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│
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│
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め
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本
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目
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デ
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（N

el
N
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⑴
に
照
準
を
絞
り
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
の
責
務
に
か
ん
し
て
、
そ
の
内
実
を
露
わ
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
履
行
す
る
た
め

の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
を
、
そ
の
語
義
に
従
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
ケ
ア
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
負
荷
が
か
か

っ
て
い
る
こ
こ
ろ
の
状
態
、
言
い
換
え
れ
ば
、
な
に
ご
と
か
や
だ
れ
か
に
つ
い
て
心
配
し
た
り
懸
念
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
気
づ
か
っ
た

り
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
」（C

aring
9,2003

）、
と
。
こ
の
述
定
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
言
う
ケ
ア
は
、
気
に
か
け

て
い
る
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
あ
り
様
を
指
し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
倣
っ
て
、

「
あ
る
生
き
物
が
、
狂
乱
し
て
、
の
た
う
ち
回
っ
た
り
呻
い
た
り
喘
い
だ
り
し
て
い
る
」（C

aring
2003,150

）
と
し
よ
う
。
す
る
と
、

「
わ
た
し
た
ち
は
、
苦
痛
の
そ
の
よ
う
な
表
出
に
応
え
て
、
同
情
的
な
心
痛
（sym

pathetic
tw

inge

）
を
感
じ
る
」（C

aring
2003,

― １２３ ―



150

）。
こ
の
述
定
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
気
に
か
け
る
こ
と
と
し
て
の
ケ
ア
は
、
た
と
え
ば
、
苦
し
ん
で
い
る
ひ
と
を
目
の
当
た
り
に
し

て
そ
の
様
子
を
忍
び
な
く
思
う
よ
う
に
、
ほ
か
の
ひ
と
の
一
定
の
思
い
に
た
い
し
て
共
感
的
に
寄
り
添
う
こ
と
で
あ
る
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
従
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
を
道
徳
的
な
あ
り
方
の
範
型
と
し
て
打
ち
だ
す
枠
組

み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ケ
ア
の
倫
理
は
、
道
徳
性
を
、
主
と
し
て
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
が
行
為
す
る
前
の
意
識
の
状
態
に
位
置
づ
け
る
」

（C
aring

28,2003
）。
こ
の
述
定
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
の
見
地
に
立
ち
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る

ま
い
方
が
道
徳
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
要
因
と
し
て
、
そ
の
行
為
者
の
動
機
に
着
目
し
て
い
る
。
道
徳
性
に
こ
の
よ
う
な
仕
方
で

接
近
し
な
が
ら
、「
ケ
ア
の
倫
理
は
、
つ
ね
に
、
わ
た
し
た
ち
の
人
間
的
な
直
観
と
感
情
を
捕
捉
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
」（C

aring

151,2003

）。
実
際
、
わ
た
し
た
ち
に
は
あ
る
ふ
る
ま
い
の
道
徳
的
な
特
徴
を
動
機
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

評
判
を
高
め
た
い
と
い
う
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
動
機
だ
け
に
基
づ
い
て
慈
善
的
な
活
動
に
勤
し
む
ひ
と
が
い
る
と
し
よ
う
。
一
般
的
に

言
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
ひ
と
の
取
り
組
み
を
手
放
し
で
は
称
賛
し
な
い
。
こ
と
に
よ
る
と
、
困
窮
し
て
い
る
ひ
と
の
苦
し
み
を

顧
慮
し
て
い
な
い
偽
善
的
な
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
当
の
ひ
と
を
非
難
し
さ
え
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
道
徳
性
に
か
ん
す
る
こ
の
よ
う
な

日
常
的
な
理
解
を
ケ
ア
と
い
う
視
点
か
ら
精
確
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
動
機
か
ら
道
徳
性
に
迫
ろ
う
と
す
る
枠
組
み
は
、
困
難
に
直
面
す
る
。
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
問
題
を
抱
え
て
い
る

ひ
と
に
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
も
っ
ぱ
ら
自
身
の
内
面
し
か
顧
慮
せ

ず
、
そ
の
問
題
の
性
質
と
か
そ
の
ひ
と
の
事
情
と
か
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
援
助
は
、
失
敗
し
て
し
ま
う
に

ち
が
い
な
い
。
常
識
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
軽
率
な
行
動
は
、
も
ち
ろ
ん
、
是
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
動
機
を

重
要
視
す
る
倫
理
的
な
理
説
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
不
合
理
な
結
果
を
導
く
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
周
り
を
顧
み
な
い
ま
ま

盲
目
的
に
あ
る
行
為
に
突
き
進
ん
だ
と
し
て
も
、
動
機
さ
え
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
道
徳
的
に
正
し
い
、
と
。
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う
え
の
考
察
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
動
機
だ
け
で
は
な
く
周
囲
の
状
況
の
よ
う
な
客
観
的
な
要
素
も
勘
案
し
な

が
ら
、
道
徳
性
を
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
常
識
的
な
発
想
は
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
準
拠
す
る
枠
組
み
に
た
い
し
て
、
つ
ぎ
の
問
い

を
突
き
つ
け
る
。
動
機
と
い
う
行
為
者
の
内
面
に
道
徳
性
を
求
め
る
発
想
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
ろ
の
外
に
あ
る
世

界
と
接
触
を
保
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の
問
題
を
切
り
抜
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
道
徳
性
に
か

ん
す
る
日
常
的
な
理
解
を
把
捉
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
う
え
の
問
い
に
た
い
し
て
、
ど

の
よ
う
に
応
答
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
ま
ず
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
事
例
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ケ
ア
と
い
う
営
み
の
実
際
を
露
わ
に
す
る
。
そ
こ
で
明
ら

か
に
な
る
の
は
、
情
愛
の
よ
う
な
個
人
的
な
情
感
に
従
っ
て
ふ
る
ま
い
な
が
ら
も
周
囲
の
状
況
を
冷
静
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
、

ケ
ア
す
る
ひ
と
の
あ
り
様
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
冷
静
さ
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
の
か
を
、「
わ
た
し
は

な
に
ご
と
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

aring
150,2003

）
と
い
う
義
務
的
な
心
情
の
見
地
か
ら
解
き
明
か
す
。
し
か
し
、
そ
の
過

程
で
、
当
の
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
に
は
絶
対
的
な
拘
束
力
が
な
い
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
「
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
く
な
い
と
い
う
状
況
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
さ
い
ご
に
、
そ
の
状
況
の
な
か
で
わ
た
し
た
ち
が
ケ

ア
す
る
ひ
と
の
方
へ
と
傾
く
た
め
の
方
途
を
、「
最
善
の
自
己
」（C

aring
80,2003

）
と
い
う
観
点
か
ら
究
明
す
る
。

第
１
節

ケ
ア
す
る
ひ
と
の
動
機

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
倣
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
た
ち
と
息
子
が
と
も
に
価
値
が
あ
る
と

判
断
し
て
い
る
活
動
に
息
子
を
従
事
さ
せ
る
た
め
に
、
息
子
が
学
校
を
休
む
こ
と
に
許
可
を
与
え
る
」（C

aring
56,2003

）
と
し
よ
う
。
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と
は
い
え
、
こ
の
学
校
は
、
忌
引
き
と
病
気
以
外
の
理
由
で
欠
席
し
た
生
徒
に
た
い
し
て
は
、
放
課
後
の
居
残
り
と
い
う
罰
を
課
し
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
学
校
は
州
の
基
金
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
基
金
は
、
忌
引
き
と
病
気
以
外
の
欠
席
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
（C

aring
56,2003

）。
そ
れ
で
は
、
学
校
側
に
こ
ど
も
の
欠
席
の
理
由
を
正
直
に
告
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は

こ
う
主
張
す
る
。「
わ
た
し
は
、
原
則
に
あ
わ
せ
る
ひ
と
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
息
子
に
接
す
る
た
め
に
、

ま
ん
ま
と
嘘
を
つ
く
こ
と
を
選
ぶ
か
も
し
れ
な
い
」（C

aring
57,2003

）、
と
。
こ
の
言
説
が
露
わ
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
す
る
ひ

と
と
し
て
の
母
親
は
、
息
子
と
い
う
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
虚
偽
の
報
告
も
辞
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ

は
、
つ
ぎ
の
点
を
認
め
て
い
る
。
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
利
益
に
適
う
の
で
あ
れ
ば
、
嘘
を
つ
い
て
も
よ
い
、
と
。
し

か
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
愛
し
て
い
る
か
ら
、
ケ
ア
す
る
」（C

aring
46,2003

）。
だ
か
ら
、
ケ
ア
す
る

ひ
と
と
し
て
あ
る
く
だ
ん
の
母
親
は
、
息
子
へ
の
情
愛
の
よ
う
な
個
人
的
な
心
情
か
ら
嘘
を
つ
こ
う
と
し
て
い
る
。
す
る
と
、
ノ
デ
ィ
ン

グ
ズ
の
う
え
の
主
張
に
た
い
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。
息
子
の
た
め
に
虚
偽
の
報
告
を
す
る
と
い
う
選
択
は
、

た
ん
な
る
わ
が
子
か
わ
い
さ
ゆ
え
の
身
勝
手
な
ふ
る
ま
い
で
は
な
い
の
か
、
と
。

と
は
い
う
も
の
の
、
う
え
の
事
例
を
学
校
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
忌
引
き
や
病
気
以
外
の
理
由

で
欠
席
し
た
生
徒
が
い
る
と
、
州
が
基
金
を
減
額
し
て
し
ま
う
の
で
、
学
校
に
と
っ
て
は
、
嘘
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
病
気
で
欠
席

す
る
と
い
う
報
告
を
聞
く
ほ
う
が
好
都
合
で
あ
る
、
と
。
こ
の
事
情
を
汲
ん
で
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
学
校
は
、
む
し
ろ
、
わ
た
し
の
息
子
が
病
気
で
あ
っ
た
と
聞
き
た
が
っ
て
い
る
」（C

aring
57,2003

）、
と
。
だ
か
ら
、
う
え
の
事
例

の
母
親
は
、
学
校
の
存
在
を
完
全
に
無
視
し
、
息
子
に
た
い
す
る
愛
情
だ
け
に
依
拠
し
て
、
嘘
を
つ
く
と
い
う
判
断
を
下
し
は
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
結
論
に
至
る
過
程
は
、
も
う
ひ
と
り
の
関
係
者
で
あ
る
学
校
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
検
討
も
含

み
込
ん
で
い
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
こ
の
点
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
際
立
た
せ
て
い
る
。「
行
為
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
わ
た
し
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た
ち
の
理
由
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
両
方
に
関
与
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ほ
か
の
ひ
と
の
願
望
や
欲
求
と
、
問
題
を
含

ん
で
い
る
そ
の
ひ
と
の
状
況
に
か
か
わ
る
客
観
的
な
諸
要
素
で
あ
る
」（C

aring
24,2003

）、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、

個
人
的
な
情
感
に
付
き
従
っ
て
い
な
が
ら
も
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
た
め
に
採
る
行
為
が
周
り
に
及
ぼ
す
影
響
も
勘
案
し
な
が
ら
、
実
際

に
そ
れ
を
行
う
の
か
ど
う
か
を
冷
静
に
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
、
親
が
わ
が
子
の
「
た
め
に
生
き
て
い
る
」
と
語
る
の
を
聞
く
」（C

aring
33,2003

）。

す
な
わ
ち
、
親
は
、
わ
が
子
を
深
く
ケ
ア
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
子
ど
も
の
窮
状
に
こ
こ
ろ
を
奪
わ
れ
て
、
周
り
が
見
え
な
く
な
り
が
ち
で

あ
る
。
う
え
の
事
例
で
言
え
ば
、
息
子
は
、
保
護
者
の
側
か
ら
す
る
と
、
有
意
義
な
活
動
の
た
め
に
罰
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

理
不
尽
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
息
子
を
こ
こ
ろ
か
ら
心
配
す
る
母
親
は
、
そ
の
子
ど
も
の
境
遇
を
思
い
や
る
な
か

で
、
学
校
の
規
則
に
た
い
し
て
「
目
の
前
が
ま
っ
赤
に
な
る
」（C

aring
139,2003

）
ほ
ど
の
激
し
い
怒
り
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
激
情
に
絡
み
と
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
母
親
は
、「
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
を
助
け
る

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
傷
つ
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」（C

aring
26,2003

）。
こ
う
し
た
言
説
を
踏
ま
え
る
と
、
ケ
ア
す
る
ひ

と
に
は
、
盲
目
的
な
感
情
に
捕
ら
わ
れ
て
周
囲
へ
の
気
配
り
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
こ
の
危
険
を
回
避
し
て
、
上
述
し
た
よ
う

な
冷
静
な
状
態
を
保
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
苦
境
に
あ
る
わ
が
子
を
ケ
ア
し
て
い
る
母
親
の
心
情
に
か
ん
し
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
こ
の
子
ど

も
と
親
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
は
こ
の
子
ど
も
を
愛
し
て
い
る
か
ら
、
わ
た
し
は
、
あ
た
か
も
わ
た
し
自
身

の
苦
痛
を
取
り
除
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
、
子
ど
も
の
苦
痛
を
取
り
除
き
た
い
と
思
う
」（C

aring
82,2003

）、
と
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア

す
る
ひ
と
と
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
と
の
あ
い
だ
に
情
愛
の
あ
る
親
密
な
結
び
つ
き
が
存
立
し
て
い
れ
ば
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
が
感
じ
て
い
る
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辛
さ
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
他
人
事
で
は
な
い
。
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
苦
し
み
に
た
い
し
て
、

ま
る
で
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
痛
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
苦
痛
を
取
り
去
り
た
い
と
い
う
衝
動
を
覚
え
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ

ア
す
る
ひ
と
の
そ
の
よ
う
な
こ
こ
ろ
の
あ
り
よ
う
を
、「
動
機
づ
け
の
転
移
」（m

otivational
shift

）（C
aring

33,2003

）
と
言
い
表
し

て
い
る
。
た
し
か
に
、
わ
た
し
た
ち
を
一
定
の
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
活
力
、
別
言
す
れ
ば
、「
わ
た
し
は
し
た
い
」（C

aring
82,

2003

）
と
い
う
衝
動
が
発
現
す
る
の
は
、
通
例
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
観
察
に
従
え
ば
、
つ

ね
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
わ
た
し
を
動
機
づ
け
る
活
力
が
ほ
か
の
ひ
と
に
流
れ
こ
む
」（C

aring
33,2003

）
こ
と
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
は
し
た
い
」
と
い
う
衝
動
は
、
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
ひ
と
を
ケ
ア
し
て
い
る
と
き
に
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
た

め
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
当
の
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
た
め
に
生
起
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
動
機
づ
け
の
転
移
」
を
体
験
す
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
、
苦
境
に
あ
る
ほ
か
の
ひ
と
に
積

極
的
に
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
。
う
え
で
引
い
た
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
言
説
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
に
そ
の
よ
う
な
動
機

を
与
え
て
い
る
の
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
と
の
あ
い
だ
の
親
密
な
関
係
に
基
づ
く
、
情
愛
の
よ
う
な
一
定
の
情
感
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
個
人
的
な
人
間
関
係
が
醸
成
す
る
主
観
的
な
情
感
に
突
き
動
か
さ
れ
な
が
ら
、「
わ
た
し
は
し
た
い
」

と
い
う
思
い
で
ケ
ア
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
え
ば
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
が
感
じ
て
い
る
の
は
、
し
た
い
と
い
う
衝
動
だ

け
で
は
な
い
。「
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
椅
子
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
自
由
に
な
り
た
い
と
死
に
も
の
ぐ
る
い
で
思
う
の
で

あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
、
も
が
き
な
が
ら
こ
う
言
い
も
す
る
。「
わ
た
し
は
、
な
に
ご
と
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
」（C

aring
82,

2003

）。
こ
の
事
例
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
は
、
し
た
い
と
い
う
思
い
に
伴
っ
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
義
務
的
な
感
情
が
生
起
し
て
く
る
。
す
る
と
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
の
母
親
は
、
わ
が
子
が
苦
境
に
あ
る
と
判
明
し
た
と

き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
子
ど
も
の
苦
痛
を
和
ら
げ
た
い
し
、
そ
の
た
め
に
、
な
に
ご
と
か
を
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
を
ケ
ア
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
感
情
は
、
正
確
に
言
え
ば
、「
欲

求
か
ら
生
ま
れ
た
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」」（C

aring
82,2003

）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
義
務
的
な
感
情
に
焦
点
を
定
め
て
、
さ

き
に
提
起
し
た
問
い
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
節

ケ
ア
す
る
ひ
と
の
責
務

前
節
の
考
察
に
従
え
ば
、
く
だ
ん
の
事
例
の
母
親
は
、
理
不
尽
な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
息
子
に
た
い
し
て
、
そ
の
状
況
か
ら
息

子
を
救
い
だ
し
た
い
と
願
い
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
な
に
ご
と
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ケ
ア
す
る
ひ

と
と
し
て
の
そ
の
母
親
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
お
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
母
親
の
行
為
の
動
機
が
周
り
か
ら
の
称
賛
を

勝
ち
取
り
た
い
と
い
う
よ
う
に
利
己
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
母
親
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
信
用
を
手
っ
取
り
早
く
守
る
で
あ
ろ
う
や
り
方
」

（C
aring

24,2003

）
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
「
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
福
利
を
望
む
」（C

aring
24,

2003

）
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
忌
避
す
る
。
と
い
う
の
も
、
周
り
か
ら
の
称
賛
を
求
め
て
い
る
と
き
、

わ
た
し
た
ち
の
関
心
は
自
身
が
周
囲
か
ら
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
点
に
集
中
し
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
必
要
と
か
そ
の
ひ
と
を
取
り
巻
い

て
い
る
状
況
と
か
が
視
界
に
入
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
倣
っ
て
、
あ
る
家
族
が
き
わ
め
て
困
窮
し
て

い
る
と
わ
た
し
た
ち
が
知
っ
た
と
し
よ
う
（C

aring
11,2003

）。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
家
族
が
滞
納
し
て
い
る
家
賃
を
払
っ
た
り
生

活
必
需
品
を
買
い
揃
え
た
り
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
族
の
夫
婦
は
、
公
言
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
ど
ち
ら
も
自
立
を
望
ん
で
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
た
ち
自
身
の
こ
と
に
ば
か
り
気
を
と
ら
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、
家
族
の
そ
の
よ
う
な
希
望
に
気
が
つ
か
な

い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
慈
善
的
な
行
為
は
、
当
の
家
族
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
迷
惑
で
見
当
外
れ
の
ケ
ア
に
な
る
公
算
が
高
い
。
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ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、「
わ
た
し
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」（C

aring
82,2003

）
を
は
じ
め
て
、
う
え
の
危
険
を
回
避
し

よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
考
察
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
ふ
る
ま
い
が
周
囲
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
る
か
と
か
、
援
助
し
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
と
が
そ
の
ふ
る
ま
い
を
こ
の
状
況
の
な
か
で
ど
う
受
け
と
め
る
か
と
か
を
慎
重
に
見
定
め

る
。
そ
の
よ
う
な
配
慮
を
経
て
、
目
の
前
の
ひ
と
に
ど
の
よ
う
に
し
て
手
を
差
し
伸
べ
る
の
か
が
、
よ
う
や
く
、
固
ま
っ
て
く
る
。
だ
か

ら
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
洞
察
し
て
い
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
が
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
情
感
を
認
め
た
と
す
れ

ば
、
わ
た
し
は
、
ほ
か
の
ひ
と
へ
の
応
答
の
な
か
で
、
わ
た
し
が
な
に
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
効
果
的
に
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
」

（C
aring

171,2003

）。

こ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
前
節
の
母
親
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
息
子
が
理
不
尽

な
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
認
知
を
発
端
に
し
て
、
母
親
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
、
ま
ず
、「
わ
た
し
は
し
た
い
」
と
い

う
欲
求
が
生
起
す
る
。
す
る
と
、
そ
の
欲
求
に
伴
っ
て
、
つ
ぎ
に
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
義
務
的
な
感
情
が
立

ち
現
れ
て
く
る
。
母
親
は
、
そ
の
指
令
の
も
と
で
「
な
に
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
理
知
的
な
問
い
」（C

aring
166,2003

）
を
立
て
、
そ

の
問
い
を
追
究
す
る
過
程
で
、
息
子
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
と
か
学
校
側
の
事
情
と
か
に
か
ん
し
て
情
報
を
収
集
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
の
こ
の
母
親
は
、
欲
求
か
ら
生
じ
た
義
務
的
な
感
情
に
誘
わ
れ
て
、「
あ
る
具
体
的
な
状
況
の
な
か
に
い
る

特
定
の
個
人
に
」（C

aring
24,2003

）
関
心
を
払
い
な
が
ら
、
自
身
の
ふ
る
ま
い
方
を
固
め
て
い
る
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
の
こ
の
よ
う
な
有
り
様
を
、
こ
う
言
い
表
し
て
い
る
。「
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
こ
の

ひ
と
と
こ
の
状
況
に
た
い
し
て
、
お
よ
び
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
自
身
と
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
た
、
予
見
で
き
る
将
来
に
た

い
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
責
任
を
担
い
続
け
て
い
る
」（C

aring
43,2003

）、
と
。
こ
の
言
説
が
明
瞭
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
し
た

い
、
別
言
す
る
と
、
あ
る
ほ
か
の
ひ
と
に
た
い
し
て
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
と
き
に
わ
た
し
た
ち
が
感
じ
る
義
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務
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
必
要
だ
け
を
顧
慮
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
が
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
こ
の
責
務
を
果
た
す
た

め
に
、
う
え
で
見
た
よ
う
な
仕
方
で
「
な
に
を
す
べ
き
か
」
と
問
い
か
け
な
が
ら
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
き
わ
め
て
適
切
に
、
合
理
的
で

客
観
的
な
様
態
に
入
る
」（C

aring
26,2003

）。
こ
う
し
て
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、
情
愛
の
よ
う
な
主
観
的
な
情
感
に
基
づ
く
「
わ
た
し

は
し
た
い
」
に
突
き
動
か
さ
れ
な
が
ら
も
、「
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
と
い
う
ほ
か
の
ひ
と
の
へ
の
責
任
」（C

aring
40,2003

）
を
引
き
受
け

る
こ
と
で
、
冷
静
さ
を
保
持
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
義
務
的
な
感
情
に
付
き
従
う

か
ぎ
り
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、「
盲
目
的
な
心
情
か
ら
応
答
し
な
い
」（C

aring
171,2003

）。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
綿
密
な
考
慮
を
経
て
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ケ
ア
さ
れ
て
い
る
側

は
、
わ
た
し
た
ち
が
ケ
ア
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た

し
た
ち
の
ケ
ア
に
た
い
し
て
、
相
手
か
ら
「「
あ
な
た
は
実
際
に
は
ケ
ア
し
て
い
な
い
」」（C

aring
38,2003

）
と
い
う
否
定
的
な
答
え

が
返
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
ほ
ん
と
う
に
そ
の
ひ
と
の
た
め
に
な
に
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
担
っ
て
い
る
責
務
を
果
た
せ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、「
わ
た
し
は
、
依
然
と
し

て
、
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
の
た
め
に
一
定
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

aring
38,2003

）。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ア
は
、
ケ
ア
す
る

ひ
と
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
営
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
営
み
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
が
ケ
ア
を
受
け
入
れ
た
と
き
に
よ
う
や
く
完
成

す
る
、
双
方
向
的
な
営
為
で
あ
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
が
こ
の
よ
う
に
成
就
し
た
と
き
の
状
態
を
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
」（caring

）

（C
aring

68,2003

）
と
い
う
こ
と
ば
で
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
の
責
務
を
、
こ
う
述
べ
直
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
、
あ
る
ほ
か
の
ひ
と
と
と
も
に
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
。
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
義
務
的
な
感
情
の
も
と
で
、「
ケ

ア
リ
ン
グ
」
の
樹
立
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
で
も
こ
の
よ
う
に
ケ
ア
す

る
ひ
と
と
し
て
ふ
る
ま
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
は
、
た
と
え
最
初
の
「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
感

じ
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
」（C

aring
81,2003

）。
た
と
え
ば
、
あ
る
母
親
が
わ
が
子
の
夜
泣
き
に
気
が

つ
い
た
と
し
よ
う
。
通
例
、
母
親
は
、
そ
の
子
ど
も
の
辛
さ
を
和
ら
げ
た
い
と
思
い
、
そ
の
た
め
に
、
な
に
ご
と
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
う
感
じ
る
と
同
時
に
、
母
親
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
、
子
ど
も
の
泣
き
叫
ぶ
声
に
た
い
す
る
煩
わ
し
さ
が
湧

き
上
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
母
親
は
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
無
視
し
て
、
子
ど
も
の
泣

き
声
が
聞
こ
え
な
い
と
こ
ろ
へ
と
逃
げ
ら
れ
も
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
感
じ
る
義
務
的
な
感
情
に

は
、
絶
対
的
な
拘
束
力
が
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
ケ
ア
し
た
く
な
い
と
思
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
内
的
な
命
令
に
逆
ら

う
こ
と
も
で
き
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
に
た
い
し
て
否
定
的
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
わ
た
し
た
ち
を
想
定
し
な
が
ら
、
こ
う
問
い

か
け
て
い
る
。「
わ
た
し
に
は
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
受
諾
す
る
責
務
が
あ
る
の
か
」（C

aring
81,2003

）、
と
。

第
３
節

道
徳
的
な
欲
求

前
節
の
母
親
の
よ
う
な
心
理
的
な
状
態
は
、
一
般
化
し
て
言
え
ば
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
わ
た
し
は
し
た
く
な
い
」

（C
aring

80,2003

）
と
い
う
葛
藤
で
あ
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
心
情
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
い
て
い

る
わ
た
し
た
ち
に
た
い
し
て
、
こ
う
申
し
立
て
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
呼
び
声
か
ら
逃
れ
た
い

と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
命
令
を
受
託
す
る
よ
う
「
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（C

aring
84,1984

）、
と
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
こ
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の
よ
う
に
断
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
け
れ
ど
も
わ
た
し
は
「
し
た
く
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
と

き
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
は
、「
ケ
ア
さ
れ
た
り
ケ
ア
し
た
り
し
た
も
ろ
も
ろ
の
瞬
間
」（C

aring
80,2003

）
が
蘇
っ
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
苦
境
に
あ
る
ひ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
場
面
と
よ
く
似
て
い
る
、
ケ
ア

に
ま
つ
わ
る
自
身
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
は
、
ほ
か
の
ひ
と
の
窮
状
に
自
分
が

駆
け
つ
け
て
そ
の
ひ
と
の
役
に
立
っ
た
と
い
う
「
わ
た
し
が
ケ
ア
し
た
瞬
間
」（C

aring
80,2003

）
が
立
ち
現
れ
る
。
あ
る
い
は
、
自

身
が
苦
し
か
っ
た
と
き
と
か
辛
か
っ
た
と
き
と
か
に
だ
れ
か
が
わ
た
し
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
た
と
い
う
「
わ
た
し
が
ケ
ア
さ
れ
た
瞬
間
」

（C
aring

80,2003

）
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
わ
た
し
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
し
、
わ
た
し
が
ほ
か

の
ひ
と
を
受
け
入
れ
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
場
合
も
数
多
く
あ
る
」（C

aring
49,2003

）。
し
か
し
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア

が
上
首
尾
に
運
び
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
が
成
立
し
た
瞬
間
を
「
わ
た
し
た
ち
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
人
間
的
に
よ
い
状
態

と
し
て
感
じ
と
る
」（C

aring
5,2003

）。
こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
は
じ
め
の
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て

も
、「
最
善
の
自
己
」
か
ら
の
「
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
の
命
令
が
、
わ
た
し
た
ち
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う

し
た
瞬
間
の
記
憶
は
、
そ
の
と
き
の
情
感
を
再
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
た
場
面
で
の
「
万
事
う

ま
く
い
っ
て
い
る
」（C

aring
37,2003

）
と
い
う
感
じ
と
か
、
ほ
か
の
ひ
と
か
ら
必
要
を
満
た
し
て
も
ら
っ
た
と
き
の
「
安
寧
」（C

ar-

ing
24,2003

）
と
か
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
う
関
わ
り
あ
い
に
付
随
す
る
、
こ
う
し
た
肯
定
的
な
情
感
に
誘

わ
れ
て
、
そ
の
情
感
を
生
起
さ
せ
て
い
る
当
の
関
係
を
よ
い
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
翻
っ
て
、
目
の
前
の
ひ
と
に
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
に
た
い
し
て
逡
巡
し
て
い
る
現
在
の
わ
た
し
た
ち
を
省
み
る
と
、
そ
の
姿
は
過
去
の
体
験
か
ら
見
て
と
っ
た
望
ま
し
い
あ
り
様
か

ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ほ
か
の
だ
れ
か
と
と
も
に
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
を
打
ち
た
て
て
き
た
過
去
の
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
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に
、
目
の
前
に
い
る
相
手
に
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
向
き
あ
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
が
認
め
た
申
し
分
の
な
い
状
態
に
近
づ

い
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
な
か
で
、
そ
の
ひ
と
に
ケ
ア

す
る
ひ
と
と
し
て
相
対
し
て
い
る
自
分
の
姿
が
「
最
善
の
自
己
」
と
し
て
か
た
ち
を
と
り
は
じ
め
る
。
わ
た
し
た
ち
に
助
力
を
求
め
て
い

る
当
の
ひ
と
を
冷
た
く
突
き
放
し
て
し
ま
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る
理
想
の
自
己
の
あ
り
方
を
自
ら
の

手
で
切
り
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
認
知
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
当
の
描
像
か
ら
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
命
令
に
た
い
し
て
の
「
わ
た
し
は
す
べ
き
で
あ
る
」（C

aring
82,2003

）
と
い
う
呼
び
か
け
を
感
じ
と
る
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
わ
た
し
は
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
の
命
令
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、

「
わ
た
し
が
感
じ
と
っ
た
命
令
を
受
け
容
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
拒
絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
」（C

aring
83,2003

）、
と
。
だ
か
ら
、

当
の
命
令
に
か
ん
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
が
は
じ
め
に
感
じ
る
「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
同
じ
く
、
絶
対
的
な
拘
束
力
は

な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
最
善
の
自
己
」
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
「
べ
き
で
あ
る
」
を
無
視
し
て
、
は
じ
め
に
聞
き
と
っ
た
「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
黙
殺
で
き
も
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
こ
う
主
張
す
る
。「
わ
た
し
た
ち
に
道
徳
的
で
あ
り
た

い
と
い
う
強
い
欲
求
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
当
の
命
令
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
」（C

aring
83,2003

）、
と
。
ノ

デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
わ
た
し
た
ち
を
「
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
命
令
に
従
わ
せ
る
よ
う
な
道
徳
的
な
欲
求
が
存

在
す
る
。
こ
の
欲
求
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
つ
ぎ
の
言
説
に
着
目
し
よ
う
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。「
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
い
う
わ
た
し
た
ち
自
身
の
現
実
的
な
描
像
が
、
わ
た
し
た
ち
を
、
わ
た
し
た
ち
が
ほ
か
の
ひ
と

と
道
徳
的
に
接
す
る
よ
う
に
導
く
」（C

aring
5,2003

）、
と
。
こ
の
言
説
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
理
解
で
は
、
わ

た
し
た
ち
自
身
が
描
き
出
す
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
い
う
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、「
最
善
の
自
己
」
が
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
な
指
針
で
あ
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る
。
こ
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
道
徳
的
で
あ
り
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
当
の
描
像
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ

の
よ
う
な
欲
求
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
を
呼
び
起
こ
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
ケ
ア
す

る
ひ
と
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
あ
り
様
を
「
最
善
の
自
己
」
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
描
像
の
と
お
り
に
ふ
る

ま
っ
て
、
目
の
前
の
ひ
と
と
の
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
が
成
就
す
れ
ば
、
以
前
に
味
わ
っ
た
喜
ば
し
い
情
感
が
わ
た
し
た
ち
に
生
じ
る
。
こ
の

見
込
み
が
、
当
の
描
像
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
思
い
を
わ
た
し
た
ち
の
な
か
に
掻
き
立
て
る
。
と
い
う
の
も
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た

し
た
ち
に
喜
び
を
も
た
ら
す
も
の
と
か
、
な
ん
で
あ
れ
、
喜
び
そ
の
も
の
と
か
に
た
い
し
て
、
直
接
触
れ
て
い
た
い
と
思
う
」（C

aring

132,2003

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
過
去
の
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
に
付
随
す
る
肯
定
的
な
情
感
か
ら
、「
最
善

の
自
己
」
に
接
近
し
た
い
と
い
う
道
徳
的
な
欲
求
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
道
徳
的
で
あ
り
た
い
と
い
う
こ
の
強
い
欲
求

は
、
関
係
づ
け
ら
れ
関
係
づ
け
ら
れ
続
け
た
い
と
い
う
、
い
っ
そ
う
根
本
的
で
自
然
な
欲
求
か
ら
反
省
的
に
導
出
さ
れ
る
」（C

aring
83,

2003

）。
し
か
し
な
が
ら
、
う
え
で
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
で
ケ
ア
す
る
ひ
と
で
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
こ
ろ
の
な
か
に
萌
し
て
も
な
お
、
わ

た
し
た
ち
は
、
そ
の
欲
求
に
逆
ら
お
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
想
定
に
あ
る
よ
う
に
、
苦
境
に
あ
え
で

い
る
目
の
前
の
ひ
と
が
「
わ
た
し
の
嫌
っ
て
い
る
ひ
と
」（C

aring
83,2003

）
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、「
わ
た
し
は
、

そ
の
ひ
と
の
必
要
に
応
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
理
由
を
見
つ
け
ら
れ
も
す
る
」（C

aring
83-84,2003

）。
た
と
え

ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
当
の
ひ
と
の
分
別
の
な
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
ひ
と
の
苦
境
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
が
自
業
自
得
で
あ
る
と
主

張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
傾
い
て
、
く
だ
ん
の
ひ
と
に
手
を
差
し
伸
べ
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
れ

ば
、
生
起
し
て
き
た
道
徳
的
な
欲
求
は
、
立
ち
消
え
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、「
最
善
の
自
己
」
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へ
と
近
づ
く
た
め
に
は
、「
わ
た
し
は
正
当
化
を
一
時
的
に
脇
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

aring
84,2003

）。
と
は
い
え
、
ど
う

す
れ
ば
、
正
当
化
を
中
止
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
法
を
詳
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
節

正
当
化
を
断
念
す
る
た
め
の
方
略

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、The

C
hallenge

to
C

are
in

Schools:
an

Alternative
Approach

to
Education

⑵
の
な
か
で
、
自
身
の
学
生
生

活
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
彼
女
が
高
校
生
の
と
き
に
出
会
っ
た
教
師
か
ら
の
影
響
を
こ
う
述
懐
し
て
い
る
。「
こ
の
先
生
は
、
わ
た
し
が

数
学
の
教
師
を
志
す
理
由
で
あ
っ
た
」（C

C
S

106,2005

）、
と
。
す
な
わ
ち
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
学
問
的
な
関
心
に
応
え
た
り
彼
女
が

必
要
と
し
て
い
る
知
識
を
提
供
で
き
た
り
す
る
有
能
な
教
師
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
数
学
の
教
師
へ
の
道
を
切
り

開
い
て
い
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
と
し
て
当
の
教
師
と
築
い
た
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
が
、
彼
女
を
数
学

の
教
師
と
し
て
育
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
ま
で
参
画
し
て
き
た
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
の

な
か
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
き
方
に
深
く
関
わ
る
結
び
つ
き
が
あ
る
。
こ
の
点
を
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
表
し
て

い
る
。「
わ
た
し
は
、
本
来
的
に
あ
る
関
係
の
な
か
に
い
て
、
そ
の
関
係
か
ら
、
育
ち
と
導
き
を
引
き
出
す
」（C

aring
51,2003

）、
と
。

高
校
に
入
っ
て
あ
る
教
師
か
ら
数
学
を
習
い
、
そ
の
教
授
を
契
機
と
し
て
数
学
の
教
師
を
志
す
と
い
う
成
り
行
き
は
、
当
時
の
ノ
デ
ィ

ン
グ
ズ
に
と
っ
て
は
、
予
期
し
な
か
っ
た
進
路
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
事
例
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
人
生
を
左

右
す
る
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
を
わ
た
し
た
ち
が
だ
れ
と
築
き
上
げ
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
の
意
図
の
も
と
で
あ
ら
か

じ
め
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
偶
然
的
で
あ
り
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「
出
会
い
」

（encounter

）（C
aring

xiii,2003

）
で
あ
る
。
実
際
、
わ
た
し
た
ち
は
、
人
生
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
親
と
い
う
存
在
に
か
ん
し
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て
、
そ
れ
を
だ
れ
に
す
る
か
を
任
意
に
選
択
で
き
な
い
。

う
え
の
考
察
に
従
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
う
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
う
偶
然
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の

把
握
を
踏
ま
え
て
、
あ
る
ひ
と
が
そ
の
ひ
と
の
愚
か
し
さ
か
ら
苦
し
み
に
喘
い
で
い
て
い
る
と
い
う
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
な
る
ほ

ど
、
そ
の
ひ
と
の
境
遇
は
、
当
人
の
愚
か
さ
が
招
い
た
の
で
あ
り
、
分
別
の
あ
る
わ
た
し
た
ち
で
あ
れ
ば
、
た
や
す
く
回
避
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
明
敏
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
の
そ
の
よ

う
な
長
所
は
、
親
と
か
教
師
と
か
と
い
っ
た
身
近
な
ひ
と
び
と
と
の
「
出
会
い
」
の
な
か
で
、
だ
か
ら
、
特
定
の
ひ
と
と
の
「
ケ
ア
リ
ン

グ
」
の
な
か
で
漸
進
的
に
発
達
す
る
。
た
と
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
小
学
校
２
年
生
の
と
き
の

教
師
は
、
わ
た
し
が
よ
い
読
み
手
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
散
漫
な
わ
た
し
を
読
書
に
傾
け
さ
せ
て
く
れ
た
」（C

C
S

106,2005

）、
と
。

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
わ
た
し
た
ち
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
思
考
に
導
く
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
う
し
た
ひ
と
び
と
と
出
会
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま
苦
境
に
あ
る
そ
の
ひ
と
の
よ
う
に
、
分
別
の
な
さ
か
ら
窮
地
に
直
面
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、

と
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
こ
の
考
え
の
基
底
に
あ
る
発
想
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
際
立
た
せ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
、
当
の
ほ
か
の

ひ
と
の
実
相
を
わ
た
し
自
身
に
と
っ
て
の
可
能
性
と
し
て
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
」（C

aring
14,2003

）、
と
。
こ
の
よ
う
に
わ
た

し
た
ち
が
そ
の
愚
か
な
ひ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
認
め
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ひ
と
が
苦
境
に
あ
る
と
い
う

現
在
の
状
況
を
当
人
の
責
に
帰
す
こ
と
は
、
も
は
や
、
で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
事
態
を
招
い
た
愚
か
さ
は
、
わ
た
し
た
ち

に
も
備
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
当
の
ほ
か
の
ひ
と
に
固
有
の
特
質
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
最
善
の
自
己
」
を
か
た
ち
づ
く
る
過
程
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
に
か
ん
す
る
過
去
の
記

憶
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
想
起
の
な
か
で
上
述
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
の
現
在
の
あ
り
様
を
「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
の
観
点
か

ら
省
み
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
窮
状
を
訴
え
て
い
る
あ
る
ひ
と
に
か
ん
し
て
、
そ
の
責
め
を
当
人
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
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る
と
、
当
の
ひ
と
を
援
助
し
な
い
と
い
う
理
由
と
し
て
そ
の
ひ
と
の
有
責
性
を
持
ち
出
す
と
い
う
正
当
化
は
、
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
正
当
化
を
取
り
や
め
て
、
よ
う
や
く
、
前
節
で
露
わ
に
し
た
、「
最
善
の
自
己
」
に
近
づ
き
た
い
と
い

う
道
徳
的
な
欲
求
に
身
を
委
ね
な
が
ら
、「
わ
た
し
は
、
猜
疑
心
と
反
感
と
無
感
動
と
い
う
雲
を
つ
き
ぬ
け
て
、
ほ
か
の
ひ
と
に
た
い
す

る
奮
闘
に
関
与
で
き
る
」（C

aring
50,2003

）。

お

わ

り

に

本
論
文
で
は
、
感
情
的
な
動
機
か
ら
ケ
ア
す
る
ひ
と
が
理
知
的
で
い
ら
れ
る
理
由
を
解
き
明
か
し
な
が
ら
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
が
な
に
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
具
体
的
に
析
出
さ
せ
て
、
そ
の
責
務
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
手
立
て
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
な
欲
求
の
喚
起
と
正
当
化
の
断
念
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
の
態
度
の
な
か
に
道
徳
性
を
見
て
と
ろ
う
と
す
る
枠
組
み
で
あ
る
の

で
、
周
囲
の
状
況
の
よ
う
な
、
行
為
者
の
内
面
の
外
に
あ
る
客
観
的
な
情
報
を
道
徳
性
の
判
断
に
組
み
込
み
に
く
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ

の
よ
う
な
困
難
が
ほ
ん
と
う
に
当
の
理
説
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
母
親
が
赤
ん
坊
の
夜
泣
き

に
気
が
つ
い
た
と
い
う
事
例
の
な
か
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

こ
の
事
例
の
場
合
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
え
ば
、
母
親
は
、
そ
の
子
ど
も
へ
の
憐
憫
を
覚
え
な
が
ら
、「
わ
た
し
は
な
に
ご
と
か
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

aring
150,2003

）
と
い
う
情
感
を
覚
え
る
。
そ
の
情
感
は
、
母
親
が
ケ
ア
す
る
ひ
と
と
し
て
抱
い
て
い
る
、

そ
の
子
ど
も
の
苦
痛
を
和
ら
げ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
欲
求
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
当
の
情
感
が
母
親
に
要
求
し
て
い
る
の
は
、
精

確
に
言
え
ば
、
赤
ん
坊
の
辛
さ
を
緩
和
す
る
た
め
に
な
に
ご
と
か
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
母
親
は
、
赤
ん
坊
が
な
ぜ
泣
い
て
い
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る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
乏
し
い
知
識
の
ま
ま
で
行
動
し
て
し
ま
え
ば
、
子
ど
も
を
か
え
っ
て
苦
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
母
親
は
、「「
痛
い
の
か
な
」
や
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
赤
ち
ゃ
ん
こ
と
ば
で
語
り
か
け
る
」（C

aring
31,2003

）。
も
ち
ろ

ん
、
赤
ん
坊
か
ら
の
言
語
的
な
応
答
は
期
待
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
当
の
問
い
か
け
と
か
声
色
と
か
が
、
注
意
深
く
静
か
に
赤
ん
坊
を

見
守
る
よ
う
わ
た
し
た
ち
を
促
す
」（C

aring
31,2003

）。
こ
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
付
き
従
っ
て
い
る

母
親
は
、
ま
ず
、
赤
ん
坊
に
声
を
か
け
な
が
ら
そ
の
子
ど
も
の
反
応
を
注
視
し
て
、
ど
こ
が
悪
い
の
か
を
冷
静
に
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

な
る
ほ
ど
、
母
親
は
、
そ
の
よ
う
な
慎
重
な
観
察
を
せ
ず
に
な
ん
ら
か
の
行
動
を
と
れ
も
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
、
母
親

が
感
じ
と
っ
た
「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
の
要
求
に
反
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
赤
ん
坊
の
泣
い
て
い
る
理
由
が
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い
状
態
で
ふ
る
ま
う
こ
と
は
、
そ
の
子
ど
も
の
苦
痛
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
危
険
を
あ
え
て
冒
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
行
動
は
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
動
機
に
根
差
し
て
い
な
い
ふ
る
ま
い
方
で
あ
る
。

う
え
の
解
析
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
内
的
な
命
令
は
、
赤
ん
坊
の
様
子
の
よ
う
な
、

意
識
の
外
側
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
情
報
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
導
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
道
徳
性
に

か
ん
し
て
行
為
者
の
動
機
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も
、
意
識
と
い
う
内
面
に
閉
じ
ず
に
、
む
し
ろ
、
世
界
へ
と
開
い
て
い
く
。
こ
の
特
質
に

鑑
み
れ
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
枠
組
み
の
な
か
に
は
、
上
述
の
困
難
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
す

る
ひ
と
は
、「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
そ
の
ひ
と
に
特
有
の
意
識
の
状
態
を
経
由
し
て
、
容
易
に
、
周
囲
の
状
況
に

か
ん
す
る
事
実
を
収
集
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
動
機
と
事
実
と
い
う
、
道
徳
性
を
判
断
す
る
さ
い
に
わ
た
し
た
ち
が
日
常
的
に
依

拠
し
て
い
る
二
つ
の
要
素
を
、
ケ
ア
と
い
う
概
念
の
も
と
で
統
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
説
は
、
道
徳
的
な
実
践
を
解
析
す
る
た

め
の
準
拠
枠
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
本
論
文
の
考
究
に
基
づ
け
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
探
究
の
射
程
は
、
な
に
が
わ
た
し
た
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ち
を
道
徳
的
な
行
為
者
へ
と
押
し
上
げ
る
の
か
の
解
明
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
で
あ
り
た
い
と
い

う
道
徳
的
な
欲
求
と
正
当
化
の
中
断
で
あ
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
理
論
を
教
育
方
法
論
に
応
用
す
る
文
献
が
こ
れ
ま
で
主
題
的
に

取
り
扱
っ
て
き
た
の
は
、
前
者
の
ケ
ア
す
る
ひ
と
で
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
梁
貞
模
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
ケ
ア
リ
ン
グ
の
教
育
は
、
判
断
や
推
論
で
は
な
く
、
ま
ず
は
他
者
に
対
す
る
敏
感
な
感
受
性
や
ケ
ア
し
た

い
と
い
う
自
然
欲
求
、
そ
し
て
ケ
ア
す
る
ひ
と
で
あ
り
た
い
と
い
う
倫
理
的
理
想
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
」⑶
。
し
か
し
、
後
者
の

正
当
化
の
中
断
に
か
ん
し
て
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
言
及
が
な
い
。
た
し
か
に
、
正
当
化
の
中
断
の
主
な
役
割
は
、
道
徳
的
な
欲
求

を
阻
害
す
る
要
因
の
除
去
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
に
は
積
極
的
な
意
義
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
は
い
え
、
わ
た
し
た
ち
は
、
正
当

化
の
中
断
を
閑
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
過
程
で
獲
得
で
き
る
「
ほ
か
の
ひ
と
の
実
相
が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
本
当
の

可
能
性
に
な
る
」（C

aring
14,2003

）
と
い
う
体
験
は
、
あ
る
ひ
と
の
苦
境
を
当
人
の
責
任
に
帰
す
自
己
責
任
論
を
解
体
さ
せ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
ひ
と
の
窮
状
に
か
ん
し
て
わ
た
し
た
ち
も
そ
う
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

わ
た
し
た
ち
は
、
自
己
責
任
論
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
論
点
の
究
明
を
残
さ
れ
た
課
題
と
し
た
い
。
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