
い
が
あ
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
市
場
を
作
り
そ
う
な
コ
ー
ド
と
、
市
場
と
は
関
係
な
し
に
個
人
に
つ
い
て
の
情
報
を
報
告
す
る
権
利
と
の
間
に
闘
い
が
あ

る
。
完
全
な
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
コ
ー
ド
と
、
誰
が
何
を
見
る
か
に
つ
い
て
、
多
少
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
し
た
と
こ
ろ
を
確
実
に
残

す
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
の
間
に
も
闘
い
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
し
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め

て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
わ
た
し
が
ど
っ
ち
に
票
を
入
れ
る
か
は
、
ど
う
も
一
定
し
な
い
。
知
的
財
産
の
場
合
に
は
、
読
む
も
の
を
追
跡
す
る

コ
ー
ド
に
は
反
対
し
て
、
知
的
共
有
地
（
コ
モ
ン
ズ
）
に
大
き
な
部
分
を
保
証
し
て
く
れ
る
コ
ー
ド
を
支
持
す
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
文
脈

で
は
、
個
人
の
選
択
を
可
能
に
す
る
コ
ー
ド
を
支
持
す
る
―
―
暗
号
化
す
る
か
ど
う
か
選
べ
、
他
人
が
ど
ん
な
個
人
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
か

に
つ
い
て
の
嗜
好
を
表
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。
コ
ー
ド
は
そ
の
選
択
を
可
能
に
す
る
。
法
が
そ
の
コ
ー
ド
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
で

も
言
論
の
自
由
の
文
脈
で
は
、
言
論
を
完
全
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
す
る
コ
ー
ド
に
は
反
対
す
る
―
―
そ
こ
で
完
全
な
選
択
を
認
め
る
の
は
、

危
険
す
ぎ
る
と
わ
た
し
は
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
よ
い
選
択
は
い
い
こ
と
だ
し
、
だ
か
ら
評
判
シ
ス
テ
ム
を
改
善
す
る
コ
ー
ド
は
い

い
し
、
正
当
な
放
送
の
範
囲
を
広
げ
て
く
れ
る
コ
ー
ド
も
い
い
。
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こ
の
三
つ
の
文
脈
す
べ
て
で
の
狙
い
は
、
選
択
の
中
央
集
権
構
造
に
反
対
す
る
こ
と
だ
。
で
も
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
文
脈
で
は
、
あ
ま
り

に
個
人
化
さ
れ
た
選
択
に
も
反
対
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
選
択
っ
て
、
お
互
い
に
矛
盾
し
て
な
い
の
、
と
聞
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
矛
盾
し
て
い
な
い
と
思
う
け
れ
ど
、
別
に

あ
な
た
が
合
意
し
な
く
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
。
別
の
バ
ラ
ン
ス
の
ほ
う
が
筋
が
通
る
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
―
―
知
的
財

産
を
も
っ
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
強
め
た
り
と
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
も
っ
と
減
ら
せ
と
か
。
わ
た
し
の
本
当
の
関

心
は
、
そ
う
い
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
、
必
ず
そ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
だ
と
い
う
主
張
に
含
ま
れ
る

価
値
を
伝
え
る
こ
と
だ
。
公
と
私
の
間
に
は
必
ず
競
合
が
あ
る
。
個
人
の
権
利
は
、
必
ず
公
共
の
利
害
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
だ
。
両
サ
イ

ド
が
ど
こ
ま
で
お
よ
ぶ
か
、
必
ず
選
択
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
本
質
的
に
公
法
の
問
題
だ
。
あ
る
憲
法
上
の
価
値
の
セ
ッ
ト

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
す
れ
ば
い
い
の
か
？

あ
る
事
実
関
係
の
文
脈
で
、
ど
う
や
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
れ
ば
い
い
の
か
？

こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
一
方
で
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
い
の
が
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
責
任
か
に
つ
い
て
は
、
特
定
を
怠
っ
て
き
た
。
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
が
多
す
ぎ
る
と
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
不
十
分
だ
と
か
、
知
的
財
産
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
す
ぎ
と
か
論
じ
る
人
は
い
る
け
れ

ど
、
で
も
そ
う
い
う
バ
ラ
ン
ス
不
足
が
政
府
の
責
任
で
な
い
限
り
、
こ
れ
は
公
共
的
な
懸
念
に
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
の
憲
法
的
な
価

値
は
、
国
の
行
動
の
範
囲
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
文
脈
で
国
の
行
動
が
具
体
的
に
ど
う
展
開
し
て
る
か
に
つ
い
て
は
、

実
は
示
し
て
い
な
い
。

示
す
つ
も
り
も
な
い
。
わ
た
し
の
見
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
は
少
な
く
と
も
、
憲
法
の
価
値
が
ど
こ
ま
で
カ
バ
ー
す
べ
き
か
に
つ
い

て
も
あ
い
ま
い
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
規
制
す
る
の
が
政
府
だ
け
の
世
界
な
ら
、
憲
法
の
権
威
を
国
の
行
動
に
だ
け
適
用
す
る
よ
う
に

す
る
の
も
筋
が
通
っ
て
い
る
。
で
も
規
制
の
モ
ー
ド
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
き
、
憲
法
上
の
価
値
の
カ
バ
ー
範
囲
を
制
限
す
る
理
由
も
な
い
。

憲
法
起
草
者
た
ち
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
の
選
択
も
し
て
い
な
い
。
コ
ー
ド
を
通
じ
た
規
制
が
、
憲
法
上
の
価
値
に
示
唆
を
受
け
ち
ゃ
い

け
な
い
理
由
は
何
も
な
い
。
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
こ
の
部
分
が
、
伝
統
的
に
憲
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
き
た
制
限
や
保
護
か
ら
切
り

386



第一三章 間奏

離
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
、
説
明
す
る
議
論
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

コ
ー
ド
は
、
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
、
個
人
の
権
利
と
集
合
的
権
利
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
、
別
の
バ
ラ
ン
ス
が
と

ら
れ
て
い
る
―
―
こ
れ
ま
た
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
バ
ラ
ン
ス
だ
。
で
も
、
今
回
は
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
国
と
個
人
と

の
間
で
は
な
く
、
国
と
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
対
す
る
暗
黙
の
規
制
と
の
バ
ラ
ン
ス
だ
。
こ
こ
で
の
脅
威
は
、
伝
統
的
な
独

立
主
権
に
対
す
る
も
の
だ
。
そ
の
伝
統
を
翻
訳
し
て
、
コ
ー
ド
が
法
で
あ
る
よ
う
な
世
界
に
あ
て
は
め
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ

う
か
？
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独
立
主
権
は
自
分
た
ち
に
つ
い
て
は
と
て
も
生
真
面
目
だ
―
―
特
に
サ
イ
バ
ー
空
間
の
独
立
主
権
は
。
そ
れ
ぞ
れ
は
自
分
の
領
域
に

つ
い
て
の
強
い
意
識
を
持
っ
て
い
て
、
と
き
に
は
そ
の
感
覚
が
他
の
領
域
で
の
支
配
性
に
転
換
す
る
。
も
っ
と
多
く
の
人
が
オ
ン
ラ

イ
ン
に
動
く
に
つ
れ
て
、
あ
る
主
権
に
よ
る
言
論
や
ふ
る
ま
い
の
統
制
主
張
は
、
他
の
主
権
の
主
張
と
ま
す
ま
す
対
立
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
対
立
こ
そ
は
、
き
た
る
べ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
最
も
重
要
な
生
成
要
因
と
な
る
は
ず
だ
。

こ
の
対
立
の
問
題
を
二
段
階
で
攻
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
四
部
の
最
初
の
章
で
は
、
主
権
の
問
題
を
、
対
立
の
問
題
と
は
切
り
離

し
て
考
え
る
。
独
立
主
権
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
？

そ
れ
は
ど
う
表
現
さ
れ
る
の
か
？

そ
の
次
の
章
は
、
主
権
同
士
の
対
立
が

作
り
出
す
特
異
な
力
学
に
注
目
す
る
。
こ
の
対
立
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
あ
る
お
な
じ
み
の
形
態
へ
と
押
し

や
る
で
あ
ろ
う
。
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第
一
四
章

独
立
主
権

ベ
ト
ナ
ム
は
共
産
主
義
国
だ
―
―
現
存
す
る
数
少
な
い
共
産
国
で
、
も
ち
ろ
ん
冷
戦
を
生
ん
だ
共
産
主
義
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
う
け
れ

ど
、
で
も
独
立
主
権
国
家
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
に
（
ホ
ー
・
チ
ミ
ン
議
長
を
通
じ
て
）
己
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い

な
い
。

ア
メ
リ
カ
は
共
産
主
義
国
じ
ゃ
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
に
は
負
け
た
け
れ
ど
冷
戦
の
勝
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
お
お
む
ね
自
分
を
マ
ル
ク
ス

と
レ
ー
ニ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
対
す
る
存
在
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
は
、
己
の
理
想
と
し
て
国
家
の
圧
制
に
奉
仕
す
る

国
家
を
掲
げ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
理
想
と
し
て
、
自
由
に
奉
仕
す
る
弱
い
国
家
を
掲
げ
る
。
共
産
主
義
の
モ
デ
ル
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
。
ア
メ

リ
カ
の
モ
デ
ル
は
自
由
だ
。

少
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
思
い
こ
ん
で
い
る
。

白
状
す
る
と
、
わ
た
し
は
共
産
主
義
国
家
に
は
、
あ
る
種
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
期
、
わ
た
し
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
入

れ
る
共
産
国
は
す
べ
て
う
ろ
つ
い
た
。
そ
し
て
一
九
九
六
年
の
夏
の
大
部
分
は
、
ベ
ト
ナ
ム
を
う
ろ
つ
い
て
過
ご
し
た
。
ひ
と
り
で
、
メ
ー

ル
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
わ
た
し
の
子
ど
も
時
代
、
冷
戦
時
に
わ
が
国
が
持
ち
込
ん
だ
戦
い
で
犠
牲
と
な
っ
た
場
所
を
理
解
し
よ
う
と
努
力

し
た
。

世
界
中
で
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
壮
観
な
と
こ
ろ
に
は
来
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
い
つ
も
許
し
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
は
、
こ
の
国
の
暖
か
さ
と
歓
迎
に
圧
倒
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
の
戦
争

に「
勝
っ
て
」い
た
ら
、こ
ん
な
に
簡
単
に
許
し
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、勝
っ
た
側
は
や
は
り
寛
容
な
も
の
ら
し
い
。
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と
は
い
え
ベ
ト
ナ
ム
に
行
っ
た
の
は
別
に
許
し
を
理
解
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
こ
の
場
所
の
運
営
に
つ
い
て
何
か
学
び
た
か
っ
た
か
ら

だ
。
こ
の
国
が
市
民
に
対
し
て
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
す
る
か
を
理
解
し
た
か
っ
た
。
ど
う
や
っ
て
規
制
し
続
け
て
い
る
か
を
理
解
し

た
か
っ
た
。
こ
の
世
に
残
る
最
後
の
共
産
国
の
一
つ
と
し
て
ど
う
特
徴
づ
け
ら
れ
る
か
を
理
解
し
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
ベ
ト
ナ

ム
で
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
ネ
ッ
ト
（「
ネ
ッ
ト
ナ
ム
」）
の
法
律
家
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
管
理
職
た
ち
と
じ
っ
く
り
話
を
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
さ

ま
、
び
っ
く
り
す
る
光
景
が
現
れ
た
。

共
産
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
国
の
権
力
に
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
制
約
も
設
け
て
い
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
は
理
想
と
し
て
個
人
の
福
祉
や
個
人

の
自
由
よ
り
も
、
共
通
の
福
祉
を
掲
げ
て
い
る
。
紙
の
上
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は
西
側
の
わ
れ
わ
れ
が
想
像
し
た
い
よ
う
な
意
味
で
の
「
自

由
」
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―
こ
れ
ら
す
べ
て
は
事
実
な
の
だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
が
日
常
生
活
に
お
い
て

は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
よ
り
ず
っ
と
「
規
制
」
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
み
ん
な
が
み
ん
な
そ
う

で
は
な
い
。
政
治
的
な
反
対
者
た
ち
は
、
国
家
権
力
を
か
な
り
強
力
に
感
じ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
で
も
、
多
く
の
小
さ
な
商
店
主

な
ど
ふ
つ
う
の
生
活
を
送
る
ふ
つ
う
の
人
た
ち
は
、
政
府
が
行
使
で
き
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
ま
っ
た
く
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

四
半
期
ご
と
に
、
自
分
の
賃
金
を
中
央
の
官
僚
組
織
に
報
告
さ
れ
た
経
験
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
持
つ
（
相
対
的
で
は
あ
る
が
）

効
率
的
な
規
制
の
も
と
で
の
生
活
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
。
こ
こ
で
の
生
活
は
、
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
驚
く
ほ
ど
自
由
だ
。
ニ
ク
ソ
ン

が
戦
争
に
勝
っ
て
も
、
た
ぶ
ん
状
況
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
ポ
ル
ノ
は
禁
止
さ
れ
て
ヒ
ッ
ピ
ー
は
邪
険
に
さ
れ
た
け
れ
ど
、
お

お
む
ね
人
々
も
企
業
も
、
政
府
か
ら
の
直
接
あ
る
い
は
実
質
的
規
制
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
し
で
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
事
実
（
訓
練
の
な
い
人
類
学
者
の
い
い
か
げ
ん
な
観
察
を
事
実
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
だ
が
）
は
別
に
、
そ
ん
な
に
理
解
し
が

た
い
こ
と
で
も
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
の
法
律
書
に
あ
る
「
法
」
は
ア
メ
リ
カ
の
「
法
」
に
比
べ
れ
ば
、
厳
し
く
て
徹
底
し
た
規
制
手
段
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
ベ
ト
ナ
ム
の
生
活
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
明
ら
か
に
国
家
の
本
当
の
規
制
を
不
可
能
に
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
イ
ン
フ
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ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
存
在
し
な
い
―
―
ど
ん
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
国
の
規
制
が
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
、

そ
れ
を
有
効
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
存
在
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
よ
り
ベ
ト
ナ
ム
の
ほ
う
が
規
制
が
多
く
て
も
（
そ
し
て
正
直
い
っ
て
、

そ
う
と
は
思
え
な
い
）、
ベ
ト
ナ
ム
に
は
実
質
的
な
「
自
由
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
実
に
筋
が
通
っ
て
い
る
。
規
制
す
る
力
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関
数
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
関
数
で
も
あ

る
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
規
制
を
制
約
す
る
と
同
時
に
可
能
に
す
る
。
政
府
が
持
て
る
権
力
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
ア
ー
キ

テ
ク
チ
ャ
の
中
で
統
治
し
て
い
る
か
を
理
解
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
章
は
ず
っ
と
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
主
権
―
―
主
権
者
が
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
―
―

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
、
そ
の
考
え
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
あ
る
特
定
の
規
制
の
文
脈
の
中
に
置
く
、

つ
ま
り
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
中
に
置
い
た
場
合
だ
け
だ
。
国
家
の
権
力
は
「
絶
対
」
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
ア
ー

キ
テ
ク
チ
ャ
が
規
制
を
サ
ポ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
、
国
家
の
実
質
的
な
権
力
は
か
な
り
弱
い
。
一
方
、
国
家
の
権
力
が
限
ら
れ
た
も
の
で
も
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
と
て
も
有
効
な
ら
、
こ
の
限
ら
れ
た
権
力
は
す
さ
ま
じ
く
徹
底
し
た
も
の
に
な
る
。
国
家
の
規
制
力

を
理
解
す
る
に
は
、
こ
う
尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い

：

そ
こ
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
は
、
規
制
の
構
造
（
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）
を
ど

れ
だ
け
し
っ
か
り
支
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
尋
ね
る
べ
き
質
問
で
も
あ
る
―
―
特
に
そ
こ
で
の
独
立
主
権
に
つ
い
て
尋
ね
る

べ
き
第
一
歩
と
し
て
。
政
府
は
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
生
活
を
規
制
す
る
ど
ん
な
力
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
規
制
の
様
式
は
、
そ
の
権
力

を
ど
の
よ
う
に
支
援
ま
た
は
制
約
す
る
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
は
三
つ
の
部
分
に
わ
け
て
検
討
し
よ
う
。
そ
の
う
ち
二
つ
を
本
章
で
扱
う
。
ま
ず
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
主
権
は
ど
ん
な
性
質

を
持
つ
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
と
ど
う
ち
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

第
二
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
主
権
を
制
限
す
る

も
の
は
何
か
？

そ
し
て
第
三
に
、
次
章
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
各
種
主
権
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
の
中
で
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
す
る
だ
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ろ
う
か
？

そ
れ
も
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
現
実
世
界
で
の
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
の
影
響
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
ど
う
競
合
す
る
だ
ろ
う
か
？

空
間
の
主
権

：

規
則

Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
世
界
に
新
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
や
っ
て
く
る
と
、
始
め
に
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
規
則
が
説
明
さ
れ

る
。
規
則
の
一
部
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
内
を
動
き
回
る
の
に
必
要
な
技
法
だ
―
―
動
き
方
、
飛
び
方
な
ど
。
一
部
は
何
が
で
き
て
何
が
で

き
な
い
か
を
説
明
す
る
規
範
的
な
命
令
だ
。

こ
う
し
た
入
門
に
直
面
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
制
約
が
人
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
気
が
つ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
セ
カ
ン
ド

ラ
イ
フ
を
作
っ
た
の
は
神
様
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
点
を
か
ん
ち
が
い
す
る
人
は
い
な
い
。
ま
た
こ
の
空
間
に
入
る
人
物
が
、
そ
の
世
界
を
作
る

う
え
で
重
要
な
次
元
が
コ
ー
ド
に
よ
る
構
築
だ
と
気
が
つ
か
な
い
こ
と
も
た
ぶ
ん
な
い
だ
ろ
う
。
人
が
飛
べ
る
の
は
コ
ー
ド
作
者
の
選
択

だ
。
ど
こ
に
飛
べ
る
か
も
コ
ー
ド
作
者
の
選
択
だ
。
誰
か
に
ぶ
つ
か
っ
た
ら
警
告
ボ
ッ
ク
ス
が
表
示
さ
れ
る
の
も
コ
ー
ド
作
者
の
選
択
だ
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
会
話
を
、
い
や
な
相
手
か
ら
は
受
け
付
け
な
い
よ
う
に
で
き
る
の
も
コ
ー
ド
作
者
の
選
択
だ
。
こ
こ
で
・選
・択
・が

行
な
わ
れ
た
こ
と
を
誤
解
す
る
人
は
誰
も
い
な
い
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
が
語
っ
て
く
れ
た
よ
う
に

「
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
で
神
と
は
何
で
し
ょ
う
？

唯
一
の
神
は
コ
ー
ド
で
す
」
（
1
）

さ
て
初
め
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
豊
富
な
空
間
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
薄
い
空
間
と
は
区
別
す
べ
き
だ
。
セ
カ
ン

ド
ラ
イ
フ
の
よ
う
な
空
間
は
そ
の
中
で
遊
ぶ
人
々
の
人
生
を
豊
富
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
で
遊
ぶ
目
的
の
す
べ
て

は
、
・そ
・こ
・に
・い
・る
と
い
う
印
象
を
作
り
出
す
こ
と
だ
。
繰
り
返
す
が
、
そ
う
い
う
場
所
を
わ
た
し
は
サ
イ
バ
ー
空
間
と
呼
ん
で
い
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
料
金
支
払
い
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
メ
ー
ル
を
保
管
す
る
サ
イ
ト
で
の
人
生
と
は
か
な
り
ち
が
う
。
こ
う
し
た
サ
イ
ト
も
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コ
ー
ド
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
で
も
そ
の
サ
イ
ト
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
か
主
権
は
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と

は
一
線
を
画
す
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で
は
、
あ
る
い
は
わ
た
し
が
一
般
に
サ
イ
バ
ー
空
間
と
定
義
し
た
も
の
の
中
で
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は

至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
料
金
支
払
い
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
わ
た
し
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
呼
ぶ
も
の
で
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
一
時

的
で
一
過
性
だ
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
こ
に
は
す
で
に
見
た
だ
い
じ
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
移
行
が
あ
り
、
そ
れ
は
豊
か
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
空
間
よ
り

も
薄
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
空
間
で
顕
著
だ
。
そ
れ
は
コ
ー
ド
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
場
合
に
は
コ
ー
ド
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

好
む
と
い
う
点
だ
。

料
金
支
払
い
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
つ
い
て
ま
た
考
え
て
ほ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
の
銀
行
口
座
に
断
り
な
し
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
お
金

を
引
き
出
し
た
ら
違
法
だ
。
で
も
ど
ん
な
銀
行
で
も
、
そ
の
規
則
の
運
用
を
法
だ
け
に
任
せ
た
り
は
し
な
い
。
ど
の
銀
行
も
、
料
金
支
払
い

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
入
る
と
き
に
は
複
雑
な
コ
ー
ド
群
を
追
加
し
て
認
証
を
か
け
る
。
政
策
的
な
狙
い
が
コ
ー
ド
で
実
現
で
き
る
と
き
に
は
、

そ
の
コ
ー
ド
化
に
対
す
る
唯
一
の
制
限
は
、
コ
ー
ド
を
作
る
限
界
費
用
と
追
加
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
く
る
限
界
便
益
と
の
対
比
だ
け
だ
。

だ
が
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
よ
う
に
濃
密
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
環
境
で
は
、
社
会
行
動
を
導
く
の
に
コ
ー
ド
が
使
え
る
範
囲
に
は
限
界
が

あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
コ
ー
ド
が
改
善
さ
れ
る
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
が
述

べ
る
よ
う
に
、

あ
る
面
で
、
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
む
ず
か
し
さ
と
い
う
の
は
有
益
で
も
あ
り
ま
す
。
教
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
教
わ
る

と
い
う
行
為
は
、
教
師
に
と
っ
て
も
生
徒
に
と
っ
て
も
大
き
な
便
益
で
す
。（
中
略
）
う
ち
で
は
こ
う
し
た
指
導
が
常
に
起
き
て
い
て
、
そ
れ

は
実
に
心
理
的
に
魅
力
あ
る
人
間
関
係
で
す
―
―
そ
れ
は
現
実
世
界
が
あ
ま
り
与
え
て
く
れ
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
（
2
）
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よ
い
コ
ー
ド
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
弱
め
か
ね
な
い
第
二
の
方
法
は
、
も
っ
と
重
要
だ
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
現
状
で
は
、
人
々
は
人
種
や

土
地
利
用
な
ど
で
簡
単
に
分
離
で
き
な
い
。
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で
は
、
基
本
的
に
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
近
隣
の
紛
争
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
で
も
学
習
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
実
は
か
な
り
よ
い
こ
と
で
す
。
人
々
か
ら
も
ら
っ
た
メ
ー
ル
で
は
「
実
は
ご
近
所

と
う
ま
く
折
り
合
い
が
つ
か
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
紛
争
解
決
の
方
法
に
つ
い
て
す
ぐ
に
い
ろ
い
ろ
学
び
ま
し
た
よ
。
よ
い

ご
近
所
に
な
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
」
と
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
現
実
世
界
で
は
（
中
略
）
法
律
が
実
に
た
く

さ
ん
あ
る
の
で
（
中
略
）
ご
近
所
と
話
を
し
な
く
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
法
律
に
、
あ
れ
は
し
て
い
い
、
こ
れ
は
ダ
メ
と
書
い
て
あ
る

だ
け
の
話
だ
っ
た
り
す
る
。（
中
略
）（
仮
想
世
界
で
の
）
話
し
合
い
と
や
り
と
り
に
は
、
現
実
世
界
で
は
ご
く
ま
れ
に
し
か
提
供
さ
れ
な
い
よ

う
な
機
会
が
あ
り
ま
す
」
（
3
）

つ
ま
り
コ
ー
ド
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
あ
っ
さ
り
消
し
去
っ
た
り
は
し
な
い
。
ご
近
所
同
士
が
い
ろ
い
ろ
折
り
合
い
を
つ
け
る
必
要
性
は

な
く
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
コ
ー
ド
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
築
を
支
援
す
る
。
相
互
関
係
の
慣
行
は
、
コ
ー
ド
が
自
動
的
に
同
じ
結

果
を
作
り
出
し
た
場
合
に
は
生
ま
れ
な
い
よ
う
な
絆
を
作
り
出
す
。
最
適
な
設
計
は
、
問
題
の
一
部
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
自
分
で
解
決
で

き
る
よ
う
に
残
し
て
お
く
―
―
別
に
解
決
策
が
コ
ー
ド
で
書
け
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
解
決
策
を
コ
ー
ド
で
処
理
す
る
と
副
次
的
な
コ
ス
ト

が
生
じ
る
か
ら
だ
。

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
仮
想
空
間
で
ど
の
規
制
様
式
を
使
う
か
を
選
ぶ
の
は
そ
こ
の
主
権
者
だ
。
そ
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
や
や
こ
し
い
。

結
果
が
完
全
に
効
率
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
全
体
が
完
全
に
効
率
的
と
は
限
ら
な
い
。
で
も
手
法
の
選
択
は
や
は
り
残
る
。
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空
間
の
主
権

：

規
則
の
選
択

だ
が
そ
の
選
択
は
ど
う
や
っ
て
行
な
わ
れ
る
？

あ
る
い
は
も
っ
と
直
接
的
に
、
民
主
主
義
は
ど
う
な
る
？

現
実
空
間
で
は
、
主
権
は

民
主
的
な
も
の
だ
け
が
正
当
と
さ
れ
る
。（
ほ
と
ん
ど
の
）
非
民
主
政
権
は
ま
ず
容
認
さ
れ
な
い
。
現
実
空
間
の
一
般
的
規
範
は
、
究
極
的

に
は
人
々
が
支
配
す
る
と
い
う
も
の
だ
。

だ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
発
展
（
の
不
在
）
の
唯
一
最
大
の
お
も
し
ろ
い
点
は
、
こ
こ
で
も
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
が
述
べ
る
よ
う
に
「
合

成
世
界
で
は
ち
っ
と
も
民
主
主
義
が
見
あ
た
ら
な
い
」
（
4
）と

い
う
こ
と
だ
。
唯
一
ま
と
も
な
例
外
と
い
え
ば
「
砂
漠
の
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
世

界
だ
（
5
）。

民
主
主
義
は
サ
イ
バ
ー
空
間
中
に
根
づ
い
た
り
し
て
い
な
い
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
同
様
だ
。

民
主
主
義
は
む
し
ろ
、
珍
し
い
例
外
で
は
な
く
、
こ
れ
に
対
す
る
き
わ
め
て
強
力
な
常
態
と
い
う
の
は
、
そ
の
空
間
の
「
所
有
者
」
が
主

権
者
だ
、
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
の
見
解
で
は
、
そ
の
所
有
者
は
通
常
は
あ
ま
り
よ
い
主
権
者
で
は
な
い
。

ま
と
め
る
と
、
わ
た
し
の
知
る
限
り
ど
の
世
界
も
、
よ
い
統
治
制
度
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
世
界
で
猛
威
を
振
る
う
の
は
ア

ナ
ー
キ
ー
だ
。
（
6
）

こ
れ
は
別
に
、
多
数
の
集
約
意
見
が
サ
イ
バ
ー
空
間
で
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
現
在
で
す
ら
、

多
数
意
見
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
心
的
な
側
面
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
種
の
投
票
―
―
リ
ン
ク
を
通
じ
て
表
現
さ

れ
た
も
の
―
―
が
検
索
エ
ン
ジ
ン
を
導
い
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
テ
ク
ノ
ラ
テ
ィ
は
、
同
じ
方
式
で
ブ
ロ
グ
を
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る
。

そ
し
て
ス
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ッ
ト
の
よ
う
な
重
要
な
サ
イ
ト
は
、
ど
の
コ
メ
ン
ト
が
て
っ
ぺ
ん
に
く
る
か
を
決
め
る
の
に
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う

に
ラ
ン
キ
ン
グ
や
編
集
者
投
票
を
使
う
。
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こ
れ
は
ど
れ
も
民
主
主
義
風
で
は
あ
る
。
で
も
ど
れ
も
民
主
主
義
じ
ゃ
な
い
。
民
主
主
義
は
、
人
々
が
あ
る
場
所
を
統
治
す
る
規
則
を
決

め
る
慣
行
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と「
砂
漠
の
物
語
」を
例
外
と
し
て
、人
々
の
支
配
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
サ
イ
バ
ー

空
間
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
機
関
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

で
は
こ
の
民
主
主
義
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
変
わ
る
と
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

ア
メ
リ
カ
の
自
己
統
治
の
歴
史
は
独
特
の
形
態
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
た
だ
い
じ
な
条
件
が
あ
る
。
建
国
以
前

は
、
生
活
は
地
理
に
基
づ
い
て
い
た
―
―
国
は
物
理
空
間
に
位
置
づ
い
た
社
会
で
、
一
つ
の
主
権
に
従
属
し
て
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
け
れ

ど
、
ア
メ
リ
カ
の
共
和
国
と
し
て
の
概
念
上
の
革
命
は
、
市
民
た
ち
が
独
立
主
権
を
二
つ
持
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
―
―
も
っ
と
正
確
に

は
、
市
民
た
ち
（
究
極
の
主
権
者
と
し
て
）
は
自
分
の
主
権
力
を
二
種
類
の
代
理
人
に
託
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
州
政
府
が

一
つ
の
代
理
人
で
、
連
邦
政
府
が
も
う
一
つ
。
一
つ
の
地
理
的
所
在
地
に
住
ん
で
い
る
個
人
で
も
、
両
方
の
政
府
の
市
民
に
な
れ
る
。
そ
れ

が
ア
メ
リ
カ
建
国
文
書
の
考
え
方
で
、
憲
法
修
正
第
一
四
条
は
そ
れ
を
明
文
化
し
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
生
ま
れ
た
か
帰
化
し
、
そ

の
法
管
轄
下
に
あ
る
者
は
す
べ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
市
民
で
あ
り
、
そ
の
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
」。

こ
の
意
味
で
の
市
民
権
は
必
ず
し
も
、
自
分
が
属
し
て
い
る
各
種
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
治
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
（
7
）。

今
だ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
市
民
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
選
挙
権
は
な
い
。
市
民
・
政
治
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
た
者
に
と
っ
て
、

市
民
と
い
う
の
は
あ
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
自
分
が
一
員
で
あ
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
統
治
に
参
加
す
る
権
利
だ
。

ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
、
わ
た
し
は
ア
メ
リ
カ
の
選
挙
で
投
票
す
る
権
利
が
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
住
人
と
し
て
、
わ
た
し
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
選
挙
で
投
票
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
は
こ
の
二
つ
の
権
利
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
。

こ
の
レ
ベ
ル
だ
と
、
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
地
理
と
の
結
び
つ
き
は
、
筋
が
通
っ
て
い
る
。
で
も
社
会
の
流
動
性
が
高
ま
る
に
つ
れ

て
、
か
つ
て
は
明
ら
か
だ
っ
た
地
理
と
市
民
権
と
の
関
係
は
ど
ん
ど
ん
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
わ
た
し
は
住
む
の
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
だ

が
職
場
は
パ
ロ
ア
ル
ト
だ
。
規
則
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
は
全
権
参
加
で
き
る
け
れ
ど
、
パ
ロ
ア
ル
ト
に
は
ま
っ
た
く
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参
加
で
き
な
い
。
な
ぜ
こ
れ
が
正
当
な
ん
だ
ろ
う
か
？

政
治
理
論
家
た
ち
は
、
か
な
り
前
か
ら
こ
の
問
題
に
気
が
つ
い
て
い
た
（
8
）。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ド
や
ラ
ニ
・
ギ
ニ
エ
み
た
い
な
学
者
た

ち
は
、
地
理
と
は
直
接
結
び
つ
い
て
い
な
い
よ
う
な
自
治
を
可
能
に
す
る
、
強
力
な
別
の
自
治
概
念
を
開
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
代
替
案

の
一
つ
で
は
、
投
票
者
は
（
制
限
は
あ
る
が
）
自
分
の
票
が
有
効
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
自
分
で
選
ぶ
。
だ
か
ら
わ
た
し
も
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
未
来
に
参
加
す
る
よ
り
パ
ロ
ア
ル
ト
の
未
来
に
参
加
す
る
ほ
う
が
重
要
だ
と
思
っ
た
ら
、
住
む
の
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
も

パ
ロ
ア
ル
ト
で
投
票
権
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
や
や
こ
し
さ
は
、
地
理
と
サ
イ
バ
ー
空
間
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
と
拡
大
す
る
。
職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
投
票
権
が
も
ら
え

る
に
し
て
も
、
遊
び
場
で
の
投
票
権
は
与
え
ら
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

な
ぜ
実
空
間
市
民
が
、
サ
イ
バ
ー
場
所
や
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に

対
し
、
い
さ
さ
か
で
も
発
言
権
を
持
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
？

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
ば
か
り
入
り
浸
っ
て
い
る
人
は
い
る
け
れ
ど
、

で
も
そ
の
人
た
ち
が
モ
ー
ル
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
注
文
を
つ
け
る
権
利
が
あ
る
と
は
誰
も
思
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
週
末
ご
と
に
デ
ィ
ズ

ニ
ー
ワ
ー
ル
ド
に
行
く
の
が
好
き
な
人
も
い
る
け
れ
ど
、
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
が
、
自
分
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ワ
ー
ル
ド
を
規
制
す
る

権
利
が
あ
る
と
言
い
出
し
た
ら
、
変
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
な
ぜ
ち
が
う
ん
だ
ろ
う
。

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ワ
ー
ル
ド
と
あ
な
た
の
関
係
は
、
消
費
者
と
商
人
と
の
関
係
だ
。
も
し
ビ
ー
フ
一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
パ
テ
ィ
二
枚
特
製
ソ
ー
ス
に
レ
タ
ス
チ
ー
ズ
ピ
ク
ル
ス
オ
ニ
オ
ン
添
え
セ
サ
ミ
バ
ン
は
さ
み
が
お
気
に
召
さ
な
か
っ
た
ら
、
バ
ー
ガ
ー

キ
ン
グ
に
行
け
ば
い
い
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
自
社
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
つ
い
て
、
人
々
に
投
票
さ
せ
る
義
務
は
な
い
。
人
々
が
こ
う
し
た
機

関
に
対
し
て
持
つ
権
力
と
い
う
の
は
、
買
わ
ず
に
店
を
出
る
権
力
だ
け
だ
。
商
人
た
ち
は
、
人
々
の
関
心
、
購
入
、
忠
誠
を
め
ぐ
っ
て
競
争

し
て
い
る
。
競
争
が
う
ま
け
れ
ば
、
人
々
か
ら
商
機
が
も
ら
え
る
。
も
し
下
手
な
ら
、
よ
そ
の
店
に
取
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
シ
ス
テ
ム
が

う
ま
く
い
く
の
は
、
人
々
か
ら
の
商
機
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
う
し
た
潜
在
的
供
給
者
が
競
合
す
る
か
ら
だ
。

人
生
の
中
で
こ
の
商
人
主
権
部
分
は
だ
い
じ
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
費
や
す
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
投
票
で
き
る
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部
分
よ
り
も
生
活
の
こ
の
部
分
の
ほ
う
に
ず
っ
と
満
足
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
う
し
た
場
所
は
す
べ
て
独
立
主
権
み
た
い
な
も

の
だ
。
み
ん
な
ル
ー
ル
を
課
し
て
い
る
。
で
も
商
人
主
権
に
対
す
る
対
抗
策
と
い
う
の
は
、
お
金
を
よ
そ
で
使
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。

だ
が
人
生
は
商
人
主
権
部
分
だ
け
で
は
で
き
て
い
な
い
。
人
生
に
は
市
民
主
権
部
分
も
あ
る
。「
あ
ん
た
は
こ
こ
で
投
票
す
る
権
利
は
な

い
よ
、
気
に
入
ら
な
き
ゃ
よ
そ
へ
行
け
」
な
ん
て
こ
と
を
市
民
に
い
う
国
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
民
主
国
家
は
ど
こ
も
こ
ん
な
こ
と
は
し

な
い
。
政
府
と
の
関
係
で
の
人
々
の
役
割
は
、
声
を
持
つ
利
害
関
係
者
と
し
て
の
も
の
だ
。
仮
に
も
政
府
が
民
主
政
府
を
名
乗
る
の
で
あ
れ

ば
、
人
々
は
そ
の
構
築
に
参
加
す
る
権
利
が
あ
る
。

政
府
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
大
学
に
と
っ
て
だ
い
じ
な
問
題
に
つ
い
て
、
教
授
会
に
投
票
権
を
与
え
な
い
よ
う
な
大
学
は
、
か
な
り
変
な
大
学

だ
（
で
も
企
業
で
、
雇
用
関
連
の
問
題
に
つ
い
て
職
員
に
投
票
権
を
与
え
る
の
は
変
な
企
業
だ
け
れ
ど
）。
社
交
ク
ラ
ブ
で
も
、
会
員
に
そ
の

機
能
に
つ
い
て
多
少
な
り
と
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
与
え
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
へ
ん
て
こ
な
社
交
ク
ラ
ブ
だ
―
―
た
だ
し
こ
こ
で
も
、

そ
う
い
う
ク
ラ
ブ
は
存
在
す
る
。
ち
ょ
う
ど
民
主
的
で
な
い
政
府
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。
教
会
で
す
ら
、
そ
の
信
徒
た
ち
に
信
徒
た
ち

の
統
治
方
法
の
決
定
に
つ
い
て
か
な
り
の
部
分
を
委
ね
る
。
こ
う
し
た
機
関
に
お
い
て
、
人
々
は
会
員
で
あ
っ
て
、
消
費
者
で
は
な
い
―
―

と
い
う
か
単
な
る
消
費
者
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
機
関
は
消
費
者
に
、
自
分
た
ち
を
統
治
す
る
規
則
を
左
右
す
る
力
を
与
え
る
。
こ
の
意
味

で
、
こ
う
し
た
機
関
は
市
民
主
権
だ
。

す
る
と
記
述
的
に
言
う
な
ら
、
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ま
だ
市
民
主
権
に
支
配
さ
れ
て
は
い
な
い
（
ど
こ
ろ
か
そ
れ
が
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
さ

え
な
い
）。
今
の
と
こ
ろ
目
撃
す
る
独
立
主
権
は
、
す
べ
て
商
人
主
権
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
な
お
さ
ら
明
確
に
あ
て

は
ま
る
。
そ
れ
ら
と
の
関
係
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
の
関
係
と
同
じ
な
の
だ
。

一
部
の
理
論
家
は
、
こ
の
二
つ
の
様
式
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
あ
る
人
は
、
会
員
モ
デ
ル
を
社
会
生
活
の
す
べ
て
の
部
分
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に
適
用
し
よ
う
と
し
た
―
―
職
場
に
も
、
近
所
の
パ
ブ
に
も
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
も
（
9
）。

別
の
人
は
、
消
費
者
モ
デ
ル
を
社
会
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
―
―
た
と
え
ば
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ィ
ボ
ー
の
支
持
者
は
、
政
府
間
の
競
争
を
歯
磨
き
粉
の
選
択
と

同
じ
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
（
10
）。

で
も
、
こ
う
し
た
選
択
の
持
つ
差
異
を
う
ま
く
説
明
し
き
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
異
な
る
領
域

の
も
の
を
一
本
化
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
歯
磨
き
粉
の
設
計
に
つ
い
て
投
票
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
な
ん
て
地
獄
だ
し
、
気
に
入
ら
な

い
政
府
に
対
す
る
唯
一
の
対
抗
策
が
よ
そ
に
引
っ
越
す
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
暴
政
だ
。

で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
が
商
人
主
権
だ
け
で
で
き
て
い
た
ら
何
が
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
？

商
人
主
権
の
最
初
の
擁
護
論
を
展
開
し
て
い

る
の
は
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ポ
ス
ト
と
、
と
き
に
そ
の
共
著
者
と
な
る
デ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
著
作
だ
（
11
）。

ポ
ス
ト
の
論
文
「
ア
ナ
ー
キ
ー
、

国
家
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
が
、
こ
こ
で
の
舞
台
説
明
と
し
て
は
最
高
だ
。
ポ
ス
ト
の
論
に
よ
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

「
ル
ー
ル
群
」
で
統
治
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ル
ー
ル
群
」
と
い
う
の
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
ル
ー
ル
の
束

と
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
、
あ
る
場
所
で
の
ふ
る
ま
い
を
制
約
す
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
世
界
は
、
こ
う
し
た
ル
ー
ル
群
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
、
と
ポ
ス
ト
は
論
じ
る
。
個
人
は
こ
の
ル
ー
ル
群
に
参
加
し
よ
う
か
あ
の
ル
ー
ル
群
に
参
加
し
よ
う
か
と
、
選
択
を
行
な
う
。

ル
ー
ル
群
が
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
に
つ
れ
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
世
界
は
こ
う
し
た
顧
客
を
め
ぐ
る
商
人
主
権
の
競
合
に

よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
。

ポ
ス
ト
の
議
論
は
こ
こ
で
も
記
述
的
に
正
確
だ
。
そ
し
て
ポ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
規
範
的
に
も
推
奨
さ
れ
る
も
の
だ
。
主
権
と
い
う
の
は
、

反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
企
業
の
市
場
支
配
力
と
同
じ
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
。「
市
場
支
配
力
」
と
い
う
と
き
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
律
家

や
経
済
学
者
は
、
企
業
が
収
益
を
上
げ
る
よ
う
な
形
で
値
段
を
つ
り
上
げ
ら
れ
る
能
力
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
完
全
競
争
の
市
場
で
は
、

市
場
支
配
力
の
な
い
企
業
は
値
段
を
上
げ
ら
れ
な
い
。
売
上
が
が
た
落
ち
に
な
っ
て
、
値
上
げ
す
る
だ
け
の
価
値
が
な
く
な
る
か
ら
だ
（
12
）。

市

場
支
配
力
を
持
つ
企
業
は
、
値
段
を
上
げ
た
ら
利
益
が
増
え
る
。
市
場
支
配
力
を
持
つ
企
業
は
、
あ
る
商
品
に
つ
い
て
競
争
市
場
よ
り
も
高

い
価
格
を
受
け
入
れ
る
よ
う
消
費
者
に
強
制
で
き
る
。
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こ
れ
と
似
た
よ
う
な
制
約
が
政
府
に
も
働
い
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
で
き
る
。
政
府
は
企
業
と
同
じ
で
、
あ
ま
り
極
端
な
無
茶
は
で
き

な
い
。
抑
圧
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
規
制
を
き
つ
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
他
の
政
府
、
ま
た
は
他
の
ル
ー
ル
群
が
競
合
相
手
と
な
っ
て
く

る
。
ど
こ
か
の
段
階
で
、
市
民
に
と
っ
て
は
規
制
の
重
荷
を
抱
え
て
い
る
よ
り
も
引
っ
越
す
ほ
う
が
簡
単
に
な
る
（
13
）。

あ
る
い
は
、
法
に
従
う

よ
り
法
の
抜
け
道
を
見
つ
け
る
ほ
う
が
楽
に
な
る
。

実
空
間
で
は
、
引
っ
越
す
の
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
、
主
権
者
は
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
か
な
り
無
茶
が
で
き
る
。
で
も
サ
イ
バ
ー

空
間
で
は
、
引
っ
越
す
の
は
そ
ん
な
に
む
ず
か
し
く
な
い
。
自
分
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
の
ル
ー
ル
集
合
が
気
に
食
わ
な
け
り
ゃ
、
別
の
ゲ
ー
ム
に
移

ろ
う
。
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ポ
ー
タ
ル
で
の
広
告
が
多
す
ぎ
る
と
思
っ
た
ら
、
二
秒
も
あ
れ
ば
デ
フ
ォ
ル
ト
の
ポ
ー
タ
ル
は
変
え
ら
れ

る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
生
活
に
は
、
家
を
ま
っ
た
く
離
れ
ず
に
参
加
で
き
る
。
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
が
、
思
い
通
り
の
扱
い
を
し
て
く
れ

な
い
な
ら
、
さ
よ
な
ら
す
れ
ば
い
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ほ
う
が
競
争
圧
力
が
強
い
の
で
、
政
府
や
そ
の
他
ル
ー
ル
群
を
広
め
よ
う
と
す

る
主
体
た
ち
は
、
競
争
市
場
に
お
け
る
企
業
み
た
い
に
ふ
る
ま
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
統
治
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
く
だ
い
じ
な
考
え
方
だ
。
だ
い
じ
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
統
治
を
描
い
て
い
る

か
ら
だ
。
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
現
実
空
間
で
の
市
民
主
権
の
目
的
と
限
界
を
示
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ル
ー
ル
は
、
上
か
ら
課
さ
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
で
選
ぶ
も
の
だ
。
政
府
同
士

が
市
民
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
こ
と
で
、
あ
る
個
別
政
府
の
権
力
を
最
小
化
す
る
よ
う
な
世
界
だ
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
や
コ
カ
・
コ
ー

ラ
み
た
い
な
政
府
―
―
お
客
・
市
民
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
、
反
乱
を
恐
れ
る
政
府
。

だ
が
、
こ
の
見
方
を
疑
問
視
す
る
理
由
は
あ
る
。
ま
ず
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
退
出
コ
ス
ト
が
実
空
間
よ
り
安
上
が
り
、
と
い
う
主
張
を

考
え
て
み
よ
う
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ポ
ー
タ
ル
を
乗
り
換
え
た
ら
、
確
か
に
ち
が
っ
た
「
ル
ー
ル
」
群
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー
ル
群
は
確
か
に
あ
な
た
の
関
心
を
求
め
て
競
合
す
る
。
ち
ょ
う
ど
、
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
か
ら
別
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に

行
っ
た
り
、
あ
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
か
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
り
す
る
の
と
同
じ
だ
。
競
合
す
る
ル
ー
ル
群
は
あ
る
。
そ
れ
は
プ
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ロ
バ
イ
ダ
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
検
討
す
る
い
く
つ
か
の
要
因
の
一
つ
だ
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー
ル
群
の
間
で
乗
り
換
え
が
簡
単
で
あ
る
限
り
、

こ
の
切
り
替
え
は
確
か
に
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
競
争
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
移
動
を
む
ず
か
し
く
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
も
あ
る
。

一
〇
年
間
Ａ
Ｏ
Ｌ
の
会
員
だ
っ
た
人
が
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
乗
り
換
え
よ
う
と
し
た
ら
、
Ａ
Ｏ
Ｌ
は
簡
単
な
メ
ー
ル
転
送
な
ど
で
こ
の
引
っ
越
し

を
楽
に
し
て
く
れ
た
り
し
な
い
。
だ
が
Ａ
Ｏ
Ｌ
が
こ
ん
な
制
限
を
つ
け
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
ら
、
ほ
か
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
選
ば
れ
る
だ
ろ

う
。
競
争
が
本
当
に
存
在
す
れ
ば
、
ル
ー
ル
群
は
競
争
す
る
。

だ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
る
と
話
が
ち
が
う
。
た
と
え
ば
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
間
の
競
合
を
考
え
て
ほ
し
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
に
参
加
し
て
、
何
カ
月
も

か
け
て
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
キ
ャ
ラ
を
作
り
あ
げ
る
。
資
産
も
蓄
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
―
―
作
っ
た
建
物
や
買
っ
た
兵
器
な
ど
。
ど

ち
ら
も
一
種
の
資
本
だ
。
人
間
関
係
の
集
合
は
社
会
資
本
だ
。
所
有
す
る
モ
ノ
は
物
理
資
本
だ
。

さ
て
そ
こ
で
自
分
の
選
ん
だ
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
で
の
生
活
に
不
満
が
出
て
、
そ
こ
を
去
ろ
う
と
考
え
る
。
で
も
去
る
の
は
高
く
つ
く
。
構
築
し
た

社
会
資
本
は
持
ち
運
べ
な
い
し
、
ゲ
ー
ム
に
も
よ
る
が
、
物
理
資
本
も
移
動
で
き
な
い
。
別
の
マ
イ
レ
ー
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
よ
う

な
も
の
で
、別
の
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
に
参
加
す
る
と
い
う
選
択
は
、一
部
の
資
産
を
捨
て
去
る
と
い
う
決
断
だ
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、ル
ー
ル
群
の

競
争
を
弱
め
る
。

こ
の
点
を
あ
ま
り
強
調
し
す
ぎ
る
つ
も
り
は
な
い
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
で
の
資
産
を
売
る
市
場
が
発
達
す
る
に
つ
れ
、
そ
し
て
ゲ
ー
ム
同
士
の
性

質
が
標
準
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ゲ
ー
ム
間
の
移
動
は
ず
っ
と
簡
単
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。
現
実
空
間
で
も
、
社
会

資
本
は
そ
う
簡
単
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
で
移
動
で
き
な
い
。
友
人
は
好
き
勝
手
に
交
換
で
き
な
い
。
新
し
い
住
ま
い
で
つ
な
が
り
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。
で
も
現
実
空
間
の
物
理
資
本
は
移
転
可
能
だ
。
要
ら
な
い
も
の
は
売
っ
て
、
持
っ
て
行
け
る
も
の
は

引
っ
越
し
荷
物
だ
。
常
に
。
Ｍ
Ｍ
Ｏ
Ｇ
で
は
、
常
に
そ
れ
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

す
る
と
逆
説
的
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ほ
う
が
実
空
間
で
よ
り
も
引
っ
越
し
は
む
ず
か
し
い
と
さ
え
言
え
る
わ
け
だ
。
な
ぜ
む
ず
か
し

い
か
と
言
え
ば
、
あ
る
サ
イ
バ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
引
っ
越
す
と
き
に
は
す
べ
て
を
捨
て
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
実
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空
間
で
な
ら
手
持
ち
の
か
な
り
の
部
分
を
持
っ
て
い
け
る
（
14
）。

す
る
と
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
短
期
的
に
は
実
空
間
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
よ
り
も
市
民
に
対
す
る
権
力
は
（
特
に
社
会
資
本
に
つ
い
て
は
）
強
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
ル
ー
ル
群
の
競
合
と
い
う
図
式
が
、
ポ
ス
ト
の
考
え
る
よ
り
や
や
こ
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
競

争
に
対
す
る
圧
力
は
か
え
っ
て
大
き
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
は
サ
イ
バ
ー
空
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
市
民
主
権
に
移
行
し
た
く
な
る

欲
求
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
移
行
の
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

二
番
目
の
、
も
っ
と
本
質
的
な
批
判
が
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
を
市
場
モ
デ
ル
で
構
築
で
き
た
と
し
て
も
―
―
つ
ま
り
サ
イ
バ
ー
空
間
内

の
空
間
に
対
し
、
歯
磨
き
粉
と
関
わ
る
よ
う
に
関
わ
れ
た
と
し
て
も
―
―
そ
れ
を
望
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
生
活
が
オ
ン
ラ

イ
ン
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
Ｘ
国
、
Ｙ
国
、
Ｚ
国
か
ら
の
市
民
た
ち
が
ま
す
ま
す
サ
イ
バ
ー
空
間
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
相
互
作
用
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
う
し
た
サ
イ
バ
ー
空
間
は
民
主
主
義
に
お
い
て
（
理
想
的
に
は
）
責
任
と
関
心
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
は
ず
だ
。
別

の
言
い
方
を
す
る
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
独
自
の
正
当
な
独
立
主
権
と
み
な
さ
れ
た
い
と
思
い
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
独
立
と
敬
意
を
与

え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
っ
と
は
っ
き
り
と
市
民
主
権
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
同
じ
力
学
が
現
実
空
間
で
も
生
じ
る
。
人
々
の
生
き
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
意
味
で
は
「
主
権
」
で
な
く
て
も
、
そ
の
組

織
の
中
で
の
人
々
の
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
主
権
」
で
あ
る
よ
う
な
組
織
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
大
学
、
社
交

ク
ラ
ブ
、
教
会
、
企
業
な
ど
が
、
通
常
の
政
府
か
ら
一
種
の
自
律
性
を
得
て
い
る
組
織
の
例
だ
。
こ
の
自
律
性
は
濃
密
だ
っ
た
り
薄
か
っ
た

り
す
る
。
そ
し
て
わ
た
し
の
示
唆
は
、
そ
の
組
織
が
市
民
主
権
の
価
値
を
反
映
す
る
ほ
ど
濃
密
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
種
の
主
権
は
不
可
侵
性
ド
ク
ト
リ
ン
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
企
業
に
は
あ
る
程
度
の
不
可
侵
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
が

あ
る
規
程
の
企
業
形
態
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
教
会
に
も
あ
る
程
度
の
不
可
侵
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
統
治
が
ま
す
ま
す

異
質
に
な
る
に
つ
れ
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
商
人
主
権
の
価
値
で
は
な
く
、
市
民
主
権
の
価
値
を
反
映
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
似
た
よ
う
な
不
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可
侵
性
を
も
っ
と
手
早
く
獲
得
で
き
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
責
任
あ
る
存
在
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
現
実
空
間
の
政
府
は
不
可
侵
性
の
よ
う

な
ド
ク
ト
リ
ン
を
通
じ
て
そ
の
規
範
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
成
熟
―
―
と
呼
べ
れ
ば
だ
が
―
―
は
、
も
ち
ろ
ん
ず
い
ぶ
ん
先
の
話
に
な
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
サ
イ
バ
ー
空
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
自
分
た
ち
は
別
個
の
、
ま
た
は
相
補
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
の
だ
と
い
う
自
覚
を
ま
す
ま
す
高
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に

依
存
し
て
い
る
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
外
の
人
々
が
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
何
か
は
っ
き
り
独
自
の
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
認

識
を
高
め
て
く
れ
る
か
ど
う
か
に
も
よ
る
。
一
部
は
こ
れ
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
楽
観
視
し
て
い
る
。
ダ
ン
・
ハ
ン
タ
ー
と
グ
レ
ッ
グ
・
ラ
ス

ト
ウ
カ
は
こ
う
書
く
。

法
廷
は
、
仮
想
世
界
が
自
分
た
ち
と
は
別
個
の
法
制
度
管
轄
区
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
仮
想
世
界
は
独
自
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
規
範
、
法
律
、
権
利
を
持
つ
の
だ
。
サ
イ
ボ
ー
グ
居
住
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
権
利
が
現
実
世
界
の
法
廷
や
仮
想
世
界
の
ウ
ィ
ザ
ー
ド

た
ち
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
か
れ
ら
は
仮
想
世
界
の
文
脈
の
中
で
、
自
ら
こ
う
し
た
権
利
に
到
達
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
（
15
）

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
は
、当
の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
の
中
で
も
見
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
が
本
当
に「
連
合
し
た
各
種
の
州
」だ
っ

た
時
代
が
あ
る
。
支
配
的
な
政
治
的
現
実
が
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
文
化
や
価
値
観
に
本
当
に
差
が

あ
っ
た
頃
だ
。
そ
う
い
う
ち
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
七
八
九
年
に
こ
の
州
た
ち
は
連
合
し
て
、
比
較
的
小
さ
な
全
国
政
府
を
つ
く
っ

た
。
こ
の
政
府
は
、
最
小
最
低
限
の
も
の
で
し
か
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
各
種
の
狭
く
厳
密
に
決
め
ら
れ
た
目
的
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
全
国

政
府
は
、
そ
れ
以
上
は
手
を
出
さ
な
い
は
ず
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
制
限
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
筋
が
通
っ
て
い
た
。
当
時
、
各
州
同
士
が
国
と
し
て

共
通
に
持
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
世
界
最
強
の
軍
隊
を
撃
破
し
た
歴
史
は
共
有
し
て
い
た
し
、
ほ
と
ん
ど
果
て
し
な
い
大
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陸
を
横
切
っ
て
拡
張
す
る
と
い
う
目
的
も
共
有
し
て
い
た
（
16
）。

で
も
、
社
会
生
活
や
政
治
生
活
は
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
生
活
は
ロ
ー
カ
ル

で
、
州
を
ま
た
が
る
交
易
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
し
て
こ
う
い
う
世
界
で
は
全
国
政
府
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
も
筋
が
通
っ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
検
討
し
て
解
決
す
べ
き
全
国
的
な
問
題
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
奴
隷
制
は
、
実
際
に
認
め
て
い
た
の
は
ほ
ん
の
数
州
だ
け
と

は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
全
体
の
汚
点
だ
っ
た
。
建
国
時
に
も
、
奴
隷
制
は
ロ
ー
カ
ル
な
規
制
に
任
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
議
論
は
あ
っ
た
。
で
も

憲
法
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
妥
協
の
上
に
構
築
さ
れ
た
。
議
会
は
一
八
〇
八
年
ま
で
、
奴
隷
の
「
輸
入
」
問
題
を
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と

さ
れ
て
い
た
（
17
）。

そ
の
後
は
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
人
々
は
ま
す
ま
す
扱
う
べ
き
だ
と
主
張
し
だ
し
た
。
で
も
、
奴
隷
制
は
、
わ
が
国
の

道
徳
的
な
立
場
の
汚
点
と
し
て
続
い
た
。
議
会
は
少
な
く
と
も
準
州
で
は
奴
隷
制
を
廃
止
で
き
た
し
、
一
部
の
人
は
、
南
部
州
で
も
そ
う
す

べ
き
だ
と
論
じ
て
い
た
。

国
会
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
奴
隷
制
を
一
掃
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
対
す
る
反
対
論
者
は
二
通
り
い
た
。
一
つ
目
は
、
奴
隷
制
を
支
持
し

て
、
そ
れ
が
南
部
州
の
生
活
の

か
な
め要

だ
と
信
じ
て
い
た
。
こ
の
人
た
ち
は
、
こ
こ
で
の
関
心
外
だ
。
注
目
し
た
い
の
は
二
つ
目
の
人
た
ち
だ

―
―
完
全
な
信
念
と
自
信
を
持
っ
て
、
奴
隷
制
は
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
で
あ
っ
て
全
国
的
な
問
題
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
た
人
た
ち
。
建
国
者

た
ち
の
理
解
で
は
、
そ
れ
は
全
国
的
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
人
た
ち
、
そ
し
て
全
国
政
府
は
そ
の
問
題
に
触
れ
る
べ
き

じ
ゃ
な
い
と
論
じ
た
人
た
ち
。

こ
の
主
張
は
一
七
九
一
年
や
一
八
二
八
年
に
は
正
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
説
得
力
は
な
く
な
っ
て
き

た
。
国
は
社
会
経
済
的
に
ま
す
ま
す
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、「
わ
た
し
は
何
よ
り
も
ま
ず
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
人
間
だ
」
と
言
う

こ
と
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
は
減
っ
て
き
た
し
、
ア
メ
リ
カ
総
体
の
市
民
で
あ
る
重
要
性
は
増
し
た
（
18
）。

こ
の
変
化
は
、
別
に
何
か
政
治
的
な
意
思
決
定
の
結
果
と
し
て
起
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
経
済
社
会
的
な
現
実
が
変
化
す
る
こ
と
で
生

じ
た
も
の
だ
。
全
国
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
だ
と
い
う
感
覚
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
や
が
て
ど
こ
か
の
段
階
で
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民
と

し
て
の
地
位
を
否
定
す
る
の
は
不
可
能
に
な
っ
た
。
戦
争
が
そ
の
認
識
を
生
み
出
し
た
。
憲
法
修
正
第
一
四
条
は
こ
れ
を
憲
法
に
明
文
化
し
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た
。
経
済
社
会
的
な
交
流
が
、
そ
れ
を
完
全
に
現
実
の
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
変
化
が
根
づ
く
に
つ
れ
て
、
奴
隷
制
の
よ
う
な
問
題
が

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
だ
と
い
う
主
張
も
、
ば
か
げ
た
も
の
に
な
っ
た
。

ま
っ
た
く
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
今
は
国
際
的
に
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
サ
イ
バ
ー
空
間
は
そ
こ
に
だ
い
じ
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
以
来
、
だ
ん
だ
ん
と
勢
い
が
つ
い
て
き
た
動
き
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お

か
げ
で
そ
れ
が
大
き
く
加
速
し
た
。
一
般
市
民
が
国
際
的
に
結
び
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
の
国
際
交
流
を
実
現
で
き
る
。
個

別
国
家
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
は
ま
す
ま
す
否
定
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
空
間
で
こ
の
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
市
民
た
ち
は
こ
の
国
際
空
間
で
中
立
的
な
立
場
を
保
つ
の

を
ま
す
ま
す
む
ず
か
し
く
感
じ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
一
七
九
一
年
に
慎
み
あ
る
市
民
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
奴
隷
制
は
メ

イ
ン
州
の
市
民
に
は
関
係
な
い
、
と
言
っ
た
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
言
論
統
制
は
ア
メ
リ
カ
市
民
に
は
関
係
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
奴
隷
制
が
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
で
し
か
な
い
と
い
う
主
張
が
一
九
世
紀
を
経
る
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
認
め
が
た
く

な
っ
て
き
た
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
上
の
言
論
に
つ
い
て
の
主
張
は
二
一
世
紀
に
や
は
り
認
め
が
た
く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
。
そ
こ
に
は
答
え
る
べ
き
憲
法
的
、
原
理
的
な
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
際
空
間
か
ら
身
を
引
い
て
、
そ
う

い
う
問
題
は
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

少
な
く
と
も
、
一
九
九
五
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
も
っ
て
こ
の
国
際
空
間
を
実
質
的
に
侵
略
し
た
以
上
、
そ
う
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
、
す
さ
ま
じ
い
言
論
の
自
由
と
す
さ
ま
じ
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
支
援
す
る
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
送
り
込
ん
だ
。

暗
号
を
使
え
る
プ
ロ
ト
コ
ル
を
通
じ
て
高
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
通
信
を
可
能
に
す
る
手
段
を
与
え
た
。
検
閲
に
抵
抗
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
を
通
じ
て

自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
奨
励
す
る
よ
う
な
も
の
を
提
供
し
た
。
ネ
ッ
ト
が
世
界
に
与
え
た
言
論
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
そ
う
い
う
も

の
だ
―
―
そ
れ
を
世
界
に
あ
げ
た
の
が
わ
れ
わ
れ
だ
。

今
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
っ
た
形
で
商
業
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
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暗
号
の
規
制
も
考
え
て
い
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ネ
ッ

ト
の
価
値
を
作
り
直
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
再
建
に
対
し
て
中
立
的
で
い
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
？

無
理
だ
と
思
う
。
そ
う
す
べ
き
だ
と
も
思
わ
な
い
。
そ
う
す
る
と
も
思
わ
な
い
。
ネ
ッ
ト
が
中
央
集
権
化
さ
れ
た
言
論
統
制
を
可
能
に

す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
一
年
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
奴
隷
制
に
対
し
て
中
立
を
保
て
な
か
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、

中
立
で
な
ん
か
い
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
が
全
世
界
的
な
政
治
的
戦
い
の
一
部
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
べ
き
だ
。
国
籍
に

か
か
わ
ら
ず
、
万
人
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利
と
は
ど
ん
な
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
意

見
を
、
ネ
ッ
ト
が
開
い
た
こ
の
新
た
な
政
治
的
空
間
で
主
張
す
る
用
意
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
。

世
界
政
府
を
作
れ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
実
は
、
次
の
章
の
大
半
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
実
現
不
可
能
な
考
え
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
言
い
た
い
の
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
組
み
込
ん
で
い
る
政
治
に
つ
い
て
責
任
を
と
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
そ
の
空
間
に
生
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
統
治
す
る
一
種
の
主
権
者
だ
か
ら
だ
。
そ

こ
で
の
生
活
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
持
つ
政
治
性
を
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
だ
。

サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ー
ド
そ
れ
自
体
が
独
自
の
規
制
の
仕
組
み
だ
と
理
解
す
べ
き
だ
、
と
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
コ
ー
ド
が
と
き
に

は
、
法
と
い
う
規
制
の
仕
組
み
と
競
合
す
る
こ
と
も
論
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
著
作
権
で
は
、
著
作
権
法
が
信
頼
シ
ス
テ
ム
の
規
制
の
仕
組

み
と
一
貫
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
お
互
い
に
競
合
す
る
規
制
の
仕
組
み
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
き
た
。
ど

ち
ら
か
を
選
ぶ
方
法
が
必
要
だ
。
ど
っ
ち
が
栄
え
る
べ
き
か
を
決
め
る
方
法
が
必
要
だ
。

コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
と
い
う
こ
の
仕
組
み
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
独
自
の
規
範
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
規
範
は
、
コ
ー
ド

が
課
す
構
造
や
ル
ー
ル
の
中
で
表
現
さ
れ
る
。
法
と
経
済
の
予
言
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
規
範
は
ま
ち
が
い
な
く
高
効
率
と
な
り
、
公
正
な

も
の
に
だ
っ
て
な
れ
る
。
で
も
正
義
が
必
ず
し
も
効
率
性
に
伴
わ
な
い
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
分
だ
け
高
効
率
で
不
公
正
な
も
の
と
な
っ
て
し
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ま
う
だ
ろ
う
。
す
る
と
問
題
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
コ
ー
ド
と
法
の
競
合
に
は
、
だ
い
じ
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
法
は
、
少
な
く
と
も
国
際
関
係
を
規
制
す
る
部
分
で
は
、
長
い
協
議
の

産
物
だ
。
各
国
は
、
法
が
ど
う
規
制
す
る
か
、
そ
し
て
個
人
・
民
間
の
秩
序
に
対
し
て
ど
ん
な
規
範
を
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か

の
合
意
に
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
各
国
の
仕
事
が
特
に
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
わ
る
と
き
、
こ
う
い
う
合
意
に
達
す
る
の
は
か
な
り

の
大
事
に
な
る
。
世
界
各
国
が
こ
の
空
間
に
つ
い
て
共
通
理
解
に
達
し
て
、
そ
の
規
制
に
つ
い
て
共
通
戦
略
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
か
ら
だ
。
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第
一
五
章

競
合
す
る
主
権

対
立

主
権
に
つ
い
て
、
二
つ
の
話
を
し
よ
う
。
一
つ
は
た
ぶ
ん
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
も
う
一
つ
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
保
護

フ
ラ
ン
ス
人
は
ナ
チ
ス
が
嫌
い
だ
（
そ
し
て
嫌
仏
流
の
「
今
で
は
」
と
つ
け
た
い
衝
動
は
抑
え
る
こ
と
。
フ
ラ
ン
ス
人
が
い
な
け
れ
ば
ア

メ
リ
カ
と
い
う
国
は
た
ぶ
ん
な
か
っ
た
の
を
お
忘
れ
な
く
）。
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
は
、
ナ
チ
ス
が
そ
れ
に
反
抗
す
る
の
を
許
さ
な
い
。
ド
イ

ツ
と
同
じ
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ナ
チ
ス
党
を
宣
伝
し
た
り
、
ナ
チ
ス
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
た
り
す
る
の
は
犯
罪
だ
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
ウ
ィ

ル
ス
じ
み
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
復
活
し
な
い
よ
う
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。

こ
の
点
で
フ
ラ
ン
ス
法
は
ア
メ
リ
カ
法
と
は
ち
が
う
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
第
一
条
は
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
つ
い
て
特
定
の
視
点

に
基
づ
く
制
限
は
す
べ
て
阻
止
す
る
。
国
は
共
和
党
ボ
タ
ン
販
売
を
禁
止
で
き
な
い
の
と
同
様
に
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
の
販
売
も
禁
止
で
き
な

い
。
言
論
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
政
治
的
な
遺
物
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
遺
物
の
販
売
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ヤ
フ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
会
社
だ
、
一
九
九
九
年
に
ヤ
フ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
支
社
を
作
り
、
ヤ
フ
ー
フ
ラ
ン
ス
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
を
開

い
た
（
1
）。

イ
ー
ベ
イ
と
同
じ
く
、
こ
の
サ
イ
ト
は
個
人
が
ア
イ
テ
ム
を
競
売
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
イ
ー
ベ
イ
の
よ
う
に
、
サ
イ
ト
は
競
売
を
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運
営
し
て
、
競
売
物
件
が
最
終
的
に
は
売
れ
る
よ
う
手
伝
い
を
す
る
。

サ
イ
ト
開
設
後
す
ぐ
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
に
反
す
る
こ
と
と
し
て
、
ヤ
フ
オ
ク
に
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
が
出
品
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で

販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
に
は
こ
れ
が
気
に
入
ら
な
い
人
も
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
ヤ
フ
ー
に
対
す
る
訴
訟
が
起

こ
さ
れ
、
ヤ
フ
ー
に
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
除
去
す
る
か
、
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
ろ
と
要
求
し
た
（
2
）。

今
度
は
ヤ
フ
ー
が
不
服
だ
っ
た
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ん
で
す
よ
、
と
ヤ
フ
ー
は
固
執
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
し
ょ
う

に
。
フ
ラ
ン
ス
市
民
を
ヤ
フ
ー
の
サ
イ
ト
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
手
だ
て
は
な
い
。
そ
し
て
一
国
の
規
則
が
世
界
の
規
則
に
な
る
の
は
ば
か
げ

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
国
が
世
界
中
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
自
国
の
法
を
遵
守
す
る
よ
う
強
制
で
き
る
な
ら
、
す
べ
て
が
ど
ん
底
（
あ
る
い
は
見

方
次
第
で
は
て
っ
ぺ
ん
）
目
指
し
て
一
直
線
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
規
則
が
絶
対
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
フ
ラ
ン
ス
は
あ
っ
さ
り
受
け
入
れ
な
さ
い
。
第
九
巡
回
控
訴
法
廷
が
ヤ
フ
ー
の
主
張
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
は
「
ヤ
フ
ー
は
（
中
略
）
他

国
の
（
中
略
）
法
に
違
反
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
憲
法
修
正
第
一
条
に
基
づ
く
広
範
な
言
論
の
保
護
を
提

供
す
る
判
決
を
求
め
て
い
る
」
（
3
）

フ
ラ
ン
ス
の
判
事
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ゴ
メ
ス
は
ヤ
フ
ー
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
五
月
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
で
は
、
ナ

チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
取
り
除
く
か
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
ろ
（
4
）と

要
求
し
た
。
一
一
月
に
出
た
追
加
命
令
で
は
、
ヤ
フ
ー
は
三
カ
月
以

内
に
遵
守
す
る
か
、
あ
る
い
は
遅
れ
た
一
日
に
つ
き
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
支
払
え
と
の
こ
と
（
5
）。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
激
怒
し
た
。
何
千
も
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
フ
ラ
ン
ス
法
廷
の
判
決
を
批
判
し
、
何
百
も
の
新
聞
が
そ
れ
に
続
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
自
国
の
規
則
を
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
万
人
に
強
制
す
る
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
言
論
の

自
由
」
を
破
壊
し
て
い
る
、
と
。
ケ
イ
ト
ー
研
究
所
の
ア
ダ
ム
・
テ
ィ
エ
ラ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
人
は
言
論
の
自
由
を
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
や
そ
の
他
の
世
界
よ
り
も
う
少
し
真
剣
に
考
え
て
い
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る
。
そ
し
て
確
か
に
、
ア
メ
リ
カ
は
全
世
界
の
言
論
の
自
由
の
守
護
者
と
な
れ
る
。
憲
法
修
正
第
一
条
の
保
護
を
ネ
ッ
ト
上
で
、
自
国
で
は
自

由
に
発
言
す
る
権
利
を
否
定
さ
れ
た
何
百
万
も
の
人
々
に
提
供
す
る
の
だ
。
（
6
）

二
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
を
守
る

二
〇
〇
〇
年
に
、
多
く
の
事
業
を
立
ち
上
げ
た
起
業
家
ビ
ル
・
ク
レ
イ
グ
が
、
ト
ロ
ン
ト
で
ウ
ェ
ブ
用
にiC

raveT
V

と
い
う
サ
ー
ビ
ス

を
立
ち
上
げ
た
。iC

raveT
V

は
通
常
の
テ
レ
ビ
放
送
を
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
で
ネ
ッ
ト
に
流
す
も
の
だ
。
カ
ナ
ダ
法
（
少
な
く
と
も
当
時
の

解
釈
（
7
））

で
は
、iC

raveT
V

は
テ
レ
ビ
放
送
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
す
の
に
許
可
は
い
ら
な
い
と
考
え
た
。
カ
ナ
ダ
法
で
は
、
放
送
内
容
が

改
変
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
到
達
範
囲
を
広
げ
る
の
に
ど
ん
な
技
術
を
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
（
8
）。

そ
こ
で
ク
レ
イ
グ
は
サ
ー
バ
ー
を
買
い
、

ス
ト
リ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
大
宣
伝
を
し
て
オ
ー
プ
ン
し
、
顧
客
が
来
る
の
を
待
ち
受
け
た
。
そ
し
て
確
か
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
も

数
百
万
単
位
で
。
ク
レ
イ
グ
の
サ
ー
ビ
ス
は
す
ぐ
に
大
成
功
と
な
っ
た
。
ク
レ
イ
グ
が
テ
レ
ビ
を

ク
レ
イ
ブ

渇
望
す
る
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
人
が
来

て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

だ
が
ク
レ
イ
グ
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
以
来
、
ど
う
も
万
人
が
ク
レ
イ
グ
の
発
想
を
気
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
の
著
作
権
保
持
者
た
ち
は
、
ク
レ
イ
グ
の
作
っ
た
無
料
テ
レ
ビ
が
お
気
に
召
さ
な
か
っ
た
。
カ
ナ
ダ
で
は
テ
レ
ビ
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
再
放
送
す
る
の
は
自
由
だ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
著
作
権
法
は
再
放
送
権
を
厳
し
く

規
制
し
て
お
り
、
ク
レ
イ
グ
は
ア
メ
リ
カ
の
規
則
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

iC
raveT

V

は
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
住
民
を
閉
め
出
す
手
は
少
し
講
じ
て
い
た
。
で
も
誰
一
人
と
し
て
そ
れ
が
ま
と
も
に
機
能
す
る
と
は

期
待
し
て
い
た
わ
け
が
な
い
。
ま
ずiC

raveT
V

は
、
カ
ナ
ダ
人
し
か
こ
の
サ
イ
ト
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
と
警
告
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
後
に

iC
raveT

V

は
サ
イ
ト
に
市
外
局
番
ブ
ロ
ッ
ク
方
式
を
つ
け
た
―
―
サ
イ
ト
に
入
る
に
は
、
自
分
の
市
外
局
番
を
入
れ
ろ
と
言
う
わ
け
だ
。

そ
れ
が
カ
ナ
ダ
の
局
番
で
な
け
れ
ば
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。
で
も
カ
ナ
ダ
の
市
外
局
番
を
調
べ
る
く
ら
い
簡
単
だ
（
た
と
え
ば
当
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のiC
raveT

V

自
身
の
電
話
番
号
が
、iC

raveT
V

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
で
か
で
か
と
載
っ
て
い
る
の
だ
）。

だ
が
ク
レ
イ
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
侵
害
行
為
を
取
り
締
ま
る
の
は
自
分
の
仕
事
で
は
な
い
と
考
え
た
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
テ
レ
ビ
を

ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
し
て
も
誰
も
法
に
は
触
れ
な
い
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
違
法
だ
ろ
う
と
な
ぜ
気
に
す
る
必
要
が
あ
る
？

ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
軍
団
が
、
す
ぐ
に
ク
レ
イ
グ
に
気
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
い
知
ら
せ
た
。
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
法
廷
に
出
さ
れ

た
訴
状
で
は
、
全
米
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
（
お
よ
び
そ
の
他
数
団
体
）
はiC

raveT
V

を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
著
作
権
侵
害
で
訴
え
た
。
テ

レ
ビ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
流
す
の
が
、
カ
ナ
ダ
で
合
法
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
合
法
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ア
メ

リ
カ
人
が
こ
の
カ
ナ
ダ
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
な
ら
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
は
ア
メ
リ
カ
法
に
違
反
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
カ
ナ
ダ
の

サ
イ
ト
が
、
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
ア
メ
リ
カ
法
に
違
反
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
Ｎ
Ｆ
Ｌ
は
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
法
廷
に
こ
の
カ
ナ
ダ
の
サ
ー
バ
ー
を
停
止
さ
せ
ろ
と
要
求
し
た
。

ア
メ
リ
カ
地
区
法
廷
裁
判
官
ド
ナ
ル
ド
・
ジ
ー
グ
ラ
ー
は
、
徹
底
し
た
事
実
確
認
調
査
を
行
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
二
月
八
日
、
法
廷
は

iC
raveT

V

を
閉
鎖
す
る
差
し
止
め
命
令
を
出
し
た
。
法
廷
はiC

raveT
V

に
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
住
民
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
能
力
が
あ
る
こ

と
を
実
証
す
る
の
に
九
〇
日
間
の
猶
予
を
与
え
た
。iC

raveT
V

は
、
第
四
章
で
述
べ
た
Ｉ
Ｐ
技
術
の
一
部
を
使
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
市
民
の

九
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
と
約
束
し
た
。
だ
が
法
廷
は
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
一
人
で
も

iC
raveT

V

に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
な
ら
、iC

raveT
V

は
ア
メ
リ
カ
法
に
違
反
し
て
い
る
。

iC
raveT

V

は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
成
功
を
約
束
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
ゴ
メ
ス
判
事
の
判
決
と
は
ち
が
っ
て
、

こ
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
ネ
ッ
ト
で
は
怒
り
が
爆
発
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
何
千
も
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
批
判
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、

少
数
の
論
説
が
そ
れ
を
問
題
視
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
誰
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
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互
恵
的
な
盲
目
性

ヤ
フ
ー
フ
ラ
ン
ス
の
一
件
とiC

raveT
V

の
一
件
は
、
同
じ
根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
は
、
あ
る
国
で
は
合
法

な
活
動
（
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
ア
メ
リ
カ
で
売
る
、
カ
ナ
ダ
で
テ
レ
ビ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
す
）
が
別
の
国
で
は
非
合
法
（
ナ
チ
ス
ア
イ

テ
ム
を
フ
ラ
ン
ス
で
売
る
、ア
メ
リ
カ
で
テ
レ
ビ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
す
）だ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、法
が
侵
害
さ
れ
た
国
の
裁

判
官
が
自
分
の
力
を
行
使
し
て
そ
の
侵
害
を
止
め
た
（
ゴ
メ
ス
判
事
は
ヤ
フ
ー
に
、
ナ
チ
ス
商
品
を
止
め
る
か
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
ブ
ロ
ッ
ク

し
ろ
と
命
じ
、
ジ
ー
グ
ラ
ー
判
事
はiC

raveT
V

に
テ
レ
ビ
放
送
を
サ
イ
ト
か
ら
除
く
か
、
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
し
ろ
と
命
じ
た
）。

だ
が
片
方
は
「
検
閲
」
と
し
て
悪
者
扱
い
さ
れ
、
一
方
は
ほ
と
ん
ど
気
が
つ
か
れ
も
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
互
恵
的
な
盲
目
性
だ
。
人
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
気
が
つ
か
な
い
よ
う
な
欠
点
を
相
手
に
見
つ
け
る
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、

ナ
チ
ス
言
論
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
の
は
「
検
閲
」
だ
。
そ
し
て
そ
う
し
た
言
論
が
フ
ラ
ン
ス
で
非
合
法
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
―
―
そ
れ
が
合

法
な
―
―
ア
メ
リ
カ
で
も
検
閲
し
ろ
と
要
求
す
る
の
は
、
バ
カ
に
す
る
の
も
ほ
ど
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

だ
が
カ
ナ
ダ
の
無
料
テ
レ
ビ
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
違
法
だ
と
い
う
だ
け
で
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
の
は
「
検
閲
」
じ
ゃ
な
い
の
か
？

ど
っ
ち
の

場
合
で
も
、
あ
る
国
で
合
法
な
言
論
が
、
別
の
国
の
法
廷
の
判
断
の
た
め
に
、
そ
の
国
で
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ

リ
カ
で
は
無
料
テ
レ
ビ
が
違
法
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
カ
ナ
ダ
人
が
無
料
テ
レ
ビ
を
享
受
す
る
の
を
妨
害
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、

自
国
で
違
法
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
人
が
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
ヤ
フ
オ
ク
で
入
手
す
る
の
を
妨
害
す
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
重
要
な
点
で
、iC

raveT
V

の
一
件
は
ヤ
フ
ー
の
一
件
よ
り
ひ
ど
い
。
ヤ
フ
ー
の
場
合
に
は
、
法
廷
は
ヤ
フ
ー
が
技
術
的

な
手
法
で
フ
ラ
ン
ス
市
民
を
ブ
ロ
ッ
ク
で
き
る
か
と
い
う
証
拠
を
検
討
し
た
（
9
）。

ジ
ョ
エ
ル
・
ラ
イ
デ
ン
バ
ー
グ
が
強
調
す
る
よ
う
に
（
10
）、

そ
れ

が
賠
償
責
任
を
要
求
す
る
鍵
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
を
ナ
チ
ス
関
連
商
品
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
そ
こ
そ
こ
の
技
術
手
段
が
あ
る
と

い
う
結
論
だ
っ
た
。
完
璧
な
手
段
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
法
廷
は
九
割
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
人
利
用
者
が
同
定
で
き
る
と
推
定
し
た
（
11
）。

だ
が
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iC
raveT

V

の
裁
判
で
は
、
技
術
的
手
法
は
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
有
効
と
約
束
さ
れ
た
の
に
、
不
十
分
と
見
な
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
法
廷
の
制

約
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
廷
の
制
限
よ
り
大
き
か
っ
た
の
だ
。

盲
目
性
は
ア
メ
リ
カ
人
の
独
占
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
例
を
持
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
だ
け
を
非
難
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
む
し
ろ
こ
の

二
つ
の
事
例
を
見
る
こ
と
で
、
も
っ
と
一
般
的
な
教
訓
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
規
制
し
た
い
言
論
を
持
た
な
い
国

は
な
い
。
ど
の
国
も
、
何
か
し
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
い
も
の
が
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
も
の
は
国
ご
と
に
ち
が
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
は

ナ
チ
ス
言
論
を
規
制
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
人
は
ポ
ル
ノ
を
規
制
し
た
い
。
ド
イ
ツ
人
は
ど
っ
ち
も
規
制
し
た
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
ど
っ

ち
も
規
制
し
た
く
な
い
。

本
章
は
、
こ
う
し
た
重
な
り
合
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
欲
望
に
つ
い
て
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ど
う
や
っ
て
こ
の
混
合
に
対
応
す
る
だ

ろ
う
か
？

誰
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
？

ア
ナ
ー
キ
ー
と
完
全
な
規
制
と
の
両
方
を
逃
れ
る
道
は
あ
る
の
か
？

最
も
厳
し
い
規
制
方
式

が
、
ほ
か
の
人
々
に
残
さ
れ
た
自
由
を
決
定
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
物
語
が
ど
う
展
開
す
る
か
は
す
で
に
十
分
見
た
と
思
う
。
そ
の
展
開
ぶ
り
を
本
章
の
残
り
で
は
説
明
し
よ
う
。
だ
が
ま
ず
、
な
ぜ

こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
が
起
こ
る
か
と
い
う
理
由
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
だ
。
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
、
政
府
が
こ
の
点
に
つ
い
て

持
っ
て
い
る
利
害
を
認
識
し
て
、
そ
の
利
害
が
ど
れ
だ
け
強
い
か
弱
い
か
を
見
き
わ
め
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
も
っ
と
重
要
な
点
と
し
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
変
化
し
た
こ
と
で
そ
の
利
益
が
実
際
に
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
と
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
が
書
く
よ
う
に
、

ヤ
フ
ー
の
議
論
は
、
国
境
な
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
一
九
九
〇
年
代
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
い
た
。
五
年
経
っ
て
み
る
と
、
こ
の
ビ

ジ
ョ
ン
は
急
速
に
分
裂
し
て
国
境
を
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
実
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
置
き
換
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
地
球
を
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
点
で
地
域
毎
の
条
件
に
屈
服
し
て
い
る
の
だ
。
（
12
）
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サ
イ
バ
ー
空
間
の
「
中
に
」
い
る
こ
と
に
つ
い
て

サ
イ
バ
ー
空
間
は
場
所
だ
（
13
）。

人
々
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
実
空
間
で
経
験
す
る
よ
う
な
い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
す

る
。
実
空
間
以
上
の
こ
と
を
経
験
す
る
人
も
い
る
。
こ
の
経
験
は
、
孤
立
し
た
個
人
た
ち
が
ハ
イ
テ
ク
の
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
だ
け

じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
集
団
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
見
知
ら
ぬ
も
の
同
士
が
、
知
り
合
っ
た
人
た
ち
が
、
時
に
仲
良
く
な
っ
た
人
た
ち
が
―
―

あ
る
い
は
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
た
ち
同
士
で
経
験
す
る
も
の
だ
。

か
れ
ら
は
そ
の
場
所
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
間
、
こ
こ
に
も
い
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
画
面
に
向
か
っ
て
、
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
を
食
べ
て

電
話
を
無
視
す
る
。
深
夜
に
夫
た
ち
が
寝
て
い
る
間
、
一
階
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
か
っ
て
い
る
。
職
場
や
、
サ
イ
バ
ー
カ
フ
ェ
や
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
い
る
。
こ
の
場
に
い
な
が
ら
、
あ
っ
ち
で
生
活
を
送
り
、
そ
し
て
一
日
の
ど
こ
か
の
時
点
で
ジ
ャ
ッ
ク
ア
ウ
ト
し
て
、

こ
ち
ら
だ
け
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
マ
シ
ン
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
く
ら
く
ら
し
つ
つ
立
ち
上
が
り
、
マ
シ
ン
に
背
を
向
け
る
。
こ
ち
ら
に
戻
っ

て
き
た
。

じ
ゃ
あ
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
と
き
、
そ
の
人
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
つ
い
ど
っ
ち
か
選
び
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
人
た
ち
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
か
、
現
実
空
間
に
い
る
か
の
ど
っ

ち
か
だ
、
と
言
い
た
く
な
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
い
か
と
い
え
ば
、
ど
っ
ち
の
空
間
に
責
任
が
あ
る
か
を
知
り
た
い
か
ら
だ
。
ど
っ
ち
の
空
間

が
、
管
轄
権
限
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
ど
っ
ち
の
空
間
が
支
配
す
る
の
？

答
え
は
、
両
方
だ
。
誰
か
が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
と
き
、
そ
の
人
は
こ
っ
ち
の
実
空
間
に
も
い
る
。
誰
か
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
範
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
は
同
時
に
実
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
も
生
き
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
い
る
と
き
、
人
は
い
つ

も
両
方
の
場
所
に
い
る
し
、
両
方
の
場
所
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
。
法
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
規
範
が
適
用
さ
れ
る
人
物
が
同
時
に
二
カ
所

に
い
る
と
き
、
両
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
を
ど
う
適
用
す
る
か
を
考
え
つ
く
こ
と
だ
。
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あ
の
ネ
ッ
ト
で
暴
力
ポ
ル
ノ
を
書
い
て
い
た
ジ
ェ
イ
ク
・
ベ
イ
カ
ー
の
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い
。
ジ
ェ
イ
ク
の
問
題
は
、
ち

が
っ
た
規
範
の
場
所
に
出
か
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
、
か
れ
が
ミ
シ
ガ
ン
の
学
生
寮
に
い
な
が
ら
、
同
時
に
ネ
ッ
ト
に
い
た
、

と
い
う
こ
と
だ
。
か
れ
は
学
生
寮
の
市
民
性
の
対
象
で
も
あ
り
、
同
時
に
サ
イ
バ
ー
空
間
の
下
品
な
規
範
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
同

じ
椅
子
に
座
っ
て
い
な
が
ら
、
か
れ
は
二
組
の
規
範
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

す
る
と
、
誰
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
？

実
空
間
の
政
府
は
、
こ
の
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
対
立
を
ど
う
扱
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ふ
つ
う
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
と
き
に
は
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
政
府
は
連
れ
て
い
か
な

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
人
向
け
の
規
則
集
を
背
負
っ
て
歩
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
お
お
む
ね
ド

イ
ツ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
ふ
つ
う
、
ド
イ
ツ
で
の
あ
な
た
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
心
配
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
―
―

少
な
く
と
も
、
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
る
間
は
。

で
も
時
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
海
外
の
ア
メ
リ
カ
市
民
を
規
制
し
た
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
が
そ
う
思
っ
た

ら
、
そ
れ
を
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
国
際
法
は
な
い
（
14
）。

た
と
え
ば
、
児
童
売
春
が
規
制
さ
れ
て
い
な
い
行
政
区
域
が
存
在
す
る
。
し
ば
ら
く
は
、

そ
こ
は
世
界
中
の
児
童
買
春
愛
好
家
た
ち
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
一
九
九
四
年
に
、
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
メ
リ
カ
国

外
の
児
童
と
の
セ
ッ
ク
ス
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
児
童
と
の
性
交
渉
を
禁
止
す
る
法
律
を
可
決
し
た
（
15
）。

こ
ん
な
法
律
は
、
ど
う
や
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
議
会
の
雰
囲
気
と
し
て
は
、
そ
ん
な
行
為
に
外
国
で
ふ
け
る
よ

う
な
輩
は
、
国
内
で
も
や
る
見
込
み
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
も
し
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
を
認
め
る
規
範
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

訪
ね
た
ら
、
そ
う
い
う
規
範
を
こ
こ
で
の
生
活
に
持
ち
帰
る
見
込
み
が
高
い
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
市
民
が
よ
そ
で
何
を
や
っ
て
も

ふ
つ
う
は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
け
れ
ど
、
よ
そ
で
や
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
生
活
に
影
響
し
そ
う
な
と
き
に
は
、
気
に
し
始
め
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
気
に
し
始
め
る
と
、
よ
そ
で
の
生
活
も
規
制
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
い
う
規
制
は
も
ち
ろ
ん
例
外
的
だ
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
ほ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
脅
威
が
比
較
的
小
さ
い
か
ら
で
し
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か
な
い
。
実
空
間
の
手
間
の
お
か
げ
で
、
異
質
な
文
化
の
規
範
が
ア
メ
リ
カ
の
規
範
に
に
じ
み
出
し
て
く
る
可
能
性
は
、
あ
ま
り
な
く
な
っ

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
と
、
異
質
な
文
化
と
の
距
離
は
あ
ま
り
に
大
き
く
て
、
両
方
で
生
活
を
送
れ
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
。

で
も
、
ネ
ッ
ト
は
こ
れ
を
変
え
て
し
ま
う
。
ベ
イ
カ
ー
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
そ
し
て
ほ
か
の
無
数
の
事
例
が
補
強
す
る
よ
う
に
、
サ
イ

バ
ー
空
間
だ
と
そ
う
い
う
ほ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
ど
っ
か
よ
そ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
お
持
ち
帰
り
も
で
き
る
し
、
実
空
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
も
は
や
、
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
手
間
の
バ
ッ
フ
ァ
を
持
っ
て
い
な
い
。
別
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
い
ま
や
、
こ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
離
れ
て
も
い
な
い
自
分
の
市
民
た
ち
の
関
心
を
捉
え
て
し
ま
え
る
。
人
々
は
、
同
時
に
二
カ
所
に
い
ら
れ
る
。
一
つ
が
も
う
一
つ

に
影
響
す
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ス
ト
ロ
ノ
ヴ
ァ
が
書
く
よ
う
に
「
合
成
世
界
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
そ
の
内
部
で
起
こ
る
出

来
事
が
そ
の
外
に
も
影
響
を
及
ぼ
せ
る
か
ら
だ
」
（
16
）。

政
府
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
の
異
質
な
勢
力
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
だ
。

さ
て
こ
の
問
題
に
は
、
実
は
三
つ
の
ち
が
っ
た
部
分
が
あ
る
―
―
二
つ
は
古
く
、
一
つ
は
新
し
い
。
古
い
部
分
は
、
政
府
が
ど
こ
ま
で
自

国
文
化
や
国
民
に
対
す
る
外
国
の
影
響
力
を
許
す
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
か
つ
て
は
孤
立
し
て
い
た
文
化
は
、
侵
略
の
障
害
が
消
え
た
ら
侵

略
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
文
化
の
侵
略
を
止
め
て
く
れ
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
嘆
願
を
考
え
て
ほ
し
い
。
ア
メ
リ
カ
文
化
は
衛
星
テ
レ
ビ

を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
の
お
茶
の
間
に
な
だ
れ
込
ん
で
い
る
の
だ
（
17
）。

あ
る
い
は
も
っ
と
極
端
な
例
と
し
て
は
中
東
の
お
茶
の
間
に
も
。

こ
う
し
た
場
所
は
長
い
こ
と
、
自
分
た
ち
の
文
化
を
各
種
の
外
部
の
影
響
か
ら
守
ろ
う
と
戦
っ
て
き
た
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
遍

的
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
戦
い
は
ず
っ
と
困
難
に
な
る
。

第
二
の
古
い
部
分
は
、
自
国
の
も
の
と
は
折
り
合
わ
な
い
外
国
の
慣
習
や
規
則
か
ら
、
政
府
が
そ
の
市
民
を
ど
う
や
っ
て
保
護
す
る
か
、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
保
護
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
著
作
権
法
は
フ
ラ
ン
ス
著
作
者
た
ち
の
「
道
徳
的
権
利
」

を
強
く
保
護
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
作
者
が
ア
メ
リ
カ
の
出
版
社
と
契
約
を
結
ん
だ
と
き
、
そ
の
契
約
が
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
「
道
徳
的
権
利
」

を
適
切
に
保
護
し
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
対
応
す
る
だ
ろ
う
か
。
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だ
が
第
三
の
問
題
―
―
そ
し
て
新
し
い
部
分
―
―
は
、
市
民
が
自
国
に
い
な
が
ら
に
し
て
異
質
な
文
化
の
中
に
住
め
る
こ
と
か
ら
く
る
問

題
だ
。
こ
れ
は
単
に
外
国
の
テ
レ
ビ
番
組
を
見
る
以
上
の
話
だ
。
テ
レ
ビ
が
提
供
す
る
代
替
物
は
、
想
像
上
の
代
替
物
で
し
か
な
い
。
サ
イ

バ
ー
空
間
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
生
活
は
、
別
の
生
活
方
法
を
提
供
す
る
（
少
な
く
と
も
一
部
の
サ
イ
バ
ー
空
間
は
そ
う
だ
）。

本
章
で
の
わ
た
し
の
焦
点
は
、
最
初
の
問
題
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
こ
れ
は
多
く
の
人
が
文
化
帝
国
主
義
と
呼
ぶ
も
の
だ
。
焦
点
は
、
二

番
目
と
三
番
目
に
つ
い
て
だ
。
確
か
に
ち
が
う
政
府
同
士
の
規
則
の
間
に
対
立
は
昔
か
ら
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
対
立
が
、
い
く
つ
か
局
所
的

な
紛
争
に
ま
で
発
展
し
た
の
も
昔
か
ら
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
こ
の
論
争
の
第
三
段
階
を
爆
発
さ
せ
た
。
か
つ
て
は
例

外
的
だ
っ
た
も
の
が
常
態
と
な
っ
た
。
か
つ
て
ふ
る
ま
い
は
、
あ
る
法
制
度
内
ま
た
は
協
調
し
た
二
つ
の
法
制
度
の
中
で
ふ
つ
う
に
統
治
さ

れ
て
い
た
。
い
ま
や
そ
れ
は
系
統
的
に
調
整
の
と
れ
な
い
複
数
の
法
制
度
内
で
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
は
こ
れ
を
ど
う
扱
え
ば
い
い

の
か
？

サ
イ
バ
ー
空
間
の
統
合
は
、
こ
う
し
た
対
立
の
件
数
を
す
さ
ま
じ
く
増
や
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
起
き
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
対

立
を
生
み
出
す
。
ち
が
っ
た
法
制
度
か
ら
き
た
個
人
同
士
が
、
各
種
の
ち
が
っ
た
法
制
度
内
に
暮
ら
し
な
が
ら
も
一
つ
の
空
間
内
で
一
緒
に

暮
ら
す
こ
と
か
ら
生
じ
る
対
立
だ
。

こ
の
問
題
は
、
両
極
端
の
す
さ
ま
じ
い
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
一
つ
の
極
端
に
は
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ポ
ス
ト
と
デ
ビ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の

業
績
が
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ポ
ス
ト
は
、
人
の
ふ
る
ま
い
が
規
制
対
象
と
な
る
行
政
区
の
多
重
化
（
サ
イ
バ
ー
空
間
で
あ
な
た
が
や
る
こ

と
は
す
べ
て
、
別
の
文
脈
す
べ
て
に
影
響
を
及
ぼ
す
わ
け
だ
か
ら
）
は
、
多
く
の
ふ
る
ま
い
が
仮
定
的
に
は
ど
こ
の
規
制
下
に
も
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
べ
き
だ
、
と
論
じ
て
い
る
。
ど
こ
の
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
以
外
の
ど
こ
も
、
と
い
う
意
味
だ
（
18
）。

ほ
か
の

解
決
策
は
ど
れ
も
一
貫
性
が
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
話
に
な
ら
な
い
、
と
か
れ
ら
は
論
じ
る
。
お
話
に
な
ら
な
い
も
の
を
無
理
に
採
用
す
る

よ
り
、
も
っ
と
ず
っ
と
筋
の
通
っ
た
こ
と
を
採
用
し
よ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
生
は
、
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
風
に
い
え
ば
、「
彼
方
の
生
」

な
の
だ
。
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そ
の
反
対
側
の
極
端
に
あ
る
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
や
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
の
よ
う
な
学
者
の
業
績
で
、
か
れ
ら
は
こ
こ
に
は

目
新
し
い
話
は
何
も
な
い
―
―
少
な
く
と
も
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
目
新
し
い
も
の
は
、
と
主
張
す
る
（
19
）。

何
年
に
も
わ
た
り
、
法
は
こ
う
し

た
権
威
の
対
立
を
さ
ば
い
て
き
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
こ
う
し
た
対
立
の
発
生
を
増
や
す
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
性
格
が
変
わ

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
古
い
構
造
は
こ
の
新
し
い
形
態
に
あ
う
よ
う
に
手
直
し
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
も
パ
タ
ー
ン
は
昔
通
り
で

十
分
だ
。

ど
ち
ら
の
側
も
、
部
分
的
に
は
真
実
を
つ
い
て
い
る
け
れ
ど
、
わ
た
し
に
言
わ
せ
れ
ば
ど
ち
ら
も
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
確
か
に
ジ
ョ
ン
ソ

ン
と
ポ
ス
ト
が
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
何
か
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
で
も
そ
の
新
し
さ
は
種
類
の
新
し
さ
で
は
な
く
、
程
度
の
差
だ
け
だ
。

そ
し
て
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
が
論
じ
る
よ
う
に
、
確
か
に
こ
の
種
の
紛
争
は
昔
か
ら
あ
っ
た
。
で
も
こ
の
種
の
役
者
の
レ
ベ
ル
で
の
対
立
は
な

か
っ
た
。
人
々
が
実
際
に
、
同
時
に
二
つ
の
場
所
、
そ
れ
も
上
下
関
係
の
な
い
二
つ
の
場
所
に
住
ん
で
い
る
と
い
え
る
よ
う
な
時
代
は
こ
れ

ま
で
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
未
来
に
向
け
て
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す
る
課
題
だ
。

こ
の
二
重
性
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
種
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
使
っ
て
き
た
法
的
ツ
ー
ル
が
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
紛
争

を
解
決
す
る
よ
う
に
は
設
計
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
組
織
間
の
紛
争
を
扱
う
た
め
の
も
の
だ
っ
た
り
、
相
対
的
に
も
っ
と
高
度
な

役
者
の
紛
争
用
だ
っ
た
り
す
る
。
企
業
間
で
の
や
り
と
り
の
ル
ー
ル
だ
っ
た
り
、
政
府
と
企
業
の
や
り
と
り
用
だ
。
個
々
の
市
民
間
の
紛
争

用
に
設
計
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ジ
ェ
シ
カ
・
リ
ッ
ト
マ
ン
は
、
著
作
権
に
つ
い
て
の
仕
事
で
似
た
よ
う
な
論
点
を
挙
げ
て
い
る
（
20
）。

過
去
一
世
紀
に
わ
た
り
、
著
作
権
は
出

版
者
と
著
者
の
妥
協
と
し
て
な
か
な
か
う
ま
く
機
能
し
て
き
た
。
そ
れ
は
お
お
む
ね
、
組
織
に
適
用
さ
れ
て
き
た
法
律
だ
。
個
人
は
基
本
的

に
は
、
著
作
権
の
か
や
の
外
だ
っ
た
。
個
人
は
本
当
の
意
味
で
は
「
出
版
」
な
ん
か
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
こ
れ
を
す
べ
て
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
い
ま
や
誰
も
が
出
版
者
。
そ
し
て
リ
ッ
ト
マ
ン
は
、
著
作
権
の
ル
ー

ル
は
個
人
に
適
用
さ
れ
る
と
必
ず
し
も
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
論
じ
る
（
21
）（

そ
し
て
な
か
な
か
説
得
力
が
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
）。
も
っ
と
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厳
密
に
は
、
個
人
に
と
っ
て
理
想
的
な
ル
ー
ル
は
、
組
織
に
と
っ
て
理
想
的
な
ル
ー
ル
に
は
な
ら
な
い
。
著
作
権
の
ル
ー
ル
は
、
個
人
が
出

版
者
で
あ
る
よ
う
な
世
界
に
も
っ
と
う
ま
く
適
合
す
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

同
じ
こ
と
が
、
主
権
間
の
対
立
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
は
、
当
事
者
が
リ
ピ
ー
タ
ー
の
と
き

に
は
う
ま
く
機
能
す
る
―
―
た
と
え
ば
二
カ
所
で
商
売
を
す
る
企
業
や
、
何
度
も
二
カ
所
間
を
旅
行
す
る
個
人
な
ん
か
だ
。
こ
う
い
う
人
た

ち
は
、
自
分
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
す
限
ら
れ
た
幅
の
文
脈
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
に
段
階
を
追
っ
て
手
だ
て
を
講
じ
ら
れ

る
し
、
既
存
の
ル
ー
ル
は
こ
の
目
的
で
は
う
ま
く
そ
れ
を
支
援
し
て
き
た
。
で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
ル
ー
ル
の
ミ
ッ
ク
ス
が
、
誰
も

が
多
国
籍
存
在
に
な
れ
る
世
界
で
も
一
番
う
ま
く
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
（
著
作
権
の
文
脈
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）。

こ
の
変
化
に
対
す
る
解
決
策
は
、
す
べ
て
が
同
じ
だ
と
強
弁
す
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
す
べ
て
が
変
わ
っ
た
と
強
弁
す
る
こ
と
で
も
な
い
。

そ
れ
よ
り
は
手
間
暇
が
か
か
る
。
多
く
の
市
民
が
二
つ
の
別
の
場
所
に
暮
ら
し
て
、
そ
の
場
所
の
片
方
が
完
全
に
は
そ
の
主
権
者
の
行
政
区

域
内
に
な
い
場
合
、
あ
る
主
権
者
が
ほ
か
の
主
権
者
に
対
し
て
ど
ん
な
要
求
を
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
独
立
主
権
国
は
サ
イ
バ
ー
空
間

に
対
し
て
ど
ん
な
権
利
主
張
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
は
ま
だ
答
え
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
憲
法
の
過
去
に
含
ま
れ
る
、
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
だ
―
―
で
も
こ
の
場
合
に
は
そ
も
そ

も
、
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
を
出
せ
る
よ
う
な
、
国
際
憲
法
の
起
草
時
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
は
答

え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
起
草
時
に
は
、
ふ
つ
う
の
人
た
ち
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
、
複
数
の
協
調
の
な
い
行
政
区
域
に
住
ん
で
い
た

り
は
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
新
し
い
現
象
だ
。
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考
え
ら
れ
る
解
決
策

各
国
政
府
が
市
民
た
ち
に
ど
う
ふ
る
ま
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
点
で
対
立
が
起
こ
る
の
は
確
実
だ
。
だ
が
ま
だ
確
実
で
な
い
の
は
、
こ
う

し
た
対
立
が
ど
う
解
決
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
本
節
で
は
、
三
つ
の
ち
が
っ
た
戦
略
を
描
こ
う
。
最
初
の
も
の
は
初
期
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
夢
だ
っ
た
。
第
二
は
多
く
の
国
が
ま
す
ま
す
今
日
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
実
だ
。
そ
し
て
第
三
は
、
ゆ
っ
く
り
と
実
現
す
る
は
ず

の
世
界
と
な
る
。

法
は
な
い
と
い
う
規
則

一
九
九
六
年
二
月
八
日
、
も
と
グ
レ
イ
ト
フ
ル
・
デ
ッ
ド
の
作
詞
家
で
電
子
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
財
団
（
Ｅ
Ｆ
Ｆ
）
の
共
同
創
始
者
ジ
ョ
ン
・

ペ
リ
ー
・
バ
ー
ロ
ウ
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｆ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
以
下
の
宣
言
を
発
表
し
た
。

汚
物
に
ま
み
れ
た
産
業
界
と
癒
着
し
た
世
界
中
の
政
府
に
告
げ
る
。
醜
く
肥
え
太
り
正
常
な
判
断
力
を
失
っ
た
諸
君
ら
忌
む
べ
き

う

ど
独
活
の

大
木
ど
も
よ
、
私
は
魂
の
新
世
界
、
電
脳
空
間
か
ら
の
使
者
だ
。
や
が
て
訪
れ
る
未
来
の
為
に
言
う
、
我
々
に
干
渉
し
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。

諸
君
は
我
々
に
と
っ
て
歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
存
在
だ
。
こ
の
電
脳
空
間
に
集
う
我
々
に
対
し
て
諸
君
ら
は
何
の
主
権
も
持
っ
て
は
い
な
い
。

そ
も
そ
も
我
々
に
は
政
府
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
し
、
選
挙
な
ど
な
い
。
選
挙
で
政
府
を
作
り
出
そ
う
と
も
思
わ
な
い
。
従
っ
て
私
の
諸

君
ら
に
対
す
る
言
葉
は
、
我
々
が
通
常
一
般
社
会
に
お
い
て
自
由
に
話
し
て
い
る
言
葉
よ
り
以
上
の
特
別
な
権
威
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
で
私
は
宣
言
す
る
。
我
々
が
築
き
つ
つ
あ
る
包
括
的
な
社
会
空
間
は
、
諸
君
ら
が
我
々
に
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
暴
虐
な
る
圧
政
か
ら

も
と
よ
り
完
全
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
。
諸
君
ら
は
我
々
を
縛
ろ
う
と
す
る
道
徳
倫
理
に
裏
づ
け
ら
れ
た
規
則
も
、
我
々
が
心
底
畏
れ
る
よ

う
な
強
制
的
な
手
段
も
、
た
と
え
ど
ん
な
方
法
で
あ
れ
知
ら
な
い
だ
ろ
う
し
持
て
は
し
な
い
。
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諸
政
府
の
持
つ
権
力
と
は
、
そ
の
政
府
に
従
う
人
々
の
合
意
が
あ
っ
て
こ
そ
生
ず
る
も
の
だ
。
諸
君
ら
は
我
々
の
合
意
を
求
め
な
か
っ
た

し
、
我
々
の
合
意
を
取
り
つ
け
て
も
い
な
い
。
諸
君
ら
は
電
脳
空
間
に
参
画
し
て
い
な
い
。
諸
君
ら
は
我
々
を
知
る
ま
い
。
諸
君
ら
は
我
々
の

世
界
を
知
る
ま
い
。
電
脳
空
間
は
諸
君
ら
の
枠
の
内
に
は
な
い
の
だ
。
公
共
工
事
の
如
く
電
脳
空
間
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
思

わ
な
い
で
く
れ
。
諸
君
ら
に
は
不
可
能
な
の
だ
。
電
脳
空
間
は
自
然
な
る
営
み
で
あ
り
、
我
々
個
々
人
の
行
為
が
寄
り
集
ま
っ
て
電
脳
空
間
自

ら
が
成
長
し
て
い
る
の
だ
。

諸
君
ら
は
我
々
の
壮
大
な
る
集
い
の
対
話
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
我
々
が
利
用
す
る
市
場
を
諸
君
ら
が
創
造
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

諸
君
ら
は
我
々
の
文
化
を
知
る
ま
い
。
諸
君
ら
は
我
々
の
行
動
倫
理
を
知
る
ま
い
。
我
々
に
は
既
に
諸
君
ら
の
社
会
で
行
な
わ
れ
て
い
る
理

不
尽
な
規
制
よ
り
遥
か
に
整
え
ら
れ
た
不
文
律
が
あ
る
こ
と
を
知
る
ま
い
。

諸
君
ら
は
我
々
の
電
脳
空
間
に
、
傲
慢
に
も
諸
君
ら
が
解
決
す
べ
き
諸
々
の
問
題
が
あ
る
な
ど
と
口
走
っ
て
い
る
。
諸
君
ら
は
こ
の
主
張
を

足
掛
か
り
に
使
っ
て
我
々
の
世
界
へ
の
浸
透
を
謀
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
諸
君
ら
の
主
張
す
る
諸
々
の
問
題
な
ど
な

い
の
だ
。
実
際
に
何
ら
か
の
衝
突
が
あ
れ
ば
、
不
都
合
が
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
問
題
を
認
識
し
て
我
々
の
手
段
で
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
。

我
々
は
我
々
自
身
の
社
会
契
約
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。
こ
の
支
配
者
の
い
な
い
安
定
状
態
は
、
諸
君
ら
の
や
り
方
で
は
な
く
我
々
の
世
界

の
諸
条
件
に
因
っ
て
の
み
調
和
が
生
ま
れ
る
。
我
々
の
電
脳
空
間
は
諸
君
ら
の
世
界
と
は
違
う
の
だ
。
電
脳
空
間
は
蜘
蛛
の
巣
に
似
て
、
商
取

引
・
様
々
な
関
係
・
思
想
な
ど
が
定
常
波
の
よ
う
に
際
限
な
く
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
我
々
が
相
互
に
連
絡
し
あ
う
こ
と
で
成
立
し
て
い

る
。
我
々
の
世
界
は
何
処
に
で
も
あ
る
が
同
時
に
何
処
に
も
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
は
血
の
通
っ
た
肉
体
と
は
無
縁
の
場
所
な
の
だ
。

我
々
が
創
り
上
げ
つ
つ
あ
る
電
脳
空
間
は
、
総
て
の
者
が
人
種
や
誕
生
地
に
よ
る
偏
見
な
し
に
、
も
し
く
は
経
済
力
や
軍
事
力
に
よ
る
特
権

な
ど
な
し
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
が
創
り
上
げ
つ
つ
あ
る
電
脳
空
間
は
、
た
と
え
ど
ん
な
特
異
な
考
え
で
あ
ろ
う
が
沈
黙
や
服
従
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
誰
で
あ
ろ

う
が
如
何
な
る
場
所
で
も
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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諸
君
ら
の
言
う
財
産
・
表
現
・
自
我
・
移
動
・
情
況
な
ど
の
法
的
概
念
は
我
々
に
は
適
用
で
き
な
い
の
だ
。
諸
君
ら
の
そ
れ
は
物
質
を
も
と

に
し
て
い
る
が
、
電
脳
空
間
に
物
質
は
存
在
し
な
い
。

我
々
の
自
我
は
肉
体
を
持
た
な
い
。
従
っ
て
諸
君
ら
と
は
違
い
我
々
は
物
理
的
圧
力
に
よ
る
強
制
的
な
秩
序
の
構
築
は
不
可
能
な
の
だ
。

我
々
は
こ
の
電
脳
世
界
で
は
倫
理
や
自
己
啓
発
さ
れ
た
利
己
心
及
び
公
益
な
ど
か
ら
安
定
し
た
秩
序
が
生
ず
る
と
信
じ
て
い
る
。
我
々
の
自

我
は
諸
君
ら
の
管
轄
を
跨
い
で
集
散
す
る
だ
ろ
う
。
電
脳
世
界
を
構
成
す
る
様
々
な
文
化
を
紡
ぐ
我
々
の
総
て
が
一
致
し
て
認
め
る
唯
一
の

法
は
、
黄
金
律
「
何
事
も
人
に
せ
ら
れ
ん
と
思
う
事
は
人
に
も
そ
の
如
く
せ
よ
」
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
も
と
に
我
々
自
身
で
問
題
を
個
別

に
解
決
す
る
道
を
選
ぶ
。
つ
ま
り
諸
君
ら
の
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
解
決
策
な
ど
到
底
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
の
だ
。

米
国
で
は
本
日
電
気
通
信
改
革
法
案
な
る
も
の
を
世
に
送
り
出
し
た
。
こ
れ
は
合
州
国
憲
法
を
否
定
し
、ジ
ェ
フ
ァ
ア
ス
ン
、ワ
シ
ン
ト
ン
、

ミ
ル
、
マ
デ
ィ
ス
ン
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ブ
ラ
ン
デ
イ
ス
ら
の
描
い
た
夢
を
冒
涜
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
彼
等
の
抱
い
た
夢
は
我
々
の
電
脳
世
界

で
生
ま
れ
変
わ
り
花
開
く
だ
ろ
う
。

諸
君
ら
は
自
ら
の
子
供
達
に
怯
え
て
い
る
。
諸
君
ら
が
電
脳
空
間
へ
の
移
民
で
あ
る
の
に
比
べ
て
子
供
達
は
電
脳
空
間
と
共
に
育
つ
か
ら

だ
。
諸
君
ら
は
恐
れ
、
怯
え
る
あ
ま
り
諸
君
ら
自
身
が
向
き
合
う
べ
き
親
と
し
て
の
責
任
を
愚
劣
な
官
僚
ど
も
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
。
電
脳
空

間
は
、
人
間
性
に
関
わ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
感
情
や
表
現
は
下
劣
な
も
の
か
ら
崇
高
な
も
の
ま
で
す
べ
て
、
二
進
法
に
よ
る
地
球
規
模
の
会
話

で
成
り
立
つ
継
ぎ
目
の
な
い
ひ
と
つ
の
巨
塊
な
の
だ
。
我
々
に
は
人
を
窒
息
さ
せ
る
空
気
と
翼
を
支
え
る
空
気
と
を
区
別
す
る
よ
う
な
こ
と

は
出
来
な
い
の
だ
。

中
国
で
、
独
逸
で
、
仏
蘭
西
で
、
露
西
亜
で
、
新
嘉
坡
で
、
伊
太
利
で
、
そ
し
て
亜
米
利
加
に
お
い
て
も
諸
君
ら
は
電
脳
空
間
の
最
前
線
に

見
張
塔
を
建
て
、
自
由
の
風
が
吹
き
込
む
こ
と
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
ず
か
の
間
は
そ
れ
で
防
げ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
二

進
法
に
よ
る
通
信
形
態
が
世
界
中
を
覆
う
時
、
風
車
に
立
ち
向
か
う
諸
君
ら
は
敗
北
す
る
だ
ろ
う
。

諸
君
ら
の
廃
れ
ゆ
く
情
報
産
業
は
、
亜
米
利
加
及
び
他
の
国
々
に
お
い
て
自
ら
の
主
張
を
押
し
通
す
べ
く
至
る
所
で
情
報
産
業
界
を
永
続
さ
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せ
る
為
の
法
律
を
作
ら
ん
と
目
論
む
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
法
律
は
発
明
な
ど
を
銑
鉄
と
変
わ
り
な
い
あ
る
種
の
工
業
製
品
だ
な
ど
と
抜
か

し
て
利
権
を
発
生
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
電
脳
空
間
で
は
、
人
間
の
精
神
が
生
み
出
す
も
の
な
ら
ば
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
限
り
な
く
無
償
で

再
生
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
考
思
想
の
地
球
規
模
の
伝
達
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
ひ
と
つ
、
諸
君
ら
の
旧
式
極
ま
る
工
場
な
ど
最

早
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

諸
君
ら
の
陰
険
で
植
民
地
主
義
的
な
措
置
に
よ
り
、
今
我
々
は
、
か
つ
て
自
由
自
決
を
願
い
遠
方
よ
り
権
力
を
振
る
う
支
配
に
抵
抗
し
た

人
々
と
同
じ
立
場
に
あ
る
。
我
々
は
宣
言
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
諸
君
ら
が
我
々
の
肉
体
を
支
配
し
よ
う
と
も
我
々
の
仮
想
的
自

我
に
と
っ
て
諸
君
ら
の
独
立
主
権
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
。
我
々
の
思
考
・
思
想
は
地
球
全
体
に
集
散
し
、
諸
君
ら
は
電
脳
空
間
に
お
け
る

我
々
の
一
切
の
自
我
を
封
じ
込
め
る
こ
と
な
ど
出
来
は
し
な
い
と
。

我
々
は
電
脳
空
間
に
魂
の
文
明
を
創
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
君
た
ち
が
創
り
上
げ
た
世
界
よ
り
遥
か
に
誇
ら
し
く
素
晴
ら
し
い
世
界
と
な
る

だ
ろ
う
。
（
22
）

一
〇
年
前
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
支
配
的
だ
っ
た
理
想
を
こ
れ
ほ
ど
う
ま
く
反
映
し
た
文
書
も
な
い
だ
ろ
う
。「
我
々
の
肉
体
」
を
ど
ん

な
規
則
が
支
配
し
よ
う
と
も
、
い
か
な
る
政
府
も
こ
の
空
間
に
暮
ら
す
「
仮
想
的
自
我
」
を
統
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
バ
ー
ロ
ウ
は
こ

う
し
た
「
仮
想
的
自
我
」
に
対
し
現
実
空
間
の
主
権
が
「
無
力
」
だ
と
宣
言
し
た
。
現
実
空
間
の
主
権
は
、
こ
こ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
よ
う
と
し
た
ら
途
方
に
暮
れ
る
だ
ろ
う
。

バ
ー
ロ
ウ
は
こ
の
宣
言
を
、
ダ
ボ
ス
で
の
世
界
指
導
者
会
合
で
発
表
し
た
の
だ
が
、
ど
う
や
ら
世
界
の
政
府
は
か
れ
の
言
っ
た
こ
と
を
聞

い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
同
じ
日
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
は
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
に
署
名
し
た
（
23
）。

そ
し
て
そ
の
後
最
高
裁
が
こ
の

法
律
を
却
下
す
る
も
の
の
、
最
高
裁
は
も
ち
ろ
ん
「
仮
想
的
自
我
」
の
規
制
は
終
わ
っ
た
と
告
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
議
会

か
ら
の
一
連
の
法
制
は
世
界
中
か
ら
の
一
連
の
法
制
と
同
時
期
に
生
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
ト
レ
ン
ド
は
増
え
る
一
方
だ
。
あ
る
研
究
の
計
測

425



で
は
、
ネ
ッ
ト
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
法
制
度
的
な
試
み
の
成
長
は
、
最
初
は
遅
か
っ
た
が
、
急
激
に
離
陸
し
て
い
る
（
24
）。

こ
う
し
た
規
制
当

局
は
当
初
、
ま
ず
「
ネ
ッ
ト
と
は
関
係
な
い
政
府
の
目
標
と
思
わ
れ
た
も
の
を
実
現
す
る
た
め
に
技
術
を
利
用
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
、
次

に
「
ネ
ッ
ト
イ
ン
フ
ラ
の
発
達
を
直
接
左
右
す
る
こ
と
を
狙
い
」、
そ
し
て
第
三
に
「
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
直
接
や
ろ
う
と
し
た
」
（
25
）。

バ
ー
ロ
ウ
の
理
想
が
決
し
て
実
現
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
今
か
ら
思
え
ば
当
然
に
思
え
る
が
、
当
時
は
そ
れ
は
き
ち
ん
と
認
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
法
は
政
治
的
活
動
の
結
果
と
し
て
施
行
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
止
め
ら
れ
る
の
も
政
治
的
活
動
だ
け
だ
。
ア
イ
デ
ア

や
美
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
は
政
治
的
活
動
で
は
な
い
。
議
会
が
、
ネ
ッ
ト
上
の
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
何
と
か
し
ろ
と
要
求
す
る
頭
に
血

が
上
っ
た
親
た
ち
に
直
面
す
る
、
あ
る
い
は
世
界
的
に
有
名
な
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
が
、
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
侵
害
に
怒
っ
て
い
る
の
に

直
面
す
る
と
、
あ
る
い
は
ま
じ
め
そ
う
な
政
府
役
人
が
ネ
ッ
ト
上
の
犯
罪
の
危
険
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
に
直
面
す
る
と
、
グ
レ
イ
ト

フ
ル
・
デ
ッ
ド
の
作
詞
家
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
さ
え
無
力
だ
。
バ
ー
ロ
ウ
の
側
に
も
政
治
的
活
動
が
必
要
だ
っ
た
。
だ
が
ネ
ッ
ト
が
用
意
で
き

て
い
な
い
も
の
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
政
治
的
活
動
な
の
だ
っ
た
。

唯
一
法
に
よ
る
規
則

法
が
な
い
と
い
う
結
果
の
正
反
対
は
、
た
っ
た
一
つ
し
か
法
が
な
い
世
界
だ
。
そ
れ
は
た
っ
た
一
つ
の
世
界
（
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
政
府

が
協
力
し
た
も
の
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
あ
ま
り
に
バ
カ
げ
て
い
て
考
え
る
だ
け
無
駄
な
の
で
こ
こ
で
は
採
り
あ
げ
な
い
）
が
自
分

の
法
を
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
強
制
す
る
こ
と
で
世
界
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

マ
イ
ケ
ル
・
ガ
イ
ス
ト
が
雄
弁
に
論
じ
た
よ
う
に
、
事
実
こ
れ
が
現
在
起
き
て
い
る
こ
と
だ
。
ガ
イ
ス
ト
は
こ
う
書
く
、「
政
府
は
、
国
の

法
律
が
国
境
内
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
た
め
に
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
国
境
外
に
ま
で
及
ぶ
法
制
を
始
め
て
い
る
」
（
26
）

こ
こ
で
も
ま
た
（
残
念
な
が
ら
）
先
鋒
は
ア
メ
リ
カ
だ
。
ア
メ
リ
カ
は
適
切
な
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
考
え
を
国
外
に
も
適
用
す
る
権
利
を
行
使
し
、
ア
メ
リ
カ
の
規
則
が
現
地
の
規
則
と
矛
盾
し
よ
う
と
し
ま
い
と
お
か
ま
い
な
し
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に
、
世
界
中
の
市
民
に
そ
れ
を
強
制
す
る
。
た
と
え
ば
米
連
邦
取
引
委
員
会
（
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
は
ガ
イ
ス
ト
に
よ
れ
ば
「（
児
童
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
保
護
法
）
強
制
の
力
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
規
則
決
定
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、
そ
う
し
た
サ
イ
ト
が
か
れ
ら
の
定
め
た
子
ど
も

に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
慣
行
に
従
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
一
点
の
疑
問
の
余
地
も
残
し
て
い
な
い
」
（
27
）。

同
じ
く
司
法
省

は
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｃ
が
国
外
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
技
術
の
「
輸
入
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
か

ら
だ
（
28
）。

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
愛
国
者
法
は
、「
明
示
的
に
国
外
を
対
象
に
し
た
」
条
項
を
含
む
―
―
た
と
え
ば
「
保
護
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」

の
一
覧
を
拡
張
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
州
間
ま
た
は
外
国
と
の
商
業
や
通
信
に
影
響
す
る
よ
う
な
形
で
使
わ
れ
る
、
ア
メ
リ
カ
外
に
位
置
す

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
含
む
よ
う
に
し
て
い
る
（
29
）。

も
ち
ろ
ん
ガ
イ
ス
ト
の
主
張
は
ア
メ
リ
カ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
手
な
ず
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
誰
も
ア
メ
リ
カ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
上
の
犯
罪
を
止
め
た
と
か
、
ア
メ
リ
カ
法
に
適
合
し
な
い
ふ
る
ま
い
を
一
掃
し
た
な
ど
と
は
主
張
し
な
い
。
だ
が
ア
メ
リ
カ
の
検
察
を
動

か
す
態
度
と
理
論
は
概
念
的
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
提
唱
す
る
理
論
に
従
え
ば
、
ど
ん
な
種
類
の
ど
こ
で
行
な
わ

れ
る
も
の
だ
ろ
う
と
原
理
的
に
ア
メ
リ
カ
が
手
を
出
せ
な
い
ふ
る
ま
い
は
あ
り
得
な
い
（
た
だ
し
多
く
の
人
は
、
国
際
法
が
ア
メ
リ
カ
を
、

同
国
自
身
が
認
識
し
て
い
る
よ
り
も
強
く
縛
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
30
））。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の
ア
メ
リ
カ
支
配
は
永
遠
に
続
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
わ
た
し
は
怪
し
い
と
思
う
。
世
界
中
の
多
く
の
政
府
は
、

ア
メ
リ
カ
の
権
力
を
抑
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
に
は
、
こ
う
し
た
政
府
の
一
部
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
（T

he
Internet

C
orpora-

tion
for

A
ssigned

N
am

es
and

N
um

bers

）
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
ア
メ
リ
カ
の
影
響
か
ら
奪
還
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
抵
抗
や
、
主
権

国
の
健
全
な
自
尊
心
な
ど
は
、
ま
す
ま
す
全
世
界
の
利
害
を
も
っ
と
う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
す
る
よ
う
な
制
度
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

多
数
の
法
に
よ
る
規
則
（
お
よ
び
そ
れ
を
可
能
に
す
る
技
術
）

で
は
も
っ
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
制
度
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
？
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本
章
の
冒
頭
部
で
と
り
あ
げ
た
対
立
に
戻
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
市
民
た
ち
が
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
買
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
て

い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
は
市
民
が
「
無
料
」
テ
レ
ビ
を
見
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
無
料
」
テ
レ
ビ
に
は
何
の

恨
み
も
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
は
憲
法
上
、
市
民
が
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
買
う
の
を
禁
止
す
る
権
限
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
し
い
も
の
（
そ

し
て
ほ
し
く
な
い
も
の
）
を
満
た
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ほ
し
い
も
の
（
と
ほ
し
く
な
い
も
の
）
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
だ
け
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
＝
シ
ョ
ー
ン
バ
ー
ガ
ー
と
テ
リ
ー
・
フ
ォ
ス

タ
ー
が
言
論
統
制
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
だ
が
、

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
）
言
論
の
自
由
の
国
に
よ
る
制
限
は
、
ア
メ
リ
カ
で
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
中
で
見
ら
れ
る
。
個

別
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
国
益
の
範
囲
内
に
あ
る
と
思
う
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
、
国
民
の
福
祉
や
市
民
の
美
徳
に
と
っ
て
非
難

さ
れ
る
べ
き
ま
た
は
不
快
感
を
催
す
よ
う
な
あ
る
種
の
言
論
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。
（
31
）

こ
の
問
題
に
対
す
る
一
般
的
な
解
決
策
（
少
な
く
と
も
政
府
の
観
点
か
ら
は
）
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？

う
ん
、
ま
ず
は
第
四
章
で
説
明
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
層
の
よ
う
な
も
の
が
実
現
し
た
と
想
像
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
そ
の
Ｉ
Ｄ
層
の

お
か
げ
で
、
個
人
は
（
簡
単
に
ほ
か
の
何
一
つ
明
か
す
こ
と
な
く
）
自
分
の
国
籍
を
明
か
せ
る
と
し
よ
う
。
だ
か
ら
ウ
ェ
ブ
を
通
過
す
る
人

に
は
、
少
な
く
と
も
ど
の
政
府
に
あ
な
た
が
所
属
す
る
か
を
明
か
す
暗
号
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
が
く
っ
つ
い
て
い
る
。

第
二
に
、
世
界
中
の
政
府
が
、
国
外
の
自
分
の
市
民
に
適
用
し
た
い
規
則
を
す
べ
て
記
述
し
た
表
を
作
る
よ
う
な
国
際
条
約
を
想
像
し
よ

う
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
ナ
チ
ス
ア
イ
テ
ム
を
阻
止
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
人
は
一
八
歳
以
下
の
人
物
す
べ
て
に
ポ
ル
ノ
を
ブ
ロ
ッ
ク
し

た
い
等
々
。
こ
の
表
は
公
開
さ
れ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
ど
の
サ
ー
バ
ー
か
ら
も
閲
覧
で
き
る
。

最
後
に
、
各
国
政
府
は
自
分
の
行
政
区
域
内
に
あ
る
サ
ー
バ
ー
に
対
し
、
表
に
示
さ
れ
た
規
則
を
尊
重
せ
よ
と
義
務
づ
け
る
よ
う
に
な
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る
。
だ
か
ら
ナ
チ
ス
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
が
サ
イ
ト
に
や
っ
て
き
た
ら
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
市
民
な
ら
歓

迎
す
る
と
い
う
具
合
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、
他
の
国
か
ら
の
市
民
を
そ
の
他
国
政
府
の
望
み
通
り
に
規
制
し
始
め
る
。
だ
が
そ

の
国
の
市
民
は
、
そ
の
国
が
保
証
す
る
自
由
を
享
受
で
き
る
。
こ
れ
は
地
域
的
な
ル
ー
ル
を
サ
イ
バ
ー
空
間
上
の
生
活
に
移
植
す
る
こ
と
に

な
る
。

こ
の
力
学
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
具
体
的
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ギ
ャ
ン
ブ
ル
だ
（
32
）。

ミ
ネ
ソ
タ
州
は
ギ
ャ
ン

ブ
ル
を
強
く
禁
止
し
て
い
る
（
33
）。

こ
の
州
の
法
制
度
は
、
市
民
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
禁
じ
、
検
察
長
官
た
ち
は
熱
心
に
こ
の
法
的
判
断
を
執
行
し

て
き
た
―
―
州
内
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ
ト
を
閉
鎖
さ
せ
、
州
外
の
サ
イ
ト
に
対
し
て
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
か
ら
の
市
民
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
さ
せ
る
よ

う
な
ら
訴
訟
を
ち
ら
つ
か
せ
て
脅
す
。

一
部
の
人
は
、
こ
の
脅
し
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
何
の
影
響
も
持
た
な
い
し
、
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
行
動
に

も
ま
っ
た
く
影
響
し
な
い
と
論
じ
る
だ
ろ
う
（
34
）。

こ
れ
は
ま
さ
に
ボ
ラ
ル
州
の
物
語
だ
。
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
あ
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
ー
バ
ー
を
考
え

よ
う
。
ミ
ネ
ソ
タ
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
違
法
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
サ
ー
バ
ー
は
ミ
ネ
ソ
タ
外
に
引
っ
越
せ
る
。
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
変
化
は
（
ほ
と
ん
ど
）
な
ん
の
影
響
も
な
い
。
シ
カ
ゴ
の
サ
ー
バ
ー
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
も
、
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
の
サ
ー
バ
ー
に
ア
ク
セ

ス
す
る
の
も
同
じ
く
ら
い
簡
単
だ
。
だ
か
ら
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ
ト
は
簡
単
に
引
っ
越
し
て
、
し
か
も
ミ
ネ
ソ
タ
顧
客
は
す
べ
て
抱
え
て
お

け
る
。

そ
こ
で
ミ
ネ
ソ
タ
が
、
シ
カ
ゴ
の
サ
ー
バ
ー
所
有
者
を
訴
え
る
と
脅
し
た
と
し
よ
う
。
検
察
長
官
が
、
シ
カ
ゴ
の
あ
る
イ
リ
ノ
イ
州
の
裁

判
所
を
説
得
し
て
、
シ
カ
ゴ
の
違
法
サ
ー
バ
ー
を
訴
追
さ
せ
る
の
は
そ
ん
な
に
む
ず
か
し
く
な
い
（
た
だ
し
そ
の
サ
ー
バ
ー
の
ふ
る
ま
い
が

本
当
に
違
法
だ
と
示
せ
た
と
す
れ
ば
だ
が
）。
す
る
と
サ
ー
バ
ー
は
単
に
シ
カ
ゴ
か
ら
ケ
イ
マ
ン
諸
島
に
移
行
し
て
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
が
訴
追

す
る
の
を
も
う
一
段
む
ず
か
し
く
す
る
一
方
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
市
民
は
ア
ク
セ
ス
に
な
ん
の
支
障
も
な
い
。
ミ
ネ
ソ
タ
州
が
何
を
し
よ
う
と

も
、
ど
う
や
ら
ネ
ッ
ト
は
市
民
が
政
府
に
勝
つ
の
を
助
け
る
よ
う
だ
。
ネ
ッ
ト
は
地
理
が
見
え
な
い
し
、
地
理
的
に
限
定
さ
れ
た
政
府
が
、
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ネ
ッ
ト
上
の
役
者
に
自
分
の
ル
ー
ル
を
強
制
す
る
の
は
実
質
的
に
不
可
能
だ
。

で
も
こ
こ
で
、
上
で
描
い
た
Ｉ
Ｄ
層
を
考
え
て
ほ
し
い
。
こ
れ
を
使
え
ば
誰
で
も
自
動
的
に
（
簡
単
に
）
国
籍
や
居
住
地
が
確
認
で
き
る
。

サ
イ
ト
に
き
た
ら
、
サ
イ
ト
は
あ
な
た
の
Ｉ
Ｄ
を
チ
ェ
ッ
ク
。
そ
の
サ
イ
ト
の
種
類
に
応
じ
た
し
か
る
べ
き
Ｉ
Ｄ
が
な
け
れ
ば
―
―
そ
こ
が

ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ
ト
で
あ
な
た
が
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
な
ら
―
―
サ
イ
ト
は
入
れ
て
く
れ
な
い
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
目
に
見
え
ず
に
起
こ
る
。
つ

ま
り
マ
シ
ン
同
士
の
間
で
。
ユ
ー
ザ
ー
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
入
っ
た
か
、
あ
る
い
は
入
れ
な
け
れ
ば
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
（
35
）。

こ
の
お
話
だ
と
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
利
害
は
尊
重
さ
れ
る
。
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
認
め
ら
れ
な
い
。
で
も
ミ
ネ
ソ
タ
の
希
望

は
、
州
外
の
人
々
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
行
為
を
左
右
す
る
こ
と
は
な
い
。
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
だ
け
が
こ
の
規
制
で
制
約
さ
れ
る
。

こ
れ
は
一
つ
の
州
に
よ
る
、
一
つ
の
問
題
と
い
う
レ
ベ
ル
の
規
制
だ
。
で
も
ほ
か
の
州
が
ミ
ネ
ソ
タ
に
協
力
す
る
理
由
は
？

ほ
か
の
行

政
区
が
、
な
ぜ
ミ
ネ
ソ
タ
の
規
制
を
実
施
し
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
？

答
え
と
し
て
は
、
も
し
規
制
対
象
と
な
る
問
題
が
ほ
か
に
な
い
な
ら
、
ほ
か
の
州
は
協
力
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
問
題
は
ほ
か
に
も
あ

る
。
ミ
ネ
ソ
タ
は
自
分
の
市
民
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
か
ら
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
市
民
を
個
人
デ
ー
タ
の
濫
用
か

ら
保
護
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
欧
州
連
合
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
同
じ
目
的
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
ユ
タ
州
は
ミ
ネ
ソ
タ

と
同
じ
狙
い
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
各
州
は
、
ふ
る
ま
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
独
自
の
理
由
を
持
つ
し
、
そ
の
行
動
は
ち
が
っ
て
い
る
。
で
も
要
点
は
こ
う
い
う
こ

と
だ
。
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
自
州
の
規
制
目
的
を
実
現
さ
せ
て
く
れ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
ほ
か
の
州
が
ほ
か
の
規
制
目
的
を
実
現
す
る
役
に

も
立
つ
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
で
行
政
区
同
士
の
便
宜
の
図
り
合
い
の
よ
う
な
関
係
を
作
り
出
せ
る
。

野
合
は
こ
ん
な
感
じ
で
進
む
。
各
州
は
、
自
分
の
行
政
区
内
の
サ
ー
バ
ー
上
で
、
他
の
州
の
市
民
向
け
に
他
の
州
の
規
制
を
適
用
す
る

こ
と
を
お
互
い
に
約
束
す
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
内
の
サ
ー
バ
ー
は
ミ
ネ
ソ
タ
市
民
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ギ
ャ
ン
ブ

ル
サ
ー
バ
ー
か
ら
閉
め
出
す
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。
か
わ
り
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
人
た
ち
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
サ
ー
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バ
ー
か
ら
遠
ざ
け
る
。
ユ
タ
州
は
Ｅ
Ｕ
市
民
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
サ
ー
バ
ー
か
ら
閉
め
出
す
か
わ
り
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ユ
タ
市
民
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
サ
イ
ト
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
構
造
は
ま
さ
に
、
州
を
ま
た
が
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
規
制
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
て
い
る
構
造
だ
。
連
邦
法
に
よ
る
と
、
州
を
ま
た
が

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
容
認
州
か
ら
の
ユ
ー
ザ
ー
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
容
認
州
の
サ
ー
バ
ー
に
接
続
す
る
場
合
に
し

か
認
め
ら
れ
な
い
（
36
）。

も
し
ユ
ー
ザ
ー
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
規
制
州
か
ら
接
続
し
た
ら
、
そ
の
人
は
連
邦
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。

同
じ
構
造
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
に
対
し
て
ロ
ー
カ
ル
な
規
制
を
か
け
る
の
に
使
え
る
。
人
の
国
籍
や
所
属
を
簡
単
に
確

認
し
、
サ
ー
バ
ー
が
国
籍
や
所
属
に
応
じ
た
区
別
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
簡
単
な
方
法
と
、
そ
う
し
た
地
域
別
の
区
別
を
指
示

す
る
連
邦
に
や
る
気
が
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ふ
る
ま
い
を
地
域
別
に
可
能
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
簡
単
に
想
像
が
つ
く
。

そ
し
て
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
で
き
る
な
ら
、
も
っ
と
広
く
国
際
的
に
も
で
き
る
。
ど
こ
の
国
も
、
自
国
の
法
を
国
際
的
に
適
用
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
―
―
と
い
う
か
、
関
心
は
国
際
レ
ベ
ル
の
ほ
う
が
高
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
ん
な
具
合
に
、
Ｉ
Ｄ
や
証
明
書
の
豊
か
な
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
国
際
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
役
に
立
っ
て
、
こ
の
国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
構
造
を
実
現
で
き
る
。

こ
う
し
た
制
度
は
ネ
ッ
ト
に
地
理
的
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
復
活
さ
せ
る
。
そ
れ
は
国
境
な
し
で
構
築
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
国
境
を
押
し

つ
け
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
タ
イ
の
規
制
当
局
に
、
今
は
で
き
な
い
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
―
―
自
分
た
ち
の
市
民
を
好
き
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
市
民
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
が
認
め
る
限
り
に
お
い

て
自
由
に
放
っ
て
お
く
だ
ろ
う
。

も
と
の
ネ
ッ
ト
の
自
由
を
愛
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
制
度
は
悪
夢
だ
。
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
も
と
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
作

り
出
し
た
自
由
を
取
り
除
く
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
避
け
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
場
所
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
復
活
さ
せ
る
。

わ
た
し
も
ま
た
も
と
の
ネ
ッ
ト
の
自
由
を
愛
す
る
者
だ
。
だ
が
自
分
の
気
に
入
る
政
策
へ
の
近
道
を
信
用
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
―
―

近
道
と
い
う
の
は
、
有
効
な
民
主
的
支
持
な
し
に
特
定
の
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
装
置
だ
―
―
わ
た
し
は
こ
の
制
度
を
糾
弾
す
る
の
に
た
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め
ら
い
を
覚
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
卑
し
く
も
民
主
政
府
で
あ
る
な
ら
、
非
民
主
政
府
の
意
思
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
表
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
許
す

べ
き
で
は
な
い
。
絶
対
主
義
政
権
が
市
民
の
弾
圧
を
す
る
手
助
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
へ
の
制
約
が
そ
の
国
の
人
々
に
嫌
悪
さ
れ
て

い
る
な
ら
、
そ
の
人
々
が
立
ち
上
が
っ
て
そ
れ
を
排
除
さ
せ
る
に
ま
か
せ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
わ
た
し
の
見
方
は
、
ど
ん
な
民
主
主
義
の
市
民
も
、
ど
ん
な
言
論
を
自
分
が
受
け
入
れ
る
か
選
ぶ
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

だ
が
そ
の
自
由
は
、
技
術
的
な
小
細
工
を
使
っ
て
無
料
で
差
し
上
げ
る
よ
り
は
、
か
れ
ら
自
身
が
民
主
的
手
段
を
通
じ
て
そ
の
自
由
を
要
求

し
、
勝
ち
と
る
ほ
う
が
い
い
。

だ
が
あ
な
た
や
わ
た
し
が
こ
の
制
度
を
ど
う
思
う
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の
わ
た
し
の
議
論
は
予
言
的
な
も
の
だ
。
こ
の
制
度
は
二
つ
の
結
果

の
間
の
自
然
な
妥
協
案
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
結
果
は
い
ず
れ
も
政
府
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
―
―
政
府
は
現
実
空
間
の
法

が
サ
イ
バ
ー
空
間
に
及
ば
な
い
よ
う
な
世
界
を
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
一
つ
の
政
府
や
少
数
の
大
政
府
の
規
則
が
世
界
中
を
支
配
す
る

よ
う
な
世
界
も
受
け
入
れ
ま
い
。
こ
の
制
度
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
は
自
分
の
市
民
を
規
制
す
る
力
を
持
つ
。
ど
の
政
府
も
そ
れ
以
上
の

こ
と
を
す
る
権
利
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
す
で
に
、
民
間
ベ
ー
ス
で
は
ネ
ッ
ト
上
で
樹
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
―
―
と
は
い
え
こ
れ
に
対
し
て
か
な
り
の
抵
抗
と
不

安
は
あ
る
が
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
、
グ
ー
グ
ル
は
中
国
政
府
に
対
し
て
世
界
の
ほ
か
の
誰
に
も
提
供
し
な
か
っ
た

も
の
を
提
供
す
る
と
発
表
し
た
―
―
中
国
政
府
が
市
民
に
見
せ
た
く
な
い
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
グ
ー
グ
ル
検
索
エ
ン
ジ
ン

だ
（
37
）。

だ
か
らG

oogle.cn

で
「
民
主
主
義
」「
人
権
」
を
検
索
す
る
と
、google.com

で
検
索
し
た
と
き
に
出
て
く
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い

（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
今
、
中
国
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
ば
の
一
覧
を
記
録
し
て
い
る
（
38
））。

し
た
が
っ
て
グ
ー
グ
ル
は
実

質
的
に
、
中
国
政
府
の
推
進
す
る
価
値
観
に
従
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
作
り
替
え
る
こ
と
に
な
る
。

動
機
は
理
解
で
き
る
（
儲
け
だ
）。
も
ち
ろ
ん
理
由
も
理
解
で
き
る
（
そ
れ
は
中
国
が
真
の
民
主
主
義
に
達
す
る
の
を
早
め
る
）。
だ
が
こ

の
バ
ラ
ン
ス
が
共
産
主
義
中
国
の
状
況
で
正
し
い
と
思
う
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
民
主
主
義
国
同
士
が
こ
の
種
の
合
意
を
行
な
う
の
で
あ
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れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
に
も
っ
と
ま
と
も
な
理
由
に
基
づ
く
べ
き
だ
。
中
国
が
自
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
し
て
い
る
仕
打
ち
は
ま
ち
が
っ
て
い

る
と
思
う
。
も
し
中
国
の
出
版
社
が
、
こ
の
章
を
削
除
す
る
と
い
う
条
件
つ
き
で
本
書
の
中
国
刊
行
を
打
診
し
て
き
た
ら
、
も
ち
ろ
ん
断
る
。

だ
が
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
が
課
し
て
き
た
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
ち
が
っ
た
見
方
を
し
て
い
る
。

こ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
重
要
な
結
果
の
一
つ
―
―
こ
の
た
め
だ
け
で
も
反
対
す
る
十
分
な
理
由
か
も
し
れ
な
い
―
―
は
、
そ
れ
が
規
制

を
簡
単
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
規
制
し
や
す
く
な
る
ほ
ど
、
規
制
は
起
こ
り
や
す
く
な
る
。

だ
が
こ
れ
が
ト
レ
ー
ド
オ
フ
だ
―
―
規
制
す
る
コ
ス
ト
と
意
志
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
。
こ
れ
は
も
う
何
度
も
繰
り
返
し
見
た
も
の
だ
。
政

府
に
と
っ
て
の
コ
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
自
由
だ
。
規
制
の
コ
ス
ト
が
高
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ
に
く
く
な
る
。
自
由
は
規
制

が
高
価
な
ま
ま
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
自
由
は
摩
擦
に
伴
う
。

だ
が
規
制
が
簡
単
で
安
上
が
り
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
摩
擦
依
存
の
自
由
は
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
。
規
制
は
増
え
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
た

場
合
に
は
、
自
由
を
保
全
し
た
け
れ
ば
、
そ
れ
を
支
持
す
る
積
極
的
な
議
論
を
開
発
し
な
い
と
ダ
メ
だ
。
こ
う
し
た
積
極
的
議
論
は
、
ネ
ッ

ト
上
の
Ｉ
Ｄ
に
よ
る
規
制
を
阻
止
す
る
に
も
必
要
だ
。
本
書
の
残
り
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
行
政
区
ご
と
に
ち
が
う
規
制
を
可
能
に
す
る
方

式
を
採
用
し
た
い
と
い
う
各
国
の
欲
望
は
き
わ
め
て
強
く
、
そ
の
規
制
の
コ
ス
ト
が
下
が
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
も
大
量
に
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
規
制
が
も
っ
と
増
え
る
こ
と
を
覚
悟
す
べ
き
だ
。
そ
れ
も
間
も
な
く
。

そ
の
影
響
と
し
て
は
つ
ま
り
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
個
別
利
用
者
の
携
帯
す
る
資
格
証
に
基
づ
い
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
想
像
も
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
サ
イ
バ
ー
空
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
は
規

制
不
可
能
な
空
間
か
ら
、
そ
の
資
格
証
の
深
さ
次
第
で
、
想
像
で
き
る
最
も
規
制
し
や
す
い
空
間
と
な
る
だ
ろ
う
。
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第
一
部
の
教
訓
は
、
も
と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
不
可
能
性
は
や
が
て
終
わ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
の
ふ
る
ま
い

を
再
び
規
制
で
き
る
よ
う
に
す
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
登
場
す
る
だ
ろ
う
。
第
二
部
は
、
そ
の
規
制
可
能
性
の
一
面
を
描
い
た
―
―

技
術
だ
。
そ
の
規
制
の
一
部
と
し
て
「
コ
ー
ド
」
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
通
常
の
法
律
が
脅
し
を
通
じ
て
実
現
す
る
よ
う

な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
直
接
強
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
第
三
部
は
、
技
術
的
な
変
化
が
根
本
的
な
価
値
観
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
う
状
況
を
三
つ
検
討
し
た
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
と
呼
ん
だ
。
知

的
財
産
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
言
論
の
自
由
を
ど
う
保
護
す
る
か
は
、
憲
法
起
草
者
た
ち
が
行
な
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
根
本
的
な
選
択

に
左
右
さ
れ
る
。
第
四
部
は
、
こ
の
対
立
を
行
政
区
域
に
適
用
し
た
。
こ
こ
で
も
教
訓
は
第
一
部
に
戻
っ
て
く
る
。
政
府
と
し
て
は

ま
す
ま
す
規
制
し
や
す
い
ネ
ッ
ト
を
目
指
し
た
が
る
し
、
今
度
は
国
境
な
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
地
理
的
な
領
域
を
復
活
さ
せ
よ
う

と
す
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
四
部
に
わ
た
り
、
わ
た
し
の
中
心
的
な
目
的
は
、
一
度
述
べ
れ
ば
言
う
ま
で
も
な
い
よ
う
な
認
識
を
強
い
る
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
う
発
展
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
選
択
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
う
し
た
選
択
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ど
ん
な
価
値
観
が
組
み
込
ま
れ
る
か
に
根
本
的
に
影
響
し
て
く
る
。

こ
の
第
五
部
に
お
け
る
質
問
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
選
択
を
す
る
だ
け
の
能
力
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
た
し
の
意
見
で
は
、

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
実
に
完
璧
な
ほ
ど
に
、
原
理
原
則
の
問
題
で
司
法
府
を
縛
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
ま
た
立
法
プ
ロ
セ
ス
も
、
利
益

誘
導
の
裏
返
し
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
腐
敗
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
き
わ
め
て
だ
い
じ
な
瞬
間
に
直
面
し
て
い
る
今
こ
の
時
に
、
わ
れ

わ
れ
は
な
ん
ら
有
効
な
決
断
が
で
き
な
い
で
い
る
。
現
代
の
政
治
的
な
耽
溺
に
酔
い
し
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
不
意
打
ち
を
食
ら
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、
せ
い
ぜ
い
で
き
る
最
善
と
い
っ
た
ら
、
酔
い
が
覚
め
て
正
気
に
返
る
ま
で
な
ん
と
か
倒
れ
な
い
で
い
る
こ
と

く
ら
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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第一六章 われわれが直面している問題

第
一
六
章

わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
問
題

サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
選
択
の
余
地
が
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
で
も
、
そ
の
選
択
を
し
よ
う
に
も
手
が
縛
ら

れ
て
い
る
と
も
論
じ
た
。
手
が
縛
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
大
き
く
三
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
法
廷
に
課
し
て
い
る
制
限
。
二
番

目
は
、
わ
れ
わ
れ
が
立
法
者
た
ち
に
感
じ
て
い
る
限
界
。
そ
し
て
三
番
目
は
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ー
ド
に
対
す
る
考
え
方
の
限
界
だ
。
選
択
を

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
こ
の
制
限
の
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
選
択
を
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
な

る
か
に
つ
い
て
、
一
番
だ
い
じ
な
決
断
が
必
要
な
時
期
に
い
る
の
に
、
そ
の
た
め
の
機
関
も
仕
組
み
も
、
そ
し
て
決
断
を
す
る
慣
行
も
な
い
。

こ
の
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
説
明
し
よ
う
。
そ
し
て
一
七
章
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
解
決
策
を
三
種
類
描
い
て
み
る
。
い
ず
れ
の
部
分
も

完
璧
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
ど
っ
ち
も
示
唆
的
で
は
あ
る
は
ず
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
あ
ら
わ
に
す
る
問
題
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
問
題

じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
実
空
間
の
問
題
で
、
そ
れ
を
今
解
決
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
を
サ
イ
バ
ー
空
間
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

法
廷
の
問
題

憲
法
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
で
、
も
う
一
つ
は
変
化
さ
せ
る
憲
法
だ
。
コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
は
、
そ
れ
が
施
行

さ
れ
る
憲
法
文
化
や
司
法
文
化
の
中
で
、
何
か
本
質
的
な
も
の
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
―
―
そ
の
文
化
を
、
将
来
の
変
化
か
ら
守
ろ
う
と
す

る
。
変
化
さ
せ
る
憲
法
（
ま
た
は
修
正
）
は
、
そ
の
反
対
を
や
る
。
そ
れ
が
施
行
さ
れ
る
憲
法
文
化
や
司
法
文
化
の
中
で
、
何
か
本
質
的
な
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も
の
を
変
え
よ
う
と
す
る
―
―
未
来
の
生
活
を
ち
が
っ
た
も
の
に
し
よ
う
と
し
、
文
化
の
あ
る
部
分
を
作
り
直
そ
う
と
す
る
。
コ
ー
ド
化
方

式
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
自
分
の
命
令
を
自
分
自
身
に
す
ら
変
え
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
マ
ス
ト
に
自
分
を
縛
り
つ
け
た
ユ
リ
シ
ー
ズ
だ
。
変
化
さ

せ
る
憲
法
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
革
命
フ
ラ
ン
ス
だ
。

ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
、
両
方
の
仕
組
み
が
入
っ
て
い
る
。
一
七
八
九
年
の
憲
法
―
―
最
初
の
修
正
条
項
一
〇
個
以
前
の
憲
法
―
―
は
、
変

化
さ
せ
る
憲
法
だ
っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
形
の
統
治
の
仕
組
み
（
政
府
）
に
「
息
吹
を
与
え
て
」、
あ
る
国
を
生
み
出
し
た
（
1
）。

一
七
九
一
年
の

憲
法
―
―
人
権
条
項
―
―
は
コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
だ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
価
値
観
を
、
未
来
の
変
化
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
形
で
、
新
し

い
憲
法
と
い
う
背
景
の
中
に
埋
め
込
も
う
と
し
た
（
2
）。

南
北
戦
争
の
修
正
条
項
は
、
こ
れ
ま
た
変
化
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ

の
社
会
と
司
法
の
文
化
の
現
状
を
作
り
直
そ
う
と
し
て
い
た
―
―
ア
メ
リ
カ
の
精
神
か
ら
不
平
等
の
伝
統
を
む
し
り
と
っ
て
、
そ
れ
を
平
等

の
伝
統
と
実
践
で
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
（
3
）。

こ
の
二
つ
の
方
式
の
う
ち
、
変
化
さ
せ
る
憲
法
の
ほ
う
が
実
現
が
む
ず
か
し
い
の
は
明
ら
か
だ
。
コ
ー
ド
化
す
る
仕
組
み
は
、
少
な
く
と

も
惰
性
と
い
う
味
方
が
い
る
。
変
化
さ
せ
る
憲
法
は
、
そ
の
惰
性
に
対
し
て
戦
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
は
、
一
時
的
に

せ
よ
、
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
え
る
時
期
が
あ
る
。
変
化
さ
せ
る
憲
法
は
、
こ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
に
ず
っ
と
さ
ら
さ
れ
て

い
る
。
本
質
的
な
瞬
間
は
だ
ん
だ
ん
に
薄
れ
、
そ
う
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
瞬
間
の
決
定
を
執
行
・
強
制
す
る
役
目
を
与
え
ら
れ
た
機
関
、

た
と
え
ば
法
廷
は
、
ま
す
ま
す
政
治
的
な
抵
抗
に
あ
う
よ
う
に
な
る
。
一
時
的
な
啓
蒙
的
瞬
間
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
人
々
は
昔
な
が
ら
の

や
り
方
に
戻
っ
て
し
ま
う
し
、
法
廷
は
そ
れ
に
な
か
な
か
抵
抗
で
き
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
史
が
ま
さ
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
南
北
戦
争
直
後
の
め
ざ
ま
し
い
瞬
間
―
―
市
民
の
平
等
に
関

す
る
修
正
条
項
が
三
つ
、
憲
法
の
魂
に
刻
み
込
ま
れ
た
と
き
―
―
は
一
八
七
五
年
に
は
も
う
薄
れ
て
い
た
。
国
は
平
等
に
向
け
た
戦
い
を
投

げ
出
し
て
、
産
業
革
命
の
興
奮
に
ば
か
り
目
を
向
け
て
い
た
。
人
種
分
離
を
強
制
す
る
法
律
が
支
持
さ
れ
た
（
4
）。

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
た

ち
の
選
挙
権
は
否
定
さ
れ
た
（
5
）。

後
に
、
新
手
の
奴
隷
制
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
を
強
制
す
る
法
律
も
認
め
ら
れ
た
（
6
）。

こ
の
不
平
等
が
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第一六章 われわれが直面している問題

一
〇
〇
年
続
い
て
や
っ
と
、
最
高
裁
は
再
び
南
北
戦
争
の
憲
法
修
正
条
項
の
精
神
を
活
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。
法
廷
が
再
び
南
北
戦
争
の
憲

法
修
正
条
項
に
お
け
る
変
化
の
精
神
を
実
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
っ
と
一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
対
教
育
委
員
会
裁
判
で
の
こ
と

だ
っ
た
（
7
）。

こ
の
一
世
紀
に
わ
た
る
弱
腰
に
つ
い
て
、
法
廷
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
の
弱
腰
の
原
因
を
理
解
す
る
ほ
う
が
、

わ
た
し
は
も
っ
と
だ
い
じ
だ
と
思
う
。
法
廷
は
政
治
的
な
文
脈
の
中
で
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
政
治
的
な
文
脈
の
中
で
、
一
番
抵
抗
力
の
弱

い
部
門
だ
。
し
ば
ら
く
は
、
そ
の
瞬
間
の
世
論
を
超
え
た
大
原
則
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
で
き
る
。
で
も
そ
の
「
し
ば
ら
く
」
は
や
が
て
終
わ

る
。
も
し
世
界
が
人
種
差
別
的
な
方
向
に
戻
っ
た
ら
、
憲
法
の
条
文
の
中
で
施
行
さ
れ
て
い
る
原
則
を
強
力
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
法
廷
と

し
て
抵
抗
で
き
る
自
由
度
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
法
廷
は
、「
み
ん
な
」
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
と
い
う
制
約
の
下

に
あ
る
。
そ
の
「
み
ん
な
」
が
信
じ
て
い
る
こ
と
が
、
基
本
的
な
憲
法
の
条
文
と
一
貫
し
て
い
な
い
場
合
で
も
。

コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
だ
と
、
世
の
中
話
は
簡
単
だ
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
あ
る
伝
統
が
あ
っ
て
、
法
文
は
単
に
そ
れ
を
埋
め
込
む
も
の
だ

か
ら
だ
。
こ
の
伝
統
が
長
続
き
す
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
憲
法
だ
っ
て
確
固
た
る
も
の
だ
と
い
う
希
望
は
持
て
る
。

で
も
コ
ー
ド
化
す
る
憲
法
だ
っ
て
、
困
難
に
直
面
す
る
。
コ
ー
ド
化
だ
ろ
う
と
な
ん
だ
ろ
う
と
、
国
の
熱
意
が
十
分
に
強
く
な
れ
ば
、
法

廷
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
が
多
い
。
憲
法
修
正
第
一
条
の
、
言
論
の
自
由
の
保
護
は
実
に
単
純
明
快
だ
け
れ
ど
、
で
も
共
産
主
義
者

や
無
政
府
主
義
者
の
言
論
と
な
る
と
政
府
は
そ
れ
を
処
罰
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
た
（
8
）。

証
明
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
と
い
う
原
則
や
平
等
の
原

則
は
ど
う
あ
れ
、
日
本
が
真
珠
湾
を
爆
撃
し
た
ら
、
政
府
は
西
海
岸
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
を
一
人
残
ら
ず
強
制
収
容
所
に
ぶ
ち
こ
む
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
（
9
）。

こ
れ
が
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
下
の
法
廷
の
現
実
だ
。
わ
れ
わ
れ
法
律
家
は
法
廷
を
理
想
化
し
た
が
る
。
ほ
か
の
影
響
を
超
越
し
た
存
在

だ
と
思
い
た
が
る
。
で
も
、
完
全
に
超
越
し
て
い
た
こ
と
な
ん
か
な
い
し
、
そ
れ
が
長
続
き
し
た
こ
と
も
な
い
。
法
廷
だ
っ
て
、
政
治
的
な

制
約
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
は
実
際
に
力
を
持
つ
。
法
廷
だ
っ
て
、
民
主
主
義
の
中
の
一
機
関
だ
。
民
主
主
義
の
中
の
機
関
は
そ
う
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そ
う
い
つ
ま
で
も
人
々
の
敵
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

第
三
部
と
第
四
部
で
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
こ
う
い
う
背
景
を
前
提
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合

に
も
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
内
包
し
て
ほ
し
い
価
値
観
は
わ
れ
わ
れ
が
自
分
で
選
ば
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
議
論
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
は
っ
き
り
し
た
憲
法
の
文
脈
や
伝
統
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
ら
は
主
に
、
わ
れ
わ
れ
の
伝

統
を
ど
う
コ
ー
ド
化
す
る
か
に
影
響
す
る
問
題
だ
け
れ
ど
、
で
も
そ
れ
は
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
の
事
例
で
も
あ
る
。
す
で
に
下
さ
れ
た
判
断

が
あ
っ
て
法
廷
は
単
に
そ
れ
を
伝
え
れ
ば
い
い
、
と
い
う
意
味
で
の
「
答
え
」
は
こ
こ
に
は
な
い
。
答
え
は
、
決
め
て
い
く
も
の
で
、
見
つ
け

る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
作
る
も
の
で
、
発
見
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
自
分
で
選
ぶ
も
の
で
、
で
き
あ
い
の
も
の
を
報
告
し
て
す
む
話
じ
ゃ
な
い
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
法
廷
に
と
っ
て
問
題
を
作
り
出
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
最
高
裁
主
席
判
事
が
ア
ー
ル
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
だ
っ
た
頃
の
最
高

裁
の
影
響
下
に
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
判
事
の
法
廷
が
派
手
に
能
動
的
な
法
廷
で
、
そ
れ
が
憲
法
を
「
で
っ
ち
あ
げ
」
て
、「
個

人
的
な
価
値
観
」
を
政
治
や
司
法
シ
ス
テ
ム
に
押
し
つ
け
た
、
と
思
っ
て
い
る
（
わ
た
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
）。
多
く
の
人
は
、
レ

ン
キ
ス
ト
時
代
の
法
廷
は
、
こ
の
か
つ
て
の
能
動
主
義
の
反
動
を
提
供
し
た
と
思
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
こ
の
見
方
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
思
う
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
判
事
の
法
廷
は
、
解
釈
上
の
忠
実
性
の
原
理
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ

と
は
一
切
や
っ
て
い
な
い
し
、
レ
ン
キ
ス
ト
法
廷
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
判
事
の
法
廷
に
負
け
ず
劣
ら
ず
能
動
的
だ
っ
た
。
で
も
問
題
は
、
ど
っ
ち

が
事
実
か
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
問
題
は
、
人
々
が
ど
う
思
っ
て
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
過
去
が
能
動
主
義
に
彩
ら
れ

て
い
て
、
こ
の
能
動
主
義
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
法
廷
に
と
っ
て
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
法
廷
に
反
対
す
る
人
た
ち
は
、
保
守
派
だ

け
じ
ゃ
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
中
に
も
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
法
廷
が
司
法
の
原
則
か
ら
は
ず
れ
た
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
た
と
信
じ
て
い
る
人
は
い

る
（
10
）。

こ
う
し
た
反
対
者
た
ち
は
、
法
廷
が
憲
法
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
で
っ
ち
あ
げ
て
い
た
と
信
じ
て
い
る
―
―
多
数
派
を
懐

柔
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
け
で
物
事
を
進
め
て
い
た
と
思
っ
て
い
る
。
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法
文
か
ら
そ
の
ま
ま
読
み
と
れ
る
か
、あ
る
い
は
明
白
に
導
か
れ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
判
断
を
す
る
と
き
、す
べ
て
の
法
廷
は「
ウ
ォ
ー

レ
ン
法
廷
」
の
よ
う
に
見
え
る
危
険
を
冒
し
て
い
る
。
判
断
が
政
治
的
な
も
の
に
見
え
る
と
き
、
ど
ん
な
法
廷
も
立
場
が
弱
く
な
る
。
法
廷

が
政
治
的
に
見
え
る
ふ
る
ま
い
を
す
る
と
き
、
そ
れ
は
反
動
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。

別
に
、
法
廷
が
し
っ
ぺ
返
し
を
恐
れ
て
い
る
と
言
い
た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
廷
は
、
今
の
憲
法
の
仕
組
み
の
中
で
は
保
護
さ

れ
て
い
る
（
11
）。

法
廷
が
一
見
政
治
的
に
見
え
る
判
断
に
対
し
て
反
動
を
感
じ
る
の
は
、
法
廷
が
自
分
自
身
の
適
切
な
役
割
に
つ
い
て
、
そ
れ
な

り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
法
廷
は
、
自
分
の
役
割
が
「
政
治
的
」
に
な
る
こ
と
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
法
廷
自
身
の
考
え

方
と
し
て
は
、
法
廷
は
忠
実
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
な
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
建
国
時
の
約
束
を
、
そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
ひ
た
す

ら
守
り
続
け
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
（
12
）。

で
も
、
守
る
べ
き
建
国
時
の
約
束
が
な
い
と
き
―
―
た
と
え
ば
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
と
き
―
―
少
し
で
も
翻
訳
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
の
役
割
を
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
法
廷
が
、
建
国
時
の
約
束
を
守
る
以
上
の
こ
と
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
と
、
法
廷
は
、
他
人
が
憲
法
と
し
て
定
め
た
判
断
を
執
行
・
強
制
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
憲
法
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
自
分
の
見
方
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
必
ず
思
わ
れ
て
し
ま
う
（
13
）。

つ
ま
り
、「
政
治
的
」
に
ふ
る
ま
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。

で
も
こ
こ
で
「
政
治
的
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
、
法
廷
が
価
値
観
や
政
策
上
の
選
択
を
し
て
い
る
っ
て
こ
と
だ
け

じ
ゃ
な
い
。
こ
こ
で
の
主
張
は
、
法
廷
が
判
決
を
く
だ
す
に
あ
た
っ
て
価
値
観
と
い
う
の
が
適
切
な
理
由
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
正
反
対
だ
。
価
値
観
の
選
択
や
政
策
上
の
選
択
は
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
正
当
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
司
法
に
よ
る
強

制
は
適
切
な
こ
と
だ
。
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
の
問
題
は
、
そ
れ
が
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。

そ
れ
は
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る
け
れ
ど
、
で
も
そ
の
価
値
観
は
憲
法
か
ら
も
っ
て
き
た
も
の
に
は
思
え
な
い
。

つ
ま
り
「
政
治
的
」
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
と
正
当
化
さ
れ
ず
、
し
か
も
今
対
立
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
判
断
を
さ
す
（
14
）。

判
断
の
ま
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さ
に
基
盤
が
根
本
的
な
対
立
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
し
て
憲
法
が
こ
の
対
立
の
ど
ち
ら
か
を
支
持
す
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
が
な
い
と
き
、
特
定

の
翻
訳
結
果
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
脈
で
政
治
的
だ
と
思
わ
れ
る
（
15
）。

サ
イ
バ
ー
空
間
は
こ
の
問
題
を
強
力
に
突
き
つ
け
て
く
る
だ
ろ
う
。
憲
法
起
草
時
の
価
値
観
が
、
あ
る
程
度
は
っ
き
り
確
実
に
翻
訳
で
き

る
と
き
に
は
、
法
廷
は
起
草
時
の
約
束
の
名
の
下
に
、
現
在
の
多
数
派
意
見
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
が
で
き
る
。
で
も
あ
い
ま
い
さ

が
隠
さ
れ
て
い
て
、
選
択
が
本
当
に
選
択
を
迫
る
も
の
な
ら
、
翻
訳
で
は
不
十
分
だ
。
法
廷
は
そ
の
選
択
の
場
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
悲
観
的
す
ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
通
信
品
位
法
を
廃
止
に
追
い
込
ん
だ
成
功
を
考
え
た
と
き
に

は
（
16
）。

で
も
こ
の
事
例
そ
の
も
の
が
あ
る
不
安
定
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
じ
き
に
、
受
動
性
へ
と
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
恐
れ
て
い
る
。

下
位
法
廷
の
意
見
の
両
方
で
、
法
廷
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
性
質
に
つ
い
て
「
事
実
を
発
見
」
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
た
。

そ
の
「
発
見
さ
れ
た
事
実
」
が
憲
法
上
の
結
果
を
決
定
づ
け
て
、
ど
ち
ら
の
法
廷
も
自
分
た
ち
が
発
見
し
た
こ
と
を
、
そ
れ
が
石
に
刻
ま
れ

た
不
動
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
信
を
持
っ
て
述
べ
て
い
た
。

こ
う
し
た
観
察
事
実
は
、
多
く
の
場
合
、
一
九
九
六
年
の
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
を
実
に
う
ま
く
記
述
し
て
い
た
。
で

も
、サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
か
、ど
う
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
法
廷
は
、ま
る
で
サ
イ
バ
ー
空
間

の
天
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
に
発
言
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
は
本
質
的
に
内
在
す
る

天
性
な
ん
か
な
い
。
そ
れ
は
、
設
計
さ
れ
る
も
の
だ
。
議
会
が
サ
イ
バ
ー
空
間
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
よ
う
と
す
る
の
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
で
、

議
会
は
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
を
語
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
語
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
サ
イ
バ
ー
空
間

の
性
質
を
発
見
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
作
り
出
し
て
い
た
。
か
れ
ら
の
決
定
は
部
分
的
に
、
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
な
る
か
を
決

定
づ
け
て
い
る
。

初
め
の
う
ち
は
、
そ
う
は
思
え
な
い
だ
ろ
う
。
何
か
新
し
い
も
の
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
が
自
然
か
、
ま
た
は
何
が
所
与
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か
、
そ
し
て
ど
の
部
分
が
変
え
ら
れ
る
の
か
を
見
き
わ
め
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
で
も
だ
ん
だ
ん
と
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
「
自
然
」
な
も
の
は

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
法
廷
も
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
意
見
で
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
の
「
事
実
」

と
し
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
に
な
る
と
「
設
計
上
の
選
択
」
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。「
不
可
能
」
だ
っ
た
も
の
が
、

可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
可
能
な
も
の
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、
法
廷
は
ま
す
ま
す
サ
イ
バ
ー
空
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
言
え

な
く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
自
分
た
ち
の
観
察
事
実
が
、
観
察
結
果
に
影
響
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
な
っ

た
か
に
つ
い
て
、
自
分
た
ち
に
も
あ
る
程
度
責
任
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
憲
法
に
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
不
確
定
性
原
理
が
適
用
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
法
廷
が
こ
れ
に
気
が
つ
く
に
つ
れ
て
、
ほ

か
の
領
域
で
と
同
じ
よ
う
に
、
法
廷
は
そ
れ
を
ま
す
ま
す
政
治
方
面
に
委
ね
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
こ
う
し
た
判
断
が
政
策
な
ら
ば
、

裁
判
官
で
は
な
く
政
策
決
定
者
に
任
せ
よ
う
、
と
い
う
わ
け
だ
（
17
）。

こ
の
点
で
、
裁
判
官
を
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
と
き
に
は
こ
う
い
う
責
任
回
避
は
奨
励
し
た
ほ
う
が
い

い
こ
と
も
あ
る
（
18
）。

で
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
を
軽
く
見
ち
ゃ
い
け
な
い
。
将
来
の
立
法
者
た
ち
は
、
法
廷
に
あ
ま
り
拘
束
さ
れ
ず
に
ふ

る
ま
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
憲
法
的
と
呼
ん
で
い
い
か
も
し
れ
な
い
価
値
観
―
―
そ
れ
が
実
際
に
憲
法
の
中
に
書
き
込
ま
れ

て
い
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
―
―
は
、
立
法
者
た
ち
が
そ
れ
を
考
慮
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
だ
け
、
立
法
者
た
ち
を
拘
束
す
る
こ
と
に

な
る
。

立
法
者
か
ら
何
が
期
待
で
き
る
か
見
る
前
に
、
法
廷
の
も
う
一
つ
の
問
題
を
考
え
て
ほ
し
い
―
―
具
体
的
に
は
、
憲
法
が
サ
イ
バ
ー
空
間

の
文
脈
に
入
り
込
む
と
き
に
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
伝
統
が
直
面
す
る
問
題
だ
。
こ
れ
は
「
国
家
行
動
」
の
問
題
だ
。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
を
構
築
す
る
。
こ
う
し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
に
政
治
的
価
値

観
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
価
値
観
の
中
に
は
憲
法
的
な
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
ほ
と
ん
ど
の
場
合
―
―
幸
運
な
こ
と
に
―
―
こ
う

し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
私
的
な
も
の
だ
。
大
学
や
企
業
が
構
築
し
て
、
も
は
や
国
防
省
が
お
金
を
出
し
て
い
な
い
電
線
上
で
実
装
さ
れ
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る
。
そ
れ
は
民
間
の
私
的
な
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
伝
統
的
に
は
憲
法
的
な
検
討
の
範
囲
外
に
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
ア
ク
セ
ス
、
匿
名

の
権
利
、
平
等
と
い
っ
た
憲
法
上
の
価
値
観
は
、
こ
の
世
界
に
は
お
か
ま
い
な
し
だ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
こ
の
世
界
は
「
民
間
・
私
的
」
で
、

憲
法
は
「
国
家
行
動
」
の
み
を
対
象
に
す
る
か
ら
だ
。

な
ぜ
こ
う
な
る
の
か
、
わ
た
し
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
を
購
入
し
た
と
き
以
来
、
一
番
重
要
な
新
行
政
区

を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
も
し
コ
ー
ド
が
法
と
し
て
機
能
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
政
区
を
ま
さ
に
憲
法
の
検
討
範
囲
の

外
に
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
サ
イ
バ
ー
空
間
の
構
築
に
あ
た
り
、
ま
さ
に
憲
法
が
支
配
し
な
い
よ
う
に
―
―
憲

法
の
伝
統
に
含
ま
れ
た
価
値
観
の
制
約
か
ら
逃
れ
た
い
か
の
よ
う
に
進
め
て
い
る
の
だ
。

こ
の
本
で
は
今
ま
で
、
こ
の
民
間
／
公
共
と
か
公
／
私
と
い
っ
た
区
別
は
あ
ま
り
使
っ
て
い
な
い
。
無
視
し
て
き
た
、
と
さ
え
い
え
る
（
19
）。

で
も
無
視
し
た
の
は
、
そ
れ
が
無
意
味
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
が
サ
イ
バ
ー
空
間
の
規
制
に
ど
う
適
用
で
き
る
か
、
わ
た
し
に
は
わ
か
ら

な
い
か
ら
だ
。
国
の
行
動
と
い
う
概
念
は
、
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
含
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
ど
う
解
決
す
べ
き
か
、
は
っ
き
り
し
た
考
え
が

あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
あ
い
ま
い
さ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
憲
法
は
、
基
本
的
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
所
与
だ
っ
た
時
代
に
起
草
さ
れ
た
。
起
草
者
た
ち
は

自
然
の
法
則
を
見
つ
け
、経
済
法
則
を
見
つ
け
、人
の「
自
然
法
」を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
政
府
や
人
間
が
こ
し
ら
え
た
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
も
ち
ろ
ん
制
約
し
た
し
、
そ
の
制
約
は
「
規
制
」
で
は
あ
っ
た
。
で
も
そ
れ
が
意
識
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
え
る
度
合
い
は
限
ら
れ
て
い
た
。
都
市
計
画
は
限
ら
れ
て
お
ら
ず
（
20
）、

空
間
の
配
置
を
す
る
以
上
の
こ
と
と
な
る
と
、

こ
の
空
間
の
作
ら
れ
た
環
境
を
統
治
す
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
起
草
者
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

で
も
サ
イ
バ
ー
空
間
は
ち
が
う
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
持
つ
し
、
そ
の
規
制
力
は
そ
ん
な
に
限
ら
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
人
々
が
そ
こ
で
慣

れ
親
し
ん
だ
環
境
に
は
、
す
さ
ま
じ
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
組
み
込
め
る
。
ど
ん
な
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
る
か
、
ど
ん
な
匿
名
性
が
可
能
か
、
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ど
ん
な
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
、
ど
ん
な
言
論
が
聞
か
れ
る
か
―
―
こ
の
す
べ
て
が
選
択
で
あ
っ
て
「
事
実
」
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
、

設
計
さ
れ
る
も
の
で
、
既
存
の
も
の
じ
ゃ
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
は
相
当
ち
が
っ
て
い
る
。
憲
法
の
検
討
範
囲
が
も
と
の
文
脈
で
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
今

度
の
文
脈
で
も
同
じ
く
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
て
も
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
で
も
か
な
り
ち
が
っ
た
文

脈
の
下
で
と
て
も
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
す
る
の
で
は
、
そ
う
し
た
議
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
国
の
行
動
の
範
囲
に
つ
い
て
、
憲
法
の
起
草
者
た
ち
か
ら
は
な
ん
の
答
え
も
出
て
こ
な
い
。
憲
法
的
な
伝
統
と
し
て
何
が
筋
が

通
っ
て
い
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
決
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
構
、
機
能
的
に
は
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の

が
、
憲
法
的
な
検
討
の
範
囲
外
で
発
展
す
る
の
を
許
す
ほ
う
が
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
に
忠
実
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
私
的
な
規
制
機
構

に
対
し
て
も
憲
法
的
な
検
討
を
広
げ
て
、
伝
統
の
中
に
あ
る
根
本
的
な
価
値
観
を
保
存
す
べ
き
な
ん
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
む
ず
か
し
い
問
題
だ
が
、
で
も
ほ
か
の
憲
法
制
度
の
下
で
は
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な
い
、
と
い
う
点
は
指
摘
し
て
お
く
と
有
益

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
伝
統
で
は
、
私
的
な
権
力
機
構
が
最
終
的
に
は
根
本
的
な
憲
法
上
の
価
値
観
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き

も
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
と
ま
ど
い
は
見
ら
れ
な
い
（
21
）。

ド
イ
ツ
の
伝
統
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
と
は
ち
が
う
。

で
も
か
れ
ら
が
こ
の
見
方
を
維
持
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
憲
法
の
制
約
の
余
地
を
こ
こ
ま
で
広
げ
て
も
、
何
か
ら
何
ま
で
憲
法
問
題
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
り
は
し
な
い
で
す
む
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
法
廷
が
少
な
く
と
も
自
覚
的
に
国
の
行
動
の
外
に
ま
で
憲
法
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
け

る
大
革
命
が
必
要
だ
。
学
者
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
法
を
大
幅
に
作
り
直
さ
な
く
て
も
こ
れ
が
実
現
で
き
る
道
を
素
描
し
て
い
る
け
れ
ど
、
ほ

か
の
学
者
は
こ
の
た
め
に
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
大
幅
な
改
訂
が
必
要
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
（
22
）。

だ
が
わ
た
し
が
国
家
行
動
ド
ク
ト
リ
ン
を
無
視
す
る
理
由
は
、
法
を
大
幅
に
作
り
直
す
た
め
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
新
し
い
空
間
で

ど
う
や
っ
て
法
を
作
る
べ
き
か
と
い
う
感
覚
を
も
っ
と
明
確
に
与
え
る
た
め
だ
。
ポ
ー
ル
・
バ
ー
マ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
行
動
ド
ク
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ト
リ
ン
を
と
り
あ
え
ず
無
視
す
る
理
由
と
は
、

（
前
略
）
こ
う
し
た
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
競
合
価
値
観
を
表
現
し
て
、
実

質
的
な
憲
法
上
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
行
動
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
活
動
が
民
間
の

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
憲
法
的
な
議
論
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
決
め
つ
け
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
論
争
を
丸
ご
と
議
論
の
俎

上
か
ら
外
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
議
論
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
文
化
的
な
価
値
を
持
つ
と
考
え
る
な
ら
、
国
家
行
動
ド
ク
ト
リ
ン
の
適
用
は

き
わ
め
て
大
き
な
コ
ス
ト
を
伴
う
も
の
だ
。
（
23
）

こ
こ
で
も
、
ど
う
や
ら
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
コ
ス
ト
に
苦
し
み
続
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
面
で
、
法
廷
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
。
か
れ
ら
は
創
造
的
と
思
わ
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
し
、
憲
法
上
の
検
討
の
範
囲
は

（
私
見
で
は
人
工
的
に
）、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
法
の
一
番
だ
い
じ
な
面
―
―
つ
ま
り
コ
ー
ド
―
―
を
除
外
す
る
よ
う
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ

へ
向
か
う
べ
き
か
の
決
定
や
、
こ
の
空
間
が
含
む
べ
き
価
値
観
の
選
択
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
法
廷
が
こ
う
し
た
決
断
を
く
だ
し
て
く
れ
る

と
は
期
待
で
き
な
い
。

立
法
の
問
題

旧
ソ
連
グ
ル
ジ
ア
で
の
会
議
で
、
ど
こ
ぞ
の
西
側
民
主
主
義
代
弁
機
関
が
開
催
し
た
会
議
が
あ
っ
て
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
法
律
家
が
グ
ル

ジ
ア
人
た
ち
に
、
違
憲
立
法
審
査
の
仕
組
み
―
―
法
廷
が
議
会
の
決
議
を
ひ
っ
く
り
返
せ
る
仕
組
み
―
―
の
す
ば
ら
し
さ
を
説
明
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
か
れ
は
熱
っ
ぽ
く
語
る
。「
違
憲
立
法
審
査
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
す
。
法
廷
が
議
会
の
決
議
を
つ
ぶ
す
た
び
に
、
国
民
は
も
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第一六章 われわれが直面している問題

ち
ろ
ん
法
廷
を
支
持
し
て
議
会
に
反
対
し
ま
す
。
議
会
は
単
に
政
治
の
駆
け
引
き
で
し
か
な
い
と
国
民
は
信
じ
て
い
て
、
最
高
裁
に
は
規
律

が
あ
る
と
人
々
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」。
グ
ル
ジ
ア
人
の
友
人
の
一
人
は
、
民
主
主
義
者
と
し
て
は
駆
け
出
し
な
の
で
こ
う
尋
ね
た
、「
す

る
と
民
主
主
義
で
は
、
人
は
シ
ス
テ
ム
内
の
民
主
主
義
的
じ
ゃ
な
い
機
関
を
信
用
し
て
い
て
、
民
主
主
義
的
な
機
関
に
は
嫌
悪
を
覚
え
る
わ

け
で
す
か
。
ど
う
し
て
？
」。
法
律
家
答
え
て
曰
く
「
あ
な
た
は
民
主
主
義
っ
て
も
ん
が
ま
る
で
わ
か
っ
て
な
い
」

サ
イ
バ
ー
空
間
の
統
治
の
問
題
を
考
え
る
と
き
―
―
本
書
で
描
い
て
き
た
各
種
問
題
、
特
に
第
三
部
で
挙
げ
た
問
題
を
考
え
る
と
き
―
―

ど
う
し
て
も
、
暗
澹
た
る
思
い
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
を
統
治
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
む
ず
か

し
い
よ
う
に
思
え
る
。
サ
イ
バ
ー
空
間
っ
て
誰
だ
？

ど
こ
で
投
票
し
よ
う
？

統
治
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
自
体
に

と
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
も
の
だ
。

で
も
問
題
は
サ
イ
バ
ー
空
間
の
統
治
・
政
府
じ
ゃ
な
い
。
問
題
は
、
単
純
に
統
治
一
般
に
つ
い
て
の
も
の
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
だ
け
で
提

示
さ
れ
る
ジ
レ
ン
マ
群
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
現
代
に
お
い
て
の
統
治
で
お
な
じ
み
の
ジ
レ
ン
マ
ば
か
り
で
、
そ
れ
が
場
所

を
変
え
た
だ
け
だ
。
ち
が
っ
て
い
る
も
の
は
あ
る
。
統
治
の
対
象
は
ち
が
う
。
国
際
的
な
配
慮
の
程
度
も
ち
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
統
治
の

む
ず
か
し
さ
は
、
こ
の
対
象
の
ち
が
い
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
む
ず
か
し
さ
は
、
統
治
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
か
ら
く
る
。

こ
の
本
を
通
じ
て
、
わ
た
し
は
サ
イ
バ
ー
空
間
が
も
た
ら
す
選
択
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
自
体
が
、早
い
者
勝
ち
で
好
き
に
掌
握
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
て
、誰
が
そ
れ
を
掌
握
す
る
か
に
よ
っ
て
、最
終
的
な
結
果
は
ち
が
っ

て
く
る
と
論
じ
た
。
明
ら
か
に
、
そ
の
選
択
の
い
く
つ
か
は
集
合
的
な
も
の
だ
―
―
わ
れ
わ
れ
が
集
合
的
に
こ
の
空
間
で
ど
う
暮
ら
す
か
と

い
う
選
択
だ
。
集
合
的
な
選
択
は
、
統
治
の
問
題
だ
と
思
う
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
で
も
、
統
治
す
る
は
ず
の
政
府
に
こ
の
選
択
を
し
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
政
府
は
、
目
下
の
ど
ん
な
問
題
だ
ろ
う
と
解
決
で
き
そ
う
に
な
い
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
理
解

す
べ
き
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
中
に
あ
る
、
グ
ル
ジ
ア
で
の
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
め
い
た
政
府
不
信
を
認
識
す
べ
き
だ
。

そ
の
不
信
は
、
原
理
原
則
の
問
題
じ
ゃ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
で
は
な
い
。
反
政
府
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で
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も
大
概
の
点
で
は
、
集
合
的
な
価
値
観
が
個
人
の
行
動
を
規
制
す
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
る
（「
集
合
的
」
と
い
う
の
は
、
単
に
あ
ら
ゆ
る
個

人
が
個
別
に
活
動
し
た
ら
、
個
々
の
活
動
を
協
調
さ
せ
た
場
合
よ
り
も
そ
う
し
た
価
値
を
少
な
く
し
か
生
み
出
せ
な
い
と
い
う
だ
け
の
意
味

だ
）。
さ
ら
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
技
術
的
な
世
界
も
、
そ
う
し
た
集
合
的
な
価
値
観
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
、
み

ん
な
支
持
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
れ
を
ど
う
規
制
す
べ
き
か
、
だ
れ
が
規
制
す
べ
き
か
が
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
採
用

さ
れ
る
価
値
観
が
正
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
い
る
。

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
弁
護
士
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
政
府
に
ゲ
ン
ナ
リ
し
て
い
る
。
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
の
産
物
は
心
底
か
ら
信
用
し
な

く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
、
集
合
的
な
価
値
観
よ
り
は
個
別
の
価
値
観
に
関
心
を
持
っ
た
利
益
団
体
に
牛
耳
ら
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
信
念
だ
（
そ
れ
が
正
し
い
か
は
さ
て
お
き
）。
集
合
的
な
判
断
に
は
そ
れ
な
り
に
役
割
が
あ
る
と
は
信
じ
て
い
る
け

れ
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ほ
ど
重
要
な
も
の
の
設
計
を
政
府
の
手
に
委
ね
る
と
い
う
考
え
に
は
反
発
を
感
じ
る
。

こ
こ
で
の
実
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
パ
タ
ー
ン
は
有
無
を
言
わ
せ
な
い
も
の
だ
。
政
府
自
身
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
自
分
の

役
割
を
説
明
す
る
と
き
に
一
つ
共
通
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
政
府
は
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
退
く
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
だ
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
マ
ー
ス
の
領
域
で
、
政
府
は
商
業
が
自
分
で
自
分
の
面
倒
を
見
る
べ
き
だ
と
い
う
（
も
ち
ろ
ん
一
方
で
同
時
に
、
政
府
は

知
的
財
産
の
保
護
を
増
す
法
律
を
や
た
ら
に
成
立
さ
せ
て
い
る
け
れ
ど
）。
政
府
は
ま
た
、「
不
適
切
な
」
コ
ン
テ
ン
ツ
の
規
制
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
で
花
開
い
て
い
る
商
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
ず
い
ぶ
ん
と
熱
心
に
見
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
完
璧
な
例
は
、
政
府
が
最
近
に
な
っ
て
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
の
管
理
か
ら
完
全
に
手
を
引
い
た
こ
と
だ
。
こ
こ
し

ば
ら
く
、
政
府
は
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
統
御
を
ど
う
続
け
る
の
が
一
番
い
い
か
、
考
え
続
け
て
い
た
（
24
）。

も
と
も
と
そ

の
作
業
は
、
国
立
科
学
財
団
（
Ｎ
Ｓ
Ｆ
）
の
契
約
を
通
じ
て
、
ま
ず
は
故
ジ
ョ
ン
・
ポ
ス
テ
ル
が
組
織
し
た
非
営
利
組
織
に
外
注
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
民
間
営
利
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
に
任
さ
れ
た
。

で
も
こ
の
契
約
は
一
九
九
八
年
に
失
効
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
、
一
年
に
わ
た
っ
て
政
府
は
、
ど
う
す
べ
き
か
真
剣
に
考
え
た
。
一
九
九
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第一六章 われわれが直面している問題

八
年
六
月
に
、
政
府
は
白
書
を
発
行
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
全
体
と
し
て
の
集
合
的
利
益
を
追
求
す
る
非
営
利
企
業
を
設
立
し
て
、
そ
こ

に
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
の
統
括
に
関
わ
る
政
策
問
題
の
決
定
を
任
せ
よ
う
と
唱
え
た
。
政
策
決
定
が
政
府
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
政
府

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
に
あ
る
組
織
に
任
さ
れ
た
わ
け
だ
。
一
九
九
八
年
に
こ
の
政
策
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
の
創
設
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
こ

の
団
体
は
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
運
用
安
定
性
保
全
、
競
争
推
進
、
世
界
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
広
範
な
代
表
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
合
意
形

成
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
そ
の
指
名
に
適
切
と
思
わ
れ
る
政
策
の
開
発
に
献
身
し
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
は
公
益
非
営
利
団
体
で
あ
り
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
独
自
識
別
子
の
調
整
の
管
理
監
督
に
責
任
を
持
ち
ま
す
。
（
25
）

わ
が
グ
ル
ジ
ア
人
の
友
だ
ち
な
ら
、
こ
れ
を
聞
い
て
な
ん
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
よ
う
。「
集
合
的
利
益
を
追
求
す
る
非
営
利
団

体
」
だ
っ
て
？

そ
れ
っ
て
ま
さ
に
政
府
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
の
？

利
害
関
係
者
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
役
員
会
？

そ
れ
っ
て
議
会
そ
の

も
の
じ
ゃ
な
い
の
？

わ
が
グ
ル
ジ
ア
の
友
人
は
、
さ
ら
に
こ
の
企
業
構
造
が
政
府
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
に
、
あ
る
一
つ
の
と
て
も
だ
い

じ
な
点
で
だ
け
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
―
―
定
期
的
に
選
挙
を
す
べ
し
と
い
う
要
件
が
こ
の
企
業
に
は
な
い
。

こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
独
立
機
関
に
政
策
決
定
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
、
そ
の
独
立
機
関
は
完
全
に
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
外

側
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
つ
い
て
何
を
物
語
る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
本
能
的
に
、
政
策
決
定
力
を
民
主
的
な
プ

ロ
セ
ス
の
外
に
あ
る
団
体
に
与
え
た
が
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
ず
こ
れ
は
、
一
般
の
政
府
が
生
み
出
す
も
の
に
対
す
る
惨
め
な
あ
き
ら
め
を
反
映
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
代
議
制
政
府
の
生
み
出

す
も
の
が
、
単
な
る
利
害
関
係
以
上
の
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
対
し
、
信
頼
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
つ
ま
り
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
最
終

の
最
高
裁
意
見
の
冒
頭
一
文
を
拝
借
す
る
な
ら
、
慎
み
あ
る
民
主
主
義
の
通
貨
は
権
力
で
あ
っ
て
、
理
性
で
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
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て
し
ま
っ
た
（
26
）。

ふ
つ
う
の
政
府
が
ま
と
も
に
機
能
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
発
想
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
し
、
こ
の
絶
望
は
と
て
も
深
い

の
で
当
の
政
府
自
体
が
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
統
括
に
政
府
が
な
ん
ら
か
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
な
い
。

こ
の
あ
き
ら
め
は
わ
か
る
け
れ
ど
、
で
も
こ
れ
は
克
服
す
べ
き
も
の
だ
。
原
因
を
選
り
わ
け
て
、
結
果
か
ら
分
離
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

政
府
が
嫌
い
で
も
、
そ
れ
は
集
合
的
価
値
と
い
う
考
え
方
が
忌
み
嫌
う
べ
き
も
の
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
政
府
が
嫌
わ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ

が
自
分
た
ち
の
政
府
に
う
ん
ざ
り
だ
か
ら
だ
。
裏
切
り
に
う
ん
ざ
り
し
て
、
ま
ま
ご
と
に
う
ん
ざ
り
し
て
、
そ
れ
を
牛
耳
る
利
害
に
う
ん
ざ

り
し
た
か
ら
だ
。
な
ん
と
か
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
方
法
を
見
つ
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

政
府
機
能
不
全
の
中
心
的
な
原
因
の
一
つ
は
、
政
府
が
選
ば
れ
る
方
法
か
ら
示
唆
さ
れ
る
腐
敗
だ
。
こ
の
「
腐
敗
」
と
い
う
の
は
、
発
展

途
上
国
の
実
に
多
く
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
い
上
げ
て
い
る
、
あ
の
伝
統
的
な
「
腐
敗
」
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
別
に
議
員
た
ち
が
収
賄
し
て

い
る
と
は
思
わ
な
い
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ラ
ン
デ
ィ
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
議
員
は
も
ち
ろ
ん
例
外
だ
（
27
））。

そ
の
動
機
が
不
純
と
も
思
わ
な
い
。

自
分
た
ち
の
住
む
世
界
で
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
問
題
は
そ
の
世
界
な
の
だ
。

と
い
う
の
も
そ
の
世
界
で
は
、
お
金
が
関
心
を
左
右
す
る
。
下
院
の
議
員
に
な
る
に
は
、
出
馬
が
必
要
だ
。
二
〇
〇
四
年
に
現
職
の
い
な

い
選
挙
区
で
出
馬
し
た
ら
、
平
均
で
選
挙
費
用
は
一
〇
八
万
六
四
三
七
ド
ル
か
か
る
。
勝
っ
た
ら
、
一
四
四
万
二
二
一
六
ド
ル
使
う
。
二
〇

〇
四
年
で
現
職
議
員
の
対
抗
出
馬
な
ら
、
落
選
確
率
は
九
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
（
現
職
に
挑
ん
で
勝
っ
た
議
員
は
八
人
し
か
い
な
い
）。
上

院
な
ら
、
二
〇
〇
四
年
に
現
職
上
院
議
員
を
破
っ
た
の
は
一
人
し
か
い
な
い
。
現
職
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
死
ぬ
ま
で
地
位
が
約

束
さ
れ
た
も
同
然
だ
。
上
院
議
員
の
平
均
在
職
期
間
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
の
在
職
期
間
と
同
じ
く
ら
い
だ
（
28
）。

こ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
議
員
た
ち
は
お
金
持
ち
を
喜
ば
せ
る
の
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
。
か
れ
ら
の
悩
み
を
聞
い
て
あ

げ
、
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
に
法
制
を
動
か
す
こ
と
で
喜
ば
せ
る
わ
け
だ
。
こ
れ
は
無
害
に
聞
こ
え
る
が
、
そ
の
資
金
調
達
に
ど

れ
だ
け
時
間
を
か
け
る
か
知
っ
た
ら
そ
う
は
思
う
ま
い
。
ホ
リ
ン
グ
ス
元
上
院
議
員
の
推
定
で
は
、
上
院
議
員
の
時
間
の
三
分
の
一
は
資
金

調
達
に
費
や
さ
れ
る
と
の
こ
と
（
29
）。

こ
れ
で
も
か
な
り
控
え
め
な
推
定
だ
ろ
う
（
30
）。
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さ
て
こ
う
し
た
優
先
順
位
が
い
か
に
バ
カ
げ
て
い
る
か
考
え
て
ほ
し
い
。
議
員
は
国
民
の
た
め
に
働
い
て
い
る
の
だ
。
レ
ス
ト
ラ
ン
の

従
業
員
が
、
時
間
の
三
分
の
一
を
出
社
準
備
に
費
や
し
て
い
た
ら
、
ク
ビ
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
議
員
は
ま
さ
に
そ
れ
を

や
っ
て
い
る
。
議
員
た
ち
が
最
も
時
間
を
か
け
る
の
は
、
議
員
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
資
金
調
達
だ
。
そ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は

議
員
の
給
与
を
払
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
の
問
題
は
、
議
会
の
議
員
た
ち
が
仕
事
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
問
題
は
そ
の
働
き
方
が
、
資
金
集
め
の
必
要
性

の
た
め
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
資
金
集
め
の
標
的
と
し
て
一
番
手
軽
な
の
は
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
た
ち
の
顧
客
で
、
ロ
ビ
イ
ス
ト

た
ち
は
法
を
曲
げ
て
顧
客
の
便
宜
を
図
る
方
法
を
い
ろ
い
ろ
考
え
つ
く
。

そ
こ
で
議
会
は
曲
が
り
、
法
は
経
済
で
最
も
強
力
な
存
在
の
便
宜
の
た
め
に
変
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
資
本
主
義
と
い
う
よ
り
は
ロ
ビ
ー
主

義
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
経
済
は
、
法
が
一
部
の
人
に
便
宜
を
図
り
、
権
力
が
一
部
の
人
に
便
宜
を
図
る
組
み
合
わ
せ
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ビ
ー
主
義
を
破
る
に
は
、
議
会
の
議
員
た
ち
の
関
心
を
引
く
手
段
が
必
要
だ
。
で
も
こ
の
方
式
が
変
わ
る
ま
で
は
、
関
心
を
得
る
唯
一

の
方
法
は
お
金
だ
。
ま
さ
に
悪
循
環
。
そ
れ
が
民
主
主
義
に
も
た
ら
す
結
果
は
ひ
ど
い
も
の
だ
。
議
会
は
ご
く
一
部
の
存
在
が
見
て
ほ
し
い

も
の
し
か
見
な
い
。
そ
し
て
か
れ
ら
が
見
る
も
の
は
、
し
ば
し
ば
真
実
と
は
何
の
つ
な
が
り
も
な
い
。

も
し
サ
イ
バ
ー
空
間
が
ど
う
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
断
が
必
要
な
ら
、
そ
の
決
断
は
誰
か
が
や
る
。
問
題
は
、
誰
が
そ
れ
を
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
こ
の
選
択
が
行
な
わ
れ
る
と
き
に
、
何
も
せ
ず
に
傍
観
す
る
こ
と
も
で
き
る
―
―
そ
の
選
択
は
、
あ
っ
さ
り
傍
観
し

な
い
こ
と
に
し
た
他
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
選
択
が
再
び
集
合
的
に
、
責
任
あ
る
形
で
行
な
わ
れ
る
世
界
を

想
像
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
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コ
ー
ド
の
困
っ
た
と
こ
ろ

最
近
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
者
で
、
同
大
学
の
ケ
ネ
デ
ィ
行
政
学
校
で
教
え
て
い
る
ジ
ー

ン
・
キ
ャ
ン
プ
は
、
わ
た
し
が
肝
心
な
点
を
見
落
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
問
題
は
、「
コ
ー
ド
が
法
だ
」
と
い
う
こ
と
で
も

「
コ
ー
ド
が
規
制
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
問
題
は
、「
コ
ー
ド
が
ど
う
規
制
す
る
か
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
話
し
合
っ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
だ
」
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
ほ
か
の
聴
衆
た
ち
に
彼
女
は
こ
う
言
っ
た
。「
み
な
さ
ん
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
ワ
ー
ド
の
文
書
が
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
Ｉ
Ｄ
番
号
を
持
つ
べ
き
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
気
に
入
り
ま
し
た
か
？

あ
れ
は
満
足
の
い
く
議
論
で
し
た
か
？
」

彼
女
の
皮
肉
は
、
だ
い
じ
な
洞
察
と
と
も
に
、
お
も
し
ろ
い
ま
ち
が
い
が
伴
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
者
に
と
っ

て
、
コ
ー
ド
は
法
だ
。
そ
し
て
コ
ー
ド
が
法
な
ら
、
尋
ね
る
べ
き
質
問
は
明
ら
か
に
「
立
法
者
は
誰
だ
？
」
と
い
う
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
を

規
制
す
る
こ
の
法
を
書
く
の
は
誰
だ
？

こ
の
規
制
を
決
め
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
自
身
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
ん
だ
ろ
う
。
人
は
そ
の
規

制
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
知
る
権
利
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
介
入
し
て
抑
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
？

こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
コ
ー
ド
の
規
制
を
考
え
て
呼
吸
し
て
い
る
人
物
に
と
っ
て
は
実
に
明
白
な
こ
と
だ
。
で
も
法
律
家
に
と
っ
て
は
、
キ

ャ
ン
プ
と
わ
た
し
の
両
方
と
も
、
こ
の
本
で
ず
っ
と
、
と
っ
て
も
基
本
的
な
ま
ち
が
い
を
し
て
き
て
い
る
。
コ
ー
ド
は
法
で
は
な
い
。
飛
行

機
の
設
計
が
法
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。
コ
ー
ド
は
規
制
し
な
い
。
建
物
が
規
制
し
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。
コ
ー
ド
は
公
共
の
も
の

じ
ゃ
な
い
。
テ
レ
ビ
が
公
共
の
も
の
じ
ゃ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。
議
論
し
て
決
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
公
共
的
な
規
制
に
対
し
て
わ
れ

わ
れ
が
要
求
す
る
機
会
で
あ
っ
て
、
個
人
の
行
動
に
対
し
て
は
そ
ん
な
も
の
は
要
求
し
な
い
。

キ
ャ
ン
プ
の
ま
ち
が
い
は
優
れ
て
い
る
。
も
っ
と
多
く
の
人
が
、
も
っ
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
や
る
べ
き
ま
ち
が
い
だ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

も
ち
ろ
ん
コ
ー
ド
は
私
的
な
も
の
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
法
律
コ
ー
ド
と
は
ち
が
う
け
れ
ど
、
で
も
ち
が
う
か
ら
と
い
っ
て
、
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似
た
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
だ
。「
東
海
岸
コ
ー
ド
」
―
―
法
律
―
―
は
個
人
が
持
つ
選
択
肢
を
可
能
に
し
た
り
制
限
し
た
り

す
る
こ
と
で
規
制
し
、
人
々
を
あ
る
種
の
方
法
で
ふ
る
ま
う
よ
う
に
説
得
し
よ
う
と
狙
う
。「
西
海
岸
コ
ー
ド
」
も
同
じ
だ
。
西
海
岸
コ
ー

ド
は
こ
れ
を
、
コ
ー
ド
が
要
求
す
る
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
コ
ス
ト
を
上
げ
る
こ
と
で
行
な
う
。
西
海
岸
コ
ー
ド
も
同

じ
こ
と
を
す
る
。
そ
し
て
東
海
岸
の
方
が
ず
っ
と
普
及
し
て
る
じ
ゃ
な
い
か
と
は
言
え
る
け
れ
ど
―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
ず
っ

と
大
き
な
部
分
を
規
制
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
わ
け
だ
―
―
で
も
そ
れ
は
程
度
の
差
で
あ
っ
て
、
種
類
の
差
じ
ゃ
な
い
。
配
慮
す
る

と
き
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
れ
と
い
う
理
由
に
は
な
る
け
れ
ど
、
配
慮
す
る
な
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

当
然
な
が
ら
、
法
と
コ
ー
ド
に
は
ち
が
い
が
あ
る
。
す
べ
て
が
必
ず
し
も
公
共
だ
と
は
思
わ
な
い
し
、
憲
法
が
個
人
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
部

分
を
規
制
す
べ
き
だ
と
も
思
わ
な
い
。
ラ
ッ
シ
ュ
・
リ
ン
ボ
ー
の
タ
カ
派
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
放
送
の
ス
イ
ッ
チ
を
わ
た
し
が
切
っ
て
も
、
そ
れ

が
憲
法
に
照
ら
し
て
問
題
だ
と
は
思
わ
な
い
。
で
も
、
ち
が
い
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ち
が
い
が
今
の
憲
法
議
論
の
主
張
す

る
ほ
ど
極
端
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
法
律
家
が
、
世
界
の
ジ
ー
ン
・
キ
ャ
ン
プ
た
ち
に
、
公

共
の
法
律
の
価
値
観
を
コ
ー
ド
に
持
ち
込
む
の
は
「
ま
ち
が
い
だ
」
と
あ
っ
さ
り
告
げ
る
と
き
、
本
当
の
ま
ち
が
い
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
っ

ち
の
ほ
う
だ
。
コ
ー
ド
が
公
共
的
な
価
値
観
の
制
約
の
下
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
質
問
で
あ
っ
て
結
論
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
議

論
を
通
じ
て
決
定
す
べ
き
こ
と
で
、
定
義
か
ら
あ
っ
さ
り
切
り
捨
て
る
べ
き
こ
と
じ
ゃ
な
い
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
簡
単
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
は
技
術
的
な
も
の
だ
。
法
廷
は
そ
ん
な
技
術
的
な
話
を
評
価
す
る
の
に
適
し
た
立
場
に
は

い
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
そ
れ
を
試
し
さ
え
し
な
い
の
が
最
大
の
失
敗
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
形
式
主
義
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
構
造
を
検
討
の
範
疇
を
超
え
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
選
択
を
で
き
な
く
し
て
い
る
三
つ
目
の
病
理
だ
。
法
廷
は
手
足
を
縛
ら

れ
、
立
法
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
コ
ー
ド
に
は
手
が
出
せ
な
い
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
現
状
だ
。
行
動
に
と
っ
て
は
八
方
ふ
さ
が
り
―
―

ま
と
も
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
確
実
に
で
き
な
い
組
み
合
わ
せ
だ
。
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第
一
七
章

対
応

計
画
が
必
要
だ
。
わ
た
し
は
変
化
す
る
サ
イ
バ
ー
空
間
が
突
き
つ
け
る
選
択
と
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
選
択
に
対
応
で
き
な
い
と
い

う
暗
い
話
を
し
て
き
た
。
こ
の
対
応
不
可
能
ぶ
り
を
、
わ
た
し
は
現
在
の
法
的
・
政
治
的
な
文
化
の
特
徴
三
つ
と
結
び
つ
け
た
。
こ
の
短
い

章
で
は
、
三
つ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
三
つ
の
対
応
は
ど
う
し
て
も
、
簡
単
な
素
描
以
上
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
何
を

ど
う
変
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
方
向
性
は
十
分
に
示
唆
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

司
法
の
対
応

法
廷
の
た
め
ら
い
は
慎
重
さ
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
、
と
述
べ
た
。
可
能
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
規
則
も
は
っ
き
り
定

ま
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
政
策
が
一
番
い
い
か
を
決
め
る
の
は
法
廷
ら
し
か
ら
ぬ
行
動
と
思
わ
れ
が
ち
だ
（
1
）。

慎
重
さ
と
い
う
理
想
に
は
お
お
む
ね
賛
成
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
も
議
論
は
進
め
る
必
要
が
あ
る
―
―
そ
れ
を
文
脈
内
に
位
置
づ
け
て
、

適
用
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
だ
。
裁
判
官
の
抱
え
る
困
難
の
源
泉
を
分
離
し
て
や
る
べ
き
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
憲
法
上
の
問
題

を
、
最
終
的
に
、
も
し
く
は
決
定
的
に
、
あ
る
い
は
多
少
な
り
と
も
永
続
性
が
あ
る
か
の
よ
う
な
顔
で
結
論
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
と
き
に

あ
る
種
の
た
め
ら
い
は
ま
っ
た
く
適
切
な
こ
と
だ
。
し
か
し
他
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
―
―
特
に
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
―
―
も
っ
と

強
く
あ
る
べ
き
だ
。
な
ぜ
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
か
と
い
う
と
、
人
数
が
多
く
、
き
わ
め
て
才
能
あ
る
創
造
的
な
人
が
多
い
か
ら
。
か
れ
ら

の
意
見
は
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
か
れ
ら
の
裁
定
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
限
ら
れ
た
範
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第一七章 対応

囲
の
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
と
し
て
も
だ
。

単
な
る
翻
訳
の
場
合
（
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
は
な
く
、
伝
統
が
明
快
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
）
で
は
、
裁
判
官
は
、
も
と
も
と
の
自

由
の
価
値
観
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
議
論
を
主
張
す
べ
き
だ
。
こ
の
場
合
は
、
積
極
主
義
の
た
め
の
重
要
な
余
地
が
あ
る
。
裁
判
官

は
わ
れ
わ
れ
の
価
値
を
同
定
し
て
、
守
る
べ
き
だ
。
必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
価
値
が
正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
価
値
観
を
無
視
す
る

の
は
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
限
る
べ
き
だ
か
ら
だ
―
―
そ
れ
も
、
法
廷
に
よ
っ
て
で
は
な
く
人
々
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
。

翻
訳
が
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
い
場
合
（
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
が
存
在
す
る
場
合
）
に
は
、
裁
判
官
、
特
に
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に
は
別

の
役
割
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
、
裁
判
官
（
特
に
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
）
は
、
あ
れ
こ
れ
文
句
を
言
う
べ
き
だ
。
こ
う
し
た
変

化
が
引
き
起
こ
す
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
べ
き
だ
し
、
そ
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
相
反
す
る
価
値
を
指
摘
す
べ
き
だ
。
も
し
あ
る
個
別

裁
判
に
お
い
て
採
用
す
る
決
定
が
、
判
断
を
先
送
り
に
す
る
も
の
だ
っ
た
り
受
動
的
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
抗
議
の
た

め
の
先
送
り
で
あ
る
べ
き
だ
。
こ
れ
ら
の
裁
判
で
慎
重
に
扱
う
べ
き
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
の
受
け
身
の
姿
勢
を
正
当
化
し
て
、

権
利
主
張
が
却
下
さ
れ
る
の
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
裁
判
官
は
司
法
文
化
に
対
し
て
、
そ
の
裁
判
が
提
起
し
た
対
立
を
投
げ
か
け
る
べ

き
だ
。
む
ず
か
し
い
事
件
が
悪
法
を
作
ら
な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
簡
単
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
で
も
な
い
。

こ
れ
は
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
の
問
題
に
対
す
る
最
も
シ
ン
プ
ル
な
対
応
だ
。
で
も
こ
れ
で
は
不
完
全
だ
。
こ
の
対
応
は
わ
れ
わ
れ
に
憲

法
的
な
価
値
の
問
題
と
直
面
し
、
選
択
す
る
こ
と
を
強
い
る
。
も
っ
と
よ
い
解
決
策
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
に
妥
協
点
を
見
い
だ
す
も
の

だ
。
価
値
観
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
選
択
を
す
る
の
は
決
し
て
法
廷
の
仕
事
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
手
の
問
題
を
法
廷
が
提

起
す
れ
ば
、
ほ
か
の
人
が
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
決
断
し
よ
う
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
が
「
再
審
理
主
義
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
考
え
方
だ
。
こ
の
再
審
理
主
義
は
、
二
〇
年
前
は
教
授
で
、
現
在
は
判
事
を
勤
め
て
い
る

グ
イ
ド
・
カ
ラ
ブ
レ
シ
が
提
示
し
た
も
の
だ
（
2
）。

す
さ
ま
じ
く
単
純
化
す
る
と
、
発
想
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
最
高
裁
判
所
が
決
着
の
つ
い
て

い
な
い
、し
か
し
基
本
的
な
価
値
観
上
の
問
題
に
直
面
し
た
場
合
は
、そ
の
価
値
観
の
対
立
を
包
み
隠
す
こ
と
な
く
、そ
れ
が
憲
法
で
は
簡
単
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に
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
法
廷
は
そ
の
対
立
を
解
決
す
る
よ
う
に
審
理
を
進
め
る
べ
き
だ
が
、

そ
の
と
き
も
そ
の
解
決
に
対
し
て
民
主
的
な
見
直
し
を
一
番
生
じ
さ
せ
や
す
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
も
し
、
判
決
が
適
切
な
見
直
し
に
つ
な

が
っ
た
ら
、
裁
判
所
は
そ
の
見
直
し
結
果
を
尊
重
す
べ
き
だ
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
で
は
、
裁
判
所
の
役
割
は
最
大
で
も
民
主
主
義
が
ち
ゃ
ん

と
そ
こ
で
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
法
廷
の
仕
事
は
、
民
主
主
義
者
の
見
解
の
か
わ
り
に
自
分
の
見
解
を
述
べ
た
り
す
る

こ
と
じ
ゃ
な
い
。

こ
の
解
決
策
を
バ
カ
に
す
る
人
も
多
い
（
3
）。

最
高
裁
判
所
を
設
立
し
、
違
憲
立
法
審
査
権
を
与
え
た
と
き
、
憲
法
起
草
者
た
ち
は
絶
対
に
こ

ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
多
く
の
人
は
論
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
決

ま
っ
て
い
る
。「
再
審
理
主
義
」
は
、
憲
法
起
草
者
た
ち
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
問
題
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
隠
れ
た
あ
い

ま
い
さ
と
い
う
問
題
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
の
再
審
理
主
義
自
体
が
、
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
あ
い
ま
い
さ
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
憲
法
起
草
者
た
ち
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、
法
廷
が
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
に
対
し
て
何

も
し
な
い
こ
と
な
の
だ
、
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
い
う
文
脈
で
は
、
憲
法
第
五
条
を
通
じ
て
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
割
り
込
ん
で

き
て
、ま
ち
が
っ
た
適
用
を
訂
正
し
た
り
、状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
、と
。
確
か
に
そ
れ
が
か
れ
ら
の
想
定
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
わ
た
し
は
、
憲
法
的
な
価
値
を
サ
イ
バ
ー
空
間
に
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
来
る
べ
き
一
連
の
問
題
群
に
ど
う
対
処
す
る
の

が
一
番
い
い
か
の
検
討
を
投
げ
出
し
て
い
い
ほ
ど
に
は
、
そ
の
意
図
が
明
確
だ
と
は
思
わ
な
い
。
わ
た
し
は
同
じ
ま
ち
が
え
る
に
し
て
も
、

先
細
り
の
受
け
身
主
義
よ
り
も
、
害
の
な
い
積
極
主
義
側
で
ま
ち
が
え
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
べ
き
ず
っ
と
大
き
な
対
話
―
―
で
も
今
の

と
こ
ろ
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
対
話
―
―
の
中
で
、
裁
判
所
が
果
た
す
べ
き
こ
の
役
割
は
微
々
た
る
も
の
で
し
か
な
い
。
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第一七章 対応

コ
ー
ド
に
対
す
る
反
応

二
つ
目
の
課
題
は
コ
ー
ド
の
中
の
法
に
立
ち
向
か
う
こ
と
だ
―
―
つ
ま
り
、
コ
ー
ド
の
規
制
力
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
を
解
決
す
る
と

い
う
こ
と
だ
。
コ
ー
ド
を
通
じ
て
課
さ
れ
る
規
制
が
、
憲
法
の
規
範
を
満
た
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
う
な
世
界
へ
と
向
か
わ
せ
て
く
れ
る
よ

う
な
ア
イ
デ
ア
を
、
以
下
に
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
。

こ
こ
で
ま
た
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
と
の
つ
な
が
り
が
出
て
き
た
。
第
八
章
で
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
が
政
府
の
規
制
に
対
し
て
課
す
あ
る

種
の
抑
え
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
政
府
が
自
分
た
ち
の
規
制
を
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
中
に
隠
す
の
は
む
ず
か
し
い
し
、
ま
た
受
け
入
れ
る
側

も
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
な
ら
政
府
が
押
し
つ
け
て
く
る
規
制
を
無
効
に
す
る
の
は
ず
っ
と
簡
単
だ
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
か
ら
オ
ー
プ
ン

へ
と
い
う
動
き
は
、
規
制
し
や
す
い
も
の
を
規
制
し
に
く
く
し
よ
う
と
い
う
動
き
だ
。
ひ
た
す
ら
政
府
の
権
力
を
弱
め
た
い
と
思
っ
て
い
る

人
で
な
い
限
り
、
こ
の
変
化
が
文
句
な
し
に
い
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

で
も
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
が
課
す
制
約
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
つ
は
ま
ち
が
い
な
く
い
い
も
の
で
、
も
う
一
つ
も
必
ず
し
も
ひ
ど
い
も

の
じ
ゃ
な
い
。
前
者
は
透
明
性
だ
―
―
規
制
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
後
者
は
抵
抗
だ
―
―
存
在
が
知
ら
れ
た
規
制
に
は
、
も
っ
と
抵
抗
し

や
す
い
。
規
制
が
透
明
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
抵
抗
に
あ
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
規
制
が
ど
ん
ど
ん
無
力
化
す
る
必
要
も
な
い
。
コ
ー
ド

が
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い
た
ら
、
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
を
無
力
化
す
る
の
は
楽
に
は
な
る
。
で
も
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
規
制
な
ら
、
国
家

は
そ
の
規
制
を
無
力
化
す
る
な
と
言
え
る
。
国
家
が
望
め
ば
、
服
従
し
な
い
輩
を
罰
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
規
制
と
比
べ
て
み
よ
う
。
し
ば
ら
く
、
連
邦
政
府
が
新
車
に
自
動
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
義
務
づ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
コ
ー
ド
に
よ
る
規
制
だ
―
―
人
々
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
を
強
制
す
る
よ
う
コ
ー
ド
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
自
動
車
を

も
っ
と
安
全
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
多
く
の
人
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
が
大
嫌
い
で
、
自
動
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
改
造
し
て
は
ず
し
た
人
も
い

た
。
で
も
、
自
動
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
規
制
が
透
明
だ
っ
た
こ
と
だ
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
が
課
す
ル
ー
ル
に
責
任
を
誰
が
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負
う
か
、
疑
問
の
余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
も
し
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
改
造
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
国
は
そ
れ
を
罰
す
る
法
律
を
自
由
に
作

れ
る
。
最
終
的
に
政
府
は
、
そ
の
問
題
を
追
求
し
な
い
こ
と
に
し
た
―
―
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
政
治
的
な
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
た
か
ら
。

政
治
が
政
府
規
制
を
抑
え
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
う
あ
る
べ
き
姿
だ
。

サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
コ
ー
ド
の
規
制
に
期
待
で
き
る
の
も
、
こ
れ
が
精
一
杯
だ
。
透
明
性
と
有
効
性
の
間
に
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
あ

る
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
も
と
で
の
コ
ー
ド
規
制
は
透
明
性
に
優
れ
て
い
る
が
、
拘
束
力
の
点
で
は
劣
る
。
規
制
の
目
的
を
達
成
す
る
政
府

の
力
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
よ
い
面
が
あ
る
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
は
政
府
が
規
制
を
隠
し
や
す
く
す
る
の
で
、
政
府
が
不
正
な
規
制
目
的
を
実
現
す
る
の

が
簡
単
に
な
る
。
だ
か
ら
、
単
純
に
政
府
の
規
制
目
的
が
打
倒
さ
れ
る
と
い
う
話
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
あ
る
―
―
公
開
性

と
権
力
と
の
間
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
、
規
則
の
透
明
性
と
人
々
の
服
従
と
の
間
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
。
政
府
が
課
す
べ
き
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、

透
明
性
の
あ
る
形
で
課
さ
れ
た
と
き
に
だ
け
服
従
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
は
政
府
の
権
力
に
対
す
る
重
要
な
抑
え

と
な
る
。

こ
れ
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
よ
り
も
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
を
支
持
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
を
禁
止
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
今
の
考
察
か
ら
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
を
禁
止
す
べ
き
だ
と
か
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
し
か
な
い
世
界
に
す
べ
き
だ
と
か

と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
。
で
も
、
規
制
す
る
コ
ー
ド
す
べ
て
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
強
制
す
べ
き
価
値
観
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
も

し
コ
ー
ド
が
立
法
者
な
ら
ば
、
コ
ー
ド
は
あ
る
種
の
立
法
に
お
け
る
価
値
観
を
包
含
す
べ
き
だ
。

こ
れ
ら
の
立
法
価
値
の
核
と
な
る
の
は
透
明
性
だ
。
コ
ー
ド
規
制
が
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
か
は
、
少
な
く
と
も
法
律
に
よ
る
規
制

と
同
じ
く
ら
い
明
快
で
あ
る
べ
き
だ
。
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
は
こ
の
透
明
性
を
与
え
て
く
れ
る
―
―
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
透
明
で
は
な
い
し

（
み
ん
な
が
み
ん
な
コ
ー
ド
を
読
む
わ
け
じ
ゃ
な
い
）、
完
璧
に
で
は
な
い
け
れ
ど
（
下
手
な
コ
ー
ド
は
見
事
に
そ
の
機
能
を
隠
す
）、
で
も
ク
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ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
よ
り
は
か
な
り
ち
ゃ
ん
と
透
明
性
を
与
え
て
く
れ
る
。

こ
の
手
の
透
明
性
を
与
え
て
く
れ
る
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
も
あ
る
。
も
し
コ
ー
ド
が
も
っ
と
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ
て
い
れ
ば
―
―
コ
ー

ド
書
き
が
、
車
の
ス
パ
ー
ク
プ
ラ
グ
を
買
っ
て
く
る
よ
う
に
、
単
に
出
来
合
い
の
パ
ー
ツ
を
持
っ
て
き
て
自
分
の
シ
ス
テ
ム
に
差
し
込
む
よ

う
に
な
っ
て
い
れ
ば
―
―
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
の
コ
ー
ド
が
ク
ロ
ー
ズ
ド
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
な
コ
ー
ド

の
機
能
と
規
制
は
オ
ー
プ
ン
に
な
る
（
4
）。

コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
化
さ
れ
た
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
同
じ
く

ら
い
透
明
性
を
持
て
る
か
ら
、
コ
ー
ド
を
オ
ー
プ
ン
に
し
な
く
て
も
透
明
性
は
達
成
さ
れ
る
。

最
高
の
コ
ー
ド
は
（
憲
法
上
の
価
値
か
ら
見
た
場
合
の
）、
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ
て
い
て
か
つ
オ
ー
プ
ン
な
も
の
だ
。
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
で
き
の
悪
い
部
品
は
よ
い
部
品
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
競
争
上
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
は
、
あ
る
コ
ー
ド

制
作
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
改
良
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
競
争
を
活
発
に
す
る
。

し
か
し
、
コ
ー
ド
の
一
部
は
、
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
開
発
の
も
と
で
は
書
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
だ
し
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー

ド
が
競
争
上
で
必
要
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
化
シ
ス
テ
ム
と
い
う
妥
協
案
は
、
両
方
の
世
界
の
い
い
と
こ
取

り
に
な
る
―
―
あ
る
程
度
の
競
争
面
で
の
利
点
と
と
も
に
、
機
能
の
透
明
性
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

わ
た
し
が
透
明
な
コ
ー
ド
を
支
持
し
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
憲
法
上
の
価
値
の
た
め
だ
。
規
制
す
る
も
の
と
し
て
の
コ
ー

ド
に
反
対
だ
と
か
、
規
制
そ
の
も
の
に
反
対
だ
と
か
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
規
制
に
お
け
る
透
明

性
を
強
く
要
求
し
、
そ
し
て
透
明
性
を
高
め
る
よ
う
に
コ
ー
ド
の
構
造
を
変
え
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
。

現
時
点
で
は
、
法
律
は
こ
れ
を
や
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
マ
ー
ク
・
レ
メ
リ
ー
と
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
が
論
じ
た
よ
う

に
、
今
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
著
作
権
保
護
の
仕
組
み
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
発
展
を
モ
ジ
ュ
ラ
ー
構
造
か
ら
遠
ざ
け
る
傾
向
が
あ
る
（
5
）。

法
律

は
、
透
明
な
コ
ー
ド
よ
り
不
透
明
な
コ
ー
ド
を
好
む
。
コ
ー
ド
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
は
、
コ
ー
ド
を
隠
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
作

り
出
し
て
い
る
。
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多
く
の
人
が
、
法
律
の
現
在
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
製
作
の
競
争
を
減
ら
す
傾
向
に
あ
る
か
ら
非
効
率
だ
と
言
っ
て
い

る
（
6
）。

そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
も
っ
と
ひ
ど
く
歪
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
た
し
て
も
憲
法
的
な
面
だ
。
今
の
法
は
、
知
的
コ
モ

ン
ズ
（
共
有
地
）
で
あ
る
べ
き
も
の
を
囲
い
込
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
公
共
性
や
透
明
性
を
阻
害
す
る
も
の
で
、
そ

の
結
果
、
実
質
的
に
巨
大
な
秘
密
政
府
を
作
り
出
す
こ
と
を
助
け
る
。

こ
こ
に
具
体
的
な
法
改
正
の
余
地
が
あ
る
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
コ
ー
ド
と
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
の
ど
っ
ち
が
最
善
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
な

く
て
も
、
少
な
く
と
も
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
コ
ー
ド
を
透
明
性
を
増
す
方
向
に
向
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
既
存
の
法
律
の
惰
性
―
―
こ
れ
は

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
に
実
質
的
に
無
制
限
の
保
護
を
与
え
て
い
る
―
―
は
、
こ
の
変
化
に
逆
ら
う
。
こ
の
改
正
を
実
現
す
る
た
め
の
政
治
的

な
力
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。

民
主
主
義
の
対
応

正
当
に
も
有
名
な
『
勇
気
の
相
貌
』
の
中
で
、
当
時
上
院
議
員
だ
っ
た
Ｊ
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
話
を
し
て
い

る
。
国
を
分
断
さ
せ
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
た
協
定
の
討
議
の
最
中
に
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
上
院
の
議
場
で
こ
う
言
っ
た
。「
大

統
領
閣
下
、
私
は
本
日
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
人
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
北
部
の
人
間
と
し
て
で
は
な
く
、
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て

お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
…
…
」
（
7
）。

ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
こ
れ
を
言
っ
た
と
き
―
―
と
い
う
の
は
一
八
五
〇
年
だ
が
―
―
「
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
人
と
し
て
で
は
な
く
」
と
い

う
こ
と
ば
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
つ
い
忘
れ
が
ち
な
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
こ
と
ば

は
ま
っ
た
く
ふ
つ
う
に
思
え
る
。
だ
っ
て
か
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
以
外
の
何
者
で
も
な
い
だ
ろ
う
？

ほ
か
に
何
者
と
し
て
話
せ
る
と
い
う
ん

だ
ろ
う
？
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で
も
こ
の
こ
と
ば
は
合
州
国
の
新
し
い
時
代
の
発
端
で
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
ば
は
ア
メ
リ
カ
市
民
の
意
識
が
、
州
の
市
民
と
し
て

の
意
識
か
ら
、
国
の
市
民
（
国
民
）
と
し
て
の
意
識
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
発
せ
ら
れ
た
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
語
っ

て
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
州
の
一
員
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
の
一
員
と
し
て
自
分
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た

時
代
だ
っ
た
の
だ
。

前
に
言
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
（
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
が
論
争
の
的
だ
っ
た
が
）
の
建
国
時
の
市
民
た
ち
は
、
ま
ず
個
別
の

州
の
市
民
だ
っ
た
。
か
れ
ら
は
自
分
の
州
に
は
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
。
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
で
生
活
が
左
右
さ
れ
た
か
ら
だ
。
当
時
の
か

れ
ら
に
と
っ
て
、
他
の
州
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
チ
ベ
ッ
ト
と
同
じ
く
ら
い
遠
い
場
所
だ
っ
た
―
―
も
っ
と
い
え
ば
、
今
日
、

わ
れ
わ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
に
行
く
ほ
う
が
、
当
時
の
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
住
民
が
メ
イ
ン
州
を
訪
れ
る
よ
り
も
簡
単
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
時
が
過
ぎ
て
こ
の
状
況
は
変
わ
っ
た
。
南
北
戦
争
に
つ
な
が
る
苦
闘
、
そ
の
後
の
南
部
諸
州
再
統
合
の
戦
い
、
そ
し
て
そ
れ

に
続
く
産
業
革
命
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
人
だ
と
感
じ
る
個
人
の
市
民
意
識
が
育
っ
た
。
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
と
苦
闘
を
通
じ

て
、
国
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
ま
れ
た
。
市
民
が
他
の
州
の
市
民
と
交
流
を
持
っ
た
と
き
、
初
め
て
国
が
で
き
た
。

こ
の
手
の
変
化
が
起
こ
っ
た
瞬
間
の
こ
と
は
忘
れ
が
ち
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
は
過
去
だ
け
だ
と
も
思
い
が
ち
だ
。
し

か
し
、「
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
が
一
九
世
紀
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
し
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
今
日
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
誰
も
否
定
で
き
な
い
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
人
々
が
自
分
た
ち

は
共
通
の
政
治
文
化
の
内
側
に
い
る
ん
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
国
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
の
変
化
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
も
ま
だ
続
い
て
い
る
。

ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
一
八
五
〇
年
に
立
っ
て
い
た
地
点
の
数
年
前
の
場
所
に
、
今
の
わ
れ
わ
れ
は
立
っ
て
い
る
。
普
通
の
人
か
ら
「
こ
い
つ
、

ア
ホ
か
い
な
」
な
ど
と
思
わ
れ
れ
ず
に
「
わ
た
し
は
世
界
の
市
民
と
し
て
お
話
し
ま
す
」
と
言
え
る
ま
さ
に
一
歩
手
前
に
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
ち
ょ
う
ど
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
市
民
が
奴
隷
制
の
影
響
を
感
じ
出
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
市
民
が
自
由
へ
の
流
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れ
の
影
響
を
感
じ
出
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
普
通
の
市
民
が
他
国
の
政
府
の
規
制
の
持
つ
影
響
に
つ
い
て
感
じ
始
め
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間

に
い
る
。
ニ
コ
ラ
ス
・
ネ
グ
ロ
ポ
ン
テ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
い
ま
や
国
家
は
サ
イ
ズ
が
あ
っ
て
い
な
い
。
地
域
と
い
う
ほ
ど
小
さ
く
な

い
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
ほ
ど
大
き
く
な
い
」
（
8
）。

こ
の
不
釣
り
合
い
が
問
題
な
の
だ
。

ど
の
行
政
区
に
も
属
し
て
い
な
い
の
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
区
の
規
制
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
の
空
間
で
、
合
州
国
の
市
民
で
あ
る
わ
れ
わ

れ
は
、
ま
す
ま
す
時
間
や
お
金
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
も
自
分
た
ち
の
ス
テ
ー
タ
ス
に

つ
い
て
、
だ
ん
だ
ん
疑
問
に
思
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
一
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
、
合
州
国
内
の
ほ
か
の
場
所
で
の
生
活

に
つ
い
て
語
れ
る
と
感
じ
た
の
と
同
じ
感
じ
を
わ
れ
わ
れ
も
抱
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
他
の
地

域
で
の
生
活
に
つ
い
て
口
を
出
す
権
利
が
あ
る
と
い
う
感
覚
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
国
家
間
の
外
交
的
な
関
係
を
超
え
て
、
普
通
の
市
民
の
心

に
及
ぶ
よ
う
な
利
害
を
と
も
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
と
い
う
感
覚
に
根
ざ
し
た
も
の
に
な
る
。

そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
。
自
分
が
世
界
の
一
部
だ
と
感
じ
、
そ
し
て
世
界
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
何
を
す
る
だ
ろ
う
か
？

そ
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
を
ど
う
規
制
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
世
界
を
ど
う
規
制
す
る
か
選
択
を
迫

ら
れ
た
ら
、
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
？

前
章
の
最
後
で
説
明
し
た
政
府
に
対
す
る
う
ん
ざ
り
感
に
は
、
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
そ
の
理
由
は
、
民
主
主
義
の
理
想
が

何
や
ら
死
に
絶
え
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
全
員
ま
だ
民
主
主
義
者
だ
。
単
に
自
分
た
ち
の
民
主
主
義
が
生
み
出
し
た
も
の
が
気
に

入
ら
な
い
だ
け
だ
。
そ
し
て
自
分
の
手
持
ち
の
仕
組
み
を
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
よ
う
な
新
し
い
場
所
へ
拡
張
す
る
な
ん
て
考
え
た
く
な
い
だ

け
な
の
だ
。
も
し
サ
イ
バ
ー
空
間
で
も
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
―
―
わ
れ
わ
れ
が
政
府
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
存
在
に

よ
る
、
行
き
す
ぎ
た
行
為
や
裏
切
り
が
増
え
る
だ
け
な
ら
―
―
そ
ん
な
も
の
は
少
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。

こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
た
だ
し
、
本
書
の
主
張
と
本
当
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
片
方
だ
け
だ
。
だ
か
ら
多
少
な
り
と
も
詳
し
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く
説
明
す
る
の
は
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
だ
け
と
い
う
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
は
も
っ
と
深
い
―
―
お
金
を
配
っ
て
回
る
人
間
が
多
大
な
政
治
的
な

影
響
力
を
撒
き
散
ら
す
こ
と
を
許
す
シ
ス
テ
ム
す
べ
て
に
は
、
本
質
的
に
腐
敗
が
あ
る
と
い
う
感
覚
だ
。
そ
れ
は
選
挙
資
金
調
達
の
腐
敗
で

あ
り
、
人
の
腐
敗
で
は
な
く
、
方
式
の
腐
敗
だ
。
議
会
で
良
心
的
な
議
員
た
ち
で
さ
え
も
、
選
挙
で
競
合
す
る
た
め
の
資
金
が
ま
す
ま
す
増

え
て
、
そ
れ
を
調
達
す
る
た
め
に
ま
す
ま
す
多
く
の
時
間
が
割
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
軍
拡
競
争
だ
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

最
高
裁
は
、
憲
法
が
そ
れ
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
事
実
上
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
が
生

み
出
す
も
の
に
つ
い
て
わ
た
し
は
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
は
明
ら
か
だ
―
―
た
だ
し
実
際
に
や
る
な
ら
細
部
を
詰
め
る
の
は
実
に
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
が
。
選
挙
運

動
に
は
公
的
資
金
を
使
う
よ
う
に
す
る
の
だ
。
二
〇
〇
四
年
の
連
邦
選
挙
の
総
費
用
は
、
た
ぶ
ん
四
〇
億
ド
ル
近
か
っ
た
だ
ろ
う
（
9
）。

同
じ
年

の
防
衛
費
は
三
八
四
〇
億
ド
ル
、
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
に
は
六
六
〇
億
ド
ル
か
か
っ
て
い
る
（
10
）。

防
衛
費
や
イ
ラ
ク
の
戦
費
が
賢
明
か
ど
う
か
に

つ
い
て
ど
ん
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
支
出
の
狙
い
は
同
じ
だ
―
―
民
主
主
義
を
保
全
し
推
進
す
る
こ
と

だ
。
選
挙
費
用
の
寄
付
を
政
策
決
定
と
無
関
係
に
し
て
し
ま
え
ば
、
防
衛
や
イ
ラ
ク
戦
争
よ
り
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
確
実
に
よ
い
影
響
が

あ
る
の
で
は
？

し
か
し
、
民
主
主
義
が
ま
す
ま
す
失
敗
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
も
う
一
つ
妙
に
直
感
に
反
す
る
理
由
の
せ
い
だ
。
そ
れ
は
、
政
府
が
民
衆
の

意
見
に
耳
を
貸
さ
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
逆
に
政
府
は
民
衆
の
意
見
を
聞
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
気
ま
ぐ
れ

は
世
論
調
査
に
反
映
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
世
論
調
査
は
民
主
主
義
に
次
々
と
影
響
を
与
え
る
。
し
か
し
、
世
論
調
査
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

民
主
主
義
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い
。
世
論
調
査
が
た
び
た
び
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
影
響
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
重
要
性
が
増
し

た
か
ら
で
は
な
い
。
大
統
領
は
即
時
世
論
調
査
に
基
づ
い
て
方
針
を
決
め
る
が
、
そ
れ
は
単
に
、
即
時
世
論
調
査
が
簡
単
に
で
き
る
か
ら
と

い
う
だ
け
だ
。

こ
れ
は
部
分
的
に
は
技
術
的
な
問
題
だ
。
世
論
調
査
は
、
技
術
と
民
主
主
義
の
相
互
作
用
の
産
物
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
や
っ
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と
理
解
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
。
最
新
の
国
民
の
意
見
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
コ
ス
ト
が
下
が
り
、
国
民
を
常
時
監
視
す
る
装
置
が
作
ら
れ

る
に
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
政
府
が
検
討
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
し
て
「
国
民
」
が
何
を
思
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
絶
え
間
な
い

デ
ー
タ
を
作
り
出
し
て
い
る
。

あ
る
種
の
コ
ー
ド
は
完
璧
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
装
置
を
作
り
出
す
―
―
そ
の
コ
ー
ド
は
完
璧
な
サ
ン
プ
ル
抽
出
を
自
動
的
に
行
な
い
、
調
査

結
果
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
完
成
さ
せ
、
接
続
の
プ
ロ
セ
ス
を
単
純
化
す
る
。
で
も
完
璧
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
い
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
問
わ

れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。

そ
の
時
点
で
の
人
々
の
気
分
を
完
璧
に
反
映
す
る
よ
う
な
民
主
主
義
が
、
わ
れ
わ
れ
の
理
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
―
―
少
な
く

と
も
憲
法
的
に
は
。
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、
民
意
を
調
停
す
る
構
造
を
設
計
す
る
の
に
熱
心
だ
っ
た
。
民
主
主
義
は
、
興
奮
し
た
民
衆
の
そ

の
場
限
り
の
発
言
以
上
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
慎
重
で
、
内
省
的
で
、
憲
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
約
に
よ
る
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。

し
か
し
お
そ
ら
く
、
第
三
部
の
主
張
と
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
昔
は
、
隠
れ
た
あ
い
ま
い
さ
が
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
選
挙
が
す
さ
ま
じ
く
お
金
を
食
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
複
雑
に
な
っ
た
こ
の
世
界

で
は
、
民
主
主
義
は
選
挙
の
数
を
少
な
く
抑
え
て
何
と
か
し
の
ぐ
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
完
璧
か
つ
絶
え
間
の
な
い
世
論
調
査
を

可
能
に
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
、
憲
法
起
草
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
知
り
よ
う
が
な
い
の
だ
。

人
々
の
一
時
的
な
気
分
を
疑
っ
て
か
か
る
べ
き
重
要
な
理
由
が
一
つ
あ
る
。
こ
の
一
時
的
な
盛
り
上
が
り
が
ま
ゆ
つ
ば
な
の
は
、
人
々

が
無
教
養
だ
か
ら
と
か
正
し
い
判
断
が
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
し
、
民
主
主
義
は
必
ず
失
敗
す
る
か
ら
で
も
な
い
。
一
時
的
な
気
分
と
い

う
の
が
、
し
ば
し
ば
無
知
の
産
物
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
々
は
歪
め
ら
れ
た
情
報
や
部
分
的
な
情
報
に
基
づ
く
意
見
を
抱
く
。
そ
し
て
自
分
の

判
断
が
こ
と
さ
ら
認
知
さ
れ
た
り
考
慮
さ
れ
た
り
し
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
意
見
を
判
断
と
称
し
て
繰
り
返
す
だ
け
な

の
だ
。
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技
術
は
こ
れ
を
後
押
し
す
る
。
ニ
ュ
ー
ス
の
報
道
が
え
ら
く
増
え
た
せ
い
で
、
人
は
世
界
に
関
す
る
か
つ
て
な
い
ほ
ど
幅
広
い
情
報
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
の
判
断
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
東
チ
モ
ー
ル
な
ん
て
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な

け
れ
ば
、意
見
を
求
め
ら
れ
て
も「
さ
あ
、知
ら
な
い
」と
言
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、テ
レ
ビ
で
一
〇
秒
見
た
り
、ウ
ェ
ブ
上
の
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
で
三
〇
行
の
記
事
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
人
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
能
書
き
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
た
ち
は
、
ほ

と
ん
ど
何
の
付
加
価
値
も
つ
け
ず
に
、
そ
の
能
書
き
を
オ
ウ
ム
返
し
に
繰
り
返
す
だ
け
だ
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
法
は
、ニ
ュ
ー
ス
を
減
ら
す
こ
と
で
は
な
い
し
、世
論
調
査
を
禁
止
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
解
決
法
は
、も
っ
と

よ
い
形
の
世
論
調
査
だ
。
政
府
が
ひ
ど
い
世
論
調
査
の
デ
ー
タ
に
反
応
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
う
い
う
デ
ー
タ
し
か
手
元
に
な
い
か
ら
だ
。

で
も
、
ほ
か
の
形
で
だ
っ
て
世
論
調
査
は
で
き
る
。
即
席
世
論
調
査
の
誤
り
を
補
正
し
、
も
っ
と
考
え
ぬ
い
た
し
っ
か
り
し
た
判
断
を
生
み

出
す
よ
う
な
世
論
調
査
の
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
存
在
す
る
。

一
つ
の
例
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
教
授
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
「
討
議
す
る
」
世
論
調
査
だ
。
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
式
世
論
調
査
は
、

一
時
の
熱
狂
で
は
な
く
均
衡
点
を
探
る
（
11
）。

こ
の
方
式
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
た
ち
を
週
末
に
集
め
る
。
社
会
の
す
べ
て
の
セ
グ
メ
ン
ト

を
代
表
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
な
り
の
知
識
を
確
実
に
持
つ
よ
う
に
、
投
票
前
に
情
報

を
提
供
さ
れ
る
。
投
票
に
か
け
ら
れ
る
議
題
が
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
か
れ
ら
は
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
ら
れ
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
そ

の
議
題
に
つ
い
て
討
議
し
、
ど
う
す
れ
ば
最
も
う
ま
く
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
交
換
す
る
。
最
後
に
、
み
ん
な
に

意
見
が
求
め
ら
れ
、
こ
の
時
点
の
回
答
が
、
こ
の
世
論
調
査
の
「
結
果
」
と
な
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
長
所
は
、
情
報
が
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
慎
重
で
も
あ
る
こ
と
だ
。
ほ
か
の
市
民
と

の
討
論
に
基
づ
く
理
由
づ
け
か
ら
結
論
が
導
か
れ
る
。
単
に
一
票
を
投
じ
ろ
と
言
わ
れ
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
投
票
の
理
由
を
説
明
で
き

る
。
た
と
え
そ
の
理
由
に
説
得
力
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
っ
と
一
般
化
し
て
広
げ
た
ら
と
想
像
し
て
み
よ
う
（
夢
想
し
て
み
よ
う
）。
こ
れ
が
政
治
的
な
生
活
の
核
と
な
る
こ
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と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
は
一
時
の
熱
狂
と
、
永
久
に
利
益
団
体
に
左
右
さ
れ
続
け
る
通
常
の
政
府
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
か
な
り
役
に
立
ち
そ
う
だ
。
こ
れ
は
今
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て
い
る
手
段
を
矯
正
す
る
も
の
だ
し
、
し
か
も
希

望
が
も
て
る
も
の
に
な
り
そ
う
だ
。

理
性
が
重
視
さ
れ
る
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
で
な
ら
今
よ
り
実
現
し
や
す
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
サ
イ

バ
ー
空
間
で
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
必
要
に
な
る
の
は
確
実
だ
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
活
用
し
て
、
審

議
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
計
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
の
投
票
シ
ス
テ
ム
を
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
こ
れ
ま
で
の
一
貫
し
た
わ
た
し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
お
か
げ
で
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
へ
の
緊
急
性
が
ず
っ
と
高
ま

る
、
と
い
う
こ
と
だ
（
12
）。

理
性
が
も
の
を
言
う
プ
ロ
セ
ス
―
―
専
門
家
が
も
の
ご
と
を
決
め
た
り
、
頭
の
い
い
人
た
ち
だ
け
が
投
票
を
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

権
力
が
理
性
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
―
―
に
は
魔
法
の
よ
う
な
力
が
あ
る
。
こ
の
魔
法
は
、
市
民
が
合
理
的
な
理
由
を
述
べ
、

そ
し
て
市
民
た
ち
が
、
そ
の
合
理
性
に
よ
っ
て
権
力
が
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
存
在
す
る
。

こ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ
リ
カ
の
驚
く
べ
き
陪
審
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
世
界
に
対
し
て
説
明
し
た
本
に
書
い
た
魔
法
だ
。
陪
審
員
を

勤
め
る
市
民
は
、
し
ば
し
ば
社
会
・
政
治
的
な
生
活
に
重
大
な
結
果
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
決
断
を
く
だ
す
際
に
、
合
理
的
で
説
得
力
の
あ

る
主
張
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
一
八
三
五
年
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
陪
審
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

陪
審
員
は
（
中
略
）
裁
判
官
の
精
神
を
す
べ
て
の
市
民
の
心
に
伝
え
る
た
め
の
も
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
精
神
と
そ
れ
に
従
う
習
慣
は
、
自
由

と
い
う
体
制
に
と
っ
て
最
も
堅
実
な
基
礎
で
あ
る
。
陪
審
制
は
、
す
べ
て
の
階
級
に
判
決
に
対
す
る
敬
意
の
念
と
権
利
意
識
を
浸
透
さ
せ
る
。

（
中
略
）
陪
審
制
は
、
人
々
に
公
平
を
実
行
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
る
。
す
べ
て
の
人
は
、
自
分
自
身
が
裁
か
れ
る
よ
う
に
隣
人
を
裁
く
こ
と
を

覚
え
る
。（
中
略
）
陪
審
制
は
す
べ
て
の
人
に
、
自
分
自
身
の
行
動
の
責
任
に
対
し
て
尻
込
み
し
な
い
こ
と
を
教
え
、
ま
た
人
間
と
し
て
の
自

466



第一七章 対応

信
を
そ
の
人
に
刻
む
。
そ
の
自
信
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
政
治
的
な
美
徳
も
存
在
し
得
な
い
。
陪
審
制
は
各
市
民
を
あ
る
種
の
行
政
長
官
に

任
命
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
市
民
た
ち
は
自
分
た
ち
が
社
会
に
対
し
て
果
た
す
べ
く
拘
束
さ
れ
て
い
る
義
務
を
実
感
し
、
ま
た
社
会
の
統
治

に
あ
た
っ
て
自
分
た
ち
が
果
た
す
役
割
を
実
感
す
る
。
自
分
た
ち
個
人
の
問
題
以
外
の
問
題
に
対
し
て
人
々
の
関
心
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
、

陪
審
制
は
社
会
の
錆
で
あ
る
私
的
な
利
己
主
義
を
こ
す
り
落
と
す
の
で
あ
る
。
（
13
）

し
か
し
、
こ
の
理
想
像
を
納
得
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
で
も
ほ
か
の
思
想
家
で
も
な
い
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
の
パ
ワ
ー
を
最
初

に
見
せ
て
く
れ
た
の
は
あ
る
弁
護
士
―
―
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
弁
護
士
だ
っ
た
叔
父
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ケ
イ
ツ
だ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
良
識
あ
る
人
が
弁
護
士
を
悪
く
言
う
時
代
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
責
任
の
一
端
は
ま
ち
が
い
な
く
弁
護
士
の
側
に
も
あ
る
。

で
も
わ
た
し
は
、
そ
れ
を
仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
法
律
家
育
成
を
生
業
に
し
て
い

る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
も
な
い
。
こ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
叔
父
が
わ
た
し
の
心
に
刻
ん
だ
あ
る
記
憶
、
な
ぜ
叔
父
が
弁

護
士
に
な
っ
た
か
と
い
う
説
明
の
せ
い
だ
。

一
九
七
四
年
、
か
れ
は
ち
ょ
う
ど
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
、
か
れ
は
大
統
領
弾
劾
委
員
会

―
―
ニ
ク
ソ
ン
の
だ
よ
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
で
は
な
い
よ
。
で
も
ヒ
ラ
リ
ー
・
ロ
ダ
ム
は
叔
父
と
一
緒
に
働
い
て
い
た
け
ど
―
―
で
働
い
て
い

た
。
わ
た
し
は
全
部
話
し
て
く
れ
と
し
つ
こ
く
せ
が
ん
だ
。
ど
ん
な
争
い
が
あ
っ
た
か
聞
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
家
の
中
で
は
あ
ま
り
持
ち

出
さ
れ
な
い
話
題
だ
っ
た
。
両
親
は
共
和
党
員
だ
っ
た
。
叔
父
は
ち
が
っ
た
。

叔
父
の
仕
事
は
国
会
議
員
に
対
し
て
、
そ
の
事
件
の
事
実
を
教
え
る
こ
と
だ
っ
た
―
―
ま
ず
、
わ
か
っ
た
こ
と
す
べ
て
を
学
び
、
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
に
そ
れ
を
教
え
る
の
だ
。
か
れ
の
話
に
は
、
忘
れ
が
た
い
部
分
は
山
ほ
ど
あ
っ
た
け
れ
ど
、
最
も
忘
れ
が
た
い
の
は
実
は
弾
劾

と
は
関
係
な
い
部
分
だ
っ
た
。
叔
父
は
自
分
の
仕
事
の
本
質
―
―
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
両
方
に
と
っ
て
の
本
質
―
―
を
説

明
し
て
く
れ
た
。
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こ
の
シ
ス
テ
ム
を
ち
ゃ
ん
と
機
能
さ
せ
る
の
は
、
弁
護
士
の
、
そ
れ
も
よ
い
弁
護
士
の
行
な
い
だ
。
虚
勢
を
張
っ
た
り
、
激
怒
し
て
み
せ
た

り
、
権
謀
術
数
を
弄
し
た
り
す
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
ず
い
ぶ
ん
と
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
。
よ
い
弁
護
士
の
行
な
い
と
は
説
得
力
の

あ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
も
真
実
を
隠
し
た
り
、
感
情
に
訴
え
か
け
た
り
し
て
説
得
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
話
を
通
じ
て
理
性
を

も
っ
て
説
得
す
る
こ
と
だ
。

う
ま
く
機
能
す
る
と
、
こ
の
説
得
力
を
経
験
し
て
い
る
人
に
は
何
か
が
起
き
る
。
な
か
に
は
生
ま
れ
て
初
め
て
、
合
理
性
に
よ
っ
て
権
力
が
抑

え
ら
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
人
も
い
る
。
投
票
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
お
金
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
誰
か
有
識
者
に
よ
っ
て
で
も
な
い

―
―
人
を
説
得
す
る
意
見
に
よ
っ
て
、
権
力
が
抑
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
シ
ス
テ
ム
が
持
つ
魔
法
な
ん
だ
。
そ
の
奇
跡
が
、
ど
ん
な

に
ま
れ
に
し
か
起
き
な
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
。

こ
の
図
式
が
わ
た
し
の
心
に
し
み
つ
い
て
い
る
―
―
そ
れ
も
専
門
家
た
ち
が
何
が
ベ
ス
ト
か
を
決
定
す
る
と
い
う
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な

形
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
興
奮
し
た
群
衆
が
反
対
者
を
怒
鳴
り
つ
け
て
黙
ら
せ
る
と
い
っ
た
、
リ
ッ
キ
ー
・
レ
イ
ク
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
み

た
い
な
形
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
陪
審
員
に
は
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
方
式
が
、
わ
た
し
の
心
に
残
っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
図
式
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
今
の
民
主
主
義
が
見
失
っ
た
も
の
だ
。
明
瞭
さ
と
理
解
と
、
そ
し
て
共
同
体
形
成
の
プ
ロ
セ

ス
を
通
じ
て
、
ど
う
進
め
ば
い
い
か
の
判
断
が
く
だ
さ
れ
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
絵
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
に
、
こ
れ
を
部
分
的
に
で
も
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、

一
時
的
な
熱
狂
は
影
響
力
を
な
く
す
。
そ
し
て
、
一
時
的
な
熱
狂
の
影
響
力
が
下
が
れ
ば
下
が
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
一
七
九
一
年
に
ア
メ

リ
カ
人
を
革
命
に
駆
り
立
て
た
伝
統
に
対
す
る
信
頼
を
再
び
取
り
戻
す
だ
ろ
う
―
―
そ
の
伝
統
と
は
、
明
瞭
さ
を
尊
重
し
、
人
民
を
尊
重
し
、

安
っ
ぽ
い
貴
族
主
義
を
ま
と
っ
た
腐
敗
と
に
は
っ
き
り
抵
抗
す
る
政
治
体
制
の
支
持
と
い
う
伝
統
だ
。
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第
一
八
章

デ
ク
ラ
ン
は
何
を
見
落
と
し
て
い
る
の
か

デ
ク
ラ
ン
・
マ
ッ
カ
ロ
ー
は
、W

IR
E

D
N

E
W

S

の
記
者
だ
。
彼
は
ま
た
、
登
録
者
向
け
に
ニ
ュ
ー
ス
短
信
を
配
信
す
る
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
を
運
営
し
て
い
て
、
こ
の
登
録
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
議
論
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
も
と
も
と
「
検
閲
と
戦
お
う

（F
ight

C
ensorship

）」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
ネ
ッ
ト
を
「
検
閲
」
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
企
み
を
阻
止
す
る
た
め
に
団
結
し
よ
う
と
し
て

い
た
多
く
の
メ
ン
バ
ー
を
引
き
つ
け
て
い
た
。

で
も
デ
ク
ラ
ン
は
、
今
で
は
こ
の
リ
ス
ト
を
た
だ
の
検
閲
の
議
論
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
に
も
活
用
し
て
い
る
。
参
加
者
が
お
も
し

ろ
が
る
と
思
わ
れ
る
ほ
か
の
ニ
ュ
ー
ス
も
リ
ス
ト
に
流
す
。
ネ
ッ
ト
上
か
ら
の
ポ
ル
ノ
排
除
運
動
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
に
加
え
て
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ

の
盗
聴
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
取
り
組
み
や
、
独
禁
法
を
強
化
す
る
政
府
の
試
み
な
ど
も
デ
ク
ラ
ン
は
含
め
て
い

る
。
わ
た
し
も
メ
ン
バ
ー
で
、
投
稿
を
楽
し
ん
で
い
る
。

デ
ク
ラ
ン
の
信
条
は
明
確
だ
。
か
れ
は
政
府
が
絡
む
あ
ら
ゆ
る
提
案
に
対
し
て
ま
ず
は
軽
蔑
し
て
み
せ
る
と
い
う
類
の
賢
い
リ
バ
ー
タ

リ
ア
ン
だ
。
最
近
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
、
か
れ
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
ス
パ
ム
禁
止
法
に
違
反
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
例
を
引
用
し
た
。
ほ

ら
見
ろ
、
だ
か
ら
迷
惑
メ
ー
ル
を
規
制
す
る
法
律
は
役
に
立
た
な
い
ん
だ
、
と
か
れ
は
言
う
。
ま
た
別
の
メ
ー
ル
で
は
、
国
境
な
き
記
者
団

た
ち
が
国
際
的
に
言
論
の
自
由
を
守
る
法
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
を
批
判
し
た
（
1
）。

デ
ク
ラ
ン
の
投
稿
に
は
一
貫
し
た
テ
ー
マ

が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
に
は
手
を
出
す
な
。
か
れ
は
、
と
き
に
独
善
的
な
冷
笑
を
浮
か
べ
て
、
こ
の
強
力
で
は
あ
る
け
れ
ど
シ
ン
プ
ル
な
ア
イ
デ

ア
に
疑
問
を
唱
え
る
人
々
を
嘲
笑
す
る
。

わ
た
し
は
デ
ク
ラ
ン
の
リ
ス
ト
を
ず
い
ぶ
ん
長
い
こ
と
見
て
き
た
。
し
ば
ら
く
は
こ
の
リ
ス
ト
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
パ
ー
ト
も
見
て
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い
た
。
そ
し
て
デ
ク
ラ
ン
に
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
長
年
を
通
じ
、
あ
る
一
つ
の
単
純
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
の
ス
レ
ッ
ド
を
支
配
し
て
い
た
。

問
題
は
政
府
介
入
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
「
市
場
の
失
敗
」
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
政
府
の
失
敗
」
と
い
う
も
の
が
あ
る

か
ど
う
か
な
の
だ
、
と
デ
ク
ラ
ン
が
何
度
も
何
度
も
主
張
す
る
（
か
れ
が
「
国
境
な
き
記
者
団
」
に
つ
い
て
の
最
近
の
投
稿
で
述
べ
た
と
こ

ろ
で
は
「（
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ペ
イ
ン
は
）
こ
う
し
た
明
ら
か
な
市
場
の
失
敗
の
例
を
指
摘
す
る
の
は
上
手
だ
が
、
・政
・府
・の
失
敗
を
指
摘
す
る
の

は
き
わ
め
て
下
手
だ
」）。
そ
し
て
デ
ク
ラ
ン
が
こ
の
後
半
の
質
問
を
す
る
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
も
す
る
な
と
勧
め
る
た
め
だ
。

デ
ク
ラ
ン
の
質
問
は
な
か
な
か
に
重
み
が
あ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
ロ
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ス
が
ノ
ー
ベ
ル
記
念
賞
に
向
け
て
の
業
績
の
出
発

点
で
尋
ね
始
め
た
問
題
で
も
あ
る
。
ピ
グ
ー
の
よ
う
な
経
済
学
者
は
、
市
場
が
提
供
で
き
な
い
財
を
指
摘
し
て
い
る
。
ピ
グ
ー
に
し
て
み
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
で
政
府
が
介
入
す
べ
き
だ
と
示
す
に
は
十
分
だ
っ
た
。
だ
が
コ
ー
ス
は
述
べ
る
。

ど
の
個
別
決
断
を
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
条
件
の
下
で
社
会
的
な
仕
組
み
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
既
存
の
仕
組
み
を
変
え
る
こ
と
で
一
部
の
決
断

が
改
善
さ
れ
る
一
方
で
、
他
の
決
断
は
悪
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
新
し
い
仕
組

み
へ
の
移
行
コ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
各
種
の
社
会
的
仕
組
み
（
そ
れ
が
市
場
の
働
き
だ
ろ
う
と
政
府
部
局
の
働
き
だ
ろ
う
と
）
の
下
で
活
動
す

る
と
き
の
コ
ス
ト
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
的
仕
組
み
を
考
案
し
て
選
択
す
る
場
合
に
は
、
総
合
的
な
影
響
に
つ
い
て
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。
（
2
）

コ
ー
ス
の
仕
事
に
は
規
律
が
あ
っ
た
。
そ
の
規
律
と
は
、
理
論
だ
け
で
は
決
し
て
終
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
理
論
的
な
洞
察
は
進

歩
に
と
っ
て
重
要
だ
が
、
そ
の
理
論
を
現
実
世
界
の
生
活
で
少
し
試
し
て
み
る
こ
と
も
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
一
部
の
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
世
界
で
困
る
の
は
ま
さ
に
こ
こ
だ
。
純
粋
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
群
れ
が
政
府
を
作
っ
た

ら
、
こ
の
世
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
な
る
か
は
い
く
ら
で
も
議
論
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
国
家
主
義
者
が
予
想
す
る
ほ
ど
悪
い
と
こ
ろ
に
は
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な
る
ま
い
。
で
も
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
約
束
す
る
ほ
ど
よ
い
と
こ
ろ
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
実
際
問
題
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
国
に
住
む
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
べ
き
問
題
は
、

・規
・制
・と
・い
・う
・も
・の
・が
・嫌
・で
・も
・生
・じ
・る
・こ
・の
・世
・界
・で
・は
・、
・規
・制
・に
・対
・し
・て
・ど
・ん
・な
・態
・度
・を
・と
・る
・べ
・き
・か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
世
界
―
―
つ
ま

り
こ
の
世
界
や
、
実
際
に
見
る
か
も
し
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
世
界
―
―
で
の
対
応
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
制
に
対
し
、
規
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
反
対
し
て
み
せ
る
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
？

と
い
う
の
も
も
し
そ
ん
な
対
応
を
す
る
な
ら
、
そ
の
態
度
は
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
持
つ
か
ら
だ
。
あ
ら
ゆ
る
規
制
を
止
め
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
が
、
あ
る
形
態
の
規
制
は
止
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
に
、
別
の
形
で
の
規
制
―
―
た
と
え
ば

強
力
な
利
益
団
体
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
規
制
―
―
は
確
実
に
・止
・め
・ら
・れ
・な
・い
だ
ろ
う
。

明
ら
か
な
例
を
考
え
て
ほ
し
い
。

経
済
学
者
た
ち
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
負
担
の
た
め
に
経
済
が
何
十
億
ド
ル
も
失
っ
て
い
る
と
推
計
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ェ
リ
ス
研
究

所
は
、
現
状
で
の
コ
ス
ト
は
（
生
産
性
の
低
下
も
含
め
て
）
利
用
者
一
人
あ
た
り
一
日
九
ド
ル
か
ら
一
〇
ド
ル
と
推
計
し
て
い
る
。
こ
れ
は

全
国
で
、
迷
惑
メ
ー
ル
対
応
に
年
間
九
〇
億
ド
ル
以
上
と
い
う
こ
と
だ
（
3
）。

こ
う
し
た
コ
ス
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
電
子
メ
ー
ル
を
使

う
の
に
お
金
を
払
う
み
ん
な
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ち
が
っ
て
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
失
わ

れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
の
間
接
的
な
コ
ス
ト
は
含
ま
れ
て
い
な
い
（
ま
た
こ
の
数
字
は
迷
惑
メ
ー
ル
の
便
益
に
つ
い
て
は
計
上
し
て
い
な
い

け
れ
ど
、
も
う
一
つ
の
例
で
も
便
益
は
勘
定
に
入
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
ち
ら
で
も
と
り
あ
え
ず
は
無
視
し
よ
う
）。

経
済
学
者
た
ち
は
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
著
作
権
作
品
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
除
く
）
の
「
海
賊
行
為
」
が
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
に
与

え
る
コ
ス
ト
を
推
計
し
よ
う
と
し
た
。
一
部
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
そ
の
コ
ス
ト
は
実
は
か
な
り
低
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・

オ
ー
バ
ー
ホ
ル
ツ
ァ
ー
と
コ
ー
ル
マ
ン
・
ス
ト
ラ
ン
プ
は
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
は
「
売
上
に
対
し
て
統
計
的
に
ゼ
ロ
と
区
別
で
き
な
い
く
ら
い

の
影
響
し
か
な
い
」
（
4
）と

結
論
づ
け
て
い
る
。
ほ
か
の
推
計
で
は
、確
か
に
本
当
に
損
失
は
出
て
い
る
が
、大
し
た
額
で
は
な
い
と
い
う
。
二
〇
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〇
三
年
に
は
、
高
度
な
モ
デ
ル
を
使
っ
て
Ｐ
２
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
共
有
か
ら
の
損
失
を
計
測
し
よ
う
と
し
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、

産
業
が
三
・
三
億
ド
ル
失
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
5
）。

こ
の
数
字
は
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ａ
が
出
し
た
年
間
コ
ス
ト
総
額
推
計
四
二
億
ド
ル
（
6
）よ

り
は
る

か
に
小
さ
い
。

確
か
に
こ
う
し
た
推
計
に
は
批
判
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
比
較
で
い
う
と
絶
対
に
確
実
な
こ
と
が
一
つ
あ
る
。「
海
賊
行
為
」
の
コ

ス
ト
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
コ
ス
ト
よ
り
は
る
か
に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
迷
惑
メ
ー
ル
の
総
コ
ス
ト
―
―
企
業
に
加
え
て
消
費
者

も
含
め
れ
ば
―
―
は
レ
コ
ー
ド
業
界
の
年
間
総
収
入
を
上
回
る
（
7
）。

で
は
、
こ
の
被
害
の
差
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
対
し
て
議
会
の
と
っ
た
対
応
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
か
？

過
去
一
〇
年
で
、
議
会
は
迷
惑
メ
ー
ル
問
題
に
対
処
す
る
法
案
を
た
っ
た
一
つ
し
か
可
決
し
て
い
な
い
―
―
二
〇
〇
三
年
の
Ｃ
Ａ
Ｎ
―
Ｓ

Ｐ
Ａ
Ｍ
法
だ
。
同
じ
期
間
に
、
議
会
は
著
作
権
に
関
す
る
法
律
を
二
四
件
可
決
さ
せ
て
い
る
（
8
）。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
法
律
の
す
べ
て
が
「
海

賊
行
為
」
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
れ
も
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
著
作
権
作
品
を
も
っ
と
保
護
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も

の
だ
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
偶
然
で
は
な
い
。
少
数
勢
力
が
こ
れ
ほ
ど
に
強
い
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
政
治
的
世
界
で
は
、
立
法
は
利
益
団
体
が
利
益

を
得
る
と
き
に
生
じ
る
。
利
益
団
体
が
反
対
す
れ
ば
立
法
は
起
こ
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
例
で
は
、
規
制
の
欠
如
と
無
数
の
規
制
は

ど
ち
ら
も
こ
の
論
点
で
ず
ば
り
説
明
で
き
る
。
著
作
権
に
つ
い
て
の
法
案
が
二
四
件
も
あ
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
ス
タ
ー
が
ロ
ビ
イ
ン
グ
す
る
か

ら
だ
。
迷
惑
メ
ー
ル
に
つ
い
て
の
法
案
が
一
つ
し
か
な
い
の
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
業
者
（
お
よ
び
多
く
の
大
企
業
）
が
反
対
の
証
言
を

し
た
か
ら
だ
。

さ
て
こ
の
現
実
を
前
に
す
る
と
、
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
た
ち
は
「
市
場
」
の
失
敗
と
「
政
府
」
の
失
敗
を
補
う
第
三
の
重
要
な
失
敗
が
あ
る
こ

と
を
認
識
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。「
市
場
の
失
敗
」
は
、
市
場
が
効
率
よ
く
財
を
供
給
で
き
そ
う
に
な
い
と
き
だ
。「
政
府
の
失
敗
」
は
、
政

府
が
市
場
の
失
敗
を
効
率
よ
く
解
決
で
き
な
い
場
合
と
な
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、「
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
失
敗
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
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第一八章 デクランは何を見落としているのか

す
べ
き
で
な
い
と
い
う
動
き
が
ま
っ
た
く
何
の
規
制
も
生
み
出
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
最
も
強
力
な
権
益
に
よ
る
規
制
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う

場
合
だ
。
あ
る
い
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
風
に
し
て
み
よ
う
か
。
規
制
を
求
め
ち
ゃ
ダ
メ
な
と
き
に
は
、
ダ
メ
な
や
つ
だ
け
が
規
制
す
る
。

わ
た
し
は
デ
ク
ラ
ン
的
な
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
で
は
な
い
が
、
政
府
に
対
す
る
か
れ
の
疑
念
は
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
疑
念
が
あ
る
と
い
う

だ
け
で
一
切
の
や
り
と
り
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
ど
う
展
開
し
、
そ
こ
に
ど
ん
な
価
値
観
が
埋
め
込
ま
れ
る
か
に

つ
い
て
は
多
く
の
選
択
肢
が
あ
る
。
そ
う
し
た
選
択
の
一
つ
と
し
て
政
府
を
排
除
す
る
よ
う
な
態
度
で
は
、
政
府
は
止
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ

で
は
政
府
が
正
し
い
選
択
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
け
だ
。

私
見
で
は
、
政
府
は
最
低
で
も
、
私
的
な
活
動
が
公
共
的
な
帰
結
を
持
つ
場
合
に
は
干
渉
す
べ
き
だ
。
近
視
眼
的
な
行
動
が
長
期
に
わ
た

る
害
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
、介
入
に
失
敗
す
れ
ば
重
要
な
憲
法
上
の
価
値
と
、大
切
な
人
権
の
土
台
を
崩
す
よ
う
な
場
合
、そ
し

て
基
本
的
な
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
価
値
を
脅
か
す
生
き
方
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
干
渉
す
べ
き
だ
。
そ
し
て
よ
い
介
入
を
し
な
い

と
悪
い
介
入
が
強
ま
る
ば
か
り
だ
と
い
う
の
が
わ
か
る
場
合
に
は
介
入
す
べ
き
だ
。
こ
う
し
た
介
入
は
制
限
が
必
要
だ
。
き
ち
ん
と
考
え
ら

れ
る
人
が
思
い
つ
く
政
府
の
失
敗
に
つ
い
て
十
分
認
識
し
た
う
え
で
行
な
う
べ
き
だ
。
だ
が
、
よ
い
こ
と
を
擁
護
す
る
活
動
は
、
何
か
失
敗

が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
サ
イ
バ
ー
空
間
の
自
由
を
信
じ
、
そ
の
自
由
が
指
示
す
る
価
値
観
を
信
じ
る
人
々
が
、

そ
う
し
た
自
由
を
保
全
す
る
最
高
の
方
法
に
つ
い
て
政
府
と
と
も
に
取
り
組
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
を
弱
め
て
し
ま
う
。「
何

も
し
な
い
主
義
」
は
答
え
で
は
な
い
。
何
か
は
で
き
る
し
、
す
べ
き
だ
。

そ
う
論
じ
て
は
き
た
け
れ
ど
、
あ
ま
り
希
望
は
持
っ
て
い
な
い
。
今
日
、
デ
ク
ラ
ン
流
が
あ
ま
り
に
政
治
的
な
文
化
の
主
流
に
な
り
す
ぎ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
道
が
わ
た
し
に
は
見
え
な
い
。
わ
た
し
は
小
さ
な
一
歩
を
描
い
て
み
せ
た
。
で
も
そ
れ
は
あ
ま
り
に
小
さ

く
思
え
る
。
別
の
理
想
像
を
説
明
し
た
。
で
も
そ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
現
実
離
れ
し
て
見
え
る
。
ち
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
約
束
し
た
。
で
も
、

わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
政
府
機
関
は
ど
れ
も
そ
れ
が
で
き
な
い
。
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た
ぶ
ん
真
相
は
、
デ
ク
ラ
ン
の
勝
利
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
―
―
少
な
く
と
も
今
は
。
わ
れ
わ
れ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
喪
失
や
、

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
検
閲
や
知
的
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
）
の
消
失
と
い
っ
た
、
コ
ー
ド
が
引
き
起
こ
す
災
害
を
、
人
災
で
は
な
く
天
災

と
し
て
扱
う
だ
ろ
う
。
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
一
望
監
視
（
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
）
方
式
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
言
論

の
自
由
の
重
要
な
側
面
が
消
さ
れ
て
い
っ
て
も
、
傍
観
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
し
て
現
代
の
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
然
が
そ

う
し
た
の
だ
、
と
い
う
だ
ろ
う
―
―
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
で
は
、
わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
自
然
だ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
。
社
会
生
活
の
い
ろ
ん

な
領
域
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ネ
ッ
ト
が
自
分
と
は
関
係
な
い
も
の
の
産
物
だ
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
―
―
何
か
方
向
づ
け
ら
れ

な
い
も
の
と
し
て
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、
何
一
つ
方
向
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
。
ネ
ッ
ト
が
生
活
を
侵
食
し
て
変
え

て
い
く
の
に
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
。

現
在
を
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
時
代
だ
と
い
う
人
も
い
る
。
で
も
そ
れ
は
テ
ィ
ー
ン
エ
ー
ジ
ャ
ー
が
や
る
、
ハ
ン
ド
ル
か
ら
手
を
放
し
て

猛
ス
ピ
ー
ド
で
ハ
イ
ウ
エ
イ
を
突
っ
走
る
チ
キ
ン
ゲ
ー
ム
的
な
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
。
自
分
で
で
き
る
選
択
が
あ
る
の
に
、
や
れ
る
こ
と

は
何
も
な
い
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
自
然
を
作
り
だ

し
、
そ
し
て
自
分
の
作
っ
た
自
然
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
。

今
は
現
実
逃
避
の
時
代
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
か
ら
な
い
も
の
に
興
奮
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
見
え
ざ
る
手
に
物
事
を
ま
か
せ
て
堂
々
と
し

て
い
る
。
そ
の
手
が
「
見
え
ざ
る
」
の
は
、
単
に
わ
れ
わ
れ
が
別
の
ほ
う
を
向
い
て
い
る
か
ら
な
の
に
。

で
も
文
化
的
に
見
る
と
、
今
は
革
命
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
遭
遇
す
る
の
に
い
い
時
代
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ビ
エ
ト
国
民
が
革
命

に
準
備
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
革
命
に
対
し
て
備
え
が
で
き
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ソ
ビ
エ
ト
国
民
と
同
じ
よ

う
に
革
命
に
不
意
打
ち
を
食
ら
っ
て
い
る
。
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
ら
と
ち
が
っ
て
失
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
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第一九章 補遺

第
一
九
章

補
遺

第
七
章
で
、
規
制
の
四
つ
の
様
式
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
形
で
制
約
す
る
こ
と
を
手
短
に
論
じ
た
。
こ
の
補
遺
で
は
、
そ
の
議
論
を
拡
張

し
た
い
。
希
望
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
様
式
―
―
法
、
市
場
、
規
範
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
―
―
が
規
制
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
絡
み

合
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
っ
と
豊
か
な
感
覚
を
提
供
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
本
書
の
議
論
に
お
い
て
便
利

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
不
可
欠
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
興
味
と
時
間
の
有
り
余
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
こ
こ
に
ま
と
め
て
お
く
。
別
の
と
こ
ろ

で
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
新
シ
カ
ゴ
学
派
」
と
呼
ん
だ
（
1
）。

法
は
、
制
裁
の
脅
し
に
裏
づ
け
ら
れ
た
命
令
だ
。
人
を
殺
し
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
と
告
げ
て
、
そ
れ
で
も
殺
し
た
ら
、
厳
し
い
罰
で
も
っ
て

脅
か
す
。
あ
る
い
は
コ
カ
イ
ン
を
取
引
し
な
い
よ
う
に
と
命
令
し
て
、
取
引
し
た
ら
、
野
蛮
な
罰
則
で
脅
か
す
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
法

の
あ
り
方
は
そ
こ
そ
こ
簡
単
で
わ
か
り
や
す
い
。
こ
れ
を
す
る
な
、
さ
も
な
い
と
…
…
。

も
ち
ろ
ん
法
は
、
命
令
と
脅
し
の
集
ま
り
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
も
の
だ
（
2
）。

法
は
、
あ
る
ふ
る
ま
い
を
命
じ
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
価
値
観
も
表
明
す
る
（
た
と
え
ば
法
が
、
マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
誕
生
日
を
祝
日
と
す
る
場
合
な
ど
）
（
3
）。

法

は
政
府
の
構
造
を
作
り
上
げ
た
り
規
制
し
た
り
す
る
（
た
と
え
ば
憲
法
が
第
一
条
で
、
上
院
と
別
に
下
院
を
設
け
て
い
る
よ
う
に
）。
そ
し

て
法
は
自
分
の
政
府
に
対
し
て
行
使
で
き
る
権
利
を
確
立
す
る
（
人
権
条
項
）。
こ
の
す
べ
て
は
、
法
の
例
だ
。
こ
の
う
ち
の
一
種
類
だ
け

に
的
を
絞
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ほ
か
の
種
類
の
法
の
重
要
性
を
お
と
し
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
法
の
こ
の
側
面
は
、
法
を
与
え

る
側
の
行
政
範
囲
、
あ
る
い
は
独
立
主
権
の
内
部
に
あ
る
個
人
に
対
し
て
、
き
ち
ん
と
定
義
づ
け
ら
れ
た
制
約
を
提
供
す
る
。
そ
の
制
約
は
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―
―
客
観
的
に
は
―
―
罰
則
の
脅
し
だ
。

社
会
規
範
は
別
の
形
で
制
約
す
る
。
社
会
規
範
と
い
う
の
は
、
国
家
の
組
織
化
さ
れ
た
り
中
央
集
権
化
さ
れ
た
り
し
た
ふ
る
ま
い
を
通
じ

て
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
お
互
い
に
対
し
て
課
す
数
々
の
チ
マ
チ
マ
し
た
、
と
き
に
強
力
な
制
裁
を
通

じ
て
課
さ
れ
る
規
範
的
な
制
約
の
こ
と
を
さ
す
。
行
動
パ
タ
ー
ン
の
話
を
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
多
く
の
人
は
、
朝
の
七
時
か
ら
八
時
の
間

に
車
で
通
勤
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
規
範
じ
ゃ
な
い
。
規
範
は
社
会
的
に
だ
い
じ
な
ふ
る
ま
い
を
統
括
し
、
そ
こ
か
ら
は
ず

れ
る
こ
と
が
社
会
的
な
は
ず
れ
者
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
な
も
の
だ
（
4
）。

人
生
は
こ
う
し
た
規
範
だ
ら
け
で
、
規
範
に
構
築
さ
れ
、
規
範
と
の
関
係
で
定
義
づ
け
ら
れ
る
―
―
一
部
は
価
値
が
あ
る
も
の
で
、
多
く

は
ま
っ
た
く
無
価
値
だ
。
何
か
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
ら
お
礼
を
言
う
、
と
い
う
の
は
規
範
だ
（
そ
れ
も
よ
い
規
範
だ
）。
お
礼
を
言
わ
な
け

れ
ば
そ
の
人
は
「
無
礼
」「
失
礼
」
に
な
っ
て
、
失
礼
な
人
物
は
村
八
分
か
ら
陰
口
ま
で
各
種
の
社
会
的
制
裁
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

飛
行
機
で
隣
に
乗
っ
た
人
に
話
し
か
け
る
と
き
に
は
慎
重
に
、
と
い
う
の
は
規
範
だ
し
、
遅
い
車
は
左
車
線
と
い
う
の
も
規
範
だ
。
規
範
は
、

男
が
ド
レ
ス
を
着
て
仕
事
に
行
く
の
を
た
め
ら
わ
せ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
に
定
期
的
に
風
呂
に
入
る
よ
う
奨
励
す
る
。
日
常
生
活
は
、

ど
う
ふ
る
ま
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
命
令
だ
ら
け
だ
。
ふ
つ
う
に
社
会
生
活
を
持
つ
人
に
と
っ
て
、
こ
の
命
令
は
個
人
の
ふ
る
ま

い
に
と
っ
て
の
制
約
の
相
当
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
規
範
と
法
の
ち
が
い
は
、
制
裁
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
根
拠
だ
。
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
課
す
も
の
で
、
国
家
が
課
す
も
の
じ
ゃ
な

い
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
客
観
的
に
は
、
そ
の
制
約
が
違
反
の
生
じ
た
後
に
課
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
、
規
範
は
法
に
似
て
い
る
。

市
場
の
制
約
は
、
こ
れ
ま
た
ち
が
っ
て
い
る
。
市
場
は
、
価
格
を
通
じ
て
制
約
す
る
。
価
格
は
、
あ
る
資
源
が
人
か
ら
人
へ
移
転
で
き
る

点
を
示
し
て
い
る
。
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
コ
ー
ヒ
ー
が
ほ
し
け
れ
ば
、
レ
ジ
で
四
ド
ル
払
う
し
か
な
い
。
制
約
（
四
ド
ル
）
は
求
め
る
便
益

（
コ
ー
ヒ
ー
）
と
同
時
に
発
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
便
益
に
対
す
る
支
払
い
を
先
送
り
に
す
る
よ
う
交
渉
は
で
き
る
（「
今
日
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を

く
れ
た
ら
、
火
曜
に
は
払
う
か
ら
さ
ぁ
」）
け
れ
ど
、
支
払
い
義
務
は
、
便
益
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
発
生
し
て
い
る
。
市
場
の
中
に
と
ど
ま
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る
限
り
、
こ
の
同
時
性
は
維
持
さ
れ
る
。
市
場
制
約
は
、
法
や
規
範
と
は
ち
が
っ
て
、
求
め
る
便
益
を
あ
な
た
が
手
に
し
た
後
で
発
動
す
る

わ
け
じ
ゃ
な
い
。
同
時
に
発
動
す
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
市
場
の
取
引
が
法
や
規
範
上
の
や
り
と
り
に
翻
訳
で
き
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
実
は
、
市
場
の
取
引
は
法
や
規
範
の

文
脈
の
外
で
は
存
在
し
な
い
。
コ
ー
ヒ
ー
代
は
払
う
こ
と
、
払
わ
な
い
と
窃
盗
法
が
適
用
さ
れ
る
。
市
場
的
に
は
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
に
チ
ッ
プ

を
払
う
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
け
れ
ど
、
払
わ
な
い
と
規
範
が
適
用
さ
れ
て
、
あ
な
た
の
ケ
チ
さ
加
減
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
市
場
の

制
約
が
存
在
す
る
の
は
、
何
が
売
れ
て
買
え
る
か
を
定
義
す
る
法
と
規
範
の
細
か
い
背
景
が
あ
っ
て
こ
そ
。
さ
ら
に
、
財
産
と
契
約
の
規
則

が
あ
っ
て
、
も
の
ご
と
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
売
り
買
い
で
き
る
か
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
ダ
メ
だ
。
で
も
こ
う
し
た
法
や
規
範
さ
え
与
え
ら

れ
れ
ば
、
市
場
は
や
は
り
独
特
な
形
で
規
制
し
て
い
る
。

最
後
の
モ
ー
ド
の
規
制
は
、
市
場
ほ
ど
他
を
前
提
と
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
全
体
と
し
て
見
た
と
き
、
そ
ん
な
に
他
の
モ
ー
ド
に
依
存
す

る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
モ
ー
ド
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
制
約
だ
―
―
つ
ま
り
世
界
が
ど
ん
な
状
態
か
、
あ
る
い
は
世
界
の
特
定
の
側
面
が
ど

ん
な
具
合
か
。
建
築
家
・
ア
ー
キ
テ
ク
ト
た
ち
は
こ
れ
を
造
ら
れ
た
環
境
と
呼
ぶ
。
わ
ざ
わ
ざ
名
前
な
ん
か
つ
け
な
い
人
は
、
単
に
そ
れ
を

身
の
回
り
の
世
界
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
制
約
の
一
部
は
、
文
句
な
し
に
人
が
作
っ
た
制
約
だ
（
だ
か
ら
「
建
築
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
感
覚
が
あ
る
）
し
、

一
部
は
人
が
作
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
ド
ア
は
部
屋
を
閉
ざ
す
。
鍵
が
か
か
る
と
、
ド
ア
は
人
を
閉
め
出
す
。
制
約
は
法
や
規
範
み
た
い
な

形
で
は
機
能
し
な
い
―
―
制
約
を
無
視
し
て
あ
と
か
ら
そ
の
帰
結
に
苦
し
む
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ド
ア
が
課
す
る
制
約
は
、
乗
り

越
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
た
と
え
ば
そ
れ
を
壊
し
た
り
、
鍵
を
こ
じ
あ
け
た
り
し
て
―
―
で
も
ド
ア
は
ま
ち
が
い
な
く
制
約
し
て
い

る
。
絶
対
的
な
制
約
じ
ゃ
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
。

で
も
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
制
約
の
中
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
も
あ
る
。
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
は
ど
う
あ
れ
、
人
は
ワ
ー
プ
速
度
で
移
動
は

で
き
な
い
。
高
速
で
移
動
は
で
き
る
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
お
か
げ
で
昔
よ
り
そ
の
速
度
は
増
し
た
。
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
移
動
で
き
る
速
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度
に
は
上
限
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
わ
れ
わ
れ
に
は
（
少
な
く
と
も
物
理
学
者
た
ち
に
は
）
あ
る
。
昔
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
書
い

て
あ
っ
た
よ
う
に
「
秒
速
三
十
万
キ
ロ
。
望
ま
し
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
が
決
ま
り
」

で
も
絶
対
か
ど
う
か
、
人
の
作
っ
た
も
の
か
ど
う
か
に
よ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
制
約
条
件
は
同
じ
仲
間
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
―
―
す
べ

て
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
、
あ
る
い
は
実
空
間
コ
ー
ド
の
制
約
だ
。
こ
の
仲
間
の
制
約
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
そ
の
制
約
を
も
た
ら
す
も
の
だ
。

こ
の
制
約
は
、
特
定
の
個
人
や
集
団
が
課
す
も
の
じ
ゃ
な
い
。
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
。
制
約
の
多
く
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
責
任
は
確

か
に
各
個
人
に
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
制
約
の
実
際
の
実
行
と
い
う
点
で
は
、
制
約
は
自
分
で
勝
手
に
制
約
す
る
。
法
は
、
警
察
や
検
察
、
法

廷
が
な
い
と
有
効
で
な
い
。
鍵
は
そ
ん
な
も
の
は
い
ら
な
い
。
規
範
は
、
個
人
が
逸
脱
行
動
を
認
識
し
て
そ
れ
に
応
じ
た
反
応
を
す
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
。
重
力
は
そ
ん
な
こ
と
は
い
ら
な
い
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
制
約
は
自
己
実
施
的
で
、
こ
れ
は
法
や
規
範
、
市
場
の
制
約
と

は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
こ
の
特
徴
―
―
自
己
実
施
―
―
は
、
規
制
に
お
い
て
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
役
割
を
理
解
す
る
う
え
で
す
ご
く
だ
い

じ
だ
。
特
に
一
見
そ
れ
と
あ
り
得
そ
う
に
な
い
規
制
や
、
不
公
正
な
規
制
の
場
合
に
特
に
だ
い
じ
だ
。

た
と
え
ば
実
空
間
の
自
動
的
な
制
約
を
通
じ
て
何
か
結
果
を
出
せ
る
な
ら
、
個
人
の
継
続
的
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
機
能
、
忠
誠
、
信
頼
性
に

頼
る
必
要
は
な
い
。
機
械
に
や
ら
せ
ら
れ
れ
ば
、
あ
り
得
そ
う
に
な
い
こ
と
も
実
際
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
安
心
感
は
ず
っ
と
高
く
な
る
。

い
い
例
が
、
核
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
だ
。
も
と
も
と
の
設
計
だ
と
、
ミ
サ
イ
ル
は
ミ
サ
イ
ル
発
射
サ
イ
ロ
内
の
個
々
の
職
員
に
よ
っ
て
発
射

さ
れ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
て
、
そ
れ
に
従
う
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
命
令

は
法
律
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
―
―
発
射
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
員
は
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
る
（
5
）。

で
も
シ
ス
テ
ム
を
試
験
し
て
み
る
と
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
信
頼
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
発
射
の
決
定
は
、
い
つ
も
個
人
の
判

断
に
左
右
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
個
人
は
い
つ
も
、
命
令
に
従
う
べ
き
か
を
自
分
で
判
断
す
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
す
べ

て
の
ミ
サ
イ
ル
が
、
た
と
え
ば
大
統
領
の
デ
ス
ク
の
ボ
タ
ン
に
直
結
し
た
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
信
頼
性
は
低
い
。
で
も
、
こ
の
担
当
職
員
レ
ベ
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ル
で
の
二
番
目
の
抑
え
に
は
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
兵
士
の
行
動
に
よ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
機
能
が
、
発
射
し
ろ
と
い

う
意
思
決
定
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
抑
え
を
効
か
せ
て
い
る
わ
け
だ
（
6
）。

こ
れ
は
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
制
約
が
自
動
的
だ
と
い
う
こ
と
の
だ
い
じ
な
帰
結
だ
。
法
や
規
範
、
市
場
は
、
人
間
の
判
断
に
よ
っ

て
抑
え
ら
れ
る
制
約
だ
。
誰
か
人
間
や
グ
ル
ー
プ
が
そ
う
し
よ
う
と
決
め
た
と
き
に
だ
け
効
力
を
持
つ
。
で
も
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
制
約

は
、
い
っ
た
ん
動
き
出
し
た
ら
、
誰
か
が
そ
れ
を
止
め
る
ま
で
効
力
を
持
ち
続
け
る
。

つ
ま
り
四
つ
の
制
約
の
ち
が
い
の
一
つ
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
制
（
つ
ま
り
効
力
を
持
つ
と
き
に
人
間
が
介
入
す
る
か
）
だ
。
そ
し
て
制
約

が
課
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
制
約
時
点
が
も
う
一
つ
の
ち
が
い
だ
。

こ
こ
で
、
二
種
類
の
視
点
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
と
き
に
そ
れ
を
監
督
し
て
い
る
人

の
視
点
（
客
観
的
な
視
点
）
と
、
制
約
を
経
験
す
る
側
の
視
点
（
主
観
的
な
視
点
）。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
単
一
モ
デ
ル
で
の
四
つ
の
制
約
の
説

明
は
客
観
的
な
視
点
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
視
点
か
ら
だ
と
、
こ
れ
ら
の
規
制
は
か
な
り
ち
が
う
け
れ
ど
、
で
も
主
観
的
な
視
点
か
ら

だ
と
、
そ
れ
は
ま
る
っ
き
り
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。

客
観
的
な
視
点
か
ら
は
、
ど
こ
が
ち
が
う
か
と
い
え
ば
、
お
代
を
先
に
要
求
す
る
規
制
と
、
お
代
は
見
て
の
お
払
い
に
す
る
制
約
と
の
ち

が
い
だ
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
市
場
は
先
に
規
制
す
る
。
法
や
規
範
は
、
後
払
い
だ
。
た
と
え
ば
、
ご
近
所
が
週
末
に
出
か
け
て
、
そ
の
エ

ア
コ
ン
つ
き
の
家
に
ア
ク
セ
ス
し
た
い
な
と
思
っ
た
と
き
の
制
約
を
考
え
て
み
よ
う
。
法
は
制
約
す
る
―
―
も
し
侵
入
し
た
ら
、
不
法
侵
入

だ
。
規
範
も
制
約
す
る
。
ご
近
所
の
家
に
侵
入
す
る
の
は
、
ご
近
所
ら
し
か
ら
ぬ
ふ
る
ま
い
だ
。
で
も
こ
の
制
約
は
ど
っ
ち
も
、
そ
の
家
に

侵
入
し
た
後
で
課
さ
れ
る
。
後
か
ら
支
払
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
値
段
だ
（
7
）。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
制
約
は
ド
ア
の
鍵
だ
―
―
家
に
侵

入
し
よ
う
と
し
た
ら
あ
な
た
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
。
市
場
制
約
は
、
同
じ
よ
う
な
形
で
あ
な
た
の
エ
ア
コ
ン
所
有
を
制
約
す
る
―
―
市
場
か
ら

エ
ア
コ
ン
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
ま
ず
お
金
を
払
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
客
観
的
な
視
点
か
ら
だ
と
、
こ
の
二
種
類
の
制
約
を
区
別
す
る
の
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は
そ
の
制
約
時
点
だ
―
―
制
裁
が
課
さ
れ
る
時
点
。

主
観
的
な
視
点
か
ら
だ
と
、
こ
ん
な
区
別
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
観
的
に
は
、
規
範
は
あ
な
た
が
そ
れ
を
犯
す
ず
っ
と
以
前
に

制
約
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
近
所
の
家
に
侵
入
し
よ
う
か
と
思
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
制
約
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
客
観

的
な
視
点
か
ら
見
て
制
約
の
時
点
が
い
つ
だ
ろ
う
と
、
あ
な
た
は
別
の
形
で
そ
の
制
約
を
経
験
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
客
観
的
に
は
・事
・後
の

制
約
も
、
主
観
的
に
は
・事
・前
に
経
験
さ
れ
る
。

こ
れ
は
規
範
に
限
っ
た
話
じ
ゃ
な
い
。
子
ど
も
と
火
の
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。
火
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
現
実
空
間
コ
ー
ド
だ
。
そ
れ
が

課
す
制
約
を
侵
害
し
た
途
端
に
そ
の
帰
結
は
感
じ
ら
れ
る
。
子
ど
も
は
、
手
を
炎
に
近
づ
け
る
と
一
発
で
こ
れ
を
学
ぶ
。
そ
れ
以
降
、
そ
の

子
は
手
を
炎
に
突
っ
こ
む
前
に
、
そ
の
火
の
制
約
を
内
面
化
す
る
。
一
回
や
け
ど
を
す
る
と
、
子
ど
も
は
次
か
ら
手
を
炎
に
近
づ
け
な
い
よ

う
に
な
る
（
8
）。

こ
の
変
化
は
、
子
ど
も
の
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
主
観
的
な
制
約
の
発
達
、
と
表
現
で
き
る
。
こ
の
発
想
が
ほ
か
の
制
約
に
ど
う
拡
張
す
る

か
見
て
や
ろ
う
。
株
式
市
場
を
考
え
て
ほ
し
い
。
あ
ま
り
買
い
物
を
し
な
い
人
に
と
っ
て
、
市
場
の
制
約
と
い
う
の
は
確
か
に
、
購
入
す
る

と
き
に
要
求
さ
れ
る
値
段
と
い
う
客
観
的
な
制
約
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
で
も
、
定
期
的
に
市
場
を
経
験
す
る
人
―
―
い
わ
ば
市
場
の
感
覚

を
持
っ
て
い
る
人
―
―
に
と
っ
て
、
市
場
の
制
約
は
か
な
り
ち
が
う
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
市
場
を
ほ
と
ん
ど
第
二
の
本
能
み
た
い
に
熟
知

す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
ふ
る
ま
い
を
導
き
、
制
約
す
る
よ
う
に
な
る
。
証
券
取
引
所
の
フ
ロ
ア
に
い
る
証
券
ト
レ
ー
ダ
ー

を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
文
脈
で
い
い
ト
レ
ー
ダ
ー
に
な
る
に
は
、
市
場
を
「
手
の
裏
み
た
い
に
」
知
り
尽
く
し
て
、
第
二
の
本
能
に
な
る

よ
う
に
し
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
使
っ
た
こ
と
ば
で
は
、
こ
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
市
場
を
主
観
的
に
自
分
の
一
部
に
し
た
わ
け
だ
。

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
制
約
は
、
客
観
的
な
面
と
主
観
的
な
面
を
持
つ
。
法
は
客
観
的
に
は
事
後
だ
け
れ
ど
、
で
も
わ
れ
わ
れ
の
ほ
と
ん
ど

に
と
っ
て
、
実
際
上
は
法
が
あ
る
特
定
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
を
主
観
的
な
制
約
に
す
る
の
に
十
分
だ
（
わ
た
し
が
納
税

申
告
で
ズ
ル
を
し
な
い
の
は
、
投
獄
の
客
観
的
な
脅
し
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
わ
た
し
は
税
金
に
関
す
る
法
律
の
制
約
を
主
観
化
し
て
い
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る
か
ら
だ
。
い
や
税
務
署
さ
ん
、
ウ
ソ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ホ
ン
ト
で
す
）。
主
観
的
な
制
約
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
動
す
る
前
に
制
約

す
る
。

完
全
に
成
熟
し
た
大
人
や
、
完
全
に
統
合
さ
れ
た
人
物
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
制
約
は
、
す
べ
て
行
動
の
前
に
主
観
的
に
機
能

す
る
。
実
空
間
コ
ー
ド
や
法
、
規
範
、
市
場
の
制
約
条
件
を
、
行
動
の
前
に
感
じ
る
。
完
全
に
未
熟
な
人
間
、
ま
た
は
完
全
に
疎
外
さ
れ
た

人
間
に
と
っ
て
、
客
観
的
な
制
約
条
件
の
う
ち
主
観
的
に
有
効
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
か
れ
ら
は
泥
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
の
後
で
初
め

て
泥
の
制
約
を
学
ぶ
。
パ
ン
を
盗
ん
で
、
初
め
て
法
の
処
罰
を
学
ぶ
。
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
で
結
婚
式
に
現
れ
て
、
そ
の
後
で
初
め
て
友
人
た
ち
の

白
い
目
を
学
ぶ
。
お
金
を
全
部
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
を
買
う
の
に
使
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
で
初
め
て
市
場
の
希
少
性
の
制
約
を
学
ぶ
。
こ
の
二

種
類
の
人
た
ち
は
両
極
端
に
位
置
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
中
間
の
ど
こ
か
に
い
る
。

つ
ま
り
、
制
約
が
主
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ふ
る
ま
い
の
規
制
に
あ
た
っ
て
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
制
約
を
主
観

化
す
る
に
は
手
間
が
か
か
る
。
個
人
は
、
そ
れ
を
自
分
の
存
在
の
一
部
に
し
よ
う
と
意
識
的
に
選
択
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
規
範
が
主
観
化

さ
れ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
規
制
す
る
ふ
る
ま
い
と
同
時
に
制
約
を
す
る
。

こ
れ
は
、
法
や
規
範
と
、
実
空
間
コ
ー
ド
と
の
最
後
の
区
別
を
示
し
て
い
る
。
法
や
規
範
は
、
主
観
化
さ
れ
る
ほ
ど
有
効
に
な
る
け
れ
ど
、

で
も
そ
も
そ
も
効
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
最
低
限
の
主
観
化
が
必
要
に
な
る
。
制
約
さ
れ
て
い
る
人
間
は
、
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら

な
き
ゃ
ダ
メ
だ
。
誰
も
知
ら
な
い
違
法
行
為
を
こ
っ
そ
り
処
罰
す
る
法
律
は
、
罰
則
対
象
に
な
る
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
の
に
は
役
に
立
た

な
い
（
9
）。

で
も
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
と
話
は
ち
が
う
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
主
観
化
が
ま
っ
た
く
な
く
て
も
制
約
で
き
る
。
鍵
は
、
鍵
が
ド
ア
を

ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
る
の
を
泥
棒
が
知
ら
な
く
て
も
、
泥
棒
を
制
約
す
る
。
二
地
点
間
の
距
離
は
そ
の
間
の
や
り
と
り
を
制
約
す
る
け
れ
ど
、

そ
れ
は
そ
の
地
点
の
人
た
ち
が
制
約
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
。
こ
れ
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
制
に
つ
い
て
の
論
点

の
必
然
的
帰
結
だ
。
制
約
を
適
用
す
る
の
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
必
要
と
し
な
い
の
と
同
じ
く
、
規
制
対
象
者
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
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な
い
。

つ
ま
り
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
上
の
制
約
は
、
そ
の
対
象
者
が
そ
の
存
在
を
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
機
能
す
る
け
れ
ど
、
法
や
規
範
は
、
そ
の

対
象
者
が
そ
の
存
在
に
つ
い
て
あ
る
程
度
知
っ
て
い
な
い
と
機
能
し
な
い
。
も
し
対
象
者
が
そ
れ
を
内
部
化
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
規

制
に
従
う
コ
ス
ト
が
、
違
反
す
る
便
益
よ
り
大
き
い
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
制
約
で
き
る
。
法
や
規
範
は
内
部
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、

コ
ー
ド
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
で
も
、
内
部
化
に
は
手
間
が
か
か
る
。

建
築
家
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
は
き
た
け
れ
ど
、
で
も
こ
れ
は
建
築
家
の
用
語
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
建
築
家
か
ら
盗
ん
で

歪
め
て
使
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
建
築
学
者
で
は
な
い
け
れ
ど
、
で
も
建
築
環
境
と
、
そ
の
環
境
が
作
り
出
す
行
な
い
の
関
係
に
つ
い
て
、

建
築
の
洞
察
を
拝
借
し
て
い
る
（
10
）。

建
築
家
も
わ
た
し
も
、
こ
の
関
係
が
絶
対
的
な
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
Ｘ
と
い
う
構
造
は
、
Ｙ
と

い
う
ふ
る
ま
い
を
決
定
づ
け
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
形
態
は
単
な
る
影
響
で
、
そ
れ
は
変
わ
れ
る
し
、
変
わ
れ
ば
そ
れ
は

影
響
を
受
け
る
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
ソ
ー
キ
ン
と
同
じ
く
、
わ
た
し
も
「
形
態
に
は
意
味
が
こ
も
っ
て
い
て
、
社
会
生
活
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
そ
の
実
現
を
支
援

で
き
る
」
と
考
え
る
。
か
れ
の
著
書Local

C
ode:

T
he

C
onstitution

of
a

C
ity

at
42

◦
N

Latitude

は
、
わ
た
し
が
説
明
し
て
き
た

モ
デ
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
示
唆
し
て
い
る
。
法
と
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（
建
築
条
令
〔
コ
ー
ド
〕）
の
間
の
あ
い
ま
い
さ
と
、
そ
の
両
者
が

可
能
に
す
る
構
築
物
も
含
め
。
こ
う
し
た
コ
ー
ド
の
中
身
が
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
で
あ
れ
、
か
れ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
そ
の
帰
結
は
建

て
ら
れ
た
も
の
だ
」
（
11
）。

こ
れ
ぞ
、
焦
点
を
あ
わ
せ
る
べ
き
特
徴
だ
。

わ
た
し
が
示
唆
し
た
い
の
は
、
も
し
規
制
す
る
も
の
を
相
対
化
す
れ
ば
―
―
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
モ
ー
ド
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
規
制
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
だ
い
じ
な
意
味
で
法
に
従
属
し
て
い
る
か
を
理
解
す
れ
ば
―
―
自
由
と
い
う
の
が
、
単
に
法
に
対
す
る
制
限
を
通
じ
て
構

築
さ
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
自
由
と
い
う
の
は
む
し
ろ
、
個
人
の
選
択
の
余
地
を
保
存

す
る
構
造
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
選
択
が
ど
れ
だ
け
制
約
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
。
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現
代
は
規
制
構
造
を
あ
れ
こ
れ
い
じ
る
力
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
た
時
代
に
突
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
っ
た
ら
、
そ
の
力
で
ず

ば
り
ど
う
す
べ
き
か
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
力
で
何
を
す
べ
き
で
な
い
か
を
理
解

す
る
こ
と
も
。
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訳
者
あ
と
が
き

本
書
はL

aw
rence

L
essig

C
O

D
E

version
2.0

（2006,
B

asic
B

ooks

）
の
全
訳
で
あ
る
。
底
本
と
し
て
は
著
者
よ
り
提
供
さ
れ
た

原
著
の
ｐ
ｄ
ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
主
に
利
用
し
て
お
り
、
初
版
の
フ
ァ
イ
ル
を
改
訂
す
る
形
で
翻
訳
を
進
め
て
い
る
。

バ
ー
ジ
ョ
ン
２
に
つ
い
て

本
書
の
初
版
は
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
２
で
は
、
大
き
な
論
点
に
は
ま
っ
た
く
変
更
は
な
い
も
の
の
、
各

種
事
例
を
更
新
す
る
な
ど
、
各
種
の
加
筆
訂
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
大
き
な
改
訂
は
、
第
四
部
「
競
合
す
る
主
権
」
の
追
加
で
、

国
際
的
な
環
境
の
中
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
規
制
を
扱
っ
た
部
分
と
な
る
。
国
境
な
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、
多
く
の

現
実
と
の
妥
協
の
中
で
（
初
版
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
と
き
わ
め
て
似
た
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
）
ネ
ッ
ト
に
も
国
境
が
で
き
つ
つ
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
商
業
と
政
府
が
手
を
組
む
こ
と
で
完
全
な
規
制
と
管
理
を
可
能
に
す
る
ネ
ッ
ト
が
ま
も
な
く
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
本
書
初

版
の
見
通
し
は
、
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
（
お
よ
び
今
後
の
実
現
に
向
け
た
シ
ナ
リ
オ
）
な
ど
も
、
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
２
に
お

け
る
興
味
深
い
部
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
初
版
の
読
者
も
是
非
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
２
を
手
に
取
っ
て
み
て
ほ
し
い
。
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訳者あとがき

本
書
の
概
要

さ
て
、
著
者
が
述
べ
る
通
り
、
本
書
の
主
要
論
点
は
初
版
と
何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
説
も
初
版
の
も
の
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
七
年
経
っ
て
、
か
な
り
印
象
は
変
わ
る
か
と
思
っ
た
が
、
初
版
で
感
じ
た
衝
撃
は
い
ま
だ
に
健
在
だ
。

本
書
は
、
一
応
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
法
規
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
書
物
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
あ
ら

ゆ
る
意
味
で
、
既
存
の
（
特
に
初
版
当
時
の
）「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
」
と
か
い
っ
た
書
物
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
代
物
と
な
っ
て
い
る
。

既
存
の
多
く
の
本
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
え
ば
著
作
権
が
無
視
さ
れ
違
法
コ
ピ
ー
が
横
行
し
、
大
股
開
き
の
モ
ロ
だ
し
ポ
ル
ノ
が
大

手
を
振
っ
て
横
行
し
、
邪
悪
な
ハ
ッ
カ
ー
ど
も
が
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
し
よ
う
と
手
ぐ
す
ね
引
い
て
い
る
無
法
空
間
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
本
の
結
論
は
結
局
「
規
制
を
強
化
し
ろ
」
と
い
う
だ
け
だ
。
こ
う
し
た
本
は
、
た
と
え
ば
、
明
日
か
ら
ｅ
コ
マ
ー
ス

サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
、
法
律
的
に
ど
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
、
明
日
ま
で
に
報
告
書
を
書
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
っ
た
人
た
ち
の
あ
ん
ち
ょ
こ
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
常
と
し
て
議
論
は
浅
く
、
一
知
半
解
で
、

総
じ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
そ
う
い
う
お
手
軽
な
あ
ん
ち
ょ
こ
と
し
て
本
書
を
手
に
と
っ
て
い
る
人
は
、
無
駄
だ
か
ら
別
の
本
を
探
し

た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

本
書
は
、そ
の
手
の
本
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
本
書
の
議
論
は
初
版
刊
行
か
ら
七
年
経
っ
て
も
、こ
の
手
の
お
手
軽
な「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
法
律
」
本
や
流
行
の
各
種
ウ
ェ
ブ
２
・
０
本
な
ど
よ
り
は
る
か
に
深
く
、
広
い
。
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「
規
制
」
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

深
さ
の
話
か
ら
始
め
よ
う
。
多
く
の
ネ
ッ
ト
法
本
で
は
、
た
と
え
ば
著
作
権
法
と
い
う
の
が
も
う
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
て
、
そ

れ
を
絶
対
に
守
っ
て
安
全
側
に
い
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
本
書
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
。

本
書
は
そ
も
そ
も
、
目
先
の
規
制
を
ど
う
か
わ
す
か
と
か
、
現
状
の
規
制
の
範
囲
内
に
ど
う
お
さ
ま
る
か
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
心

が
な
い
。
本
書
の
関
心
は
、
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る
規
制
（
ま
た
は
そ
の
裏
返
し
の
自
由
）
の
総
体
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
し

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
総
体
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
今
後
遂
げ
る
は
ず
の
変
化
の
過
程
で
、
そ
の
総
体
が
ど
う
変
わ
る
か
、
と
い
う
の
が
本
書
の
主
な
議
論
と
な
る
。

規
制
、
と
い
っ
て
も
本
書
で
考
え
て
い
る
規
制
と
い
う
の
は
、
単
に
法
律
や
条
令
や
行
政
指
導
と
い
う
意
味
で
の
規
制
で
は
な
い
。
人
の

ふ
る
ま
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
す
べ
て
が
広
義
の
規
制
と
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
を
考
え
る
な
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

そ
し
て
レ
ッ
シ
グ
が
「
規
制
」
の
四
様
式
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
法
律
、
規
範
、
市
場
、
そ
し
て
コ
ー
ド
（
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
）
だ
。
法

律
は
法
律
。
規
範
は
、
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
不
文
律
。
市
場
は
も
の
の
値
段
を
通
じ
て
ふ
る
ま
い
を
規
制
す
る
。
そ
し
て
、「
鍵
を
か

け
る
」「
柵
を
作
る
」
と
い
う
物
理
的
な
障
壁
も
、
人
の
ふ
る
ま
い
を
左
右
す
る
「
規
制
」
と
し
て
機
能
す
る
。
す
べ
て
の
規
制
は
、
こ
の
総

和
と
し
て
存
在
す
る
。

そ
し
て
こ
の
中
で
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
最
後
の
も
の
、
つ
ま
り
コ
ー
ド
だ
、
と
い
う
の
が
レ
ッ
シ
グ

の
議
論
だ
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
サ
イ
バ
ー
空
間
の
中
で
何
が
で
き
る
か
は
、
す
べ
て
そ
こ
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら
だ
。
パ

ス
ワ
ー
ド
が
な
い
と
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
な
コ
ー
ド
の
サ
イ
ト
、
実
名
で
な
い
と
登
録
で
き
な
い
サ
イ
ト
―
―
こ
う
し
た
「
規
制
」
は
、

コ
ー
ド
次
第
で
い
く
ら
で
も
導
入
で
き
る
。
そ
し
て
今
の
ネ
ッ
ト
は
、規
制
し
に
く
い
と
こ
ろ
だ
、と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、今
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後
は
商
業
と
政
府
の
一
致
し
た
思
惑
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
は
ど
ん
ど
ん
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
な
っ
た
と
き
、
い
ず

れ
ネ
ッ
ト
上
の
著
作
権
は
完
全
に
管
理
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
や
規
制
は
自
由
自
在
と
な
る
。
ｅ
コ
マ
ー

ス
は
安
全
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
無
法
地
帯
で
は
な
い
、
秩
序
あ
る
空
間
と
な
る
だ
ろ
う
。

　問
題
は
、
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
す
で
に
レ
ッ
シ
グ
が
検
討
し
て
い
る
の
が
、
今
日
や
明
日
の
目
先
の
話
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
レ
ッ

シ
グ
は
、
す
で
に
二
一
世
紀
の
完
全
な
管
理
の
ツ
ー
ル
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
予
見
し
て
本
書
を
書
い
て
い
る
。
今
の
ネ
ッ
ト
で
著
作

権
管
理
が
不
完
全
？

そ
ん
な
の
は
す
ぐ
に
技
術
的
に
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
Ｍ
Ｐ
３
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
多
く
に
は
、
著
作
権
管
理
用

の
コ
ー
ド
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
技
術
力
の
あ
る
ハ
ッ
カ
ー
な
ら
、
そ
ん
な
規
制
は
迂
回
で
き
る
？

ご
も
っ
と
も
、
で
も
、
技
術
力
の

あ
る
ハ
ッ
カ
ー
は
少
な
い
し
、
大
概
の
人
は
そ
こ
ま
で
の
手
間
は
か
け
な
い
。
ポ
ル
ノ
規
制
？

そ
ん
な
も
の
だ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
上
の
身
分

証
明
書
が
一
般
化
す
れ
ば
か
な
り
有
効
に
規
制
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
技
術
的
な
進
歩
は
確
実
に
起
こ
る
。
商
業
は
信
用
に

基
づ
い
て
い
て
、
信
用
は
基
本
的
に
、
取
引
相
手
の
同
定
と
そ
の
証
明
書
の
確
認
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
ま
た
国
の
規
制
も
同
じ
も
の
に
基

づ
い
て
い
る
。
こ
の
両
者
が
手
を
結
べ
ば
、
全
体
と
し
て
の
方
向
性
は
確
実
に
、
技
術
的
な
規
制
強
化
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
し
て
こ
こ
か
ら
が
、
レ
ッ
シ
グ
の
議
論
の
真
骨
頂
と
な
る
。
法
律
の
規
制
は
不
完
全
だ
。
刑
に
服
す
る
覚
悟
さ
え
あ
れ
ば
、
法
律
に
違

反
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
著
作
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
は
不
完
全
だ
っ
た
。
で
も
、
そ
の
不
完
全
さ
に
は
価
値
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
人
の
追
跡
が
不
完
全
に
し
か
で
き
な
い
の
で
匿
名
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
で
も
、
匿
名
で
何
か
で
き
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ

る
。
著
作
権
は
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
な
ど
、
保
護
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
私
的
な
コ
ピ
ー
を
作
っ
て
友
だ
ち
に
あ
げ
る
こ
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と
が
で
き
る
し
、
引
用
も
で
き
る
。
で
も
、
そ
う
い
う
保
護
の
不
完
全
さ
に
は
価
値
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
規
制
は
、
意
識
的
に
そ

の
不
完
全
さ
を
保
護
し
て
い
る
部
分
と
、
物
理
的
に
保
護
し
よ
う
が
な
い
か
ら
放
置
さ
れ
て
い
た
部
分
と
が
あ
る
。

で
も
コ
ー
ド
に
よ
る
保
護
が
完
成
し
た
ら
、
誰
も
そ
の
不
完
全
さ
を
保
証
し
て
く
れ
な
い
。
コ
ー
ド
に
よ
る
「
規
制
」
は
物
理
的
な
規
制

だ
。
コ
ピ
ー
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
。
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
匿
名
性
も
、
ほ
ぼ
完
全
に
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
商

業
に
も
、
政
府
に
も
、
あ
え
て
そ
ん
な
「
欠
陥
」
を
シ
ス
テ
ム
に
作
る
理
由
が
な
い
か
ら
だ
。

で
も
、
と
レ
ッ
シ
グ
は
論
じ
る
。
こ
れ
ま
で
の
各
種
仕
組
み
の
不
完
全
さ
は
、
憲
法
上
の
価
値
を
保
証
す
る
欠
陥
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

今
後
そ
う
し
た
憲
法
上
の
価
値
を
保
存
し
た
い
な
ら
、
き
ち
ん
と
規
制
を
か
け
て
、
そ
の
欠
陥
を
あ
え
て
シ
ス
テ
ム
に
作
り
込
ま
な
き
ゃ
い

け
な
い
！

も
し
、
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
性
に
価
値
が
あ
る
も
の
な
ら
、
各
種
認
証
に
不
完
全
性
を
組
み
込
ま
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
も
し
著
作

権
の
不
完
全
さ
に
価
値
が
あ
る
な
ら
、
コ
ー
ド
の
著
作
権
保
護
は
不
完
全
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
人
に
、
見
た
く
な
い
も
の
を
見
せ
る
こ

と
に
価
値
が
あ
る
な
ら
、
情
報
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
は
不
完
全
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
を
政
府
の
規
制
に
よ
っ
て
実
現
し
な
き
ゃ
い

け
な
い
。

こ
れ
が
本
書
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
規
制
の
議
論
だ
。
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
も
う
一
回
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
放
っ
て
お
け
ば
ど
ん
ど
ん
規
制
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
な
る
。
コ
ー
ド
を
変
え
る
こ
と
で
、
新
し
い
認
証
の
仕
組
み
を

入
れ
る
こ
と
で
黙
っ
て
い
れ
ば
規
制
は
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
な
か
な
か
進
行
し
な
い
も
の
の
今
で
も
一
応
は
日
本
の
国
策
と
し

て
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｉ
Ｐ
ｖ
６
の
導
入
と
、
そ
れ
に
伴
う
Ｉ
Ｐ
Ｓ
ｅ
ｃ
の
導
入
は
、
証
明
書
リ
ッ
チ
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
大
き
な

役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
暗
号
に
つ
い
て
も
、
通
常
は
暗
号
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
み
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
レ
ッ
シ
グ
は
、
証
明
書
や
暗
号
に
は
も
う
一
つ
の
面
、
つ
ま
り
電
子
署
名
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
人
を
同
定
し
や
す
く
す
る
と
い

う
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
コ
ー
ド
は
、
黙
っ
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う
に
管
理
し
や
す
い
方
向
に
動
く
。
そ
し
て
管
理
し
に
く
い
ナ
ッ
プ

ス
タ
ー
や
ウ
ィ
ニ
ー
の
よ
う
な
コ
ー
ド
は
、
法
の
力
で
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
を
止
め
た
い
と
思
う
人
が
い
る
。
今
あ
る
ネ
ッ
ト
の
自
由
と
匿
名
性
を
守
り
た
い
人
が
い
る
。
そ
う
し
た
い
人
は
、
政
府
の
規
制
に

頼
る
し
か
な
い
。
で
も
今
あ
る
自
由
や
匿
名
性
は
、
コ
ー
ド
や
物
理
世
界
の
不
完
全
性
（
意
図
的
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
も
の
）
に
依
存

し
て
い
る
。
そ
れ
を
守
り
た
け
れ
ば
、
不
完
全
性
を
人
工
的
に
維
持
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
を
維
持
す
る
の
が
だ
い
じ
だ
と
い
う
価

値
観
を
明
示
す
る
の
が
憲
法
や
法
律
だ
し
、
そ
の
価
値
観
を
実
現
す
る
の
が
政
府
だ
。
多
く
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
由
論
者
は
、
政
府
規
制
を

弱
め
る
こ
と
で
自
由
が
実
現
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
自
由
は
、
政
府
が
適
切
な
規
制
を
設
け
、
各
種
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
か
ら
こ
そ
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
自
由
を
守
る
た
め
に
こ
そ
、
人
は
適
切
な
政
府
の
規
制
を
要

求
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
！

そ
し
て
そ
の
と
き
の
「
自
由
」
と
い
う
の
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
国
民
の
間
で
議
論
し
て
、
腹

を
決
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
！

　初
版
刊
行
時
点
で
、
ぼ
く
は
本
書
の
議
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
理
解
さ
れ
る
と
す
ら
思
わ
な
か
っ
た
。
本
書
の
議
論
は
ま
ず
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
現
状
に
つ
い
て
の
通
俗
理
解
と
は
正
反
対
だ
。
さ
ら
に
、
政
府
が
強
化
し
た
が
る
管
理
を
止
め
る
た
め
に
、
政
府
の
規

制
を
強
化
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
！

こ
の
議
論
を
多
く
の
人
は
、
矛
盾
し
た
議
論
だ
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
政
府
が
ネ
ッ

ト
を
規
制
す
る
と
聞
い
た
瞬
間
に
拒
絶
反
応
を
示
す
人
が
多
い
の
も
事
実
だ
。
今
ま
で
の
ネ
ッ
ト
の
成
功
は
、
ネ
ッ
ト
に
規
制
が
な
か
っ
た

か
ら
こ
そ
実
現
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
、
今
後
は
規
制
す
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
の
成
功
と
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
は
、
倒
錯
し
た
話
だ
と
感

じ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

ぼ
く
も
そ
う
思
っ
た
。
初
版
は
幸
い
、
か
な
り
の
話
題
を
呼
ん
だ
し
、
そ
の
主
張
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
人
々
も
多
か
っ
た
の
は

望
外
の
幸
せ
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
ま
だ
本
書
の
議
論
の
全
体
は
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
き
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら

こ
そ
、
本
書
は
何
度
か
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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民
主
主
義
の
将
来

さ
て
、
そ
う
し
た
選
択
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
レ
ッ
シ
グ
は
そ
の
選
択
が
実
現
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
暗
い
予
想
を
た

て
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
そ
う
い
う
価
値
観
上
の
選
択
を
実
施
し
、
そ
れ
を
適
用
す
る
よ
う
な
機
関
が
今
は
存
在
し
な
い
。
法
廷
は
そ
う
い
う

こ
と
を
し
た
が
ら
な
い
し
、
立
法
は
軽
薄
き
わ
ま
り
な
く
て
き
ち
ん
と
し
た
価
値
観
の
議
論
が
で
き
る
場
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

各
種
行
政
機
関
は
汚
職
と
腐
敗
の
温
床
と
思
わ
れ
て
い
て
、
誰
に
も
ま
っ
た
く
信
用
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
誰
も
何
も
し
な
い
だ
ろ
う
。

で
も
、
な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
価
値
観
を
き
ち
ん
と
政
策
に
反
映
さ
せ
、
議
論
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
再
び
確
立
し
な
き
ゃ
い

け
な
い
。
そ
の
過
程
で
、
民
主
主
義
に
お
け
る
社
会
的
な
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
再
生
さ
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
！

こ
の
最
後
の
部
分
で
、
レ
ッ
シ
グ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
問
題
を
離
れ
て
、
も
っ
と
広
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は

こ
こ
で
は
、
今
ま
で
不
明
確
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
あ
ら
わ
に
す
る
一
つ
の
き
っ
か
け
で
し
か
な
い
。
現
状
の
民
主
主
義
的
プ
ロ
セ
ス

に
は
、
ネ
ッ
ト
と
は
関
係
な
し
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
解
決
し
よ
う
か
。
本
来
あ
る
べ
き
、
市
民
の
議
論
を
通
じ
た
意
思
決
定
を
ど

う
実
現
し
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
ッ
シ
グ
に
も
決
定
的
な
答
え
は
な
い
。
で
も
か
れ
は
、
そ
れ
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
危
機
感

と
確
信
を
持
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
課
題
を
突
き
つ
け
て
く
る
。

　正
直
言
っ
て
、
こ
こ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
暗
い
部
分
だ
。
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
こ
う
し
た
選
択
が
行
な
わ
れ
な
い
と

す
れ
ば
、
日
本
で
は
誰
が
そ
れ
を
や
る
？

著
作
権
の
管
理
を
不
完
全
に
し
ろ
と
義
務
づ
け
る
よ
う
な
立
場
を
、
誰
が
と
っ
て
く
れ
る
だ
ろ

う
か
。
ぼ
く
に
は
ま
っ
た
く
思
い
つ
か
な
い
。
行
政
も
、
司
法
も
、
ぼ
く
に
は
産
業
界
の
片
棒
を
か
つ
い
で
著
作
権
強
化
に
ば
か
り
血
道
を

上
げ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。
ウ
ェ
ブ
で
リ
ン
ク
を
張
る
こ
と
が
違
法
で
、
さ
ら
に
情
報
の
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス
の
恩
恵
を
被
る
は
ず
の

新
聞
が
、
そ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
よ
う
な
日
本
の
現
状
で
、
い
っ
た
い
何
が
期
待
で
き
る
の
か
？

や
っ
と
最
近
に
な
っ
て
、
本
書
に

490



訳者あとがき

近
い
問
題
意
識
を
持
っ
た
、
実
効
性
の
あ
る
各
種
の
活
動
が
出
現
し
て
き
た
の
は
心
強
い
。
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
少
数
派
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
国

会
で
の
憲
法
的
な
議
論
が
浅
い
、
と
レ
ッ
シ
グ
は
言
う
。
そ
れ
を
言
っ
た
ら
日
本
の
国
会
な
ん
て
、
そ
も
そ
も
ま
と
も
な
議
論
っ
て
も
の
が

存
在
し
な
い
、
た
だ
の
サ
ル
芝
居
じ
ゃ
な
い
か
。

で
も
そ
の
絶
望
の
一
方
で
、
こ
の
部
分
は
と
て
も
感
動
的
な
部
分
で
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
、
民
主
主
義
的
伝
統
の
強
さ
を
見
せ
つ
け
る

部
分
で
も
あ
る
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
ず
れ
日
本
人
も
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
だ
。

本
書
の
意
義
（
個
人
的
に
）

本
書
の
意
義
、
本
書
の
中
身
の
と
ん
で
も
な
さ
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
明
ら
か
な
は
ず
だ
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
ぜ
ん
ぜ
ん
考
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
見
事
に
整
理
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
結
論
も
、
論
理
的
な
が
ら
一
般
の
常
識
か

ら
は
か
な
り
か
け
離
れ
て
い
る
。
か
れ
が
本
当
に
正
し
い
か
？

ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
（
ぼ
く
は
な
い
と
思
う
）？

そ
れ
は
読
者
の
み

な
さ
ん
が
、
自
分
で
判
断
を
く
だ
し
て
ほ
し
い
。

ぼ
く
が
本
書
で
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
今
後
は
意
図
的
に
不
完
全
性
を
各
種
シ
ス
テ
ム
に
導
入
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
部
分
だ
っ

た
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
何
か
と
い
え
ば
「
他
人
に
不
快
感
を
与
え
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」
と
い
う
程
度
の
感
情
論
（
い
や
、
こ
れ
は
た

だ
の
バ
カ
な
感
情
論
だ
）
が
横
行
し
て
い
る
。
で
も
本
書
は
、
不
快
感
を
与
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
何
か
を
否
定
す
る
議
論
に
は
な
ら
な

い
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
道
端
に
乞
食
や
ホ
ー
ム
レ
ス
が
い
る
の
を
見
る
の
は
不
快
だ
、
と
い
う
人
は
た
く
さ
ん
い
る
。
い
や
、
否
定

し
な
く
て
い
い
。
そ
う
思
っ
て
い
る
人
間
は
た
く
さ
ん
い
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
も
含
め
。
途
上
国
に
い
っ
て
、
乞
食
が
手
を
差
し
の
べ

て
き
た
と
き
に
、
多
く
の
人
は
露
骨
に
嫌
悪
感
を
感
じ
て
い
て
、
目
を
そ
む
け
る
ど
こ
ろ
か
、
乞
食
が
あ
た
か
も
そ
こ
に
い
な
い
か
の
よ
う

な
ふ
り
を
す
る
。
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で
も
、
ぼ
く
た
ち
は
そ
れ
を
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
い
や
で
も
。
世
の
中
に
、
そ
う
い
う
不
快
な
現
実
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
き
ゃ
い

け
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
不
快
だ
と
思
う
な
ら
、
そ
れ
を
な
く
す
た
め
に
何
か
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
不
快
な
、
見
た
く
な
い
も
の
を
見

て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
自
体
価
値
が
あ
る
。
人
が
思
い
の
ま
ま
に
、
好
き
な
も
の
だ
け
見
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
！

ぼ
く
は
、
こ
う
い
う
考
え
を
議
論
と
し
て
展
開
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
人
の
嗜
好
に
す
べ
て
を
任
せ
て
は
い
け
な

い
、
と
は
思
っ
て
い
た
。
に
ん
じ
ん
や
ほ
う
れ
ん
そ
う
を
嫌
い
だ
と
い
う
ガ
キ
の
趣
味
に
迎
合
す
る
よ
り
、
い
や
と
言
っ
て
も
無
理
に
で
も

に
ん
じ
ん
を
食
わ
せ
る
の
が
正
し
い
こ
と
だ
し
価
値
が
あ
る
こ
と
だ
と
は
思
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
人
に
好
き
な
こ
と
だ
け
を
体
験
さ

せ
る
こ
と
が
正
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
だ
か
ら
ネ
ッ
ト
上
の
「
不
快
感
を
与
え
る
」
を
錦
の
御
旗
に
し
て
い
る
連
中
は
バ
カ
に

し
て
い
た
。
で
も
、
そ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
議
論
が
あ
り
得
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
価
値
議
論
と
し
て
こ
う
い
う
形
で
提
示
で

き
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　そ
し
て
最
後
の
部
分
で
、
本
書
が
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
の
は
、

民
主
主
義
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
お
け
る
意
思
決
定
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
専
門
家
や
官

僚
が
勝
手
に
決
め
る
話
じ
ゃ
な
い
。
ふ
つ
う
の
人
が
責
任
を
も
っ
て
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
い
た
意
思
決
定
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
、
と

レ
ッ
シ
グ
は
論
じ
る
。
こ
の
レ
ッ
シ
グ
の
議
論
に
は
心
動
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

日
本
で
も
世
界
で
も
専
門
家
が
素
人
を
バ
カ
に
す
る
構
図
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
素
人
が
何
か
を
言
う
に
つ
け
て
「
お
ま
え
は
あ
れ
を
知
ら

な
い
」「
こ
れ
を
知
ら
な
い
」「
憲
法
は
政
府
に
し
か
適
用
で
き
な
い
の
も
知
ら
な
い
の
か
」。
で
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
人
は
、
価
値
観
上
の

選
択
を
行
な
え
ば
い
い
。
専
門
家
は
そ
こ
で
素
人
を
脅
か
す
の
が
仕
事
じ
ゃ
な
い
は
ず
だ
。
一
般
人
が
選
択
を
行
な
う
の
を
手
伝
い
、
そ
し

て
そ
こ
で
の
選
択
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
苦
労
す
る
の
が
専
門
家
の
役
割
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
本
書
は
主
張
す
る
。

そ
の
通
り
だ
。
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で
も
そ
の
一
方
で
、
本
書
の
主
張
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
選
択
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
ぼ
く
た
ち
は
人
に
、
い
や
な

こ
と
を
積
極
的
に
引
き
受
け
ろ
と
説
得
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
分
で
も
そ
れ
を
引
き
受
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
不
完
全
さ
に

価
値
が
あ
る
―
―
そ
こ
に
価
値
が
あ
っ
て
、
著
作
権
が
完
全
に
管
理
し
き
れ
な
い
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
か
、
人
が
見
た
く
な
い
も
の
で
も

見
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
に

な
る
。

た
ぶ
ん
そ
れ
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
で
も
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
は
や
ん
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
だ
。
ど
う
し
よ
う
か
。
ぼ
く
に
も
ま
っ
た
く

見
当
は
つ
か
な
い
け
れ
ど
、
ま
ず
は
た
ぶ
ん
本
書
の
よ
う
な
本
が
も
っ
と
読
ま
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
今
、
ぼ
く
た
ち
に
は
何
か
選
択
が

迫
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
中
で
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
点
く
ら
い
は
、
み
ん
な
に
納
得
し

て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
意
思
決
定
の
多
く
は
官
僚
に
任
さ
れ
て
き
た
。
で
も
今
、
み
ん
な
官
僚
を

信
用
し
て
い
な
い
（
そ
の
く
せ
こ
う
し
た
批
判
者
た
ち
は
、
官
僚
を
い
じ
め
ろ
以
上
の
案
を
何
一
つ
出
せ
な
い
で
い
る
）。
な
ら
ば
、
自
分
た

ち
で
意
思
決
定
を
し
て
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
政
策
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
仕
組
み
を
創
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

　そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
で
き
る
新
し
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
間
に
合
う
だ
ろ
う
か
？

わ
か
ら
な
い
。
本
書
が
も
う
一
つ
提
示
し
て

い
る
、
今
後
台
頭
し
て
き
て
世
界
を
大
き
く
変
え
る
は
ず
の
「
世
界
市
民
」
と
し
て
の
意
識
に
、
そ
れ
は
ど
う
関
わ
る
だ
ろ
う
か
。
逆
に
そ
の

意
識
が
日
本
で
の
意
思
決
定
に
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
か
―
―
そ
れ
は
二
一
世
紀
の
ぼ
く
た
ち
の
あ
り
方
に
も
関
係
す
る
、
大
き
な
問
題
だ
。

本
書
か
ら
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
一
端
で
も
読
み
と
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
訳
者
と
し
て
は
本
望
だ
。
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レ
ッ
シ
グ
そ
の
後

本
書
の
初
版
執
筆
後
の
著
者
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ご
存
じ
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。『
コ
モ
ン
ズ
』『Free

C
ulture

』（
い
ず
れ
も

拙
訳
、
翔
泳
社
刊
）
で
、
か
れ
は
も
っ
ぱ
ら
著
作
権
や
知
的
財
産
権
の
問
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
並
行
し
て
ア
メ
リ
カ
の
著

作
権
延
長
の
違
憲
訴
訟
で
、
原
告
の
弁
護
を
務
め
る
。
ま
っ
た
く
予
想
外
に
も
最
高
裁
ま
で
行
っ
た
こ
の
訴
訟
だ
が
、
残
念
な
が
ら
敗
訴
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
苦
い
経
験
か
ら
、
本
書
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
私
法
を
通
じ
た
知
的
財
産
の
解
放
を
目
指
す
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
の
創
設
と
普
及
に
力
を
注
い
で
い
る
。

こ
う
し
た
活
動
は
、
本
書
『
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
』
で
の
主
張
か
ら
自
然
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
本
書
の
実
践
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
の
理
論
的
な
広
が
り
と
し
て
は
、
本
書
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
一
部
の
詳
細
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
。『
コ

モ
ン
ズ
』『Free

C
ulture

』
に
し
て
も
、
主
張
そ
の
も
の
は
本
書
の
延
長
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
そ
ろ
そ
ろ
本
書
の
次
の
段
階
を
打
ち
出

し
て
ほ
し
い
な
と
思
わ
な
く
も
な
い
。
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
２
も
、
全
体
に
緻
密
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
よ
い
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
と
は

思
う
。
だ
が
新
し
い
論
点
は
加
え
な
い
と
い
う
方
針
に
は
多
少
物
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
た
の
も
事
実
。
あ
の
初
版
の
衝
撃
よ
再
び
、
と
思

う
の
は
な
い
も
の
ね
だ
り
だ
ろ
う
か
。

初
版
刊
行
と
前
後
し
て
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
移
っ
た
レ
ッ
シ
グ
は
、
そ
の
後
短
期
間
の
日
本
滞
在
を
経
て
、
こ
こ
二
年
ほ
ど
ベ
ル
リ

ン
に
滞
在
し
て
い
る
。
新
し
い
環
境
で
得
ら
れ
た
知
見
が
、
理
論
的
に
も
新
し
い
方
向
性
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
さ
ら

な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。
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謝
辞
な
ど

本
書
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
数
人
の
方
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
著
者
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
教
授
は
、
原
文
の
フ
ァ
イ
ル
を
提
供
し

て
く
れ
る
と
と
も
に
、
訳
者
の
質
問
に
も
快
く
答
え
て
く
れ
た
。
あ
り
が
と
う
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できる尺度を使って、それを共通尺度で測れるかのように扱うのは不合理なのである。たとえば、学問コ
ミュニティで、よき同僚たろうとしている人が、論文草稿に対してコメントをあげるかわりにお金を渡し
たとしたら、それは不合理な行動だ。社会的規範の背景のもとでは、コメントによって示される敬意は、
どんなにお金を積んでも再現できない。この代替をやろうとするだけで、その人物が同僚を、その関係
にとって適切な形では評価していないということを伝えることになる」Dan M. Kahan, “Punishment

In commensurability,” Buffalo Criminal Law Review 1 (1998): 691, 695.

8. Robert Cooter を筆頭に、多くの学者たちは、規範はほかの制約とはちがった形で「内部化」されてい
るから特別だ、と論じる。Robert D. Cooter, “Decentralized Law for a Complex Economy: The

Structural Approach to Adjudicating the New Law Merchant,” University of Pennsylvania

Law Review 144 (1996): 1643, 1662; Robert D. Cooter, “The Theory of Market Modernization

of Law,” International Review of Law and Economics 16 (1996): 141, 153 参照。内部化という
ので、Cooter は単に、子どもと火の場合と同じ主観化を表しているだけだ。制約は客観的な「事前」制
約から、主観的「事後」制約条件になる。規範はその人物の一部となり、このためその人物は行動する前
に抵抗を感じるようになり、その抵抗が行動する前にその人物をコントロールする。いったん内部化さ
れてしまえば、規範は強制しなくても力を持つ。力は、いわばその人物の内部に移行して、その主観的視
点の中にとどまり続ける。わたしの見解では、われわれは各制約が同じ形で機能していると考えるべき
だ。われわれは主観的に、それぞれの制約について、内部化プロセスによって対応するようになる。確か
に、一部の内部化インセンティブは、ほかより強いかもしれない。でもそれはただの程度問題だ。

9. Dan M. Kahan, “Ignorance of Law Is an Excuse―But Only for the Virtuous,“ Michigan Law

Review 96 (1997): 127 と比較しよう。

10.たとえば Schuster et al., Preserving the Built Heritage; Peter Katz, The New Urbanism: Toward

an Architecture of Community (New York : McGraw-Hill, 1994) ; Duany and Plater-Zyberk,

Towns and Town-Making Principles を参照。

11. Michael Sorkin, Local Code: The Constitution of a City at 42° N Latitude (New York:

Princeton Architectural Press,1993), 11, 127.
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17 chapter 5 を改訂して著作権侵害についての損害を増加）; Satellite Home Viewer Improvement

Act of 1999 (P.L. 106–113), 施行 November 29, 1999.（Title 17 の chapters 12 と 13 を改訂）;

Copyright Amendments and Amendments to the Vessel Hull Design Protection Act (P.L. 106–

44), enacted August 5, 1999.（Title 17 の細かい修正）; Vessel Hull Design Protection Act (P.L.

105–304, Title V of the Digital Millennium Copyright Act), 施行 October 28, 1998.（船舶ハルの
デザイン保護を導入）; Computer Maintenance Competition Assurance Act (P.L. 105–304, Title

III of the Digital Millennium Copyright Act), 施行 October 28, 1998. （Title17 の §117 を改
訂）; Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (P.L. 105–304, Title III of the

Digital Millennium Copyright Act), 施行 October 28, 1998.（Title 17 に §512 を追加）; WIPO

Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998 (P.L. 105–

304, Title I of the Digital Millennium Copyright Act), 施行 October 28, 1998.（Title 17 に新
たな chapter 12 を追加、著作権保護システムの迂回を禁じ、著作権管理情報の保護を提供）; Digital

Millennium Copyright Act (P.L. 105–304), 施行 October 28, 1998; Fairness in Music Licensing

Act of 1998 (P.L. 105–298), 施行 October 27, 1998.（§110 を改訂して §513 を追加し飲食店に
おける音楽ライセンス除外を導入）; Sonny Bono Copyright Term Extension Act (P.L. 105–298,

Title I), 施行 October 27, 1998.（ほとんどの作品の著作権保護を著作者生涯プラス 70 年に延長）; No

Electronic Theft (NET) Act (P.L. 105–147), 施行 December 16, 1997; Copyright Amendments

and Amendments to Semiconductor Chip Protection act of 1984 (P.L. 105–80), 施行 November

13, 1997.（Title 17 の一部規定に技術的な改訂を導入）; Legislative Branch Appropriations Act

(P.L. 104–197), 施行 September 16, 1996.（§121 の新しい版を追加し、盲人や障害者向けの特殊形
式の自作品に関する著作権除外に制限を設ける）; Anticounterfeiting Consumer Protection Act of

1996 (P.L. 104–153), 施行 July 2, 1996.（Title 17の §603 および Title18の §2318 を改訂）; Digital

Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 (104–39), 施行 November 1, 1995.（Title

17 の §§114 と 115 を改訂）。

補遺

1. Lessig, “The New Chicago School,” 661.

2. H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2d ed. (New York: Oxford University Press, 1994), 6–13,

27–33 参照。

3.たとえばイリノイ州の法律はこう定めている:「毎年一月の第三月曜日は、州全体で遵守されるべき祝日
で、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア博士の誕生日として知られるものとする。毎年、マーチン・
ルーサー・キング・ジュニア博士の誕生日の一〇日前に、州知事は祝日を宣言し、マーチン・ルーサー・
キング・ジュニア博士とかれの国への貢献の思い出のために執行される公式行事を発表するものとする」
5 Illinois Comprehensive Statutes Annotated 490/65 (West 1998).

4. Robert Cooter, “Expressive Law and Economics,” Journal of Legal Studies 27 (1998): 585

参照。

5. Paul N. Bracken, The Command and Control of Nuclear Forces (New Haven, Conn.: Yale

University Press,1983), 179–237; Christopher Chant and Ian Hogg, The Nuclear War File

(London:Ebury Press, 1983), 68–115 と比較しよう。

6.一方では、軍はシステムの発射能力の部分に技術的なブレーキを入れて、発射の意思決定が絶対に簡単
になりすぎないようにしている。また Daniel Ford, The Button: The Nuclear Trigger―Does It

Work? (London: Allen & Unwin, 1985), 118–21 参照。

7.「社会的意味と、共通尺度の適用不可能性という現象は、合理的な選択（個人的、集合的を問わず）の制約
となる。一般化すると、財がその人の目的や狙いにとって持つ意味の次元を消し去るような形で定量化
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第一八章

1. Declan McCullagh の投稿, “Reporters Without Borders calls for regulation of U.S. Internet

companies,” リンク#116.

2. Ronald Coase, “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics (October 1960).

3. “Study: Spam Costs Businesses $13 Billion,” CNN.COM, January 5, 2003, リンク#117.

4. Felix Oberholzer and Koleman Strumpf, “The Effect of File Sharing on Record Sales: An

Empirical Analysis” 3 (Working Paper 2004).

5. David Blackburn, “On-line Piracy and Recorded Music Sales” (Harvard University, Job Market

Paper, 2004.

6. Recording Industry Association of America Home Page, “Issues–Anti-Piracy: Old as the Bar-

bary Coast, New as the Internet,” リンク#118.

7. David Blackburn, “On-line Piracy and Recorded Music Sales” (Harvard University, Job Market

Paper, 2004), リンク#119.

8. Family Entertainment and Copyright Act of 2005 (P.L. 109–9), 署名 April 27, 2005. ( §2319B
を Title 17 追加、映画館での映画その他 Title17 で保護された音声映像作品の無許可複製を懲役犯罪に
する); Intellectual Property Protection and Courts Amendment Act of 2004 (P.L. 108–482), 署
名 December 23, 2004. (Trademark Act of 1946 を改訂して意図的にドメイン名登録当局に対して犯
罪目的やオンラインでの著作権商標侵害を行なうためのインターネットと関連して虚偽の情報を提供し
た個人に対する刑事・民事上の処罰を強化); Satellite Home Viewer Extension and Reauthorization

Act of 2004 (Consolidated Appropriations Act, 2005, P.L. 108–447 に包摂)、署名 December 8,

2004. (衛星放送キャリアが無線テレビ放送局を購読者に対して再放送する強制ライセンス期間を 5 年延
長し、既存のCopyright Act119条に対して多くの改訂を行なったことに加え、SHVERA はCopyright

Office に対して二つの調査を行ないその結果を下院司法委員会および上院司法委員会に報告することを
指示した。片方の調査は 2005年 12月 31日を期限として 119条免許の一部を選んで検討し、衛星放送で
放送される番組の著作権保持者にとって 119 条や 122 条がどんな影響を持っていたかを調べるというも
のである); Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (P.L. 108–446), 署
名 December 3, 2004. (Title 17 の §121 を改訂し、National Instructional Materials Accessibility

Center (“NIMAS”) を設立して、一部の材料――たとえば展示、盲人用の音声やデジタルテキスト――
のフリーなアクセスを NIMAS を通じて確保する）; Copyright Royalty and Distribution Reform

Act of 2004 (P.L. 108–419), 署名 November 30, 2004.（Copyright Act を改訂して、Copyright

Royalty Tribunal Reform Act of 1993 のもとで設けられた Copyright Office 著作権調整ロイヤル
ティパネル方式を、著作権ロイヤルティ判事三人による強制ライセンスロイヤルティ率の調整の監督お
よび著作権ロイヤルティの配布監督を行う方式で置き換える); Small Webcaster Settlement Act of

2002 (P.L. 107–321), 施行 December 4, 2002.（Copyright Act を改訂して電子デジタル技術経由
で送信された録音についての実績ロイヤルティ権を確立）; Technology, Education, and Copyright

Harmonization Act of 2002 (P.L. 107–273, Subtitle C of the 21st Century Department of Justice

Appropriations Authorization Act), 施行 November 2, 2002.（遠隔地教育目的での著作権作品利用
に関する条項を導入）; Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act

of 2002 (P.L. 107–273, Subtitle B of the 21st Century Department of Justice Appropriations

Authorization Act), 施行 November 2, 2002.（Title 17 および IP and Communications Omnibus

Reform Act of 1999, またの名を Satellite Home Viewer Improvement Act of 1999 にいくつか細
かい修正）; Work Made for Hire and Copyright Corrections Act of 2000（P.L. 106– 379), 施行
October 27, 2000. (Title 17 での his 向け作品に関する定義を改訂）; Digital Theft Deterrence and

Copyright Damages Improvement Act of 1999 (P.L. 106–160), 施行 December 9, 1999.（Title
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第一七章

1. Deborah Hellmanは “The Importance of Appearing Principled” (Arizona Law Review 37[1995]:

1107) で、一見してわかる政治的理由で法廷が判例を覆すときに生じる、信用低下のコストを説明して
いる。

2. Guido Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes (Cambridge, Mass.: Harvard Univer-

sity Press, 1982), 16–32 ; Guido Calabresi, “The Supreme Court, 1990 Term ― Foreword: An-

tidiscrimination and Constitutional Accountability (What the Bork-Brennan Debate Ignores),”

Harvard Law Review 105 (1991):80, 83, 103–7, 119–20.

3.あるいは、そうする間際までくる。Richard A. Posner, The Problems of Jurisprudence (Cam-

bridge, Mass.: Harvard University Press,1990), 300–301 参照。

4.この論点を示してくれた Viktor Mayer-Schonberger に感謝する。Hal Abelson は、コンポーネント
自体がオープンでないにしても確認できるものになっている必要があると指摘。さもないと、コンポー
ネントがトロイの木馬として機能する可能性がある――つまり、あるもののふりをしつつ、実は別のも
の、という可能性だ。

5. Mark A. Lemley and David W. O’Brien, “Encouraging Software Reuse,” Stanford Law Re-

view 49 (1997): 255 を参照。また、たとえば James Boyle, “A Politics of Intellectual Property:

Environmentalism for the Net,” リンク#113 を参照。

6.著作権法がソフトウェア開発にもたらしたダメージについての見事な記述としては Mark Haynes,

“Black Holes of Innovation in the Software Arts,” Berkeley Technology Law Journal 14 (1999):

503 参照。また David McGowan, “Legal Implications of Open Source Software,” Illinois Uni-

versity Law Review 241 (2001) も参照。

7. Kennedy, Profiles in Courage, 71.

8. Nicholas Negroponte, Being Digital, 238, 邦訳ネグロポンテ『ビーイング・デジタル――ビットの時
代 新装版』（福岡洋一訳、アスキー、2001）。

9. Center for Responsive Politics, “’04 Elections Expected to Cost Nearly $4 Billion,” October

21, 2004, リンク#114.

10. Chris Edwards, “Bush’s Overspending Problem,” CATO Institute, February 6, 2003, リンク
#115.

11.たとえば James S. Fishkin, The Voice of the People (New Haven, Conn.: Yale University Press,

1995) 参照。サイバー空間がこの一般的プロジェクトをどのように推進できるかを探求した優れた研究
としては Beth Simone Noveck, “Designing Deliberative Democracy in Cyberspace: The Role of

the Cyber-Lawyer,” Boston University Journal of Science and Technology Law 9 (2003): 1

を参照。

12. Dean Henry H. Perritt Jr. は民主主義の重要な理想を引きつつ、インターネットの文脈で「自律」とい
うのがどんなものかについて、よく展開された議論を提供している。 “Cyberspace Self-government:

Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism?’’ Berkeley Technology Law Journal 12

(1997): 413 参照。かれの表現では、自治の可能性は、重要な点でネットのアーキテクチャ上の特徴に
依存している――そして実際にはそれは、すべてが民主主義を支持するような形で発展しているわけでは
ない。「押しボタン式政治」と民主主義のツールを論じた Shapiro (The Control Revolution, 150–57,

217–30) も参照。

13. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol. 1 (New York: Vintage,1990), 284-85.
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しく記述している。

13. Robert H. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself (New York: Basic

Books, 1978), 83.

14.たとえば Felix Frankfurter, The Commerce Clause Under Marshall, Taney, and Waite (Chapel

Hill: University of North Carolina Press,1937): 82 参照。

15. contested ground と political judgment との関係は、ここでの記述から読み取れるよりもややこしい。
これについては Lawrence Lessig, “Fidelity and Constraint,” Fordham Law Review 65 (1997):

1365 でもっと詳しく論じている。

16. ACLU v Reno, 929 FSupp 824 (EDPa 1996); Shea v Reno, 930 FSupp 916 (SDNY 1996).

17.拙稿 Lessig, “Fidelity and Constraint” でもこれを論じている。

18.大恐慌の危機の間、法廷が議会に従ったのはよい考えだったという議論は十分にできる。たとえば Sun-

stein, Democracy and the Problem of Free Speech, 39 参照。

19.反対の立場について最も明瞭な記述としては Charles Fried, “Book Review: Perfect Freedom or

Perfect Control?’’ Harvard Law Review 114 (2000): 606 を参照。

20. Fischer (Albion’s Seed) は、アメリカの都市計画がヨーロッパの習慣にどう従っているかを示している。

21. David P. Currie, The Constitution of the Federal Republic of Germany (Chicago: University

of Chicago Press,1994), 182–87. また Dawn C. Nunziato, “The Death of the Public Forum in

Cyberspace,” Berkeley Technology Law Journal 20 (2005): 1115, 1170 n.2（反希釈法について
の修正第一条レビューを記述）。

22. Charles Fried, “Book Review: Perfect Freedom or Perfect Control?” Harvard Law Review 114

(2000): 606。

23. Paul Schiff Berman, “Cyberspace and the State Action Debate: The Cultural Value of Applying

Constitutional Norms to ‘Private’ Regulation,” University of Colorado Law Review 71 (2000):

1263, 1269.

24. A. Michael Froomkin, “The Collision of Trademarks, Domain Names, and Due Process in

Cyberspace,” Communications of the ACM 44 (2001): 91. また Jonathan Weinberg, “ICANN

and the Problem of Legitimacy,” Duke Law Journal 50 (2000): 187 も参照。

25. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, リンク #107.

26. Payne v Tennessee, 501 US 808, 844 (1991)（Thurgood Marshall 判事の異議）。

27. Wikipedia, “Duke Cunningham,” リンク #108 を参照。

28.最高裁判事の平均任期は 15 年だ。リンク #109 を参照。109 次議会における上院議員の平均任期は
12.1 年で、下院は 9.3 年だった。リンク#108 参照。選挙活動支出の数字はリンク#110 より計算。

29. Ernest F. Hollings, “Stop the Money Chase,” Washington Post, Page B07, Feb. 19, 2006, リ
ンク #112.

30. Peter Francia and Paul Herrnson, “The Impact of Public Finance Laws on Fundraising in State

Legislative Elections,” 31 American Politics Research 5 (September 2003) は Hollings の挙げ
た数字を裏づけている。
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2006, Section 6, p. 64 を参照。

38. Wikipedia, “List of Words Censored by Search Engines in Mainland China,” リンク #106 を
参照。

第一六章

1. Missouri v Holland, 252 US 416, 433 (1920).

2.たとえば Jack N. Rakove, Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Con-

stitution (New York: Alfred A. Knopf, 1996), 289–90 参照。また人権条項のこうした理解の別の
例としては Akhil Reed Amar, “The Bill of Rights as a Constitution” (Yale Law Journal 100

[1991]: 1131) も参照。

3.これは別に、南北戦争での改正で表明された平等の側面が、憲法の過去にも表現されていたことを否定
するものではない。奴隷制廃止論者たちはもちろん、独立宣言の平等の主張をきわめて重視した。たと
えば Trisha Olson, “The Natural Law Foundation of the Privileges or Immunities Clause of the

Fourteenth Amendment,” Arkansas Law Review 48 (1995): 347, 364 参照。でも修正も変換機能
を担うことがある。それが単に過去の一部を想起してそれを再確立するものであっても――たとえば第
二次世界大戦後のドイツの例がそうだ。

4. Plessy v Ferguson, 163 US 537 (1896) 参照。

5. A. Leon Higginbotham Jr., “Racism in American and South African Courts: Similarities and

Differences,” New York University Law Review 65 (1990): 479, 495–96 参照。

6.これらの法律は、負債の返済として強制労働を認めた。Bailey v Alabama, 219 US 219 (1911) （憲
法修正第一三条の下での驚くべき奴隷労働法）参照。

7. Brown v Board of Education, 347 US 483 (1954).

8.たとえば Dennis 対アメリカ合州国, 341 US 494 (1951)（共産党の一部活動を禁止するスミス法の下
での有罪判決を支持）参照。

9. Korematsu 対アメリカ合州国, 323 US 214 (1944) 参照。

10.たとえば John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review (Cambridge,

Mass.: Harvard University Press, 1980) 参照。

11.アメリカ司法システムの安全性について、わたしはここで過大な評価をしている。最近起こった、地区判
事 Harold Baer をめぐる一件は、相変わらず安全ではないことを示している。特に、対ドラッグ戦争の
文脈では。Baer は、捜索の結果麻薬八〇ポンドが発見されたのを証拠として採用せずに、刑事被告人を
釈放。 Don Van Natta Jr., “Judge’s Drug Ruling Likely to Stand,” New York Times, January

28, 1996, 27. この決定は、大統領候補ボブ・ドールによって攻撃された。ドールは、Baer の罷免を呼び
かける。 Katharine Q. Seelye, “A Get Tough Message at California’s Death Row,” New York

Times, March 24, 1996, 29. するとクリントン大統領が尻馬に乗って、もし Baer が判決を覆さなけ
れば辞職を求めるかもしれないと示唆。Alison Mitchell, “Clinton Pressing Judge to Relent,” New

York Times, March 22, 1996, 1. すると Baerは本当に判決を覆した。 Don Van Natta Jr., “Under

Pressure, Federal Judge Reverses Decision in Drug Case,” New York Times, April 2, 1996, 1.

すると 第二控訴裁判所の Jon Newman 主任判事が、他の判事二人とともにドールによる Baer 批判を
「やりすぎ」と批判。Don Van Natta Jr., “Judges Defend a Colleague from Attacks,” New York

Times, March 29, 1996, B1.

12. Lessig, “Translating Federalism” で、わたしは法廷がその役割をどう根拠づけるかについてもっと詳
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Cyberanarchy,” University of Chicago Law Review 65 (1998): 1199; Jack L. Goldsmith, “The

Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty,” Indiana Journal of Global

Legal Studies 5 (1998): 475; また David Johnston, Sunny Handa, and Charles Morgan, Cyber-

law: What You Need to Know About Doing Business Online (Toronto: Stoddart, 1997), ch.
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第一〇章

1. Harold Smith Reeves, “Property in Cyberspace,” University of Chicago Law Review 63 (1996):

761.

2.最終的には、これはかれの結論にはならなかった。かわりにかれは、サイバー空間においては境界が尊重
されなくてよいと論じるかわりに、サイバー空間の非伝統的な性質のために、境界も非伝統的な文脈に
依存した形で決定されなくてはならない、と結論した。この結論は、法がサイバー空間の環境と、その空
間内でやりとりを行なう人々の利害の両方を理解することを必要とする、とリーブスは主張する。

3. Yochai Benkler, “Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure

of the Public Domain,” New York University Law Review 74 (1999):354 と比較しよう。

4. Maureen O’Rourke は、サイバー空間が提供できるような技術的な柵の考え方を拡張して、たとえば
ウェブサイトなどがほかのサイトからのリンクをブロックしたりコントロールしたりできるような技法
を説明している。“Fencing Cyberspace: Drawing Borders in a Virtual World,” Minnesota Law

Review 82 (1998): 610, 645–47 を参照。たとえば Thrifty-Tel, Inc. v. Bezenek, 46 Cal. App.

4th 1559 (Cal. Ct. App. 1996) (被告の子どもが原告の機密コードをハッキングして長距離電話を
かけたことによる動産への侵入の主張); Intel v. Hamidi, 30 Cal. 4th 1342 (Cal. 2003) (インテ
ル従業員一覧を使って従業員にメールを送ったことによる元従業員 Hamidi に対する動産への侵入の主
張); eBay v. Bidder’s Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (D. Cal. 2000) (eBay はインターネット上の
オークションまとめサイトが、eBay の承認なしに自動クエリー機能を使ったのを差し止めようとした）；
Register.com v. Verio, 356 F. 3d 393 (2d. Cir. 2004) (Register.com は Verio が Register.com

ウェブサイトで提供されている一覧掲載企業に勧誘をかけるのに同社の商標やオンラインデータベース
を使うのを差し止め請求）; America Online, Inc. v. IMS, 1998 U.S. Dist. LEXIS 20645 (D.

Va. 1998) (America Online は IMS が大量の未承認メール広告を会員に送っており、これが Lanham

Act, 15 U.S.C.S 1125 違反だと主張）などを参照。

5.たとえば Stephen Breyer, “The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in Books,

Photocopies,and Computer Programs,” Harvard Law Review 84 (1970): 281 を参照。

6.こうした別個の規制形態――著作権、特許、商標――をまとめて「知的財産」と呼んでいいのかという点
については激論が展開されている。わたしはこの問題についていずれの立場もとったことがあるが、現
在ではこうしたちがった法形態をまとめて「知的財産」と呼ばないと害があると思っている。もちろん分
野はちがっているが、ひとくくりにしても混乱を生じさせるとは限らない（子猫と虎を同じ「ネコ」と呼
んだところでこれらの差がわかりにくくはならない）。もっと重要な点として、同じ名前で呼ばないと、
これらのちがった財産形態の扱われ方に存在する食い違いを指摘する機会を失ってしまう。たとえば特
許と商標はかなりの形式手続きがシステムに組み込まれていたほうが役に立つ。こうした手続きが「著
作権」には存在しないことに気がつくと、なぜある「知的財産」では手続きがいるのに著作権だけちがう
のか、という疑問が生じる。

7. Paul Goldstein, Copyright’s Highway: The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the

Celestial Jukebox (Stanford：Stanford University Press, 2003) 64, 103：「当時わたしは、これら
がすべてテレビや映画やビデオなど著作権に影響されるあらゆる物に影響を及ぼすだろうとは気がつか
なかったし、われわれが動きをかけたときには、著作権のことなんかまったく思いもついていなかった。
われわれはかなり単純な代物――コピー機――を相手にしていた。いまやそれがやたらに複雑になった」

8. “Intellectual Property and the National Information Infrastructure：The Report of the Work-

ing Group on Intellectual Property Rights,” U.S. Department of Commerce, 1995; 以下「白書」。
George Smirnoff III (“Copyright on the Internet:A Critique of the White Paper’s Recommen-

dation for Updating the Copyright Act and How the Courts Are Already Filling in Its Most

Important Shortcoming, Online Service Provider Liability,” Cleveland State Law Review 44

注 29



17. Lessig, “Fidelity in Translation,” 1214–68; Lawrence Lessig, “Translating Federalism: United

States v Lopez,” Supreme Court Review 1995 (1995): 125,146を参照。通信分野でのテクノロジー
変化が法制度と司法での考え方にどう影響を与えているかについて、もっと高度な分析ならば Monroe

E. Price and John F. Duffy, “Technological Change and Doctrinal Persistence: Telecommuni-

cations Reform in Congress and the Court,” Columbia Law Review 97 (1997): 976 を参照。

18.つまり、たとえば連邦主義を支持する翻訳は右よりの翻訳で、犯罪者の権利を支持する翻訳は、左よりの
翻訳なわけだ。

19. Katz 対アメリカ合州国, 389 US 347, 353 (1967).

20. Laurence H. Tribe, “The Constitution in Cyberspace: Law and Liberty Beyond the Electronic

Frontier,” First Conference on Computers, Freedom, and Privacy, March 26,1991 での演説、
The Humanist (September-October 1991): 15, 20–21 に再録。

21. Katz 対アメリカ合州国, 389 US 347,351 (1967).

22. Katz 以来の憲法修正第四条によるプライバシー保護の歴史が証明するように、Stewart 判事の使った技
法は最終的にはあまり役に立たなかった。財産の概念を結びつけた場合、確かに修正第四条の適用範囲
は狭い。でも少なくとも、財産と同じくらいの適用範囲は持っていた。「財産」というのはプライバシー
問題とは独立した法の実体なので、プライバシーからくる圧力には影響を受けなかった。でも法廷が「合
理的なプライバシーの期待」尺度を採用することで、法廷は後にこうした「合理的期待」を修正第四条の
文脈で規制しても、その文脈の外にはまったく影響を与えないことになった。結果として、プライバシー
保護の範囲はますます狭まることとなった。

23. Lessig, “Translating Federalism,” 206–11 を参照。

24. Tribe, “The Constitution in Cyberspace,” 15.

25. Lawrence Lessig, “Reading the Constitution in Cyberspace,” Emory Law Journal 45 (1996):

869,872 を参照。

26.この例は Maryland v Craig, 497 US 836 (1990) からとっている。

27. Tribe, “The Constitution in Cyberspace,” 15 を参照。

28.「隠れたあいまいさは、記述された文面が明瞭であいまいさのないものであるにもかかわらず、外部的あ
るいは付随的な事実によってその意味合いが不明瞭となる場合に生じる。隠れたあいまいさの通常の事
例としては、ある文面が特定の個人やものを対照としていてそれだけを見ると明瞭に見えるものの、実際
の適用にあたってはその記述が、二つ以上の外部の対象に同じようにあてはまる場合である」; Walter

H. E. Jaeger 編 Williston on Contracts, 3d ed., (Mount Kisco, N.Y.: Baker, Voorhis, 1957),

§627, 898.

29.アメリカ合州国対 Virginia, 518 US 515, 566–67 (1996)（アントニン・スカリア判事が異見）参照。

30.関連した研究は「New Judicial Minimalism（新司法ミニマリズム）」なる旗印の下に展開されている。
Christopher J. Peters and Neal Devins, “Alexander Bickel and the New Judicial Minimalism,”

The Judiciary and American Democracy, Kenneth D. Ward and Cecilia R. Castillo, eds.

(Albany：State University of New York Press, 2005) 所収を参照。

31. Bernard Williams, “The Relations of Philosophy to the Professions and Public Life,” 未発表原
稿を参照。

32.このような問題における司法レビューの強い役割に反対する強力な議論としては Orin Kerr, “The

Fourth Amendment and New Technologies: Constitutional Myths and the Case for Caution,”

Michigan Law Review 102 (March 2004): 801 を参照。

注 28



注

(1994):757; Tracey Maclin, “The Complexity of the Fourth Amendment:A Historical Review,”

Boston University Law Review 77 (1997):925（Amar の議論を批判）を参照。

5. California v Acevedo, 500 US 565, 582 (1991)（Antonin Scalia 判事が同意。令状の要件について
「例外だらけ」と表現）を参照。

6. Bradford P. Wilson, “The Fourth Amendment as More Than a Form of Words: The View from

the Founding,” Eugene W. Hickok Jr. 編 The Bill of Rights: Original Meaning and Current

Understanding (Charlottesville：University Press of Virginia, 1991), 151, 156–57参照。多くの人
が指摘したように、当時はわれわれが理解しているような意味での「警察」は存在しなかった。現在の警察
組織は、一九世紀に作り上げられた。Carol S.Steiker, “Second Thoughts About First Principles,”

Harvard Law Review 107 (1994): 820, 830–34; Stuntz, “The Substantive Origins of Criminal

Procedure” Yale Law Journal 105 (1995) 参照。

7. Amar, “Fourth Amendment First Principles,” 767; Stuntz, “The Substantive Origins of Crim-

inal Procedure,” 400 を参照。

8.この通り、William Stuntz 教授が実に効果的に論じているように、一般に令状の危険性というのは、裁
判官がゆるくなって、それでもその仕事の成果（令状）がその後の裁判の中で、大きく尊重されてしまう
ということだ。“Warrants and Fourth Amendment Remedies,” Virginia Law Review 77 (1991):

881, 893.

9. Stuntz, “The Substantive Origins of Criminal Procedure,” 396–406 を参照。

10.アメリカ合州国対 Virginia, 518 US 515, 566–67 (1996)（Antonin Scalia 判事が異議。「かれらの意
識は閉鎖的だった――いつの時代でもそうだ……それがそもそも議論の余地があるとは思わないがため
に、推測不可能なできごとの場合には」）。

11. Lawrence Lessig, “Fidelity in Translation,” Texas Law Review 71 (1993): 1165,1230 参照。

12. Olmstead 対アメリカ合州国, 277 US 438,470 (1928), 464–65.

13.同上、Pacific Telephone & Telegraph Company (nos.493, 532, 533) の論点整理。

14.同上、473 (Louis Brandeis 判事の異見)。

15.「翻訳」は Brandeis の発明したことばではないけれど、法廷のことばではある。この考え方を一番よく
捉えているのは西バージニア州教育委員会対 Barnette, 319 US 624, 639–40 (1943) における Robert

H. Jackson 判事だ：「さらに権利の侵害が生じている領域で、明らかに能力を持っていないからといっ
て、公的な権威に対して人権条項を適用する義務がなくなるわけではない。確かに、人権条項の壮大なる
一般論は、一八世紀における自由な政府のパターンの一部として発想されたものであり、それを二〇世
紀の問題に対応しようとしている職員に対する具体的な制約に翻訳するという作業は、なかなか自信の
持ちにくい作業ではある。人権条項の原則を生み出した土壌はまた、個人が社会の中心であり、その自由
は単に政府の制約がないだけで実現され、政府は人々の行ないに対し、ほんのわずかなコントロールと
きわめてゆるやかな監督だけしか任せてはいけないという哲学をも生み出した。われわれはこうした権
利を、経済活動に関する限り、自由放任の考え方や不干渉の原則が衰退し、社会の進歩がますます、社会
の統合と、政府のコントロールの拡張と強化を通じて追求されるような土壌に移植しなければならない。
こうした条件の変化は、しばしば信頼性の前例を奪い、己の判断だけで選択する以上のものを与えてよ
こす。しかしわれわれはこうした事柄において、われわれの能力の権威ではなく、われわれの任務の力に
よって行動しなくてはならない。われわれは自由が侵害されているとき、たとえば公共教育という専門
領域における自分の能力の慎ましやかな自己評価のために、この法廷の機能として歴史が認証している
判断を差し止めることはできない」

16. Robert Post, Constitutional Domains: Democracy, Community, Management (Cam-bridge,

Mass.: Harvard University Press, 1995), 60–64 参照。
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（倉骨彰訳、オライリージャパン、2000）に収録。またオンラインでは http://www.oreilly.co.jp/BOOK/

osp/OpenSource Web Version/appen A/appen A.html で読める。

21. “Ports of Linux” (リンク #61) と Linux Online, “Hardware Port Projects” (リンク #62) を参照。

22.厳密には、パブリックドメインにいるわけではない。こうしたオープンソースプロジェクトからのコー
ドは、ライセンスがついている。GNU/Linux は GNU GPL でライセンス化されており、Linux の
使い道を制限している。要点としては、公開されている部分を持っていって、それを非公開にしてはな
らないし、公開されている部分を、非公開のものに統合してはいけないということだ。Bruce Perens,

“The Open Source Definition,” Di-Bona et al., Open Sources, 181–82 収録（邦訳はペレンス
「『オープンソースの定義』について」、『オープンソースソフトウェア』収録）参照。でも未来のオープ
ンソース開発のためには、このコードは共有地に存在している。共有地の考え方と価値については、た
とえば Michael A. Heller, “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from

Marx to Markets,” Harvard Law Review 111 (1998): 621; Stephen M. McJohn, “Fair Use and

Privatization in Copyright,” San Diego Law Review 35 (1998): 61; Mark A. Lemley, “The

Economics of Im-provement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review 75 (1997): 989;

Mark A. Lemley, “Romantic Authorship and the Rhetoric of Property,” Texas Law Review 75

(1997): 873; Jessica Litman, “The Public Domain,” Emory Law Journal 39 (1990): 965; Carol

M. Rose, “The Several Futures of Property: Of Cyberspace and Folk Tales,Emission Trades

and Ecosystems,” Minnesota Law Review 83 (1998): 129 などを参照。

23. Daniel Benoliel, “Technological Standards, Inc.: Rethinking Cyberspace Regulatory Episte-

mology,” California Law Review 92 (2004): 1069, 1114.

24. Peter Harter, “The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce,” 　 Berkeley

Center for Law and Technology Conference, March 5–6, 1999 でのコメント。

25.反対の結論を出す議論としては、 Stephen M. McJohn, “The Paradoxes of Free Software,” George

Mason Law Review 9 (2000)：25, 64–65 を参照。Mathias Strasser はここでの分析を以下の論文
で有益な形で拡張している。“A New Paradigm in Intellectual Property Law? The Case Against

Open Sources,” Stanford Technology Law Journal 2001 (2001): 4.

26.この論点については Hal Abelson に感謝する。

第三部

1.実際の応用より文脈の中での原則に焦点をあてた。関連する慣行については Andrew L. Shapiro, “The

‘Principles in Context’ Approach to Internet Policymaking,” Columbia Science and Technology

Law Review 1 (2000): 2 を参照。

第九章

1.ホルムズ判事自身が、盗聴を「汚らしい手口」と呼んでいる。Olmstead 対アメリカ合州国, 277 US

438,470 (1928)（Oliver Wendell Holmes Jr. 判事が異見）。

2.同上、457（William H. Taft 裁判長：電話線の途中に挿入された盗聴装置による証拠の修正は、不法侵
入なしで行なわれ、したがって憲法修正第四条には抵触しない）。

3.同上、471（Louis D. Brandeis 判事の異見; Holmes, Stone, Butler 判事もそれぞれ異見を提出）。

4.憲法修正第四条の意味と、それを現代にどう適用すべきかについては、かなりの論争がある。二種類の立場
については、Akhil Reed Amar, “Fourth Amendment First Principles,” Harvard Law Review 107
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ゲートウェイで吐き出すようにする手法をつけようと主張している者がいる――暗号論争を解決するた
めの、一種の “私家版呼び鈴（private doorbell）” だ; Elizabeth Kaufman and Roszel Thomsen II,

“The Export of Certain Networking Encryption Products Under ELAs,” リンク#57 参照。これ
は Internet Architectural Board (IAB) から、インターネットの「end-to-end」アーキテクチャと一
貫性がないとして否定されている。IAB の “私家版呼び鈴（private doorbell）” に対する声明 、リン
ク#58 を参照。
　本書初版以来、「層理論」を拡張する見事な成果が爆発的に生まれた。これに関する学術的な研究と
して最高と思えるものは Lawrence B. Solum and Minn Chung, “The Layers Principle: Internet

Architecture and the Law,” University of San Diego Public Law Research Paper No. 55, リン
ク #59 だろう。Solum and Chung はインターネット層の発想を使って規制政策を考え、規制介入に
とって適切な標的と不適切な標的を仕分けした。これは技術と法政策を統合する最高の成果の一つであ
り、両者の絡みあいの具体的でしばしば直感に反する事例から重要でおもしろい含意を引き出している。
わたしも「層」を拙著 The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World

(New York: Random House, 2001), 23–25, 邦訳レッシグ『コモンズ』（山形浩生訳、翔泳社、2002）
pp.45-48 で使った。また Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production

Transforms Markets and Freedom (New Haven: Yale University Press, 2006), 391–97 も参照。
この分析を広げる他の便利な研究としては Craig McTaggart, “A Layered Approach to Internet

Legal Analysis,” McGill Law Journal 48 (2003): 571; Thomas A. Lane, “Of Hammers and

Saws: The Toolbox of Federalism and Sources of Law for the Web,” New Mexico Law Review

33 (2003): 115; Jane Bailey, “Of Mediums and Metaphors: How a Layered Methodology Might

Contribute to Constitutional Analysis of Internet Content Regulation,” Manitoba Law Journal

30 (2004)：197 を参照。

14. Hafner and Lyon, Where Wizards Stay up Late, 174 を参照。

15. 1994年のHTMLマニュアルには、ブラウザが 29種類あがっている。Larry Aronson, HTML Manual

of Style (Emeryville, Calif.: Ziff-Davis Press, 1994), 124–26 を参照。

16.ソースコードは、プログラマの書くコードだ。ときには自然言語のように読めるが、明らかにちがってい
る。プログラムは（通常は）ソースコードとして書かれるが、実行するにはコンピュータが処理できる言
語に変換が必要だ。これが「コンパイラ」の仕事だ。一部のソースコードは、その場で変換される――た
とえば BASIC は通常は逐次変換されている。つまりコンピュータは実行しながらソースコードを少し
ずつ解釈するということだ。「オブジェクトコード」は機械が読める。それは 0 と 1 がずらずらと並ぶも
ので、マシンに実施する仕事について指示するものだ。

17.ハイパーテキストは、同じ文書内または同じマシン内やネット上の他の文書にリンクされている文書だ。

18. T. Berners-Lee and R. Cailliau, WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project, 1990, リ
ンク #60。

19.もちろん、必ずしもこうではない。コンピュータの商業生産が始まったとき、ソフトウェアはしばしばコ
ンピュータに無料のおまけでついてきた。それが独占物として商業開発されるようになったのは、あと
になってからのことだ。Ira V. Heffan, “Copyleft: Licensing Collaborative Works in the Digital

Age,” Stanford Law Review 49 (1997): 1487, 1492–93 を参照。

20. Linux の開発時点では、計算機科学者の間で支配的な考え方は、単一のカーネルで動く、モノリシック（一
枚岩）的なオペレーティングシステムは劣性で、「マイクロカーネル」に基づくシステムが有力とされてい
た。マイクロカーネルシステムの MINIX が当時の主な競合相手だった。トーヴァルズは意図的にこの
「現代的」な発想を排除して、Linux には「伝統的な」モデルを採用した。“The Tanenbaum-Torvalds

Debate,” Chris DiBona et al. 編 Open Sources: Voices from the Open Source Revolution

(Sebastopol, Calif.: O’Reilly & Associates, 1999), 221–52 を参照。邦訳は「ディベート――Linux

は時代遅れだ」、『オープンソースソフトウェア　彼らはいかにしてビジネススタンダードになったのか』
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しまえるかもしれない」 “It Came from Planet Clipper,” 15, 24, 1–33.

64. The Industry Standard. リンク #51 参照。

65. “Legal Eagle” (編集部への手紙)、 The Industry Standard, April 26,1999 (強調は筆者) 。

第八章

1. Castronova, Synthetic Worlds, 207.

2. Declan McCullagh, “It’s Time for the Carnivore to Spin,” Wired News, July 7, 2000, リンク
#52。

3. Ann Harrison, “Government Error Exposes Carnivore Investigators; ACLU Blasts Team for

Close Ties to Administration,”Computerworld, October 5, 2000, リンク #53。この懸念は強い批
判を受けた。Center for Democracy and Technology, “Cryptography,” リンク #54 を参照。

4. Mitre Corporation は確かに軍については類似の問題を検討した。 Carolyn A. Kenwood, A Busi-

ness Case Study of Open Source Software (Mitre Corporation: 2001) を参照。

5. Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 126 (2000) (Stevens, J. の異見）を参照。

6. Di Franco et al., “Small Vote Manipulations Can Swing Elections,” Communications of the

ACM, Volume 47, Number 10 (2004), 43–45, リンク #55。

7.疑念ではすまない問題を提起するきわめて重要な記述としては Robert F. Kennedy, Jr., “Was the

2004 Election Stolen?’’ Rolling Stone (June 2006) を参照。

8. David E. Ross, PGP: Backdoors and Key Escrow, 2003, リンク #56。

9. Craig Hunt, TCP/IP: Network Administration, 1–22, 6, 8. 邦訳はハント『TCP/IPネットワーク
管理 第 2版』（村井純、安藤進訳、オライリージャパン、1998）; Loshin, TCP/IP: Clearly Explained,

13–17.

10. TCP/IP の層については、標準的な参照モデルはない。Hunt は四層を「ネットワークアクセス」「イン
ターネット」「ホスト間転送」「アプリケーション層」と呼んでいる。TCP/IP: Network Administra-

tion, 9（邦訳『TCP/IP ネットワーク管理 第 2 版』)。 Loshin は、わたしが文中で使っている用語を
使っている。TCP/IP: Clearly Explained, 13–17. 名前はちがっていても、それぞれの層で行なわれ
ている機能については一貫している。プロトコルスタックモデルはすべてそうだが、データは「ネット
ワークに送り出されるときには、スタックを下っていくし、ネットワークから受信されたときにはスタッ
クを上がる」。各層は「それぞれ独立のデータ構造を持っていて」、各層は「ほかの層が使っているデー
タ構造のことはまったく知らない」 Hunt, TCP/IP: Network Administration, 9（邦訳『TCP/IP

ネットワーク管理 第 2 版』）。

11. Hunt, TCP/IP: Network Administration, 9（邦訳『TCP/IP ネットワーク管理 第 2 版』）Loshin,

TCP/IP: Clearly Explained, 18.

12. Hafner と Lyon が説明するように、「一般的な見方としては、どんなプロトコルも潜在的には構築のた
めのブロックなので、一番簡単なアプローチは簡単なプロトコルを定義することだ、ということになっ
た。それぞれの範囲を限定しておいて、いずれそれがいろいろ予測のつかない方法で組合わさったり改
変されたりすることを願うわけだ。NWG ［ネットワーク作業部会］の採用したプロトコルの設計哲学
は、やがてプロトコルの「階層」アプローチとして広く受け入れられるものの突破口となった」。 Where

Wizards Stay Up Late, 147.

13.たとえばリンク層での暗号化をめぐる戦いは、TCP/IP プロトコルをめぐる戦いだ。ネットワーク産業
界の中には、暗号化をゲートウェイでやるべきだと提案していて、しかるべき法的権限があれば平文を
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しはそんな一線を引かなくてもいいのだ。

54. Richard Craswell は同じ論点を示すほかの例を示唆している。政府は (a) 製品の品質や安全対策を直
接規制できる (b) ほかの製品の品質や安全指標を公開して、製造業者たちがそうした指標を改善しよう
と競合するインセンティブができる。政府は (a) 産業が独占状態を保つことを許して、その独占企業の
価格を直接規制しようとできるし (b) 独占企業を複数の競合会社に分割して、競争によってそれぞれの
企業がもっと競争的な価格づけをすると期待することができる。政府は (a) 規制を成立させて、公共の
福祉に資することを企業に直接義務づけることができるし (b) 企業の重役会が、一定数の「独立」代表
を含むように規制して、重役会が自主的に、公共の福祉と一貫性のある決断をするよう期待することも
できる。

55. New York 対アメリカ合州国, 505 US 144 (1992) 参照。

56. Lee Tien は建築規制について他の重要な問題を指摘している。“Architectural Regulation and the

Evolution of Social Norms,” International Journal of Communications Law and Policy 9

(2004): 1.

57. Aida Torres , “The Effects of Federal Funding Cuts on Family Planning Servi ces, 1980–1983,”

Family Planning Perspectives 16 (1984): 134, 135, 136 参照。

58. Rust v Sullivan, USNY (1990) WL 505726, reply brief,*7：「医師はその手法の医学的安全性や法的
に有効であること、さらにはそれが患者の健康にとってどれほど緊急で重要な意味を持つかを説明でき
ない」。

59. Madsen v Women’s Health Center, Inc., 512 US 753, 785 (1994) (アントニン・スカリア判事が、
判断を一部では同意し、一部では異議を唱えている。「今日の決定は（中略）国による中絶規制に関する
審理に適用される機会がでたときには、どんな法的規則や教義といえども法廷によるあとづけの無効化
から安全ではないことを、痛々しいまでにはっきりさせてくれた」[Thornburgh v American College

of Obstetricians and Gynecologists, 476 US 747, 814 (1986) (Sandra Day O’Connor 判事が反
対意見) を引用しつつ］）。

60. Shelley v Kraemer, 334 US 1 (1948).

61. Herman H. Long and Charles S. Johnson, People Versus Property: Race-Restrictive Covenants

in Housing (Nashville, Fisk University Press, 1947), 32–33 を参照。Douglas S. Massey and

Nancy A. Denton は、アメリカ不動産仲介業者協会が、その 1924 年版業務規範として「不動産仲介業
者は、ある近隣に（中略）その存在がその近隣の不動産価値を明らかに低下させるであろう（中略）いかな
る人種や国籍の人物をも紹介するような役割を果たしてはならない」という条項を採択していたことを
指摘している (Rose Helper, Racial Policies and Practices of Real Estate Brokers［1969］, 201

からの引用); またかれらは、Fair Housing Authority が 1950 年まで人種制限的な契約条項の使用を支
持していたことを記述している (Kenneth T. Jackson, Crabgrass Frontier: the Suburbanization

of the United States ［1985］, 208 からの引用として)。; American Apartheid: Segregation and

the Making of the Under Class (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), 37, 54.

62. Massey and Denton, American Apartheid を参照。

63. Michael Froomkin は別の例として、クリッパーチップ規制を挙げる。政府の購入における標準設定プ
ロセスを使うことで、連邦政府は行政手続き法に準拠することなしに、暗号の標準規格を実現できる。
「クリッパー戦略の核心には、官僚的天才のひらめきがあった。議会は当時も、そして今日にいたっても
なお、その上級委員会に対して暗号の民間利用をコントロールする権力を与えていない。議会は上級委
員会に対し、キーのエスクロー方式を設立する権限すら与えていない。エスクローなしの暗号採用を防
止するために、正式な権限を何一つ持っていない中で、クリッパー支持者たちは、暗号製品の一大消費者
としての政府の力を使って市場操作をしようと思いついたわけだ。もし政府が、一般が自分の思い通り
の製品を使うのを防止できなくても、エスクロー製品を大量に購入して配備することで、標準を決めて
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Law Review 53 (1986): 1129,1145. 一方で、シートベルト法は、規範スポンサーが役に立たず、直接
規制のかわりにならないと批判する人々の事実からの基盤として使われてきた。Robert S. Alder and

R. David Pittle, “Cajolery or Command: Are Education Campaigns an Adequate Substitute

for Regulation?” Yale Journal on Regulation 1 (1984): 159, 171–78 を参照。しかしながら、こ
こでの考察は早計かもしれない。John C. Wright は、テレビの規範的内容についてコメントしつつ、こ
う述べている。「われわれは、シートベルト戦争に勝ったわけですな。人が適当に集まって『シートベル
トするなんて、男らしいわ。シートベルトするなんて、すてきで男らしくて賢くて、さらに女性らしく
てスマートでかっこいいね』なんて言い合うだけで」; Charles W. Gusewelle et al., “Round Table

Discussion: Violence in the Media,” Kansas Journal of Law and Public Policy 4 (1995): 39,

47.

44.ここでの分析は部分的に Minow, Making All the Difference から示唆を得ている。

45. Tracey L. Meares, “Social Organization and Drug Law Enforcement,” American Criminal Law

Review 35 (1998):191 参照。

46. Eric Posner (“The Regulation of Groups”) は、政府のふるまいがこうした効果を持つ各種文脈を指
摘している。
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身のないものとわたしには思える。また Real ID Act, Pub. L. No. 109–13, Title II §202 (2005) も
参照。 Real ID 法は市民が自分で DMV に出頭し、DMV に出生証明書を含む身分証明書をいくつか
持参させることになっており、消費者に高い料金と厳しい身元チェックを負担させるものとなっている。
支持者はこの法律がテロリストと非合法移民と ID 規格との結びつきを標的にしたものと感じている。

25. Jack Goldsmith and Timothy Wu, “Digital Borders,” Legal Affairs, Jan./Feb. 2006, 44.

26.これが、Reno v American Civil Liberties Union, 117 SCt 2329 (1997) で法廷が認知した権利を
実質的にはぐらかすものになっていることに注意。ネット上の「活動」で議会が簡単に規制できるものは
たくさんある（たとえばギャンブル）。こうした活動の規制は、これら活動へのアクセスが認められる前
に ID を必要とする。こうした規制がネット上の ID 利用を増やす以上、その他の言論関連のアクセス制
限だって正当化しやすくなる。

27. Arthur Cordell と T. Ran Ide はビット税の検討を提案している。Arthur J. Cordell et al., The

New Wealth of Nations: Taxing Cyberspace (Toronto: Between the Lines, 1997) を参照。かれ
らの議論は、社会正義と経済の観点からは説得力があるが、かれらが触れないのは、そうした課税システ
ムが必要とするアーキテクチャだ。ビット税をはかるように構築されたネットは、ほとんどなんだって
計測できるようになってしまう。

28.こうした要件を持つ国としては、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ギリシャ、イタリア、スイ
スがある。Richard L. Hasen, “Law, Economics, and Norms: Voting Without Law?” University

of Pennsylvania Law Review 144 (1996): 2135 を参照。
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9. Susan P. Crawford, “Someone to Watch Over Me: Social Policies for the Internet” 37 (Cardozo

Law School Legal Studies Research Paper, No. 129, 2006).

10.ウォーレン法廷が刑法手続きを憲法化したときに、まさにこの通りのことが起こったと、第七巡回控訴法
廷 Richard Posner 裁判長は論じている。刑事犯の有罪確定が困難になったことを補うために、議会は刑
事犯の罰則を大幅に強化した。Richard A. Posner, “The Cost of Rights: Implications for Central

and Eastern Europe―and for the United States,” Tulsa Law Journal 32 (1996): 1, 7–9 を参
照。William J. Stuntz,“The Uneasy Relationship Between Criminal Procedure and Criminal

Justice,” Yale Law Journal 107 (1997)：1、4 と比較しよう。この物語では、憲法は議会が調整する
にあたっての外部制約として機能した。憲法保護が増大すれば、議会は刑罰を強めることでそれを補う。

11.当初、CALEA の対象は「設備ベースの」VoIP サービスだけだったが、最近の動きとしてはこれがあら
ゆる VoIP サービスに拡張されようとしている。 Daniel J. Solove, Marc Rotenberg, and Paul M.

Schwartz, Information Privacy Law, 2nd edition (New York: Aspen Publishers, 2006) を参照。
VoIP の状況については pp. 287– 88：「Voice over Internet Protocol (VoIP)」にまとめられている。

12. Federal Communications Commission, Further Notice of Proposed Rulemaking, Released Novem-

ber, 5 1998, の p. 25 を参照（「Communications Assistance for Law Enforcement Act について」）
（「J-STD-025 は、位置情報が傍受アクセスポイントで合理的に入手可能でありその法執行に対する伝
達が法的に認められている場合には、対象者の『移動端末』の位置を同定するような『位置』パラメー
タを含む。位置情報は法執行機関に対し、使われたのが通話コンテンツチャンネルだろうと通話データ
チャンネルだろうと提供される」）。FBI がこうした情報を集めたいとする願望は、市民権団体や業界団
体によって抗議を受けている。United States Telecom Association, et al. v. FCC, 227 F.3d 450

(D.C. Cir. 2000) を参照。法廷は、セルタワー情報は明かしていいとしたが、政府にもっと重い負担が
課されないとダメだとした。

13. Center for Democracy and Technology, “FBI Seeks to Impose Surveillance Mandates on Tele-

phone System; Balanced Objectives of 1994 Law Frustrated: Status Report,” March 4, 1999,

を参照、リンク #26.

14. Declan McCullagh, “ISP Snooping Gaining Support,” CNET News, Apr. 14, 2006, リンク #27

を参照。2006 年 3 月 15 日、ヨーロッパ議会は公共に供されている通信サービスのデータ保管に関する
義務についての指示を発表。Eur. Parl. Doc. (COD/2005/0182) を参照。アメリカの議員も同様の法
制を思案している。 Anne Broache, “U.S. attorney general calls for ‘reasonable’ data retention,”

CNET News, Apr. 20, 2006, リンク #28 を参照。

15. Directive on the Retention of Data Generated or Processed in Connection with the Provision of

Publicly Available electronic Communications Services or of Public Communications Networks

and Amending Directive 2002/58/EC, リンク #29 を参照。

16. Declan McCullagh, “Bill Would Force Websites to Delete Personal Info,” CNET News, Feb. 8,

2006, リンク #30 を参照。

17.クリッパー騒動についてのよい議論としては、 Laura J. Gurak, Persuasion and Privacy in Cy-

berspace: The Online Protests over Lotus Marketplace and the Clipper Chip (New Haven,

Conn.: Yale University Press, 1997), 32-43 を参照。各種視点のつまみぐいには、Kirsten Scheurer,

“The Clipper Chip : Cryptography Technology and the Constitution,” Rutgers Computer and

Technology Law Journal 21 (1995): 263 を参照。Howard S. Dakoff, “The Clipper Chip Pro-

posal : Deciphering the Unfounded Fears That Are Wrongfully Derailing Its Implementation,”

John Marshall Law Review 29 (1996): 475 と比較しよう。1994 年に「クリッパーは、音声通信の
ための情報処理規格として採用された」。Gurak, Persuasion And Privacy in Cyberspace, 125 を
参照。
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23. Hostip.info ホームページ、リンク #19 を参照。

24. Seth Finkelstein, Barbara Nitke and the National Association for Sexual Freedom v. Ashcroft–

Seth Finkelstein の答弁 (最終更新 Fri April 28, 2006)、リンク #20 を参照。

25. Plato’s Republic, Book II (Agoura Publications, Inc. 2001). 邦訳プラトン『国家』（多数あり）。

第五章

1. Joel R. Reidenberg, “Technology and Internet Jurisdiction,” University of Pennsylvania 　
Law Review 153 (2005): 1951.

2.本書初版以来、重要な公共的価値を導入するのに政府の介入が必要かどうかについては広範な議論が行な
われてきた。たとえば以下を参照：Thomas B. Nachbar, “Paradox and Structure: Relying on Gov-

ernment Regulation to Preserve the Internet’s Unregulated Character,” Minnesota Law Review

85 (2000)： 215（介入が必要だと示唆）; Neil Weinstock Netanel, “Cyberspace Self-Governance:

A Skeptical View from Liberal Democratic Theory,” California Law Review 88 (2000)：395

（サーベイ論文、民主的討議の必要性を強調）; Jay P. Kesan, “Private Internet Governance,” Loy-

ola University Chicago Law Journal 35 (2003)：87（民間規制の失敗例をサーベイ）; Thomas

Schultz, “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case for Ar-

chitectures of Control and Trust,” North Carolina Journal of Law and Technology 6 (2004)：
71; Carl Shapiro, “Will ECommerce Erode Liberty?” Harvard Business Review (May-June

2000): 195.（市場の規制効果について楽観視）; Brett Frischmann, “Privatization and Commercial-

ization of the Internet Infrastructure: Rethinking Market Intervention into Government and

Government Intervention into the Market,” Columbia Science and Technology Law Review 2

(2000/2001): 1（介入支持）; Cass R. Sunstein, “Code Comfort,” New Republic, Jan. 10, 2002

（市場の対応を楽観視）; Henry H. Perritt, Jr., “Towards a Hybrid Regulatory Scheme for the

Internet,” University of Chicago Legal Forum 215 (2001)（政府支援の民間解決策を支持）; Jay

P. Kesan and Andres A. Gallo, “Optimizing Regulation of Electronic Commerce,” University

of Cincinnati Law Review 72 (2004): 1497（介入が必要な場合を理解するためにゲーム理論を見事
に統合）。

3. Michael Geist, “Cyberlaw 2.0,” Boston College Law Review 44 (2003): 323, 332.

4. Transport for London, “Congestion Charging.” リンク #21 を参照; Center for Transportation

Studies, “London’s Congestion Charge Cuts Traffic Delays, Spurs Bus Use”(December 2004), リ
ンク #22 とリンク #23を参照; Transport for London, “London Congestion Charging Technology

Trials.” (February 2005), リンク #24 を参照。

5. Katie Hafner and Matthew Lyon, Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the Internet

(New York: Simon & Schuster, 1996), 62–63 を参照。

6. CALEA は 1995 年 1 月 1 日以前に導入配備された電気通信システムの改変費用として 5 億ドルの支給
を認めた。これは改変に必要な総費用の 25 パーセント程度と推定されていた。下院司法委員会犯罪小委
員会、CALEA 実装についての証言。Wednesday, October 23, 1997, RoyUSTA の証言（リンク #25

を参照）。

7. Susan P. Crawford, “Symposium, Law and the Information Society, Panel V: Responsibility

and Liability on the Internet, Shortness of Vision: Regulatory Ambition in the Digital Age,”

74 Fordham Law Review (2005): 695, 723–24.

8.同上、720。
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ウ、第三者信託方式による暗号のリスク」、山形浩生訳、http://cruel.org/freeware/keyrec-j.html）：
「暗号はこれまで機密保持のためのものとされてきたが、認証コードやデジタル署名といったほかの暗号
メカニズムは、メッセージが細工されていないか、偽造されていないかを確認するものとして使われる」

14. Whitfield Diffie and Martin E. Hellman, “New Directions in Cryptography,” IEEE Transac-

tions on Information Theory IT–22 (November 1976): 644–54. この考え方はどうやら、これ以
前にもイギリス政府通信本部の James Ellis によって考案されていたようだけれど、当時はそれが刊行
されなかった。Baker and Hurst, The Limits of Trust, xvii を参照。

15.回線が傍受されていても、この種の暗号はまだ魔法のような効き目を示す。そのやり方は、いくつかの例
を見て、その影響が積み重なるところを見るとはっきりするだろう。

　　　 A. もしあなただけが読めるメッセージを送りたければ、あなたの公開鍵を使ってそれを暗号化す
る。そうすれば、秘密鍵の持ち主（おそらくあなた）しか読めないと知りつつそれを送れる。長所は、あ
なた宛のメッセージが安全だということ。欠点は、その送り主がわたしだとはあなたに確信できないこ
と。というのも、誰でもあなたの公開鍵で暗号化はできるから、送り手がわたしだとは確信できない。そ
こで次の例だ。
　　　 B. あなたの公開鍵で暗号化したメッセージを送る前に、それをわたしの秘密鍵で暗号化して送れ
ばいい。するとわたしからのメッセージを受け取ったら、まずわたしの公開鍵でそれを復号し、次に自分
の秘密鍵で復号すればいい。最初の復号で、メッセージを送ったのがわたし（かわたしの秘密鍵を持つ人
物）なのがわかる。そして二回目の復号で、実際にその中身を読めるのがあなた（かあなたの秘密鍵の持
ち主）なのがわかる。だがわたしがラリー・レッシグの公開鍵だと称するものが、本当にラリー・レッシ
グの公開鍵だと確信できるだろうか？ つまり自分の使っている公開鍵が、本当にその人物に所属してい
ると確認するにはどうしたらいいだろうか？ ここで次の例が効いてくる。
　　　 C. もし公開鍵を持つ信頼できる第三者（たとえば銀行や連邦準備委員会、ACLU など）があれ
ば（その鍵が本物だということは、その機関が目立つ存在であることにより確認できる）、そしてその第
三者がラリー・レッシグの公開鍵と称するものが本当にラリー・レッシグの公開鍵だと証明してくれれ
ば、あなたの公開鍵で暗号化し、続いてわたしの秘密鍵で暗号化されたメッセージの中には、その機関が
発行した証明書が入っている（これはその機関の秘密鍵で暗号化されている）。メッセージを受け取った
ら、その機関の公開鍵を使って証明書を復号する。その証明書の中に入っているわたしの公開鍵（それが
わたしのものだということはもうかなり確信が持てる）を取り出し、それを使ってメッセージを復号し
（これでメッセージがわたしからだとかなり自信が持てる）、次に自分の公開鍵で暗号化されたメッセー
ジを復号する（これで他人に読まれていないことはかなり自信が持てる）。これだけやれば、わたしが自
称通りの人物であって、メッセージがわたしからのものだと確信が持てる。わたしもメッセージを読ん
だのがあなただけだと確信できる。そして途中で誰もそれを盗み読みしていないこともわかる。

16. Shawn C. Helms, “Translating Privacy Values with Technology,” Boston University Journal

of Science and Technology Law 7 (2001): 288, 299.

17. Ipanema Technologies, “Automatically discover applications running over your network.” リン
ク #15.

18. iProtectYou Pro Web Filter v7.10. リンク #16 を参照。

19. Nmap (“Network Mapper”). リンク #17 を参照。

20. American Library Association v. Pataki, 969 F. Supp. 160 (S.D.N.Y. 1997), Michael Geist,

Cyberlaw 2.0, 44 Boston College Law Review 323, 326–27 (2003）で引用。

21. Jack Goldsmith and Timothy Wu, Who Controls the Internet: Illusions of a Borderless World

(New York: Oxford University Press, 2006), 44.

22. MaxMind Home Page, リンク #18 を参照。
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Georgia Ga. Code Ann. §16– 9-120, through 128

Guam 9 Guam Code Ann. §46.80
Hawaii HI Rev. Stat. §708– 839.6– 8

Idaho Idaho Code §18– 3126

Illinois 720 Ill. Comp. Stat. 5/16 G

Indiana Ind. Code §35– 43– 5-3.5

Iowa Iowa Code §715A.8

Kansas Kan. Stat. Ann. §21– 4018

Kentucky Ky. Rev. Stat. Ann. §514.160
Louisiana La. Rev. Stat. Ann. §14:67.16
Maine ME Rev. Stat. Ann. tit. 17-A §905-A
Maryland Md. Code Ann. art. 27 §231
Massachusetts Mass. Gen. Laws ch. 266, §37E
Michigan Mich. Comp. Laws §750.285
Minnesota Minn. Stat. Ann. §609.527
Mississippi Miss. Code Ann. §97– 19– 85

Missouri Mo. Rev. Stat. §570.223
Montana Mon. Code Ann §45– 6-332

Nebraska NE Rev. Stat. §28– 608 and 620

Nevada Nev. Rev. State. §205.463– 465

New Hampshire N.H. Rev. Stat. Ann. §638:26
New Jersey N.J. Stat. Ann. §2C:21– 17

New Mexico N.M. Stat. Ann. §30– 16– 24.1

New York NY CLS Penal §190.77– 190.84

North Carolina N.C. Gen. Stat. §14– 113.20– 23

North Dakota N.D.C.C. §12.1– 23– 11

Ohio Ohio Rev. Code Ann. §2913.49
Oklahoma Okla. Stat. tit. 21, §1533.1
Oregon Or. Rev. Stat. §165.800
Pennsylvania 18 Pa. Cons. Stat. §4120
Rhode Island R.I. Gen. Laws §11– 49.1– 1

South Carolina S.C. Code Ann. §16– 13– 510

South Dakota S.D. Codified Laws §22– 30A-3.1.

Tennessee TCA §39– 14– 150

TCA §47– 18– 2101

Texas Tex. Penal Code §32.51
Utah Utah Code Ann. §76– 6-1101– 1104

Virginia Va. Code Ann. §18.2– 186.3

Washington Wash. Rev. Code §9.35.020
West Virginia W. Va. Code §61– 3-54

Wisconsin Wis. Stat. §943.201
Wyoming Wyo. Stat. Ann. §6– 3-901

11. Stewart A. Baker and Paul R. Hurst, The Limits of Trust: Cryptography, Governments, and

Electronic Commerce (Boston: Kluwer Law International, 1998), xv.

12.同上。

13. Hal Abelson et al., “The Risks of Key Recovery, Key Escrow, and Trusted Third-Party En-

cryption,” World Wide Web Journal 2 (1997): 241, 245（邦訳は「キーリカバリ、キーエスクロ
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9.一部の文脈では、こうした「不完全性」を解決するネットワークアーキテクチャ――コントロールの要素
を組み込んだようなもの――をイントラネットと呼ぶ。イントラネットは、インターネットの中でも最大
の急成長部分だ。これはネットワークコンピューティングの、二つの伝統の奇妙な合体だ――TCP/IP

に基づくインターネットのオープンシステムと、伝統的な独占ネットワークのコントロールに基づく機
能がその上にのせられたもの。イントラネットはそれぞれからの価値を引き出して、相互運用はできる
けれど、コントローラに対しては、インターネット上では誰も持てないような強力なアクセスコントロー
ルを提供する。本書でのわたしの議論は、われわれのインターネットというのがコントロールつきの「イ
ンターネット」になりつつある、ということだ。

第四章

1. TelecomWorldWire, “Compuserve Moves for Porn Techno Fix,” January 11, 1995.

2. Ed Krol, The Whole Internet: User’s Guided Catalogue (Sebastopol, Calif.: O’Reilly & As-

sociates, 1992), 23–25 邦訳は『インターネットユーザーズガイド』（エディックス訳、インターナショ
ナル・トムソン・パブリッシング・ジャパン／オライリージャパン、1994/1996) ; Loshin, TCP/IP

Clearly Explained, 3–83; Hunt, TCP/IP, 1–22（邦訳『TCP/IP ネットワーク管理 第 2 版』）を参
照。また、Ben M. Segal, “A Short History of Internet Protocols at CERN,” リンク#12 も参照。

3. Jerome H. Saltzer et al., “End-to-End Arguments in System Design,” Amit Bhargava 編 In-

tegrated Broadband Networks (New York: Elsevier Science Publishing Co., 1991), 30 収録を
参照。

4. Shawn C. Helms, “Translating Privacy Values with Technology,” Boston University Journal

of Science and Technology Law 7 (2001): 288, 296.

5. 1990 年代初期に使われていた HTTP プロトコルについてはリンク #13 を参照。

6.この点について驚くほど明快な説明としては Dick Hardt――Etech 2006: “Who Is the Dick on My

Site?” (2006)、リンク #14 を参照。

7.録音、Kim Cameron インタビュー (1/9/06)（著者保管）。

8.同上。

9.同上。

10.多くの州はすでに ID 盗難に対処する法制を可決している。現状の一覧は以下の通り：

Alabama Alabama Code §13A-8– 190 through 201

Alaska Alaska Stat §11.46.565
Arizona Ariz. Rev. Stat. §13– 2008

Arkansas Ark. Code Ann. §5– 37– 227

California Cal. Penal Code §530.5– 8

Connecticut Conn. Stat. §53a-129a
Conn. Stat. §52– 571h

Delaware Del. Code Ann. tit. II, §854
District of Columbia Title 22, Section 3227

Florida Fla. Stat. Ann. §817.568
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25. Steve Silberman, “We’re Teen , We’re Queer, and We’ve Got E-Mail,” Wired (November 1994):

76, 78, 80,（Richard Holeton編 Composing Cyberspace: Identity, Community, and Knowledge

in the Electronic Age (Boston: McGraw-Hill, 1998), 116 に採録）を参照。

26.アメリカ合州国対 Lamb, 945 FSupp 441 (NDNY 1996) と比較しよう（児童保護法を可決する際の議
会の意図は、コンピュータ送信による児童ポルノを規制することであり、この関心は児童ポルノ流通を
抑えるのに正当に関連したものだった）。

第三章

1. David Johnson and David Post, “Law and Borders–The Rise of Law in Cyberspace,”Stanford

Law Review 48 (1996): 1367, 1375.

2. Tom Steinert-Threlkeld, “Of Governance and Technology,” Inter@ctive WeekOnline, October

2, 1998.

3. J. C. Herz, Surfing on the Internet: A Nethead’s Adventures On-Line (Boston: Little, Brown,

1995), 2?3. 邦訳はハーツ『インターネット中毒者の告白』（大森望、柳下毅一郎訳、草思社、1996)

4.同大学ネットワークの設計は、本稿が書かれてからちょっと変わった。シカゴ大ネットワークでも多少
の認証は求められるようになったが、イーサネットポートに IP アドレスが割り振られたら、そのアドレ
スは変わらない。「そこが何かおかしなことをしない限りですが、そういうことがあったとは聞いていま
せん。その意味では、おおむね昔通りです」
録音、Greg Jackson インタビュー (1/9/06) (著者保管)。

5. Helen Nissembaum, “Values in the Design of Computer Systems,” Computers and Society

(March 1998): 38.

6.ネットワーク管理者 Greg Jackson が説明してくれたように、あるポート（無線 LAN も含む）では利
用者が最初にマシン登録を求められるが、その利用者の身元を確認しようというそれ以上の努力はない。
そしてもっと重要なこととして、実質的に管理されていない多数のポートが残っている。だからといっ
て利用が規制されないということじゃない。Jackson が述べるように：

「でも正直なところ、巨大な動画共有をやっている P2P ネットワークを見つけたら、優先度を下げ
るようにして、その速度を落として他の人々の邪魔にならないようにします。だからその手のパケッ
ト形成はいろいろやってます。それがサイトのブロックにまで及ぶことはほとんどありませんが、ま
さにそうしなきゃならなかったケースがいくつかあって、それは（後略）」

Jackson によれば、いまや最も自由なネットワークとの評判を持つのはコロンビア大学だとのこと。「コ
ロンビアは（中略）キャンパスの有線ネットワークに誰がつなぐかをモニターしようとすらしません。と
にかく無視です。あそこの方針は、アプリケーションは保護するがネットワークは保護しない、というも
のです」
録音、Greg Jackson インタビュー (1/9/06)（著者保管）。

7.とても読みやすい説明としては、Loshin, TCP/IP Clearly Explained, 15–23 を参照。また Craig

Hunt, TCP/IP Network Administration, 2d ed.(Sebastopol, Calif.: O’Reilly & Associates,

1998), 8–22; 邦訳は『TCP/IP ネットワーク管理 第 2 版』（村井純、安藤進訳、オライリージャパン、
1998）、Fred B. Schneider編 Trust in Cyberspace (Washington, D.C.: National Academy Press,

1999), 29–36 も参照。

8. Peter Steiner 作の一こまマンガ、New Yorker, July 5, 1993, 61.
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もしろい変種が出回っている（わたしは安全側でやってる）。

13.アメリカ合州国対 Baker, 890 FSupp 1375, 1390 (EDMich 1995)を参照；またWallace and Mangan,

Sex, Laws, and Cyberspace, 69–78 も参照。

14. Kurt Eichenwald, “Through His Webcam, a Bot Joins a Sordid Online World,” New York

Times, December 19, 2005, A1 を参照。

15. C. Anderson and B. Bushman, “Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Ag-

gressive Cognition, Aggressive Affect, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-

Analytic Review of the Scientific Literature,” Psychological Science 12(5) (2001): 353–359,

リンク #8 で参照可能；Jonathan L. Freedman, Media Violence and Its Effect on Aggression

(Toronto: Toronto University Press, 2002).

16. William J. Stuntz, “The Substantive Origins of Criminal Procedure,” Yale Law Journal 105

(1995): 393, 406–7 を参照。

17.たとえば Thomas A. Clancy, “The Role of Individualized Suspicion in Assessing the Reason-

ableness of Searches and Seizures,” University of Memphis Law Review 25 (1995):483,632 を
参照。「個人化された容疑は……正当化されない恣意的な警察行動に対する盤石の保護として機能して
きた」

18.アメリカ合州国対 Place, 462 US 696,707 (1983) 参照。

19. James Boyle, Shamans, Software and Spleens: Law and the Construction of the Information

Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996), 4.

20. Susan Freiwald, “Uncertain Privacy: Communication Attributes After the Digital Telephony

Act,” Southern California Law Review 69 (1996): 949, 951, 954 を参照。

21. John Rogers, “Bombs, Borders,and Boarding: Combatting International Terrorism at United

States Airports and the Fourth Amendment,” Suffolk Transnational Law Review 20 (1997):501,

n.201 と比較しよう。

22. Mitchell Kapor, “The Software Design Manifesto,” リンク#9、および David Farber, “A Note on

the Politics of Privacy and Infrastructure,” November 20, 1993 , リンク #10、“Quotations,” リ
ンク#11 を参照。また Pamela Samuelson et al., “A Manifesto Concerning the Legal Protection

of Computer Programs,” Columbia Law Review 94 (1994): 2308 も参照。Steven Johnson も、似
たような論点を強力に述べている: 「あらゆるアーキテクチャの作業は世界観を含意しており、つまりは
あらゆるアーキテクチャは、ある深い意味で政治的だということだ」; Interface Culture: How New

Technology Transforms the Way We Create and Communicate (San Francisco: Harper Edge,

1997), 44 を参照。もともとミッチ・ケイパーとジョン・ペリー・バーロウが共同で創設した Electronic

Frontier Foundation は、「アーキテクチャは政治だ」というケイパーのスローガンを更新して、「アー
キテクチャは政策だ」としている。わたしはもとのやつのほうが好きだ。

23. Jed Rubenfeld は、パラダイム的な判例に基づき、時間を超えて読むという行為の中に意味を根拠づ
ける解釈理論をきわめて広範に発展させている。“Reading the Constitution as Spoken,” Yale Law

Journal 104 (1995): 1119, 1122; と “On Fidelity in Con-stitutional Law,” Fordham Law Review

65 (1997): 1469 を参照。また Jed Rubenfeld, Freedom and Time: A Theory of Constitutional

Government (New Haven: Yale University Press, 2001) も参照。

24.ミネソタ州対 Dickerson, 508 US 366, 380 (1993) を参照（アントニン・スカリア判事が以下のように
認めている:「憲法修正第四条を採択した、強烈に誇り高い人々が、単に武装して危険かもしれないとい
う疑惑だけで、これほど尊厳を無視した行為にさらされることを認めたかどうか（中略）わたしは真摯に
疑問視するものである（後略）」）
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注

Marc A. Smith and Peter Kollock 編 Communities in Cyberspace (New York : Routledge,

1999), 107 収録の Elizabeth Reid, “Hierarchy and Power: Social Control in Cyberspace,” も参
照。LamdaMOO という名の MUD の父――または神――は Pavel Curtis だ。かれの証言は Stefik

編, Internet Dreams, 265–92 収録の “Mudding: Social Phenomena in Text-Based Virtual Real-

ities,” で読める。邦訳はカーティス「MUD――テキスト・ベースのバーチャル・リアリティで起きた社
会現象」、Stefik 編『電網新世紀 インターネットの新しい未来』（石川千秋、近藤智幸訳、パーソナルメ
ディア、2000）所収。MUD の歴史について、めくるめくリンクページ 2 つが Lauren P. Burka, “The

MUDline,”（リンク#5) と Lauren P. Burka, “The MUDdex”（リンク#6）だ。

7.これはこうした空間の特徴として珍しいものではない。少なくともロールプレイングゲームではかなり
一般的なものだ。Julian Dibbell は、ウルティマオンラインで気がついた「寓話」を語ってくれた。か
れはそれを「ボーンクラッシャー盗難事件」と呼んでいる。

「ボーンクラッシャーというのは怪物の頭をぶん殴るのに使う、強力な棍棒なんですけど、それを
売ってくれるという人が二人出てきたんですよ。両方と交渉を始めたんですが、途中で片方が、自分
のボーンクラッシャーが盗まれたと言ってきたんです。だからぼくは『じゃあもう一人から買うね。
ちなみに、それを盗んだやつって誰なの？』と聞いたら、その泥棒はまさにもう一人の交渉相手。だ
からぼくは、もう一人の犯罪にそれと知りつつ加担するのかというジレンマに直面したわけですよ。
そんなわけで、ぼくはこの業界の先生に相談したんですね。もうこの道何年、この分野で年収数万ド
ルという人物ですし、まあ印象では正直な人だったんです。だから相談に行ったときは、そんな取引
はやめろと言われるんじゃないかと思ってたし、それを少し期待もしていたのかな。この業界ではそ
んな取引はしないのですよとか。そんなのは望ましくないとかなんだかんだでいけませんとか。と
ころが先生はこう言うんです。『まあそうねえ、ゲームには泥棒も組み込まれてるんだよ。それは一
種の技能だ。だから問題ないっちゃあ問題ないな』。ここのコードでは他人の家に押し込んで泥棒技
能を磨いて、泥棒できるというコードになってるんです。だからぼくはそのまま取引を進めたんで
すけど、でもなんていうかずっと頭の隅に引っかかってて『すげえ、これってこの能力がここのコー
ドにあるってのはまるっきり恣意的だし、ほら、それがコードに組み込まれてなかったら話は変わっ
て、何か別の形で盗んだかも』とか（中略）
　でもウルティマオンラインでは、コードが泥棒を認めていてルールでも泥棒が認められているの
はかなり明示的に理解されてます。ぼくにとっておもしろかったのは、そこにグレーな部分が残って
るってことなんです。実際には道徳的に怪しげなことができて、自分で腹を決めなきゃいけないとい
うのは、ゲームをおもしろくします。今あの取引に戻ったら、あの窃盗品を買ったかどうかわかんな
いですね。ゲームの中でぼくも泥棒にあって、すごくむかついたし」

録音テープ、Julian Dibbell インタビュー (1/6/06) (著者保管)。

8.しかも盗みだけ。その財産を別の目的――たとえば販売――で移転したら、その特徴は変わらない。

9. Susan Brenner, “The Privacy Privilege: Law Enforcement, Technology and the Constitution,”

Journal of Technology Law and Policy 7 (2002): 123, 160 と比較しよう（「サイバー空間でのビリ
ヤード台は、重力が存在しない場所では脚を必要としない」）。Neal Stephenson, Snow Crash (New

York: Bantam, 1992), 50 を引用（メタヴァースではテーブルは天板だけがあって脚はない。邦訳ス
ティーブンソン『スノウ・クラッシュ』日暮雅道訳、ハヤカワ文庫 SF、2001、上巻 p.94）。

10.ジェイク・ベイカーのもともとの名前はエイブラハム・ジェイコブ・アルカバズだったが、両親の離婚に伴
い改名している。Peter H. Lewis, “Writer Arrested After Sending Violent Fiction Over Internet,”

New York Times, February 11, 1995, 10 を参照。

11.その 7 つとは comp, misc, news, rec, sci, soc, talk だ。Henry Edward Hardy, “The History of

the Net, v8.5,” September 28, 1993, リンク#7 を参照。

12.これについては Jonathan Wallace と Mark Mangan による Sex, Laws, and Cyberspace (New

York:M&T Books,1996),63 の生々しい記録に基づいているが、この話についてはネット上にもっとお
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いるけれど、比喩はほかの人たちからも拝借してる。Ethan Katsh はこのソフトウェア世界の考え方を
“Software Worlds and the First Amendment: Virtual Doorkeepers in Cyberspace,” University

of Chicago Legal Forum (1996): p.335, 338 で説明している。最近の試みとして最高のものは R.

Polk Wagner, “On Software Regulation,” Southern California Law Review 78 (2005): 457,

470-71 である。

7. Joel Reidenberg はこれに関連した「lex informatica」という概念を検討している。 “Lex Informatica:

The Formulation of Information Policy Rules Through Technology,” Texas Law Review 76

(1998): 553.

8. Oliver Wendell Holmes, Jr., “The Path of the Law,” Harvard Law Review 10 (1897): 457.

9. Mark Stefik, “Epilogue: Choices and Dreams,” Stefik 編 Internet Dreams: Archetypes, Myths,

and Metaphors (Cambridge, Mass.:MIT Press, 1996), 390 を参照。邦訳『電網新世紀 インターネッ
トの新しい未来』（石川千秋、近藤智幸訳、パーソナルメディア、2000）。

10. Mark Stefik, The Internet Edge: Social, Technical, and Legal Challenges for a Networked

World (Cambridge: MIT Press, 1999), 14.

11. Missouri 対 Holland, 252 US 416,433 (1920).

12.この論争はアメリカの民主主義では何も目新しいものではない。Does Technology Drive History?:

The Dilemma of Technological Determinism, Merritt Roe Smith and Leo Marx 編 (Cambridge:

MIT Press, 1994), 1-35 を参照（「もしこれが極端に走れば、大規模技術と産業化の文明化プロセスは
容易に腐敗して、自分たちが苦労して確立した道徳と政治経済を崩壊させるだろうとジェファソンは懸
念した」）。

13.たとえばリチャード・ストールマンは、MIT におけるパスワードの台頭に対する抵抗を組織した。パス
ワードというのは「公式に認定」されていないユーザーを排除しやすくするためのアーキテクチャだ。
Steven Levy, Hackers (Garden City, N.Y. : Anchor Press/Doubleday, 1984), pp.416-417、邦訳
はレビー『ハッカーズ 第 3 版』（工学社、1990）。

第二章

1.セカンドライフ――“What is Second Life?”, リンク#3 を参照。目下の最人気ゲーム「ウォークラフ
トの世界」はそれだけで 500 万人の利用者を誇る。リンク#4 参照。

2.これはまた、仮の作り話でもある。わたしはこのお話を、あり得る話として、そして一部の場所ではすで
に実現されているものに照らして構築している。でも、わたしは法学の教授だもの。仮の話をでっちあ
げるのがわたしの飯のタネだ。

3. Edward Castronova, Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games (Chicago:

University of Chicago Press, 2005), 55.

4.同上、2。

5. John Crowley and Viktor Mayer-Schoenberger, “Napster’s Second Life?—The Regulatory Chal-

lenges of Virtual Worlds” (Kennedy School of Government, Working Paper No. RWP05-052,

2005), 8.

6.「MUD」は各種の意味があって、もとは Multi-User Dungeon（マルチユーザー地下牢）または Multi-

User Domain （マルチユーザー・ドメイン）だった。MOO は “MUD, object-oriented.”（MUD、オ
ブジェクト指向）だ。Sherry Turkle の MUD や MOO での生活の分析 Life on the Screen: Iden-

tity in the Age of the Internet (New York: Simon & Schuster, 1995) はいまだに古典だ。また
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注

ハイパーテキストリンクはすべて http://codev2.cc/links/ にある。注の中の#1 などの番号は、このペー
ジに示されたリンク番号である。

第二版への序文

1.この wiki は http://codev2.cc/ に今も残っている。

序文

1.コンピュータ、自由、プライバシーに関する第 6 回会議。リンク#1 を参照。

第一章

1. Katie Hafner and Matthew Lyon, Where Wizards Stay Up Late (New York: Simon and Schus-

ter, 1996), 10 を参照：「テイラーは国防省の先端研究プロジェクト局内でコンピュータ研究を管轄する
事務所の若き部長だった。（中略）テイラーは、ARPANET とその申し子インターネットが、戦争を支
援したり戦争から生き残ったりすることとは何も関係ないのを知っていた（後略）」

2. Paulina Borsook, “How Anarchy Works,” Wired 110 (October 1995):3.10, オンラインではリン
ク#2 で、ネット界住民デビッド・クラークを引用して。

3. James Boyle の談話、1997 年 9 月 28 日ワシントン DC の Telecommunications Policy Research

Conference (TPRC）にて。デビッド・シェンクは、テクノロジーとリバータリアニズムの両方を責任
ある形で採り上げたすばらしい文化的ハウツー本で、（現代の他の本質的な問題と並んで）サイバー空間
がもたらすリバータリアニズムについて論じている。Data Smog: Surviving the Information Glut

(San Francisco, Harper Edge, 1997), なかでも特に pp.174–77 を参照。この本はまた、その反応とし
て生じた、テクノロジーと自由の関係についてもっとバランスのとれた姿を推進しようとするテクノリ
アリズムについても説明している。

4. Kevin Kelley, Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Eco-

nomic World (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994), p.119 を参照。邦訳はケリー他『「複雑系」
を超えて　システムを永久進化させる 9 つの法則』（福山洋一、横山亮訳、アスキー、1999）。サイバネ
ティックスという用語は、この分野の多くを創始したノーバート・ウィーナーによるもの。Cybernetics:

Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Cambridge, Mass.: MIT

Press, 1965) を参照、邦訳『サイバネティックス』（鎮目恭夫、池原止戈夫訳、岩波書店、1962）. ま
た Flo Conway and Jim Siegelman, Dark Hero of the Information Age: In Search of Norbert

Wiener, The Father of Cybernetics (New York: Basic Books, 2004) も参照.

5. Siva Vaidhyanathan, “Remote Control: The Rise of Electronic Cultural Policy,” Annals of the

American Academy of Political and Social Science 597, 1 (January 1, 2005): 122.

6. William J. Mitchell, City of Bits: Space, Place, and the Infobahn (Cambridge, Mass. : MIT

Press, 1995) p.111 を参照。邦訳はミッチェル『シティ・オブ・ビット―情報革命は都市・建築をどうか
えるか』（掛井秀一他訳、彰国社、1998）。本書のかなりの部分で、わたしはミッチェルの発想を展開して
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I

IBM 101, 110

M

MSN 284

V

VISA 72

ア
アップル 165, 352

アドビ 166

アマゾン 13, 58, 69, 117, 302, 316

アメックス 73

アメリカオンライン（AOL） 110, 125, 126,

161, 403

イ
イーベイ 91, 410

ウ
ヴォネージ 91

ク
グーグル 13, 66, 68, 106, 113, 284–287,

302, 316, 432

コ
コカ・コーラ 402

コダック 143

コンピュサーブ 57

シ
シスコ 101

ス
スカイプ 91

スターバックス 476

ソ
ソニー 154

ナ
ナイキ 154, 303, 307

ネ
ネットスケープ 69, 101, 211

ネットワーク・アソシエイツ 101
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バーガーキング 399
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ベルサウス 91

マ
マイクロソフト 13, 68, 71, 73, 99, 113

マクドナルド 400, 402
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ヤフー 68, 113, 284, 410, 411

ヤフーフランス 410, 414
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ワインドアップ・レコード 272
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人名索引

レ
レイク，リッキー 468

レーニン，ウラジーミル 391

レメリー，マーク 459

レンキスト，ウィリアム 440

ロ
ローズデール，フィリップ 162, 394, 395

ローゼン，ジェフ 293

ワ
ワグナー，ポルク 168, 374
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ヒ
ピグー，アーサー・セシル 470

ビッケル，アレクサンダー 331

フ
黄禹錫 339

フィシュキン，ジェームズ 465

フィンケルスタイン，セス 84, 341

フーヴァー，ハーバート 378

フォード，リチャード 399

フォスター，テリー 428

ブラックバーン，デヴィッド 472

プラトン 85

フランクフルター，フェリックス 378

ブランデイス，ルイス 219, 225–228, 230,

280

フリードマン，ミルトン 327

ブリン，デビッド 112, 305

ヘ
ヘルス，チップ 341

ヘルマン，マーチン 77

ヘルムズ，ショーン 77

ベンクラー，ヨハイ 383

ベンサム，ジェレミ 290

ベンダー，ジョナサン 341

ベンロリエル，ダニエル 258

ホ
ボイル，ジェイムズ 4, 33, 276

ホウリ，シリル 83

ポステル，ジョン 448

ポスト，デビッド 401, 404, 419

ポズナー，リチャード 292, 327

マ
マーシャル，サーグッド 182, 449

マクゲヴェラン，ウィリアム 321

マッカロー，デクラン 341, 469

マッケイン，ジョン 372

マルクス，カール 4, 391

ミ
ミッチェル，ウィリアム 7, 111, 176

ミッチェル，ジョン 332

ミル，ジョン・スチュアート 170

モ
モーランド，ハワード 334

モグレン，エベン 329

ラ
ライデンバーグ，ジョエル 7, 87, 414

ラザー，ダン 338

ラストウカ，グレッグ 269, 405
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リ
リード，エリザベス 138

リード，デビッド 64, 158

リチャーズ，ニール 321

リットマン，ジェシカ 268, 420
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リンボー，ラッシュ 453
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ルイス，ピーター 304
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ゴア，アル 63, 64, 340

コーエン，ジェリー 266, 267, 275

コース，ロナルド 379, 470

ゴールドスミス，ジャック 83, 415, 420

ゴメス，ジャン・ジャック 411, 413
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サ
サリンジャー，ピエール 336, 340

サルツァー，ジェローム 64, 158

サンステイン，キャス 340, 362

シ
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ジェファソン，トーマス 252, 253, 276

ジットレイン，ジョナサン 105–108, 279

ジャクソン，アンドリュー 249

ショーンバーガー，ヴィクター・マイヤー

428

ジョンソン，スティーブ 307

ジョンソン，デビッド 134, 401, 419

ス
スーチー，アウン・サン 315

スカリア，アントニン 189, 233, 296

スクリャロフ，ディミトリー 166

スターリン，ヨシフ 212

スチュワート，ポッター 228–230

ステフィック，マーク 8, 120, 244, 246–

248, 258, 260, 261, 264

ストールマン，リチャード 195, 207, 277

ストーン，ジェフリー 363

ストランプ，コールマン 471

セ
ゼリザー，ヴィヴィアナ 310

ソ
ソーキン，マイケル 482

ソロス，ジョージ 216, 327

タ
タフト，ウィリアム・H 224–227, 229

ダラム，アイヴォア 144

テ
ティエラー，アダム 411

ディフィー，ウィットフィールド 77

ディベル，ジュリアン 139, 152

ティボー，チャールズ 401

ト
トクヴィル，アレクシス・ド 466

トライブ，ローレンス 228, 231

ヌ
ヌンツィアト，ドーン 129

ネ
ネグロポンテ，ニコラス 462

ハ
バーマン，ポール 445

バーロウ，ジョン・ペリー 3, 215, 422, 426

ハイゼンベルグ，ヴェルナー 443

ハフナー，キャシー 143

ハンセン，チャック 334

ハンター，ダン 269, 405
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D
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アンガー，ロベルト 111
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ウ
ヴァイドヒャナタン，シヴァ 6, 269

ウィリアムス，バーナード 234

ウー，ティム 83, 168, 415, 420

ウェブスター，ダニエル 460, 462

ウォーレン，アール 440, 441

ウォーレン，ロバート 334
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エ
エイブラムス，フロイド 331, 333, 335, 336

エルスバーグ，ダニエル 332

オ
オーウェル，ジョージ 290, 291

オーバーホルツァー，フェリックス 471

オブライエン，デイビッド 459

カ
ガイスト，マイケル 88, 426

カストロノヴァ，エドワード 17, 153, 195,

397, 418
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キ
ギニエ，ラニ 399
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制約の 326
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四つの 325

世論調査 463–465
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立法者 437, 443
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リバータリアン 2, 55, 170, 447, 469, 470

落とし穴 4
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ルール 134
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レーティング 355, 357, 360

機関 358

方式 358

連邦政府 9, 219, 417

連邦通信委員会（FCC） 90, 92, 167, 327,
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ロ
労働運動 171

労働法 317

ローリング・ストーンズ 269, 270
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ロビー主義 451
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ロンドン 88, 288
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ワールドワイドウェブ 69, 124
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わいせつ物 342, 344

わいせつ物規制法 175
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法廷 439, 441, 453

政治的 441

法的規制 270, 273
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保護の盾 326

保護のモード 326

ポスト共産主義 2, 4, 109

ポッドキャスト 271

ボトムアップ文化 271

ポルノ 329, 342, 344–347, 428

規制 284, 347

子ども 53, 68, 82, 344, 346, 349
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本質 46, 50, 55

翻訳 224, 225, 227, 229–232, 234, 441, 442,

455
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マーケティング 302

マイレージ 309

マッキントッシュ 352

マッシュアップ 271, 377

マディソン式根拠 362
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ミーム 45

未成年者 350, 351

未成年に有害 344, 348–353

身分／アイデンティティ 58
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民主主義 137, 141, 143–145, 195, 397, 398,

404, 432, 439, 447, 449, 451, 462,

464, 468
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無線法 378
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名誉毀損法 175

迷惑メール 342, 343, 345–347, 365–374,

471, 472

ブロック 368, 369
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モ
モジラ 353

モジラプロジェクト 211

モニター 286, 288
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ユ
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フィルタリング方式 364

フェアプレイ 165
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266, 267, 269, 273, 324, 376

不確実性 337

不確定性原理 443

不完全さ 264, 266, 274, 291
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不謹慎 348
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複製 238–241, 245–247, 268, 375

物理資本 403
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不法侵入 219, 221, 223–226

不法侵入法 223, 235

プライバシー 9, 11, 66, 69, 76, 99, 102,

112, 230, 274, 279, 280, 284, 303,

317–319, 321, 474

公共の場 281

私的空間 280

侵害 221, 223–225, 228, 293, 323

定量化 226
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保護 226, 229, 275, 280, 294, 321

プライバシー強化技術（PET） 314, 316
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ブラウザメーカー 353

ブラックリスト 368

フランス 81, 82, 329, 336, 410, 415, 428

政府 211

著作権法 418

フランス法 410

フリーソフトウェア 80, 195, 207

フリーソフトウェア運動 195, 277

フリーソフトウェア財団 207, 208

ブリタニカ百科事典 339

『プレス・コネクション』 334

ブロードバンド（DSL） 78

ブロガー 120, 338, 340

ブログ 271, 301, 328, 337, 338, 340, 342,

367, 397
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『プログレッシブ』 334

ブロゴスフィア 338, 340

プロトコル 50, 52, 63, 145, 407

プロファイリング 33, 301, 306–309, 311

プロファイル 301, 307, 309

プロ文化 269
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米連邦取引委員会（FTC） 427

ベトナム 391, 392

自由 393

法 392

変化させる憲法 437, 438

編集者 332, 336, 338

ペンタゴン文書 331, 333–335, 337

ホ
ボイスメール 287

法 174, 177, 239, 250, 312, 326, 344, 373,
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認証システム 349

認証プロセス 59, 61
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ネットワーク 46, 49, 50

混合型 50

不完全さ 85
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ネティズン 177

ノ
能動主義 440
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バーチャルリアリティ 138
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『ハーバード・ロー・レビュー』 105

賠償責任 221, 222

陪審制 466

ハイパーテキストマークアップ言語（HTML）

69

配布 331

バグ 51, 69, 215, 258

白書 241–243, 449

パケット 52, 63, 78, 79, 89, 158, 159

パケットフィルタ 80

パスポート 59, 60, 73

『ハスラー』 28

パスワード 104, 176

管理者 352

派生権 320

派生作品 272

ハッカー 10, 12, 102, 208, 236, 249

ハック 267

バナー広告 83

パノプティコン 290, 474

パノプティック 306

パブリックドメイン 259, 276, 280

ハンガリー 329

犯罪者 289
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反トラスト法 401

汎用捜索 31, 32

汎用令状 222, 294
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ピアツーピアファイル共有（P2P） 214,

472

ビートルズ 320

東海岸コード 102, 103, 453

『光を放つ』 245

非競合的 252, 254

非商業セクター 10

ビッグブラザー 125, 304

ビット 100

筆名 148

ビデオキャスト 271

秘密鍵 77

ヒューリスティック 365, 367

平等 308, 310, 311

『ビレッジボイス』 139
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テロ 280, 289, 315

テロリスト 33, 68, 108, 293

電気通信法 164
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天性 45, 47
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ドイツ 328, 415, 417
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同定技術 68, 72, 74, 76, 88

投票 137, 141–144
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独占権 239, 248, 252, 255
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150, 160, 266, 267, 274, 275, 283,

308, 310, 314

匿名ブラウジング 69

独立主権 188, 274, 393, 398, 400, 404, 475

独立主権国 421

ドメイン名システム 448

ドラッグ 185, 327

合法化 327, 328

奴隷制 406–408

トレードオフ 433, 458
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仲間 130

『ナショナル・エンクワイアラー』 337

ナチス 328, 410

アイテム 410, 411, 414, 428

南北戦争 438, 461
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西海岸コード 102, 103, 453

ニュースグループ 25, 146, 148, 149

『ニューヨーカー』 51

『ニューヨーク・タイムズ』 29, 48, 247,

304, 331–335, 337, 361, 379

『ニューロマンサー』 5
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世界指導者会合 425

セカンドライフ 13, 154–156, 161, 394

コミュニティ 19, 39

セキュリティ 76, 100, 131, 209, 211, 280

積極主義 455, 456

絶対主権 432

ゼロックス研究所 PARC 244

全国政府 405, 406
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捜査令状 220–222

創造性 270–272

ゾーニング 190, 308, 359, 360, 442

国際 431

地理的 431

ゾーニング法 308

ゾーニング方式 364
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ソフトウェア 20

ソフトウェア・コモンズ 277

ソ連 212, 383

損害賠償ルール 320
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『タイム』 348

『タイムズ』 247, 332

対面条項 231, 232

ダイレクトメール 343, 347

規制 343

対話型コミュニティ 146

宅配便 248
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知的財産 238, 239, 251, 252, 254, 255, 262,

264, 274, 276, 322

性質 250

保護 241–243

知的財産権 11, 154, 155, 249, 254, 255,

258

知的財産法 242, 256, 273

バランス 241

チャットルーム 121, 123, 124, 126, 127,

130, 138
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中国政府 432

忠実性 225, 226, 230, 231

中絶 186, 188

中立性 339, 358

直接規制 184–186, 189, 242, 245

著作権 238, 239, 245, 279

期間 255

保護 243

著作権管理

ツール 242

著作権管理方式 242, 267

著作権材料 239, 242, 247, 256, 260, 262

著作権侵害 245

著作権法 175, 239, 241, 242, 246, 248, 250,

257–262, 264, 267, 268, 270, 271,

276–278, 320, 408, 412

バランス 260

著作権保持者 167, 245, 246, 248, 249, 259,
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地理情報 52
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市民主権 400, 402, 404

ジム・クロウ 307

社会規範 174, 182, 184–186, 325, 344, 476

社会資本 403, 404

自由 170, 277, 330, 391, 392, 432, 482

脅威 171

自由政府 314

『自由について』 170

周波数帯 378–382

主観的な視点 479

主権 393, 397, 404

不可侵性 404

出版 331, 340, 375, 379, 420

差し止め 333, 334

出版者 3, 335, 336, 420

シュリンクラップ 260

障害者 124, 179, 184, 325

商業 10, 68, 110, 114, 263, 302, 324

ウェブサイト 69, 75, 82–84, 86, 306,

349

証拠 336

商人主権 400, 401, 404

消費者法 317

商務省 241

証明書 104, 215

『ジョージタウン大学法律レビュー』 348

『女性の服従』 170

署名 49, 147

所有者 236, 244, 245, 247, 248, 250, 252,

255, 256, 258, 262, 397

自律性保護 66

シンガポール 407

シングルサインオン（SSO） 71
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侵入法 280
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信頼システム 244, 248, 249, 258, 260, 261,

264, 266, 267, 408

信頼性 337, 338, 340
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スウェーデン 415
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スターリン政権 241

スタンフォード大学 106

『スタンフォード法学レビュー』 279

ステートレス 69

ストリーミング 412

スパム 103

スパムフィルタ 213

スラッシュドット 397

スレッド 135, 136, 146

セ
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政治 110, 408

政治的プロセス 441

生成的インターネット 105

政府 9, 10, 36, 87, 170, 215, 284, 285, 293,

302

規制 210

コントロール 194, 392
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の失敗 472
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の反応 140

『コモンズ』 158

コモンズ 257, 276, 280, 382

コモンロー 221

コンテンツ産業 241, 245, 471

コンテンツプロバイダ 163

コントロール 35, 102, 391

アーキテクチャ 35

完全な 255

限界 256

トップダウン 9

バランス 257

文化の伝搬 262

法 258

ボトムアップ 9

サ
サーバー

オフショア 23

最高裁判所 188, 219, 223, 224, 227, 228,

230, 248, 259, 334, 342, 344, 349,

425, 456, 463

財産 237

保護 238

財産権 319, 322

財産法 250

再審理主義 455, 456

サイバー空間 3, 13, 14, 17, 22, 27, 38, 98,

117, 250, 394, 398

規制 47, 162, 193, 415

規範 175

言論規制 328, 330

第一世代 45

天性 442

到達力 28

統治 447

見えない存在 13

サイバー空間独立宣言 3

サイバネティクス 5

裁判官 454

財布／カード入れ 99

サイレント・マジョリティ 120

査読／ピアレビュー 339

差別化 304, 306, 310

シ
シートベルト 184

規制 457

『シカゴ・サンタイムズ』 300

シカゴ大学 1, 48–51, 146, 235, 363

『シカゴ・トリビューン』 334

自己規制 143

市場 171, 174, 177, 312, 324, 326, 344, 373,

477

の失敗 472

非効率性 263

市場支配力 401

実空間 27

規制 176

私的財産 251, 252

保護 255

児童オンラインプライバシー保護法 427

児童オンライン保護法（COPA） 349, 350,
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児童ポルノ 342, 344

私法 250, 251, 258, 260, 278
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公共教育キャンペーン 184, 185

公共性 460

公共利用 256, 264, 274

広告 283, 286, 289, 302, 306, 307

公衆電話 68

公正取引委員会 371, 373

公法 251

合法文化 269

合理性 221

コーエン公理 267, 275

コーディング 8

コード 7, 8, 20, 22, 30, 40, 88, 109, 132,

373, 396

AOL 128, 133

暗号 94

オープンな 195

改変 211, 213

価値観 162, 176

規制 35, 91, 112, 145, 164, 167, 171,

178, 195, 210, 457

クローズドな 195, 210, 212–214

コピー 166

コミュニティ構築 396

コントロール 262

サイバー空間 118, 243, 408

実空間 179, 180, 185, 186, 190, 238

商業化 100

政府の規制 100

知的財産 258

バランス 261

法 157, 168, 192, 249, 321, 452
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コード化する憲法 437–439

コード作者 100, 102, 107, 111, 127, 176,

177, 210, 371

選択 394

国際コミュニティ 407

国際法 417

国立科学財団（NSF） 448

国立輸送安全委員会（NTSB） 335

国連憲章 274

互恵的な盲目性 414

個人情報 283, 306, 318, 319, 323

コスト 10, 174, 185, 186, 210, 236, 246,

273, 286, 348, 446

規制 433, 482

認証技術 62

複製の 239

『国家』 85

国家安全保障会議（NSA） 84

国家安全保障局（NSA) 72

国家安全保障局（NSA） 30, 68, 288

国家行動 443

ドクトリン 445

子ども

サイバー空間 346

コピー 163, 165, 245

コピーデューティー 244

コピーライト 244

コミュニティ 13, 29, 39, 125, 160

価値観 475

規制 144, 145

規範 132, 136, 175

規範化 305
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ギャンブルサイト 429, 431
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競合的 253

共産主義 1, 251, 256, 391, 432

競争 159
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クラック 94, 211, 213, 242

グランド・セフト・オート 29

クリエイティブ・コモンズ 157, 278

クリックラップ 260
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グレイトフル・デッド 422, 426

クレジットカード 61, 72, 131, 301, 351

詐欺 84

クローズドコード 458, 460

ケ
経済学者 256, 310, 470, 471

刑事犯罪法 185
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契約法 250, 260

ケルベロス 71

検閲 125, 355, 363, 414, 469

健康教育福祉（HEW） 318

検索エンジン 113, 285, 306

検索可能 282, 284, 286, 290
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現状主義 46, 47
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憲法 5, 9, 27, 31, 155, 255, 294, 441

検討範囲 444, 445
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憲法修正第一四条 233, 398, 406

憲法修正第四条 31, 32, 37, 98, 219, 220,
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憲法修正第六条 231

憲法保護 335
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コントロールする 246

権力 111

理性 466
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言論統制 342, 343, 347, 407, 408, 428

言論の自由 11, 27, 29, 155, 229, 274, 325,

329, 330, 340, 342, 356, 359, 364,
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価値観 357, 377

活動家 357
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憲法 325

システム 333
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オンライン掲示板 67
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階層構造 309

海賊 40

海賊行為 269

コスト 471
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開発者コミュニティ 213

価格 134

ガキモードブラウジング 352

隠されたあいまいさ 40

隠れたあいまいさ 37, 230, 232, 262, 264,

272, 281, 363, 421, 440, 441, 444,
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仮想財布／カード入れ 73
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仮想的自我 425
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憲法的 443, 444
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カナダ法 412

監視 33, 66, 70, 80, 81, 131, 194, 266, 288,

290, 291, 306

システム 293, 309
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期間限定 249, 255, 257, 258
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技術屋 46

規制 7, 8, 38, 172, 263, 347, 392

規範による 145, 173

均衡 184

市場による 175

二段階方式 88

四つの様式 475
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272
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アマチュア文化 269–271, 273
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本書内容に関するお問い合わせについて

このたびは翔泳社の書籍をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、読者の皆様か
らのお問い合わせに適切に対応させていただくため、以下のガイドラインへのご協力をお願い致して
おります。下記項目をお読みいただき、手順に従ってお問い合わせください。

●ご質問される前に
弊社Web サイトの「正誤表」や「出版物 Q&A」をご確認ください。これまでに判明した正誤や追
加情報、過去のお問い合わせへの回答（FAQ）、的確なお問い合わせ方法などが掲載されています。
正誤表　 http://www.seshop.com/book/errata/ 出版物Q&A　 http://www.seshop.com/book/

qa/

●ご質問方法
弊社 Web サイトの書籍専用質問フォーム（http://www.shoeisha.com/book/qa/）をご利用くだ
さい。（お電話や電子メールによるお問い合わせについては、原則としてお受けしておりません）。

※質問専用シートのお取り寄せについて
Web サイトにアクセスする手段をお持ちでない方は、ご氏名、ご送付先（ご住所／郵便番号／電
話番号または FAX 番号／電子メールアドレス）および「質問専用シート送付希望」と明記のうえ、
電子メール（qaform@shoeisha.com）、FAX、郵便（80 円切手同封）のいずれかにて“編集部読者
サポート係”までお申し込みください。お申し込みの手段によって、折り返し質問シートをお送り
いたします。
シートに必要事項を漏れなく記入し、“編集部読者サポート係”まで FAX または郵便にてご返送
ください。

●回答について
回答は、ご質問いただいた方法によってご返事申し上げます。ご質問の内容によっては、回答に数
日ないしはそれ以上の期間を要する場合があります。

●ご質問に際してのご注意
本書の対象を越えるもの、記述個所を特定されていないもの、また読者固有の環境に起因するご質
問等にはお答えできませんので、予めご了承ください。

●郵便物送付先および FAX 番号
送付先住所 〒 160–0006 東京都新宿区舟町 5

FAX 番号 03–5362–3818

宛先 （株）翔泳社 編集部読者サポート係

※本書に記載された URL 等は予告なく変更される場合があります。
※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。
※本書では TM、 R©、 c©は割愛させていただいております。
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