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の
ロ
ッ
ク
解
除
な
ど
、
生
体
認
証
を
行
う
場
面
は
市
民
生
活
全
般
で
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
今
や
こ
の
技
術
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
比
肩
す
る
ご
く
身
近
な
情
報
処
理

技
術
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
。
本
特
集
は
こ
う
し
た
生
体
認
証
技
術
の
中
核
に

あ
る
特
有
の
身
体
に
着
目
し
、
そ
の
諸
相
を
歴
史
学
的
か
つ
社
会
学
的
に
検
証
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
出
入
国
審
査
を
考
え
て
み
た
い
。
審
査
の
際
は
カ
メ
ラ
を
内
蔵
し
た
端

末
で
自
分
の
顔
を
ス
キ
ャ
ン
さ
れ
、
旅
券
に
登
録
さ
れ
た
人
物
と
同
一
だ
と
認
証
さ

れ
れ
ば
ゲ
ー
ト
の
扉
が
開
い
て
通
行
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
光
景
は
今
で
は
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
い
ま
だ
浅
い
。
世
界
各
国
の

空
港
で
こ
の
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
よ
そ

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
法
務
省
も
二
〇
一
七
年
に
審
査

の
円
滑
化
と
い
う
名
目
の
も
と
、
国
内
五
空
港
（
成
田
・
羽
田
・
関
西
・
中
部
・
福

岡
）
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。

　

た
だ
歴
史
が
浅
い
と
は
い
え
、
そ
の
認
証
手
続
き
の
効
率
性
と
簡
便
性
か
ら
こ
の

技
術
は
今
で
は
出
入
国
審
査
の
不
可
欠
な
ツ
ー
ル
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
状

況
が
近
い
将
来
大
き
く
変
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
た
び
か
さ
な
る
技
術
改
良
の
賜

物
で
も
あ
ろ
う
が
、
初
期
の
顔
認
証
技
術
に
対
す
る
社
会
の
無
理
解
を
鑑
み
れ
ば
、

そ
の
普
及
の
迅
速
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
者
デ
イ
ヴ

ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
が
す
で
に
二
〇
〇
九
年
に
書
い
て
い
た
よ
う
に
、「
バ
イ
オ
メ

ト
リ
ク
ス
は
ご
く
短
時
間
の
う
ち
に
、
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
分
か
ら
な
い

も
の
か
ら
、高
ま
る
身
元
特
定
ニ
ー
ズ
の
解
決
策
へ
と
変
身
を
遂
げ
た）

1
（

」
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
技
術
の
普
及
が
、
一
面
で
は
統
治
権
力
に
お
け
る
効
率
的
監

視
の
欲
望
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
近
代
国
家
の
官
僚

制
が
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
秩
序
を
変
革
し
て
い
く
と
い
う
志
向
性
を
内

包
し
て
い
る
以
上）

2
（

、
技
術
革
新
と
手
を
携
え
て
統
治
機
構
の
合
理
化
が
恒
常
的
に
図

　
▼
特
集

　
生
体
管
理
の
現
代
史
：

　
　
　
　
　
　
市
民
・
移
民
・
植
民
地
の
統
治
技
術

―
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
二
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―

　

二
〇
一
九
年
九
月
二
二
日
に
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
ド
イ
ツ
現

代
史
学
会
第
四
二
回
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
村
上
宏
昭
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー

と
な
り
、「
生
体
管
理
の
現
代
史

―
市
民
・
移
民
・
植
民
地
の
統
治
技
術
」
と
題

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
た
。本
特
集
は
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
、

本
稿
は
こ
の
特
集
全
体
の
問
題
提
起
に
相
当
す
る
。

　
　
　
　

１　

生
体
認
証
の
時
代

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
以
降
、
指
紋
・
Ｄ
Ｎ
Ａ
・
虹
彩
・
静
脈
等
々
、
身
体
情
報
に

も
と
づ
く
生
体
認
証
技
術
（
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
）
が
私
た
ち
の
日
常
の
な
か
で
急

速
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
今
日
で
は
犯
罪
捜
査
に
限
ら
ず
、
空
港
に
お
け
る
出
入
国

審
査
、
銀
行
で
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
身
体

　
　
　

―
個
人
識
別
技
術
と
可
読
的
身
体
の
諸
相

―

村
上
宏
昭
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同一人の顔

他人受入

近い遠い

他人の顔

本人拒否

度

距離（類似度） （類似度 大）（類似度 小）

　

閾
値
を
Ｔ
と
し
て
こ
の

類
似
度
の
分
布
を
グ
ラ
フ

に
す
る
と
図
１
の
よ
う
に

な
る
。
サ
ン
プ
ル
と
な
る

人
物
が
異
な
れ
ば
類
似
度

の
小
さ
い
方
に
、
同
一
で

あ
れ
ば
類
似
度
の
大
き
い

方
に
曲
線
の
山
が
現
れ

る
。
と
は
い
え
そ
れ
が
あ

く
ま
で
統
計
的
な
処
理
に

よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

シ
ス
テ
ム
が
ど
れ
ほ
ど
高

精
度
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ

に
は
必
ず
本
人
拒
否
率
や

他
人
受
入
率
と
い
っ
た
形

の
認
証
エ
ラ
ー
が
生
じ
る

可
能
性
が
、
わ
ず
か
で
あ

れ
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

法
、
い
わ
ば
部
分
か
ら
全
体
へ
遡
及
し
て
い
く
と
い
う
フ
ロ
ー
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
認
証
技
術
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
統
計
的
思
考
に
全
面
的
に

依
拠
す
る
技
術
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
統
計
的
な
尤
度
に
も
と
づ
く
マ
ッ
チ

ン
グ
判
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
各
サ
ン
プ
ル
の
諸
特
徴
の
比
較
か

ら
類
似
度
ス
コ
ア
を
算
出
し
、
そ
の
数
値
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
閾
値
よ
り
大
き

け
れ
ば
一
致
、
逆
に
小
さ
け
れ
ば
不
一
致
と
判
定
さ
れ
る）

4
（

。

ら
れ
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
と
り
わ
け
空
港
の
出
入
国
ゲ
ー
ト
と
い
う
国
家
の

境
界
線
に
最
も
近
接
す
る
空
間
は
、
無
数
の
異
邦
人
が
と
め
ど
な
く
国
内
に
流
入
し

て
く
る
場
で
あ
る
だ
け
に
、
最
先
端
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
こ
れ
ら
越
境
者

に
対
す
る
監
視
の
効
率
化
が
進
め
ら
れ
る
の
は
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

だ
が
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
空
港
の
ゲ
ー
ト
で
カ
メ
ラ
の
前
に
立
ち
、
旅
券
の
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
に
記
録
さ
れ
た
顔
画
像
と
照
合
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
端
末
は
い
か
に
し
て
カ

メ
ラ
の
前
の
人
物
と
旅
券
の
画
像
の
人
物
と
の
一
致
／
不
一
致
を
判
断
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
生
体
認
証
技
術
の
普
及
を
推
進
す
る
日
本
自
動
認
識
シ
ス
テ
ム
協
会
の

説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
大
別
し
て
①
顔
検
出
、
②
顔
特
徴
点
検
出
、
③

前
処
理
、
④
特
徴
量
抽
出
、
⑤
マ
ッ
チ
ン
グ
の
五
段
階
に
分
け
ら
れ
る）

3
（

。

　

ま
ず
①
に
お
い
て
画
像
の
な
か
か
ら
顔
領
域
を
高
速
度
で
探
索
し
、
そ
の
領
域
の

位
置
を
検
出
す
る
。
次
い
で
②
で
は
顔
領
域
内
の
目
や
口
の
端
点
な
ど
、
基
準
と
な

る
特
徴
点
を
検
出
す
る
。
③
で
は
顔
の
回
転
や
向
き
、
照
明
の
変
化
、
眼
鏡
の
有
無

な
ど
諸
々
の
変
動
要
因
を
可
能
な
限
り
除
外
す
る
。
④
で
は
顔
を
識
別
す
る
た
め
の

諸
特
徴
を
顔
領
域
か
ら
抽
出
す
る
。
そ
の
際
、
画
像
内
の
狭
い
範
囲
の
単
純
な
特
徴

か
ら
徐
々
に
広
い
範
囲
の
複
雑
な
特
徴
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
最
後
に
⑤
で
は
、
抽

出
さ
れ
た
特
徴
群
に
も
と
づ
き
カ
メ
ラ
で
入
力
さ
れ
た
顔
が
旅
券
の
記
録
画
像
と
一

致
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
で
は
、
入
力
さ
れ
た
画
像
サ
ン
プ
ル
（
ゲ
ー
ト
で

ス
キ
ャ
ン
さ
れ
た
顔
）
か
ら
、
登
録
済
み
の
画
像
（
旅
券
の
顔
写
真
）
と
比
較
す
る

た
め
の
諸
特
徴
点
を
抽
出
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
顔
に
限

ら
ず
指
紋
や
虹
彩
も
含
め
た
生
体
認
証
技
術
一
般
に
共
通
す
る
画
像
処
理
の
手
続
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
領
域
を
ま
ず
大
き
な
パ
ー
ツ
（
目
や
口
の
端
点
）
か
ら

細
か
な
部
分
（
狭
い
範
囲
の
単
純
な
諸
特
徴
）
に
細
分
化
し
て
い
き
、
し
か
る
の
ち

に
そ
れ
ら
の
諸
部
分
を
再
度
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
顔
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
方

図１　顔認証における類似度の分布

T
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２　
「
類
似
」
概
念
の
齟
齬

　

こ
う
し
た
生
体
認
証
の
手
続
き
に
は
、
生
身
の
人
間
が
自
分
の
目
で
旅
券
の
写
真

と
照
合
し
な
が
ら
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
視
覚
と
い
う
知
覚
器
官
を
用
い

て
二
つ
の
サ
ン
プ
ル
の
一
致
／
不
一
致
を
判
定
す
る
こ
と
と
は
本
質
的
に
異
な
る
何

か
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
「
何
か
」
に
関
す
る
直
観
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
。
生
身

の
人
間
の
視
覚
的
認
識
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
認
証
判
定
と
の
間
に
は
具
体
的
に
い
か

な
る
違
い
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　図２　パリの死
モ ル グ
体公示所

　

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
視

覚
に
よ
る
個
人
識
別
の
一

例
と
し
て
、
一
九
世
紀
の

パ
リ
に
設
置
さ
れ
た
死
体

公
示
所
（
モ
ル
グ
）
を
挙

げ
て
お
こ
う）

5
（

。
こ
れ
は

一
八
六
四
年
、
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
聖
堂
の
裏
手
に
あ
っ

た
旧
い
地
下
牢
を
改
築
し

て
作
ら
れ
た
市
営
施
設

で
、
パ
リ
警
察
の
管
轄
下

に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
市
内
で

発
見
さ
れ
た
死
体
が
一
般

市
民
に
も
見
え
る
よ
う
に

ガ
ラ
ス
越
し
に
展
示
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
つ

し
か
パ
リ
の
観
光
名
所
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
話
題
と
な
り
、
多
い
と
き
は
一
日

に
四
万
人
に
も
上
る
群
衆
が
殺
到
し
た
と
い
う
（
図
２
）。
し
か
し
こ
の
施
設
の
目

的
は
元
来
、
身
元
不
明
の
死
体
を
一
般
公
開
す
る
こ
と
で
、
死
者
の
知
人
に
そ
の
身

元
を
確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

パ
リ
警
察
が
こ
う
し
た
施
設
で
死
者
の
知
人
を
募
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
前
提
と
さ

れ
た
身
元
確
認
法
は
い
う
ま
で
も
な
く
、身
体
上
の
い
く
つ
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル（
傷

痕
・
痣あ
ざ

な
ど
）
や
遺
留
品
の
確
認
に
加
え
て
、
死
者
の
顔
貌
を
じ
か
に
目
視
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
当
然
、
こ
の
モ
ル
グ
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て

い
た
視
覚
に
よ
る
死
者
の
識
別
法
は
、
基
本
的
に
は
旅
券
の
写
真
を
見
て
眼
前
の
生

者
の
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。

　

だ
が
こ
の
よ
う
な
死
体
や
旅
券
写
真
の
視
覚
的
識
別
に
お
い
て
、
一
致
／
不
一
致

あ
る
い
は
類
似
／
非
類
似
の
判
断
が
下
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
背
後
で
い
か
な
る
認
識

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
窺
い
知
る
に
は
何
よ
り
も
現
象
学
の

知
見
に
依
拠
す
る
の
が
有
益
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
知
覚
論

を
手
が
か
り
に
視
覚
に
よ
る
認
識
の
特
徴
を
洗
い
出
し
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
私
た
ち
が
複
数
の
対
象
の
間
に
類
似
性
を
認
め
る
と
き
、
対
象
を

構
成
す
る
個
々
の
部
分
的
要
素
を
相
互
に
比
較
し
た
う
え
で
そ
の
類
似
を
認
識
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
ず
対
象
の
全
体
的
印
象
に
お
い
て
類
似
や

差
異
の
関
係
を
察
知
し
、
そ
の
あ
と
事
後
的
に
こ
の
対
象
の
構
成
要
素
を
比
較
し
照

合
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
部
分
に
先
立
っ
て
全
体
が
あ
ら
か
じ
め
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
各
対
象
の
諸
部
分
同
士
の
比
較
も
ま
た
可
能

に
な
る）

6
（

。

　

こ
う
し
た
知
覚
の
特
性
は
障
害
者
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
る
。

生
ま
れ
な
が
ら
の
視
覚
障
害
者
が
白
内
障
手
術
を
経
て
初
め
て
視
覚
的
世
界
を
手
に

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
空
間
認
識
は
あ
く
ま
で
「
触
覚
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
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３　

指
紋
法

　

今
日
で
は
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
が
生
体
認
証
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
そ
の
う
ち
歴
史
が
最
も
古
く
、
社
会
的
に
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
部
位
と
い

え
ば
、
や
は
り
指
紋
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
指
先
の
隆
線
の
形
状
か
ら
個
人
を
特

定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
指
紋
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
正
式
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
イ

ギ
リ
ス
本
土
の
警
察
当
局
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
一
九
〇
一
年
の
こ
と
で
あ

る）
8
（

。
し
か
し
こ
の
新
た
な
個
人
識
別
法
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
う
ち
に
ま
た
た
く
間

に
世
界
中
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
の
霊
媒
師
が

幽
霊
の
指
紋
を
採
取
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
り
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ

ル
（
一
九
〇
三
年
）
や
江
戸
川
乱
歩
（
一
九
三
七
／
三
八
年
）
な
ど
の
推
理
小
説
で

は
指
紋
が
ト
リ
ッ
ク
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
た
り
も
し
た）

9
（

。

　

た
だ
こ
の
指
紋
法
は
実
の
と
こ
ろ
、
最
初
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
周
縁
部
、

す
な
わ
ち
植
民
地
世
界
で
生
み
出
さ
れ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
一
九
世
紀

半
ば
の
英
領
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
ベ
ン
ガ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
人
行
政
官
だ
っ
た
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
（
同
名
の
天
文
学
者
の
孫
）
が
行
っ
た
試
み
、
す
な
わ
ち
地

元
商
人
に
署
名
の
代
わ
り
に
手
形
を
契
約
書
に
押
さ
せ
る
と
い
う
試
み
に
端
を
発
す

る
。
そ
の
後
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
優
生
学
の
創
始
者
と
し
て
名
高
い
フ
ラ

ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
の
精
力
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
あ
っ
て
、
右
で
触
れ
た
よ
う
に

指
紋
法
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
植
民
地
か
ら
宗
主
国
イ
ギ
リ
ス
に
流
れ
込
み
、
や
が

て
世
界
各
国
の
犯
罪
捜
査
や
刑
事
裁
判
で
採
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る）
10
（

。

　

な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
指
紋
法
の
導
入
を
推
進
し
た
こ
の
ゴ
ル
ト
ン
と
い
う
人
物

が
、
統
計
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
彼

が
指
紋
に
熱
中
し
た
の
は
、
そ
れ
が
統
計
学
的
に
個
人
や
民
族
を
弁
別
す
る
有
力
な

ツ
ー
ル
に
な
り
う
る
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
り
、
個
人
識
別
法
の
一
つ
と
し
て
指
紋

元
視
覚
障
害
者
は
円
を
長
方
形
と
区
別
す
る
の
に
、
あ
た
か
も
手
で
触
れ
る
よ
う
に

目
で
図
形
の
へ
り
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
健
常
者
の
認
識

と
は
違
い
、
こ
こ
で
は
対
象
の
各
部
分
に
全
体
が
現
前
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
部
分

に
先
立
つ
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い）

7
（

。

　

こ
の
部
分
と
全
体
の
問
題
に
限
れ
ば
、
元
視
覚
障
害
者
の
空
間
認
識
と
生
体
認
証

技
術
の
画
像
処
理
と
は
奇
妙
な
重
複
を
見
せ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
世
紀

の
モ
ル
グ
が
死
体
の
身
元
確
認
の
た
め
に
頼
り
に
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
視
覚
に
よ
っ
て
全
体
的
に

�

�

�

�

把
握
さ
れ
る
印
象
論
的
類
似
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
科
学

以
前
の
生
活
世
界
で
捉
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
類
似
の
あ
り
方
と
、
生
体
認
証
技
術

が
前
提
と
す
る
統
計
学
的
な
類
似
度

―
顔
を
い
っ
た
ん
部
分
的
諸
要
素
に
分
解

し
、各
要
素
の
一
致
と
不
一
致
を
測
定
す
る
こ
と
で
算
出
さ
れ
る
類
似
度

―
と
は
、

ど
こ
ま
で
も
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
部
分
と
全
体
の
関
係
に
関

し
て
は
相
互
に
正
反
対
の
認
識
形
態
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
モ
ル
グ
の
死
体
識
別
法
と
生
体
認
証
技
術
の
間
に
は
、「
類
似
」
概

念
に
関
し
て
大
き
な
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
全
体
的
印
象
の
類
同
性
と
し
て

の
視
覚
的
類
似
（resem

blance

）
と
、
個
別
的
要
素
の
近
似
性
と
し
て
の
統
計
学
的

類
似
度
（sim

ilarity

）
と
い
う
齟
齬
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
齟
齬
の
基
底
に

は
各
々
が
前
提
と
す
る
身
体
の
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
生
体
認
証
技
術
を
可
能
に
し
て
い
る
身
体
の
特
異
な
様
態
を
理

念
型
的
に
素
描
す
る
こ
と
で
、
視
覚
が
志
向
す
る
身
体
と
の
断
絶
性
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

　

な
お
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、そ
う
し
た
身
体
の
相
違
は「
可
視
的（visible

）

身
体
」（
モ
ル
グ
）
と
「
可
読
的
（readable

）
身
体
」（
生
体
認
証
）、
あ
る
い
は
同

じ
こ
と
だ
が
「
見
ら
れ
る
身
体
」
と
「
読
ま
れ
る
身
体
」
と
い
う
形
で
要
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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法
を
体
系
化
す
る
試
み
に
お
い
て
も
、
統
計
的
な
蓋
然
性
が
最
も
高
い
マ
ッ
チ
ン
グ

の
方
式
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る）
11
（

。
し
た
が
っ
て
指
紋
法
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
統

計
的
思
考
を
経
由
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
の
意
義
を
十
全
に
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い）
12
（

。

　

と
も
あ
れ
ま
ず
指
紋
法
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
個
人
識
別
法
で
は
歴

史
を
通
じ
て
複
数
の
方
式
が
開
発
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
は
ゴ
ル
ト
ン
が
提

案
し
た
分
類
法
、
す
な
わ
ち
指
紋
の
形
状
を
弓
状
紋
（A

rch

）・
蹄
状
紋
（Loop

）・

渦
状
紋
（W

horl

）
の
三
つ
の
基
本
類
型
に
分
け
、
さ
ら
に
各
類
型
の
混
合
型
も
配

図３　指紋の三類型（左から弓状紋・蹄状紋・渦状紋）

置
す
る
と
い
う
仕
方
を
踏
襲
し
て
い
る
（
図

３）
13
（

）。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
マ
イ
ニ
ュ
ー
シ

ャ
と
呼
ば
れ
る
、
指
紋
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
特
徴
点
（
端
点
や
分
岐
点
）
を
同
定
し

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
致
／
不
一
致
を
確

認
す
る
と
い
う
手
続
き
も
あ
る）
14
（

。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
指
紋
の
形
状

や
マ
イ
ニ
ュ
ー
シ
ャ
は
個
々
人
で
異
な
る
う

え
に
生
涯
変
わ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
、「
万

人
不
同
」
と
「
終
生
不
変
」
の
原
則
に
従
う

も
の
と
さ
れ
る）
15
（

。

　

こ
の
紋
様
の
類
型
化
と
特
徴
点
の
マ
ッ
ピ

ン
グ
が
と
も
に
意
味
し
て
い
る
の
は
、
本
来

無
限
に
多
様
で
あ
る
は
ず
の
指
紋
の
形
状
が

一
定
の
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
規
格
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
為

的
に
構
築
さ
れ
た
分
類
の
格
子
を
指
紋
に
当

て
は
め
、
そ
れ
を
い
ず
れ
か
の
桝
目
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
種
々
雑
多
な
紋
様
が
秩

序
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
図
４
は
指
紋
法
の
一
つ「
ヘ
ン
リ
ー
方
式
」

に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
分
類
格
子
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
統
計
上
の
頻
度
に
応
じ
て
二

つ
の
基
本
型
（
蹄
状
紋
と
渦
状
紋
。
た
だ
し
前
者
は
弓
状
紋
も
含
む
）
の
可
能
な
組

み
合
わ
せ
を
四
つ
の
象
限
に
配
置
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
下
位
の
格
子
へ
と
順
次

絞
り
込
ん
で
い
き
、
最
終
的
に
は
一
〇
二
四
個
あ
る
最
小
単
位
の
枡
目
の
一
つ
に
採

取
し
た
指
紋
を
収
め
る
の
で
あ
る）
16
（

。

　

こ
の
よ
う
な
分
類
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
指
紋
の
形
状
は
い
く
つ
か
特
徴
的
な
性

質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
一
つ
の
指
紋
の
「
個
性
」
は
人
為
的
に
規
格

化
さ
れ
た
分
類
格
子
（
タ
ブ
ロ
ー
）
の
な
か
で
し
か
識
別
で
き
な
い
、
つ
ま
り
別
の

枡
目
に
収
め
ら
れ
た
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
指
紋
と
の
違
い
で
し
か
認
識
で
き
な
い
も
の

と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
指
紋
の
個
性
は
差
異
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
な
か
で
し
か
存
在
し
て
い
な
い）
17
（

。

図４　ヘンリー方式の指紋分類システム
　

第
二
に
、
指
紋
が
一
定

の
分
類
シ
ス
テ
ム
に
沿
っ

て
整
理
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
形
状
は
一
種
の
情
報

な
い
し
デ
ー
タ
と
し
て
効

率
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
た
と
え

ば
図
４
の
分
類
格
子
が
そ

の
ま
ま
物
理
的
な
整
理
棚

に
化
体
す
れ
ば
、
大
量

の
指
紋
が
そ
こ
に
秩
序
立

て
て
並
べ
ら
れ
る
だ
け
で
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整
理
棚
を
前
に
女
性
職
員
が
検
索
・
照
合
作
業
に
従
事
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
当
然

な
が
ら
一
定
の
分
類
シ
ス
テ
ム
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
光
景
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
膨
大
な
量
の
記
録
の
な
か
か
ら
即
座
に
身
元
を
割
り
出
せ
る
指
紋

法
は
、先
述
の
よ
う
に
特
に
犯
罪
捜
査
の
領
域
で
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

可
読
的
身
体

　

た
だ
し
こ
う
し
た
身
体
情
報
の
処
理
の
仕
方
は
指
紋
法
が
最
初
に
発
見
し
た
も
の

で
は
な
い
。
犯
罪
捜
査
で
指
紋
法
以
前
に
使
わ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ル
テ
ィ

ヨ
ン
方
式
」（B

ertillonage

）と
呼
ば
れ
る
人
体
測
定
法
も
、指
紋
法
と
同
じ
目
的（
個

人
識
別
）
と
特
徴
（
身
体
情
報
の
採
取
）
を
共
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
パ
リ
警
視
庁

の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
人
物
が
、
身
分
を
偽
っ
て
軽
犯
罪
を
繰

り
返
す
累
犯
者
を
特
定
す
る
た
め
に
一
八
八
三
年
に
開
発
し
た
も
の
（
フ
ラ
ン
ス
国

家
警
察
の
正
式
採
用
は
一
八
八
五
年
）
で
、
一
一
種
類
の
身
体
情
報
（
①
身
長
、
②

両
手
を
横
に
伸
ば
し
た
と
き
の
最
大
値
、
③
座
高
、
④
頭
長
、
⑤
頭
部
の
幅
、
⑥
右

耳
の
長
さ
、
⑦
右
耳
の
幅
、
⑧
左
足
の
長
さ
の
最
大
値
、
⑨
左
手
中
指
の
長
さ
、
⑩

左
手
小
指
の
長
さ
、
⑪
左
手
前
腕
の
長
さ
）
を
計
測
し
、
個
々
人
で
異
な
る
一
定
不

変
の
身
体
的
特
徴
を
記
録
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る）
18
（

。

　

つ
ま
り
こ
の
方
式
で
は
、
社
会
制
度
に
関
わ
る
犯
罪
者
の
情
報
（
出
生
地
・
居
住

地
・
年
齢
・
職
業
・
家
族
構
成
等
々
）
は
視
野
の
外
に
置
か
れ
、
も
っ
ぱ
ら
解
剖
学

的
身
体
の
弁
別
的
指
標
に
の
み
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る）
19
（

。
さ
ら
に
は
図
６
の
よ
う

に
、
そ
う
し
て
採
取
さ
れ
た
各
種
の
身
体
記
録
が

―
指
紋
法
と
同
じ
く

―
整
理

棚
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
で
、
逮
捕
し
た
人
物
の
前
科
の
有
無
を
確
認
す
る
際
に
、
当

該
人
物
の
身
体
情
報
を
大
量
の
記
録
の
な
か
か
ら
即
座
に
検
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た）
20
（

。

は
な
い
。
そ
の
棚
か
ら
き
わ

め
て
短
時
間
の
う
ち
に
必
要

な
指
紋
記
録
を
検
索
し
て
取

り
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

図
５
の
写
真
は
ま
さ

に
そ
の
一
つ
の
実
例
で
、

一
九
四
〇
年
代
の
米
連
邦
捜

査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
の
指
紋
保

管
庫
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
指
紋
記
録
の

　

と
は
い
え
怪
盗
紳
士
ア
ル
セ

ー
ヌ
・
ル
パ
ン
は
警
察
に
逮
捕

さ
れ
た
あ
と
、
職
員
の
一
人
を

買
収
し
て
虚
偽
の
測
定
数
値
を

記
録
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
ベ

ル
テ
ィ
ヨ
ン
方
式
の
網
の
目
を

潜
り
抜
け
て
脱
獄
す
る
こ
と
が

で
き
た）
21
（

。
当
時
の
推
理
小
説
も

そ
う
し
た
筋
書
き
を
語
っ
て
い

た
よ
う
に
、
同
方
式
は
測
定
官

の
技
量
に
よ
っ
て
同
じ
犯
罪
者

の
身
体
で
も
数
値
の
変
動
が
生

じ
や
す
く
、
そ
う
し
た
不
確
定

要
素
が
大
き
な
弱
点
と
な
っ

図５　指紋記録の整理棚

図６　ベルティヨン方式の整理棚



49　特集　生体管理の現代史

て
、
や
が
て
指
紋
法
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）
22
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
方
の
登
場
と
と
も
に
他
方
が
退
場
す
る
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も

あ
っ
て
か
、
こ
の
二
つ
の
個
人
識
別
法
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
対
照
的
に
論
じ
ら
れ

る
傾
向
が
強
い
。
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
例
で
、
指
紋
法
を

古
典
古
代
以
来
の
「
推
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
属
す
る
と
見
な
す
の
に
対
し
、
ベ
ル

テ
ィ
ヨ
ン
方
式
を
近
世
以
降
の
「
ガ
リ
レ
オ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」（
数
量
化
志
向
）
の

系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
両
者
の
思
想
史
上
の
根
本
的
差
異
を
強
調
し
て
い

る）
23
（

。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
違
い
よ
り
も
両
者
に
共
通
す
る
側
面
を
強
調
し
て
お

き
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
二
つ
の
個
人
識
別
法
は
と
も
に
、
一
定
の
分
類
シ
ス
テ

ム
に
即
し
て
身
体
上
の
諸
特
徴
を
記
録
し
、そ
の
情
報
を
整
理
棚
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

に
集
積
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
両
者
は
い
ず
れ
も
「
情
報
と

し
て
の
身
体
」
と
い
う
特
有
の
身
体
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
犯
罪
捜
査
で
志
向
さ
れ
始

め
た
身
体
、
警
察
権
力
が
管
理
下
に
置
こ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
身
体
は
、
モ
ル
グ
の

死
体
の
よ
う
に
、あ
る
い
は
性
愛
の
身
体
（
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ）
24
（

）
や
奇
形
の
身
体
（
フ

リ
ー
ク
シ
ョ
ー）
25
（

）
の
よ
う
に
、
視
覚
的
欲
望
に
駆
ら
れ
て
眺
め
ら
れ
た
身
体
か
ら
は

大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
数
字
や
記
号
に
変
換
さ
れ
て
情
報
と

し
て
読
み
解
か
れ
る
身
体
、
そ
れ
ゆ
え
デ
ー
タ
と
し
て
紙
媒
体
で
記
録
さ
れ
、
フ
ァ

イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
た
う
え
で
整
理
棚
に
収
納
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
身
体
な
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
人
体
測
定
法
で
あ
れ
指
紋
法
で
あ
れ
、
生
体
に
も
と
づ
く
個
人
識
別
技

術
は
犯
罪
と
い
う
市
民
社
会
の
周
縁
領
域
で
発
達
し
た
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
そ
の
歴

史
を
記
述
す
る
際
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
犯
罪
者
、
特
に
累
犯
者
問
題
の
文
脈
に
置

く
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
そ
の
技
術
を
根
底
で
支
え
て
い
た
情
報

と
し
て
の
身
体
そ
れ
自
体
は
、何
も
犯
罪
問
題
の
領
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
一
例
と
し
て
こ
こ
で
は
二
〇
世
紀
半
ば
の
生
物
学
に
お
け
る
認
識
論
的
転
換
を

挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
一
九
五
四
年
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構
造
の
発
見
が
報
告
さ

れ
、
遺
伝
子
の
本
体
が
染
色
体
内
の
タ
ン
パ
ク
質
で
は
な
く
、
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸

と
い
う
化
学
物
質
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
哲
学
者
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
発
見
を
境
に
生
物
学
は
生
命
の
認
識
の
あ
り

方
を
大
き
く
刷
新
す
る
こ
と
に
な
る
。図７　初めて紙に印字されたヒトのゲノム情報

　

す
な
わ
ち
生
命
な
る
も
の
を
語
る
と

き
、
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
力
学
、
物
理

学
、
古
典
的
化
学
の
用
語
や
概
念
で
は
な

く
、
言
語
理
論
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
理
論
の
用
語
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
情
報
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
ー
ド
・
命
令
・
解
読
な
ど
）

が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り

遺
伝
現
象
は
情
報
伝
達
と
同
義
の
も
の
と

な
り
、
生
命
は
い
わ
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
い
う
物

質
に
書
き
込
ま
れ
た
ロ
ゴ
ス
、
な
い
し
は

暗
号
化
さ
れ
た
意
味
へ
と
変
貌
し
た
の
で

あ
る）
26
（

。
そ
の
結
果
、
生
命
と
い
う
存
在
は

電
子
化
さ
れ
て
記
憶
媒
体
に
保
存
さ
れ
る

か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
印
刷
・
製
本
さ
れ

て
棚
に
収
納
さ
れ
、「
読
ま
れ
る
」
こ
と

が
で
き
る
何
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
（
図

７
）。
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た
し
か
に
現
代
の
ゲ
ノ
ム
研
究
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
だ
け
が
有
機
体
の
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
お
り
、
生
命

を
情
報
と
し
て
捉
え
る
認
識
論
は
限
界
に
達
し
つ
つ
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者

ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
は
こ
う
し
た
「
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
学
」
の
台
頭
を
踏
ま
え
、「
二
〇

世
紀
が
終
わ
る
と
同
時
に
『
遺
伝
子
の
世
紀
』
も
終
わ
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
賛
同

し
て
い
る）
27
（

。だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
よ
う
な
情
報
と
し
て
の
生
命
と
い
う
観
念
が
、

二
〇
世
紀
半
ば
の
生
物
学
で
唐
突
に
形
づ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
記
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
身
体
の
一
部
を
有
機

体
の
個
性
が
宿
る
情
報
と
見
な
す
発
想
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
末
の
人
体
測
定
法
や

指
紋
法
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
観
念
は
そ
れ

な
り
の
歴
史
的
蓄
積
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
（
指
紋
法
・
人
体
測
定
法
・
Ｄ
Ｎ
Ａ
）
に
通
底
す

る
身
体
は
、「
可
視
的
身
体
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
近
代
的
身
体
と
は
異
な
る
系

譜
に
属
す
る
も
の
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
個
人
識
別
（
生
体
認
証
）
技

術
で
は
、
一パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン

望
監
視
施
設
が
志
向
し
た
身
体
、
独
房
の
な
か
で
視
線
に
さ
ら
さ
れ
な

が
ら
規
律
化
さ
れ
る
身
体
は
消
え
去
っ
て
お
り
、
代
わ
っ
て
「
可
読
的
身
体
」、
つ

ま
り
視
覚
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
情
報
と
し
て
読
ま
れ
る
身
体
が
現
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
５　

植
民
地
統
治
と
犯
罪
者
管
理

　

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、こ
う
し
た
身
体
を
前
提
と
す
る
指
紋
法
は
ま
ず
植
民
地
、

特
に
英
領
イ
ン
ド
で
開
発
さ
れ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
技
術
は
な
ぜ
最
初
に

植
民
地
世
界
で
芽
生
え
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
通
常
挙
げ
ら
れ
る
の
は
お
も
に

二
つ
、契
約
や
裁
判
な
ど
の
法
的
手
続
き
を
め
ぐ
る
現
地
文
化
と
西
洋
文
化
の
齟
齬
、

な
ら
び
に
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
部
族
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
現
地
人
と
の
商
談
・
契
約
に
お
け
る
文
書
偽
造
や

法
廷
で
の
偽
証
が
日
常
的
に
横
行
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
先
述
の
ハ
ー
シ

ェ
ル
が
慨
嘆
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
「
妨
害
が
か
な
り
蔓
延
し
て
い
た
」
た

め
、「
民
事
裁
判
の
運
営
で
そ
の
威
厳
を
維
持
す
る
の
は
途
方
も
な
く
難
し
い
も
の

で
あ
っ
た
」。
と
り
わ
け
年
金
支
給
の
場
合
、
現
地
住
民
の
風
貌
が
イ
ギ
リ
ス
人
に

は
識
別
困
難
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
受
給
者
に
成
り
す
ま
し
て
年
金
を
詐
取
す
る
ケ
ー

ス
も
広
範
に
見
ら
れ
た
と
い
う
。そ
う
し
た
不
正
の
横
行
に
対
処
す
る
手
段
と
し
て
、

文
字
や
証
言
、
外
見
に
頼
ら
な
い
個
人
識
別
法
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る）
28
（

。

　

次
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
統
治
に
あ
た
り
各
地
を
放
浪
し
て
暮
ら
す
現
地

の
ノ
マ
ド
、
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
部
族）
29
（

」
の
管
理
と
追
跡
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
現
代
的
な
移
民
管
理
の
先
駆
け
、
つ
ま
り
移
動
す
る
身
体
の
管

理
ツ
ー
ル
と
し
て
指
紋
法
が
用
い
ら
れ
た
最
初
期
の
事
例
で
あ
る
。
元
来
犯
罪
部
族

を
含
め
た
イ
ン
ド
の
放
浪
部
族
の
管
理
は
、
農
耕
を
通
じ
て
定
住
化
を
図
る
と
い
う

思
惑
か
ら
、「
更
生
居
留
地
」（reform

atory settlem
ent

）
に
囲
い
込
む
と
い
う
形

で
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
政
策
が
挫
折
し
た
こ
と
で
、
一
八
九
七
年
以
降

す
べ
て
の
法
律
違
反
者
に
対
す
る
指
紋
押
捺
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

一
九
一
一
年
の
犯
罪
部
族
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
二
歳
以
上
の
犯
罪
部
族
の
全
男

性
に
対
し
て
指
紋
押
捺
が
義
務
化
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
当
局
は
居
留
地
の
運
営
コ
ス

ト
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る）
30
（

。

　

し
た
が
っ
て
指
紋
法
は
そ
の
発
端
か
ら
、
植
民
地
統
治
と
犯
罪
者
管
理
と
い
う
市

民
社
会
の
二
大
周
縁
領
域
の
問
題
と
密
接
に
絡
み
合
っ
た
技
術
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
起
源
の
名
残
は
今
日
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
バ
イ
オ
メ
ト

リ
ク
ス
が
こ
れ
ほ
ど
浸
透
し
た
現
在
で
も
、
市
民
の
間
で
は
指
紋
の
登
録
に
対
す
る

抵
抗
感
が
根
強
く
残
存
し
て
い
る
の
に
対
し）
31
（

、
犯
罪
者
予
備
軍
と
見
な
さ
れ
や
す
い
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外
国
人
移
民
や
難
民
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
指
紋
押
捺
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
が

あ
る）
32
（

。

　

ま
た
旧
植
民
地
諸
国
に
お
け
る
生
体
認
証
シ
ス
テ
ム
が
、
先
進
諸
国
に
比
べ
て
は

る
か
に
深
く
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
も
、
あ
る
意
味
そ
の
起
源
の
名
残
の
一
つ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
図
８
は
生
体
認
証
を
利
用
し
た
市
民
登
録
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
国

を
網
掛
け
し
た
も
の
だ
が
、
一
見

し
て
南
の
貧
困
地
域
で
バ
イ
オ
メ

ト
リ
ク
ス
に
も
と
づ
く
統
治
機
構

が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
の
が
分

か
る
。
こ
れ
は
何
も
住
民
の
抑
圧

的
監
視
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。

低
識
字
率
社
会
で
児
童
支
援
給
付

な
ど
の
福
祉
行
政
を
円
滑
に
行
う

に
は
、
文
字
に
よ
ら
な
い
生
体
情

報
が
き
わ
め
て
有
用
だ
か
ら
で
あ

る）
33
（

。
こ
の
よ
う
に
文
書
行
政
の
み

で
は
限
界
が
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・

サ
ウ
ス
の
諸
国
は
、
教
育
コ
ス
ト

を
回
避
し
つ
つ
全
住
民
を
効
率
的

に
捕
捉
す
る
必
要
か
ら
、
い
わ
ば

「
生
体
認
証
統
治
」
の
先
進
地
域

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
一
九
世
紀
の
英
領
イ
ン

ド
で
も
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
年
金
受

給
者
の
受
領
印
と
し
て
指
紋
を
使

図８　生体認証にもとづく市民登録システムを持つ諸国

う
試
み
を
実
践
し
て
い
た
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
南
ア
フ
リ
カ
で
も
大
量
の
移
民
労

働
者
の
管
理
の
た
め
に
指
紋
法
が
導
入
さ
れ
て
い
た）
34
（

。
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
鑑

み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
現
状
も
ま
た
、
植
民
地
時
代
に
開

発
さ
れ
た
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
遺
産
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
、
ま
た
そ
れ
が
依
拠
す
る
情
報
と
し
て
の
身
体

と
い
う
観
念
は
、
近
現
代
史
の
な
か
で
社
会
の
治
安
や
市
民
の
健
康
の
管
理
だ
け
で

な
く
、
移
民
と
い
う
他
者
の
監
視
に
も
、
植
民
地
支
配
の
円
滑
化
に
も
大
い
に
寄
与

し
て
き
た
。
本
特
集
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
そ
う
し
た
歴
史
的
事
情
を
顧
み
て
付
さ
れ

た
も
の
で
、
以
下
の
諸
論
稿
で
も
こ
れ
ら
市
民
・
移
民
・
植
民
地
と
い
う
三
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
見
ら
れ
る
生
体
管
理
の
諸
様
態
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と

に
な
る
。

　

た
だ
し
本
特
集
で
は
、
議
論
の
範
囲
を
狭
く
生
体
認
証
の
技
術
の
歴
史
に
限
定
し

な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
本
稿
で
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
基

底
に
あ
る
身
体
に
考
察
の
焦
点
を
当
て
た
の
も
、
単
な
る
技
術
の
歴
史
を
越
え
た
射

程
の
広
が
り
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

―
生
体
認
証
�

�

で
は
な
く

―
生
体
管
理
�

�

の
多
様
な
あ
り
方
へ
と
議
論
が
開
か
れ
る
よ
う
意
図
し
た

か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
視
野
を
拡
張
し
て
い
け
ば
、そ
の
先
に
は「
可

読
的
身
体
の
歴
史
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
未
踏
の
、
だ
が
お
そ
ら
く
実
り
豊
か
で
あ

ろ
う
歴
史
研
究
の
領
野
が
開
け
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　

図
像
出
典
一
覧

図
1 
小
松
尚
久
・
内
田
薫
・
池
野
修
一
・
坂
野
鋭
共
著
『
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
お
は

な
し

―
あ
な
た
の
身
体
情
報
が
鍵
に
な
る
』
日
本
規
格
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、

五
六
頁
。

図
2 

“The M
orgue at Paris. The Last Scene of a Tragedy.” H

arper’s W
eekly: A 
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Journal of C
ivilization, vol. 36, July 18, 1874, p. 600.

図 

3 
Francis G

alton, Fingerprints, London, 1892, Plate 9. Fig. 15; Plate 10. Fig. 

16.

図 

4 
E. R

. H
enry, C

lassification and U
ses of Finger Prints, London, 1900, Plate 3.

図 

5 
http://internationalphotom

ag.com
/the-fbis-fingerprint-files-called-notorious-

dead-crim
inals/

（
二
〇
二
〇
年
一
月
三
〇
日
閲
覧
）

図 

6 
A

lex C
siszar, “B

ibliography as A
nthropom

etry: D
ream

ing Scientific O
rder at 

the fin de siècle.” Library Trends, vol. 62 no. 2, 2013, p. 447. [Fig. 1]

図 

7 
https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

iki/File:W
ellcom

e_genom
e_bookcase.png

（
左
）

 
https://w

w
w

.flickr.com
/photos/johnjobby/2253777148

（
右
）（
二
〇
二
〇
年
一

月
三
〇
日
閲
覧
）

図 

8 

キ
ー
ス
・
ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
（
堀
内
隆
行
訳
）『
生
体
認
証
国
家

―
グ
ロ
ー

バ
ル
な
監
視
政
治
と
南
ア
フ
リ
カ
の
近
現
代
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
七
年
、一
五
頁
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（
田
畑
暁
生
訳
）『
膨
張
す
る
監
視
社
会

―
個
人

識
別
シ
ス
テ
ム
の
進
化
と
リ
ス
ク
』
青
土
社
、二
〇
一
〇
年
（
原
著
二
〇
〇
九
年
）、

一
四
九
頁
。

（
2
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
官
僚
制
的
支
配
は
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
同

じ
く
「
伝
統
に
対
す
る
第
一
級
の
革
命
的
力
た
り
う
る
」
が
、
後
者
は
信
仰
を
通

じ
て
人
間
を
内
面
か
ら
変
革
す
る
の
に
対
し
、
前
者
は
技
術
を
通
じ
て
外
部
か
ら

変
革
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
技
術
的

�

�

�

手
段
に
よ
っ
て
ま
ず
事
物
や
秩
序
を
革
命
し
、

次
い
で
人
間
を
革
命
す
る
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
世
良
晃
志
郎
訳
）『
支

配
の
社
会
学　

Ⅱ
』
創
文
社
、
一
九
六
二
年
、
四
一
一
頁
、
強
調
原
文
）。

（
3
） 

以
下
の
顔
認
証
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
認
識
シ
ス
テ
ム

協
会
編
『
よ
く
わ
か
る
生
体
認
証
』
オ
ー
ム
社
、
二
〇
一
九
年
、
三
三
〜
三
四
頁

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
4
） 

小
松
尚
久
・
内
田
薫
・
池
野
修
一
・
坂
野
鋭
共
著
『
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
の
お
は

な
し

―
あ
な
た
の
身
体
情
報
が
鍵
に
な
る
』
日
本
規
格
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、

五
五
頁
。

（
5
） 

モ
ル
グ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
（
菊
池
哲
彦

訳
）「
世
紀
末
パ
リ
に
お
け
る
大
衆
の
リ
ア
リ
テ
ィ
嗜
好

―
モ
ル
グ
、
蝋
人

形
館
、
パ
ノ
ラ
マ
」
長
谷
正
人
・
中
村
秀
之
編
訳
『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク

ル

―
沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
（
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
）』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
三
〜
二
六
〇
頁; M

ireia Ferrer Á
lvarez, “The 

D
ram

atisation of D
eath in the Second H

alf of the 19th C
entury. The Paris 

M
orgue and A

natom
y Painting.” A

ndrea Petö and K
laartje Schrijvers (eds.), 

Faces of D
eath: Visualising H

istory, Pisa U
niversity Press 2009, pp. 163-187.

（
6
） 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
生
活
世
界
に
お
け
る
類
似
／
非
類
似
の
関
係
は

対
象
の
全
体
的
知
覚
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
一
つ

の
集
ま
り
を
物
と
し
て
知
覚
す
る
か
ら
こ
そ
、
分
析
的
な
態
度
が
後
か
ら
そ
こ
に
、

類
似
や
近
接
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
、
全
体
の
知
覚

が
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
要
素
の
類
似
や
近
接
に
注
意
す
る

�

�

�

�

こ
と
な
ど
夢
に

も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
文
字
通
り
こ
れ
ら
の
要

素
は
〔
知
覚
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
〕
同
じ
世

界
に
属
さ
な
い
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
お
よ
そ
類
似
や
近
接
な
ど
存
在
す
る
は

ず
が
な
い
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
」（
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
（
中

島
盛
夫
訳
）『
知
覚
の
現
象
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、
四
八
頁
、

強
調
原
文
）。

（
7
） 

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
﹇
一
九
八
二
﹈
三
六
五
〜
三
七
〇
頁
。
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（
8
） 

A
nne M

. Joseph, “A
nthropom

etry, the Police Expert, and the D
eptford 

M
urders: The C

ontested Introduction of Fingerprinting for the Identification 

of C
rim

inals in Late V
ictorian and Edw

ardian B
ritain.” Jane C

aplan and John 

Torpey (eds.), D
ocum

enting Individual Identity. The D
evelopm

ent of State 

Practices in the M
odern W

orld, Princeton U
niversity Press 2001, pp. 164-183, 

here p. 173f.

（
9
） 

橋
本
一
径
『
指
紋
論

―
心
霊
主
義
か
ら
生
体
認
証
ま
で
』
青
土
社
、
二
〇
一
〇

年
、
一
二
〜
三
七
頁; 

ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
「
ノ
ー
ウ
ッ
ド
の
建
築

士
」（
一
九
〇
三
年
初
出
）
小
林
司
・
東
山
あ
か
ね
訳
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー

ム
ズ
全
集
⑥　

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
帰
還
』
河
出
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、

五
七
〜
一
〇
五
頁; 

江
戸
川
乱
歩「
悪
魔
の
紋
章
」（
一
九
三
七
／
三
八
年
初
出
）『
江

戸
川
乱
歩
全
集（
第
一
二
巻
）』光
文
社
文
庫
、二
〇
〇
三
年
、四
二
三
〜
七
〇
六
頁
。

（
10
） 

英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
指
紋
法
の
起
点
か
ら
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
本
土
で
導
入
さ
れ

る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Sim

on A
. C

ole, Suspect Identities. A H
istory of 

Fingerprinting and C
rim

inal Identification, H
arvard U

niversity Press, 2002, 

pp. 60-96.

（
11
） 

C
ole 2002, p. 79f.

（
12
） 

Joseph 2001, p. 172f.; 

キ
ー
ス
・
ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
（
堀
内
隆
行
訳
）『
生
体

認
証
国
家

―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
監
視
政
治
と
南
ア
フ
リ
カ
の
近
現
代
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
七
年
、
一
〇
、二
七
頁
。

（
13
） 

Francis G
alton, Fingerprints, London, 1892, pp. 75-84.

（
14
） 

小
松
・
内
田
・
池
野
・
坂
野
﹇
二
〇
〇
八
﹈
三
六
〜
三
七
頁
。

（
15
） 

G
alton 1892, p. 97.

（
16
） 

E. R
. H

enry, C
lassification and U

ses of Finger Prints, London, 1900, Plate 3.

（
17
） 

フ
ー
コ
ー
は
、
表
（
タ
ブ
ロ
ー
）
空
間
で
動
植
物
を
分
類
す
る
古
典
主
義
時
代
の

博
物
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
指
紋
法
の

分
類
シ
ス
テ
ム
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
あ
る
個
体
に
固
有
な
も
の
を
認
識

す
る
と
は
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
個
体
の
類
別
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
を
分
類
す

る
可
能
性
を
、
自
己
の
も
の
と
し
て
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
同
一
性
と
そ
の
標
識
は
、

相
違
性
を
引
き
去
っ
た
残
余
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
動
物
、
あ

る
植
物
は
、
そ
の
上
に
捺
さ
れ
た
烙
印
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

―
も
し
く
は
暴
か

れ
る

―
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ほ
か
の
も
の
が
そ
う
で
な
い
と
こ

ろ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
の

終
わ
る
と
こ
ろ
に
し
か
実
在
し
な
い
の
だ
」（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
一
民
・

佐
々
木
明
訳
）『
言
葉
と
物

―
人
文
科
学
の
考
古
学
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、

一
六
八
頁
）。

（
18
） 

ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
方
式
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
公
三
『
司
法
的
同
一
性
の
誕
生

―
市

民
社
会
に
お
け
る
個
体
識
別
と
登
録
』
言
叢
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
〜
九
五
頁
。

（
19
） 

Peter B
ecker, “The Standardized G

aze: The Standardization of the Search 

W
arrant in N

ineteenth-C
entury G

erm
any.” C

aplan and Torpey (eds.) 2001, pp. 

139-163, here p. 148.

（
20
） 

A
lex C

siszar, “B
ibliography as A

nthropom
etry: D

ream
ing Scientific O

rder 

at the fin de siècle.” Library Trends, vol. 62 no. 2, 2013, pp. 442-455, here p. 

447.
（
21
） 

モ
ー
リ
ス
・
ル
ブ
ラ
ン
（
平
岡
敦
訳
）『
怪
盗
紳
士
ル
パ
ン
』
ハ
ヤ
カ
ワ
・
ミ
ス

テ
リ
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
（
原
著
一
九
〇
七
年
）、
一
〇
五
頁
。

（
22
） 

Joseph 2001, p. 169f.

（
23
） 

カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
（
竹
山
博
英
訳
）『
神
話
・
寓
意
・
徴
候
』
せ
り
か
書
房
、

一
九
八
八
年
、
一
七
七
〜
二
二
六
頁
。

（
24
） 

ア
ン
ヌ=

マ
リ
ー
・
ソ
ン
（
市
川
崇
訳
）「
性
愛
の
身
体
」
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
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ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
編
（
岑
村
傑
監
訳
）『
身
体
の
歴
史　

Ⅲ

―
二
〇
世
紀　

ま
な

ざ
し
の
変
容
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
三
〜
一
五
六
頁
。

（
25
） 
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
（
三
浦
直
希
訳
）「
異
常
な
身
体

―

奇
形
の
文
化
史
と
文
化
人
類
学
」
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
編
﹇
二
〇
一
〇
﹈
二
四
三
〜

三
〇
八
頁
。

（
26
） 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
（
金
森
修
監
訳
）『
科
学
史
・
科
学
哲
学
研
究
』
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
四
二
二
頁
。

（
27
） 

ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
（
檜
垣
立
哉
監
訳
）『
生
そ
の
も
の
の
政
治
学

―
二
一
世

紀
の
生
物
医
学
、
権
力
、
主
体
性
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
、
九
六
頁
。

（
28
） 

C
ole 2002, p. 64.

（
29
） 

A
nand A

. Yang, “D
angerous C

astes and Tribes. The C
rim

inal Tribes A
ct and 

the M
agahiya D

om
s of N

ortheast India.” A
nand A

. Yang (ed.), C
rim

e and 

C
rim

inality in British India, The U
niversity of A

rizona Press, 1985, pp. 108-

127; 

こ
こ
で
言
わ
れ
る
犯
罪
部
族
と
は
、
一
八
七
一
年
の
犯
罪
部
族
法
（C

rim
inal 

Tribes’ A
ct

）
で
指
定
さ
れ
た
部
族
の
こ
と
で
、
マ
ガ
ヒ
ヤ
・
ド
ム
族
を
は
じ
め
、

ブ
ド
ゥ
ッ
ク
族
、
ク
ン
ジ
ュ
ル
族
、
ス
ノ
リ
ア
族
等
々
が
あ
る
（p. 113f.

）。

（
30
） 

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、Yang 1985. 

な
お
ア
ナ
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
は
こ
の
犯
罪

部
族
法
が
依
拠
し
た
犯
罪
観
に
は
、
植
民
地
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
加
え
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
本
土
に
お
け
る
犯
罪
学
（
特
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
生
来
性
犯
罪
者
説
）

の
発
展
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
（p. 111, 126f.

）。

（
31
） 

指
紋
押
捺
に
対
す
る
市
民
の
抵
抗
に
は
権
力
の
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
不
安
と
い
う

面
も
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
押
捺
の
際
の
屈

辱
感
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
航
空
会

社
の
乗
務
員
も
、
会
社
に
よ
る
過
剰
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
に
対
し
て
自

分
を
「
犯
罪
者
の
よ
う
だ
と
感
じ
る
」
と
し
て
、
緩
和
措
置
を
訴
え
た
こ
と
が
あ

っ
た
（
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（
伊
藤
茂
訳
）『
私

た
ち
が
、す
す
ん
で
監
視
し
、監
視
さ
れ
る
、こ
の
世
界
に
つ
い
て

―
リ
キ
ッ
ド
・

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
七
章
』
青
土
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
四
頁
）。

（
32
） 

指
紋
の
採
取
と
保
管
に
よ
る
移
民
・
難
民
管
理
に
つ
い
て
は
、
昔
農
英
明
『「
移

民
国
家
ド
イ
ツ
」
の
難
民
保
護
政
策
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、

一
五
九
〜
一
六
〇
頁
。

（
33
） 

ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ
﹇
二
〇
一
七
﹈
一
七
七
〜
一
九
四
頁
。

（
34
） 

高
野
麻
子
『
指
紋
と
近
代

―
移
動
す
る
身
体
の
管
理
と
統
治
の
技
法
』
み
す
ず

書
房
、二
〇
一
六
年
、二
五
頁; 

ブ
レ
ッ
ケ
ン
リ
ッ
ジ﹇
二
〇
一
七
﹈七
三
〜
九
一
頁
。

（
む
ら
か
み　

ひ
ろ
あ
き
・
筑
波
大
学
助
教
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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い
現
代
の
状
況
と
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
大
き
な
問

い
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
お

い
て
、
身
体
管
理
の
多
様
な
関
心
の
交
差
点
に
あ
っ
た
生
体
認
証
技
術
、
と
り
わ
け

「
指
紋
」を
め
ぐ
る
日
本
帝
国
で
の
研
究
と
実
践
を
取
り
上
げ
た
い
。指
紋
と
い
え
ば
、

個
人
の
「
万
人
不
同
」
と
「
終
生
不
変
」
の
特
徴
を
利
用
し
た
個
人
識
別
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
で
も
、
指
紋
は
入
国
審
査
、
パ
ソ
コ
ン
へ
の
ロ
グ

イ
ン
、
犯
罪
捜
査
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
、
二
〇
世
紀
前
半
に
指

紋
に
向
け
ら
れ
て
い
た
関
心
は
、
個
人
識
別
、
人
類
学
、
法
医
学
、
遺
伝
学
、
犯
罪

学
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
こ
で
、
指
紋
に
か
ん
す
る
同
時
代
の
研
究
か
ら
、
身

体
管
理
と
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
学
問
的
知
が
何
を
目
指
し
て
き
た
の
か
を
見

て
い
き
た
い
。

日
本
帝
国
に
お
け
る
指
紋
の
利
用
や
研
究
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
目
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
識
別
へ
の
利
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
を
唯
一
無

二
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
視
点
、
つ
ま
り
同
じ
指
紋
を
持
つ
人
が
い
な
い
よ
う
に
、

同
じ
人
間
は
こ
の
世
に
い
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
身
体
管
理
で
あ
る
。
二
つ
目

は
、
指
紋
を
対
象
に
し
た
人
類
学
や
遺
伝
学
的
研
究
を
通
じ
て
人
種
を
分
類
し
、
集

団
的
な
同
一
性
の
根
拠
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
日

本
人
」
の
集
団
的
特
徴
が
検
証
さ
れ
て
い
っ
た
。
三
つ
目
は
、
占
い
、
犯
罪
学
、
医

学
的
側
面
か
ら
、
個
人
の
性
格
や
気
質
、
犯
罪
傾
向
の
分
析
を
行
う
も
の
だ
。

　

こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、
指
紋
は
人
間
を
人
種
と
い
う
指
標
の
も
と
で
集
団
と
し

て
大
分
類
し
、
そ
の
内
部
を
目
的
に
応
じ
て
中
分
類
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
分
類

か
ら
創
出
さ
れ
る
集
団
的
特
徴
を
個
の
特
徴
と
し
て
分
配
し
、固
定
化
し
た
う
え
で
、

個
人
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
認
証
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
、

集
団
の
管
理
か
ら
個
の
管
理
に
至
る
ま
で
、
広
く
指
紋
へ
の
関
心
が
立
ち
現
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
人
間
を
あ
ら
ゆ
る
位
相
か
ら
判
読
す
る
た
め
の
一
つ
の
鍵
だ
っ
た
と

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
身
体
管
理
」
は
、
と
て
も
多
様
な
実
践
と

論
点
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と
言
で
身
体
管
理
と
い
っ
て
も
、
個
人
の
氏
名
、
生
年
月

日
、
住
所
、
家
族
関
係
の
登
録
に
は
じ
ま
り
、
あ
る
地
域
や
領
土
内
の
人
数
の
把
握
、

人
種
、
性
別
、
犯
罪
、
病
気
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
出
と
こ
れ
ら
に
も
と
づ
く

集
団
の
分
類
や
比
率
の
算
出
、
さ
ら
に
は
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
た
個
々
人
の

具
体
的
な
処
遇
（
行
動
の
制
限
や
隔
離
な
ど
）
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ

し
て
、
人
種
を
は
じ
め
と
し
た
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
出
に
は
、
人
類
学
、
医
学
、
統

計
学
と
い
っ
た
広
く
「
科
学
的
な
知
」
が
関
与
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
諸
実
践
を
通
じ
て
、
個
人
の
身
体
は
意
味
づ
け
ら
れ
、
統
治
者
に
と

っ
て
判
読
可
能
で
把
握
可
能
な
存
在
へ
と
変
換
さ
れ
て
き
た
。
身
体
管
理
は
統
治
の

手
段
で
あ
り
、社
会
に
お
け
る
秩
序
形
成
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
民
国
家
形
成
や
植
民
地
統
治
の
時
代
に
身
体
管
理
の
技
法
が
多
数
生
み
出
さ
れ
、

多
様
な
学
問
分
野
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
個
人
の
身
体
を
「
客

観
的
」
な
指
標
に
置
き
換
え
て
、
他
者
に
よ
っ
て
数
値
化
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
、
選
別

さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
つ
ね
に
暴
力
や
差
別
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
や
反
対
運
動
の
歴
史
は
ま
さ
に
そ
の

事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
集
団
か
ら
個
人
を
貫
く
身
体
管
理
の
技
術
と
実
践
は
何
を
目
指
し
、
ど
こ

に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
監
視
社
会
と
呼
ば
れ
て
ひ
さ
し

生
体
認
証
技
術
と
身
体
管
理

　
　
　

―
識
別
・
分
類
・
意
味
づ
け
の
暴
力
を
め
ぐ
っ
て

―
高
野
麻
子 
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え
ば
、
右
手
の
親
指
は
渦
状
紋
、
左
手
の
人
差
し
指
は
蹄
状
紋
と
い
っ
た
よ
う
に
、

一
〇
本
の
指
に
混
在
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
指
紋
で
個
人
を
識
別
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

各
指
を
三
種
類
の
紋
様
の
い
ず
れ
か
に
大
分
類
し
た
あ
と
、
下
位
分
類
を
繰
り
返
し

て
い
く
の
だ
が
、
指
紋
の
分
類
方
式
は
多
数
存
在
し
て
い
た
。
日
本
が
一
九
〇
八
年

に
導
入
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
生
み
出
さ
れ
た
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
方
式
」
だ
っ
た
。
こ

れ
は
当
時
の
最
新
式
で
、
指
紋
を
三
種
類
に
大
別
し
た
後
、
隆
線
の
数
な
ど
か
ら
下

位
分
類
し
、
指
紋
の
パ
タ
ー
ン
を
一
か
ら
九
番
ま
で
の
九
種
類
に
分
け
、
指
の
欠
損

を
〇
番
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
は
〇
か
ら
九
の
い
ず
れ
か
の
番
号

が
割
り
振
ら
れ
、
一
〇
本
の
指
は
一
〇
桁
の
数
字
へ
と
変
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
番
号
は
、
図
２
の
指
紋
原
紙
（
指
紋
の
登
録
用
紙
）
の
右
上
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
上
段
が
左
手
の
五
指
、
下
段
が
右
手
の
五
指
の
分
類
番
号
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
指
紋
法
が
誕
生
す
る
と
、「
完

全
に
」
個
人
を
識
別
・
分
類
・
検
索
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

指
紋
に
は
万
人
不
同
の
特
徴
が
あ
る

た
め
、
た
く
さ
ん
の
種
類
の
紋
様
が
あ

り
そ
う
だ
が
、
実
際
に
は
大
別
す
る
と

た
っ
た
三
種
類
し
か
な
い
。
図
１
で
示

し
た
よ
う
に
、（
一
）
渦
巻
状
に
な
っ

て
い
る
「
渦
状
紋
」、（
二
）
馬
の
ひ
づ

め
の
形
を
し
て
い
る
「
蹄
状
紋
」、（
三
）

弓
の
形
を
し
て
い
る
「
弓
状
紋
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
紋
様
は
、
例

い
え
る
だ
ろ
う
。
指
紋
は
現
在
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
、
国
民
国

家
に
お
け
る
国
民
の
範
囲
や
植
民
地
統
治
の
正
当
性
を
理
論
づ
け
る
根
拠
と
し
て
、

さ
ら
に
社
会
的
秩
序
の
形
成
に
広
く
応
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
三
つ
の
指

紋
研
究
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
帝
国
を
事
例
に
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
本
稿

の
最
後
で
は
、
生
体
認
証
技
術
の
需
要
が
世
界
的
に
拡
大
し
て
い
る
現
代
の
身
体
管

理
に
つ
い
て
も
考
察
を
広
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
　

２　

個
人
を
識
別
す
る
こ
と

　

指
紋
に
か
ん
す
る
研
究
の
一
つ
目
は
、
個
人
識
別
で
あ
る）

1
（

。
周
知
の
通
り
、
生
体

認
証
技
術
と
は
個
人
の
身
体
的
・
行
動
的
特
徴
を
利
用
し
て
個
人
を
識
別
す
る
技
術

の
こ
と
で
あ
り
、「
指
紋
法
」
と
は
指
紋
の
終
生
不
変
と
万
人
不
同
の
特
性
を
利
用

し
て
個
人
を
識
別
す
る
技
法
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
る

図１　指紋の 3つの種類

　図２　指紋原紙
（出典）下中彌三郎編『大百科事典 12 巻』
　　　　　　　　　　　　平凡社、1932年。
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そ
し
て
、
一
〇
桁
の
数
字
が
記
入
さ
れ
た
指
紋
原
紙
は
、
番
号
に
従
っ
て
保
管
棚
に

収
納
さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
検
索
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
人
間
の
記
憶
や
勘
を
頼
り
に
識
別
し
て
い
た
身
体
を
、
数
字
と
い
う
客

観
的
指
標
の
も
と
で
、
検
索
可
能
な
状
態
に
置
く
こ
と
は
、
身
体
管
理
に
お
い
て
非

常
に
画
期
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
識
別
す
る
側
と
識
別
さ
れ
る
側
の
面
識
が
な

か
っ
た
り
、
互
い
の
言
語
が
異
な
り
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
場
合
や
、
識
別
さ
れ
る

側
が
偽
名
を
使
用
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
人
物
の
指
先
を
写
し
取
り
、
数
字
へ
と
変

換
し
て
検
索
を
か
け
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
を
判
別
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
指
紋
法
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
人
間
の
身
体
は
言
葉
を

語
る
こ
と
の
な
い
個
体
（
も
の
）
と
し
て
識
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
び
た
び
遺
体
の
身
元
特
定
に
指
紋
や
歯
型
が
使
用
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
言
葉

を
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
遺
体
が
「
何
者
で
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
本
人
の
代

わ
り
に
他
者
（
医
師
や
警
察
官
）
が
判
断
を
与
え
、
意
味
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
生
き
て
い
る
人
間
に
同
じ
技
術
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
本
人
の
言
葉
は

奪
わ
れ
、
他
者
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
身
元
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
誰
が
何
の
目
的
で
誰
を
識
別
す
る
の
か
と
い
う
一
連
の
実
践
に
は
、
暴
力
や
差

別
が
表
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
個
人
識
別
の
実
践
は
暴
力
や
抑
圧
と
イ
コ
ー
ル
で

は
な
い
が
、
つ
ね
に
そ
の
契
機
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
。

　

で
は
、
な
ぜ
個
人
を
識
別
す
る
必
要
性
が
歴
史
的
に
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

背
景
に
は
、一
定
の
領
土
と
そ
こ
に
帰
属
す
る
国
民
を
確
定
し
、労
役
、徴
兵
、租
税
、

教
育
、
衛
生
と
い
っ
た
行
政
事
務
の
た
め
に
、
国
民
の
詳
細
な
情
報
と
そ
の
所
在
を

把
握
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
（
国
勢
調
査
、
統
計
調
査
、
戸
籍
、
住
民
登
録
、
兵
員

名
簿
、
身
分
証
明
書
等
の
書
類
）
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
国
民
国
家
は
こ

れ
ら
の
技
法
・
書
類
を
連
動
さ
せ
て
、
渡
辺
公
三
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
連
の
文
書

に
基
礎
を
置
い
た
同
一
化
空
間）

2
（

」
の
形
成
を
目
指
し
て
き
た
。

　

た
だ
し
、
一
連
の
文
書
に
よ
る
同
一
化
空
間
は
、
基
本
的
に
定
住
に
基
づ
い
た
統

治
の
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
一
定
の
居
住
地
で
家
族
と
と
も
に
生
活
し
、
一
時
的

な
逸
脱
と
し
て
移
動
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
統
治
者
た
ち
が
直
面
し

て
い
た
の
は
、
定
住
と
い
う
生
活
形
態
に
な
い
人
び
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
定

住
と
い
う
生
活
形
態
に
な
い
ノ
マ
ド
、
産
業
化
に
と
も
な
い
増
大
し
た
都
市
の
非
定

住
者
、
偽
名
を
使
う
犯
罪
者
、
都
市
と
農
村
を
往
来
す
る
季
節
労
働
者
、
国
境
を
越

え
て
や
っ
て
く
る
移
民
、
言
葉
の
通
じ
な
い
、
読
み
書
き
の
で
き
な
い
植
民
地
の
原

住
民
な
ど
で
あ
る
。
か
れ
ら
を
把
握
・
管
理
す
る
に
は
、
既
存
の
定
住
に
基
づ
い
た

管
理
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
移
動
を
繰
り
返
し
て
も
な
お
、
つ
ね
に
把
握
可
能

な
技
法
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
こ
そ
、
住
所
や
共
同
体
を
媒
介
と
せ
ず
、
直
接

身
体
を
管
理
の
対
象
と
す
る
生
体
認
証
技
術
の
需
要
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
一
九
世
紀
末
に
イ
ン
ド
で
指
紋
法
が
誕
生
し
た
き
っ
か
け
は
、
移
動

を
繰
り
返
す
「
犯
罪
部
族
」
の
管
理
で
あ
っ
た
。
犯
罪
部
族
と
は
、
移
動
を
繰
り
返

す
が
ゆ
え
に
管
理
が
難
し
い
人
び
と
を
意
味
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
行
為
に

手
を
染
め
る
人
び
と
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
〇
八
年
に
ド
イ

ツ
か
ら
指
紋
法
を
導
入
す
る
と
、
監
獄
や
警
察
で
犯
罪
者
管
理
に
使
用
さ
れ
た
後
、

一
九
二
四
年
に
は
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
が
撫
順
炭
鉱
で
、
移
動
を
繰
り
返
す
炭

鉱
労
働
者
の
管
理
に
指
紋
法
を
用
い
た
。
さ
ら
に
「
満
洲
国
」
建
国
後
に
お
い
て
も

移
動
が
常
態
化
し
た
都
市
部
の
労
働
者
管
理
に
導
入
さ
れ
、
一
九
三
九
年
に
は
、
指

紋
原
紙
を
管
理
す
る
た
め
に
「
指
紋
管
理
局
」
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
毎
月

一
〇
万
枚
の
指
紋
原
紙
が
収
集
・
分
類
さ
れ
、
検
索
可
能
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た

と
い
う
。

　

指
紋
が
移
動
を
繰
り
返
す
人
び
と
や
植
民
地
の
言
葉
が
通
じ
な
い
住
民
を
管
理
す

る
手
法
と
し
て
利
用
さ
れ
る
一
方
で
、
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
は
、
で
き
れ
ば
全

国
民
（
も
し
く
は
領
土
内
の
全
住
民
）
の
指
紋
登
録
を
実
現
さ
せ
た
い
と
い
う
統
治
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会
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
住
民
登
録
に
指
紋
押
捺
を
導
入
す
る
案
、
さ

ら
に
警
察
主
導
の
県
民
指
紋
登
録
も
登
場
し
た
。

　

そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
貼
付
さ
れ
た
顔
写
真
の
利

用
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
、
全
国
民
（
住
民
）
を
生
体
認
証
技
術
に
よ
っ
て
管
理
す

る
取
り
組
み
は
続
い
て
い
る
。
唯
一
無
二
の
個
人
を
い
つ
で
も
把
握
で
き
る
シ
ス
テ

ム
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
利
便
性
の
言
説
の
も
と
で
、
支
持
を
集
め
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
で
扱
う
。

　
　
　
　

３　

人
種
の
境
界
線
を
引
く
こ
と

　

個
人
認
証
だ
け
で
な
く
、
人
類
学
的
な
関
心
に
も
と
づ
く
指
紋
研
究
も
存
在
し
て

い
た
。
竹
沢
泰
子
は
、「
目
に
見
え
よ
う
が
見
え
ま
い
が
、
差
異
を
創
り
出
し
、
境

界
線
を
引
き
、
徴し
る
しづ

け
て
は
可
視
化
さ
せ
る
、
そ
し
て
『
遺
伝
す
る
』
と
い
う
語
り

に
よ
っ
て
そ
の
差
異
を
自
然
化
さ
せ
、
本
質
化
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ

こ
そ
が
人
種
化
の
行
為
な
の
で
あ
る）

4
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
指
紋
も
ま
た
、
人
種
を

可
視
化
す
る
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
一
九
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ブ
ロ
カ

が
制
度
化
し
た
人
類
学
の
も
と
で
、
頭
骨
計
測
や
人
体
計
測
か
ら
人
種
を
分
類
す
る

研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ブ
ロ
カ
は
頭
蓋
骨
の
角
度
や
長
さ
、
容
量
を
測
定
し
、
人

種
の
差
異
と
人
種
ご
と
の
知
的
水
準
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
個
人
の
身
体
的

特
徴
が
集
団
的
同
一
性
を
示
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
先
の
個
人
識
別
の

よ
う
に
、
個
人
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
身
体
観
と
は
異
な
る
位
相
が
出

現
す
る
。

渡
辺
公
三
は
、
ブ
ロ
カ
が
頭
蓋
骨
の
標
本
を
計
測
す
る
手
法
を
分
析
す
る
な
か

で
、「
個
体
の
死
そ
の
も
の
も
、『
平
均
値
』
の
中
に
溶
解
し
消
え
て
ゆ
く
」
と
指
摘

者
側
の
欲
望
で
あ
っ
た
。
い
つ
ど
こ
に
い
よ
う
と
、
言
葉
が
通
じ
な
く
て
も
、
そ
の

人
物
を
識
別
し
、
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
の
技
術
は
、
統
治
者
に
と
っ
て
「
理
想
」
の

道
具
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
民
全
体
を
対
象
と
し
た
指
紋
登
録
の
構
想
も
繰
り

返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
。
実
際
に
指
紋
法
を
ド
イ
ツ
か
ら
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
弁
護

士
の
大
場
茂
馬
自
身
も
、
戸
籍
簿
に
指
紋
を
押
捺
す
る
案
を
、
著
書
『
個
人
識
別
法
』

（
忠
文
社
、
一
九
〇
八
年
）
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
が
具
体
的
な
構
想
と
な
る
の
は
、「
満
洲
国
」
の
建
国
の
際
で
あ

っ
た
。
建
国
の
年
で
あ
る
一
九
三
二
年
に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
平
凡
社
の
百
科
事
典

に
は
、「
指
紋
」
の
項
目
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

実
体
的
戸
籍
法
の
実
施
は
目
下
の
急
務
で
、
そ
れ
が
一
日
も
早
か
ら
ん
こ

と
を
要
望
す
る
の
で
あ
る
。
全
世
界
に
於
て
戸
籍
法
に
指
紋
法
を
実
施
す
る

の
は
、
満
洲
国
を
以
て
嚆
矢
と
す
。
右
は
眞
に
新
国
家
に
ふ
さ
は
し
い
こ
と

で
あ
る
。
形
式
的
戸
籍
法
を
実
体
的
戸
籍
法
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
実
に
正

確
な
る
点
に
於
て
は
世
界
一
と
な
る
こ
と
で
あ
ら
う）

3
（

。

こ
こ
か
ら
、
世
界
一
正
確
な
国
民
登
録
を
「
満
洲
国
」
で
実
現
す
る
と
い
う
意
気
込

み
が
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
に
建
国
直
後
よ
り
、
全
国
民
を
対
象
と
し
た
指
紋
登
録
の

実
施
に
向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
は
す
ぐ
さ
ま
実
現
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
先
の
労
働
者
へ
の
指
紋
登
録
制
度
が
軌
道
に
乗
る
と
、
こ
れ
を
国
民
指

紋
法
へ
と
拡
大
す
る
動
き
が
再
燃
し
、
一
九
四
四
年
に
こ
れ
を
定
め
る
法
律
が
施
行

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
よ
う
や
く
法
整
備
が
進
み
、
国
民
の
指
紋
登
録
が
動
き
出
し
た

矢
先
に
、
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
る
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
「
満
洲
国
」
で
実
現
し
な
か
っ
た
国
民
指
紋
法
は
、
戦
後
の
日
本
に
引

き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
「
国
民
指
紋
法
構
想
」
が
衆
議
院
法
務
委
員
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す
る
。
つ
ま
り
、「
頭
蓋
骨
は
、
こ
こ
で
は
個
体
の
死
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
人

種
と
い
う
ほ
と
ん
ど
架
空
の
集
合
的
な
存
在
者
の
指
標
に
す
ぎ
ず
、
脳
容
積
に
比
例

す
る
と
想
定
さ
れ
た
知
性
と
い
う
質
的
特
性
を
表
示
す
る
物
に
す
ぎ
な
い）

5
（

」
と
い
う

の
だ
。
頭
蓋
骨
は
特
定
の
個
人
の
一
部
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
唯
一
性
は

奪
わ
れ
、
こ
の
頭
蓋
骨
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
問
わ
れ
ず
、
集
団
的
特
徴
の
な
か
に

抽
象
化
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
指
紋
も
、
頭
蓋
骨
と
同
様
に
集
団
を
特
徴
づ
け
る
手
段
と
し
て
関
心
を

集
め
て
い
た
。
そ
も
そ
も
一
九
世
紀
末
に
指
紋
の
終
生
不
変
と
万
人
不
同
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
の
関
心
は
、
個
人
識
別
で
は

な
く
才
能
の
遺
伝
に
あ
っ
た
。「
優
生
学
」
と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
で
も
あ
る
ゴ

ル
ト
ン
は
、
指
紋
の
種
類
や
紋
様
か
ら
そ
の
人
の
才
能
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　

一
方
日
本
で
は
、
犯
罪
者
の
識
別
を
目
的
に
指
紋
法
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
当
初

の
関
心
は
個
人
識
別
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
一
九
〇
八
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
ハ
ン
ブ
ル

ク
方
式
を
導
入
し
た
際
に
、
司
法
省
で
開
催
さ
れ
た
「
犯
罪
人
異
同
識
別
法
取
調

会
」
の
報
告
書
に
は
、
市
ヶ
谷
監
獄
の
囚
人
一
、〇
五
七
名
の
指
紋
を
採
取
し
、
指

紋
の
出
現
頻
度
を
調
査
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
結
果
頗
ル
良
好
ニ
シ

テ
僅
少
ノ
変
更
ヲ
加
ヘ
之
ヲ
採
用
ス
ル
ヲ
相
当
ト
認
メ
タ
リ）

7
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
調
査
は
同
方
式
が
日
本
で
適
用
可
能
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
人
類
学
的
な
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
に
も
同
時
期
に
日
本

人
を
対
象
と
し
た
指
紋
研
究
は
登
場
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
か
ら
移
入
し
た

分
類
方
式
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
日
本
で
本
格
的
な
指
紋
の
医
学
的
、
人
類
学
的
な
研
究
を
進
め

た
人
物
が
い
た
。
法
医
学
者
の
古
畑
種
基
（
一
八
九
一
〜
一
九
七
五
）
で
あ
る
。
か

れ
は
、
金
沢
医
科
大
学
、
東
大
医
学
部
な
ど
で
教
授
を
務
め
た
人
物
で
、
現
在
で
も

使
用
し
て
い
る
Ａ
Ｂ
Ｏ
式
血
液
型
の
研
究
や
、
鉄
道
三
大
ミ
ス
テ
リ
ー
の
一
つ
と
い

わ
れ
る
下
山
事
件
（
一
九
四
九
年
）
で
、
下
山
定
則
総
裁
の
遺
体
の
司
法
解
剖
を
指

揮
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
古
畑
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
二
年
間
の

留
学
を
経
た
あ
と
、
一
九
二
四
年
に
金
沢
医
科
大
学
に
赴
任
し
た
頃
か
ら
指
紋
と
血

液
型
の
研
究
を
本
格
的
に
進
め
て
い
る
。
か
れ
は
法
医
学
者
の
立
場
か
ら
、
遺
体
の

身
元
や
遺
体
の
血
縁
関
係
（
親
子
関
係
）
を
鑑
定
す
る
た
め
に
、
血
液
型
、
さ
ら
に

は
指
紋
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

　

古
畑
の
血
液
型
や
遺
伝
へ
の
関
心
の
背
景
に
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
の
血
清
学
と
遺
伝
学
の
流
行
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ブ

ロ
カ
に
よ
っ
て
人
種
の
分
類
に
使
用
さ
れ
て
き
た
頭
骨
計
測
と
人
体
計
測
法
が
成
果

を
上
げ
ら
れ
ず
に
い
る
な
か
で
、二
〇
世
紀
の
は
じ
め
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
カ
ー
ル
・

ラ
ン
ト
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
血
液
型
を
特
定
す
る
方
法
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
人
類
学

的
に
応
用
す
る
研
究
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
注
目
を
集
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
キ

ャ
ロ
ル
・
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ
に
よ
れ
ば
、「
血
液
型
を
決
定
す
る
手
法
は
、
そ
れ
ま

で
の
頭
骨
計
測
な
ど
よ
り
は
は
る
か
に
簡
便
な
た
め
、
あ
る
時
期
、
血
液
型
に
よ
る

区
分
は
大
変
な
人
気
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た）

8
（

」
と
い
う
。

　

血
液
型
の
研
究
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
ル
ド
ウ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト

と
ハ
ン
ナ
・
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
、
す
な
わ
ち
第
一
次
世

界
大
戦
中
、
一
六
カ
国
の
兵
士
を
対
象
に
八
、五
〇
〇
人
の
血
液
型
を
調
べ
、
人
種

の
相
違
と
血
液
型
の
分
布
に
着
目
し
た
研
究
は
、
古
畑
の
血
液
型
研
究
さ
ら
に
は
指

紋
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
は
こ
の
研

究
の
な
か
で
Ａ
型
と
Ｂ
型
の
出
現
頻
度
か
ら
「
生
化
学
的
民
族
示
数
」
を
算
出
す
る

数
式
を
提
唱
し
、
示
数
二
以
上
を
「
欧
州
型
」、
示
数
一
〜
二
の
間
を
「
中
間
型
（
ト

ル
コ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ア
ラ
ビ
ア
人
、
ロ
シ
ア
人
）」、
示
数
一
以
下
を
「
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
型
」）
に
分
類
し
た
。
そ
れ
は
、
次
に
示
す
古
畑
が
考
案
し
た
「
指
紋
示
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数
（
係
数
）」
を
算
出
す
る
数
式
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
種
の
分
類
方
法
に
類
似

し
て
い
る）

9
（

。

　

実
際
、
古
畑
は
一
九
二
六
年
一
〇
月
の
北
陸
医
学
会
に
て
、「
指
紋
人
種
特
異
性

並
に
『
指
紋
係
数
』
に
就
い
て
」
と
題
し
た
発
表
の
冒
頭
で
、
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト

の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、「
指
紋
も
亦
血
液
型
の
如
く
人
種
に
よ
っ
て
其
出
現
率

が
一
定
し
て
居
る
事
を
注
目
す
る
に
至
っ
た
の
で
『
指
紋
の
人
種
特
異
性
』
と
云
ふ

事
に
関
し
卑
見
を
述
べ
て
皆
様
の
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る）
10
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
指
紋
の
出
現
率
が
人
種
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
提
唱
し
、
次
の
式

を
発
表
し
た
。

古
畑
は
各
国
の
指
紋
示
数
に
よ
っ
て
、「
九
〇
以
上
を
満
洲
人
型
」、「
九
〇
〜

七
〇
を
日
本
人
型
」、「
七
〇
〜
六
〇
を
伊
太
利
人
型
」、「
六
〇
〜
五
〇
を
印
度
人
型
」、

「
五
〇
以
下
を
西
欧
人
型
」
と
し
た）
11
（

。
そ
し
て
、
同
時
期
よ
り
、
古
畑
が
教
授
を
務

め
て
い
た
金
沢
医
科
大
学
の
同
僚
や
教
え
子
た
ち
を
中
心
に
、『
金
澤
醫
科
大
學
十

全
會
雜
誌
』
に
て
「
日
本
人
指
紋
ノ
研
究
」
と
題
し
た
人
類
学
的
関
心
に
も
と
づ
く

多
数
の
指
紋
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
く
。

　

全
国
各
地
の
指
紋
分
布
を
調
べ
る
な
か
で
、
古
畑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

血
液
型
の
研
究
に
於
て
余
は
日
本
民
族
は
日
本
島
に
於
て
創
生
せ
ら
れ
た

新
民
族
な
り
と
云
ふ
見
解
を
と
っ
て
居
る
が
、
指
紋
の
分
布
の
調
査
を
見
る

に
つ
け
て
も
我
が
国
に
於
け
る
指
紋
の
分
布
に
は
僅
か
の
地
方
的
差
違
を
見

る
が
大
体
に
於
て
南
は
沖
縄
よ
り
北
は
北
海
道
に
至
る
迄
三
府
四
十
三
県
の

指
紋
の
分
布
は
殆
ど
一
様
と
申
し
て
も
よ
い
事
を
見
る
の
で
あ
る
。
即
ち
指

紋
の
研
究
よ
り
見
る
も
血
液
型
の
研
究
よ
り
見
る
も
我
が
日
本
人
は
大
家
族

の
一
団
で
あ
る
事
を
強
く
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い）
12
（

。

「
我
が
国
の
指
紋
分
布
は
ほ
と
ん
ど
一
様
」、「
日
本
人
は
大
家
族
の
一
団
」
と
い
っ

た
発
言
か
ら
も
、日
本
人
の
集
団
的
同
一
性
を
確
信
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

古
畑
が
考
案
し
た
「
指
紋
示
数
」
を
用
い
た
指
紋
の
研
究
は
、
日
本
国
内
に
と
ど
ま

ら
ず
、
一
九
三
〇
年
代
に
朝
鮮
、
台
湾
、
満
洲
と
い
っ
た
植
民
地
に
も
広
が
っ
て
い

く
。
現
地
で
研
究
を
主
導
し
て
い
た
の
は
、
お
も
に
現
地
の
大
学
の
医
学
部
教
授
や

軍
医
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
は
植
民
地
の
原
住
民
た
ち
の
指
紋
を
採
取
し
て
は
、
こ
の

数
式
に
当
て
は
め
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
京
城
帝
国
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室
の
國
房
二
三
は
、
自
身
が
調
査

し
た
デ
ー
タ
と
先
行
研
究
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
日
本
人
、
朝
鮮
人
、

満
蒙
人
の
指
紋
示
数
を
算
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
導
き
出
さ
れ
た
指
紋
示
数
を
大
き

い
順
に
並
べ
る
と
、
満
蒙
人
、
朝
鮮
人
、
日
本
人
と
な
り
、
朝
鮮
人
の
な
か
で
も
北

部
に
土
着
す
る
人
は
満
蒙
人
に
近
似
し
、
南
部
の
人
は
日
本
人
に
近
接
し
て
い
る
と

分
析
し
た
。
国
房
は
自
身
の
論
文
の
な
か
で
、「
指
紋
各
型
の
出
現
頻
度
を
基
準
と

し
て
考
察
す
れ
ば
、
蒙
古
、
満
洲
、
朝
鮮
、
日
本
と
、
是
等
民
族
は
互
に
漸
変
的
に

移
行
混
成
せ
る
こ
と
を
憶
測
せ
し
め
る
」、「
余
の
指
紋
調
査
成
績
は
、
如
上
諸
民
族

が
人
類
学
上
緊
密
不
可
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
ふ
想
察
を
、
更
に
一
層
増
強
せ
し
む

る
も
の
で
あ
る）
13
（

」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、
大
規
模
な
指
紋
登
録
を
実
施
し
て
い
た
「
満
洲
国
」
に
お
い
て
も
、

一
九
三
九
年
五
月
か
ら
一
九
四
〇
年
三
月
の
間
に
、陸
軍
軍
医
の
山
本
昇
に
よ
る「
満

洲
国
及
ビ
近
隣
諸
人
種
ノ
指
紋
ニ
関
ス
ル
研
究
」
が
『
軍
医
団
雑
誌
』
に
一
〇
編
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
山
本
は
こ
れ
ら
の
論
文
の
な
か
で
、
先
述
し
た
指
紋
管
理
局
に

保
管
さ
れ
て
い
る
指
紋
を
人
類
学
的
調
査
に
用
い
て
い
た
事
実
を
明
か
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
日
本
帝
国
に
お
い
て
指
紋
は
、
個
人
識
別
と
人
類
学
的
調
査
の
双
方

で
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）
14
（

。

　
　
　
　

４　

個
人
を
特
徴
づ
け
る
こ
と

　

集
団
の
分
類
は
、
人
種
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ゴ
ル
ト
ン
が
指
紋
と
才
能
の
関

係
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
、
指
紋
か
ら
性
格
、
才
能
、
犯
罪
性
な
ど
を
読
み

取
ろ
う
と
す
る
研
究
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
人
種
と
い
う
集
団
の
内
部
を
さ

ら
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
、
個
人
の
属
性
を
決
定
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
例

え
ば
、
日
本
で
も
司
法
省
指
紋
部
の
主
任
で
あ
っ
た
兒
島
三
郎
は
、
一
九
二
一
年
に

『
品
性
研
究 

指
紋
上
の
個
人
』（
竹
生
英
堂
）、
一
九
二
六
年
に
は
『
指
紋
に
現
は
れ

た
個
性
』（
兒
島
三
郎
）
を
出
版
し
、
指
紋
か
ら
「
天て
ん
ぴ
ん稟

（
生
ま
れ
つ
き
の
才
能
）」

が
読
み
取
れ
る
と
主
張
し
た
。

　

人
の
天
稟
は
指
紋
で
分
る
。
な
ぜ
分
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
医
学
を
超

越
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
私
は
指
紋
ば
か
り
で
分
る
と
は
言
は
な
い
、
身
体

の
ど
こ
か
に
天
稟
は
表
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
の
は
私
の
信
念
で
あ
る
。
私
は

古
い
人
相
、
骨
相
、
性
相
を
す
て
て
、
新
し
い
指
紋
に
つ
い
て
研
究
の
結
果

を
発
表
す
る
の
で
あ
る）
15
（

。

兒
島
は
司
法
省
で
指
紋
業
務
に
従
事
し
、
数
十
万
人
の
指
紋
を
比
較
研
究
す
る
な
か

で
、
人
の
天
稟
と
指
紋
の
関
係
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

時
期
に
、
指
紋
か
ら
個
人
の
気
質
や
性
格
、
運
命
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
は
兒
島

だ
け
で
な
か
っ
た
。例
え
ば
、長
谷
川
滔
浦『
指
紋
と
性
格
』（
春
秋
社
、一
九
三
二
年
）、

『
指
紋
と
運
命
』（
ア
ル
ス
、
一
九
三
三
年
）、『
個
性
と
指
紋
』（
社
会
教
育
協
会
、

一
九
三
五
年
）、小
西
久
遠『（
立
身
出
世
の
極
意
）観
相
秘
録　

附 

指
紋
と
運
命
』（
浩

文
社
、
一
九
三
五
年
）
な
ど
、
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
占
い
に
限
ら
ず
、
指
紋
の
種
類
と
犯
罪
率
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
し

た
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
兒
島
と
同
じ
く
、
司
法
省
指
紋
部
主
任
の
仁
科
正
次

は
、
一
九
三
一
年
に
司
法
省
が
保
管
す
る
犯
罪
者
指
紋
の
な
か
か
ら
、
強
盗
致
死
傷

と
偽
造
犯
罪
者
の
指
紋
を
分
析
し
た
論
文
を
書
い
て
お
り）
16
（

、
ま
た
同
年
に
南
條
博
和

は
台
湾
の
犯
罪
者
指
紋
か
ら
犯
罪
の
種
類
と
指
紋
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い

る
。
南
條
は
窃
盗
、
強
盗
、
傷
害
、
殺
人
、
詐
欺
な
ど
、
罪
名
ご
と
に
指
紋
の
現
れ

方
を
示
し
た
う
え
で
、
一
般
人
（
犯
罪
者
と
し
て
捕
ま
っ
て
い
な
い
人
）
の
指
紋
の

出
現
傾
向
と
比
較
し
て
い
る）
17
（

。
指
紋
の
終
生
不
変
の
性
質
を
考
え
る
と
、
指
紋
と
犯

罪
性
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
犯
罪
傾
向
は
先
天
的
な
も
の
、
つ
ま
り
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
遺
伝
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

る
こ
と
で
、
子
孫
に
そ
の
性
質
が
受
け
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た）
18
（

。

　

そ
し
て
指
紋
に
よ
る
集
団
と
個
人
を
貫
く
身
体
管
理
の
実
践
は
、
し
だ
い
に
優
生

思
想
へ
と
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
一
九
三
〇
年
に
日
本
民
族
衛
生
学
会
が
設
立
さ

れ
た
際
、古
畑
は
理
事
を
務
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、日
本
民
族
衛
生
協
会
（
一
九
三
五

年
に
日
本
民
族
衛
生
学
会
か
ら
改
称
）
に
よ
る
民
族
衛
生
叢
書
の
第
三
巻
と
し
て
、

一
九
四
八
年
に
古
畑
は
『
民
族
と
血
液
型
』
を
出
版
し
て
い
る
。
本
書
の
冒
頭
「
民

族
衛
生
叢
書
刊
行
の
辞
」
で
、
理
事
長
の
永
井
潜
は
「
一
層
大
切
な
の
は
、
国
民
の

中
に
於
て
素
質
の
劣
悪
な
る
者
の
数
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
優
秀
な
る
者
の
数
を

増
加
さ
せ
、
か
く
し
て
数
と
質
と
の
調
和
を
計
り
、
依
っ
て
以
っ
て
国
民
素
質
の
水

準
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
民
族
衛
生
学
（
優
生
学
）
の
使
命
な

の
で
あ
る）
19
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
永
井
自
身
も
仁
科
正
次
と
東
京
医
専
学
術
研
究

会
附
属
研
究
所
所
長
の
池
見
猛
と
と
も
に
、「
出
生
地
と
指
紋
の
関
係
」
と
題
し
た

論
文
を
『
醫
事
公
論
』
で
発
表
し
て
お
り
、
指
紋
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
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状
紋
を
「
甲
蹄
状
紋
」
と
「
乙
蹄
状
紋
」
に
分
け
る
な
ど
、
紋
様
の
種
類
を
細
か
く

設
定
す
る
場
合
も
あ
る
）
の
出
現
率
や
出
現
指
（
ど
の
指
に
ど
の
紋
様
が
現
わ
れ
て

い
る
か
）
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
個
人
を
識
別
す
る
際
に
は
下
位
分
類
を
用
い
る

こ
と
で
、
一
〇
本
の
指
を
一
〇
桁
の
数
字
へ
と
変
換
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
分
類

か
ら
小
分
類
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
を
、
集
団
か
ら
個
人
に
至
る
直
線
的
な
結
び
つ
き

と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
集
団
に
帰
属
す
る
唯
一
無
二
の
個
人
と
い
う
構
図
が
作

り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
。

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
た
い
の
は
、
指
紋
に
よ
る
身
体
管
理
が
行
き
着
く
先
に

優
生
思
想
が
あ
り
、
予
測
と
予
防
の
理
念
の
も
と
で
、
最
終
的
に
個
の
選
別
を
通
じ

て
社
会
的
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
個
人
は
情
報
と
し
て
客
観
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
他
者
に
よ
っ
て
身
体
を
解
釈
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
、
判
断
さ
れ
る

存
在
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
二
〇
世
紀
の
経
験
は
、
現
代
の
身
体
管
理
と
ど
の
よ
う

な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

現
在
、
指
紋
で
人
種
を
分
類
し
た
り
、
性
格
や
犯
罪
性
を
推
測
す
る
試
み
は
衰

退
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
指
紋
へ
の
関
心
を
通
じ
て
見
て
き
た

身
体
管
理
の
理
念
や
方
向
性
は
、
脈
々
と
現
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

技
術
の
発
展
が
、
こ
れ
ま
で
実
現
不
可
能
だ
っ
た
高
度
な
身
体
管
理
を
実
現
し
て
い

る
。
指
紋
を
含
む
生
体
認
証
技
術
に
よ
る
個
人
識
別
の
需
要
が
高
ま
る
背
後
に
は
、

膨
大
な
デ
ー
タ
と
詳
細
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
存
在
し
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
介

し
て
自
動
で
収
集
さ
れ
る
膨
大
な
デ
ー
タ
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
呼
ば
れ
、
私
た
ち
の

日
常
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
購
買
履
歴
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
閲
覧
履
歴
、
位
置
情
報
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
や
り
取
り
と
い
っ
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
デ

か
る）
20
（

。
当
初
よ
り
、
優
生
学
の
生
み
の
親
で
あ
る
ゴ
ル
ト
ン
の
関
心
が
、
指
紋
か
ら
才

能
の
遺
伝
を
読
み
取
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
日
本
で
の
指
紋
研
究
と
優
生

思
想
と
の
つ
な
が
り
は
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
改
め
て
二
〇
世

紀
前
半
の
日
本
帝
国
に
お
け
る
指
紋
研
究
を
、
身
体
管
理
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
も

と
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
指
紋
の
紋
様
の
出
現
率
か
ら
人
種
に
も

と
づ
く
集
団
を
創
出
し
、
そ
の
内
部
を
詳
細
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
生
み
出
さ
れ
る

抽
象
的
な
特
徴
を
、
個
人
の
識
別
を
通
じ
て
「
個
」
に
具
体
化
し
、
固
定
化
し
、
本

質
化
し
、
差
異
化
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
特
徴
を

具
体
化
さ
れ
た
個
人
は
、
最
終
的
に
優
生
思
想
の
も
と
で
、
優
秀
な
集
団
（
人
種
）

を
構
築
す
る
た
め
に
選
別
の
対
象
と
さ
れ
て
い
く
。
ま
さ
に
集
団
か
ら
個
を
経
て
、

再
び
集
団
へ
と
回
収
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
の
時
期
に
集
団
（
抽
象
）
か
ら
個
人
（
具
体
）
を
直
線
的
に
つ
な
ぐ
物
語
の

創
出
に
、
指
紋
が
着
目
さ
れ
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
二
つ
の

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
簡
便
さ
で
あ
る
。
個
人
識
別
と
人
類
学
的
研
究
の
双

方
に
お
い
て
、
指
紋
よ
り
以
前
に
用
い
ら
れ
た
人
体
測
定
法
は
、
非
常
に
手
間
と
時

間
、
さ
ら
に
測
定
に
か
ん
す
る
技
術
（
コ
ツ
）
を
必
要
と
し
た
し
、
人
類
学
で
関
心

を
集
め
た
血
液
型
の
場
合
も
、
血
液
の
採
取
に
は
痛
み
を
伴
う
。
一
方
で
指
紋
は
指

先
に
イ
ン
ク
を
つ
け
て
、
紙
に
写
し
取
る
だ
け
で
あ
り
、
痛
み
も
な
く
、
ま
た
計
測

器
具
も
不
要
だ
っ
た
。

二
つ
目
は
、
指
紋
の
紋
様
の
特
徴
と
分
類
方
式
で
あ
る
。
本
稿
の
第
二
節
で
示

し
た
よ
う
に
、
指
紋
は
大
別
す
る
と
「
渦
状
紋
」、「
蹄
状
紋
」、「
弓
状
紋
」
の
三
種

類
し
か
な
い
。
古
畑
の
指
紋
示
数
が
渦
状
紋
と
蹄
状
紋
の
出
現
率
か
ら
算
出
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
集
団
（
人
種
）
を
分
け
る
際
に
は
指
紋
の
大
分
類
を
用
い
、
次
に
集

団
内
を
性
格
や
犯
罪
性
の
判
断
の
た
め
に
中
分
類
す
る
際
に
は
、三
種
類
の
紋
様（
蹄
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ー
タ
だ
け
で
な
く
、
人
種
、
宗
教
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
さ
ら
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
な
ど
の
身
体

情
報
も
含
み
込
ん
で
い
る
。

　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
か
ら
算
出
さ
れ
た
結
果
を
生
体
認
証
技
術
と
結
び
つ
け
る
こ
と

で
、
個
人
を
個
体
（
も
の
）
と
し
て
識
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
人
が
自
覚
し
て
い

る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
人
物
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
意
味
づ
け
、
分
類
、

選
別
、
価
値
づ
け
る
作
用
を
と
も
な
う
。
テ
ロ
を
起
こ
す
可
能
性
、
病
気
に
な
る
可

能
性
、
あ
る
商
品
を
買
う
可
能
性
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
「
可
能
性
の
あ
る
個
人
」
と

し
て
識
別
さ
れ
る
な
か
で
、「
私
」
と
い
う
存
在
は
ま
す
ま
す
自
分
で
語
る
も
の
で

は
な
く
、
語
ら
れ
る
／
意
味
づ
け
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
「
私
」
を
、
肉
体
を
と
も
な
っ
た
「
私
」
は

引
き
受
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
い
の
だ
ろ
う
か
。
引
き
受
け
続
け
る
こ
と
で
、
い

つ
し
か
他
者
が
導
き
出
し
た
デ
ー
タ
上
の
私
が
本
当
の
私
に
な
る
日
が
来
る
の
だ
ろ

う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
あ
る
日
、
空
港
で
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
場
面
を
想
像
し

て
み
て
ほ
し
い
。
デ
ー
タ
上
の
あ
な
た
は
テ
ロ
を
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
と
の
理
由

で
拘
束
さ
れ
た
際
、
そ
れ
は
私
で
は
な
い
と
主
張
で
き
る
術
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
膨
大
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
人
の
管
理
と
生
体
認
証
技
術
の
普
及
の
先

に
は
、「
価
値
の
あ
る
人
間
」
／
「
価
値
の
な
い
人
間
」
の
選
別
が
存
在
す
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
未
来
を
予
測
し
、
あ
ら
か
じ

め
危
険
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
の
諸
実
践
は
、
そ
も
そ
も
暴
力
性
の
あ
る
子
ど
も

や
病
気
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
っ
た
優
生
思
想
と
親
和
性
を
持
つ
か

ら
だ
。
現
代
の
身
体
管
理
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
未
来
の
予
測
に
向
か
っ
て
い
る
。

　

利
便
性
と
効
率
性
、
安
心
と
安
全
を
掲
げ
る
今
日
の
身
体
管
理
の
実
践
は
、
今
ま

で
に
見
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
景
色
と
し
て
目
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

新
た
な
技
術
が
誕
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
理
念
の
も

と
で
、
新
し
い
世
界
を
作
り
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
技
術
は
、
そ
れ
を

生
み
出
し
た
人
び
と
と
使
用
す
る
人
び
と
の
意
識
や
感
覚
が
大
き
く
影
響
す
る
か
ら

で
あ
る
。
過
去
か
ら
連
綿
と
続
く
分
類
・
選
別
の
歴
史
を
今
、
分
析
す
る
意
義
は
こ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

本
稿
の
第
二
節
は
、
拙
著
『
指
紋
と
近
代

―
移
動
す
る
身
体
の
管
理
と
統
治
の

技
法
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
の
内
容
を
も
と
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
参
照

の
こ
と
。

（
2
） 

渡
辺
公
三『
司
法
的
同
一
性
の
誕
生

―
市
民
社
会
に
お
け
る
個
体
識
別
と
登
録
』

言
叢
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
九
頁
。

（
3
） 

下
中
彌
三
郎
編
『
大
百
科
事
典 

十
二
巻
』
平
凡
社
、
一
九
三
二
年
、
一
二
一
頁
。

（
4
） 

竹
沢
泰
子
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
斉
藤
綾
子
・
竹
沢
泰
子
編
『
人
種
神
話
を
解
体
す

る
１

―
可
視
性
と
不
可
視
性
の
は
ざ
ま
で
』
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
六
年
、

ⅰ
頁
。

（
5
） 

渡
辺
前
掲
書
、
二
〇
七‒

二
〇
八
頁
。

（
6
） 

ゴ
ル
ト
ン
が
優
生
学
的
な
関
心
か
ら
指
紋
を
研
究
し
て
い
た
の
と
同
じ
時
期
に
、

植
民
地
イ
ン
ド
で
犯
罪
部
族
の
管
理
を
担
当
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー

は
、
個
人
識
別
を
可
能
に
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。
集
団
の
分
類
へ
の
関
心

と
個
人
識
別
へ
の
関
心
の
双
方
が
こ
の
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
に
混
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
、
ヘ
ン
リ
ー
は
ゴ
ル
ト
ン
の
研
究
を
も
と
に
、
イ
ン

ド
で
指
紋
の
分
類
方
式
を
生
み
出
し
、「
ヘ
ン
リ
ー
方
式
」
と
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

ヘ
ン
リ
ー
方
式
は
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
く
。

（
7
） 

大
場
茂
馬
『
個
人
識
別
法
』
忠
文
社
、
一
九
〇
八
年
、
巻
末
付
録
よ
り
。
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（
8
） 

キ
ャ
ロ
ル
・
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
形
質
人
類
学
の
変
遷
史

―
一
九
世
紀
末
か
ら
の
人
種
科
学
を
め
ぐ
っ
て
」
坂
野
徹
・
竹
沢
泰
子
編
『
人

種
神
話
を
解
体
す
る
２

―
科
学
と
社
会
の
知
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六

年
、
六
七
頁
。

（
9
） 

血
液
型
に
よ
る
人
類
学
的
研
究
は
一
時
期
人
気
を
集
め
た
が
、
実
際
は
、
人
体
計

測
法
と
同
様
に
、
血
液
型
に
よ
っ
て
人
種
を
分
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
研
究
の
成

果
は
わ
ず
か
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
ノ
ー‒

パ
リ
ゴ

前
掲
書
、
六
七‒

六
八
頁
を
参
照
。

（
10
） 

古
畑
種
基
「
指
紋
人
種
特
異
性
並
に
『
指
紋
係
数
』
に
就
い
て
」『
日
本
之
醫
界
』

十
六
巻
九
三
号
、
一
九
二
六
年
、
五‒
七
頁
。

（
11
） 

同
前
。

（
12
） 

古
畑
種
基
「
指
紋
の
遺
伝
と
そ
の
人
類
学
的
応
用
」
古
畑
種
基
編
『
指
紋
の
論
文

集　

第
一
輯
』
金
澤
醫
科
大
學
法
醫
學
教
室
、
一
九
三
〇
年
、
八
頁
。

（
13
） 

國
房
二
三
「
朝
鮮
人
の
指
紋
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
一
一
巻
三
号
、
一
九
三
七
年
、

四
四
頁
。

（
14
） 

山
本
昇
「
満
洲
国
及
ビ
近
隣
諸
人
種
ノ
指
紋
ニ
関
ス
ル
研
究

―
第
一
編 

河
南
・

湖
北
・
安
徽
・
江
蘇
・
浙
江
省
人
ノ
指
紋
ニ
就
テ
」『
軍
医
団
雑
誌
』
第
二
七
号
、

一
九
三
九
年
、
三
五
頁
。

（
15
） 

兒
島
三
郎
『
品
性
研
究 

指
紋
上
の
個
人
』
竹
生
英
堂
、
一
九
二
一
年
、
二
四
頁
。

（
16
） 

仁
科
正
次
「
指
紋
上
よ
り
観
た
る
強
盗
致
死
傷
竝
に
偽
造
犯
人
に
対
す
る
調
査
に

就
て
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
巻
三
号
、
一
九
三
一
年
、
四
五‒

四
八
頁
。

（
17
） 

南
條
博
和
「
指
紋
学
上
よ
り
見
た
る
犯
罪
指
紋
」『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
巻
四
号
、

一
九
三
一
年
、
二
七‒

四
三
頁
。

（
18
） 

指
紋
と
性
格
、
気
質
、
犯
罪
性
が
「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い

た
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
貴
翔
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
井
上
は
探
偵
小
説
の

な
か
で
登
場
す
る
指
紋
の
言
説
の
変
化
に
着
目
し
な
が
ら
、
指
紋
が
個
人
識
別
だ

け
で
な
く
遺
伝
学
的
な
知
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
〝
遺
伝
〞

と
い
う
前
提
が
共
有
さ
れ
、
指
紋
は
ほ
と
ん
ど
〝
血
〞
と
等
価
な
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
く
」
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
井
上
貴
翔
「
〝
指
紋
〞
と
〝

血
〞

―
甲
賀
三
郎
『
亡
霊
の
指
紋
』
を
端
緒
に
」『
層 

映
像
と
表
現
』
二
巻
、

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一‒

二
二
一
頁
。

（
19
） 

永
井
潜
「
民
族
衛
生
叢
書
刊
行
の
辞
」
古
畑
種
基
著
（
日
本
民
族
衛
生
協
会
編
）『
民

族
と
血
液
型
』（
民
族
衛
生
叢
書
三
）
村
松
書
店
、
一
九
四
八
年
、
二‒

三
頁
。

（
20
） 

永
井
潜
・
仁
科
正
次
・
池
見
猛
「
出
生
地
と
指
紋
の
関
係
」『
醫
事
公
論
』

一
一
〇
六‒

一
一
〇
七
号
、
一
九
三
三
年
。

（
た
か
の　

あ
さ
こ
・
明
治
薬
科
大
学
専
任
講
師
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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の
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
集
団
の
利
益
を
増
大
化
す
る
と
い
う
社
会

の
秩
序
編
成
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る）

3
（

。

「
監
視
社
会
」
の
側
面
を
有
す
る
現
代
に
お
い
て
、
重
点
的
な
監
視
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
り
や
す
い
集
団
と
し
て
は
、
外
国
人
や
移
民
・
難
民
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
と
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
外

国
人
の
出
入
国
管
理
政
策
を
参
考
に
、
日
本
で
も
出
入
国
管
理
の
分
野
に
お
い
て
、

二
〇
〇
七
年
一
一
月
以
降
、
外
国
人
の
個
人
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た）
4
（

。
新
た
な
入
国
審
査
手
続
き
に
お
い
て
は
、
外
国
人
の
指
紋
と
顔
写
真
の
提
供
が

義
務
付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
む
場
合
に
は
入
国
が
許
可
さ
れ
ず
、
国
外
退
去
を
命
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

5
（

。

　

さ
ら
に
欧
州
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
で
も
、
二
〇
一
三
年
に
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
外

国
人
の
流
入
数
の
増
加
へ
の
対
応
に
直
面
す
る
加
盟
国
を
支
援
す
る
べ
く
、
欧
州
委

員
会
が
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
（sm

art borders

）」
と
い
う
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
関
す

る
提
案
を
行
っ
た）

6
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民（
第
三
国
国
民
）

の
移
動
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
け
る
国
境
管
理
の
コ
ス
ト
を
増
大
さ

せ
な
い
よ
う
な
、人
の
移
動
の
管
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
は
、
監
視
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
、「
問
題
の
な
い
」
非
Ｅ
Ｕ
市
民
（
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ン
、
旅
行
者
な
ど
）
の
移
動
が
促
進
さ
れ
、
そ
う
で
は
な
い
人
々
（
テ
ロ
リ

ス
ト
、
組
織
犯
罪
、
非
正
規
移
民
・
難
民
な
ど
）
の
円
滑
な
出
入
国
管
理
が
達
成
さ

れ
る
と
主
張
す
る）

7
（

。
脅
威
の
度
合
い
に
応
じ
て
人
口
集
団
を
分
類
す
る
た
め
に
情
報

通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、「
問
題
の
な
い
」
旅
行
者
の
ス
ム
ー

ズ
な
移
動
を
図
る
べ
く
、
別
の
リ
ス
ク
の
あ
る
人
々
に
対
す
る
集
中
的
な
管
理
が
行

わ
れ
、
権
利
の
抑
制
が
な
さ
れ
る
。
多
く
の
市
民
の
安
全
を
守
る
と
い
う
利
益
が
あ

る
こ
と
で
、
特
定
の
集
団
の
権
利
を
抑
制
す
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た

監
視
は
市
民
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
。

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

現
代
社
会
の
有
す
る
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
者
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
（D

avid Lyon

）
が
論
じ
た
よ
う
に
、
近
代
社
会
が
生

み
出
し
た
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
駆
使
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
規
模
に
個
人
の
情

報
が
収
集
・
処
理
さ
れ
、
人
々
が
常
時
監
視
・
管
理
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
る）

1
（

。

日
本
で
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
な
ど
の
国
民
の
個
人
情
報
の
収
集
、
金
融
機
関

の
生
体
認
証
を
用
い
た
個
人
識
別
な
ど
、
個
人
に
関
す
る
電
子
デ
ー
タ
は
行
政
管
理

や
企
業
の
経
済
活
動
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
最
新
の
技
術
を
用
い
た
監
視

は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
の
権
利
侵
害
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
監

視
カ
メ
ラ
の
積
極
活
用
に
よ
る
防
犯
意
識
の
高
ま
り
な
ど
個
人
の
安
全
や
、
高
度
化

す
る
消
費
社
会
に
お
け
る
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る）

2
（

。
こ
の
よ
う
な
監
視
活
動
が
常
態
化
す
る
現
代
社
会
で
は
、
も
っ
と
も
、
す
べ
て

の
人
々
が
等
し
く
監
視
下
に
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
誰
し
も
が
監
視
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
社
会
に
お
け
る
不
確
実
性
を
削
減
し
、
結

果
を
制
御
す
る
リ
ス
ク
管
理
と
い
う
目
的
は
、
あ
る
特
定
の
人
間
集
団
に
対
す
る

監
視
を
強
め
て
い
る
。
監
視
は
人
間
集
団
を
単
に
分
類
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
分
類

さ
れ
た
集
団
に
意
味
付
与
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、「
社
会
的
振
り
分
け
（social 

sorting

）」
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。「
社
会
的
振
り
分
け
」
は
、
あ
る
特
定
の
人
々

Ｅ
Ｕ
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
難
民
・
非
正
規
移
民
の
管
理
と

　
　
　
　
　
　
　
　

市
民
・
難
民
の
抗
議
運
動

昔
農
英
明 
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移
動
の
管
理
を
実
施
し
よ
う
と
す
る）
10
（

。
こ
う
し
た
現
状
を
も
と
に
、先
述
の
よ
う
に
、

Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
一
三
年
に
す
べ
て
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
出
入
国
を
管
理
す
る
、「
入
国
・

出
国
シ
ス
テ
ム
（Entry Exit System

）」
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
中
心
と

す
る
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
」
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
政
策
提
起
を
行
っ
た）
11
（

。
同
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に
出
入
国
の
押
印
を
手
動
で
実
施
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
方

式
が
廃
止
さ
れ
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
指
紋
と
顔
画
像
の
生
体
デ
ー
タ
が
電
子
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
上
に
登
録
さ
れ
て）
12
（

、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
Ｅ
Ｕ
域
内
へ
の
入
国
時
に
、
そ
れ
ま
で
の

出
入
国
の
日
時
と
場
所
の
履
歴
が
照
合
さ
れ
る
、
電
子
化
・
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ

ム
が
導
入
さ
れ
る）
13
（

。

こ
う
し
た
電
子
化
・
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
構
築
の
目
的
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、

旅
行
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
で
き
る
利
便
性
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
旅
行
者
の
旅

行
履
歴
の
把
握
や
移
動
傾
向
の
分
析
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
超
過
滞
在
な

ど
の
非
正
規
滞
在
の
抑
止
、
申
請
書
類
の
偽
造
や
破
棄
の
防
止
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
重

大
犯
罪
の
抑
止
が
達
成
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る）
14
（

。
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
か
ら
流
入
す

る
人
々
の
生
体
認
証
の
た
め
の
膨
大
な
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
な
か
で
「
望
ま
し
い

人
々
」
と
「
望
ま
し
く
な
い
人
々
」
を
選
別
し
、
前
者
の
移
動
を
促
進
し
つ
つ
も
、

後
者
の
移
動
を
厳
し
く
制
限
し
、
監
視
す
る
方
策
が
重
視
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
の
出
入
国
管
理
政
策
に
お
い
て
は
、
重
大
な
犯
罪
を
防
止
す

る
と
い
う
目
的
が
常
に
付
随
し
て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
Ｅ

Ｕ
は
域
内
の
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
の
自
由
移
動
を
可
能
に
し
て
、
Ｅ
Ｕ 

内
の
市
場
統
合
を
進
め
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
け
る
国
境
管
理
を
な
く
し
た
。

そ
う
し
た
一
方
で
、
西
欧
諸
国
の
政
府
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
国

境
管
理
の
撤
廃
に
よ
っ
て
域
外
か
ら
多
く
の
移
民
・
難
民
が
流
入
し
、
域
内
で
の
管

理
が
機
能
不
全
と
な
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
Ｅ
Ｕ
各
国
政
府
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、

移
民
・
難
民
問
題
を
域
外
か
ら
の
組
織
犯
罪
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
意
図
的
に
結

本
論
で
み
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
監

視
活
動
は
、
Ｅ
Ｕ
の
対
外
国
境
だ
け
で
は
な
く
、
域
内
で
も
強
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ

Ｕ
域
内
で
個
人
情
報
が
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
、
加
盟
各
国
の
治

安
当
局
な
ど
が
特
定
個
人
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
常
時
可
能
に
な
っ
た
。

本
論
文
で
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
安
全
・
安
心
を
も
た
ら
す
と
一
般
的
に

理
解
さ
れ
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
も
と
づ
く
監
視
が
、
特
定
の
他
者
の
管
理

と
排
除
に
つ
な
が
る
点
を
難
民
・
非
正
規
移
民
を
例
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
難
民
・

非
正
規
移
民
が
権
利
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
運
動
の
動
態
に
触
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
移
民
政
策
の
厳
格
化
は
、
先
行
研
究
で
も
、
し
ば
し
ば
「
要
塞

化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）

8
（

。
こ
う
し
た
形
容
は
、
Ｅ
Ｕ
域

外
か
ら
の
移
民
・
難
民
の
入
国
を
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
と
い
う
水
際
で
阻
止
し
、
難
民

を
排
除
す
る
と
い
う
「
堅
固
な
要
塞
」
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｅ
Ｕ
に
お

け
る
移
民
管
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
境
界
は
、
現
実
に
は
頑
強
で
堅
固
な
「
要

塞
」
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
は
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
噴

出
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
移
民
管
理
の
境
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
せ
め

ぎ
あ
い
が
あ
っ
て
構
築
さ
れ
る）

9
（

。
本
論
で
は
Ｅ
Ｕ
の
境
界
管
理
の
厳
格
化
と
難
民
た

ち
の
越
境
と
の
間
の
緊
張
関
係
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
問
題
が
噴
出
す
る
過
程
も
含
め

て
論
じ
る
こ
と
で
、「
要
塞
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
視
点
を
修
正
す
る
議
論
を
行
う
。

　
　
　
　

２　

Ｅ
Ｕ
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
の
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
管
理

モ
ノ
・
カ
ネ
・
ヒ
ト
の
国
境
を
越
え
た
移
動
が
増
大
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、

国
境
を
越
え
た
ヒ
ト
の
移
動
を
完
全
に
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し

た
現
実
を
考
慮
し
て
、
現
代
国
家
の
政
府
は
、
多
く
の
人
々
の
個
人
情
報
を
収
集
し
、

全
体
的
な
監
視
網
の
下
に
お
い
た
う
え
で
、人
々
の
移
動
を
適
切
に
ふ
る
い
分
け
て
、
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難
民
保
護
の
円
滑
化
に
つ
な
が
る
と
主
張
す
る）
17
（

。
共
通
難
民
庇
護
制
度
の
構
築
の
背

景
に
は
、
難
民
が
「
庇
護
あ
さ
り
」
な
ど
の
庇
護
制
度
を
「
濫
用
」
す
る
可
能
性
が

高
い
と
い
う
前
提
理
解
が
あ
っ
た
。

政
治
的
な
迫
害
を
受
け
た
難
民
の
保
護
の
推
進
が
掲
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
共
通

難
民
庇
護
制
度
は
、
難
民
の
管
理
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
は
、
難
民

に
加
え
て
、
非
正
規
移
民
の
指
紋
も
採
取
さ
れ
、
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
共
有
さ
れ
る

シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
に
は
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
を
テ
ロ
対
策
の
た

め
に
利
用
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
難
民
・
非
正
規
移
民
と
テ
ロ
犯
罪
が
関

連
付
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
、
同
一
の
制
度
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
18
（

。

以
上
の
議
論
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
境
を
越
え
た
人
の
移
動
の
電
子
的

な
管
理
は
、
単
な
る
人
々
の
出
入
国
の
記
録
や
旅
行
・
ビ
ザ
の
記
録
の
分
類
・
蓄
積

と
い
う
目
的
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、「
は
じ
め
に
」
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、集
積
・

分
類
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
特
定
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
「
社
会
的
振
り
分
け
」
機
能

を
付
随
さ
せ
る
。共
通
難
民
政
策
導
入
の
背
景
に
あ
る
の
は
、難
民
が「
庇
護
あ
さ
り
」

な
ど
、
庇
護
制
度
を
「
濫
用
」
す
る
、
あ
る
い
は
テ
ロ
集
団
と
の
関
連
が
あ
る
可
能

性
を
有
す
る
と
い
う
点
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
域

外
出
身
の
難
民
や
非
正
規
移
民
は
「
犯
罪
を
起
こ
し
や
す
い
」
リ
ス
ク
の
あ
る
集
団

と
し
て
同
定
・
強
化
さ
れ
、
リ
ス
ク
管
理
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
付
け
は
別
の
側
面
で
も
顕
在
化
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
難

民
の
社
会
給
付
の
不
正
受
給
が
多
発
し
て
い
る
と
し
て
、
不
正
防
止
の
た
め
に
、
難

民
の
生
体
デ
ー
タ
を
採
取
し
、
電
子
的
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
不
正
受
給
を
防
止
す

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
る）
19
（

。
電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
管
理
の
検
討
に
関
す

る
議
論
に
お
い
て
も
、
難
民
が
「
犯
罪
を
起
こ
し
や
す
い
」、「
リ
ス
ク
の
あ
る
」
集

団
と
し
て
見
ら
れ
、
難
民
の
デ
ー
タ
管
理
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
味
付
与
が
さ
れ

や
す
く
な
る
。

び
つ
け
て
論
じ
、
治
安
対
策
の
観
点
か
ら
移
民
・
難
民
を
管
理
す
る
政
策
を
導
入
し

た）
15
（

。
移
民
・
難
民
を
管
理
す
る
ツ
ー
ル
の
導
入
に
お
い
て
は
、
最
新
の
情
報
通
信
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
。

最
新
の
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
デ
ー
タ
管
理
は
、
シ
ェ
ン
ゲ
ン
情
報

シ
ス
テ
ム
（Schengen Inform

ation System

：
以
下
、
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）、
ビ
ザ
情
報
シ
ス

テ
ム
（V

isa Inform
ation System

：
以
下
、Ｖ
Ｉ
Ｓ
）、
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
（Eurodac

）

で
あ
っ
た
。
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
指
名
手
配
犯
、
引
き
渡
し
請
求
の
出
て
い
る
人
物
の
情
報
、

シ
ェ
ン
ゲ
ン
領
域
で
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
非
Ｅ
Ｕ
市
民
な
ど
に
関
す
る
電
子
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
あ
る）
16
（

。
Ｖ
Ｉ
Ｓ
は
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
ビ
ザ
の
審
査
・
発
行
、
無
効
、
取
り
消

し
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
ビ
ザ
申
請
の
際
に
、
申
請
者

の
生
体
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
電
子
的
に
管
理
し
て
い
る
。
Ｖ
Ｉ
Ｓ
に
よ
っ
て
、
非
Ｅ

Ｕ
市
民
の
偽
造
パ
ス
ポ
ー
ト
の
所
持
や
ビ
ザ
の
不
正
取
得
の
防
止
が
目
指
さ
れ
た
。

さ
ら
に
難
民
・
非
正
規
移
民
の
管
理
・
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
が
、
庇
護
申
請
者
な
ど
の
指
紋
を
採
取
し
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
を
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
だ
っ
た
。

ユ
ー
ロ
ダ
ッ
ク
は
、
一
九
九
〇
年
の
ダ
ブ
リ
ン
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
二
〇
〇
三

年
一
月
か
ら
運
用
さ
れ
て
お
り
、
ダ
ブ
リ
ン
条
約
は
二
〇
〇
三
年
二
月
の
Ｅ
Ｕ
の
委

員
会
規
則
三
四
三
／
二
〇
〇
三
（
ダ
ブ
リ
ン
Ⅱ
規
則
）
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
た
。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
で
は
、
庇
護
申
請
者
が
最
初
に
到
達
し
た
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
い
て
難

民
申
請
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
難
民
申
請
を
し
た
当
該
国
以

外
で
申
請
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
側
は
ダ
ブ
リ
ン
規
則

な
ど
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
共
通
難
民
庇
護
制
度
（C

om
m

on European A
sylum

 System

）

が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庇
護
申
請
者
が
Ｅ
Ｕ
域
内
の
ど
の
国
に
最
初
に

到
達
し
た
の
か
の
電
子
デ
ー
タ
が
登
録
・
管
理
さ
れ
、
難
民
が
複
数
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
で

難
民
申
請
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
庇
護
あ
さ
り
（asylum

 shopping

）」
を
防
止
し
、
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実
際
に
移
送
が
行
わ
れ
た
の
は
七
一
〇
二
件
（
全
体
の
お
よ
そ
一
一
％
）
に
と
ど
ま

っ
た
。
さ
ら
に
次
頁
図
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
へ
は
お
よ
そ
一
〇
％
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
は
三
％
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
％
、
ギ
リ
シ
ア
に
至
っ
て
は
、
移
送
実
施

は
〇
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
実
際
に
移
送
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
非
常
に
少
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

ギ
リ
シ
ア
に
向
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
の
移
送
が
実
施
さ
れ
な
い
背
景
に
は
、
Ｅ
Ｕ

の
人
権
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
の
人
権
裁
判
所
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
出
身
の
難
民
を
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
ギ
リ
シ
ア
に
向
け
て
、
ダ
ブ
リ
ン

規
則
に
も
と
づ
い
て
送
還
す
る
こ
と
は
、
拷
問
、
非
人
道
的
、
品
位
を
落
と
す
よ
う

な
扱
い
や
刑
罰
を
禁
止
し
た
欧
州
人
権
規
約
三
条
、
あ
る
い
は
効
果
的
な
救
済
を
規

定
し
た
一
三
条
に
違
反
す
る
と
い
う
法
的
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
の
多
く
が
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
ギ
リ
シ
ア
へ
の
送
還
を
停
止
し

た
。

最
新
の
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
た
難
民
・
非
正
規
移
民
な
ど
の
外

国
人
の
管
理
は
、
も
っ
と
も
そ
の
実
際
の
運
用
に
際
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や

対
立
、
あ
る
い
は
管
理
さ
れ
る
側
の
抗
議
運
動
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
以
下
に
お
い

て
は
、
ダ
ブ
リ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
は
ら
む
矛
盾
や
諸
問
題
を
論
じ
て
い
く
。

　
　
　
　

３　

共
通
難
民
庇
護
制
度
の
限
界
？

　
　
　
　
（
１
）
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
の
相
互
協
力
に
お
け
る
諸
問
題

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
そ
の
実
施
当
初
か
ら
、
ど
れ

だ
け
の
実
効
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の

外
囲
国
境
に
位
置
す
る
南
欧
諸
国
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
発
効
に
難
色
を
示

す
な
ど
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
の
実
施
は
容
易
で
は
な
か
っ
た）
20
（

。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
間
に
お
け
る
難
民
受
け
入
れ
の
分
担
・
割
り

当
て
の
取
り
決
め
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
流
入
し
た
難
民
が
、
最
初
に
到
達
し

た
Ｅ
Ｕ
構
成
国
に
お
い
て
難
民
申
請
を
行
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公

正
な
負
担
配
分
と
い
う
観
点
が
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
難
民
が

最
初
に
到
達
す
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
あ
る
、
ギ
リ
シ
ア
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
南
欧
諸
国
が

必
然
的
に
多
く
の
難
民
を
受
け
入
れ
、
庇
護
審
査
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
状
と

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
マ
ル
タ
、
キ

プ
ロ
ス
政
府
は
過
重
な
負
担
に
対
し
て
不
満
を
漏
ら
し
、
Ｅ
Ｕ
に
対
し
て
難
民
受
け

入
れ
に
関
す
る
割
り
当
て
制
度
を
導
入
し
て
、
当
該
諸
国
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
実
現
に
は
至
っ
て
い
な
い）
21
（

。

ま
た
別
の
点
で
も
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
は
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
図
表

１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
い
た
ド
イ
ツ
か
ら
他
国
へ
の
移

送
の
決
定
は
、
た
と
え
ば
二
〇
一
七
年
に
六
万
四
二
六
七
件
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち

図表１　ダブリン規則による移送要請と実施数

出典：Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Das Bundesamt in Zahlen 2017, Nürnberg, 
2018, 44-45.
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（
２
）
市
民
に
よ
る
ダ
ブ
リ
ン
規
則
へ
の
抗
議
運
動

　

さ
ら
に
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
対
し
て
は
、
多
く
の
市
民
が
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
反
対
す

る
運
動
を
実
施
し
た
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ダ
ブ
リ
ン
規
則
で
は
、
移
民
・
難
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
外
囲
国
境
だ

け
で
は
な
く
内
部
境
界
に
お
い
て
も
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
移
民
・
難
民

は
、
治
安
当
局
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
追
跡
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
い
て
国
外
退
去
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
点
で
難
民
の
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
け
る
自
由
移
動
は
著
し
く
制

限
さ
れ
、
難
民
た
ち
は
「
い
つ
で
も
送
還
可
能
な
状
態
（deportability

）」
へ
と
追

い
や
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
権
利
を
大
き
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う）
22
（

。

難
民
の
お
か
れ
た
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会

の
教
区
市
民
に
よ
る
難
民
保
護
運
動
で
あ
る
、「
教
会
ア
ジ
ー
ル
（K

irchenasyl

）」

が
近
年
に
お
い
て
、
再
活
性
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
会
ア
ジ
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ

な
ど
の
欧
米
各
国
に
お
い
て
、
人
道
的
な
観
点
か
ら
受
け
入
れ
国
で
の
保
護
が
必
要

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
外
退
去
強
制
の
危
機
に
あ
る
難
民
を
教
区
市
民
が
教
会
で
保

護
す
る
運
動
の
こ
と

で
あ
り
、
教
会
ア

ジ
ー
ル
に
よ
り
、
多

く
の
難
民
が
退
去
強

制
の
危
機
か
ら
逃
れ

て
、
受
け
入
れ
国
に

保
護
さ
れ
た）
23
（

。
ド
イ

ツ
の
教
会
ア
ジ
ー
ル

は
、
一
九
八
〇
年
代

以
降
、
盛
ん
に
実
施

さ
れ
、
一
九
九
〇
年

代
初
め
を
ピ
ー
ク
に

し
て
、
そ
の
後
、
実

施
数
は
大
き
く
後
退

し
た
が
、
図
表
三
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

二
〇
一
三
年
以
降
急

増
し
た
。
最
近
に

な
っ
て
、
再
び
教
会

ア
ジ
ー
ル
が
活
性
化

出典：Aktuelle Zahlen: Kirchenasyle bundesweit. (https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/)
　　　（2019年 9月 18日取得）。

図表２　ダブリン規則による移送要請と実施数

出典：Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das 
Bundesamt in Zahlen 2017, Nürnberg, 2018, 42-43.

図表３　教会アジール件数
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し
て
い
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
難
民
の
移
送
の
阻
止
が

重
要
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

前
頁
図
表
三
に
あ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
全
土
で
は
、
二
〇
一
八
年
に
一
三
二
五

件
も
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
よ
る
移
送

を
回
避
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
の
件
数
は
一
二
四
六
件
（
保
護
人

数
一
九
九
一
人
）
だ
っ
た
。
二
〇
一
八
年
中
に
九
〇
九
件
が
終
了
し
、
八
六
七
件
に

関
し
て
は
、
国
外
退
去
の
危
機
に
あ
っ
た
難
民
が
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
が
認
め
ら
れ
る

な
ど
、
ド
イ
ツ
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
ダ
ブ
リ
ン
規
則

で
は
、
他
国
へ
の
移
送
決
定
か
ら
、
移
送
実
施
ま
で
の
有
効
期
間
が
六
ヶ
月
と
設
定

さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
に
は
、
移
送
要
請
し
た
国
が
当
該
難
民
の
審
査
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
教
会
ア
ジ
ー
ル
を
実
施
す
る
教

会
関
係
者
は
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
を
い
つ
ま
で
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の

見
通
し
が
つ
か
な
い
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
た
が
、
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
よ
っ
て
、
移
送
実

施
期
間
が
六
ヶ
月
と
な
っ
た
た
め
に
、
教
会
関
係
者
は
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
実
施
の
見

通
し
が
立
て
や
す
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
教
会
ア
ジ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
内
務
省
は
、
連
邦
・
州
の
内
務
大
臣
会
議

で
の
決
定
を
受
け
て
、
教
会
ア
ジ
ー
ル
で
保
護
さ
れ
る
難
民
は
非
合
法
的
に
ド
イ
ツ

に
滞
在
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
二
〇
一
八
年
八
月
以
降
は
、
移
送
期
間
を
六
ヶ
月
か

ら
一
八
ヶ
月
に
延
長
す
る
と
し
た）
24
（

。

　
　
　
　

４　

共
通
難
民
庇
護
制
度
に
対
す
る
難
民
の
抗
議
運
動

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
難
民
問
題
で
は
、
共
通
難
民
庇
護
制
度
を
批
判
す
る
各
国
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
や
教
会
関
係
者
が
、
難
民
の
保
護
運
動
を
実
施
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
難

民
た
ち
が
現
行
の
共
通
制
度
に
大
規
模
に
抗
議
活
動
を
展
開
し
て
い
る）
25
（

。
以
下
に
お

い
て
は
、
難
民
自
身
が
ど
の
よ
う
な
対
抗
戦
略
を
と
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

第
一
に
、
難
民
が
当
局
か
ら
の
指
紋
押
捺
を
集
団
で
拒
絶
す
る
事
例
が
み
ら
れ

た
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
島
で
は
大
規
模
な
難
民
の
指
紋
押

捺
拒
否
運
動
が
発
生
し
、
指
紋
押
捺
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
抗
議
し
た）
26
（

。
あ
る

い
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
も
、
難
民
た
ち
が
指
紋
を
押
捺
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
移
動
の
権
利
を
は
く
奪
さ
れ
る
と
抗
議
運
動
を
行
っ
た）
27
（

。
彼

ら
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
保
護
の
権
利
、
自
由
に
居
住
場
所
を
選
択
・
移
動
で
き

る
権
利
、
ま
た
ダ
ブ
リ
ン
規
則
に
も
と
づ
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
強
制
的
な
国
外
退
去

の
停
止
な
ど
を
要
求
し
、
そ
れ
が
望
め
な
い
場
合
に
は
、
自
分
た
ち
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
上
に
あ
る
指
紋
の
デ
ー
タ
を
消
去
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た）
28
（

。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
指
紋
押
捺
拒
否
運
動
の
発
生
と
と
も
に
、
別
の
形
で

も
、
難
民
自
身
に
よ
る
共
通
難
民
庇
護
制
度
に
抗
議
す
る
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
イ

タ
リ
ア
で
の
難
民
審
査
を
経
て
そ
こ
で
の
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
難
民
が
、
Ｅ
Ｕ
の
現

行
制
度
を
利
用
し
て
合
法
的
に
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
で
の
居
住
・
就

労
を
訴
え
る
抗
議
運
動
が
活
発
化
し
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
越
境
移
動
と
抗
議
活
動

の
経
緯
を
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

北
ア
フ
リ
カ
の
リ
ビ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
サ
ブ
・
サ
ハ
ラ
出
身
の
難
民
、
お
よ

そ
三
万
人
が
、
二
〇
一
一
年
四
月
以
降
、
リ
ビ
ア
で
の
紛
争
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
イ

タ
リ
ア
へ
と
避
難
し
た
。
難
民
は
イ
タ
リ
ア
で
指
紋
押
捺
さ
れ
、
難
民
審
査
の
手
続

き
の
の
ち
に
、
イ
タ
リ
ア
で
合
法
的
に
滞
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も

イ
タ
リ
ア
で
は
難
民
が
就
労
し
自
活
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
イ
タ
リ
ア

の
難
民
保
護
制
度
も
保
護
が
充
実
し
て
い
る
北
欧
や
西
欧
諸
国
の
保
護
制
度
に
比
較

し
て
脆
弱
で
あ
り
、
難
民
支
援
が
不
十
分
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
難
民
の
一

部
は
生
存
維
持
の
た
め
に
、
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
へ
の
移
動
を
試
み
た）
29
（

。
難
民
は
イ
タ
リ

ア
以
外
の
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
就
労
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
イ
タ
リ
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ア
の
法
的
な
滞
在
資
格
を
有
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
の
制
度
に
し
た
が
っ
て
、
三
ヶ
月

間
、
旅
行
者
と
し
て
域
内
を
移
動
で
き
た
。
難
民
は
そ
の
権
利
を
行
使
し
て
他
の
Ｅ

Ｕ
諸
国
へ
移
動
し
た）
30
（

。
そ
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
移
動
し
た
難
民
た
ち

も
多
く
い
た
。

他
方
で
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
庇
護
申
請
を
し
て
い
た
難
民
た
ち
は
、
二
〇
一
二

年
一
月
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
あ
る
難
民
収
容
施
設
で
起
こ
っ

た
、
イ
ラ
ン
人
難
民
の
自
殺
に
対
し
て
抗
議
運
動
を
行
っ
た）
31
（

。
難
民
た
ち
は
ド
イ
ツ

各
地
の
収
容
施
設
に
立
ち
寄
り
、
抗
議
運
動
の
賛
同
者
を
集
め
て
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル

ク
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
移
動
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
難
民
た
ち
は
、
ベ
ル
リ
ン

市
の
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
に
あ
る
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
を
占
拠
し
た
。

　

イ
タ
リ
ア
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
移
動
し
た
難
民
た
ち
も
、「
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ペ

ド
ゥ
ー
ザ
（Lam

pedusa in B
erlin

）」
と
い
う
抗
議
運
動
の
た
め
の
グ
ル
ー
プ
を
結

成
し
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
で
の
抗
議
運
動
に
加
わ
っ
た
。
も
っ
と
も
抗
議
運
動
で

は
、
難
民
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
も
、
協
力
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
も
生
じ
て
い

た
。
二
〇
一
四
年
四
月
に
「
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
」
の
難
民
は
、
行
政

当
局
と
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
の
た
め
の
交
渉
を
行
う
と
い
う
合
意
に
達
し
た
こ
と
に
よ

り
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
か
ら
立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
各
収
容
施
設
に
移
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ほ
か
の
難
民
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、

行
政
当
局
と
権
利
獲
得
の
交
渉
と
立
ち
退
き
に
同
意
し
て
い
な
い
と
反
発
し
た）
32
（

。

　

他
方
で
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
二
〇
一
三
年
に
推
計
三
〇
〇
人
か
ら

三
五
〇
人
の
イ
タ
リ
ア
か
ら
流
入
し
た
難
民
が
抗
議
運
動
を
展
開
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル

ク
で
も
難
民
グ
ル
ー
プ
は
組
織
化
し
た
。
難
民
た
ち
は
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ペ

ド
ゥ
ー
ザ
（Lam

pedusa in H
am

burg

）」
を
結
成
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
難
民
支
援

グ
ル
ー
プ
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
集
合
的
な
政
治
的
要
求
を
行
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
お
い
て
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
の
難
民
グ
ル
ー
プ
は
、
自
分
た
ち
が
リ
ビ
ア
で
の
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
軍
に
よ
る
攻
撃
の
被
害
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
リ
ビ
ア
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
移

動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
イ
タ
リ
ア
で
難
民
申
請
し
、
滞
在
許
可
が
交
付
さ
れ

た
も
の
の
、
イ
タ
リ
ア
で
の
自
分
た
ち
の
生
活
が
困
難
な
の
は
イ
タ
リ
ア
政
府
の
責

任
で
あ
る
と
主
張
し
た）
33
（

。
難
民
は
自
分
た
ち
が
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
で
あ
る
こ
と
、
ヘ

ル
ス
ケ
ア
や
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
の
社
会
的
権
利
が
欠
如
し
て
い
る
現
状
が
あ

る
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
に
よ
り
豊
か
な
ド
イ
ツ
へ
と
移
動
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
に
と
ど
ま
り
た
い
（W

e are here to stay

）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
居
住
し
、
就
労
す
る
権
利
を
求
め
た）
34
（

。

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
難
民
は
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
獲
得
す
る
な
か
で
、

二
〇
一
三
年
五
月
二
二
日
に
は
、
難
民
や
支
援
者
た
ち
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
庁
舎
を

占
拠
し
、
当
時
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
長
の
シ
ョ
ル
ツ
（O

laf Scholz

：
ド
イ
ツ
社
会
民

主
党
）
へ
の
面
会
を
要
求
し
、
市
に
対
し
て
上
記
の
要
求
を
突
き
つ
け
た
。
し
か
し

な
が
ら
市
当
局
は
難
民
グ
ル
ー
プ
の
要
求
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
難
民

た
ち
は
ド
イ
ツ
で
の
滞
在
許
可
取
得
を
要
求
し）
35
（

、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日
に
は

一
五
〇
〇
〇
人
規
模
の
デ
モ
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
グ
ル
ー
プ
が
参
加
し
、
難
民
た

ち
が
建
物
を
占
拠
す
る
な
ど
、
影
響
が
拡
大
し
た
。
警
察
は
ア
フ
リ
カ
系
に
対
す
る

人
種
的
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
運
動
を
展
開
す
る
難
民
の
取
り
締
ま
り
を

厳
し
く
行
っ
た）
36
（

。

他
方
で
難
民
の
権
利
獲
得
の
た
め
の
運
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
テ
ン
ト
で
の
抗
議

や
占
拠
と
は
異
な
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
た
と
え
ば
労
働
組
合
の

「
ヴ
ェ
ル
デ
ィ（Ver.di

）」
が
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
の
難
民
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
、

一
五
〇
人
を
組
合
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
登
録
し
た）
37
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
が
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
格
や
職
業
的
な
ス
キ
ル
を
展
示
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
開
催
さ
れ
た
。
難
民
の
活
動
は
、
組
合
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
文
化
的
な
活
動

へ
と
変
容
し
た）
38
（

。
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あ
る
い
は
、「
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
（FC

 Lam
pedusa 

in H
am

burg

）」
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
、
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

が
難
民
に
サ
ッ
カ
ー
の
ス
キ
ル
を
教
え
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
プ
レ
ー
す
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
難
民
が
ド
イ
ツ
社
会
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
ク
ラ

ブ
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
難
民
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
プ
レ
ー
が
し
た
い
（w

e 

are here to play

）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、
ド
イ
ツ
で
の
居
住
す
る
権
利

を
求
め
た）
39
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
難
民
は
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
な
ど
の
都
市
で
活
動

す
る
難
民
グ
ル
ー
プ
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
組
織
と
結
び
つ
き
、
ド
イ
ツ
で
の
居
住
と

就
労
を
認
め
る
よ
う
に
市
に
要
求
し
た
。
も
っ
と
も
抗
議
運
動
に
お
い
て
は
、
難
民

支
援
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
も
、
ド
イ
ツ
市
民
の
運
動
家
と
難
民
と
の
間
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
難
民
の
間
で
も
、
運
動
の
目
的
、
方
針
、
実
施
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
協
力

関
係
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
も
生
じ
て
い
た）
40
（

。

　
　

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

Ｅ
Ｕ
や
ド
イ
ツ
の
難
民
保
護
に
お
い
て
は
、
生
体
認
証
技
術
を
応
用
し
た
外
国

人
の
管
理
、
と
り
わ
け
難
民
や
非
正
規
移
民
な
ど
の
移
民
管
理
が
進
行
し
て
い
る
。

管
理
さ
れ
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
生
体
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
電
子
媒
体
を
通
じ
て
検

索
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
移
民
管
理
が
電
子
的
な
情
報
や
知
識
に
も
と
づ
い
て
行
わ

れ
る
。
そ
れ
は
非
正
規
移
民
や
難
民
の
移
動
と
い
う
、
し
ば
し
ば
補
足
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
る
越
境
移
動
を
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
常
時
検
索
・
追
跡
可
能
な
も
の
と

し
、
移
動
経
路
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ー
タ
と
し
て
可
読
的
な
も
の
に
す
る

試
み
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い）
41
（

。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
で
の
管
理
に

よ
っ
て
、
デ
ー
タ
と
し
て
登
録
さ
れ
た
難
民
・
非
正
規
移
民
は
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
い

て
こ
れ
ま
で
以
上
に
退
去
処
分
に
処
せ
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
点
で
、
彼

ら
の
権
利
の
抑
制
と
排
除
が
生
じ
て
い
る
。

情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
移
民
管
理
の
あ
り
方
は
、
冒
頭
指
摘
し
た

よ
う
な
「
要
塞
化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
言
説
が
示
す
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

境
界
が
単
一
の
線
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
電
子
デ
ー
タ
に
も
と

づ
く
内
的
管
理
も
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
管
理
が
重
層
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
域
外
・
域
内
に
お
け
る
境
界
の
構
築
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の

自
由
移
動
と
内
国
管
理
の
強
化
の
な
か
で
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
難
民
の
強
制
的
な
送
還
問

題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
市
民
や
難
民
た
ち
は
Ｅ
Ｕ
域
内

に
お
い
て
自
由
に
移
動
し
滞
在
す
る
こ
と
を
求
め
て
、
Ｅ
Ｕ
や
ド
イ
ツ
の
進
め
る
共

通
政
策
に
対
し
て
抗
議
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
自
由
移
動
の
制
度
を
利
用
し

て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
を
合
法
的
に
移
動
し
、
移
動
先
で
自
分
た
ち
の
権
利
を
訴
え
る
と
い

う
手
法
は
、
Ｅ
Ｕ
統
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
域
内
移
動

の
自
由
化
と
外
囲
境
界
の
管
理
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
内
部
の
境
界
を
め
ぐ
る

新
た
な
政
治
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
。

本
論
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

も
と
づ
く
移
民
・
難
民
の
生
体
管
理
は
問
題
な
く
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
管
理
は
、
Ｅ
Ｕ
市
民
や
「
問
題
の
な
い
」
非
Ｅ

Ｕ
市
民
に
と
っ
て
安
全
や
利
便
性
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
一
方
で
、
移
民
管
理
の
導

入
が
、
非
Ｅ
Ｕ
市
民
の
な
か
で
も
難
民
や
非
正
規
移
民
の
権
利
抑
制
に
つ
な
が
り
、

そ
れ
に
対
し
て
管
理
の
対
象
と
な
る
人
々
は
政
策
の
導
入
に
抗
議
し
て
い
る
。
ま
た

管
理
を
担
う
側
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
も
共
通
政
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
決
し
て
一
枚

岩
で
は
な
く
、
加
盟
国
間
に
お
い
て
生
体
管
理
の
政
策
遂
行
を
め
ぐ
っ
て
温
度
差
が

存
在
す
る
。
情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
応
用
し
た
移
民
・
難
民
の
生
体
管
理
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
抗
議
、
軋
轢
、
問
題
点
を
露
呈
し
て
い
る
現
状
が
認
め
ら
れ
る
。
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Ｅ
Ｕ
の
難
民
規
制
に
と
も
な
う
境
界
は
Ｅ
Ｕ
域
内
・
域
外
と
重
層
的
に
構
築
さ

れ
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
間
に
お
け
る
軋
轢
や
、
市
民
や
難
民
の
抗
議
の
な
か
で
境

界
は
常
に
流
動
的
な
も
の
と
な
り
得
る
。
Ｅ
Ｕ
の
境
界
は
Ｅ
Ｕ
や
各
国
政
府
に
よ
る

規
制
だ
け
で
は
な
く
、
規
制
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
市
民
や
外
国
人
に
よ
る
抗
議
の
実
践
に

直
面
す
る
な
か
で
構
築
さ
れ
て
い
る
点
を
、
今
後
と
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う）
42
（

。
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） 

デ
イ
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ッ
ド
・
ラ
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ン
『
監
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青
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社
、
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〇
一
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。

（
2
） 

鈴
木
謙
介
「
監
視
批
判
は
な
ぜ
困
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か

―
再
帰
的
近
代
に
お
け
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リ
ス
ク

処
理
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形
式
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し
て
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監
視
」『
社
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学
評
論
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巻
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、
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五
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潔
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〇
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れ
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岩
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れ
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概
要
に
つ
い
て
」（w

w
w

.m
oj.go.jp/

content/000001941.pdf

）（
二
〇
一
九
年
四
月
六
日
取
得
）。

（
5
） 

法
務
省
、
前
掲
Ｈ
Ｐ
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、
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（
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） 「
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国
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出
国
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」
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滞
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関
す
る
研
究
所
は
、
全
て
閉
鎖
さ
れ
、
遺
伝
学
専
門
の
研
究
団
体
を
作
る
こ
と
も
難

し
い
状
況
で
あ
っ
た）

3
（

。

し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
ヒ
ト
の
遺
伝
を
対
象
と
し
た
「
人
類
遺

伝
学 H

um
angenetik

」
の
重
要
性
が
、
世
界
的
に
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
Ｄ

Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構
造
の
発
見
や
、
ヒ
ト
の
染
色
体
数
の
確
定
な
ど
、
こ
の
時

期
に
相
次
い
だ
遺
伝
学
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
発
見
か
ら
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
で
、
遺
伝
学
の
重
要
性
が
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
影
響
を
受
け
、
ド
イ
ツ
で
も

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
に
着
目
し
、

当
該
領
域
に
お
け
る
断
種
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
断
種
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
生
体
管
理
の
在
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。

　

ナ
チ
政
権
が
、「
健
康
」
な
民
族
共
同
体
を
目
指
し
、
様
々
な
施
策
に
よ
っ
て

国
民
の
身
体
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、

一
九
三
四
年
か
ら
発
効
し
た
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
強
制

断
種
は
、
国
家
に
よ
る
「
民
族
の
身
体
」
の
管
理
の
問
題
を
如
実
に
示
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ナ
チ
体
制
期
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、「
遺
伝
病
の
家
族
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
記
事
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
や
精
神
病
者
が
子
供
を
も
つ

と
、
同
じ
性
質
が
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
、
家
系
図
の
形
で

訴
え
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。
こ
う
し
た
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
ナ
チ
体
制
期
に

お
い
て
は
、「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
が
非
常
に
重
視
さ
れ
、「
劣
等
な
遺
伝
子
」
を
持

つ
者
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ナ
チ
体
制
期
は

「
遺
伝
管
理
社
会
」
と
も
称
さ
れ
る）

1
（

。

　

一
方
、
ナ
チ
体
制
終
焉
直
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
伝
学
を
め
ぐ
る
状
況
は
一
変
し

た
。「
遺
伝
」
を
重
視
し
た
ナ
チ
政
権
が
犯
し
た
様
々
な
犯
罪
に
よ
っ
て
、
遺
伝
学

は
「
道
徳
的
な
意
味
で
信
頼
で
き
ず
、
非
人
道
的
」
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る）

2
（

。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
、
遺
伝
に

戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
と
生
体
管
理

　
　
　

―
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
断
種
論
を
中
心
に

―紀　

愛
子

遺
伝
学
研
究
の
必
要
性
が

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
、
遺

伝
学
に
関
す
る
職
を
医
学

部
内
に
設
置
す
る
必
要
が

訴
え
ら
れ
、
関
連
研
究
所

も
新
設
さ
れ
て
い
く
。
続

く
一
九
七
〇
年
代
に
な
る

と
、
新
た
な
遺
伝
子
技
術

に
関
す
る
研
究
も
発
展
し

て
い
く
が
、
そ
の
前
の
、

一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の

時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
遺
伝

子
や
染
色
体
と
い
っ
た
、

個
人
の
身
体
的
特
性
を
強

く
規
定
す
る
も
の
の
実
態

が
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な

り
始
め
る
時
期
と
い
え
る

図１　「遺伝病の家族」と題した家系図。Neues Volk, Nr. 2 (1934), Heft 3, S. 6-7.
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い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る）

4
（

。「
人
類
遺
伝
学
」
と
訳
さ
れ
る
こ
の
言
葉

は
、
一
九
五
六
年
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
で
使
用
さ
れ
て
か

ら
、
世
界
的
に
広
ま
り
、
独
自
の
学
問
分
野
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

5
（

。

一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
、『
人
類
の
遺
伝
学
：
人
類
遺
伝
学
の
教
科
書
』
で
は
、

人
類
遺
伝
学
は
、「
ヒ
ト
に
お
け
る
遺
伝
性
の
出
現
に
関
す
る
学
問
」
で
、「
狭
義
で

は
、
遺
伝
子
の
血
統
と
そ
の
発
生
、
頻
度
、
遺
伝
子
の
表
現
型
の
作
用
に
関
す
る
学

問
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

　

先
述
の
よ
う
に
、
終
戦
後
の
数
年
間
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
に
と
っ
て
「
難
し
い
」

時
期
と
な
っ
た）

7
（

。
し
か
し
一
方
で
、
遺
伝
に
関
す
る
研
究
の
必
要
性
自
体
は
消
え
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
先
述
の
よ
う
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
、

遺
伝
学
へ
の
注
目
は
国
際
的
に
も
ま
す
ま
す
増
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、

新
た
に
研
究
所
が
創
設
さ
れ
、
ナ
チ
体
制
期
に
遺
伝
学
の
分
野
で
名
の
知
れ
て
い
た

研
究
者
た
ち
は
、
戦
後
初
期
か
ら
職
を
得
て
、
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
特
に
、
ナ
チ
政
権
と
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
カ
イ
ザ
ー
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
人
類
学
・
人
類
遺
伝
学
・
優
生
学
研
究
所
各
部
門
の
元
所
長
た
ち
は
、

戦
後
直
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
次
々
と
新
た
な
研
究
所
の
所
長
職
を
得

た
。
例
え
ば
、
一
九
四
六
年
に
は
、
同
研
究
所
の
優
生
学
部
局
長
で
あ
っ
た
フ
リ
ッ

ツ
・
レ
ン
ツ
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
、
一
九
五
一
年
に
は
、
同
研
究
所
の
所
長
で

あ
っ
た
オ
ッ
ト
マ
ー
・
フ
ラ
イ
ヘ
ア
・
フ
ォ
ン
・
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー

で
、
一
九
五
三
年
に
は
、
同
研
究
所
の
実
験
遺
伝
病
理
学
部
局
長
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
ベ
ル
リ
ン
で
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
所
の
所
長
職
を
得
て
い
る）

8
（

。
つ
ま

り
、
戦
後
の
遺
伝
学
の
草
創
期
に
は
、
ナ
チ
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
学
者
が
こ

の
学
問
を
牽
引
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
九
四
五
年
以
前
と
の
連

続
性
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
非
常
に
強
く
見
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

人
類
遺
伝
学
に
と
っ
て
の
転
機
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
に

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の
身
体
を
形
作
る
「
情
報
」
の
単
位

が
、
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
身
体
を
よ
り
緻
密
に
分
析
す
る
可
能
性
が
ひ
ら

か
れ
始
め
た
時
期
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
の
草
創
期
と
も
い
え
る
一
九
五
〇
〜

六
〇
年
代
に
、
遺
伝
学
者
た
ち
は
、
遺
伝
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
い
て
個
人
の
身
体

を
管
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
当
該
時
期
に
遺
伝
学
者
た
ち
の
間
で
散
見
さ
れ
た
、

断
種
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
ナ
チ

体
制
期
に
「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
が
「
濫
用
」
さ
れ
、
大
規
模
な
強
制
断
種
政
策
に

つ
な
が
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
は
再
び
、
断
種

の
必
要
性
や
、
そ
の
法
制
化
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
議
論

の
中
に
は
、
当
時
の
遺
伝
学
者
た
ち
が
、「
遺
伝
」
の
概
念
に
基
づ
い
て
個
人
の
生

殖
に
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
認
識
の
一

端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
対
象
時

期
に
遺
伝
学
者
が
発
表
し
た
論
文
や
著
作
を
も
と
に
、
遺
伝
学
者
た
ち
が
、
同
時
代

に
生
き
て
い
る
人
々
の
身
体
、
ひ
い
て
は
次
世
代
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　
　
　
　

２　

戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
伝
学
の
発
展

　

ま
ず
は
戦
後
、
遺
伝
学
と
い
う
学
問
が
ど
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
整
備
さ
れ
た
の
か

を
、
手
短
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

一
九
四
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
で
は
、
人
間
を
対
象
と
し
た
遺
伝
学
は

「m
enschliche Erblehre

」
や
「Erbbiologie des M

enschen

」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
は
、「H

um
angenetik

」
と
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は
ま
だ
、
研
究
所
の
数
も
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
遺
伝
学
が

徐
々
に
学
問
と
し
て
地
位
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
一
九
六
〇
年
に

は
、
学
術
評
議
会
が
、
全
て
の
医
学
部
に
遺
伝
学
の
職
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
の

見
解
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
研
究
所
も
さ
ら
に
新
設
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た）

9
（

。

　

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
と
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
の
が
、
放
射
能
が
ヒ
ト
の
遺

伝
子
に
及
ぼ
す
影
響
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
は
、

科
学
技
術
の
進
歩
に
起
因
す
る
遺
伝
子
の
「
突
然
変
異
」
の
可
能
性
が
注
目
さ
れ
、

そ
の
研
究
の
必
要
性
が
さ
か
ん
に
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
五
五
年
、
連
邦
原
子
力

問
題
省
が
設
立
さ
れ
る
と
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
や
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
遺

伝
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
研
究
の
チ
ャ
ン
ス
と
見
な
し
、
放
射
能
の
影
響
を
調
査
す

る
た
め
の
研
究
資
金
を
獲
得
し
た）
10
（

。
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
へ
の
関
心
か
ら
、
原
爆

投
下
後
の
日
本
の
状
況
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
遺
伝
学
者
ミ
ュ

ラ
ー
が
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
三
年
に
か
け
て
広
島
と
長
崎
の
妊
婦
を
調
査
し
た

研
究
は
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
が
刊
行
し
た
書
籍
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
フ
ェ
ア

シ
ュ
ア
は
同
著
作
の
中
で
、「
放
射
能
や
化
学
薬
品
の
影
響
に
起
因
す
る
突
然
変
異

は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
病
気
の
遺
伝
因
子
の
増
加
を
導
く
」
だ
け
で
な
く
、
ま

だ
知
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
遺
伝
病
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る）
12
（

。
こ
う
し
た
危
険
に
つ
い
て
研
究
し
、
予
防
策
を
見
つ
け
る
こ
と
の
必
要
性
が
訴

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
な
研
究
の
進
展
や
、
新
た
な
脅
威
の
存
在
に
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
ド
イ
ツ
で
も
新
た
な
遺
伝
学
が
発
展
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
第

一
線
に
い
た
の
は
、
ナ
チ
体
制
期
に
存
在
し
た
遺
伝
学
研
究
所
の
指
導
者
ら
が
大
半

で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
や
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇

年
代
の
人
類
遺
伝
学
に
お
い
て
権
威
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
ナ
チ
体
制
期

に
は
強
制
断
種
政
策
に
関
わ
っ
た
り
、
人
体
実
験
に
関
与
し
た
り
し
て
い
る）
13
（

。
そ
う

し
た
人
物
が
研
究
所
で
所
長
職
に
就
き
、
学
界
に
お
い
て
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
は
、「
人
類
遺
伝
学
」
と
い
う
新
た
な
呼
称
が
生
ま
れ
、
研
究
を
取
り
巻
く

状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
そ
こ
に
い
る
研
究
者
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見

て
と
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
人
的
な
連
続
性
は
、
次
節
に
お
い
て
述
べ
る
、
思
想
的
な

連
続
性
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

３　

遺
伝
学
者
に
よ
る
断
種
を
め
ぐ
る
議
論

人
類
遺
伝
学
が
戦
後
発
展
し
て
い
く
中
、
遺
伝
病
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、

戦
後
、
国
際
的
な
発
見
が
あ
り
、
研
究
状
況
は
進
展
し
た
。
そ
れ
ま
で
遺
伝
病
は
、

単
一
遺
伝
子
病
と
、
多
数
の
遺
伝
子
の
相
互
作
用
お
よ
び
環
境
の
相
互
作
用
に
よ
る

多
因
子
遺
伝
病
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
九
年
に
は
、
染
色
体
の
異

常
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
染
色
体
異
常
症
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ダ
ウ
ン

症
の
原
因
が
解
明
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
細
か
な
病
因
の
分
析
が
可
能
に
な
っ
た）
14
（

。

こ
う
し
た
中
、遺
伝
学
者
た
ち
は
、遺
伝
病
を
予
防
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、

論
文
や
書
籍
を
通
し
て
提
案
し
て
い
た
が
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

た
の
は
、
き
わ
め
て
古
典
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
は
、『
優

生
学
：
遺
伝
学
の
観
点
に
お
け
る
将
来
の
世
代
』
と
題
し
た
著
作
の
中
で
、「
病
気

の
遺
伝
素
因
の
さ
ら
な
る
継
承
の
予
防
」
策
と
し
て
、
遺
伝
学
的
観
点
か
ら
の
結
婚

相
談
や
、
遺
伝
に
関
す
る
教
育
と
啓
蒙
の
徹
底
な
ど
を
挙
げ
て
い
る）
15
（

。
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
、遺
伝
子
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
出
生
前
診
断
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

戦
前
か
ら
見
ら
れ
る
優
生
学
的
方
策
が
、
い
ま
だ
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
方
策
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
特
に
さ
か
ん
に
言
及
さ
れ

た
の
が
、
断
種
で
あ
っ
た
。
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あ
る
。

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
著
作
を
も
と
に
、
そ
の
主
張
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
彼
の
主

張
の
骨
子
は
、
遺
伝
病
の
根
本
治
療
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
病
気
の
遺
伝
素
質
そ

の
も
の
を
な
く
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム

に
よ
れ
ば
、「
我
々
が
治
せ
る
も
の
は
、
個
々
人
の
肉
体
、
そ
の
表
現
型
で
あ
っ
て
、

遺
伝
子
型
を
病
因
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
病

気
の
遺
伝
因
子
を
排
除
し
な
け
れ
ば
、
遺
伝
病
の
蔓
延
は
防
げ
な
い
と
、
彼
は
主
張

し
た）
19
（

。
「
病
気
の
遺
伝
因
子
を
改
善
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
前
提
は
、
断
種
の

必
要
性
の
根
拠
と
し
て
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
強
調
し
た
点
で
あ
っ
た
が
、
実
は
こ
の
時

期
、
こ
う
し
た
見
解
と
対
立
す
る
よ
う
な
学
説
も
存
在
し
た
。
ソ
連
の
生
物
学
者
／

農
学
者
、
ル
イ
セ
ン
コ
が
、
コ
ム
ギ
の
研
究
を
も
と
に
提
唱
し
た
学
説
で
あ
る）
20
（

。
ル

イ
セ
ン
コ
は
、
環
境
因
子
に
よ
っ
て
、
生
物
の
遺
伝
形
質
を
変
え
る
こ
と
が
出
来

る
と
主
張
し
、
メ
ン
デ
ル
の
遺
伝
法
則
と
「
遺
伝
子
」
の
概
念
を
否
定
し
た
。
彼
の

学
説
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
や
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
政
治
運
動
の
様
相

を
呈
し
つ
つ
、一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
ソ
連
で
絶
対
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

一
方
、
伝
統
的
な
メ
ン
デ
ル
遺
伝
学
を
信
じ
る
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
ル
イ
セ
ン
コ
を

厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。「
遺
伝
の
法
則
を
信
じ
て
い
な
い
人
々
は
、
多
く
の
世
代

に
わ
た
っ
て
遺
伝
病
を
「
治
し
て
」
い
け
ば
、
病
気
の
遺
伝
因
子
も
良
い
方
向
に
変

わ
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
メ
ン
デ
ル
の
法
則
は
、
そ
う
し

た
病
因
の
変
化
が
起
こ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
遺
伝
病
の
因
子
の

「
再
生
」
可
能
性
を
否
定
し
た）
21
（

。
こ
こ
に
は
、
生
得
的
形
質
の
改
善
を
め
ぐ
る
、
一

つ
の
対
立
が
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、
自
発
的
な
断
種
を
認
可
す
る
新
た

な
断
種
法
を
制
定
す
る
必
要
性
を
訴
え
た
が
、
対
象
と
な
る
具
体
的
な
遺
伝
病
に
つ

こ
こ
で
、
戦
後
に
お
け
る
断
種
を
め
ぐ
る
法
状
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し

て
お
こ
う
。
ナ
チ
政
権
が
成
立
さ
せ
た
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」
は
、
終
戦
後
、

適
用
不
能
に
な
っ
た
た
め
、法
律
に
基
づ
く
断
種
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た）
16
（

。
し
か
し
、

戦
後
も
、
障
害
を
持
つ
我
が
子
の
断
種
を
乞
う
両
親
か
ら
の
断
種
申
請
は
医
療
現
場

に
届
い
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
断

種
に
関
す
る
新
た
な
法
的
指
針
を
求
め
る
声
が
、
終
戦
直
後
か
ら
医
療
現
場
よ
り
生

じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
も
相
ま
っ
て
、
断
種
法
の
再
制
定
と
い
う
論
点
を
も
と

に
し
て
、
断
種
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

で
は
、
具
体
的
に
は
断
種
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
遺
伝
学
者
の
中
で
、
最
も
熱
心
に
断
種
の
必
要
性
を
説
い
た
の
は
、
ハ
ン
ス
・

ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
彼
は
ナ
チ
体
制
期
に
は
、
カ
イ
ザ
ー
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
研
究
所
の
実
験
遺
伝
病
理
学
部
局
長
を
務
め
、
人
体
実
験
に
も
関
与

し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
戦
後
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
遺
伝
学
研
究
所
所
長
お
よ

び
遺
伝
学
教
授
職
を
務
め
た
の
ち
、
ベ
ル
リ
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の

比
較
遺
伝
学
お
よ
び
遺
伝
病
理
学
研
究
所
所
長
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
特
任
教
授

の
職
も
得
て
、
一
九
六
〇
年
に
定
年
退
職
す
る
ま
で
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
て
い
た
。

断
種
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
、一
九
五
二
年
に
、断
種
の
必
要
性
を
啓
蒙
す
る
『
優

生
学
的
指
針
に
基
づ
く
断
種
に
対
す
る
賛
否
』
を
上
梓
し
て
い
る
ほ
か）
17
（

、
一
九
六
六

年
刊
行
の
『
遺
伝
病
と
の
闘
い
』
や）
18
（

、
他
の
個
別
論
文
の
中
で
も
、
断
種
の
必
要
性

を
説
い
て
い
る
。

彼
の
主
張
は
、
ナ
チ
体
制
期
の
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
を
め
ぐ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
さ
し
て
変
わ
り
は
な
く
、「
遺
伝
病
の
治
療
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
予
防
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ナ
チ
体
制
期
と
異
な

っ
て
い
た
点
は
、断
種
を
法
的
に
認
可
す
る
法
律
が
是
非
と
も
必
要
と
し
な
が
ら
も
、

「
自
発
的
な
断
種
」
の
み
が
認
可
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
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い
て
は
、
明
確
な
指
定
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
九
六
六
年
の
『
遺
伝
病
と
の

闘
い
』
に
お
い
て
、「
頻
繁
に
起
こ
る
も
の
で
、
優
生
学
的
措
置
の
た
め
に
ま
ず
問

題
に
な
る
病
」
と
し
て
、「
遺
伝
病
一
覧
」
と
い
う
リ
ス
ト
を
巻
末
に
添
付
し
て
い

る
（
表
１
）。
こ
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
ナ
チ
政
権
下
の
「
遺
伝
病
の
子
孫
予
防
法
」

の
対
象
に
比
べ
て
、
か
な
り
子
細
な
分
類
を
し
て
い
る
こ
と
、
遺
伝
の
確
率
が
き
わ

め
て
低
く
、
今
日
で
は
遺
伝
性
疾
患
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
対
象
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
彼
は
、
一
九
三
二
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
州
に
提
出
さ
れ
た

断
種
法
草
案
を
手
本
と
し
て
評
価
し
て
い
る
が
、
ナ
チ
の
断
種
法
が
、
表
現
型
が
遺

伝
病
の
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九
三
二
年
の
法
案
が
、「
病
気

の
遺
伝
子
の
保
持
者
」、
つ
ま
り
遺
伝
子
型
に
病
因
を
持
っ
て
い
る
者
も
対
象
と
し

て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）
22
（

。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

症
状
な
ど
の
「
表
現
型
」
の
治
療
で
は
な
く
、
根
本
か
ら
の
遺
伝
因
子
の
排
除
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
遺
伝
病
の
予
防
の
た
め
に
、
遺
伝
学
者
と
し
て
管
理
・

介
入
す
べ
き
対
象
が
、
個
々
人
の
肉
体
か
ら
、
遺
伝
子
へ
と
細
分
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
実
際
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、「
個
人
の
」
衛
生
だ
け
で
は
な
く
、「
遺

伝
の
」
衛
生
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
、「
遺
伝
衛
生
」
の
必
要
性
を
訴
え
、
そ

の
た
め
の
最
善
の
手
段
と
し
て
、断
種
を
提
唱
し
て
い
る）
23
（

。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、

個
人
の
身
体
に
あ
ら
わ
れ
た
「
症
状
」
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
個
人
に
刻
印
さ
れ
た

情
報
で
あ
る
「
遺
伝
素
因
」
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

ナ
チ
体
制
期
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
人
類
遺
伝
学
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

理
論
的
基
盤
を
整
え
て
、
強
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
何
故
、
こ
う
し
た
断
種
法
の
必
要
性
を
訴
え
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
い
ま
だ
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
、

優
生
学
が
関
係
し
て
い
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
問
題
意
識
の
背
景
に
は
、
ま
ず
、
医

表１　ハンス・ナハツハイムによる遺伝病一覧表（『遺伝病との闘い』（1966年） 巻末付録をもとに紀作成)
　　　（上）遺伝因子に起因する遺伝病　　（下）染色体に起因する遺伝病
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学
の
進
歩
に
よ
る
「
逆
淘
汰
」
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
。
彼
は
、「
数
世
紀
前
に
は

ま
だ
、
文
明
国
に
お
い
て
も
、
他
の
生
物
同
様
、
人
間
に
淘
汰
が
あ
っ
た
」、「
生
き

る
能
力
を
阻
害
す
る
よ
う
な
病
気
の
遺
伝
素
質
は
、
増
大
す
る
可
能
性
を
持
て
な
か

っ
た
」
と
し
た
上
で
、「
今
世
紀
で
は
、
こ
う
し
た
自
然
淘
汰
は
か
な
り
の
程
度
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
代
わ
り
に
人
為
的
な
逆
淘
汰
が
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
彼
は
血
友
病
が
治
療
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
血

友
病
患
者
が
生
殖
可
能
な
年
齢
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
子
孫
を
残

す
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
結
果
血
友
病
患
者
が
増
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）
24
（

。

ま
た
、
も
う
一
つ
、
彼
の
著
作
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
人
口
問
題
へ
の
懸
念

で
あ
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
は
、一
九
六
六
年
の
著
作
の
最
後
に
、「
一
九
七
五
年
に
は
、

紀
元
後
〇
年
の
人
口
の
十
六
倍
、
す
な
わ
ち
四
十
億
」
に
ま
で
世
界
人
口
が
増
加
す

る
だ
ろ
う
と
い
う
試
算
を
提
示
し
、「
危
機
的
な
人
口
爆
発
は
、
今
日
、
世
界
の
第

一
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
断
種
は
質
的
な
面
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
も
の
だ
が
、
量
的
な
面
で
も
、
人
口
動
態
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る）
25
（

。

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
だ
け
で
な
く
、
他
の
遺
伝
学
者
た
ち

に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ツ
・
レ
ン
ツ
は
、「
実
用
的
な
優
生
学
の
限
界
」

と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、
健
康
な
人
間
が
多
く
死
に
、

銃
後
で
生
き
残
っ
た
の
は
戦
争
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
で
も
「
逆
淘
汰
」
が
起
き
て
い
る
、
と
指
摘
す
る）
26
（

。
ま
た
、
同
論
文
内
で
は
、
人

口
問
題
に
関
し
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
レ
ン
ツ
は
、
国
民
の
食
料
事
情
が
悪

い
国
ほ
ど
、
人
口
の
増
加
率
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
た
上
で
、
世
界
的
な
人
口
爆
発

を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
出
生
率
が
増
え
て
い
る
国
で
の
生
殖
の
制
限
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
際
の
基
準
と
し
て
、
や
は
り
優
生
学
的
な
基
準
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
、

と
主
張
し
て
い
る）
27
（

。

以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
遺
伝
病
の
予
防
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
面
で
も
、

具
体
的
な
施
策
の
選
択
の
面
で
も
、
ナ
チ
体
制
期
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
生
体
管

理
の
在
り
方
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
後
に
至
っ
て
も
な
お
、
戦
前
と

変
わ
ら
な
い
よ
う
な
危
機
感
は
残
っ
て
お
り
、
国
民
の
「
質
」
へ
の
追
求
と
い
う
観

点
か
ら
、
生
殖
へ
の
介
入
が
叫
ば
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
優
生
学
」
と
い
う

言
葉
や
そ
の
概
念
は
そ
の
ま
ま
影
響
力
を
保
ち
続
け
て
お
り
、
遺
伝
学
と
結
び
つ
く

重
要
な
一
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

し
か
し
実
は
、
優
生
学
的
な
思
想
自
体
は
、
遺
伝
学
者
た
ち
全
体
に
根
強
く
見

ら
れ
る
一
方
で
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
断
種
論
は
、
他
の
遺
伝
学
者
か
ら
は
あ
ま
り
支

持
を
得
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
は
、
一
九
六
六
年
の
著
作
『
優
生
学
』

の
中
で
、「
遺
伝
病
者
の
断
種
の
成
果
は
、
次
世
代
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
期
待
さ

れ
た
ほ
ど
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
国
民
に
お
け
る
遺
伝
病
者
の
数
は
、
優
性
の

遺
伝
病
の
場
合
の
み
、
わ
ず
か
な
世
代
に
お
い
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

に
対
し
、
劣
性
の
遺
伝
病
の
場
合
に
は
、
優
勢
な
素
質
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

新
た
な
症
状
が
あ
ら
わ
れ
る
。」
と
し
て
、
断
種
の
効
果
が
そ
こ
ま
で
大
き
く
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
28
（

。
他
の
遺
伝
学
者
た
ち
も
、
断
種
に
関
す
る
法
的
指
針
に
つ

い
て
議
論
す
る
必
要
性
は
認
め
て
い
た
も
の
の
、
積
極
的
に
断
種
を
促
進
し
よ
う
と

し
た
遺
伝
学
者
は
、
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
以
外
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
断
種
論
は
、「
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
独
走
」
と
も
評
さ
れ
る
様

相
を
呈
し
て
い
た）
29
（

。

　

で
は
、
遺
伝
学
者
た
ち
の
間
の
こ
う
し
た
断
種
へ
の
距
離
感
は
、
何
故
生
じ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
上
述
の
フ
ェ
ア
シ
ュ
ア
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
遺
伝
病
が
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
遺
伝
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
こ
と
で
、
断
種
の
効
果
に
疑
問
が
付
さ
れ
始
め
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
時
期
、
遺
伝
学
者
た
ち
の
関
心
が
、
他
の
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テ
ー
マ
に
移
り
始
め
て
い
た
と
い
う
点
も
指
摘
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で

は
、
断
種
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

４　

新
た
な
「
生
体
管
理
」
？

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
遺
伝
学
者
た
ち
の
著
作
の
中
で
目
を
引
く
の
は
、
消
極
的

優
生
学
よ
り
も
、
積
極
的
優
生
学
を
重
視
す
べ
き
だ
、
と
い
う
議
論
が
頻
繁
に
出
て

く
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ツ
・
レ
ン
ツ
は
、「
よ
り
重
要
な
の
は
、
消
極

的
優
生
学
で
は
な
く
、
積
極
的
優
生
学
で
あ
る
」
と
し
て
、
税
制
改
革
な
ど
の
出
生

奨
励
策
を
提
案
し
て
い
る）
30
（

。
消
極
的
優
生
学
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
優
生
学
と
の
両

輪
が
必
要
だ
と
い
う
議
論
自
体
は
、
戦
前
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

時
期
の
「
積
極
的
な
」
優
生
学
に
は
、新
た
な
形
が
生
ま
れ
始
め
て
い
た
。
そ
れ
が
、

結
婚
相
談
や
断
種
に
よ
っ
て
、
個
人
の
生
殖
へ
の
意
志
に
介
入
す
る
だ
け
で
な
く
、

遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
で
介
入
し
、「
良
い
遺
伝
子
」
を
増
や
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
か
つ
て
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
の
下
で
働
き
、
そ
の
後
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
大
学
の
人
類
学
・
人
類
遺
伝
学
研
究
所
所
長
を
務
め
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ー

ゲ
ル
が
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
、「
人
類
遺
伝
学
の
領
域
で
操
作
性
は
考
慮
に
入

れ
ら
れ
る
か
？

―
我
々
は
人
類
を
改
良
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
し
て
許
さ
れ

る
か
」
と
い
う
論
文
を
検
討
し
て
み
た
い）
31
（

。

　

フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
一
九
六
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
人

類
と
そ
の
未
来
」
に
お
い
て
、「
生
物
学
的
な
基
盤
の
操
作
」
に
関
す
る
多
く
の
提

案
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
ド
イ
ツ
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
す

る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
近
年
提
唱
さ
れ
た
技
術
を
紹
介
し

て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
時
期
、
あ
る
個
体
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
他
の
個
体
に
移
す
、
形
質
転

換
に
関
す
る
実
験
は
、カ
モ
や
ニ
ワ
ト
リ
を
用
い
た
動
物
実
験
で
成
功
し
て
い
た
し
、

一
九
五
二
年
に
は
、
バ
ク
テ
リ
オ
フ
ァ
ー
ジ
を
伝
達
物
質
と
す
る
形
質
導
入
の
実
験
も

成
功
し
て
い
た）
32
（

。
こ
れ
は
、
今
で
い
う
遺
伝
子
操
作
の
前
身
で
あ
り
、
こ
の
手
法
を
突

き
詰
め
れ
ば
、
欠
陥
の
あ
る
遺
伝
子
の
突
然
変
異
体
を
、
望
ま
し
い
他
の
遺
伝
子
と
置

き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
細
胞
レ
ベ
ル
で
の
介
入
に
関
し
て
も
、
新
た
な
技
術
が
検
討
さ
れ
始
め
て

い
た
。
人
体
の
体
細
胞
に
介
入
し
た
場
合
、
そ
の
個
体
の
表
現
型
し
か
変
え
ら
れ
な

い
が
、
生
殖
細
胞
に
介
入
し
た
場
合
、
後
の
世
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
せ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
生
殖
細
胞
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
変
化
を
起
こ
せ
ば
、
優
生
学
的
な

影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
の
議
論
も
起
こ
っ
て
い
た）
33
（

。

　

こ
う
し
た
技
術
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
実
用
化
に
肯
定
的

だ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
論
文
の
中
で
、「
こ
う
し
た
ユ

ー
ト
ピ
ア
は
、
我
々
が
可
能
性
を
想
像
し
、
考
え
ら
れ
得
る
将
来
の
世
界
の
モ
デ
ル

を
、
い
わ
ば
砂
場
に
描
く
の
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
全
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
作

用
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
遊
び
を
真
剣
な
も
の
と
誤
解
し
て
、
実
現
さ
せ
よ
う
と

す
る
な
ら
、
破
滅
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
技
術
の
実
用
化

に
対
し
て
懸
念
を
示
し
て
い
る）
34
（

。

し
か
し
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
論
考
の
最
後
に
、
遺
伝
子
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
機

が
増
大
し
て
い
る
状
況
か
ら
、「
人
類
が
『
さ
ら
に
悪
く
』
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
い
。
人
類
は
、
出
来
る
限
り
早
く
、「
改
良
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る）
35
（

。
こ
う
し
た
彼
の
言
葉
か
ら
は
、
単
に
病
的
な
遺
伝

子
を
持
っ
た
個
人
を
生
殖
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
伝
病
を
「
予
防
」
し
よ

う
と
す
る
、
断
種
を
は
じ
め
と
す
る
消
極
的
優
生
学
だ
け
で
は
、
人
類
の
遺
伝
子
の

悪
化
を
抑
え
き
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
時
点
で
は
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
後
の
遺
伝
子
操
作
に
つ
な

が
る
よ
う
な
技
術
が
、
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
者
に
よ
っ
て
医
学
雑
誌
上
で
紹
介
さ
れ
、
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そ
の
是
非
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
個
人
の
遺
伝
子
や
染
色
体
の
レ
ベ
ル
に
直

接
介
入
す
る
こ
と
で
、「
価
値
あ
る
」
遺
伝
子
を
増
や
す
と
い
う
「
改
良
」
が
、
遺

伝
学
者
た
ち
の
視
野
に
入
り
始
め
て
い
た
兆
候
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
世
界
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
大
規
模
に
、
徹
底

的
に
行
わ
れ
た
断
種
が
、
戦
後
の
人
類
遺
伝
学
の
分
野
に
お
い
て
徐
々
に
重
要
性
を

失
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
後
の
遺
伝
子
操
作
へ
と
つ
な
が
る
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で

の
「
改
良
」
が
、
議
論
の
俎
上
に
の
っ
て
き
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
５　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
遺
伝
学
者
の

断
種
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
そ
の
位
置
づ
け
を
中
心
と
し
て
、
検
討
し
て
き
た
。
本
稿

で
扱
っ
た
遺
伝
学
者
た
ち
の
言
説
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代

と
い
う
時
期
は
、
旧
来
型
の
優
生
学
と
、
学
問
の
進
歩
に
よ
る
新
た
な
生
体
管
理
観

の
せ
め
ぎ
合
い
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時

期
、
人
類
遺
伝
学
が
誕
生
し
、
人
間
の
身
体
を
さ
ら
に
微
細
な
次
元
で
把
握
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
関
連
す
る
研
究
の
進
展
は
、
国
際
的
に
も
目
覚
ま

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
生
命
の
価
値
づ
け
に
基
づ
い
て
、「
質
の

悪
い
」
身
体
や
遺
伝
子
を
減
ら
し
、「
質
の
良
い
」
そ
れ
を
増
や
そ
う
と
い
う
考
え
は
、

戦
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
そ
の
動
機
と
な
る
危
機
感
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
は
、
研
究
が
進
展
す
る
一
方
で
、
そ
こ
で
活
動
す
る
研
究
者
と
、
彼
ら
の
持
つ
思

想
は
戦
前
の
ま
ま
と
い
う
、
あ
る
種
の
乖
離
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
遺
伝
学
的
に
管
理
し
よ
う
と
す
る
対
象
が
、

個
人
の
身
体
、
つ
ま
り
「
個
体
」
か
ら
、「
遺
伝
子
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ナ
ハ
ツ
ハ
イ
ム
が
、「
個
人
の
衛
生
よ
り
、
遺
伝
衛
生
を
」
と
主
張

し
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
身
体
的
特
性
を
規
定
す
る
「
遺

伝
子
」
の
実
態
が
わ
か
り
始
め
た
こ
と
で
、
個
々
人
の
身
体
と
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ

る
病
気
や
症
状
を
治
療
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
全
体
の
「
遺
伝
子
」
に
、
注
目
が

集
中
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
遺
伝
学
的
な
生
体
管
理
の
対
象
が
、
よ
り
細
分
化
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
個
人
の
身
体
で

は
な
く
、
遺
伝
子
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
介
入
す
る
技
術
が
発
展
し
始
め
て
い
た
。
こ
の

技
術
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
論
文
か
ら
は
、
人
体
の
「
改
良
」
を
目
指
す
、
新
た

な
「
生
体
管
理
」
の
萌
芽
の
一
端
が
見
て
と
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
遺
伝
子

工
学
や
遺
伝
子
組
み
換
え
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
り
、
遺
伝
情
報
の
把
握
が
、

出
生
前
診
断
と
い
う
形
で
胎
児
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
対
象
範
囲
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
と
い
う
時
期
は
ま
さ
に
、
人
体
に
介
入
す
る

方
策
が
増
え
た
こ
と
で
、
戦
前
か
ら
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
遺
伝
病
の
予
防
」
か
ら
、

も
っ
と
積
極
的
な
「
改
良
」
へ
と
、
生
体
管
理
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
の

過
渡
期
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
に
遺
伝
子
技
術
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
国
民

の
身
体
に
対
す
る
遺
伝
学
者
た
ち
の
ま
な
ざ
し
が
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
を
考
察
す
る
こ
と
で
、こ
う
し
た
「
予
防
」

か
ら
「
改
良
」
へ
の
架
橋
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
が
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】

本
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
：

JP18J00869

）
に
よ
る
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一
九
世
紀
後
半
に
原
因
と
な
る
細
菌
が
特
定
さ
れ
た
感
染
症
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
」

が
あ
る
。
古
く
は
「
ら
い
病
」
と
恐
れ
ら
れ
、
古
来
よ
り
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
患
者

に
対
す
る
差
別
や
迫
害
の
歴
史
を
も
つ
こ
の
病
気）

4
（

は
、（
も
は
や
「
天
罰
」
な
ど
と

い
っ
た
漠
た
る
も
の
に
原
因
を
帰
す
の
で
は
な
く
）
近
代
科
学
の
名
の
も
と
「
正
し

く
恐
れ
る
」
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
実
際
は
、一
九
四
〇
年
代
に
特
効
薬
（
プ
ロ
ミ
ン
）
が
開
発
さ
れ
る
ま
で
、

人
類
は
患
者
を
隔
離
す
る
こ
と
で
し
か
、
こ
の
病
に
対
処
す
る
方
策
を
知
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
ま
で
神
仏
に
よ
る
「
劫
罰
」
と
も
「
天
恵
」
と
も
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
の

病
は
、
近
代
細
菌
学
に
よ
っ
て
絶
対
的
「
異
常
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
。
患
者
は
近

代
以
前
と
同
様
、
自
ら
住
む
共
同
体
か
ら
隔
離
さ
れ
た
が
、
今
度
は
そ
う
し
た
措
置

が
「
科
学
的
に
正
し
い
こ
と
」
と
し
て
人
々
に
承
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
ヶ
所
に

収
容
さ
れ
る
患
者
は
新
た
な
差
別
と
偏
見
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

5
（

。

こ
う
し
た
差
別
や
偏
見
が
、
特
効
薬
が
開
発
さ
れ
た
後
も
な
お
、
一
般
市
民
は

言
う
に
及
ば
ず
、
医
療
従
事
者
の
眼
を
も
曇
ら
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
我
が
国
の

ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史）

6
（

を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

一
八
八
四
年
に
始
ま
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
敗
北
で
終
了
し
た
ド
イ
ツ

の
植
民
地
統
治
に
お
い
て
も
、
対
策
の
中
心
は
や
は
り
患
者
の
隔
離
で
あ
っ
た
。
植

民
地
統
治
機
構
が
脆
弱
な
中
で
、
対
策
は
徹
底
さ
を
欠
く
が
、
そ
こ
で
「
な
さ
れ
た

こ
と
」
あ
る
い
は
「
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
」「
思
考
さ
れ
た
こ
と
」
を
検
証
す

る
こ
と
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
自
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
病
気
が
広
く
植

民
地
主
義
や
帝
国
主
義
一
般
の
文
脈
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
も
、

有
益
な
示
唆
を
与
え
る
に
違
い
な
い）

7
（

。

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
、
ド
イ
ツ
領
ア
フ
リ
カ
植
民
地
で
と

ら
れ
た
感
染
症
対
策
、
と
り
わ
け
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
収
容
と
隔
離
の
歴
史
を
概
観

し
な
が
ら
、植
民
地
社
会
に
お
け
る「
生
体
管
理
」の
あ
り
方
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
、
顕
微
鏡
の
改
良
に
伴
い
、
研
究
分
野
と
し
て
急
速
な
発
展
と
制

度
化
を
遂
げ
た
細
菌
学
は
、
感
染
症
の
原
因
を
微
小
生
物
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
感

染
や
発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
「
可
視
化
」
に
成
功
し
た）

1
（

。
す
る
と
医
学
に
は
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
何
ら
か
の
形
で
遮
断
し
、
感
染
症
の
拡
大
を
未
然
に
防
ぐ
予
防
策
を
講

じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
感
染
者
の
体
内
か
ら
原
因
微
生
物
を
薬
剤

で
除
去
す
る
に
せ
よ
、健
康
体
に
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
抗
体
の
生
成
を
促
す
に
せ
よ
、

あ
る
い
は
病
原
微
生
物
の
中
間
宿
主
（
マ
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ア
ノ
フ
ェ
レ
ス
蚊
や
ト

リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
に
お
け
る
ツ
ェ
ツ
ェ
バ
エ）

2
（

な
ど
）
を
駆
除
す
る
に
せ
よ
、
目
指
す

は
そ
れ
以
上
感
染
者
を
増
や
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
代
医
学
は
こ
う
し
た
こ
と
に
い
つ
も
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
何

か
し
ら
の
理
由
で
病
因
微
生
物
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
失
敗
し
た
場
合
、行
政
や
警
察
、

と
き
に
は
軍
隊
も
動
員
し
患
者
を
収
容
、
隔
離
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
で
も

感
染
症
の
封
じ
込
め
が
で
き
な
い
と
き
は
、
感
染
者
と
非
感
染
者
の
区
別
な
く
人
々

の
移
動
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
医
学
的
な
知
見
は
、
政
治
権
力

と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
強
制
力
を
持
っ
た
「（
検
疫
）
政
策
」
と
な
っ
て
立
ち
現
れ

る）
3
（

。

　

感
染
症
と
「
生
体
管
理
」

　
　
　

―
ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策

―
磯
部
裕
幸
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こ
の
知
ら
せ
に
ド
イ
ツ
医
学
界
に
動
揺
が
走
る
。す
ぐ
さ
ま
学
界
の
重
鎮
ル
ド
ル
フ
・

ウ
イ
ル
ヒ
ョ
ー
や
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
ら
が
呼
び
か
け
る
形
で
、「
第
一
回
国
際

ら
い
（
ハ
ン
セ
ン
病
）
会
議
」
が
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
（
一
八
九
七
年）
10
（

）。

こ
の
会
議
で
は
、
欧
米
は
も
と
よ
り
日
本
か
ら
も
代
表
者
が
出
席
し
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
で
の
実
践
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
出
席
者
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
病
気
が
伝
染
病

で
あ
る
と
す
る
見
方
を
支
持
し
、
患
者
の
隔
離
が
感
染
を
防
ぐ
「
最
良
の
方
法
」
で

あ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た）
11
（

。

当
時
、
ア
フ
リ
カ
や
南
洋
（
太
平
洋
）
諸
島
に
植
民
地
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ

帝
国
は
、
こ
の
決
議
を
受
け
る
形
で
、
植
民
地
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
を
本
格
化
さ

せ
る
。
メ
ー
メ
ル
で
も
、
収
容
所
へ
の
患
者
の
移
送
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た）
12
（

。
ド

イ
ツ
国
内
、
植
民
地
を
問
わ
ず
、
対
策
の
目
指
す
方
向
は
一
致
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
「
細
菌
学
の
祖
」
で
、
メ
ー
メ
ル
で
の
疫
学
的
調
査
を
指
揮
し
た
コ
ッ
ホ
が
主
張

す
る
よ
う
に
、
こ
の
病
気
が
「
不
治
の
病
」
で
あ
る
以
上
、
患
者
の
完
全
な
隔
離
こ

そ
が
唯
一
の
解
決
策
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る）
13
（

。

で
は
ド
イ
ツ
の
ア
フ
リ
カ
植
民
地
に
お
い
て
、
コ
ッ
ホ
の
打
ち
立
て
た
方
針
は

ど
れ
ほ
ど
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
「
植
民
地
状
況
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

次
節
以
下
で
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　

３　

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
状
況

　

ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
当
地

の
保
健
衛
生
当
局
が
こ
の
疾
病
へ
の
対
処
を
、
決
し
て
「
喫
緊
の
課
題
」
と
は
見
な

さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
患
者
の
容
体
を
急
激
に
悪
化
さ
せ
、
死
に
至
ら

し
め
る
「
熱
帯
病
」（
天
然
痘
・
眠
り
病
・
マ
ラ
リ
ア
・
赤
痢
な
ど
）
に
比
べ
、
病

状
の
進
行
が
緩
慢
な
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
し
、
当
初
植
民
地
行
政
府
は
何
も
行
な
わ
な

　
　
　
　

２　

ハ
ン
セ
ン
病
と
は
何
か

　

ハ
ン
セ
ン
病
と
は
、
抗
酸
菌
の
一
種
で
あ
る
「
ら
い
菌
」
が
皮
疹
や
皮
膚
末
梢
神

経
の
障
害
を
引
き
起
こ
す
感
染
症
で
あ
る
。
初
期
に
は
感
染
部
位
に
白
斑
や
赤
斑
が

見
ら
れ
、症
状
が
進
行
す
る
と
皮
膚
の
顕
著
な
損
傷
や
身
体
の
変
形
な
ど
が
起
き
る
。

た
だ
し
菌
自
体
に
毒
性
は
な
く
、
皮
膚
の
損
傷
は
主
に
他
の
化
膿
細
菌
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
ら
い
菌
」
の
感
染
力
は
非
常
に
微
弱
で
、
増
殖
ス
ピ
ー
ド
も
極

め
て
遅
い
。
し
か
し
上
に
挙
げ
た
「
目
に
見
え
る
」
症
状
に
よ
っ
て
、
古
代
以
来
患

者
に
対
し
て
は
憐
憫
と
差
別
意
識
の
入
り
混
じ
っ
た
視
線
が
注
が
れ
て
き
た）

8
（

。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
字
軍
遠
征
の
混
乱
も
あ
り
、
一
三
世
紀
以
来
こ
の
病
気
の
大

流
行
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
北
欧
地
域
を
除
き
、
一
六
〜
一
七
世
紀
に
入
る
と
患
者

が
激
減
、
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
、
北
欧
諸
国
で
は

近
代
に
入
っ
て
も
症
例
報
告
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

憶
測
が
飛
び
交
っ
た
。
あ
る
者
は
こ
の
病
気
を
「
ミ
ア
ス
マ
（
瘴
気
）」
に
よ
る
も

の
だ
と
し
、
ま
た
別
の
者
は
遺
伝
が
関
係
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

そ
の
よ
う
な
折
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
医
師
ア
ル
マ
ウ
エ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
は
、
患
者

の
皮
膚
か
ら
「
ら
い
菌
」
を
発
見
、
こ
の
病
気
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め

る
。
二
年
後
の
一
八
七
五
年
、
彼
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
か
ら
対
策
責
任
者
に
任
命
さ

れ
、
国
内
患
者
の
隔
離
政
策
を
指
揮
し
た
。
そ
の
結
果
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
そ
れ
ま

で
常
に
三
千
人
近
い
患
者
を
抱
え
て
い
た
の
が
、
そ
の
数
は
一
八
八
六
年
ま
で
に
千

人
以
下
に
減
少
す
る
。
こ
の
病
気
の
感
染
性
は
明
確
と
な
り
、
患
者
隔
離
の
有
用
性

が
医
学
界
の
常
識
と
な
っ
た）

9
（

。

上
述
の
通
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
中
西
欧
に
お
い
て
長
ら
く
消
滅
し
た
も
の
と
思

わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
末
、
ド
イ
ツ
帝
国
領
内
、
プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
の

メ
ー
メ
ル
（
現
リ
ト
ア
ニ
ア
領
ク
ラ
イ
ペ
ダ
）
で
約
三
〇
名
の
患
者
が
発
見
さ
れ
た
。
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か
っ
た
。
植
民
地
医
療
に
対
す
る
予
算
や
人
員
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
至
極
当
然
な
対
応
だ
っ
た
。

　

状
況
に
変
化
が
生
じ
た
の
が
、
上
述
し
た
「
第
一
回
国
際
ら
い
会
議
」
の
開
催
だ

っ
た
。
会
議
の
前
後
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
が
伝
染
性
の
疾
患
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
現
地
に
駐
留
す
る
軍
人
や
ド
イ
ツ
人
移
民
に
患
者
が
出
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
と
、
行
政
府
も
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ
げ
た）
14
（

。

　

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
（
ほ
ぼ
今
日
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
相
当
）
に
お
い
て
、

ハ
ン
セ
ン
病
の
感
染
が
懸
念
さ
れ
た
の
が
、
イ
ン
ド
洋
沿
岸
地
域
や
ニ
ヤ
サ
（
マ
ラ

ウ
イ
）
湖
周
辺
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
の
植
民
地
統
治
開
始
以
来
、
ド
イ
ツ
の
実
効

支
配
が
進
む
に
つ
れ
、
罹
患
状
況
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

東
ア
フ
リ
カ
総
督
府
は
一
八
九
七
年
、
ザ
ン
ジ
バ
ル
島
の
対
岸
に
位
置
す
る
バ
ガ

モ
ヨ
（B

agam
oyo

）、
翌
年
に
沿
岸
南
部
の
キ
ル
ワ
（K

ilw
a

）、
そ
し
て
一
九
〇
一

年
に
は
同
じ
く
沿
岸
南
部
の
リ
ン
デ
ィ
（Lindi

）、
に
「
収
容
所
（Lager

）」
を
設

置
し
た
。

こ
の
う
ち
、
バ
ガ
モ
ヨ
で
は
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
末
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教

団
が
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
た
め
の
収
容
施
設
を
設
置
し
て
い
た
が
、
植
民
地
行
政
府

は
こ
れ
を
閉
鎖
さ
せ
、
公
的
機
関
が
指
導
的
役
割
を
果
た
す
と
い
う
姿
勢
を
鮮
明
に

し
た
。
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
で
は
、
い
ず
れ
も
近
く
を
流
れ
る
川
の
河
口
に
あ
る
離

島
（
中
州
）
に
施
設
を
建
設
し
、
容
易
に
患
者
が
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い

る）
15
（

。

　

こ
れ
ら
三
ヶ
所
の
収
容
所
に
は
、
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
全
土
か
ら
患
者
が
移
送
さ

れ
て
き
た
。
例
え
ば
バ
ガ
モ
ヨ
収
容
所
で
は
、
当
初
一
七
人
の
患
者
が
収
容
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
収
容
者
数
は
平
均
し
て
二
五
名
程
度
に
な
り
、
患
者
の
発
見
と
移
送
が

進
ん
だ
一
九
〇
九
年
以
降
、
百
名
近
い
現
地
住
民
が
収
容
所
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

た）
16
（

。

　

こ
の
急
激
な
収
容
者
数
の
増
加
は
、
コ
ッ
ホ
が
提
唱
し
た
患
者
の
「
一
括
管
理
」

と
い
う
発
想
が
影
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
は
ど
こ
の
出
身
で
あ

る
か
を
一
切
考
慮
さ
れ
ず
、
そ
の
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
ア
ス
カ

リ
」
と
呼
ば
れ
る
現
地
人
兵
士
の
監
視
の
下
、
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。

食
料
は
植
民
地
行
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
た
が
、
患
者
は
家
族
と
の
面
会
を
禁
止

さ
れ
た
。
ま
た
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
で
は
土
地
が
や
せ
て
お
り
耕
作
も
ほ
と
ん
ど
で

き
な
い
。
収
容
所
は
有
刺
鉄
線
や
サ
ボ
テ
ン
（
バ
ガ
モ
ヨ
）、
あ
る
い
は
川
や
海
な

ど
天
然
の
障
害
物
（
キ
ル
ワ
と
リ
ン
デ
ィ
）
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
た
と
え
監
視

の
目
を
潜
り
抜
け
て
も
脱
走
は
難
し
い
。
し
か
も
ド
イ
ツ
人
医
師
は
多
忙
の
た
め
ほ

と
ん
ど
収
容
所
を
訪
れ
な
い
。
患
者
に
で
き
る
の
は
、
た
だ
症
状
の
進
行
を
黙
っ
て

耐
え
忍
ぶ
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

収
容
患
者
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
患
者
の
生
活
コ
ス
ト
が
次
第
に
植
民
地
行
政
府

の
財
政
を
圧
迫
し
始
め
た
。
ま
た
「
ア
ス
カ
リ
」
に
よ
る
監
視
を
潜
り
抜
け
、
脱
走

す
る
患
者
も
増
え
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
植
民
地
支
配
が
内
陸
に
及
ぶ
と
、
さ
ら
な
る

感
染
者
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
た
。

　

早
く
も
一
九
〇
五
年
に
入
る
と
、
植
民
地
行
政
府
は
患
者
の
集
中
一
括
管
理
を
断

念
し
た
。
そ
の
代
わ
り
新
た
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
村
（Lepradorf

）」
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
「
療
養
村
」
は
、
収
容
所
を
分
散
化
す
る
こ
と
で
、
一
ヶ
所

当
た
り
の
患
者
数
を
減
ら
し
、
か
つ
そ
の
患
者
に
農
耕
（
自
給
自
足
）
を
促
す
こ
と

で
、
収
容
所
コ
ス
ト
の
軽
減
を
目
指
し
て
い
た
。

軽
症
患
者
に
は
、
そ
の
た
め
の
営
農
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
患
者
の

住
居
は
、
そ
の
出
身
住
民
集
団
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
、
ま
さ
に
「
自
分
の

村
と
同
じ
よ
う
に
」
生
活
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
患
者
が
希
望
す

れ
ば
、
家
族
と
の
面
会
や
一
時
帰
宅
も
可
能
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
従
来
の
「
絶
対
隔
離
」
で
は
な
く
、
患
者
が
自
発
的
に
「
療
養
村
」
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ン
（N

astin

）」
の
投
与
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
抗
酸
性
ト
レ
プ
ト
ス
ラ
イ
シ
ン

（Treptotricheen / treptothricin

）
か
ら
抽
出
し
た
中
性
脂
肪
で
、
抗
生
物
質
に
使

わ
れ
る
が
、
一
方
で
高
い
毒
性
も
示
す
危
険
な
薬
剤
で
あ
っ
た
。

こ
の
療
養
所
を
担
当
す
る
ド
イ
ツ
人
医
師
が
、
試
験
的
に
五
人
の
患
者
に
投
与

し
た
と
こ
ろ
、
一
人
は
三
回
の
皮
下
注
射
の
後
に
突
然
死
亡
し
、
一
人
は
そ
の
苦
痛

に
耐
え
か
ね
て
脱
走
し
二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た
。
残
り
の
患
者
も
注
射
部
位
に
ひ
ど

い
腫
れ
と
痛
み
が
起
き
、「
苦
痛
の
あ
ま
り
、再
投
薬
を
頑
な
に
拒
む
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
。
こ
の
医
師
は
当
初
の
皮
下
注
射
に
代
え
て
筋
肉
注
射
を
実
行
し
た
が
、
そ

れ
も
効
果
な
く
た
だ
患
者
の
苦
し
み
を
増
や
す
だ
け
だ
っ
た）
22
（

。

こ
の
よ
う
に
東
ア
フ
リ
カ
の
療
養
所
で
は
、
各
地
で
効
果
の
よ
く
分
か
ら
な
い

薬
剤
を
用
い
た
「
人
体
実
験
」
が
、
ド
イ
ツ
が
植
民
地
を
喪
失
す
る
第
一
次
世
界
大

戦
前
夜
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
療
養
村
」
に
お
い
て
は

患
者
に
対
す
る
「
強
制
力
」
の
行
使
が
極
力
回
避
さ
れ
た
た
め
、
投
薬
の
苦
痛
に
耐

え
き
れ
な
い
患
者
が
次
々
と
療
養
所
を
脱
走
し
た
。
し
か
し
、
現
場
の
医
師
た
ち
は

そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
洗
脳
さ
れ
た
「
原
住
民
の
忍
耐
力
の
欠
如
」
と
考
え
て
い

た）
23
（

。
ま
さ
に
「
患
者
フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
掲
げ
て
始
ま
っ
た
「
療
養
村
」
は
、
こ
う
し

た
「
植
民
地
状
況
」
に
至
っ
て
そ
の
馬
脚
を
露
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

ド
イ
ツ
領
ト
ー
ゴ
植
民
地
・
カ
メ
ル
ー
ン
植
民
地
の
状
況

「
絶
対
隔
離
政
策
」
の
挫
折
と
、
家
族
と
の
接
触
や
一
時
帰
宅
お
よ
び
収
容
所
で

の
営
農
を
認
め
る
「
療
養
村
モ
デ
ル
（「
相
対
隔
離
政
策
」）」
の
導
入
は
、
他
の
ド

イ
ツ
植
民
地
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。

ト
ー
ゴ
植
民
地
で
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
本
格
化
し

た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
ト
ー
ゴ
植
民
地
総
督
府
に
勤
務
す
る
医
師
が
、
内
陸
部
で
行

へ
入
所
す
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
目
指
さ
れ
た
。
い
わ
ば
「
相
対
隔
離
政
策
」
へ

の
転
換
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
以
前
、
植
民
地
行
政
府
に
よ
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
か

ら
締
め
出
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
に
も
、
積
極
的
な
参
加
が
呼
び
か
け
ら
れ

た）
17
（

。
一
九
〇
七
年
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
「
療
養
村
」
一
一
ヶ
所
の
う
ち
、
実
に
八
ヶ

所
が
宣
教
団
の
拠
点
近
く
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
運
営
は
公
費
で
賄
わ
れ

た
が
、
施
設
の
運
用
や
患
者
の
ケ
ア
は
宣
教
師
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た）
18
（

。「
療

養
村
」
は
一
九
一
二
年
ま
で
に
植
民
地
全
体
で
四
八
ヶ
所
が
設
置
さ
れ
、
入
所
者
は

三
千
八
百
人
に
の
ぼ
っ
た）
19
（

。

患
者
の
信
頼
を
つ
な
ぎ
止
め
、「
療
養
村
」
の
試
み
を
成
功
さ
せ
る
た
め
は
、
近

代
医
学
が
彼
ら
を
「
治
療
」
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
特
効
薬
が
開
発
さ
れ
る
の
は
一
九
四
〇

年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
現
場
の
医
師
た
ち
は
、
効
き
目
も
分
か
ら
な
い
既
存
薬
を
手

あ
た
り
次
第
患
者
に
投
与
し
、
何
と
か
効
果
の
あ
る
化
学
物
質
を
探
そ
う
と
し
て
い

た
。そ

の
中
で
も
最
も
多
く
投
与
さ
れ
た
の
が
、「
大
風
子
油
」
と
呼
ば
れ
た
「
チ
ャ

ウ
ル
ム
ー
グ
ラ
油
（C

haulm
oograöl

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
植
物
の
種
子
（
大
風
子
）

の
種
皮
を
除
去
し
て
か
ら
圧
搾
し
た
脂
肪
油
で
、人
体
に
筋
肉
注
射
で
投
与
す
る
際
、

そ
の
部
位
が
化
膿
す
る
な
ど
激
し
い
副
作
用
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
薬
剤
は
期
待
さ
れ
た
治
療
成
績
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）
20
（

。

宣
教
団
の
診
療
所
で
も
、
医
師
の
資
格
を
持
つ
宣
教
師
が
、
患
者
に
「
ヨ
ー
ド

フ
ォ
ル
ム
（Jodform

）」（
＝
ト
リ
ヨ
ー
ド
メ
タ
ン
。
防
腐
剤
や
消
毒
薬
に
使
用
）

を
注
射
し
た
と
こ
ろ
、
患
者
に
「
と
て
つ
も
な
い
痛
み
を
引
き
起
こ
し
た
」
と
い

う）
21
（

。
結
局
さ
ら
な
る
投
薬
実
験
の
結
果
、
効
果
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
使
用
中
止
に

追
い
込
ま
れ
た
。

バ
ガ
モ
ヨ
の
療
養
所
で
は
、
一
九
〇
七
年
九
月
頃
か
ら
新
薬
「
ナ
ス
チ
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な
っ
た
調
査
だ
っ
た
。
そ
の
医
師
が
二
四
の
集
落
を
訪
れ
、
そ
こ
で
住
民
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
百
人
も
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
医
師
は
、

自
分
が
管
轄
す
る
地
域
（
内
陸
部
の
ミ
サ
ホ
ー
ヘ
地
区
）
で
は
、
恐
ら
く
千
人
も
の

患
者
が
い
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
た
た
め
、
総
督
府
内
部
で
は
収
容
所
を
設
置
す
る
計

画
が
浮
上
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
収
容
所
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
メ
の
植
民
地
総
督
府
の
意
見

は
容
易
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
医
師
は
「
絶
対
隔
離
政
策
」
を
実
現
す
る
べ
く
、

収
容
所
は
管
理
の
し
や
す
い
ロ
メ
近
郊
の
海
上
島
に
建
設
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し

た
。
そ
の
一
方
で
植
民
地
行
政
官
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
ト
ー
ゴ
植
民
地
に

は
存
在
せ
ず
、
ま
た
多
数
の
患
者
を
一
括
管
理
す
る
予
算
や
人
員
は
充
当
で
き
な
い

と
し
て
反
対
し
た
。

植
民
地
支
配
を
安
定
化
さ
せ
、
現
地
社
会
の
治
安
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
行

政
官
に
と
っ
て
、
強
制
力
を
伴
う
隔
離
政
策
は
現
地
住
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
ば

か
り
か
、
彼
ら
が
患
者
を
隠
匿
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る）
24
（

。

結
局
、
医
師
と
行
政
官
双
方
の
意
見
を
折
衷
す
る
形
で
、
バ
ギ
ダ
（B

agida / 

B
aguida

）
に
「
療
養
村
」
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
督
府
の
あ
る
ロ
メ
に

も
近
く
、か
つ
三
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
お
よ
ぶ
営
農
エ
リ
ア
を
備
え
た
収
容
施
設
は
、

東
ア
フ
リ
カ
と
同
様
に
患
者
を
出
身
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
「
村
落
」
に
収

容
す
る
こ
と
と
し
、
患
者
は
「
故
郷
の
村
（H

eim
atdorf

）」
の
雰
囲
気
を
感
じ
ら

れ
る
と
し
た
。

ま
た
営
農
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
耕
作
で
、
食
料
は
充
分
に
手
に
入
る
も
の
と
さ

れ
、
余
剰
農
産
物
は
重
症
患
者
に
販
売
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
患
者
に

付
添
人
を
認
め
、
入
所
者
に
は
タ
オ
ル
、
マ
ッ
ト
、
毛
布
や
蚊
帳
な
ど
が
支
給
さ
れ

た
。
労
働
不
能
の
重
症
者
に
は
、
食
料
（
ま
た
は
食
費
）
が
支
給
さ
れ
た）
25
（

。

し
か
し
一
九
〇
六
年
に
運
用
が
始
ま
る
と
、
バ
ギ
ダ
の
収
容
所
も
東
ア
フ
リ
カ

と
同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
。
患
者
の
収
容
は
基
本
的
に
現
地
住
民
の
自
己
申

告
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
が
、
収
容
所
に
集
め
ら
れ
る
の
は
手
足
の
自
由
が
き
か
な
い

重
症
患
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
労
働
可
能
な
軽
症
者
が
、
自
ら
進
ん
で
収
容
所
に
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

時
折
、
行
政
府
の
命
令
で
軽
症
患
者
が
移
送
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
数
日
で

脱
走
し
て
し
ま
う
。
実
際
に
一
九
〇
七
年
三
月
末
の
段
階
で
、
定
員
二
百
名
の
「
療

養
村
」
に
収
容
さ
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一
三
人
で
あ
っ
た
。
翌
〇
八
年
に
収
容
者
は

四
〇
名
に
増
え
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
に
な
る
と
再
び
一
〇
人
台
に
減
少
し
た
。

そ
し
て
ト
ー
ゴ
植
民
地
で
は
こ
の
あ
と
、
医
療
関
係
者
の
関
心
が
天
然
痘
や
眠
り
病

に
向
か
い
、
彼
ら
が
執
筆
し
本
国
へ
提
出
さ
れ
る
医
事
報
告
書
に
は
、
ハ
ン
セ
ン
病

の
名
前
が
ほ
と
ん
ど
出
な
く
な
っ
た
。
東
ア
フ
リ
カ
と
同
様
に
ト
ー
ゴ
で
も
、
収
容

所
で
は
重
症
患
者
に
対
す
る
（
実
験
的
な
）
投
薬
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
統
治
下
で
ハ
ン

セ
ン
病
は
ま
さ
に
「
顧
み
ら
れ
な
い
熱
帯
病
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る）
26
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
植
民
地
に
お
い
て
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
〇
二

年
に
総
督
府
医
師
ハ
ン
ス
・
ツ
ィ
ー
マ
ン
が
書
い
た
報
告
書
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
カ
メ
ル
ー
ン
で
は
病
気
が
沿
岸
部
か
ら
内
陸
部
に
向
か
っ
て
蔓
延

し
て
お
り
、
早
急
な
対
応
が
必
要
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
植
民
地
総
督
府
内
部
で
検
討

し
た
結
果
、
沿
岸
部
最
大
の
経
済
都
市
ド
ゥ
ア
ラ
（D

uala / D
ouala

）、
内
陸
部
ヤ

ウ
ン
デ
（Jaunde / Yaoundé

）、
内
陸
北
部
の
ガ
ル
ア
（G

arua / G
aroua

）
の
三
ヶ

所
に
対
策
の
拠
点
を
つ
く
り
、
全
土
か
ら
患
者
を
集
め
、
集
中
的
に
管
理
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
ド
ゥ
ア
ラ
で
は
、
一
九
〇
二
〜
〇
三
年
に
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
二
五
名

が
見
つ
か
り
、
直
線
距
離
で
約
一
五
キ
ロ
離
れ
た
マ
ノ
ー
カ
（M

anoka

）
に
隔
離

施
設
を
建
設
し
た
。
こ
の
収
容
所
は
、
ち
ょ
う
ど
岬
の
先
端
に
位
置
し
て
お
り
、
陸
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軍
医
大
尉
で
こ
の
地
域
を
管
轄
す
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、

ハ
ン
セ
ン
病
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
欧
米
に
お
け
る
最
新
の
医
学
的
知
見
を
熱

心
に
研
究
し
て
い
た
。
彼
は
、
一
九
〇
九
年
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ベ
ル
ゲ
ン
で
開
か
れ
た

「
第
二
回
国
際
ら
い
会
議
」
の
議
論）
30
（

か
ら
、「
ら
い
菌
」
の
感
染
力
が
当
初
恐
れ
ら
れ

て
い
た
ほ
ど
強
く
な
い
と
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、「
相
対
隔
離
」
の
方
針
を
取
り
、
計
画
の
段
階
か

ら
営
農
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
入
所
患
者
の
自
立
を
図
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
内
陸

で
ド
イ
ツ
人
行
政
官
の
数
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
施
設
の
管
理
は
入
所
者
自
身
に

任
せ
た
。
他
方
で
、こ
の
病
気
が
伝
染
性
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、収
容
所
の
周
囲
（
約

二
キ
ロ
）
を
柵
で
囲
ん
だ
。
ま
た
入
所
者
に
は
ナ
ス
チ
ン
が
投
与
さ
れ
、
薬
効
が
検

証
さ
れ
た
。

収
容
所
の
運
営
費
は
年
間
六
千
マ
ル
ク
に
の
ぼ
っ
た
が
、
総
督
府
（
ブ
エ
ア
）

は
そ
の
負
担
を
拒
否
し
た
た
め
、
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
管
轄
下
に
住
む
住
民
す
べ
て

に
「
ら
い
病
税
（Leprasteuer

）」
を
課
し
て
費
用
を
捻
出
し
た
。
他
の
収
容
所
で

も
「
首
長
」
と
呼
ば
れ
る
現
地
指
導
層
に
金
銭
的
負
担
を
求
め
た
例
は
あ
っ
た
が
、

周
辺
住
民
す
べ
て
に
課
税
す
る
の
は
極
め
て
珍
し
い
。

こ
う
し
た
政
策
に
は
、
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
の
あ
る
「
戦
略
」
が
あ
っ
た
。
従
来

収
容
所
の
運
営
費
や
収
容
患
者
の
生
活
費
は
、
そ
の
患
者
が
属
す
る
「
出
身
グ
ル
ー

プ
」
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
各
集
落
が
金
銭
的
な

負
担
を
嫌
っ
て
「
身
内
」
の
患
者
を
隠
匿
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は

病
気
の
蔓
延
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
は
、
自
ら
が
管
轄
す
る

地
区
す
べ
て
の
住
民
か
ら
税
負
担
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
運
営
方
法
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
か
ら
「
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
・
シ
ス
テ
ム
」

と
呼
ば
れ
た）
31
（

。
た
だ
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
は
、「
首
長
」
層
だ
け
で
は
な

く
一
般
住
民
と
の
信
頼
関
係
醸
成
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
は
多
分
に
マ
ン
ス
フ
ェ
ル

上
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
極
め
て
困
難
な
位
置
に
あ
っ
た
。
建
設
費
用
は
、
ド
ゥ
ア
ラ

の
現
地
人
指
導
者
（「
首
長
（H

äuptlinge

）」）
た
ち
と
協
議
し
た
結
果
、
彼
ら
が
全

額
（
六
千
マ
ル
ク
）
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ツ
ィ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
地

住
民
も
ハ
ン
セ
ン
病
の
脅
威
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う）
27
（

。

そ
の
後
、
ド
ゥ
ア
ラ
近
郊
で
は
患
者
が
多
数
発
見
さ
れ
た
た
め
、
全
員
を
マ
ノ

ー
カ
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
〇
九
年
、
ド
ゥ
ア
ラ
の

西
方
、
ギ
ニ
ア
湾
に
浮
か
ぶ
モ
ン
ド
レ
島
（Insel M

ondoleh

）
に
新
た
な
収
容
所

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
は
離
島
と
い
う
自
然
環
境
を
利
用
し
て
、
患
者
の
完
全
な
隔

離
を
目
指
し
た
が
、
同
時
に
畑
作
や
自
生
す
る
ヤ
シ
の
実
の
収
穫
、
家
畜
の
飼
育
を

通
じ
て
彼
ら
が
自
立
で
き
る
よ
う
計
画
さ
れ
た）
28
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
実
効
支
配
が
内
陸
地
域
に
も
お
よ
ぶ
と
、
ツ

ィ
ー
マ
ン
の
懸
念
し
た
通
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
で

一
九
一
〇
年
末
ま
で
に
、
ヤ
ウ
ン
デ
、
エ
ボ
ロ
ワ
（Ebolow

a

）、
ガ
ル
ア
に
も
収

容
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
く
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団

の
活
動
が
活
発
で
な
い
上
に
、
ド
イ
ツ
統
治
の
日
が
浅
く
治
安
維
持
に
も
不
安
が
残

っ
た
。
そ
こ
で
行
政
当
局
は
、
こ
れ
ら
三
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
る
収
容
所
を
「
開
放
的

な
村
落
」
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

入
所
者
の
生
活
コ
ス
ト
は
、
そ
の
人
が
所
属
す
る
住
民
集
団
の
「
首
長
」
が
負

担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
軽
症
患
者
は
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ピ
ー
ナ

ッ
ツ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
栽
培
し
て
、
で
き
る
限
り
自
給
自
足
の
生
活
を
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
配
慮
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
当
初
こ
の
三
収
容
所
に

は
、
合
わ
せ
て
二
百
人
近
い
患
者
が
入
所
し
た）
29
（

。

さ
ら
に
内
陸
部
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
植
民
地
と
の
境
界
に
近
い

オ
シ
デ
ィ
ン
ゲ
（O

ssidinge

。
現
マ
ン
フ
ェ
（M

am
fé

））
に
も
、
患
者
の
増
加
に

よ
り
収
容
所
が
置
か
れ
た
（
一
九
一
〇
年
）。
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ト
の
政
治
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
カ
メ
ル
ー
ン
全
土
で
一
般
化
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
が
、
現
地
住

民
か
ら
ほ
と
ん
ど
信
頼
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
最
も
地
理

的
に
隔
絶
さ
れ
た
モ
ン
ド
レ
島
の
施
設
で
さ
え
、
軽
症
患
者
は
地
元
住
民
の
船
を
借

り
て
ま
で
脱
走
し
た
。
他
の
収
容
所
も
患
者
の
度
重
な
る
逃
亡
に
よ
っ
て
、
重
症
患

者
し
か
残
ら
な
い
事
態
に
な
っ
た）
32
（

。
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
は
こ
こ
で
も
、
予
算
と
人
員

不
足
に
よ
っ
て
生
じ
る
医
療
政
策
の
ほ
こ
ろ
び
を
突
く
形
で
、
現
地
住
民
は
巧
み
に

植
民
者
た
ち
を
翻
弄
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
５　
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
」
な
も
の
の
重
要
性

―
む
す
び
に
か
え
て

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
を
例
に
、
現
地
に
お
け

る
「
生
体
管
理
」
の
あ
り
方
を
考
え
て
き
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、

ア
フ
リ
カ
（
ま
た
は
「
熱
帯
世
界
一
般
」）
は
、
そ
の
地
理
、
気
候
、
動
植
物
、
そ

し
て
病
気
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
住
む
人
間
さ
え
も
、
近
代
「
文
明
＝
主
体
」
に
よ
っ

て
支
配
（
克
服
）
さ
れ
る
べ
き
「
自
然
＝
客
体
」
で
あ
っ
た
。「
植
民
地
支
配
」
と
は
、

「
文
明
」
の
足
下
に
あ
ら
ゆ
る
「
自
然
」
を
屈
服
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
の
現
地
住
民
は
決
し
て
物
言
わ
ぬ
「
受
動
的
存
在
」
で
は

な
い
。
彼
ら
は
支
配
者
の
都
合
に
唯
々
諾
々
と
従
う
「
管
理
さ
れ
る
だ
け
の
身
体
」

で
は
な
い
。
自
ら
意
志
を
持
っ
た
「
生
け
る
身
体
」
で
あ
る
。
支
配
す
る
側
と
さ
れ

る
側
の
こ
の
認
識
の
ズ
レ
こ
そ
が
、
植
民
地
医
療
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
心
に
あ
る
。

「
ア
フ
リ
カ
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
「
文
明
」
が
考
え
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
か

っ
た
。「
文
明
」
の
側
が
、そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
を
置
き
去
り
に
し
て
一
方
的
に
「
療

養
村
」
の
構
想
を
策
定
し
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
独
善
的
な
「
ま
が
い
物
」
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
植
民
地
医
療
の
「
失
敗
」
の
原
因
が
、
植
民
地
支

配
と
い
う
「
特
殊
状
況
」
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
医
学
そ
の
も
の
の
営
み
に

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
往
々
に
し
て
前
者
の
立
場
、す
な
わ
ち
医
療
そ
れ
自
体
は
「
善
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
る
の
は
、
実
行
に
移
す
際
の
「
や
り
方
」、
つ
ま
り
当
事
者
に

課
さ
れ
た
物
質
的
、
精
神
的
な
「
制
約
」
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
前
提

に
立
つ
こ
と
が
多
い
。
植
民
地
医
療
に
お
け
る
非
人
道
性
を
、
い
わ
ば
植
民
地
主
義

の
非
人
道
性
と
同
一
視
す
る
立
場
で
あ
る
。

確
か
に
植
民
地
主
義
が
は
び
こ
っ
て
い
た
百
年
前
の
世
界
よ
り
も
、
そ
れ
を
許

さ
な
い
今
日
の
方
が
「
善
」
の
実
現
可
能
性
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
し
、
医
療
の
技

術
的
進
歩
は
、
過
去
の
制
約
を
除
去
す
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
は
「
善
」
の
増
大
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
に
回
収
さ
れ
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
様
な
主
張
は
、
恐
ら
く
百
年
前
と
現
在
と
の
「
断
絶
」
を
強
調
し
、
自
分

た
ち
は
植
民
地
主
義
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
装
う
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
す

る
反
論
は
、
有
名
な
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
警
鐘
に
言
及
す
る
だ
け
で
充
分
で

あ
る
。﹇

…
﹈
こ
う
し
た
文
化
発
展
の
最
後
に
現
わ
れ
る
「
末
人
た
ち
」﹇
…
﹈
に
と

っ
て
は
、
次
の
言
葉
が
真
理
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
精
神
の
な
い
専

門
人
、
心
情
の
な
い
享
楽
人
。
こ
の
無
の
も
の
は
、
人
間
性
の
か
つ
て
達
し

た
こ
と
の
な
い
段
階
に
ま
で
す
で
に
登
り
つ
め
た
、
と
自
惚
れ
る
だ
ろ
う
」

と）
33
（

。
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植
民
地
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
診
断
す
る
医
師
と
診
察
さ
れ
る
患
者
と
の
「
認

識
の
齟
齬
」、「
身
体
管
理
」
を
め
ぐ
る
「
理
解
の
地
平
」
の
欠
如
は
、
決
し
て
我
々

と
無
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
公
式
な
植
民
地
支
配
」
が
消
滅
し
た
現

代
の
世
界
に
も
残
る
、
医
療
を
め
ぐ
る
我
々
の
葛
藤
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お
い
て
、
植
民
地
の
歴
史
は
た
し
か
に
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
」

も
の
だ
っ
た）
34
（

。
そ
れ
は
一
九
世
紀
末
に
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
、
そ
し
て
第
一
次
世
界

大
戦
の
敗
北
で
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
を
迎
え
た
。
植
民
地
統
治
の
基
盤
が
弱
い
中
で

な
さ
れ
る
医
療
は
、
予
算
も
人
員
も
貧
弱
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
失
敗
の
歴
史
」

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
植
民
地
支
配
で
す
ら
、
あ
る
い

は
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
た
植
民
地
医
療
の
営
み
で
す
ら
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
監
獄

の
誕
生）
35
（

」
に
と
っ
て
充
分
す
ぎ
る
養
分
を
供
給
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

注

（
1
） 

ピ
エ
ー
ル
・
ダ
ル
モ
ン
（
寺
田
光
徳
・
田
川
光
照
訳
）『
人
と
細
菌

―
一
七
〜

二
〇
世
紀
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
ポ
ー
ル
・
ド
・
ク
ラ
イ
フ
（
秋
元
寿
恵

夫
訳
）『
微
生
物
の
狩
人
（
上
・
下
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
。

（
2
） 

マ
ラ
リ
ア
や
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
（
眠
り
病
）
と
中
間
宿
主
の
関
係
を
扱
っ
た
も

の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。
飯
島
渉
『
マ
ラ
リ
ア
と
帝
国

―
植
民
地

医
学
と
東
ア
ジ
ア
の
広
域
秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
。
磯
部
裕
幸

『
ア
フ
リ
カ
眠
り
病
と
ド
イ
ツ
植
民
地
主
義

―
熱
帯
医
学
に
よ
る
感
染
症
制
圧

の
夢
と
現
実
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 

こ
の
問
題
を
帝
国
主
義
や
植
民
地
主
義
の
文
脈
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
以
下
を

参
照
。
見
市
雅
俊
・
斎
藤
修
・
脇
村
孝
平
・
飯
島
渉
（
編
）『
疾
病
・
開
発
・
帝

国
医
療

―
ア
ジ
ア
に
お
け
る
病
気
と
医
療
の
歴
史
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
。

（
4
） T. S. M

iller / J. W
. N

esbitt, W
alking C

orps: Leprosy in Byzantium
 and the 

M
edieval W

est, Ithaca 2014.　

藤
野
豊
（
編
）『
歴
史
の
な
か
の
「
癩
者
」』
ゆ
み

る
出
版
、
一
九
九
六
年
。
尤
も
古
代
・
中
世
に
お
け
る
「
差
別
」
が
、
近
代
に
お

け
る
そ
れ
と
同
じ
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
究
が
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
こ
の
病
気
を
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
表

記
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
ら
い
病
」
と
さ
れ
る
病
気
が
、
前
近
代
に
お
い
て

は
ア
ル
マ
ウ
エ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
の
同
定
し
た
菌
に
よ
ら
な
い
も
の
も
含
む
こ
と
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。

（
5
） 

田
中
等
『
ハ
ン
セ
ン
病
の
社
会
史

―
日
本
「
近
代
」
解
体
の
た
め
に
』
彩
流

社
、
二
〇
一
七
年
、
四
五
頁
。

（
6
） 

日
本
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
差
別
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
数
多
く
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
。
澤
野
雅
樹
『
癩
者
の
生

―
文
明
開
化
の
条
件
と
し

て
の
』
青
弓
社
、
一
九
九
四
年
。
畑
谷
史
代
『
差
別
と
ハ
ン
セ
ン
病

―
「
柊
の

垣
根
」
は
い
ま
も
』
平
凡
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。
藤
野
豊
『
ハ
ン
セ
ン
病

と
戦
後
民
主
主
義

―
な
ぜ
隔
離
は
強
化
さ
れ
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六

年
。
無
ら
い
県
運
動
研
究
会
（
編
）『
ハ
ン
セ
ン
病
絶
対
隔
離
政
策
と
日
本
社
会

―
無
ら
い
県
運
動
の
研
究
』
六
花
出
版
、
二
〇
一
四
年
。
藤
野
豊
『
日
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
医
療

―
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
実
証
的
研
究
』
岩
波
オ
ン
デ
マ
ン
ド

ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
五
年
。
田
中
等
『
ハ
ン
セ
ン
病
の
社
会
史
』。
さ
ら
に
、
ハ

ン
セ
ン
病
の
歴
史
に
関
す
る
膨
大
な
文
献
を
整
理
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下

を
参
照
。
佐
藤
健
太
ほ
か
『
ハ
ン
セ
ン
病
を
学
ぶ
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

―
ハ

ン
セ
ン
病
は
「
人
間
と
は
何
か
」
を
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
て
い
る
病
で
あ
る
』

紀
伊
国
屋
書
店
新
宿
南
店
「
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
」
用
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
二
〇
一
六
年
。

（
7
） 

ハ
ン
セ
ン
病
と
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
以
下
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を
参
照
。R

. Edm
ond, Leprosy and Em

pire: A M
edical and C

ultural H
istory, 

C
am

bridge 2006. M
. J. M

oran, C
olonizing Leprosy: Im

perialism
 and the 

Politics of Public H
ealth in the U

nited States, C
hapel H

ill 2007.

（
8
） 

神
美
知
宏
・
藤
野
豊
・
牧
野
正
直
『
知
っ
て
い
ま
す
か
？
ハ
ン
セ
ン
病
と
人
権

―
一
問
一
答
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
七‒

一
八
頁
。

（
9
） 

犀
川
一
夫
・
森
修
一
・
石
井
則
久
『
世
界
ハ
ン
セ
ン
病
疫
病
史

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
中
心
と
し
て
』
皓
星
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
六
頁
以
下
。

（
10
） 

森
修
一
「
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史
と
現
状

―
日
本
と
世
界
」『
日
本
ハ
ン
セ

ン
病
学
会
雑
誌
』
八
七
（
二
〇
一
八
年
）、
七
三‒

九
〇
頁
と
く
に
七
六
頁
。
ま

た
以
下
も
参
照
。
森
修
一
・
石
井
則
久
「
ハ
ン
セ
ン
病
と
医
学
Ⅱ

―
絶
対
隔
離

政
策
の
進
展
と
確
立
」『
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
学
会
雑
誌
』
七
六
（
二
〇
〇
七
年
）、

二
九‒

六
五
頁
。

（
11
） E. M

uir, First C
ongress of the International Leprosy A

ssociation: Fourth 

International Leprosy A
ssociation, in: International Journal of Leprosy vol. 

5-N
o. 1 (1937), S. 87-91, hier, S. 88. 

（
12
） 

メ
ー
メ
ル
の
収
容
所
が
運
用
を
開
始
し
た
の
は
一
八
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。M

. 

K
irchner, D

ie in D
eutschland und den Schutzgebieten seit 1897 ergriffenen 

Schutzm
aßregeln gegen die Lepra, in: K

linisches Jahrbuch 22 (1909), S. 1-28, 

hier S. 2.

（
13
） 

コ
ッ
ホ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
実
情
も
調
査
し
、
ハ
ン
セ
ン
の
隔
離
策
も
ま
た
、
徹

底
さ
や
強
制
性
を
欠
い
た
「
手
ぬ
る
い
」
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。R

. K
och, D

ie 

Lepra-Erkrankungen im
 K

reise M
em

el, in: K
linisches Jahrbuch 6 (1897), S. 

239-253.

（
14
） S. H

arflinger, D
ie G

eschichte der Lepraarbeit in O
stafrika: ein Vergleich der 

Entw
icklung in Tanzania, U

ganda und K
enya (D

issertation der U
niversität 

B
onn), 2012, S. 32.

（
15
） W

. U
. Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us D

eutschland 1884-1945, 

Paderborn 1997, S. 319-324. H
arflinger, D

ie G
eschichte der Lepraarbeit in 

O
stafrika, S. 33,

（
16
） O

. Peiper, D
ie B

ekäm
pfung der Lepra in D

eutsch-O
stafrika, in: Archiv für 

Schiffs- und Tropenhygiene 17 (1913), S. 104-105. H
arflinger, D

ie G
eschichte 

der Lepraarbeit in O
stafrika, S. 35.

（
17
） 「
絶
対
隔
離
政
策
」
と
「
相
対
隔
離
政
策
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
森
修

一
「
世
界
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
に
関
す
る
研
究
Ⅰ

―
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
絶
対

隔
離
政
策
の
変
遷
」『
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
学
会
雑
誌
』
八
六
（
二
〇
一
八
年
）、

一
八
九‒

二
一
一
頁
。
な
お
こ
の
論
文
で
も
、「
絶
対
隔
離
」
か
ら
「
相
対
隔
離
」

へ
の
転
換
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
植
民
地
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
団
が
カ
ト
リ
ッ
ク
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
区
別
な
く
活
発
な
布
教
活
動
を
展
開
し
た
。
彼
ら
は
ま

た
医
療
・
介
護
の
分
野
に
も
積
極
的
に
参
入
し
、
一
九
一
二
年
の
段
階
で
領

内
に
二
つ
の
大
規
模
病
院
、
五
つ
の
中
小
規
模
病
院
、
多
数
の
小
規
模
診
療
所

を
設
置
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Eckart, M

edizin und 

K
olonialim

perialism
us, S. 326-336.

（
19
） H

arflinger, D
ie G

eschichte der Lepraarbeit in D
eutsch-O

stafrika, S. 37f.
（
20
） 「
大
風
子
油
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
犀
川
・
森
・
石
井
『
世
界
ハ
ン
セ

ン
病
疫
病
史
』
二
〇
〇‒

二
〇
三
頁
。「
大
風
子
油
」
や
そ
こ
か
ら
抽
出
し
た
物

質
は
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
ハ
ン
セ
ン
病
の
初
期
段
階
で
の
治
療
薬
と
し
て
有
効

だ
と
さ
れ
た
が
、
か
な
り
の
高
い
確
率
で
再
発
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

（
21
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 338,
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（
22
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 338.

（
23
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 339.

（
24
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 152-154.

（
25
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 156f.

（
26
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 157-160. 

「
顧
み
ら
れ
な
い
熱

帯
病
（N

eglected Tropical D
iseases

：
Ｎ
Ｔ
Ｄ
」
に
つ
い
て
は
、
長
崎
大
学
熱

帯
医
学
研
究
所
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w

.tm
.nagasaki-u.ac.jp/m

ultiplex/phase1/ntd.

htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
二
〇
年
三
月
二
三
日
現
在
）。

（
27
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 208f. K

irchner, D
ie in 

D
eutschland und den Schutzgebieten, S. 25f.

（
28
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. .212.

（
29
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 213.

（
30
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
川
﨑
愛
「
空
間
論
か
ら
見
た
日
本
の
ハ
ン

セ
ン
病
史
」『
流
通
経
済
大
学
社
会
学
部
論
叢
』
二
八
（
一
）（
二
〇
一
七
年
）、

四
一‒

五
三
頁
特
に
四
四
頁
以
下
。

（
31
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 213-215.

（
32
） Eckart, M

edizin und K
olonialim

perialism
us, S. 212f.

（
33
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理

と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
三
六
六
頁
。

（
34
） L. H

. G
ann, M

arginal C
olonialism

. The G
erm

an C
ase, in: A

. J. K
noll / L. H

. 

G
ann (H

g.), G
erm

ans in the Tropics: Essays in G
erm

an C
olonial H

istory, 

N
ew

 York 1988, S. 1-17.　

磯
部
裕
幸
「『
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
』

か
ら
『
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
計
画
』
へ

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
植
民
地
の
記
憶
」『
現

代
史
研
究
』
五
六
（
二
〇
一
〇
年
）、
一
九‒

三
四
頁
。

（
35
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）『
監
獄
の
誕
生

―
監
視
と
処
罰
』
新
潮

社
、
一
九
七
七
年
。
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