
品
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mcn口
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印
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怠
訓

円
〉

ω]戸

制
劃
回
繭
時
匡
一
商

N
C
O
A肝

-H
-H
鴻
司

う
行
為
は
す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
人
に
「
責
任
」
が
生
じ
ま
す
。

具
体
的
に
例
を
あ
げ
れ
ば
、
私
が
庖
丁
で
、
誰
か
の
背
中
を
刺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
が
ど
う

な
る
か
は
、
だ
い
た
い
わ
か
る
。
刺
さ
れ
た
相
手
は
痛
く
て
苦
し
む
で
し
ょ
う
。
死
ん
で
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
か
っ
た
。
刺
さ
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
結
果
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
結
果
に
対
し
て
責
任
が
生
じ
る
。
も
の
を
盗
む
場
合
も
、
ほ
か
の
犯
罪
の
場
合
も
、

だ
い
た
い
同
様
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

じ
ゃ
あ
、
す
べ
き
で
な
い
行
為
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
実
際
に
そ
の
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た

場
合
は
ど
う
な
る
か
。
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

新
た
な
出
来
事
を
起
こ
し
て
、
そ
の
行
為
は
あ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
、
と
表
現
す
る
し
か
な
い
ー
そ

の
表
現
が
「
刑
罰
」
で
、
行
為
を
な
し
た
本
人
に
不
利
益
な
出
来
事
を
、
無
理
や
り
に
起
こ
す
。
も
の

を
盗
ん
だ
ら
手
を
ち
ょ
ん
切
る
、
狭
い
部
屋
に
一
年
間
閉
じ
込
め
る
、
命
を
奪
う
、
な
ど
を
す
る
わ
け

で
す
。
軽
い
責
任
(
罪
)
の
場
合
に
は
罰
金
で
す
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
強
制

的
に
そ
う
さ
れ
て
し
ま
う
。

刑
罰
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
昔
は
、
復
讐

(
被
害
者
が
加
害
者
に
直
接
仕
返
し
を
す
る
こ
と
)

主
流
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
だ
と
、
刑
法
を
執
行
し
て
い
る
の
か
、
た
だ
の
喧
嘩
(
私
闘
)
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「
刑
法
三
九
条
」
を
削
除
す
る
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い

橋
爪
大
三
郎

T
刑
法
と
は
な
に
か

「
三
九
条
を
削
除
し
ろ
」

が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、

と
い
う
主
張
に
は
、

ま
っ
た
く
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
私
の
結
論
で
す

刑
法
は
、

近
代
法
に
限
ら
ず
、

刑
法
と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
順
番
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
法
体
系
に
も
そ
な
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
特
徴
は
、

人
び
と

う
行
為
も
あ
っ
て
、

「
共
同
謀
議
」

個
々
人
が
行
な
い
ま
す
。

な
ど
が
そ
う
で
す
が
、

そ
う
い
う
場
合
も
個
々
人
の
行
為
の
総
和
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の

「
行
為
」

を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
。
行
為
は
、

な
か
に
は
集
団
で
行
な

こ
れ
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、

で
あ
る
と
考
え
て
、
個
々
人
の
行
為
に
還
元
し
て
し
ま
う
。

個
々
人
の
行
為
に
は
、
「
結
果
」
が
と
も
な
い
ま
す
。

よ
く
な
い
作
用
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
。

ほ
か
の
誰
か
や
社

会
・
公
共
に
対
し
て
、

そ
の
結
果
が
、

そ
れ
が
十
分
に
予
測
で
き
、

そ
、
つ
い

マ2

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
で
す
。
復
讐
法
の
問
題
点
は
、

ま
ず
第
一
に
、

誰
が
ど
う
正
し

か
っ
た
の
か
、

第
三
者
が
介
在
し
な
い
の
で
、

明
確
に
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

第
二
に
、
復
讐
が
正
義

だ
と
し
て
も
、

被
害
者
は
加
害
者
よ
り
弱
い
場
合
も
多
い
の
で
、

そ
も
そ
も
復
讐
が
実
行
で
き
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

第
三
に
は
、
復
讐
の
や
り
す
ぎ
や
、
復
讐
に
対
す
る
そ
の
ま
た
復
讐
を
抑
止
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
、
ま
す
ま
す
混
乱
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
あ
ん
ま
り
な
の
で
、

も
う
少
し
な
ん
と
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
法
律
が
発
達
し
た
。

第
三
者
、

つ
ま
り
当
事
者
で
は
な
い
誰
か
が
現
わ
れ
て
、

裁
判
を
行
な
い
、

判
決
を
下
し
、

強
制
力
を

も
っ
て
刑
を
執
行
す
る
。

こ
う
い
う
や
り
方
が
始
ま
っ
た
。

公
権
力
の
登
場
で
す
。

復
讐
法
は
原
始
的
に
見
え
ま
す
が
、

そ
れ
以
前
の
未
開
法
よ
り
も
進
ん
だ
も
の
で
し
た
。

未
開
法
で
は
、
行
為
と
行
為
で
な
い
も
の
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
誰
か
が
病
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気
に
な
る
。

そ
い神
っさ
をま
生いが
け怒
賛Eつ

にて
しい
てる
し
まじ
おや

こ
れ
は
誰
か
が
呪
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
台
風
が
き
た
。

あ
そ
れ
は
、

ム
ラ
の
誰
そ
れ
の
よ
く
な
い
行
な
い
の
せ
い
だ
か
ら
、

ぅ
。
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
行
為
に
と
も
な
う
「
結
果
」

の
範
囲
が
、
き
わ
め
て
広
く
解
釈
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

こ
れ
で
は
、
法
律
と
宗
教
の
区
別
が
つ
か
な
い
。

責
任
が
行
為
の
結
果
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、

復
讐
法
で
は
、

超
自
然
的
な
こ
と
を
含
ん
で
い
な
い
。
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そ
の
限
り
で
、
そ
れ
は
刑
法
の
枠
内
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
裁
判
と
強
制
執
行
力
が
加
わ
っ
た
陥
没
者

で
、
刑
法
の
骨
格
が
出
来
あ
が
り
ま
す
。
刑
法
と
裁
判
は
、
表
裏
一
体
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
え
l

i
?
て
、
裁
判
所
で
、
刑
を
課
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
判
断
さ
れ
る
行
為
が
、
「
犯
罪
」
で
す
0

1
か
「
法
」
で
あ
る
か
は
、
裁
判
所
が
決
め
る
。
と
は
い
え
、
裁
判
所
が
勝
手
に
決
め
て
い
い
わ
け
で

は
な
い
。
裁
判
所
の
判
断
は
、
世
の
中
に
流
布
し
て
い
る
常
識
を
踏
ま
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
裁

判
所
が
認
め
な
い
こ
と
に
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。

私
が
信
頼
し
て
い
る
法
学
者
に

H
・
L
・
A
-
ハ
ー
ト
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
、
裁
判
苛
が
認

め
る
法
は
、
社
会
一
般
の
人
び
と
が
常
識
的
に
考
え
る
法
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
、
そ
か

1
1「

蝦
の
常
識
を
「
一
次
ル
ー
ル
」
、
そ
れ
を
法
の
言
葉
に
置
き
換
え
た
り
、
裁
判
で
参
照
し
た
り
し
て
い

る
も
の
を
「
二
次
ル

l
ル
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。

刑
ー
も
J

も
と
も
と
の
根
拠
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
社
会
に
そ
な
わ
っ
た
ル

l
ル
な
の
で
す
。
一
人
ひ

と
り
が
自
分
の
行
為
に
責
任
を
も
ち
、
他
人
の
生
命
ゃ
、
安
全
や
、
財
産
や
、
自
由
を
、
理
由
も
な
く

侵
ー
し
た
り
脅
か
し
た
り
し
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
自
分
も
、
生
命

ゃ
、
安
全
ゃ
、
財
産
や
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
う
い
う
ル

l
ル
の
こ
と
で
す
。
理
不

尽
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
正
義
で
あ
り
、
ル

l
ル
で
あ
る
。
そ
の
ル

l
ル
を
破
っ
た
ら
、
ル
ー
ル
の

保
護
は
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
、

は
、
ル

l
ル
違
反
が
あ
る
。

す。

ル
ー
ル
が
あ
る
と
こ
ろ
に

犯
罪
と
刑
罰
の
、

ル
l
ル
違
反
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

本
質
的
構
造
で
す
。

刑
罰
と
い
う
名
の
処
分
が
あ
る
の
で

T
「
社
会
常
識
」
で
あ
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
「
法
」
と
し
て
共
通
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
の
か

そ
れ
に
は
、
歴
史
的
な
事
情
と
、
法
理
論
の
な
か
で
ど
う
構
成
さ
れ
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う

側
面
と
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
ほ
ほ
パ
ラ
レ
ル
な
の
で
す
が
、
厳
密
に
考
え
る
と
ず
れ
て
も
い
る
。

歴
史
の
ほ
う
は
時
聞
が
あ
れ
ば
あ
と
で
の
べ
る
と
し
て
、
法
理
論
で
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

ま
ず
、

生
存
し
よ
う
と
い
う
自
己
保
存
の
要
求
や
権
利
を
も
っ
て

人
間
は
、
命
を
も
っ
た
存
在
で
、

第二章 「刑法Jとは何か

い
ろ
い
ろ
な
欲
求
や
欲
望
を
満
た
し
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
他
者
と
の
協
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
健
康
で
あ
る
必
要
が
あ
る
し
、

場
合
に
よ
る
と
、

他
者
と

の
対
立
も
生
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

自
分
が
い
つ
で
も
行
為
で
き
る
自
由
の
領
域
と
、
実
行
可
能
で
は
あ
っ
て
も
や
っ
て
は
い

け
な
い
こ
と
に
し
て
、

ル
ー
ル
で
抑
制
す
る
領
域
と
を
分
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、
通
行
人
に
庖
丁
で
切
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り
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
行
為
と
し
て
は
実
行
可
能
で
あ
っ
て
も
、
や
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
や
っ

て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
の
自
由
で
も
な
い
し
、
権
利
で
も
な
い
と
考
え
る
。
裏
返
し
て
言
う

な
ら
、
誰
も
が
、
理
由
も
な
し
に
庖
丁
で
切
り
つ
け
ら
れ
た
り
し
な
い
、
と
い
う
安
全
の
権
利
を
も
っ

て
い
て
、
切
り
つ
け
ら
れ
た
ら
、
そ
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
す
。
;
:

行
為
の
可
能
性
は
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
他
人
の
行
為
の

可
能
性
と
衝
突
し
、
矛
盾
し
て
し
ま
い
ま
す
。
洗
濯
機
の
な
か
の
シ
ャ
ボ
ン
の
泡
は
、
ま
ん
丸
に
な
ろ

う
と
し
て
も
悦
の
泡
が
あ
る
か
ら
、
い
び
つ
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
泡
同
士
が
共
存
で

1
る
よ
う
に
、
こ
っ
ち
の
泡
に
別
の
泡
は
入
り
込
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
領
域
を
決
め
て

川
る
の
で
す
。
行
動
の
可
能
性
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
す
。
人
ぴ
と
め
い
め
い
が
、
各
自
の
行
動
可
能
な

範
囲
を
決
め
ま
す
。
そ
の
結
果
、
自
由
に
行
為
で
き
る
領
域
は
狭
ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
互
い
さ
ま

な
ん
で
す
。
私
は
相
手
を
攻
撃
し
な
い
、
相
手
も
私
を
攻
撃
し
な
い
。
こ
れ
は
私
の
領
分
、

;
i
は
あ

な
た
の
領
分
。
こ
う
し
て
確
定
す
る
領
域
を
、
権
利
と
言
い
ま
す
。
社
会
的
に
是
認
さ
れ
た
、
自
由
な

行
為
の
領
域
、
権
利
を
尊
重
す
る
と
い
う
の
が
、
法
律
の
根
本
的
な
考
え
方
で
す
。

そ
こ
で
、
権
利
の
リ
ス
ト
が
で
き
ま
す
。
ど
ん
な
国
の
刑
法
で
も
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
リ
ス
ト
に

な
り
ま
す
。
ま
ず
、
生
存
権
。
切
り
つ
け
ら
れ
た
り
、
ケ
ガ
を
負
わ
せ
ら
れ
た
り
し
な
い
と
い
う
、
身
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体
の
安
全
。

そ
れ
か
ら
、

鎖
で
つ
な
が
れ
た
り
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、
誘
拐
さ
れ
た
り
し
な
い
と
い
う
、

行
動
の
自
由
。

そ
の
次
に
重
要
な
の
が
、
財
産
権
。
自
分
の
所
有
物
を
侵
さ
れ
な
い
。
ず
っ

と
見
張
っ
て
い
な
く
て
も
、
名
前
が
書
い
で
あ
っ
た
り
、
私
の
も
の
で
す
と
宣
言
し
た
り
す
れ
ば
、
自

分
の
も
の
は
自
分
の
も
の
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
第
三
者
が
使
っ
た
り
、

そ
し
て
、

も
っ
て
行
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、

と
い
う
権
利
で
す
。

財
産
権
が
法
の
保
護
に
値
す
る
か
ど
う
か
は
、
実
は
大
問
題
で
す
。
で

も
こ
こ
で
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
社
会
で
も
、

自
分
の
身
ひ
と
つ
で
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で
、
最
低
限
の
物
品
の
、
そ
れ
以

つ
ま
り
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
服
と
か
靴
と
か
日
用
品
と
か
家

外
の
者
に
対
す
る
排
他
的
支
配
、

第二章 「刑法Jとは何か

屋
と
か
は
、
だ
い
た
い
、
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
刑
法
に
関
連
し
た
こ
と
が

ら
、
た
と
え
ば
名
誉
と
か
、
営
業
妨
害
と
か
、
麻
薬
の
販
売
と
か
、
爆
発
物
の
所
持
と
か
、
危
険
思
想

わ
い
せ
つ

の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
公
然
猿
襲
、
だ
と
か
、
な
ど
に
な
る
と
、
刑
法
で
処
罰
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、

場
合
に
よ
り
け
り
で
す
。
時
代
に
よ
り
、

刑
法
で
処
罰
す
べ
き
か
ど
う
か
、

ま
た
国
に
よ
っ
て
、

判
断

は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

結
論
。
刑
法
が
保
護
す
る
権
利
は
、

ま
ず
生
命
、

身
体
。
こ
れ
が
中
核
で
、

所
有
権
が

そ
の
次
に
、
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あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
、
そ
れ
以
外
の
権
利
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
、
歴
史
的
に

も
法
理
論
と
し
て
も
、
だ
ん
だ
ん
発
達
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

T
個
人
以
外
の
団
体
は
ど
こ
ま
で
責
任
を
問
わ
れ
る
の
か

そ
れ
が
因
っ
た
問
題
で
す
。
近
代
社
会
に
は
、
法
人
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

せ
ん
。
身
体
を
も
た
な
い
も
の
は
、
刑
法
上
、
処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
九
州
の
ど
こ
か
の
工
場
か
ら
、
有
機
水
銀
が
た
れ
流
さ
れ
て
い
た
と
し
ま
す
。
も
し
も
そ

れ
が
個
人
の
し
わ
ざ
で
、
有
機
水
銀
を
食
べ
た
魚
を
食
べ
た
人
聞
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ

の
個
人
の
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
法
人
の
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
法
人
を
、
刑
務
所
に
入
れ
た
り
、
死
刑
に
し
た
り
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ふ
た
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
刑
事
裁
判
の
対
象
に
な

ら
な
い
の
で
、
民
事
裁
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
民
事
の
損
害
賠
償
で
あ
れ
ば
、
法
人
も
経
済
活
動
を

し
て
い
ま
す
か
ら
、
賠
償
請
求
が
で
き
ま
す
。
個
人
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
の
と
同
じ

で
す
。で

も
こ
れ
で
、

法
人
は
身
体
を
も
ち
ま

腹
の
虫
が
お
さ
ま
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
は
、
無
理
に
で
も
、

法
人
の
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き
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
に
と
っ
て
不
利
で
す
。
も
っ
と
も
最
近
の
判
例
で
は
、
組
織
が
行
な

っ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
が
大
変
に
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
に
関
与
し
た
個
人

の
、
個
人
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
薬
害
エ
イ
ズ
。
当
時
の
厚
生
省
の
課
長
が
刑
事
責

任
を
追
及
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
審
議
会
の
安
部
英
氏
も
追
及
さ
れ
ま
し
た
(
安
部
氏
は
病
気
の

た
め
、
免
訴
に
な
り
ま
し
た
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
例
外
中
の
例
外
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
組
織
に
関
与
し
た
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
し
た
例
と
し
て
、
極
東
軍
事
裁
判
が
あ

り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
日
本
国
が
合
法
的
に
行
な
っ
た
戦
争
で
す
。
し
か
し
、
「
人
道
に
対

す
る
罪
」
の
名
の
も
と
に
、
侵
略
戦
争
を
企
画
し
、
謀
議
し
、
実
行
し
た
罪
で
、
当
時
の
国
家
指
導
者

が
個
人
責
任
を
追
及
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
起
訴
さ
れ
、
有
罪
に
な
り
、
処
刑
さ
れ
た
。
こ
れ
は
刑
事
法

廷
で
す
。
日
本
国
が
損
害
を
賠
償
し
ろ
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
例
外
的
な
場
合
に
は
、
組
織
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
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個
人
責
任
が
追
及
さ
れ
る
の
で
す
。

T
刑
法
の
基
本
原
則
に
つ
い
て

刑
法
は
個
人
の
行
為
責
任
を
追
及
す
る
の
だ
と
の
べ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、

が
あ
り
ま
す
。

い
く
つ
か
の
原
則

第二章 「刑法jとは何か

メ
ン
バ
ー
を
つ
か
ま
え
て
、
刑
事
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
で
す
。

た

ιえ
ば
自
分
の
奥
さ
ん
が
水
銀
の
せ
い
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
、
相
手
が
個
人
で
あ
れ
ば
損
吾

賠
償
も
請
求
で
き
ま
す
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
相

手
が
法
人
だ
と
、
損
害
賠
償
だ
け
。
社
員
た
ち
は
給
料
を
も
ら
い
続
け
て
い
て
、
自
分
た
ち
は
悪
く
な

か
っ
た
と
い
う
顔
を
し
て
い
て
、
お
金
で
話
が
済
ん
だ
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
じ
ゃ

j
、
社
員
を
捕
ま
え
て
起
訴
し
よ
う
。
で
も
、
誰
を
捕
ま
え
れ
ば
い
い
か
。
社
員
は
、
経
営
者
に
雇
わ

れ
て
干
る
だ
け
で
、
毎
日
ソ
ロ
バ
ン
を
は
じ
い
て
い
る
人
も
い
れ
ば
社
長
の
運
転
手
を
や
っ
て
い
る
人

も
い
て
、
有
機
水
銀
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
。
言
わ
れ
た
こ
と
を
や
っ
て

い
た
だ
け
で
、
有
機
水
銀
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
い
な
い
か
も
し
れ
な
い

o
Tう

す
る
と
、
こ
れ
も
、
そ
の
つ
も
り
が
な
く
て
も
、
刑
法
に
い
う
「
過
失
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

か
。
で
は
、
株
主
は
ど
う
か
。
株
主
が
利
潤
を
追
求
し
た
の
で
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
株
主
が

悪
ト
。
で
も
株
主
は
、
い
つ
で
も
株
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
で
き
る
し
、
有
限
責
任
な
の
で
、
株
主
を

特
定
し
て
処
罰
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

刊
法
の

一
番
の
問
題
点
は
、
現
代
社
会
の
重
要
な
主
体
で
あ
る
企
業
や
官
庁
な
ど
、
組
織
の
責
任
を

追
及
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
個
人
は
ど
こ
ま
で
も
追
及
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
、
組
織
を
追
及
で
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ま
ず
そ
の
行
為
が
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
の
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
原
則
を
、

罪
刑
法
定
主
義
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
刑
法
が
一
人
歩
き
す
る
と
大
変
に
危
険
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
方
か
ら
き
て
い
ま
す
。

専
制
政
治
、
独
裁
政
治
、
恐
怖
政
治
の
も
と
で
は
、
権
力
者
が
、
人
民
を
取
り
締
ま
る
手
段
と
し
て

刑
法
を
濫
用
し
、
裁
判
な
し
で
処
刑
し
た
り
し
ま
す
。
裁
判
な
し
と
い
う
こ
と
は
、
責
任
が
あ
る
か
ど

う
か
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
の
を
省
略
し
て
処
刑
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
乱
暴
な
話
で
す
。

な
ぜ
裁
判
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
そ
の
人
が
政
府
に
都
合
の
悪
い
人
物
で
あ
る
と
い
う

理
由
か
ら
で
す
。
犯
罪
を
犯
し
た
か
ど
う
か
は
証
明
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
暗
黒
裁
判
を
認
め
て
は

大
変
で
す
。
た
し
か
に
な
か
に
は
凶
悪
な
犯
罪
者
も
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
刑
法
を
な
く
し
て
し
ま
え
と

は
言
わ
な
い
が
、
刑
罰
を
下
す
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
刑
法
の
な
か

に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
こ
れ
だ
け
の
罪
に
な
る
と
条
文
の
か
た
ち
で
書
き
込
ん
で
、
広
く
周
知

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
善
良
な
市
民
は
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
違
反
し
た
人
聞
が
い
た
ら
、
証
拠
を
あ
げ
て
、
権
力
者
の
側
が
犯
罪
の
事
実
を
証
明
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
す
。

有
罪
の
証
明
が
で
き
な
い
限
り
、
刑
事
事
件
の
被
告
を
無
罪
と
し
て
扱
う
こ
と
。
こ
れ
を
、
推
定
無
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罪
の
原
則
と
言
い
ま
す
。
有
罪
が
完
全
に
証
明
で
き
・
た
と
き
に
は
じ
め
て
有
罪
な
の
で
あ
っ
て
、
証
明

に
少
し
で
も
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
無
罪
に
な
り
ま
す
。

l
権
力
者
は
強
く
、
市
民
は
弱
い
の
で
、
裁
判
を
公
正
に
進
め
る
た
め
に
は
、
証
明
責
任
を
権
力
者
の

側
に
負
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

浮
気
を
例
に
と
る
と
、
浮
気
を
し
た
と
い
う
証
明
と
、
し
て
い
な
い
と
い
う
証
明
の
、
ど
ち
ら
が
む

ず
か
し
い
か
。
し
て
い
な
い
と
言
う
ほ
う
が
む
ず
か
し
い
。
奥
さ
ん
に
疑
わ
れ
、
毎
日
の
ア
リ
バ
イ
を

夫
が
証
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、
奥
さ
ん
を
納
得
さ
せ
る
の
は
む
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
。

証
明
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
ほ
う
が
、
立
場
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
れ
と
同
じ
で
、
近
代
法
で
は
権
力
者
に
、
犯
人
が
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
に
義
務

づ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
証
明
が
完
全
で
な
い
と
、
無
罪
に
な
る
。
も
し
も
あ
べ
こ
べ
に
、
被
告
が
、
自

分
が
無
罪
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
大
変
で
す
。
証
拠
集
め
も
個
人
で
や
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
。
ア
リ
バ
イ
を
完
全
に
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
空
白
の
何
十
分
か
が
あ
り
、

そ
の
と
き
に
犯
行
を
し
た
ん
だ
ろ
う
、
な
ど
と
言
わ
れ
た
ら
、
大
部
分
の
人
は
有
罪
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。

罪
刑
法
定
主
義
や
、
推
定
無
罪
の
原
則
の
ほ
か
に
も
、
違
法
性
や
有
責
性
と
い
っ
た
、
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犯
罪
の
構
成

は
な
い
が
、
故
意
と
違
っ
て
、
犯
罪
の
度
合
い
が
少
し
軽
く
な
る
。

除
外
事
例
の
リ
ス
ト
は
多
く
あ
っ
て
、
責
任
が
問
わ
れ
な
い
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
行
為
責
任
を
追
及
す
る
の
に
、
刑
法
の
ル

l
ル
に
従
う
。
こ
れ
は
近
代
刑
法

の
枠
内
で
の
追
及
の
仕
方
で
す
。
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T
刑
法
の
歴
史
は

7

近
代
法
と
対
比
す
る
意
味
で
、
そ
れ
以
外
の
社
会
の
刑
法
に
つ
い
て
も
、
参
考
の
た
め
に
の
べ
て
お

き
己
中
志
7

し
ょ
、
っ
。

古
代
法
で
は
、
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
が
有
名
で
す
。
そ
の
原
則
は
、
有
名
な
同
害
報
復
。
「
目
に
は
目
、

歯
に
は
歯
」
で
す
。
傷
害
事
件
で
目
を
片
方
つ
ぶ
さ
れ
た
。
罰
と
し
て
、
犯
人
の
目
を
片
方
つ
ぶ
す
。

歯
を
一
本
折
ら
れ
た
。
犯
人
の
歯
を
一
本
折
る
。
大
変
に
わ
か
り
や
す
い
。

同
害
報
復
の
原
理
は
、
残
酷
な
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
以
上
の
復
讐
を
禁
止
す
る
と
い
う
抑
止
効
果

(
も
っ
と
言
え
ば
、
犯
人
の
保
護
)
の
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
同
害
報
復
の
原
理
を
厳
密
に
適
用
す
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
。
大
工
が
建
築
を
請

け
負
っ
て
、
手
抜
き
工
事
を
し
た
の
で
、
梁
の
石
材
が
落
ち
て
、
そ
の
家
の
子
ど
も
が
下
敷
き
に
な
っ

そ
れ
に
は
除
外
規
定
が
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
責
任
を

た
と
え
ば
、
医
師
が
手
術
を
す
る
場
合
。
ナ
イ
フ
で
背
中
を

患
者
を
治
療
す
る
た
め
の
手
術
が
、
い
ち
い
ち
処
罰
さ
れ
た
ら
困
り
ま
す
。

た
し
か
に
相
手
を
殴
り
つ
け
て
、
相
手
に
危
害
を
加
え
て
い
ま
す
が
、
も
と
は

と
言
え
ば
そ
の
相
手
が
大
変
凶
暴
で
、
こ
ち
ら
を
殺
そ
う
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
の
で
、
急
所
を
打
っ

た
ら
の
び
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
処
罰
さ
れ
た
ら
、
危
な
く
て
夜
道
も
歩
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

問
わ
れ
な
い
場
合
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

切
り
裂
い
た
と
し
て
も
、

そ
し
て
、
正
当
防
衛
。

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

緊
急
避
難
。

未
成
年
者

(
子
ど
も
)

こ
こ
で
の
テ
l
マ
で
あ

第二章 「刑法jとは何か

の
犯
罪
。
そ
し
て
、

る
、
心
神
喪
失
状
態
(
責
任
能
力
が
な
い
状
態
)
で
の
犯
罪
行
為
が
あ
り
ま
す
。

心
神
喪
失
に
は
、
一
時
的
な
場
合
と
、
恒
久
的
な
場
合
と
が
あ
り
ま
す
。
一
時
的
な
場
合
と
は
、
知

ら
な
い
で
ド
ラ
ッ
グ
を
飲
ま
さ
れ
て
、
正
常
な
判
断
が
で
き
な
い
ま
ま
何
か
を
し
て
し
ま
っ
た
。
本
人

に
責
任
が
な
い
の
に
飲
ま
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
す
ね
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

し
た
た
か
に
焼
酎
を
飲
ん
で
、

こ
れ
か
ら
自
動
車
で
家
に
帰
ら

ほ
ろ
酔
い
気
分
の
ま
ま
運
転
を
し
て
自
動

い
っ
ぽ
、
っ
、

車
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
に
正
常
な
判
断
が
で
き
な
い
状
態
で
も
、

そ
の
原
因
を
つ
く
っ
た
の
は
自
分
な
の
で
、
責
任
を
問
わ
れ
ま
す
。
免
責
に
は
な
ら
な
い
。

過
失
と
故
意
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
過
失
だ
か
ら
と
い
っ
て
罪
を
問
わ
れ
な
い
わ
け
で
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そ
れ
か
ら
、

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
大
工
が
悪
い
。
こ
の
場
合
の
刑
罰
は
、
大
工
の
子
ど
も
を
連
れ
て
き
て
、
石
材

で
下
敷
き
に
し
て
殺
し
て
し
ま
う
。
犯
人
に
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
わ
せ
る
わ
け
で
す
。
犯
人
が
処
罰
さ

れ
な
い
で
、
子
ど
も
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
近
代
法
か
ら
み
る
と
理
不
尽
だ
。
牛
が
人
間
を
突
き

殺
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、

牛
を
処
罰
す
る
、

な
ん
て
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

近
代
法
は
、

で
も
た
と
え
ば
、

動
物
や
自
然
の
責
任
は
追
及
し
ま
せ
ん
。

は
ら

神
道
な
ん
か
は
そ
う
で
は
な
い
で
す
ね
。
被
い
清
め
の
考
え
方
で
は
、

あ
く
ま
で
人
間
の
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
、

日
本
で
も
、

人
間
以
外
の
木
や
石
も
浄
/
不
浄
の
因
果
関
係
の
な
か
に
登
場
し
て
き
で
、

は
な
ら
な
い
。
宗
教
と
刑
法
と
が
連
続
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
も
考
慮
し
な
く
て

第二章 「刑法Jとは何か

そ

れ

か

ら

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

中

世

の

復

讐

法

で

は

、

た

と

え

ば

婦

女

暴

行

事

件

。

こ
れ
は
か
な
り
重
く
罰
せ
ら
れ
、
死
刑
に
な
り
ま
し
た
。
心
臓
に
木
の
杭
を
打
ち
込
む
の
で
す
が
、
被

害
者
が
木
の
杭
を
打
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
例
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
犯
人
の

処
刑
に
手
を
下
し
た
女
性
は
、
被
害
に
遭
わ
な
か
っ
た
ま
ま
の
無
垢
と
み
な
さ
れ
る
。
事
件
が
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
近
代
法
に
は
、
こ
ん
な
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
で
、

中
世
法
で
は
こ
う
い
う
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
復
讐
法
で
す
が
、
復
讐
を
通
り
越
し
て
、
宗
教

的
儀
礼
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
被
害
者
の
女
性
に
は
き
つ
い
こ
と
で
も
、

か
な
り
の
こ
と
で
す
。

で
も
、

名
誉
を
回
復
し
、
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社
会
的
地
位
を
保
全
す
る
道
が
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、

な
か
な
か
よ
く
考
え
ら
れ
た
法
律
だ
と
言
え
る
。

ど
う
い
う
社
会
で
も
、
解
決
の
む
ず
か
し
い
問
題
が
続
出
し
ま
す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
、
そ
の
つ
ど

対
応
し
て
い
く
。
刑
法
も
、
多
少
の
助
け
に
は
な
り
ま
す
。
し
か
し
起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
ゼ
ロ

に
は
で
き
な
い
。
い
ま
中
世
法
の
例
を
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
完
全
な
ゼ
ロ
に
は
戻
っ
て
い
な
い
。

刑
法
は
な
い
よ
り
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
バ
ン
ド
エ
イ
ド
の
よ
う
な
も
の
で
、
応
急
措
置
で
す
。
ケ
ガ
が
治
る
と
し
た
ら
、
別
の
理
由
に

よ
る
。
そ
れ
で
も
、
刑
法
は
、
人
間
の
知
恵
で
あ
る
。
刑
法
の
な
い
社
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
刑
法
に
は
、
大
き
く
わ
け
で
、
ふ
た
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
復
讐
刑
。

復
讐
が
正
義
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
教
育
刑
。
本
人
の
更
生
を
図
る
の
が
刑

罰
の
目
的
だ
と
い
う
新
し
い
考
え
方
で
す
。
こ
の
両
方
に
関
連
し
て
、
抑
止
効
果
説
と
い
う
の
も
あ
る
。

刑
罰
が
あ
る
と
犯
罪
が
減
る
、
と
い
う
説
で
す
。

ど
れ
も
み
な
も
っ
と
も
で
す
が
、
ど
れ
も
何
と
な
く
収
ま
り
が
悪
い
。
教
育
刑
と
い
う
け
れ
ど
、
死

刑
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
死
刑
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
更
生
も
な
に
も
な
い
。
と
す
る
と
、
刑
罰
は

や
は
り
復
讐
な
の
か
。
ア
メ
リ
カ
の
死
刑
執
行
の
場
合
、
執
行
は
第
三
者
が
や
る
け
れ
ど
も
、
被
害
者

そ
の
女
性
を
侮
辱
し
て
は
い
け
な
い
。
回

や
そ
の
家
族
が
刑
の
執
行
を
見
学
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
復
讐
の
考
え
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
教
育
刑
と
い
っ
て
も
、
刑
罰
で
あ
る
以
上
、
本
人
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
苦
痛
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
う
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
懲
役
。
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
程
度
の
苦
痛
で

あ
れ
ば
、
刑
罰
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

T
三
九
条
「
心
神
喪
失
」
に
つ
い
て

第二章 「刑法Jとは何か

刑
事
犯
と
、
政
治
犯
と
、
精
神
病
者
。
こ
れ
ら
は
、
別
々
の
人
び
と
で
す
。
で
も
、
フ
l

コ

l
の

『
監
獄
の
誕
生
』
に
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
い
っ
し
ょ
く
た
に
収
容
さ
れ

て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。

政
治
犯
は
、
政
府
に
都
合
の
悪
い
人
で
し
た
。
爆
弾
を
投
げ
た
り
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
要
は

そ
の
行
為
よ
り
も
、
そ
の
人
の
思
想
が
政
府
に
と
っ
て
危
険
な
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
社
会
活
動
が
で
き

な
い
よ
う
に
、
刑
務
所
に
閉
じ
込
め
て
お
く
。
「
政
治
犯
」
な
る
人
び
と
が
存
在
す
る
の
が
、
独
裁
政

権
で
あ
り
、
抑
圧
政
権
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
民
主
主
義
国
家
の
考
え
方
で
す
。
思
想
で
、
人
を
罰
せ

し
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
刑
法
は
、
行
為
の
み
を
罰
す
る
。
行
為
に
表
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
何
を
考
え

よ
う
と
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
基
本
で
す
。
政
治
犯
と
は
、
つ
ま
り
、
刑
事
罰
を
下
す
べ
き

み
な
、
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で
な
い
人
び
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
精
神
病
者
。
精
神
病
者
は
、
周
囲
の
ひ
と
に
理
解
不
能
で
、
犯
罪
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
本
人
は
、
そ
れ
し
か
で
き
な
い
の
で
す
。
も
し
も
本
人
が
意
志
し
て
ほ
か
の
人

間
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
精
神
病
者
で
は
な
い
。
本
人
に
も
ど
う
し
ょ
う

も
な
い
か
ら
、
精
神
病
者
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
人
び
と
は
病
気
で
、
治
療
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、

処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
に
な
る
。
そ
こ
で
精
神
病
院
と
い
う
収
容
施
設
が
で
き
た
。

閉
鎖
病
棟
に
無
理
や
り
閉
じ
込
め
て
お
く
ケ
l
ス
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
本
人
の
利

益
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
、
正
当
化
で
き
る
の
で
す
。

刑
事
犯
は
、
精
神
病
者
で
な
い
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ふ
つ
う
の
人
間
の
実
行
で
き
る
行
為
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
犯
罪
を
お
か
し
て
い
る
。
犯
罪
を
犯
さ
な
い
こ
と
も
、
十
分
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
犯
罪

行
為
に
責
任
が
生
じ
ま
す
。
こ
う
い
う
種
類
の
人
び
と
だ
け
を
罰
す
る
。
こ
れ
が
刑
法
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
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そ
う
す
る
と
、
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
び
と
(
政
治
犯
)
を
処
罰
し
な
い
こ
と
が
大
事
に
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
刑
法
の
構
成
要
件
や
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
な
ど
で
、
明
確
に
排
除
で
き
ま
す
。
第

二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
び
と

(
精
神
病
者
)
に
つ
い
て
も
刑
法
に
定
め
が
あ
り
、
そ
れ
が
三
九
条
で
す
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
び
と
は
、
刑
事
処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

A
さ
ん

B
さ
ん

C
さ
ん
の
三
人
が

い
た
場
合
、
誰
が
こ
の
精
神
病
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
た
る
の
か
。
こ
れ
は
医
師
が
判
定
し
ま
す
。
正

確
に
言
う
と
、
裁
判
所
が
判
定
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
に
は
そ
こ
ま
で
の
能
力
が
な
い
の
で
、

医
師
の
意
見
を
参
考
に
し
て
判
定
す
る
。
子
ど
も
は
、
判
定
も
何
も
な
く
、
年
齢
で
責
任
能
力
の
有
無

を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
専
門
家
が
判
定
し
な
い
。
裁
判
所
が
判
定
す
れ
ば
終
わ
り
で
す
。
近
代
刑

法
に
は
、
か
な
ら
ず
こ
う
し
た
除
外
規
定
が
あ
り
ま
す
。

以
上
を
要
す
る
に
、
日
本
の
刑
法
も
近
代
刑
法
で
あ
る
か
ぎ
り
、

実
に
明
快
。
何
の
問
題
も
な
い
。
ど
う
で
す
か
?

三
九
条
は
な
く
て
は
い
け
な
い
。

T
三
九
条
は
な
く
て
も
よ
い
、
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
?

第二章 「刑法」ー目立何か

な
く
て
も
よ
い
と
い
う
、
ど
の
よ
う
な
議
論
の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
ま
す
。

第
一
に
、
三
九
条
が
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
。
も
と
も
と
精
神
病
者
で
も
な
い
の
に
、
精
神
病
者
の
ふ

り
を
し
て
、
刑
事
処
罰
を
免
れ
て
し
ま
う
ケ
l
ス
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

(
厳
密
に
言
う
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
あ
っ
て
、
自
分
が
精
神
病
者
な
の
で
、
こ
れ
幸
い
と
そ

の
立
場
を
利
用
し
て
犯
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
場
合
。
こ
う
な
る
と
、
精
神
病
者
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
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い
で
す
ね
。

な
い
と
は
吾
一
守
え
な
い
。)

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
悪
用
は
避
け
ら
れ
な
い
。
犯
人
は
誰
し
も
、
ま
ず
捕
ま
ら
な
い
よ
う

に
す
る
け
れ
ど
も
、
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
と
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
避
け
る
方
法
は
、
精
神
病
者

を
装
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
人
は
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
な
か
に
は
、
ま
ん
ま
と
、
臨
し
と
お

す
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
被
害
者
か
ら
見
る
と
、
い
ま
い
ま
し
い
限
り
で
す
が
、
こ
の
可
能
性

を
ゼ
ロ
に
は
で
き
な
い
。
そ
の
可
能
性
が
、
十
分
小
さ
け
れ
ば
い
い
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

つ
ま
り
、

悪
用
可
能
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
方
法
を
厳
密
に
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
、
判
定
の
む
ず
か
し
さ
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

犯
罪
と
は
無
関
係
で
す
が
、
精
神
医
学
の
教
科
書
に
、
精
神
分
裂
病

(
い
ま
は
統
合
失
調
症
と
い
う
)

の
診
断
基
準
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
お
お
よ
そ
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
「
熟
練
し
た
医
師
が
面
接
を
お
こ

な
っ
て
、
精
神
病
と
判
定
さ
れ
た
人
が
、
精
神
病
で
あ
る
」
。
ど
ん
な
教
科
書
で
も
、
つ
づ
め
て
言
う

と
、
こ
う
書
い
て
あ
る
。
診
断
に
必
要
な
面
接
時
間
は
三

O
分
く
ら
い
で
す
。

判
定
基
準
は
、
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
語
で
は
、
プ
レ
コ
ク
ス
ゲ
フ
ュ

l
ル
と
い
う
の
で

す
が
、
こ
の
人
は
精
神
分
裂
病

(統
合
失
調
症
)
に
違
い
な
い
な
あ
と
い
う
、
医
師
の
直
観
な
の
で
す
。

慣
れ
て
く
る
と
、
そ
う
い
う
診
断
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

で
も
、
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こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
判
定
し
た
場
合
、
判
定
ま
ち
が
い
で
な
い
こ
と
を
検
証
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
。
直
観
が
判
定
基
準
な
の
で
す
か
ら
、
直
観
が
ま
ち
が
っ
た
、
本
当
は
正
常
だ

っ
た
、
と
い

う
事
例
が
存
在
で
き
な
い
。
直
観
が
最
終
的
な
判
断
な
の
で
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
問
題
に
で

き
な
い
の
で
す
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
、
お
宝
鑑
定
団
の
よ
う
な
も
の
で
、
鑑
定
家
が
、
こ
れ
は
本
物
、

こ
れ
は
ニ
セ
モ
ノ
と
判
定
し
ま
す
。
彼
が
一
番
の
目
利
き
で
あ
れ
ば
、
彼
が
本
物
と
言
っ
た
も
の
が
本

物
、
彼
が
ニ
セ
モ
ノ
と
い
っ
た
も
の
が
ニ
セ
モ
ノ
で
す
。
い
や
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
と
は
誰
も
言
い
出
せ

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
判
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
判
定
に
対
し
て
、
誰
も
ま
ち
が
い
だ
と
言

え
な
い
構
造
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
第
一
の
問
題
点
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
判
定
す
る
医
師
自
身
が
精
神
病
で
な
い
こ
と
を
、
ど
う
証
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
。

こ
の
こ
と
は
、
『
「
心
」
は
あ
る
の
か
』
(
ち
く
ま
新
書
)
で
も
の
べ
ま
し
た
。
最
初
か
ら
正
常
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
人
が
い
な
い
と
、
こ
の
判
定
は
使
え
な
い
の
で
す
。
非
常
に
お
か
し
い
。

い
ろ
い
ろ
科
学
的
に
よ
そ
お
っ
て
い
ま
す
が
、
要
は
、
社
会
の
大
多
数
の
人
び
と
/
そ
う
で
な
い
人

び
と
、
と
い
う
・区
別
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
現
に
こ
の

や
り
方
で
社
会
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
こ
と
を
出
発
点
に
し
な
け
ば
、
議
論
が
で
き
な
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ぃ
。
そ
こ
で
、
医
師
を
踊
す
ほ
ど
巧
妙
な
人
聞
が
、
犯
罪
を
お
か
し
て
、
精
神
病
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
す
。
で
も
、
そ
こ
ま
で
う
ま
く
精
神
病
の
ふ
り
を
す

れ
ば
、
急
に
正
気
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
う
と
う
長
く
病
院
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
け

な
い
。
と
な
る
と
、
本
当
に
病
気
だ
っ
た
の
と
変
わ
ら
な
い
結
果
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
第
二
に
あ
り
う
る
議
論
は
、
病
気
は
病
気
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
刑
法
上
の
処
罰
を
課
し

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
す
。

こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
が
、
ひ
と
つ
は
被
害
者
の
感
情
説
。
残
忍
な
や

り
方
で
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
被
害
者
の
家
族
は
ど
う
に
も
や
り
き
れ
な
い
。
憎
ら
し
い
犯
人
を
、
と

に
か
く
処
罰
し
て
ほ
し
い
。
こ
う
し
た
感
情
に
は
、
ど
う
こ
た
え
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
昔
、

S
君
と
い
う
人
が
い
て
、
パ
リ
で
オ
ラ
ン
ダ
人
の
女
性
を
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
逮

捕
さ
れ
、
精
神
鑑
定
を
し
た
ら
分
裂
病
と
い
う
診
断
だ
っ
た
。
そ
こ
で
入
院
さ
せ
て
治
療
し
た
ら
、
す

ん
な
り
治
っ
て
し
ま
い
、
二
年
く
ら
い
で
社
会
復
帰
し
た
。
刑
は
免
除
。
こ
れ
で
は
被
害
者
の
家
族
が

怒
り
ま
す
。
な
ら
ば
、
治
療
し
て
な
お
っ
た
ら
、
処
罰
す
れ
ば
い
い
の
か
。

ま
ず
、
本
当
に
治
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
治
る
前
は
病
気
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
病
気
の
と
き
に

責
任
能
力
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
病
気
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
れ
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ば
、
本
人
の
責
任
を
問
う
の
は
、
刑
法
の
枠
組
み
か
ら
言
っ
て
無
理
。
あ
と
で
治
っ
た
と
し
て
も
、
犯

行
の
時
点
で
病
気
で
あ
れ
ば
、
罰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
治
っ
て
い
よ
、
つ
が
い
ま
い
が
、
病
人
に
も
刑
事
責
任
は
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
な
い

と
刑
事
罰
は
要
求
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
精
神
を
病
ん
で
い
る
人
で
も
、
善
悪
の
判
断
は
一
応
で
き
ま
す
。
だ

か
ら
大
部
分
の
人
は
お
と
な
し
く
て
、
犯
罪
な
ん
か
犯
さ
な
い
。
中
世
法
や
古
代
法
に
は
、
本
人
の
責

任
能
力
と
無
関
係
に
、
犯
人
を
処
罰
し
て
い
る
例
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
で
も
、
病
気
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
存
在
し
、
治
療
の
体
制
も
あ
り
、
病
気
の
人
間
に
は
責
任
能
力
が
な
い
と
い
う
認
識
が
社
会

に
わ
け
も
た
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
事
罰
か
ら
除
外
し
て
お
く
の
が
合
理
的
だ
、
と
い
う
よ
う
に

近
代
刑
法
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
否
定
す
る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

究ラーー弓~ 111'11宮J-(丁目'1可刀

T
累
犯
と
病
気
の
グ
レ
l
ゾ
l
ン
の
問
題

も
う
ひ
と
つ
、
犯
罪
行
為
を
行
な
っ
た
人
は
、
仮
に
病
人
で
あ

っ
て
も
、
司
法
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の

も
と
に
お
い
て
チ
ェ

ッ
ク
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
治
療
を
続
け
な
が
ら
、

医
療
刑
務
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ
じ
収
容
す
る
。
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『
羊
た
ち
の
沈
黙
』
と
い
う
映
画
に
、
レ
ク
タ

l
博
士
と
い
う
人
物
が
出
て
き
ま
す
。
博
士
と
い
う
く

ら
い
で
博
士
号
を
と
っ
て
い
て
、
抜
群
の
知
能
の
持
ち
主
で
す
が
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
変
質
者
で
、
犯

罪
を
犯
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
で
す
。
彼
は
、
刑
務
所
の
な
か
で
も
、
特
別
室
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
刑
務
所
の
な
か
に
設
け
ら
れ
た
、
医
療
施
設
み
た
い
な
も
の
で
す
が
、
逆
に
医
療

施
設
の
な
か
に
、
刑
務
所
み
た
い
な
施
設
を
つ
く
っ
て
、
治
癒
し
た
か
ら
と
い
っ
て
釈
放
し
た
り
し
な

い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
や
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
規
定
に
は
な
い
か
ら
、
立
法
が

必
要
に
な
る
。
「
再
犯
可
能
性
が
高
い
悪
質
な
精
神
病
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
っ
て
、
刑
罰
と

は
関
係
な
し
に
本
人
の
自
由
が
拘
束
で
き
る
、
と
い
う
法
律
で
す
。
予
防
拘
束
そ
の
も
の
で
す
。
こ
れ

は
、
刑
法
の
原
則
に
対
す
る
、
大
変
に
大
変
に
重
大
な
、
大
転
換
で
す
。

累
犯
の
問
題
も
あ
る
。
二
、
三
年
に
一
回
は
必
ず
、
似
た
よ
う
な
性
犯
罪
を
お
か
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
ま
で
の
刑
法
で
は
、
再
犯
や
再
々
犯
で
有
罪
に
な
っ
て
も
、
刑
期
が
終
わ
っ
た
ら
釈
放
し
、
自
由
に

行
動
さ
せ
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
外
国
で
は
、
釈
放
さ
れ
て
も
野
放
し
で
な
し
に
、
監
視
を
続
け

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
近
く
に
前
科
の
あ
る
人
が
引
っ
越
し
て
き
た
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
、
と
名

前
や
顔
を
発
表
す
る
。
こ
れ
が
い
い
の
か
ど
う
か
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
人
権
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
大
変
な
問
題
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
近
隣
住
民
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
犯
罪
者
が
目
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グ
レ

l
ゾ
l
ン
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
す
ね
。
病
気
か
ら
正
常
に
移
行
す
る
途
中
の
、
治
り

か
け
と
い
う
状
態
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
先
は
病
気
で
、
こ
こ
か
ら
先
は
正
常
だ
と
、
は
っ
き
り
言

え
な
い
ケ
l
ス
が
あ
る
わ
け
で
す
。
薬
も
発
達
し
て
き
た
の
で
、
症
状
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
抑

え
る
と
い
う
こ
と
は
軽
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
昔
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し
た
病
気
と
い
う

も
の
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
グ
レ

l
ゾ
l
ン
の
問
題
と
、
精
神
病
が
免
責
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
問
題
と
は
違
う
の
で
す
。

グ
レ

l
ゾ
1
ン
が
あ
る
か
ら
免
責
規
定
は
必
要
な
い
、
と
は
な
ら
な
く
て
、
グ
レ

l
ゾ
l
ン
が
あ
る
な

ら
、
判
決
の
ほ
う
も
ゼ
ロ
か

1
か
で
は
な
く
、
グ
レ

l
ゾ
l
ン
的
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
対
応
に
な
る

べ
き
だ
。
と
こ
ろ
が
、
実
態
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
詳
し
く
み
て
も
連
続
的
だ
っ
た
り
、
は
っ
き
り
し
な

か
っ
た
り
す
る
も
の
を
、
有
罪
/
無
罪
と
は
っ
き
り
分
け
る
の
が
、
刑
法
の
原
則
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
考
え
方
は
、
グ
レ

l
ゾ
l
ン
は
い
り
ま
せ
ん
。
判
決
は
被
告
に
有
利
な
よ
う
に

出
す
の
が
原
則
な
の
で
、
グ
レ

l
ゾ
l
ン
は
す
べ
て
三
九
条
を
適
用
し
、
被
告
に
有
利
な
判
決
を
下
す

べ
き
だ
と
い
う
も
の
。
こ
の
逆
は
、
あ
り
え
ま
せ
ん
。
被
告
に
不
利
に
考
え
る
の
で
は
、
近
代
刑
法
の

原
則
に
反
す
る
か
ら
で
す
。

そ
う
す
る
と
被
害
者
感
情
は
ど
う
す
る
の
か
、
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と
い
う
声
が
上
が
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

被
害
者
感

の
前
に
い
る
の
に
警
戒
で
き
な
い
し
、

再
犯
を
防
げ
な
い
と
い
う
の
で
は
、

や
は
り
人
権
が
侵
害
さ
れ

る
自
分
の
過
去
、
前
科
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、

た
し
か
に
人
権
問
題
で
す
。

し
か
し
、

そ
れ
が
第
三
者

に
知
ら
れ
る
こ
と
を
含
め
て
、
犯
罪
行
為
の
結
果
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
自
分
の
責
任
な
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
考
え
方
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
刑
罰
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な
い
、

れ
も
相
当
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
い
ま
の
刑
法
は
、

社
会
的
制
裁
で
す
。
こ

一
見
正
常
だ
が
、

偏
執
狂
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的
に
犯
罪
を
く
り
返
す
常
習
犯
罪
者
を
想
定
し
て
い
な
い
。

議
論
の
前
提
と
し
て
、
実
態
を
調
べ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
犯
罪
社
会
学
で
は
、
ま
ず
統
計
を
取
る
。

累
犯
は
有
罪
と
な
る
犯
罪
者
の
か
な
り
の
割
合
に
の
ぼ
り
ま
す
が
、
上
に
の
べ
た
よ
う
な
タ
イ
プ
の
凶

悪
事
件
を
く
り
返
す
犯
人
が
、
本
当
に
そ
の
な
か
に
混
じ
っ
て
い
る
の
か
、
混
じ
っ
て
い
た
と
し
て
全

体
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
な
の
か
を
検
証
す
る
。
お
そ
ら
く
ご
く
わ
ず
か
で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
ど
う
判
断
す

る
か
。
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。

も
う
ひ
と
つ
、

病
気
と
正
常
と
の
あ
い
だ
の
グ
レ

l
ゾ
l
ン
の
問
題
も
あ
る
。

仮
に
精
神
病
が
J

病
気
と
し
て
は
っ
き
り
判
定
で
き
る
の
だ
と
し
ま
し
ょ
う
。

正
常
な
状
態
か
ら
徐
々
に
病
気
に
移
行
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
で
も
人
間
は
、

病
気
と
も
正
常
と
も
つ
か
な
い
、
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情
の
た
め
に
刑
法
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
近
の
傾
向
と
し
て
、

て
し
ま
え
ば
、

病
気
の
範
囲
が
広
が
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

刑
法
の
原
則
に
の

っ
と
っ
て
、

ど
ん
ど
ん
被
告
に
有
利
に
な
り
、

で
が
三
九
条
適
用
の
対
象
と
な
る
、

と
い
う
事
態
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

そ
れ
な
り
に
健
康
な
人
ま
で
が
三
九
条
の
適
用
を
受
け
て
し

違
っ
て
、
本
人
の
悪
意
と
は
無
関
係
に
、

ま
う
と
い
う
問
題
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、

そ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
う
考
え
方
と
、

そ
れ
は
何
と
か
す
べ
き
で
、

次
に
刑
法
を
適
用
し

と
刑
法
上
の
措
置
と
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
よ
う
な
措
置
|
|
ま
ず
治
療
し
て
み
て
、

何
で
も
病
気
に
な
っ

健
康
そ
う
な
犯
人
ま

先
ほ
ど
の
悪
用
と
は

医
療
措
置

い
う
考
え
方
と
、

ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
ね
。

私
は
ど
ち
ら
が
よ
い
か
、

ょ
う
と
か
、
治
療
と
も
刑
と
も
解
釈
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
適
用
し
よ
う
と
か
l
ー
ー
を
と
る
べ
き
だ
と

や
は
り

よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

第二章「刑法」とは何か 一一ー

こ
こ
で
も
三
九
条
を
削
除
せ
よ
、

と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
三
九
条
を
削
除
せ
よ
と
い
う
の
は
、

大
変
な
暴
論
で
あ
る
と
、

T
社
会
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
「
監
視
」

「
監
視
」

と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

最
近
、

私
は
思
い
ま
す
。

個
人
行
動
が
ト
レ
ー
ス
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で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

J
R
で
S
U
I
C
A
カ
l
ド
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
何
時
何
分
に
何
駅
で
、
誰
が
改
札
口
を
通
っ
た
か
、
カ
ー
ド
で
認
証
で
き
る
わ
け
で
す
。
携

帯
電
話
も
そ
う
で
す
。
誰
が
ど
こ
に
い
る
か
常
時
追
尾
で
き
る
、
一
歩
手
前
ま
で
来
て
い
る
。
こ
う
い

う
デ

l
タ
ス
ト
ッ
ク
を
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
犯
罪
捜
査
に
は
大
変
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
抑
止
効
果
も
期
待
で
き
る
。

デ
ー
タ
ス
ト
ッ
ク
を
も
っ
て
い
て
、
誰
が
何
を
し
て
い
る
か
常
時
チ
ェ
ッ
ク
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

事
後
的
に
そ
れ
を
洗
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
何
時
何
分
、
ど
こ
そ
こ
で
強
盗
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。
ふ
つ
う
の
捜
査
は
、
目
撃
情
報
を
集
め
、
犯
人
の
年
齢
や
外
見
的
な
特
徴
を
し
ぼ
り
込
み
、

遺
留
品
を
探
し
て
犯
人
の
特
定
に
結
び
つ
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
犯
罪
捜
査
の
方
法
が
一
変
す

る
。
何
月
何
日
何
時
何
分
と
入
力
し
、
人
ナ
ピ
を
か
け
る
と
、
何
十
人
か
の
デ

l
タ
が
あ
が
っ
て
く
る
。

そ
の
何
十
人
を
捜
査
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
検
挙
率
は
大
幅
に
あ
が
る
で
し
ょ
う
。

犯
罪
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
る
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
い
ま
あ
な
た
の
家
に
こ
う
い
う
人
が
入
り
ま

し
た
、
ご
存
知
で
す
か
、
と
携
帯
電
話
か
な
ん
か
で
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
知
り
ま
せ
ん
、
と
答
え
る
と
、

す
ぐ
に
警
察
に
通
報
し
て
く
れ
る
。
安
心
と
い
え
ば
安
心
で
す
。
近
所
の
目
が
、
人
ナ
ピ
に
変
わ
っ
た

わ
け
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
天
使
が
い
て
、
い
つ
も
ノ
l
ト
を
持
ち
歩
い
て
、
一
人
ひ
と
り
の
行
動
の
記
録

を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
人
聞
が
何
を
し
た
か
、
す
べ
て
書
き
と
め
る
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
の

審
判
の
と
き
に
、
ア
ラ
ー
を
前
に
、
自
分
の
行
状
を
自
分
で
読
み
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

監
視
社
会
を
抽
象
化
し
た
も
の
で
す
ね
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
そ
ん
な
ふ
う
に
で
き
て
い
る
。
最
後
の
審
判

が
あ
る
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

日
本
人
だ
け
で
す
。
神
が
い
な
い
の
を
い
い
こ
と
に
「
旅
の
恥
は
か
き
す
て
」
で
や

っ
て
き
て
、
監

視
社
会
に
な
っ
た
と
び
っ
く
り
し
て
い
る
の
は
。
日
本
人
の
場
合
、
監
視
の
能
力
と
自
分
の
モ
ラ
リ
テ

ィ
が
連
動
し
て
い
る
。
ほ
か
の
民
族
も
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
の
場
合
、
と
く
に
そ
う
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
全
知
全
能
の
神
を
考
え
る
一
神
教
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
は
、
も
と
も
と
監
視
社
会
的

に
で
き
て
い
る
の
で
す
。
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水曜日

多
様
な
論
点
浮
き
彫
り

2004年(平成16年)1月14日厚司実斤Eヨ哀用

叩
年
代
後
半
、
日
本
政
治
の
焦
点
の
ひ
と
つ
だ
っ
た

の
が
「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
だ
。
昨
年
暮
れ
、
東
京
都

内
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
『
慰
安
婦
』
問
題
再
考
」
が
開

か
れ
、
「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」
に

よ
る
「
償
い
事
業
」
を
支
持
す
る
立
場
、
批
判
す
る
立

場
、
「
日
本
国
家
に
よ
る
慰
安
婦
の
強
制
」
自
体
を
疑

問
視
す
る
立
場
、
と
様
々
な
人
々
が
討
論
し
た
H
写

真
。
「
論
座
」

2
月
号
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「論座J2月号でシンポ報告

東
京
工
業
大
学
J
Cプ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
と
朝

日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の

主
催
。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
大
沼

保
昭
東
大
教
授
、
和
田
春
樹

同
名
誉
教
授
、
荒
井
信
一

「
日
本
の
戦
争
責
任
資
料
セ

ン
タ
ー
」
共
同
代
表
、
上
野

干
鶴
子
東
大
教
授
、
目
下
公

人
東
京
尉
国
会
長
、
橋
爪
大

三
郎
東
工
大
教
授
の
6
人
。

国
民
の
募
金
に
よ
る
「
償

い
事
業
」
に
対
し
て
、
こ
れ

ま
で
「
日
本
政
府
に
よ
る
国

家
補
償
を
回
避
す
る
も
の
」

と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
「
基
金
」

理
事
の
大
沼
民
は
、
基
金
を

「
国
家
の
一
員
と
し
て
の
国

民
と
政
府
が
」
「
共
に
償
い
の

主
体
と
な
る
と
い
う
、
公
共

性
の
新
た
な
形
で
の
模
索
」

と
位
置
づ
貯
た
。

同
理
事
の
和
国
民
は
、
残

さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
韓
国
・

台
湾
で
被
害
者
の
過
半
が
事

業
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
対
す
る
、
日
本
政
府
の

態
度
表
明
な
ど
も
を
挙
げ
た
。

荒
井
民
は
「
基
金
は
失
敗

し
た
」
と
い
い
、
立
法
解
決

を
す
べ
き
だ
と
主
張
。
国
会

に
野
党
が
提
出
し
て
い
る

「
戦
時
性
的
強
制
被
害
者
問

題
解
決
促
進
法
案
」
に
期
待

した。上
野
氏
は
、
国
家
賠
償
を

求
め
て
い
た
の
に
「
被
害
者

に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
は
、

要
求
し
た
も
の
と
は
違
う
も

の
だ
っ
た
」
と
「
ね
じ
れ
」

を
指
摘
。
そ
し
て
国
家
間
で

は
な
く
、
被
害
者
個
人
が
国

に
対
し
て
「
個
人
賠
償
権
」

を
求
め
る
動
き
に
、
「
新
し

い
国
際
法
上
の
法
理
を
開

く
」
と
期
待
し
た
。

日
下
民
は
「
慰
安
婦
」
問

題
自
体
に
つ
い
て
「
国
家
に

よ
る
強
制
の
事
実
を
私
に
教

え
て
く
れ
た
人
は
い
ま
せ

ん
」
と
批
判
し
た
。

橋
爪
民
は
「
基
金
」
に
つ

い
て
「
戦
後
の
国
際
法
の
秩

序
の
も
と
、
日
本
政
府
が
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
々

な
制
約
の
中
で
は
ぎ
り
ぎ
り

で
き
る
線
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
締
め
く
く
っ
た
。


