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ケ
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の
概
念
を
分
析
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1
（

、
フ
ラ
ン
ク
フ

ァ
ー
ト
は
「
私
た
ち
は
何
を
ケ
ア
す
る
か
」
と
い
う
問
い
を
真
理
論
と
倫

理
学
と
は
独
立
の
問
題
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
た）

2
（

。
こ
の
二
つ
の
業
績
が

ケ
ア
を
論
じ
る
た
め
の
堅
固
な
土
台
を
築
い
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な

い
。
と
は
い
え
、
両
者
は
単
発
的
な
業
績
に
と
ど
ま
る
。
ケ
ア
が
倫
理
規

範
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
広
い
射
程
の
研
究
領
域
が
切
り
拓
か
れ
た
の

は
、
一
九
八
〇
年
代
に
登
場
し
た
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
本
稿

の
ケ
ア
概
念
の
理
解
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
、
と
り
わ
け
ケ
ア
の
倫
理
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
ケ
ア
の
倫
理
を
め
ぐ
っ
て
主
題
的
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
の
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
ま
さ
し
く
倫
理
理
論
で
あ
る
ゆ
え

に
、
た
と
え
ば
ギ
リ
ガ
ン
が
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
理
論
を
正
義
の
倫
理
、
み

ず
か
ら
の
理
論
を
ケ
ア
の
倫
理
と
呼
ん
で
対
置
し
た
と
き
の
よ
う
に
、

「
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
論
点
で
あ

り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
た
と
え
ば
ケ
ア
対
正
義
論
争
に
お
け
る
よ
う
に
、

「
倫
理
の
基
礎
を
な
す
規
範
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
論
点
で
あ
り
、
あ

る
い
は
ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
の
論
者
た
ち
の
提
示
す
る
社
会
政
策
論
に
お

け
る
よ
う
に
、「
現
代
の
社
会
よ
り
も
倫
理
的
に
優
れ
た
社
会
を
望
む
と

ケ
ア
関
係
の
構
造
分
析
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て
、
本
稿
の
ケ
ア
概
念
は
ケ
ア
の
倫
理
に
も
と
づ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
本
稿
は
ケ
ア
の
倫
理
の
先
行
研
究
を
整
理
し
て
論
じ
る
も
の
で

は
な
い
。
私
自
身
の
見
解
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
の
そ

の
主
題
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず
は
本
稿
が
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
何
を
受
け
継

い
で
い
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
が
適
切
だ
ろ
う
。
以
下
、
ま
ず
は
、
ケ
ア

の
倫
理
に
つ
い
て
最
小
限
の
説
明
を
行
な
い
、
私
が
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
理

論
の
な
か
で
ケ
ア
の
倫
理
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
述
べ

（
二
）、
そ
の
後
に
、
ケ
ア
関
係
に
お
け
る
自
己
概
念
（
三
）、
ケ
ア
関
係

の
構
造
分
析
（
四
）、
ケ
ア
す
る
者
が
ケ
ア
関
係
に
入
る
動
機
（
五
）
の

順
に
論
じ
て
い
く
。

二
、 

ケ
ア
の
倫
理
と
現
代
の
諸
倫
理
理
論
の
な
か
で
の
そ
の

位
置
づ
け

二
・
一　

ケ
ア
の
倫
理
の
端
緒

　

ケ
ア
の
倫
理
は
、
も
と
も
と
は
道
徳
性
の
発
達
心
理
学

│
つ
ま
り
、

ひ
と
が
道
徳
的
に
成
熟
し
て
い
く
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
研
究
す

る
分
野

│
の
内
部
で
の
、
男
女
に
よ
っ
て
成
熟
の
経
路
は
ち
が
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
論
争
か
ら
生
ま
れ
た
。

　

ケ
ア
の
倫
理
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
道
徳
性
の
発
達
理
論
の
有
力

な
理
論
は
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
そ
れ
で
あ
る
。
コ
ー
ル
バ
ー
グ
理
論
で
は
、

成
長
と
は
、
他
者
の
依
存
か
ら
の
自
立
の
進
展
と
自
他
の
役
割
を
交
替
し

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
論
点
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
、
私
は
す
で
に
別
の
箇
所
に
論
じ
て
き

た）
3
（

。
本
稿
は
そ
の
す
で
に
行
な
っ
た
考
察
の
う
え
に
立
っ
て
、
ケ
ア
す
る

者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
関
係
（
ケ
ア
関
係
）
の
な
か
で
自
己
の
概
念
は

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
、
ケ
ア
関
係
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て

い
る
か
、
ケ
ア
す
る
者
は
な
ぜ
ケ
ア
関
係
に
入
る
の
か
と
い
う
問
い
に
と

り
く
む）

4
（

。
こ
れ
ら
は
直
接
に
は
倫
理
的
な
主
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ケ
ア

関
係
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
、
さ
ら
に
い
え
ば
ケ
ア
関
係
に
対
応
す
る
存

在
論
的
見
方
の
解
明
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ど
の
倫
理
理
論
も
そ
の

背
景
理
論
と
し
て
な
に
が
し
か
の
存
在
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
徳
倫
理
は
彼
の
目
的
論
的
自
然
観
を
背
景
に
し
て
お
り
、
カ
ン

ト
の
義
務
倫
理
学
は
そ
の
叡
知
界
と
現
象
界
と
を
想
定
す
る
形
而
上
学
を

背
景
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
は
価
値
多
元
社
会
で
あ
る
ゆ
え

に
、
特
定
の
存
在
論
、
特
定
の
形
而
上
学
、
し
ば
し
ば
そ
の
背
景
に
控
え

て
い
る
特
定
の
神
学
に
与
す
る
そ
う
し
た
思
索
を
忌
避
す
る
傾
向
に
あ

る
。
実
際
に
は
、
現
代
の
倫
理
理
論
も
暗
黙
の
う
ち
に
特
定
の
存
在
論
に

依
拠
し
て
い
る
。
自
然
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
自
体
で
は

価
値
や
目
的
を
欠
い
た
物
質
で
あ
り
、
価
値
や
目
的
を
設
定
す
る
の
は

個
々
の
人
間
だ
と
い
う
近
代
の
存
在
論
で
あ
る
。
こ
の
背
景
理
論
が
そ
れ

と
し
て
目
立
た
な
い
の
は
、
そ
れ
が
現
代
に
流
通
し
て
い
る
存
在
論
だ
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ケ
ア
の
倫
理
も
ま
た
現
代
の
倫
理
理
論
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
固
有
の
存
在
論
を
提
示
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
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体
の
幸
福
と
い
う
功
利
主
義
的
な
基
礎
づ
け
が
考
え
ら
れ
、
最
も
成
熟
し

た
第
七
段
階
で
は
（
カ
ン
ト
倫
理
学
を
連
想
さ
せ
る
）
普
遍
妥
当
性
や
良

心
に
も
と
づ
く
首
尾
一
貫
性
が
道
徳
的
に
適
切
な
行
為
の
性
格
と
み
な
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
へ
の
依
存
か
ら
の
自
立
と
役
割
交
替
能
力
の
進

ん
だ
先
に
到
達
さ
れ
る
道
徳
的
成
熟
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
個
別
性

を
抽
象
し
て
類
似
の
状
況
に
た
い
し
て
普
遍
的
に
あ
て
は
ま
る
原
理
原
則

を
み
ず
か
ら
構
想
し
、
そ
の
原
理
原
則
に
し
た
が
っ
て
等
し
い
条
件
の
者

を
等
し
く
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ギ
リ
ガ
ン
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
に
妥
当
す

る
と
思
わ
れ
る
原
理
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
道
徳
的
葛
藤
を
解
決
し
よ
う

と
す
る
考
え
方
は
男
性
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
女
性
は
当
該
の
状
況
に
ま

き
こ
ま
れ
て
い
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
事
情
の
違
い
を
気
づ
か
っ
て
最
善
の

解
決
策
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
し
か
た
で
成
熟
し
て
い
く
。
ギ
リ
ガ
ン
は

前
者
を
正
義
の
倫
理
、
後
者
を
ケ
ア
の
倫
理
と
命
名
し
た
。
後
者
の
発
達

モ
デ
ル
で
は
、
自
己
中
心
的
な
第
一
レ
ベ
ル
（
前
慣
習
的
レ
ベ
ル
）
か

ら
、
周
囲
の
人
び
と
そ
れ
ぞ
れ
を
気
づ
か
い
、
そ
の
人
び
と
を
自
分
が
援

助
す
る
責
任
を
感
じ
て
そ
の
期
待
に
応
え
る
第
二
レ
ベ
ル
（
慣
習
的
レ
ベ

ル
）
へ
と
移
行
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
犠

牲
に
陥
る
こ
と
に
気
づ
く
と
、
第
二
レ
ベ
ル
の
考
え
方
は
自
分
自
身
に
た

い
し
て
正
し
く
な
い
と
理
解
し）

5
（

、
自
分
自
身
を
含
め
て
誰
も
が
誰
か
に
ケ

ア
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
普
遍
性
を
帯
び
た
認
識
に
至
る
（
第
三
レ

ベ
ル
。
脱
慣
習
的
レ
ベ
ル
）。
幾
人
か
の
論
者
が
疑
問
を
呈
し
た
の
と
は

て
考
え
る
能
力
の
伸
長
を
意
味
し
て
い
る
。
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
こ
の
成
長

概
念
の
も
と
に
、
道
徳
的
成
熟
の
発
達
過
程
を
三
つ
の
レ
ベ
ル

│
各
レ

ベ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
段
階
を
含
む
の
で
合
計
六
段
階

│
に
整
序
し

た
。
最
初
の
レ
ベ
ル
で
は
、
善
と
は
自
分
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
こ
と
を

意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
役
割
交
替
能
力
の
進
展
が
み
ら
れ
る
そ
の
第
二
段

階
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
弟
妹
の
世
話
を
し
て
権
威
た
る
親
の
歓
心

を
得
る
こ
と
で
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
事
態
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る

自
己
中
心
性
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
だ
が
、
役
割
交
替
能
力
が
さ
ら
に
進
展

す
る
と
、
周
囲
が
自
分
に
期
待
す
る
役
割
を
内
面
化
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
第
三
段
階
で
は
、
第
一
レ
ベ
ル
（
前
慣
習
的
レ
ベ
ル
）
の
自
己
中
心

性
は
悪
と
判
定
さ
れ
る
。
成
長
は
前
段
階
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
達
成
さ

れ
る
か
ら
だ
。
第
二
レ
ベ
ル
で
善
と
判
定
さ
れ
る
行
為
は
、
第
三
段
階
で

は
身
近
な
周
囲
の
人
び
と
の
期
待
に
そ
う
こ
と
で
あ
り
、
第
四
段
階
で
は

（
役
割
交
替
に
想
定
さ
れ
る
他
者
が
社
会
の
構
成
員
全
体
に
広
が
っ
て
）

法
や
規
則
の
遵
守
で
あ
る
。
第
一
レ
ベ
ル
で
は
、
自
分
を
都
合
よ
い
状
態

な
い
し
は
不
都
合
な
目
に
あ
わ
せ
る
力
の
あ
る
権
威
の
意
向
が
善
悪
を
規

定
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
第
二
レ
ベ
ル
（
慣
習
的
レ
ベ
ル
）
で
は
、

善
悪
の
判
定
規
準
は
内
面
化
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
規
準
は
周
囲
の

他
者
や
社
会
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
レ
ベ
ル
の
克
服
は
、
そ
も
そ

も
法
や
規
則
は
何
の
た
め
に
あ
る
か
と
い
う
疑
問
に
想
到
し
、
自
分
自
身

で
そ
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
第
三
レ
ベ

ル
（
脱
慣
習
的
レ
ベ
ル
）
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
第
六
段
階
で
は
社
会
全
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る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
・
二　

倫
理
の
諸
規
範
の
な
か
で
の
ケ
ア
の
位
置
づ
け

　

さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
規
範
は
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
諸
規
範
の
あ
い
だ
に
あ
る
結
び
つ
き
に
も
と
づ
い
て
布
置
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
見
取
り
図
が
描
け
る
だ
ろ
う
。

　

正
義
（justice

）
と
は
、
各
人
に
そ
の
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
帰
せ

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
入
手
し
て
い
な
い
者
は

そ
れ
を
授
与
さ
れ
る
権
利
（right

）
が
自
分
に
あ
る
と
主
張
す
る
だ
ろ

う
。
実
際
に
、
そ
の
権
利
を
も
つ
原
因
な
い
し
資
格
、
す
な
わ
ち
権
原

（entitlem
ent

）
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
そ
の

権
利
が
授
与
さ
れ
る
。
同
じ
条
件
な
い
し
資
格
を
満
た
し
て
い
る
複
数
の

者
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
に
足
る
理
由
が
な
い
場
合
に

異
な
る
処
遇
を
す
る
の
は
公
平
（im

partiality

）
に
反
す
る
。
た
と
え

ば
、
各
人
が
自
分
の
よ
い
と
考
え
る
生
き
方
（
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
れ
を
善
の

構
想
と
呼
ん
だ
）
を
選
ん
で
自
分
で
そ
れ
を
追
求
す
る
能
力

│
す
な
わ

ち
自
律
（autonom

y

）
の
能
力

│
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
善
の
構
想
を

追
求
す
る
権
利
は
各
人
に
平
等
（equality

）
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
者
の
権
利
に
た
い
し
て
他
の
者
は
そ
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
義

務
（duty
）
な
い
し
責
務
（obligation

）
を
課
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
誰
も
が
自
分
の
善
の
構
想
を
追
求
す
る
権
利
を
も
つ
と
と
も
に
、
他

人
を
自
分
の
善
の
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
に
し
て
は
な

ち
が
い）

6
（

、
ケ
ア
の
倫
理
は
正
義
の
倫
理
か
ら
普
遍
妥
当
性
を
密
輸
入
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
普
遍
妥
当
性
の
描
像
は
異
な
る
。
正
義
の
倫
理

で
は
、
普
遍
妥
当
的
な
原
理
原
則
が
一
律
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
普
遍
性

が
確
保
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
で
は
、
ケ
ア
す
る
者

が
ケ
ア
し
う
る
範
囲
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
あ
る
者
が

ケ
ア
で
き
な
い
範
囲
は
別
の
者
が
ケ
ア
す
る
と
い
う
し
か
た
で
ケ
ア
す
る

／
ケ
ア
さ
れ
る
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
す
べ
て
の
ひ
と
を
編
み

込
ん
で
い
く
。
こ
の
普
遍
性
を
ギ
リ
ガ
ン
は
「
誰
も
が
他
人
か
ら
応
答
し

て
も
ら
え
、
仲
間
に
入
れ
ら
れ
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
取
り
残
さ
れ
た
り
傷

つ
け
ら
れ
た
り
は
し
な
い）

7
（

」
と
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
ま
ず
発
達
心
理
学
の
内
部
で
、
は
た
し
て
道
徳
的
成
熟
の
発

達
過
程
は
複
数
あ
る
の
か
、
あ
る
と
し
て
そ
れ
は
性
差
に
対
応
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
文
化
的
要
因
に
対
応
し
て
い
る
の
か
な
ど
の
論
点
が
争

わ
れ
た
。
ギ
リ
ガ
ン
の
問
題
提
起
は
コ
ー
ル
バ
ー
グ
理
論
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
バ
イ
ア
ス
を
指
摘
し
た
点
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
連
帯
で
き
る
と
と
も

に
、
女
性
の
固
有
性
を
主
張
す
る
点
で
性
役
割
の
再
生
産
に
陥
る
お
そ
れ

を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
論
者
か
ら
批
判
さ
れ
た）

8
（

。

　

さ
て
、
道
徳
的
成
熟
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
道
徳
（
倫
理
）
と
は
ど

う
い
う
も
の
か
と
い
う
問
題
と
不
可
避
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ケ
ア
の
倫
理
の
問
題
提
起
は
不
可
避
的
に
倫
理
学
に
も
波
及
し
て
い

く
。
次
に
、
ケ
ア
と
い
う
概
念
が
倫
理
の
諸
規
範
の
な
か
で
占
め
る
位

置
、
ケ
ア
の
倫
理
が
現
代
の
諸
倫
理
理
論
の
な
か
で
占
め
る
位
置
を
論
じ
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側
が
援
助
す
る
側
に
示
す
べ
き
適
切
な
対
応
は
感
謝
で
あ
る
。
援
助
す
る

側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
範
は
不
完
全
義
務
に
と
ど
ま
る
。
不
完
全

義
務
と
は
、
そ
の
義
務
を
果
た
す
べ
き
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
義
務
を

遂
行
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
履
行

し
な
く
て
も
非
難
さ
れ
な
い
し
、
逆
に
遂
行
す
れ
ば
賞
賛
に
値
す
る
と
い

う
性
格
の
義
務
で
あ
る
。

　

ケ
ア
も
ま
た
、
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
者
へ
の
援
助
を
促
す
規
範
で

あ
る
。
し
か
も
、
ケ
ア
は
相
手
を
「
気
づ
か
う
」
こ
と
で
あ
り
、
よ
く
な

い
展
開
が
予
想
さ
れ
る
と
き
に
は
「
相
手
の
こ
と
が
気
が
か
り
だ
」
と
い

う
事
態
に
も
な
り
え
、
そ
の
こ
と
は
「
相
手
を
大
切
に
思
う
」
か
ら
こ
そ

起
こ
り
う
る
。
こ
の
強
い
感
情
的
要
素
か
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ケ
ア

は
愛
に
近
い
概
念
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ

派
は
、
ケ
ア
を
身
近
な
ひ
と
に
た
い
し
て
発
動
す
る
も
の
と
考
え
、
す
べ

て
の
人
間
が
ケ
ア
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ケ
ア
の
倫
理
の
主
張
を
「
万
人

に
む
け
た
ア
ガ
ペ
ー）

10
（

」
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
愛
し
て
い
る
な
ら
相
手
を
ケ
ア
す
る
だ
ろ
う
。
愛
は
ケ
ア
を

と
も
な
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ケ
ア
は
必
ず
し
も
愛
を
と
も
な
わ
な

い
。
た
ま
た
ま
同
じ
車
両
に
乗
り
合
わ
せ
た
乗
客
が
倒
れ
、
そ
ば
に
自
分

し
か
い
な
い
な
ら
、
大
半
の
ひ
と
は
倒
れ
た
ひ
と
の
こ
と
を
気
づ
か
い
、

せ
め
て
駅
員
を
呼
ぶ
程
度
の
行
動
は
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
明
ら
か

に
そ
の
ひ
と
へ
の
愛
は
な
い
。

　

す
る
と
、
ケ
ア
は
愛
ま
で
に
は
行
か
な
い
ま
で
も
、
善
意
や
善
行
の
一

ら
な
い
と
い
う
人
間
の
尊
厳
（hum

an dignity

）
の
承
認
を
要
請
す
る
。

こ
れ
ら
の
一
群
の
規
範
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
倫
理
観
は
、
権
利
と

義
務
の
対
概
念
や
平
等
や
公
平
と
い
う
規
範
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
原
則

的
に
対
等
で
相
互
的
な
人
間
関
係
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

倫
理
観
は
平
等
で
自
由
な
、
た
が
い
に
依
存
し
な
い
と
い
う
意
味
で
自
律

し
た
個
人
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
た
近
代
社
会
に
適
合
し
、
そ
れ
ゆ
え
、

近
代
社
会
の
形
成
を
推
進
し
た
社
会
契
約
論
、
社
会
契
約
論
を
源
と
す
る

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
の
義
務
倫
理
学
は
こ
の
倫
理
観
と
親

和
的
で
あ
る）

9
（

。
そ
し
て
ま
た
、
平
等
や
公
平
と
い
う
規
範
が
原
理
原
則
の

普
遍
的
な
適
用
を
示
唆
し
、
自
律
と
い
う
規
範
が
他
者
へ
の
依
存
か
ら
の

自
立
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
理

論
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
ガ
ン
の
い
う
正
義
の
倫
理
は
こ
の
倫
理
観
に
親
和
的

で
あ
る
。

　

だ
が
、
社
会
の
構
成
員
の
す
べ
て
が
他
に
依
存
し
な
い
で
す
む
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
弱
者
へ
の
援
助
を
促
す
倫
理
規
範
と
い
え
ば
、
ま
ず

は
、
善
行
（beneficence

）（
こ
の
語
は
「
相
手
の
た
め
に
な
る
」
と
い

う
と
き
の
「
た
め
（benefit

）」
と
語
源
を
一
に
す
る
）、
善
意

（benevolence

）、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
が
加
わ
る
な
ら
ば
慈
悲

（charity

）、
ア
ガ
ペ
ー
な
ど
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
規
範

は
、
先
の
規
範
群
と
ち
が
っ
て
、
援
助
す
る
側
と
援
助
さ
れ
る
側
と
の
あ

い
だ
の
不
均
衡
な
力
関
係
を
前
提
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
援
助
さ

れ
る
側
に
は
援
助
を
要
求
す
る
権
利
は
原
則
と
し
て
な
い
。
援
助
さ
れ
る
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倫
理
の
基
礎
に
据
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
そ
の
系
譜
の
な
か
で
、

国
家
に
よ
る
再
分
配
に
よ
っ
て
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
社
会
の
な
か
に
あ

ら
か
じ
め
組
み
込
ん
で
お
く
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
と
国
家
の
機
能
を
最
小

限
に
と
ど
め
て
分
配
は
市
場
に
ま
か
せ
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
が
分
岐

す
る
。
他
方
に
、
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
全
体
に
た
い
し
て
、
共
同
体
に
お

け
る
文
化
や
伝
統
の
共
有
を
重
視
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
対
峙

す
る
。
そ
の
発
想
の
源
の
ひ
と
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
徳
倫
理
（virtue ethics

）
が
復
権
す
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
対
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
対
峙
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
の
道
徳
と
倫
理
、

し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
対
ヘ
ー
ゲ
ル
の
対
峙
を
継
承
し
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に

は
、
社
会
契
約
を
否
定
し
て
共
感
に
も
と
づ
い
て
人
間
関
係
を
描
い
た
ヒ

ュ
ー
ム
に
依
拠
す
る
論
者
や
所
有
権
に
代
表
さ
れ
る
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る

権
利
よ
り
も
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
善
を
優
先
す
る
功
利
主
義
の
論
者
も

加
わ
っ
て
、
現
在
の
倫
理
学
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
が
形
成
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
風
景
の
な
か
に
ケ
ア
の
倫
理
を
お
く
と
、
ケ
ア
の
倫
理
は
自
律
し

た
個
人
と
い
う
人
間
像
を
批
判
す
る
点
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
よ
り
も
コ
ミ

ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
陣
営
に
属
す
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ケ

ア
の
倫
理
は
共
同
体
の
伝
統
に
依
拠
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
問
題
提
起
と
い
う
出
自
か
ら
す
れ
ば
保
守
的
伝
統
に

は
与
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
対
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
対
立
陣
営
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
。

種
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
倒
れ
た
ひ
と
は
助
け
て
く
れ

た
ひ
と
に
感
謝
す
る
だ
ろ
う
し
、
倒
れ
た
こ
と
は
た
ま
た
ま
近
く
の
ひ
と

に
助
け
を
求
め
る
権
利
の
権
原
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ケ
ア
は
こ
れ

ら
の
特
徴
を
善
意
と
共
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
倒
れ
た
ひ
と
の
そ
ば

に
自
分
し
か
い
な
い
な
ら
ば
、
せ
め
て
駅
員
に
連
絡
す
る
程
度
の
気
づ
か

い
は
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
明
白
な
状
況
に
応
答
（response

）
す
る

こ
と
な
く
放
置
し
て
し
ま
う
人
間
は
そ
の
無
責
任
（irresponsibility

）

を
非
難
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
援
助

す
る
義
務
は
不
完
全
義
務
と
は
い
い
が
た
い
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
責

任
に
は
と
う
て
い
履
行
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ぬ
無
限
責
任
か
ら
履
行
を

当
然
期
待
さ
れ
て
不
履
行
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
有
限
責
任
に
い
た
る
射
程

が
あ
る
の
だ
が
、
ケ
ア
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
幅
広
い
射
程
を
も
っ
て
い

る
。
ケ
ア
の
倫
理
の
論
者
の
多
く
は
子
育
て
を
ケ
ア
の
範
型
と
み
な
し
て

い
る
。
親
に
よ
る
子
の
放
置
、
保
護
責
任
の
不
履
行
は
明
ら
か
に
非
難
の

対
象
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ケ
ア
は
善
意
と
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

ケ
ア
と
責
任
と
は
、
正
義
と
権
利
を
基
底
と
す
る
規
範
群
と
も
、
ま
た
善

意
か
ら
慈
愛
に
い
た
る
規
範
群
と
も
別
の
規
範
群
を
形
成
し
て
い
る
。

二
・
三　

現
代
の
諸
倫
理
理
論
の
な
か
で
の
ケ
ア
の
倫
理
の
位
置
づ
け

　

一
九
七
一
年
の
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
公
刊
後
、
一
九
八
〇
年
代
に

か
け
て
倫
理
学
の
分
野
で
は
ひ
と
つ
の
風
景
が
形
作
ら
れ
た
。
一
方
に
、

歴
史
的
に
は
社
会
契
約
論
に
し
た
が
っ
て
社
会
を
描
き
、
権
利
と
正
義
を
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遣
っ
て
い
る
と
い
う
心
理
状
態
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
相
手
を
助

け
る
な
ん
ら
か
の
行
為
を
す
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
必
要
が
あ
れ
ば
い

つ
で
も
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
要
請
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス

は caring 

と
い
う
動
名
詞
を
用
い
て
、
ケ
ア
が
行
為

0

0

で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る）

13
（

。
た
だ
し
、
ケ
ア
は

│
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
ケ
ア
リ
ン
グ
も

ま
た

│
特
定
の
行
為
を
さ
す
と
い
う
よ
り
、
行
為
の
性
格
づ
け

0

0

0

0

を
表
わ

し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
、
看
護
を
ケ
ア
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
こ
の
訳

語
は
、
治
療
（cure

）
と
の
対
比
の
も
と
で
、
看
護
が
疾
病
そ
の
も
の
だ

け
で
な
く
病
気
に
苦
し
ん
で
い
る
患
者
そ
の
ひ
と
に
対
応
す
る
こ
と
を
強

調
す
る
た
め
に
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
は
相
応
の
意
味
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
訳
語
は
二
つ
の
点
で
支
障
を
生
む
お
そ
れ
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
治
療
を
含
め
た
医
療
行
為
全
体
が
病
人
そ
の
ひ
と
の
こ
と
を

気
づ
か
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
ケ
ア
と
キ
ュ
ア
の
分
業
を
強
調
し
す
ぎ
る
と

か
え
っ
て
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
看
護
と
い
う
特
殊

な
職
務
を
ケ
ア
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
あ
る
行
為
を
性
格
づ
け
る
た
め
に
用
い

ら
れ
る
前
述
の
ケ
ア
概
念
の
広
が
り
を
理
解
す
る
妨
げ
と
な
る
。
い
さ
さ

か
混
乱
を
き
た
す
言
い
方
に
な
る
が
、
看
護
と
い
う
意
味
で
の
ケ
ア
は
、

こ
こ
に
い
う
ケ
ア
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
の
ケ
ア
か
ら
は

は
ず
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
性

格
を
も
つ
行
為
が
ケ
ア
と
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ケ
ア
に
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
「
動
機
の
転
移）

14
（

」

　

上
述
の
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
倫
理
学
の
状
況
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

現
代
の
倫
理
学
は
社
会
政
策
論
に
深
く
関
与
し
、
政
治
哲
学
と
重
な
り
合

う
問
題
領
域
の
考
察
を
深
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
ア
の
倫
理
に
た
い

し
て
は
、
個
々
人
の
状
況
を
配
慮
す
る
ケ
ア
は
家
族
や
友
人
関
係
の
よ
う

な
私
的
領
域
に
の
み
適
用
し
、
公
的
領
域
で
は
正
義
の
倫
理
が
適
応
す
る

と
い
う
反
論
が
根
強
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
も
は
や
時
代

遅
れ
の
認
識
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
教
育
、
看
護
、
介
護
が
家
庭
だ
け

で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
み

れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
デ
ィ
ッ
ク
、
ヘ
ル

ド
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
、
キ
テ
イ
が
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
の
倫
理
の

多
く
の
論
者
た
ち
が
ケ
ア
に
根
差
し
た
社
会
政
策
論
を
提
言
し
て
い
る）

12
（

。

そ
の
意
味
で
も
、
ケ
ア
の
倫
理
は
現
代
の
倫
理
学
の
問
題
状
況
に
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
る
倫
理
理
論
で
あ
る
。

　

以
上
、
ケ
ア
の
倫
理
が
現
代
の
倫
理
学
の
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う

な
意
義
を
も
ち
、
位
置
を
占
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
示
し

た
。
以
下
、
本
稿
の
主
題
に
進
も
う
。

三
、
ケ
ア
関
係
に
お
け
る
自
己
像

│
可
塑
的
な
自
己

三
・
一　

ケ
ア
の
目
標

─
相
手
が
「
そ
れ
ら
し
く
な
る
」
こ
と

　

ケ
ア
と
い
う
概
念
を
日
本
語
に
訳
せ
ば
「
気
づ
か
い
」
は
適
切
な
訳
語

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
ケ
ア
の
倫
理
の
い
う
ケ
ア
は
、
た
ん
に
気
を
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ら
し
く
な
る
」
こ
と
は
難
し
い
か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
人
が
そ
う
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
望
ん
で
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
場
合
も
、
ケ
ア
は
成
り
立
つ
。
乳
幼
児
の
子
育
て
に
あ
っ

て
は
、「
そ
れ
ら
し
く
な
る
」
と
は
、「
そ
の
子
ど
も
が
順
調
に
育
つ
な
ら

そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
こ
と

│
私
た
ち
は
そ
れ
を

端
的
に
（
身
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
）「
大
き
く
な
る
」
と
か
「
育
つ
」

と
言
い
表
わ
す

│
を
意
味
し
て
い
る
。「
大
き
く
な
る
」
こ
と
は
そ
の

段
階
の
子
ど
も
が
意
識
し
て
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
子
ど
も
の
た
め
に
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
子
ど
も
の
た
め
に
そ
う

な
る
よ
う
に
気
づ
か
う
こ
と
は
前
述
の
意
味
で
の
ケ
ア
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
ひ
と
が
ま
さ
に
そ
の
ひ
と
ら
し
く
な
る
と
い
う
場
合

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
サ
ッ
カ
ー
の
上
達
や
子
ど
も
の
成
長
に
は
、
め
ざ
す

べ
き
理
想
や
そ
の
達
成
度
を
測
る
尺
度
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に

は
そ
れ
が
な
い
。「
誰
そ
れ
さ
ん
ら
し
く
な
る
」
こ
と
に
あ
ら
か
じ
め
定

め
ら
れ
た
方
向
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
ひ
と
を

ケ
ア
す
る
と
は
、
そ
の
ひ
と
が
そ
の
ひ
と
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
気
づ
か
う
場
合
も
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
ひ
と
の
こ
と

を
気
づ
か
う
と
は
、
そ
の
ひ
と
が
他
の
ひ
と
と
共
通
し
て
も
ち
う
る
よ
う

な
性
格
や
資
質
に
な
る
こ
と
を
気
づ
か
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ひ
と
が
ど

の
よ
う
な
性
格
や
資
質
で
あ
ろ
う
と
も
、
究
極
的
に
は
そ
の
ひ
と
自
身
の

こ
と
を
気
づ
か
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
そ
の
場
合
の
ケ
ア
の
対

象
を
言
い
表
わ
す
た
め
に
、
私
は
伝
統
的
な
哲
学
・
倫
理
学
の
概
念
で
あ

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
行
為
を
ケ
ア
す
る
自
分
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

く
て
、
ケ
ア
す
る
相
手
の
た
め
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ケ
ア
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
行
為
で
は
、
ケ
ア
す
る
側
は
ケ
ア
す

る
相
手
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
操
作
し
た
り
、
ま
し
て
や
自
分
の
思
い
ど

お
り
に
強
制
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
た
と
え
相
手
を
あ
る
方

向
に
導
く
よ
う
な
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
表
現
を
借
り

れ
ば
、
ケ
ア
す
る
側
は
ケ
ア
す
る
対
象
が
「『
そ
れ
ら
し
く
な
る
』
こ
と

を
望
ん
で
い
る）

15
（

」
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
看
護

の
例
で
い
え
ば
、
事
前
に
定
め
ら
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
処
方
の
と
お
り
に

患
者
の
世
話
を
し
て
、
そ
の
結
果
、
患
者
が
快
復
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
患
者
の
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
意
識
な
し
に
行
わ
れ
た
の
な
ら

ば
、
看
護
と
い
う
意
味
で
の
ケ
ア
で
は
あ
っ
て
も
こ
こ
で
い
う
意
味
で
の

ケ
ア
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

三
・
二　

可
塑
的
な
自
己

　

し
か
し
、「
そ
れ
ら
し
く
な
る
」
の
「
そ
れ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
子
ど
も
が
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
な
り
た
い
と
望

ん
で
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
子
ど
も
を
指
導
す
る
サ
ッ
カ
ー
の
コ
ー
チ

は
、
サ
ッ
カ
ー
が
う
ま
く
な
る
よ
う
に
そ
の
子
ど
も
を
ケ
ア
す
る
だ
ろ

う
。
先
ほ
ど
、
た
ま
た
ま
行
き
ず
り
の
ひ
と
を
世
話
す
る
例
を
ケ
ア
の
例

と
し
て
挙
げ
た
が
、
ケ
ア
関
係
と
は
典
型
的
に
は
相
応
の
時
間
の
幅
を
も

っ
た
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
時
の
援
助
だ
け
で
相
手
が
「
そ
れ
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三
・
三　

ケ
ア
す
る
側
も
可
塑
的
で
あ
る

　

可
塑
性
は
ケ
ア
さ
れ
る
側
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
ケ
ア

す
る
側
に
も
あ
て
は
ま
る
。
動
機
の
転
移
に
も
と
づ
く
真
の
ケ
ア
で
あ
れ

ば
、
ケ
ア
す
る
側
は
自
分
が
ケ
ア
す
る
相
手
の
お
か
れ
た
状
況
に
留
意
し

て
そ
の
相
手
が
そ
れ
ら
し
く
な
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
相
手
を
助
け
る
に
は
自
分
が
ど

の
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
い
か
を
自
分
ひ
と
り
で
決
め
て
か
か
る
の
で
は
な
く

て
、
相
手
を
ケ
ア
す
る
な
か
で
相
手
の
状
況
に
応
じ
て
自
分
自
身
を
変
え

て
い
く
用
意
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
次
元

で
起
こ
る
の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ア
す
る
側
と
ケ
ア
さ
れ
る
側
と
の
ケ

ア
関
係
の
深
さ
に
よ
る
。
し
か
し
、
程
度
の
深
浅
の
違
い
は
あ
れ

│
一

生
続
き
う
る
家
族
関
係
か
ら
一
時
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
や
客
の
要
望
に
耳
を

傾
け
る
仕
事
上
の
関
係
に
い
た
る
ま
で

│
、
ケ
ア
関
係
の
な
か
に
い
る

ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
の
双
方
は
ケ
ア
関
係
を
と
お
し
て
そ
れ
ぞ

れ
変
容
し
て
い
く
。

四
、
ケ
ア
関
係
の
構
造
分
析

四
・
一　

ケ
ア
関
係
の
構
造
分
析

　

そ
れ
で
は
、
ケ
ア
関
係
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ひ
と

つ
の
事
例
を
引
用
し
よ
う）

17
（

。
そ
の
事
例
は
「
関
係
を
結
ぶ
手
段
と
し
て
ユ

ー
モ
ア
を
繊
細
な
し
か
た
で
用
い
る
こ
と）

18
（

」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
看
護
実

る
「
人
格
（person

）」
を
用
い
た
い
。
と
い
う
の
は
、
人
格
と
は
、
シ

ュ
ペ
ー
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
他
の
存
在
者
と
共
有
す
る
性
質
に
対

応
す
る
「
何
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
誰
で
あ
る
か
」

と
問
わ
れ
る
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る）

16
（

。
こ
れ
は
た
ん
な
る
抽
象
的
な
論
議

で
は
な
い
。
前
述
の
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
例
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
そ

の
ひ
と
が
他
と
ち
が
う
そ
の
ひ
と
ら
し
い
あ
り
方
で
サ
ッ
カ
ー
選
手
と
な

る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
意
味
で
の
成
長
に

つ
い
て
す
ら
、
私
た
ち
は
そ
の
子
ど
も
の
固
有
な
性
格
や
体
質
に
応
じ
た

成
長
を
望
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

　

子
ど
も
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
性
格
が
で
き
あ
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
お

と
な
に
も
「
そ
の
ひ
と
ら
し
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
た
と

え
ば
、
病
気
や
障
碍
や
老
い
の
た
め
に
そ
れ
ま
で
そ
の
ひ
と
の
生
活
の
な

か
で
中
核
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
ひ
と
は
な
お
も
自
分
に
で
き
る
こ
と
の
範
囲
の
な
か
で
そ
の
ひ

と
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
が
そ
の
よ
う
に
生
活
で

き
る
よ
う
に
助
け
る
こ
と
は
や
は
り
ケ
ア
と
い
え
る
。
そ
の
ひ
と
ら
し
く

な
る
こ
と
は
そ
の
ひ
と
の
生
に
最
後
ま
で
と
も
な
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
自
己
と
そ
の
生
は
い
つ
で
も
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
途
上
に
あ
る
こ

と
に
な
る
。
ケ
ア
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
や
生
を
可
塑
的
な

も
の
と
し
て
描
き
出
す
。
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ケ
ア
の
倫
理
は
、
ひ
と
は
い
つ
で
も
傷
つ
き
う
る
も
の
だ
か
ら
ケ
ア
を

必
要
と
す
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
ひ
と
は
あ
ま
り
に
深
く
傷
つ
い
て
し
ま
う
と
、
ケ
ア
す
る
側
を
も
自

分
を
傷
つ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
最
も
ケ

ア
を
必
要
と
し
て
い
る
状
況
で
、
ケ
ア
は
挫
折
し
う
る
。
そ
う
な
る
の

は
、
ケ
ア
す
る
側
が
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
側
か
ら
の
信
頼
を
ま
だ
獲
得
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
さ
れ
る
価
値
を

本
人
が
自
分
の
な
か
に
見
出
せ
な
い
状
態
に
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
事

例
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
な
に
ぶ
ん
、
ジ
ェ
ー
ン
は
父
親
か
ら
受
け
て

き
た
扱
い
を
内
面
化
し
て
し
ま
い
、
自
分
自
身
を
実
験
用
マ
ウ
ス
の
よ
う

に
思
い
描
い
て
い
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
ひ
と
は
意
識
の
あ
る
か
ぎ
り
、

お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
自
己
を
ケ
ア
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に

で
き
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
緑
色
の
毛
布
に
く
る
ま
っ
て
他
人
と
の

交
渉
を
拒
む
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
気
づ

か
い
、
大
切
に
し
て
い
る
か
、「
そ
れ
ら
し
く
な
る
」
こ
と
の
「
そ
れ
」

は
本
人
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　

他
者
の
あ
ら
ゆ
る
接
近
を
遮
断
す
る
よ
う
な
こ
の
態
度
が
、
看
護
師
が

ジ
ェ
ー
ン
の
ペ
ッ
ト
の
亀
を
話
題
に
す
る
こ
と
で
溶
け
て
い
っ
た
こ
と
は

示
唆
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
自
殺
を
試
み
る
ま
で
に
自
分
自
身
に
た
い
す
る
ケ
ア
を
失

っ
て
い
る
ジ
ェ
ー
ン
に
も
、
ペ
ッ
ト
の
亀
と
い
う
ケ
ア
の
対
象
が
あ
っ
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
看
護
婦
の
目
に
は
、
ジ
ェ
ー
ン
が
そ
の
亀

践
の
紹
介
と
し
て
は
そ
こ
に
重
点
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ

こ
で
は
ケ
ア
関
係
の
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
そ
の
事
例
を
用
い
よ
う
。

　

十
九
歳
の
女
子
学
生
ジ
ェ
ー
ン
が
自
殺
を
図
っ
て
精
神
科
研
究
病
棟
に

入
院
し
た
。
両
親
は
行
動
科
学
者
で
、
彼
女
は
赤
ん
坊
の
こ
ろ
か
ら
父
親

の
実
験
の
被
験
者
に
さ
れ
て
い
た
。
担
当
看
護
師
の
ラ
イ
ア
ン
は
、
ジ
ェ

ー
ン
が
殺
鼠
剤
を
用
い
て
自
殺
を
図
っ
た
こ
と
は
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な

い
と
推
察
す
る
。
当
初
、
ラ
イ
ア
ン
は
ジ
ェ
ー
ン
と
な
か
な
か
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ン
は
こ
と
ば
よ
り

も
絵
を
介
し
て
反
応
し
、
ラ
イ
ア
ン
が
信
頼
で
き
る
人
物
か
ど
う
か
を
試

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
ジ
ェ
ー
ン
の
自
殺
念
慮
が
ふ
た
た
び
高
ま
る

と
、
彼
女
は
他
人
に
心
中
を
覗
か
せ
ま
い
と
す
る
よ
う
に
緑
色
の
毛
布
に

す
っ
ぽ
り
身
を
包
ん
で
し
ま
う
。
ラ
イ
ア
ン
は
話
の
で
き
ぬ
ま
ま
病
室
に

と
ど
ま
る
う
ち
に
、
ふ
と
ジ
ェ
ー
ン
の
姿
は
彼
女
の
ペ
ッ
ト
に
し
て
い
る

亀
に
そ
っ
く
り
だ
と
気
づ
く
。
そ
し
て
、
次
の
機
会
に
亀
を
話
題
に
し

た
。
す
る
と
、
ジ
ェ
ー
ン
は
、
亀
の
一
匹
が
う
つ
状
態
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
亀
が
今
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
、
ど
れ
ほ
ど
不
安
に
ち
が
い
な
い
か

と
、
ま
る
で
亀
が
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
り
だ
す
。
そ
れ
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
そ
の
後
、
彼
女
は
病
室
を
出
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
歩
き
な
が
ら

看
護
師
と
話
し
合
え
る
よ
う
に
な
る
。
つ
い
に
は
ラ
イ
ア
ン
の
報
告
に
よ

れ
ば
、「
彼
女
が
私
や
他
の
看
護
師
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て

（
中
略
）、
私
た
ち
も
彼
女
を
信
頼
で
き
、
す
る
と
今
度
は
、
彼
女
が
自
分

を
信
頼
し
、
自
分
に
頼
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

19
（

」。
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れ
）
を
ケ
ア
す
る
こ
と
を
介
し
て
、
そ
れ
を
ケ
ア
し
て
い
る
自
分
を
ケ
ア

す
る
と
い
う
し
か
た
で
は
じ
め
て
自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
構
造
を
定
式
化
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
一
階
の
欲

求
と
二
階
の
欲
求
の
概
念
を
援
用
し
よ
う）

20
（

。「
私
は
…
…
を
欲
求
す
る
」

と
い
う
一
階
の
欲
求
に
た
い
し
て
、「
私
は
『
私
が
…
…
を
欲
求
す
る
』

こ
と
を
欲
求
す
る
」
は
二
階
の
欲
求
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
こ

の
議
論
を
援
用
す
れ
ば
、
ケ
ア
は
次
の
構
造
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、D

（x, p

）
で
「x 

は p 

を
欲
求
す
る
」
を
表
わ
し
、C

（x, p

）
で
「x 

は p 

を
ケ
ア
す
る
」
を
表
わ
し
、
こ
の
命
題
の
名
辞
化
（
す
な
わ
ち
、「x 

は 
p 

を
ケ
ア
す
る
」
を
「p 

を
ケ
ア
す
る x

」
に
変
換
し
た
も
の
）
を px 

で

表
わ
す
と
す
れ
ば
、

C

（x, p

）≡D

（x, p

） &
 D

（x, px

）

と
い
う
論
理
式
が
成
り
立
つ
。

　

さ
て
、
先
の
事
例
で
第
二
に
注
意
す
べ
き
は
、
ラ
イ
ア
ン
が
ジ
ェ
ー
ン

を
ケ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ラ
イ
ア
ン
が
ジ
ェ
ー

ン
の
ケ
ア
し
て
い
る
亀
に
注
意
を
向
け
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
一
般
化
す
れ
ば
、
ケ
ア
す
べ
き
相
手
を
ケ
ア
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
相
手
が
ケ
ア
し
て
い
る
物
、
あ
る
い
は
、
ケ
ア
し
て
い
る
事
柄
を
ケ
ア

す
る
こ
と
を
と
お
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
論
理
式
を

用
い
れ
ば
、
あ
る
ひ
と x 

が
他
の
ひ
と y 

を
ケ
ア
す
る
と
は
、

と
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
含
蓄
深
い
。
そ
の
こ
と
は
、
ジ
ェ

ー
ン
が
亀
と
い
う
自
分
で
は
な
い
も
の
に
託
し
て
自
己
を
ケ
ア
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。
図
式
的
に
い
え
ば
、
自
己
は
自
己
で
は

な
い
も
の
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
自
己
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
指

摘
は
新
し
い
発
見
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
意
識
は
つ
ね
に
「
何
か
に
つ
い

て
の
意
識
」
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
ひ
と
は
つ
ね
に
何
か
を
意
識
し
つ
つ

生
き
て
い
る
）
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
概
念
を
、
さ
ら
に
こ
の

概
念
を
継
承
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
関
心
と
い
う
概
念
を
、
ケ
ア

と
い
う
こ
と
ば
で
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ

ー
ル
が
志
向
性
を
認
識
論
の
文
脈
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
真
な
る
認
識
を

根
底
と
す
る
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
文
脈
で
論
じ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
存
在
者
の
現
わ
れ
る
場
と
し
て
現
存
在
を
探
究

す
る
文
脈
で
論
じ
た
の
と
ち
が
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
「
ひ
と
は
つ
ね
に

何
か
を
ケ
ア
し
て
い
る
」
と
い
う
事
態
を
「
ひ
と
は
（
自
分
で
は
な
い
）

何
か
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
自
分
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
か
「
ひ
と

は
何
か
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
ふ
う
に
読
み
解
く
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ケ
ア
は

「
大
切
に
す
る
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
何
も
ケ
ア
し

な
い
生
と
は
大
切
な
も
の
が
全
然
な
い
生
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。
た

ん
に
自
己
だ
け
を
ケ
ア
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
と
は

い
か
な
る
内
容
を
失
っ
て
も
端
的
に
同
一
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分

以
外
の
も
の
（
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
、
自
分
の
生
き
る
目
標
や
夢
で
あ
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に
、y 

が
ケ
ア
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を x 

が
ケ
ア
す
る
気
に
な
ら
な

い
と
す
れ
ば
（
人
間
相
互
の
類
似
性
か
ら
い
っ
て
厳
密
に
そ
う
い
う
事
態

が
あ
り
う
る
か
は
疑
問
だ
が
）、
つ
い
に x 

は y 

を
ケ
ア
す
る
関
係
に
入

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

四
・
二　

み
ま
も
る
、
後
ろ
か
ら
支
え
る
、
よ
り
そ
う
、
向
き
あ
う

　

対
人
関
係
で
は
し
ば
し
ば
「
相
手
に
し
っ
か
り
向
き
あ
う
」
こ
と
が
推

奨
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
ケ
ア
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
う
る
。
た
と
え
こ
ち
ら
が
相
手
を
ケ
ア
す
る
つ
も
り
で
近
づ
い
て
い
く

場
合
で
も
、
相
手
が
こ
ち
ら
を
脅
威
と
み
な
す
状
況
で
は
、
向
き
あ
う
と

い
う
態
度
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
ず
は
「
み
ま
も
る
」
こ
と
し
か
で
き
な

い
。
だ
が
、
ケ
ア
が
所
期
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、（
乳
幼
児
や
永

久
に
意
識
を
失
っ
た
ひ
と
の
ケ
ア
の
よ
う
な
事
例
は
別
と
し
て
）
ケ
ア
さ

れ
る
側
が
ケ
ア
す
る
側
を
自
分
を
ケ
ア
し
て
く
れ
る
ひ
と
と
し
て
認
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
相
手
が
こ
ち
ら
の
援
助
を
あ
る

程
度
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
い
わ
ば
「
後
ろ
か
ら
支
え
る
」
よ

う
に
し
て
そ
の
相
手
の
ケ
ア
す
る
対
象 p 

へ
の
そ
の
相
手
の
ケ
ア
を
援

助
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、（
ジ
ェ
ー
ン
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

歩
き
な
が
ら
看
護
師
に
話
す
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
よ
う
に
）
相
手
が
こ

ち
ら
の
援
助
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
「
よ
り
そ

う
」
態
度
に
移
行
す
る
。
た
が
い
に
独
立
の
人
格
と
し
て
話
の
で
き
る

「
向
き
あ
う
」
態
度
が
成
り
立
つ
の
は
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相

C

（x, y

）≡C

（x, py

）

と
表
記
で
き
、
し
か
も
、
前
述
の
定
式
化
に
し
た
が
っ
て
、y 

が p 

を
ケ

ア
す
る
と
は
、
同
時
に y 

が p 

を
ケ
ア
し
て
い
る y 

自
身
を
ケ
ア
す
る

こ
と
な
の
だ
か
ら
、

C

（x, y

）≡C

（x, D
（y, p
） &

 D

（y, py

））

が
成
り
立
つ
。
こ
の
こ
と
は
ラ
イ
ア
ン
が
直
接
か
つ
独
自
に
亀
を
大
切
に

思
う
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
ラ
イ
ア
ン
は
ジ
ェ
ー
ン
を

ケ
ア
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ジ
ェ
ー
ン
が
ケ
ア
し
て
い
る
亀
に
配
慮
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
ひ
と
を
ケ
ア
す
る
と
は
、
こ
の
よ
う
に
ケ
ア
さ

れ
る
側
の
ケ
ア
が
ケ
ア
す
る
側
の
ケ
ア
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
入
れ
子

構
造
が
成
り
立
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
図
式
に
そ
の
ま
ま
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
事
態
は
容

易
に
思
い
つ
く
。
た
と
え
ば
、y 

が
明
ら
か
に y 

の
破
滅
に
つ
な
が
る
よ

う
な p 

を
ケ
ア
し
て
い
る
と
き
、y 

そ
の
ひ
と
を
ケ
ア
す
る x 

は y 
の p 

へ
の
ケ
ア
を
援
助
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
麻
薬
中
毒
者
が
麻
薬
を
欲
求
し

て
も
、
麻
薬
中
毒
者
を
ケ
ア
す
る
ひ
と
は
こ
の
欲
求
を
援
助
し
な
い
。
だ

が
そ
の
場
合
で
も
、
ケ
ア
す
る
側
は
、
も
し
中
毒
患
者
が
中
毒
か
ら
立
ち

直
れ
ば
ケ
ア
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
（
た
と
え
ば
、
健
康
、
社
会
復
帰
な

ど
）
を
ケ
ア
し
て
い
る
。
入
れ
子
構
造
は
依
然
と
し
て
成
り
立
つ
。
か
り
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誰
を
も
個
別
の
ひ
と
り
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
ひ
と
は
、
な
ぜ
、
他
の
ひ
と
を
ケ
ア
す
る
の
か

五
・
一　

傷
つ
き
や
す
さ
と
責
務

　

し
か
し
、
ケ
ア
関
係
が
「
相
手
を
大
切
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
同
時

に
「
相
手
が
気
が
か
り
だ
」
と
い
う
両
義
性
を
も
つ
も
の
な
ら
ば
、
ひ
と

は
、
な
ぜ
、
ケ
ア
す
る
者
と
な
ろ
う
と
す
る
の
か
。
た
と
え
、
ケ
ア
関
係

に
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
で
さ
び
し
く
乏
し
い
人
生
と
な
る
と
し
て
も
、
む
し

ろ
ケ
ア
の
負
担
を
忌
避
す
る
ほ
う
が
自
分
に
と
っ
て
楽
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
合
理
的
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
ほ
ど
、
ケ
ア
を
「
万
人
に
む
け
た
ア
ガ
ペ
ー
」
と
み
な
す
コ
ー
ル
バ

ー
グ
派
の
解
釈
を
示
し
た
。
す
で
に
そ
の
誤
り
は
指
摘
し
た
が
、
無
限
に

愛
す
る
力
を
も
つ
神
の
あ
ふ
れ
る
善
意
を
表
す
ア
ガ
ペ
ー
に
ケ
ア
を
な
ぞ

ら
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
誤
り
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
の
、
た
ま
た
ま
ひ

と
が
倒
れ
た
と
こ
ろ
に
居
合
わ
せ
た
者
が
倒
れ
た
ひ
と
を
気
づ
か
う
と
い

う
事
例
に
戻
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
倒
れ
た
ひ
と
を
手
助
け
す
る
者
は
そ
れ

だ
け
の
力
を
備
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
化
す
れ
ば
、
ケ
ア
す

る
側
は
ケ
ア
さ
れ
る
側
を
援
助
す
る
だ
け
の
力
を
備
え
た
存
在
者
で
あ

り
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
は
相
対
的
に
弱
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

ケ
ア
す
る
側
は
力
が
横
溢
し
て
い
る
か
ら
そ
う
ふ
る
ま
う
わ
け
で
は
な

く
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
が
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
そ
う
す
る
に
す
ぎ

手
が
こ
ち
ら
の
援
助
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
、
い

い
か
え
れ
ば
、
相
手
が
自
分
を
自
分
で
ケ
ア
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

ケ
ア
関
係
は
終
了
す
る
。

　

と
は
い
え
、
ひ
と
り
の
ひ
と
は p, q, r... 

等
々
を
ケ
ア
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
つ
い
て
は
他
人
の
援
助
を
必
要
と
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
生
計
の
管
理
、
食
事
や
衣
料
の
ニ
ー
ズ
の

充
足
は
で
き
て
も
四
肢
の
障
碍
の
た
め
に
移
動
に
困
難
が
あ
る
場
合
が
あ

る
。
ひ
と
は
多
く
の
場
合
に
な
ん
ら
か
の
点
で
他
人
の
ケ
ア
を
必
要
と
し

て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
誰
も
が
誰
か
に
ケ
ア
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
ケ
ア
関
係
の
最
終
的
な
目
標
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
が
他
の
ひ

と
を
ケ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
の
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
一
員
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
理
想
は
そ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
も
は
や
そ
れ
が
可
能
と
は
思
わ
れ
な
い
ひ
と
へ
の
ケ
ア
を
ケ
ア
と
し

て
認
め
る
た
め
に
は
、
ケ
ア
の
目
標
を
そ
こ
ま
で
高
め
る
こ
と
は
控
え
よ

う
。

　

ケ
ア
関
係
は
明
ら
か
に
ケ
ア
さ
れ
る
者
の
人
格
の
尊
重
を
含
意
し
て
い

る
。
だ
が
、
誰
も
が
人
格
で
あ
る
以
上
、
人
格
の
尊
重
と
い
う
だ
け
で
は

各
人
の
個
別
の
事
情
や
差
異
は
看
過
さ
れ
や
す
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

「『x 

が y 

を
ケ
ア
す
る
』
と
は
『x 

が p 

を
ケ
ア
し
て
い
る y 

を
ケ
ア
す

る
』
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
ケ
ア
の
入
れ
子
構
造
は
、p 

の
内
容
の
違
い

に
お
い
て
各
人
の
違
い
に
留
意
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
そ
の
よ
う
に
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と
お
り
、
人
生
の
目
標
で
も
夢
で
も
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
目
標
や
夢
が
本

人
に
と
っ
て
価
値
を
も
つ
の
は
、
本
人
が
そ
れ
を
ケ
ア
し
て
い
る
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
ケ
ア
が
挫
折
し
、
そ
の
目
標
や
夢
が
も
は
や
な
ん

ら
魅
力
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ひ
と
は
、
通

常
の
場
合
、
自
分
が
ケ
ア
す
る
も
の
に
よ
っ
て
自
分
を
支
え
て
生
き
て
い

く
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
場
合
に
も
そ
の
自
己
肯
定
が

で
き
る
ほ
ど
に
は
強
く
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
は
他
者
に
よ
る
承

認
も
ま
た
必
要
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
ケ
ア
す
る
側
は
自
分
以
外
の
他
人

を
ケ
ア
す
る
と
同
時
に
、
ケ
ア
さ
れ
る
側
か
ら
ケ
ア
す
る
者
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
介
し
て
、
自
分
の
存
在
理
由
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
。
私

の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
ひ
と
が
い
る
と
信
じ
る
こ
と
で
、
私
は
と
き
に
襲

い
く
る
生
の
不
安

│
す
な
わ
ち
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
意
味
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念

│
に
抗
し
て
自
分
を
支
え
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ケ
ア
が
究
極
的
に
は
利
己
心
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
利
己
心
と
い
う
概
念
は
他
の
ひ
と
の
存

在
に
優
先
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
を
さ
す
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る

自
己
は
、
自
分
以
外
の
も
の
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
自
己
で
あ

り
、
ケ
ア
す
る
過
程
を
と
お
し
て
変
容
し
て
い
く
可
塑
的
な
自
己
な
の
だ

か
ら
、
利
己
心
の
根
底
に
あ
る
強
固
に
一
貫
す
る
自
己
で
は
な
い
。

　

と
は
い
え
、
誰
か
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
自
分
に
は
必
要
だ
と

い
う
思
い
は
、
た
し
か
に
利
己
心
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
。

な
い
。
そ
の
必
要
が
た
だ
ち
に
わ
か
る
の
は
、
助
け
る
べ
き
側
も
ま
た
い

つ
な
ん
ど
き
そ
の
ひ
と
と
同
じ
よ
う
に
他
人
の
助
け
を
必
要
と
す
る
か
も

し
れ
な
い
傷
つ
き
や
す
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
意
識
を
普
遍
化
し
た
も
の
が
、
誰
も
が
誰
か
に
ケ
ア
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
、
ギ
リ
ガ
ン
の
提
示
し
た
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
あ
る
ひ
と
が
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
。
私
が
そ
の
場
に
い

る
の
は
た
ま
た
ま
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に

そ
の
ひ
と
を
ケ
ア
す
る
責
務
が
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
の
は
、「
ふ
た
り
と

も
そ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て）

21
（

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
私

は
そ
の
責
務
を
放
り
出
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
り
た
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
私
が
そ
の
場
に
と
ど
ま
る
の
は
、
も
し
も
自
分
が
相
手
を
放
置
し
た

ら
相
手
の
身
に
何
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
。
逆

に
、
ケ
ア
関
係
を
打
ち
切
る
な
ら
ば
、
そ
の
相
手
を
気
づ
か
う
自
己
を
放

棄
し
た
こ
と
は
、
深
浅
の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
な
に
が
し
か
自
分
が
ど
ん

な
人
間
か
と
い
う
本
人
の
自
己
理
解
に
痕
跡
を
残
す
だ
ろ
う
。

五
・
二　

自
分
が
ケ
ア
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
必
要
性

　

こ
の
分
か
れ
目
に
お
い
て
、
ケ
ア
す
る
側
が
ケ
ア
す
る
ほ
う
を
選
ぶ
内

発
的
な
動
機
は
何
だ
ろ
う
か
。
看
護
学
者
の
武
井
麻
子
は
こ
う
答
え
て
い

る
。
自
分
自
身
が
他
者
に
「
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
自
分
が
必
要
と
し
て

い
る）

22
（

」、
と
。
先
ほ
ど
、
ひ
と
は
自
分
以
外
の
も
の
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で

自
己
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ケ
ア
の
対
象
は
、
前
述
の
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が
ケ
ア
す
る
」
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
態
は
、

C

（x, C

（x, p

））

と
表
記
で
き
る
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
は
基
礎
づ
け
と
し
て
は
成
り
立
た
な

い
。
自
己
言
及
的
な
循
環
だ
か
ら
だ
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
倫
理
的
ケ
ア

リ
ン
グ
の
放
棄
は
な
ん
ら
自
己
矛
盾
に
陥
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
ケ
ア
の
倫
理
が
ケ
ア
を
支
持
す
る

こ
と
を
主
張
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ア
が
生
き

る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
自
己
と
い
う
も
の
の
在
り
方
に
関
わ
っ

て
い
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
根
底
的
な

│
と
い
う

の
は
、
人
び
と
の
身
に
起
こ
る
ど
の
よ
う
な
こ
と
も
生
な
し
に
は
起
こ
り

え
な
い
か
ら
だ
が

│
次
元
に
関
わ
る
概
念
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ヘ
ル
ド
が
い
う
よ
う
に
、「
ケ
ア
を
要
求
す
る
の
は
生
で
あ
り
、
ケ
ア

な
し
に
わ
れ
わ
れ
は
他
の
何
も
の
も
も
ち
え
な
い）

24
（

」。
こ
の
よ
う
に
生
そ

の
も
の
を
肯
定
す
る
ケ
ア
の
倫
理
は
、
そ
れ
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

倫
理
理
論
が
と
り
あ
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
子
育
て
、
そ
の
機
能
を
果
た

す
家
庭
と
い
う
主
題
に
着
目
す
る
。
ギ
リ
ガ
ン
が
正
義
の
倫
理
と
名
づ
け

た
近
代
の
正
統
的
な
倫
理
理
論
は
（
そ
れ
が
義
務
倫
理
学
で
あ
れ
、
功
利

主
義
で
あ
れ
）、
現
在
生
き
て
い
る
人
間
の
あ
い
だ
に
正
義
に
か
な
っ
た

関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
生
き
て

い
る
人
間
同
士
に
正
義
に
か
な
っ
た
関
係
が
樹
立
し
た
と
し
て
も
、
次
世

自
分
を
必
要
と
す
る
者
が
自
分
の
手
か
ら
離
れ
そ
う
に
な
る
と
そ
の
自
立

を
阻
み
、
い
つ
ま
で
も
自
分
に
依
存
す
る
よ
う
に
し
む
け
、
そ
れ
に
よ
っ

て
自
分
の
生
き
が
い
を
保
つ
共
依
存
の
関
係
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
述
の
よ
う
に
、
ケ
ア
は
、
ケ
ア
の
対
象
が
そ
の
ひ
と
ら
し
く
な
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
自
分
の
望
む
と
お
り
に
支
配
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
依
存
関
係
は
ケ
ア
関
係
の
必
然
的
に
行
き

つ
く
先
で
は
な
い
。
共
依
存
関
係
は
ケ
ア
関
係
の
堕
落
と
し
て
本
来
の
ケ

ア
関
係
か
ら
す
れ
ば
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

五
・
三　

ケ
ア
と
生

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
分
が
ケ
ア
す
る
相
手
か
ら
の
承
認
す
ら
確
保
で
き

な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
の
ジ
ェ
ー
ン
の
事
例
は
結
果
的
に

は
ケ
ア
関
係
の
成
立
を
み
た
が
、
一
般
的
に
は
、
ケ
ア
関
係
が
成
立
し
な

い
可
能
性
は
あ
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
い
っ
た
ん
は
成
立
し
た
ケ
ア
関

係
が
破
綻
す
る
可
能
性
は
い
つ
で
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ケ
ア
す
る
側
自

身
が
ケ
ア
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
失
い
か
ね
な
い
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は

み
ず
か
ら
進
ん
で
ケ
ア
す
る
気
持
ち
が
働
い
て
い
る
ケ
ア
を
自
然
な
ケ
ア

リ
ン
グ
と
呼
び
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
な
お
も
続
け
よ
う
と

す
る
ケ
ア
リ
ン
グ
を
倫
理
的
ケ
ア
リ
ン
グ
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
を
可
能
に
す

る
の
は
倫
理
的
自
己
で
あ
る
。
私
の
理
解
で
は
、
そ
れ
は
「
私
は
『
私
が

ケ
ア
す
る
者
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
ケ
ア
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い）

23
（

。
先
の
定
式
化 C

（x, px

）
を
用
い
れ
ば
、
こ
の p 

は
、「
私
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な
ん
で
も
な
い
日
に
な
つ
て
行
く
。

茫
々
何
千
年
の
歳
月
に
連
れ
こ
ま
れ
る
の
だ
、

け
ふ
と
い
ふ
日
、

そ
ん
な
日
が
あ
つ
た
か
知
ら
と
、

ど
ん
な
に
け
ふ
が
華
や
か
な
日
で
あ
つ
て
も
、

人
び
と
は
さ
う
言
つ
て
わ
す
れ
て
行
く
。

け
ふ
の
去
る
の
を
停
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
、

け
ふ
一
日
だ
け
で
も
好
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

28
（

。

　

最
後
の
行
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
か
ら
論
理
的
に
飛
躍
し
て
い
る
。「
け

ふ
が
も
う
帰
つ
て
来
な
い
」
か
ら
「
け
ふ
の
去
る
の
を
停
め
る
こ
と
が
出

来
な
い
」
ま
で
の
叙
述
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
詩

人
は
最
後
の
行
で
、
突
如
、
規
範
を
語
る
。「
け
ふ
一
日
だ
け
で
も
好
く

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
事
実
か
ら
規
範
へ
の
こ
の
飛
躍
は
論
理
的

に
理
由
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
り
に
、
永
久
に
存
在
す
る
者
が

い
る
と
し
よ
う
。
茫
々
何
千
年
の
な
か
の
一
日
と
し
て
の
き
ょ
う
は
、
そ

の
者
の
目
に
は
特
別
視
す
る
意
味
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
飛
躍
は
読
者
に
納
得
が
い
き
、
詩
人
の
思
い
と
同
様
の
反

省
へ
と
い
ざ
な
う
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
者
で
あ
る
私
た
ち
が
永

久
に
存
在
す
る
者
で
は
な
く
て
、
生
き
物
、
し
た
が
っ
て
い
ず
れ
死
ぬ
存

在
者
だ
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
茫
々
何
千
年
と
比
べ
れ
ば
、
私
た
ち
の
一

生
は
「
け
ふ
一
日
」
と
同
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
生
を
生
き
る
本

代
の
育
成
な
し
に
は
そ
の
社
会
は
存
続
し
な
い）

25
（

。
ヘ
ル
ド
が
註
す
る
よ
う

に
、「
ケ
ア
な
し
に
は
子
ど
も
は
生
き
残
ら
な
い
し
、
尊
重
す
べ
き
人
格

も
存
在
し
な
い）

26
（

」。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ル
ド
は
「
経
験
界
の
住
人
で
あ
る

か
ぎ
り
の
人
格
は
畏
敬
の
真
の
対
象
で
は
な
い
」
と
す
る
カ
ン
ト
主
義
者

に
た
い
し
て
、「
ケ
ア
の
倫
理
は
逆
に
、
経
験
界
の
存
在
と
し
て
の
新
生

児
を
畏
敬
の
対
象
と
す
る）

27
（

」
と
宣
言
し
た
。
け
れ
ど
も
、
生
を
援
用
し
て

倫
理
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
基
礎
づ
け
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
わ
か

り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
学
は
伝
統
的
に
、
生
そ
の

も
の
と
い
う
よ
り
も
、
善
き
生
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
生
を
肯
定
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
の
内
容
を
問
わ
ず
に
生
そ
の
も
の
を
肯
定
す
る

発
想
を
理
解
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
詩
の
ほ
う
が
助
け
と
な
る
だ

ろ
う
。
室
生
犀
星
の
詩
「
け
ふ
と
い
ふ
日
」
で
あ
る
。

時
計
で
も

十
二
時
を
打
つ
と
き

お
し
ま
ひ
の
鐘
を
よ
く
き
く
と
、

と
て
も　

大
き
く
打
つ
。

こ
れ
が
け
ふ
の
お
わ
か
れ
な
の
ね
、

け
ふ
が
も
う
帰
つ
て
来
な
い
た
め
に
、

け
ふ
が
地
球
の
上
に
も
う
な
く
な
り
、

ほ
か
の
無
く
な
つ
た
日
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
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の
ひ
と
と
深
い
ケ
ア
関
係
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ケ
ア
の
倫
理
も
そ

の
よ
う
な
実
現
不
可
能
な
要
請
を
し
て
い
な
い
。
ケ
ア
の
倫
理
が
説
い
て

い
る
の
は
、
私
た
ち
は
ケ
ア
す
る
者
と
し
て
の
自
分
の
限
界
を
意
識
し
つ

つ
も
、
誰
も
が
そ
の
傷
つ
き
や
す
さ
ゆ
え
に
ケ
ア
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

し
て
ま
た
、
一
日
は
過
ぎ
去
る
が
ゆ
え
に
大
事
に
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
論
的
な
基
礎
づ
け
と

い
う
よ
り
は
、
生
き
て
い
る
者
へ
の
訴
え
で
あ
る
。
自
分
も
他
人
も
等
し

く
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
傷
つ
き
や
す
い
存
在
者
を
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の

過
ぎ
去
り
や
す
い
生
を
、
現
に
私
た
ち
が
ケ
ア
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら

ば

│
大
事
に
思
い
、
そ
れ
ゆ
え
気
づ
か
い
、
し
た
が
っ
て
ま
た
気
が
か

り
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
せ

め
て
も
、
か
つ
て
い
っ
と
き
で
も
そ
の
よ
う
に
ケ
ア
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
な
ら
ば

│
、
ケ
ア
の
倫
理
が
語
る
規
範
は
私
た
ち
に
と
っ
て

な
に
が
し
か
の
説
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。

六
、
結
語

　

本
稿
は
、
ケ
ア
の
倫
理
を
中
心
と
す
る
先
行
研
究
に
も
と
づ
い
た
ケ
ア

概
念
の
理
解
の
う
え
に
立
っ
て
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
関

係
（
ケ
ア
関
係
）
の
な
か
で
自
己
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

か
、
ケ
ア
関
係
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
、
ケ
ア
す
る
者
は

な
ぜ
ケ
ア
関
係
に
入
る
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
問
い
を
と
り
く
ん
だ
。
本

人
に
と
っ
て
一
生
は
そ
の
一
生
し
か
な
い
。
そ
こ
に
思
い
い
た
る
と
、
最

後
の
行
に
い
わ
れ
た
こ
と
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

犀
星
は
ま
た
次
の
よ
う
な
詩
も
書
い
て
い
る
。

あ
な
た
は
何
時
ま
で
そ
こ
に
ゐ
る
の
だ
、

人
は
群
れ　

人
は
去
り

円
柱
に
も
た
れ
て
あ
な
た
は
誰
を
待
つ
の
だ
、

夕
刻
の
時
は
す
で
に
去
り
、

あ
な
た
の
目
は
悄
気
て
し
ま
ひ
、

泣
き
出
し
さ
う
で
あ
る
。

風
さ
へ
さ
む
く
捲
い
て
く
る
。

あ
な
た
の
待
つ
ひ
と
は
も
う
来
な
い
だ
ろ
う
、

僕
も
ま
た
人
に
は
ぐ
れ
て
此
処
に
立
つ
、

こ
の
僕
と
あ
な
た
の
間
際
を
取
持
つ
人
は
な
い
、

そ
の
間
際
は
た
う
に
逸
れ
て
ゐ
る
、

あ
な
た
は
此
処
で
笑
顔
を
失
ふ
、

僕
も　

ま
た
あ
な
た
と
い
ふ
瞬
間
を
失
ふ
の
だ）

29
（

。
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