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二
つ
目
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
避
難
し
て
き
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
た

ち
へ
の
支
援
活
動
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
三

番
目
は
、
不
断
の
、
つ
ま
り
継
続
的
な
対
話
の
必
要
性
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
で
す
。

多
面
的
な
武
器
と
し
て
の
人
間

ロ
ー
マ
で
島
秋
人
の
歌
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
前
提
は
、

聖
エ
ジ
デ
ィ
オ
共
同
体
主
催
の
集
い
の
中
で
、
核
兵
器
廃
絶
に
つ
い

て
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
は
自
分

の
言
葉
で
核
兵
器
廃
絶
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。
理
由
は
、
核
の
抑
止
力
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
現
在
、N

A
TO

と
ロ
シ
ア
が
直
接
的
な
戦

は
じ
め
に

こ
の
度
は
私
に
発
表
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
来
な
ら
、
最
初
か
ら
参
加
す
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
が
、
私
は
現
在
、
パ
リ
に
お
り
ま
し
て
日
本
と
七
時
間
の
時

差
が
あ
る
た
め
、
ま
た
、
自
分
自
身
の
発
表
準
備
が
整
わ
な
い
た
め
、

遅
れ
て
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
は
じ
め
に
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
。

今
回
、
私
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
、
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
は
、
島
秋
人
と
い
う
歌
人
の
短
歌
か
ら
、
私
が
学
び
え
た
こ

と
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。

戦
争
と
平
和
の
基
盤
と
し
て
の
個
人

峯
岸
正
典
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争
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
双
方
が
最
大
限
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
と

い
う
報
道
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
核
を
使
用
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
プ
ー
チ
ン
の
脅
し
が
功
を
奏
し
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ

る
か
と
存
じ
ま
す
。
つ
ま
り
核
が
戦
争
拡
大
の
抑
止
力
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。言
葉
だ
け
の
核
兵
器
廃
絶
を
述
べ
る
よ
り
は
、

私
に
と
っ
て
は
、
私
た
ち
自
身
が
一
つ
の
武
器
に
も
な
り
う
る
と
い

っ
た
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
戦
争
を
考
え
る
う
え
で
よ

り
本
質
的
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
人
間
の
理
と
情
の
両
方
の
観
点
か
ら
島
秋
人
の
短
歌
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
の
来
歴
を
少
し
丁
寧
に
説
明
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
島
秋
人
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
ペ
ン
ネ
ー
ム
で

す
。彼

は
「
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）、
現
在
の
北
朝
鮮
で
生
ま
れ
」

ま
し
た
。「
父
親
は
旧
満
州
や
朝
鮮
で
警
察
官
を
し
て
」
い
ま
し
た
。

署
長
だ
っ
た
よ
う
で
す
。戦
後
は
公
職
追
放
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

不
遇
で
、「
母
親
も
結
核
に
罹
患
し
た
う
え
に
栄
養
失
調
で
死
亡
」

す
る
と
い
う
、
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
は
大
変
貧
し
い
生
活
で
し
た
。

自
身
も
脳
膜
炎
や
蓄
膿
症
、
中
耳
炎
な
ど
複
数
の
病
気
に
罹
患

し
、
そ
れ
ゆ
え
学
業
成
績
も
不
良
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
中
学
校

卒
業
後
、
職
業
を
転
々
と
し
強
盗
殺
人
未
遂
事
件
」
を
重
ね
、「
特

別
少
年
院
送
致
と
な
り
二
〇
歳
ま
で
収
容
さ
れ
て
」
い
ま
し
た
。

「
少
年
院
退
院
後
、
頭
痛
が
続
く
こ
と
か
ら
労
働
意
欲
が
な
く
な

り
刑
務
所
に
入
る
」
た
め
に
「
雨
宿
り
し
た
空
き
家
を
放
火
し
懲
役

四
年
の
判
決
を
受
け
て
服
役
」
し
ま
し
た
。「
し
か
し
刑
務
所
で
『
ヒ

ス
テ
リ
ー
性
性
格
異
常
』
と
診
断
さ
れ
医
療
刑
務
所
か
ら
出
所
し
た

の
は
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
年
）
十
月
」
で
し
た
が
、「
そ
の
ま

ま
翌
年
二
月
ま
で
精
神
病
院
に
入
院
」
し
ま
し
た
。

「
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
年
）
二
月
に
退
院
後
、
家
族
の
も
と

で
生
活
を
始
め
た
が
、三
月
下
旬
に
東
京
に
行
き
た
い
と
家
出
し
て
、

放
浪
生
活
に
」
入
り
ま
し
た
。「
四
月
五
日
、
餓
え
に
耐
え
か
ね
て

新
潟
県
の
農
家
に
押
し
入
り
、
農
家
の
主
人
（
当
時
五
一
歳
）
に
重

傷
を
負
わ
せ
、
妻
（
当
時
四
三
歳
）
を
殺
害
す
る
強
盗
殺
人
事
件
を

引
き
起
こ
」
し
た
の
で
す
。「
こ
の
事
件
で
は
、
窃
盗
に
入
っ
た
家
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を
肯
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
凶
悪
犯
で
あ
っ
た
彼
が
ど
う
し
て
短
歌
を
作
る
よ
う
に

な
っ
た
か
。
彼
自
身
の
言
葉
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
が
短
歌
を
始
め
た
事
の
な
り
ゆ
き
は
、
昭
和
三
五
年
の
秋

に
拘
置
所
の
図
書
を
一
冊
読
ん
で
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
開
高

健
著
の
「
裸
の
王
様
」
を
読
ん
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
に
、
絵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
暗
い
孤
独
感
の
強
い
少
年

の
心
が
少
し
ず
つ
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
と
云
う
す
じ
で
あ
っ
て
、

当
時
の
私
の
心
を
う
っ
た
読
後
感
と
と
も
に
、
私
は
絵
を
描

き
た
い
、
そ
し
て
童
心
を
覚
ま
し
た
い
、
昔
に
帰
り
た
い
思

い
を
強
く
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
絵
を
描
く
こ
と

を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
身
に
は
、
描
き
た
い
思
い
が
ふ
き

あ
が
っ
て
来
る
だ
け
で
絵
は
描
け
な
か
っ
た
。
せ
め
て
、
児

童
図
画
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
思
い
、
図
画
の
先
生
で
も

あ
っ
た
、
又
、
ほ
め
ら
れ
た
事
の
極
め
て
少
な
い
私
が
図
画

の
時
間
に
絵
は
へ
た
く
そ
だ
け
ど
構
図
が
よ
い
と
云
っ
て
ほ

め
ら
れ
た
事
の
あ
る
先
生
で
あ
り
、
中
学
一
年
の
時
担
任
の

で
妻
に
見
つ
か
り
居
直
り
強
盗
に
な
っ
た
も
の
」
で
す
。「
夫
婦
と

同
家
の
十
代
の
子
供
二
人
の
四
人
を
縛
り
上
げ
た
う
え
、
現
金
二
千

円
と
背
広
や
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
な
ど
の
物
品
を
奪
い
」
ま
し
た
。「
逃

走
す
る
際
、
事
件
の
発
覚
を
恐
れ
凶
行
に
」
及
び
ま
し
た
。「
夫
は

殴
打
さ
れ
重
傷
を
負
い
失
神
し
た
の
を
殺
害
し
た
と
思
っ
た
」
よ
う

で
す
。
妻
は
絞
殺
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）、
三
月
に
地
裁
は
「
数
多
く
の
凶

悪
事
件
の
前
科
と
長
期
の
服
役
と
い
う
前
歴
が
あ
る
う
え
、
さ
ら
に

本
件
を
起
こ
し
、
情
状
酌
量
す
べ
き
点
は
な
い1

」
と
し
て
死
刑
を
判

決
、
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
年
）
に
最
高
裁
判
所
で
判
決
が
確
定

し
て
い
ま
す
。

一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
年
）
十
一
月
二
日
、
小
菅
刑
務
所
で

処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
三
三
歳
で
す
。

私
（
発
表
者
）
は
島
が
犯
罪
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
残
さ

れ
た
短
歌
を
低
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。と
思
う
と
同
時
に
、

残
さ
れ
た
短
歌
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
島
が
犯
し
た
犯
罪
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を
活
け
て
い
る
、
と
い
う
歌
で
す
。

こ
の
歌
か
ら
私
は
三
つ
の
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

①
同
じ
一
人
の
人
間
が
善
に
も
悪
に
も
な
れ
る
、

② 

人
は
誰
で
も
、
自
ら
の
身
体
で
さ
え
、
武
器
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

③ 

武
器
に
す
る
か
ど
う
か
は
本
人
の
状
況
次
第
、
心
次
第
と
い

う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
口
か
ら
出
る
言
葉
で
も
、
人
は
傷
つ
き

ま
す
。
ま
な
ざ
し
で
さ
え
、
人
は
た
じ
ろ
ぎ
、
自
分
が
大
切
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
お
の
の
き
ま
す
。

私
た
ち
一
人
一
人
の
心
の
中
に
あ
る
、
人
を
区
別
し
、
さ
げ
す
む

気
持
ち
、
相
手
を
打
ち
負
か
そ
う
と
す
る
思
い
な
ど
は
、
私
た
ち
自

身
を
、
多
面
的
に
展
開
可
能
な
一
つ
の
武
器
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
武
器
を
ど
う
使
う
か
は
、
私
た
ち
自
身
の
心
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

㈠
こ
の
歌
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
私
の
一
つ
の
学
び

先
生
で
も
あ
っ
た
、
吉
田
好
道
先
生
に
当
時
の
身
分
と
理
由

と
を
書
き
、
子
供
の
描
い
た
図
画
が
欲
し
い
と
お
願
い
し
た
。 

そ
の
返
書
は
、
親
身
な
も
の
で
、
自
分
に
対
す
る
お
ど
ろ
き

と
反
省
を
よ
び
お
こ
す
優
し
さ
で
満
ち
て
い
た
。
同
封
さ
れ

て
奥
様
の
手
紙
が
あ
り
、
そ
の
中
に
少
年
期
を
過
し
た
家
の

前
の
香
積
寺
と
そ
の
お
住
職
様
を
詠
ん
だ
短
歌
が
三
首
添
え

て
あ
っ
た
。
こ
れ
が
私
の
短
歌
に
接
し
た
初
め
で
あ
っ
て
、

過
ぎ
し
日
の
な
つ
か
し
さ
も
あ
り
歌
は
何
と
よ
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
と
思
っ
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
又
、
刺
激

と
も
な
っ
て
、
自
身
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
得
て
、
時
折

り
に
詠
み
は
じ
め 

詠
ん
で
今
日
に
至
っ
て
い
る2

。

ま
た
、
死
刑
前
夜
に
も
、
短
く
、
歌
を
詠
む
こ
と
へ
の
か
か
わ
り

を
書
き
残
し
て
い
ま
す3

。

島
秋
人
の
『
遺
愛
集
』
の
数
あ
る
短
歌
の
中
か
ら
「
こ
の
手
も
て 

人
を
殺
め
し
死
囚
わ
れ 

同
じ
両
手
に 

今
は
花
活
く
」
と
い
う
歌
を

紹
介
し
ま
す
。

自
ら
人
の
首
を
絞
め
て
殺
害
し
た
そ
の
同
じ
両
手
が
、
今
は
花
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い
か
け
ら
れ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
は
他
者
と
の
関
わ
り
合
い
が
な
い

限
り
、本
当
の
意
味
で
自
己
と
し
て
安
心
（
あ
ん
じ
ん
）
で
き
な
い
、

幸
せ
に
な
れ
な
い
と
訴
え
か
け
て
く
る
、
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

島
秋
人
の
短
歌
か
ら
、
私
た
ち
は
、〈
人
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は

ど
う
し
て
も
他
者
を
必
要
と
す
る
〉
と
い
う
事
実
に
向
き
合
わ
さ
れ

ま
す
。
島
の
場
合
、
支
援
者
と
の
面
会
や
文
通
を
通
じ
て
、
生
き
る

こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
い
き
ま
す
。
同
時
に
、
被
害
者
の
命
を

奪
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
に
対
し
て
、「
償
い
の
で
き
な
い
こ
と
が
怖

い
」と
言
い
残
し
て
逝
き
ま
す
。
彼
は
獄
中
で
受
洗
し
て
い
ま
し
た
。

㈡
島
秋
人
の
短
歌
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
二
番
目
の
学
び

そ
れ
は
「
だ
れ
も
独
り
で
は
救
わ
れ
な
い
」N

obody saved 

alone

と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
「
誰
も
一
人
で
は
救
わ

れ
な
い
」
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
他
者
が
あ
っ
て
、
は
じ
め

て
自
分
た
ち
も
存
在
す
る
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
生
き
て
い
る
か

ら
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
み
ん
な
が
関
係
性
の
中

に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
個
と
し
て
の
人
間
は
仏
教
の
言
葉
で
言
え
ば
「
縁
起
」、

一
人
の
人
間
が
「
花
を
生
け
る
と
い
う
」
善
い
状
態
に
あ
る
こ

と
も
、「
人
の
首
を
絞
め
る
」
悪
い
状
態
に
あ
る
こ
と
も
で
き
る
わ

け
で
す
か
ら
、
善
い
状
態
を
保
て
る
よ
う
に
個
人
と
し
て
も
社
会
と

し
て
も
機
能
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

次
に
、
も
う
一
つ
の
短
歌
を
紹
介
し
ま
す
。

「
愛
に
飢
え
し
死
刑
囚
わ
れ
の
賜
り
し
菓
子
地
に
お
き
て
蟻
を

待
ち
た
り
」
と
い
う
歌
で
す
。

愛
に
飢
え
た
死
刑
囚
の
自
分
が
、
頂
い
た
お
菓
子
を
地
面
に
お

い
て
、
蟻
が
食
べ
に
来
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
、
と
い
う
歌
で

す
。こ

の
歌
の
中
に
、
他
者
と
深
い
関
わ
り
合
い
を
持
ち
た
い
と
い

う
人
間
の
根
源
的
な
志
向
性
を
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
誰
か
の
役
に

立
ち
た
い
、
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
他
者
へ
の
気
持
ち
は
独
房

の
死
刑
囚
で
は
実
現
し
に
く
い
。
だ
か
ら
、
せ
め
て
蟻
に
喜
ん
で
も

ら
え
れ
ば
と
い
う
思
い
で
お
菓
子
を
地
面
に
置
く
。
こ
こ
か
ら
、
人

間
に
と
っ
て
の
孤
独
、
そ
し
て
、
幸
せ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
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ツ
郡
を
通
じ
て
生
活
必
需
品
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
購
入
し
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
に
避
難
し
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
た
ち
に
送
り
届
け
る
こ
と
を

続
け
ま
し
た
。

日
本
の
田
舎
で
の
活
動
に
し
て
は
思
い
の
ほ
か
浄
財
が
集
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
支
援
に

あ
た
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
、
支
援
物
資
の
一
部
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍

に
届
け
て
も
良
い
か
と
い
う
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
検
討

の
結
果
、
そ
れ
は
で
き
な
い
と
い
う
返
事
を
し
ま
し
た
。

理
由
は
私
た
ち
が
集
め
た
お
金
は
宗
教
活
動
の
一
環
と
し
て
集
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で

戦
っ
て
い
る
末
端
の
ロ
シ
ア
兵
も
一
人
の
人
間
と
し
て
は
犠
牲
者
で

も
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
、
一
部
の
人
を
除
い

て
、
国
家
の
命
令
に
従
っ
て
戦
争
に
従
事
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
の
が
私
た
ち
の
判
断
で
し
た
。
私
た
ち
の
心
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
傾
い
て
い
ま
し
た
が
、
片
一
方
の
兵
隊
だ
け
を
支
援
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
宗
教
の
理
念
に
反
し
て
い
る
と
も
考
え
ま
し
た
。

「
日
月
に
私
心
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
太
陽
も
月
も

も
っ
と
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
「
関
係
」、「
連

帯
」
に
お
い
て
人
間
た
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
必
然
的
に
「
誰

も
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」N

obody lived alone

と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
話
は
進
み
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と

次
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
た
め
の
御
朱
印

昨
年
の
二
月
、
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
て
か
ら
ま
も

な
く
、
東
京
か
ら
一
二
〇
キ
ロ
か
ら
一
五
〇
キ
ロ
北
西
と
い
う
群
馬

の
は
ず
れ
、
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
で
、
私
の
お
寺
も
含
め
て
十
八
ヶ
寺

が
共
同
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
支
援
の
た
め
の
御
朱
印
を
始
め
ま
し

た
。
他
の
十
七
ヶ
寺
も
賛
同
し
て
募
金
箱
を
置
い
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
三
三
ヶ
寺
に
集
ま
っ
た
お
金
を
私
た
ち
は
逐
次
ポ
ー
ラ
ン
ド
に

送
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
の
隣
人
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
人

が
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
方
を
仲
立
ち
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ェ
ラ



19 ――― 東西宗教研究　第 21 号・2023 年

医
師
は
述
べ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
《
実
態
と
し
て
の
平
和
》
は
正
し
い
連
帯
に
よ
っ
て
の
み
支

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
が
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
良

か
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
人
間
の
一
人
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
が
勝
ち
、

ど
ち
ら
か
が
負
け
れ
ば
良
い
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
永
遠
に
正
し
い

連
帯
と
い
う
の
は
生
じ
得
な
い
、
平
和
は
や
っ
て
こ
な
い
、
少
な
く

て
も
宗
教
の
立
場
か
ら
は
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
、と
思
い
ま
す
。

近
代
国
家
と
個
人

そ
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
へ
の
支
援
を
依
頼
さ
れ
る
中
で
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
個
人
と
し
て
の

人
間
を
戦
い
に
追
い
込
む
《
近
代
国
家
と
は
何
か
》
と
い
う
問
題
で

す
。
法
治
国
家
と
し
て
存
立
す
る
国
の
命
令
に
従
う
の
は
国
民
の
義

務
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
治
国
家
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
国
が

判
断
を
誤
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
と
き
国
民
と
し

て
の
個
人
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
国
家
の
命

令
に
従
う
と
い
う
道
も
あ
れ
ば
、
自
分
の
良
心
、
も
し
く
は
宗
教
的

分
け
隔
て
な
く
一
様
に
ど
こ
の
地
域
も
照
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
中
道
と
い
う
立
場
を
申
し
上
げ
る

ま
で
も
な
く
、
ど
ち
ら
か
に
片
寄
る
と
い
う
こ
と
も
避
け
た
か
っ
た

の
で
す
。

仏
教
の
根
源
的
な
世
界
観
―
―
縁
起
、
そ
し
て 

実
態
と
し
て
の
平
和

先
ほ
ど
来
「
誰
も
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
申
し
上
げ
て
来

ま
し
た
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
私
た
ち
は
敵
も
味
方
も
お
互
い
に

つ
な
が
り
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
存

在
に
過
ぎ
な
い
、
と
も
い
え
ま
す
。
こ
の
つ
な
が
り
合
い
が
乱
れ
る

と
き
、
誰
も
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
現
在
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
影
響
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
お
互
い
を
支
え
て
い
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
需
要
と
供
給

に
齟
齬
が
生
じ
、
多
く
の
人
が
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
困
難
に
あ
え

い
で
い
ま
す
。

「
平
和
は
観
念
で
は
な
く
実
態
で
あ
る
」
と
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

で
医
療
と
国
民
生
活
の
改
善
に
生
涯
を
捧
げ
た
、故
中
村
哲
（
て
つ
）
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宗
教
学
者
の
島
薗
進
先
生
は

「
正
法
」
を
具
現
化
す
る
サ
ン
ガ
を
王
法
が
支
援
す
る
こ
と
に
お

い
て
王
法
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が4

、

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
次
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
問
題
―
―
プ
ー
チ
ン
と
ロ
シ
ア
正
教

ロ
シ
ア
正
教
の
モ
ス
ク
ワ
総
主
教
キ
リ
ル
一
世
が
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
の
軍
事
侵
攻
に
つ
い
て
「
対
立
の
起
源
は
西
側
諸
国
と
ロ
シ
ア

の
関
係
に
あ
る
。N

A
TO

が
約
束
を
守
ら
ず
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
に

近
づ
き
、
軍
備
を
増
強
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
西
側
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
人
た
ち
を
再
教
育
し
て
ロ
シ
ア
の
敵
に
作
り
変
え
よ
う
と
し
た
」

と
い
う
軍
事
侵
攻
に
理
解
を
示
す
声
明
を
発
表
し
、
各
国
の
キ
リ
ス

ト
教
関
係
者
か
ら
も
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

す5

。キ
リ
ル
一
世
は
、
も
っ
と
直
接
的
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
戦
う
こ
と
を

宗
教
的
に
正
当
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ウ

ク
ラ
イ
ナ
正
教
会
は
激
怒
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
の
進
行
が
始
ま
っ
て
早
い
段
階
で
ロ
シ
ア
正
教

信
念
に
基
づ
い
て
選
択
す
る
と
い
う
道
も
あ
る
で
し
ょ
う
。「
良
心

的
兵
役
拒
否
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
総
力
戦
と

な
っ
た
場
合
、
歴
史
を
振
り
返
っ
て
も
「
良
心
的
兵
役
拒
否
」
と
い

う
こ
と
を
貫
く
こ
と
は
極
端
に
難
し
く
な
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
自

分
の
妹
や
弟
が
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
自
分
の
信
念
を
貫
く
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
言
で
言
う
と
、
一
人

一
人
の
国
民
を
守
る
義
務
を
持
つ
国
家
と
、
国
家
を
支
え
る
一
人
一

人
の
国
民
と
の
間
に
は
あ
る
種
の
緊
張
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

相
互
扶
助

理
想
か
ら
言
え
ば
、
国
家
が
国
民
を
正
し
く
導
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
。
ま
た
国
民
が
国
家
を
正
し
く
主
導
で
き
る
よ
う
に
と
い
う

こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
私
た
ち
の
目
の
前

に
横
た
わ
る
「
課
題
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
人
間
と
切
り
離
さ
れ
た
宗
教
は
存
在
し
な
い
し
、
人
間
が
宗
教

に
関
わ
る
限
り
、間
違
い
が
起
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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の
双
方
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
不
十
分
さ
を
超
え
た
《
実
態
と
し
て
の

平
和
》
を
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
宗
教
的
営
為
」
が
可
能
な
の

か
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
の
枠
組
み
の
広
さ

そ
の
前
に
、「
宗
教
」
の
枠
組
み
の
広
さ
、
あ
る
意
味
で
の
普
遍

性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
宗

教
は
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
広
が
る
性
質
を
持
っ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
国
家
よ
り
も
枠
組
み
が
広
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
同

時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
そ
の
宗
教
の
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に

お
い
て
、
あ
る
い
は
時
代
に
お
い
て
、
国
家
よ
り
強
制
力
が
強
い
場

合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
弱
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
国
家
を
超
え
て
存
立
す
る
宗
教

に
要
請
さ
れ
て
い
る
平
和
希
求
の
一
端
に
つ
い
て
、
考
え
を
進
め
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

正
義
と
い
う
言
葉
へ
の
不
安

た
だ
、
私
は
宗
教
で
よ
く
使
わ
れ
る
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
を

会
が
「
侵
攻
支
持
」
し
た
こ
と
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
正
教
会
が
反
発

し.

ロ
シ
ア
の
東
方
正
教
会
と
同
じ
日
（
一
月
七
日
）
に
ク
リ
ス
マ

ス
を
祝
い
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
西
側
と
同
じ
日
（
十
二
月

二
五
日
）
に
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
う
と
い
う
事
例
が
生
じ
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
ロ
シ
ア
の
下
院
議
員
が
批
判
、
と
い
う
避
難
の
応
酬
が

続
い
て
い
ま
す
。

戦
争
と
宗
教

実
態
と
し
て
の
平
和

さ
て
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
述
べ
た
《
実
態
と
し
て
の
平
和
》
を
宗

教
的
行
為
、
た
と
え
ば
祈
り
で
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
と

い
う
問
い
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
「
祈
り
さ
え
す
れ
ば
平
和
が
訪
れ
る
」
と
は
、
一
部
の

人
を
除
い
て
誰
も
考
え
て
は
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
「
行
為
さ
え
あ
れ
ば
良
い
」
と
も
言
え
ま
せ
ん
。「
祈

り
な
き
行
為
」、「
宗
教
な
き
行
為
」
の
怖
さ
、
危
険
性
も
感
じ
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、「
行
為
な
き
祈
り
」、「
祈
り
な
き
行
為
」
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私
は
修
行
道
場
で
「
正
し
い
」
と
い
う
字
は
「
一
つ
に
止
（
と
ど
）

ま
る
」
と
書
く
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
っ
ち
が
正
し
い
、
あ
っ
ち

が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
ま
だ
本
当
の
正
し
さ
に
到
達

し
て
い
な
い
。
み
ん
な
が
そ
れ
で
以
て
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
学
び
ま
し
た
。

こ
れ
を
理
念
な
き
妥
協
と
捉
え
て
は
間
違
い
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
理
念
な
き
妥
協
で
は
な
く
、
現
実
に
そ
こ
に
《
実
態
と
し
て
の

平
和
》
を
も
た
ら
す
具
体
的
な
手
立
て
な
の
で
す
。
こ
の
手
立
て

を
失
う
と
私
た
ち
は
永
遠
に
戦
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三
〇
年
後
に
平
和
が
訪
れ
る
た
め
に
で
は
な
く
、
今
こ
こ
に
平
和
が

訪
れ
る
た
め
に
私
た
ち
は
何
を
し
た
ら
良
い
の
か
？
あ
る
い
は
何
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
と
い
う
問
題
意
識
に
繋
が
り
ま
す
。

祈
り
―
創
唱
者
の
祈
り
に
立
ち
返
る

そ
こ
で
、
も
し
仮
に
今
の
世
に
モ
ー
ゼ
、
あ
る
い
は
イ
エ
ス
、
ま

た
は
ム
ハ
ン
マ
ド
、も
し
く
は
釈
尊
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
し
た
ら
、

ど
う
い
う
お
言
葉
を
発
し
、
ど
う
い
う
行
動
を
取
ら
れ
た
の
か
？
こ

れ
が
私
の
問
い
に
な
り
ま
す
。

聞
く
と
、
心
の
中
で
慎
重
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
時
々
、
正
義
と

い
う
言
葉
が
、
目
的
の
た
め
に
不
当
な
手
段
を
正
当
化
し
よ
う
と
す

る
傾
向
を
助
け
る
言
葉
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で

す
。
ロ
シ
ア
側
に
は
ロ
シ
ア
系
住
民
の
生
活
の
安
寧
の
た
め
に
進
軍

す
る
と
い
う
「
正
義
」
が
あ
り
ま
す
。
他
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
に
は

自
分
た
ち
の
国
土
と
国
民
を
守
る
と
い
う
「
正
義
」
が
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
「
正
義
」
の
た
め
に
戦
い
が
行
わ

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
正
義
と
い
う
の
は
相
対
的
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

私
に
は
そ
の
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、絶
対
的
な「
正

義
」
が
請
来
（
し
ょ
う
ら
い
）
さ
れ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
。
絶
対
的

な
「
正
義
」
が
請
来
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
上
の
戦

争
、
破
壊
は
も
っ
と
ず
っ
と
少
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
感
じ
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

真
の
正
し
さ
と
は

で
は
絶
対
的
正
義
と
い
う
こ
と
を
措
定
し
な
い
、
和
解
へ
の
道
行

き
は
戦
争
、
紛
争
に
お
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
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各
教
団
の
反
省

戦
後
、
日
本
の
多
く
の
宗
教
教
団
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い

て
戦
争
に
宗
教
と
し
て
加
担
し
た
こ
と
を
反
省
し
、
文
章
化
し
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）、
曹
洞
宗
は
「
世

界
平
和
を
願
う
曹
洞
宗
の
祈
り
と
誓
い 

―
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ

ん
―
」
と
い
う
文
書
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

ひ
ろ
さ
ち
や
氏
の
批
判

こ
う
し
た
各
教
団
の
動
き
に
対
し
、
宗
教
評
論
家
の
ひ
ろ
・
さ
ち

や
氏
は
戦
後
、
日
本
仏
教
は
平
和
活
動
を
熱
心
に
行
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
。
戦
前
、
日
本
仏
教
は
戦
争
遂
行
へ
の
多

大
な
る
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
構
造
的
に
は
現
今
の
仏
教
に
よ

る
平
和
活
動
も
戦
前
の
戦
争
協
力
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
提
起
は
、
戦
前
と
戦
後
に
お
け
る
宗
教
教
団
の
戦
争
と

平
和
に
対
す
る
対
応
は
、
各
宗
教
教
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
時
代
の
風

潮
に
忖
度
し
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
含
ん
で
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
宗
教
的
行
為
、
た
と
え
ば
祈
り
が
平
和
の

源
泉
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
「
創
始
者
」

の
祈
り
あ
る
い
は
行
に
立
ち
戻
っ
て
、私
た
ち
自
身
が
自
ら
を
省
み
、

自
己
の
中
に
あ
る
弱
さ
、
悪
い
こ
と
へ
の
傾
き
を
見
つ
め
直
す
こ
と

が
必
要
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
葦
よ
り

も
弱
い
人
間
と
し
て
の
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を
自
ら
に
問
い

か
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

霊
性
―
―
祈
り
の
場
と
し
て
の
自
己

こ
こ
で
言
う
「
祈
り
」
を
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る

こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
霊
性
」
と
は
、
私
た
ち
一
人
一

人
の
人
間
の
奥
深
く
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
一
人
一
人
の
人

間
を
超
え
て
、
私
た
ち
に
生
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
私
は

受
け
止
め
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
ど
う
い
う
立
場
に
あ
っ
て
も
、
宗

教
的
な
意
味
に
お
い
て
純
化
さ
れ
う
る
、
そ
う
い
う
霊
性
が
自
己
と

い
う
場
に
お
い
て
生
ま
れ
得
る
の
か
ど
う
か
、
私
た
ち
は
不
断
に
自

己
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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人
た
ち
を
は
じ
き
出
す
力
が
働
い
て
く
る
。
つ
ま
り
宗
教
に
は
宗
教

で
あ
る
限
り
、
集
団
と
し
て
の
排
他
性
が
内
在
す
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
同
時
に
、
物
事
は
簡
便
な
方
向
に
進
み
や
す
い
の

で
、
こ
の
教
え
が
一
番
正
し
い
、
あ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の
教

え
で
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
と
い
う
言
説
が
、
語
ら
れ
や
す
く
、
か

つ
説
得
力
を
持
ち
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

自
己
を
無
に
す
る
祈
り
、
霊
性
が
支
え
る
平
和
へ
の
連
帯

そ
こ
で
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
平
和
を
も
た

ら
す
清
ら
か
で
正
し
い
連
帯
は
、
自
己
の
根
源
へ
と
向
か
う
、
自
己

の
エ
ゴ
を
無
に
す
る
よ
う
な
清
ら
か
な
祈
り
、
霊
性
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
は
多
元
的
な
世
界
の
中
で
、
宗
教
、
国
家
の
違
い
を
超

え
て
、
全
人
類
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
う
し
た
宗
教
的
行
為
、
祈
り

と
か
、
あ
る
い
は
霊
性
と
か
を
み
ん
な
で
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
！
と
い
う
問
題
提
起
が
必
要
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。

反
省
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に

そ
こ
で
、
各
教
団
の
反
省
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
、
持
続
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
各
教
団
が
、
そ
の
宗
教
的
原
点
（
宗
祖
）

に
帰
る
、と
い
う
志
向
性
を
強
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、た
と
え
ば
華
厳
経
で
「
信
は
道
の
母
、功
徳
の
元
」

（
華
厳
経
第
六
賢
首
菩
薩
品
） 

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
換
言
す

れ
ば
、
信
仰
は
、
自
ら
を
し
て
真
実
に
近
づ
け
る
も
の
で
す
か
ら
、

自
ら
の
信
仰
の
純
化
、
深
化
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
判
断
を
間
違
え
な
い
た
め
に
、
不
断
の
、
あ
る
い
は
継

続
的
な
自
己
無
化
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

と
い
う
と
、
私
は
宗
教
そ
れ
自
身
に
反
宗
教
性
が
内
在
し
て
い
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
宗
教
教
団
と
い
う
の
は
そ
の
教
え
が
も
っ
と
も
正
し
い

と
信
じ
る
人
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も

保
守
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
く
わ
え
て
同
じ
考
え
を
持
つ
者

同
士
が
が
集
ま
る
と
い
う
力
学
の
中
に
、
他
の
考
え
方
を
保
持
す
る
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同
じ
く
「
い
た
わ
る
」
と
い
う
言
葉
も
自
分
の
心
を
遠
く
に
い
る
相

手
に
届
け
て
、
い
た
し
て
、
相
手
の
心
を
く
み
取
り
、
そ
の
人
の
願

っ
て
い
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
「
い
た
わ
る
」
と
い
う
こ
と

な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
、
遠
く
と
は
ど
こ
で
し

ょ
う
か
？
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
？
シ
リ
ア
か
？
あ
る
い
は
隣
の
お
年
寄
り

か
？思

う
に
、
遠
く
と
い
う
の
は
距
離
の
問
題
で
は
な
く
、
困
っ
て

い
る
人
の
そ
ば
を
指
し
て
い
る
と
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
宗
教
と
い
う
の
は
困
っ
て
い
る
人
の
そ
ば
に
立
た
な
く
て
は
い
け

な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
に
生
き
る
個
人
の
責
任
と

し
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
信
仰
を
含
め
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
違
い
を
超
え
た
共
存
へ
の
志
向
性
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は

一
、
ま
ず
百
パ
ー
セ
ン
ト
相
手
を
認
め
る
。

二
、
そ
の
う
え
で
相
手
の
理
解
を
は
か
る
。

三
、 
そ
の
た
め
に
は
不
断
の
行
為
と
し
て
の
対
話
が
必
要
と
な
る
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
に
生
き
る
個
人
の
責
任
と
し
て
の
〈
自
立
し
た

個
に
お
け
る
連
帯
〉
の
必
要
性
。

連
帯
は
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
の

が
私
の
よ
っ
て
立
つ
立
場
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に

関
連
し
て
も
う
少
し
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま

す
。平

和
の
「
和
」
と
い
う
言
葉
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
修
行
先

で
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。「
和
」
と
い
う
字
は
、
の
ぎ
へ
ん
に
口
と
書
き
ま
す
。
の
ぎ
へ

ん
は
稲
の
束
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
隣
に
口
が
あ
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
稲
の
束
、
手
に
入
れ
た
も
の
を
自
分
が
独
占
し
な
い

で
他
と
分
か
ち
合
う
と
い
う
の
が
、
和
の
成
り
立
ち
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
宴
席
で
カ
ツ
オ
の
た
た
き
が
大
皿
に
盛
ら
れ
て
回
っ
て
き

た
。
お
い
し
そ
う
だ
と
思
い
三
切
れ
頂
こ
う
か
と
思
っ
て
、
ふ
と
あ

た
り
を
見
ま
わ
し
た
ら
大
勢
い
る
。
三
切
れ
取
っ
た
ら
遠
く
の
人
に

回
ら
な
く
な
る
と
思
っ
て
一
切
れ
に
す
る
。
そ
れ
を
遠
く
を
慮
（
お

も
ん
ば
か
）
る
、す
な
わ
ち
「
遠
慮
」
と
い
う
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
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て
は
な
ら
な
い
し
、
共
感
の
な
い
対
話
と
い
う
も
の
は
反
感

を
生
む
だ
け
の
も
の
と
な
る
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
〈
自
律
し
た
個
の
自
覚
か
ら
連
帯
へ
〉
と
い
う
方
向

で
話
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
し
っ
か
り
し
た

自
己
が
な
い
と
真
の
対
話
が
始
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
〈
連
帯
か
ら
個
へ
の
自
覚
〉
と
い
う
道

筋
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず

れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
戦
争
に
傾
く
か
、
平
和
に
傾
く
か
は
一
人

一
人
の
個
人
の
在
り
方
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。そ

こ
で
結
語
と
し
て
、
私
に
は
希
望
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

す
べ
て
の
も
の
が
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
縁
起
の
世
界
観
か
ら
す
れ

ば
、
日
常
生
活
の
中
で
私
た
ち
一
人
一
人
が
具
体
的
な
取
り
組
み
を

達
成
で
き
れ
ば
、
世
界
は
変
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、 

行
き
届
か
な
い
話
を
こ
こ
ま
で
お
聞
き
い
た
だ
き
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
忌
憚
の
な
い
ご
叱
正
を
頂
け
れ
ば
あ

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

但
し
、
そ
の
対
話
に
は
マ
ナ
ー
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。

対
話
、
お
互
い
が
真
に
出
会
う
た
め
の
方
法
、
態
度
に
つ
い
て
、

日
本
的
に
言
う
な
ら
ば
心
を
開
い
て
相
手
に
一
歩
近
づ
く
と
い
う

「
挨
拶
」
の
精
神
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

① 

真
に
聞
こ
う
と
す
る
と
き
、
つ
ま
り
対
話
の
相
手
に
本
心
を

語
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
な
ら
、
相
手
の
言
う
こ
と
が
本
当

に
正
し
い
と
思
っ
た
ら
、
自
分
は
そ
の
相
手
に
し
た
が
っ
て

変
わ
ろ
う
と
い
う
「
開
か
れ
た
覚
悟
」
が
必
要
と
な
る
。
こ

ち
ら
側
に
そ
う
し
た
態
度
が
な
い
限
り
、
相
手
は
本
当
に
心

を
開
い
て
語
っ
て
は
く
れ
な
い
。

② 

も
し
誰
か
を
本
当
に
好
き
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
人
の
こ
と
を

正
し
く
知
り
た
い
と
思
う
し
、
自
分
の
こ
と
も
正
し
く
理
解

し
て
ほ
し
い
と
願
う
。
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
と
本
当
の
対
話

に
は
な
ら
な
い
。

③ 

対
話
の
根
底
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
言
え
ば
「
愛
」、

大
乗
仏
教
の
言
葉
で
言
え
ば
慈
悲
、「
菩
薩
の
願
い
」
が
な
く
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4
 

島
薗
進
『
日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
―
―
「
正
法
」
理
念
か
ら
考
え
る
』 

岩
波
現
代
全
書
、
二
〇
一
三
年
。

5
 

N
H

K
 new

s w
eb 

二
〇
二
二
年
三
月
二
九
日
十
五
時
二
〇
分https://

w
w

w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20220329/am

p/k10013557301000.

htm
l.

り
が
た
く
存
じ
ま
す
。
そ
れ
を
今
後
の
精
進
の
糧
に
で
き
れ
ば
と
願

っ
て
お
り
ま
す
。
至
ら
な
い
話
で
す
が
、
ご
清
聴
、
本
当
に
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

み
ね
ぎ
し
・
し
ょ
う
て
ん 

曹
洞
宗
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
布
教
総
監

註
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こ
こ
ま
で
の
（「 

」）
内
の
文
章
は
当
サ
イ
ト
か
ら
の

引
用
。

2
 

『
遺
愛
集
』
あ
と
が
き
、
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
三
月
。

3
 

「
知
恵
の
お
く
れ
た
、
病
弱
の
少
年
が
、
凶
悪
犯
罪
を
理
性
の
な
い
心
の

ま
ま
犯
し
、
そ
の
報
い
と
し
て
の
処
刑
が
決
ま
り
、
寂
し
い
日
日
に
児

童
図
画
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
童
心
に
還
ら
せ
た
い
、
も
う
一
度

幼
児
の
心
に
還
り
た
い
と
願
い
、
旧
師
の
吉
田
好
道
先
生
に
図
画
を
送

っ
て
下
さ
る
様
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
の
返
書
と
一
緒
に
絢あ
や
こ子
夫
人

の
短
歌
三
首
が
同
封
さ
れ
て
あ
り
私
の
作
歌
の
道
し
る
べ
と
な
っ
て
く

れ
ま
し
た
。」（『
遺
愛
集
』
あ
と
が
き
に
添
え
て
、
一
九
六
七
年
、
昭

和
四
二
年
十
一
月
一
日
夜
）。


