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近こ
の

衞え

忠た
だ

煇て
る 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
一
四
年
五
月
八
日
東
京
生
ま
れ
（
七
八
歳
）。
昭
和
三
七
年
、
学
習
院
大
学
政
経
学
部
を
卒
業
後
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ

ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
で
二
年
間
国
際
関
係
論
を
学
ぶ
。
昭
和
三
九
年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
（
一
九
六
四
年
）
に
日
本
赤
十
字
社
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
な
り
、
同
年
正
職
員
と
な
る
。
そ
の
後
、
戦
後
処
理
、
紛
争
地
救
援
、
災
害
救
援
な
ど
の
業
務
に
加
え
、
二
回
（
計
八
年
）
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新

月
社
連
盟
（
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
勤
務
を
経
て
、
日
本
赤
十
字
社
社
会
部
長
、
外
事
部
長
を
歴
任
。
平
成
三
年
四
月
、
副
社
長
並
び
に
学
校
法
人
日
本
赤
十

字
学
園
理
事
長
に
就
任
、
一
四
年
間
に
わ
た
り
同
職
を
務
め
る
。
平
成
七
年
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
常
置
委
員
会
委
員
、
平
成
一
〇
年
、
同

連
盟
副
会
長
に
選
出
さ
れ
る
。
平
成
一
七
年
四
月
に
は
、
社
歴
上
数
少
な
い
生
抜
き
の
日
本
赤
十
字
社
社
長
に
就
任
。
平
成
一
七
年
一
一
月
に
同
連
盟

副
会
長
に
、
平
成
二
一
年
一
一
月
、
ア
ジ
ア
初
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
会
長
に
選
出
さ
れ
、
同
職
を
二
期
八
年
勤
め
、
平
成
二
九
年
一
一
月

に
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
。
現
在
は
、
引
き
続
き
日
本
赤
十
字
社
社
長
と
し
て
赤
十
字
事
業
の
推
進
に
尽
力
し
て
い
る
。

近こ

の

え衞
忠た

だ

煇て
る

氏
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
会
長
を
退
任

　

―
ア
ジ
ア
初
の
会
長
と
し
て
連
盟
の
新
時
代
を
築
く

近
衞
会
長
退
任
の
ス
ピ
ー
チ
　

　
　
八
つ
の‶

ア
リ
ガ
ト
ウ
〟で
謝
意
を
表
明
！

ご
臨
席
の
皆
様
。
こ
こ
で
八
分
の
時
間
を
頂
戴
し
て
、
こ
の
八
年

間
を
…
…
い
や
七
八
年
間
を
振
り
返
ら
せ
て
下
さ
い
。

七
八
年
前
、
確
か
に
一
九
三
九
年
の
五
月
八
日
、
ア
ン
リ
―
・
デ
ュ

ナ
ン
の
誕
生
日
で
あ
る
世
界
赤
十
字
デ
ー
に
私
は
生
ま
れ
ま
し
た
。

多
分
そ
れ
は
、
運
命
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

五
〇
年
ほ
ど
前
、
私
は
日
本
赤
十
字
社
に
、
当
初
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
加
わ
り
、
ほ
ど
な
く
、
十
分
な
国
際
活
動
を
行
う
に
は
あ

ま
り
に
も
小
さ
な
予
算
し
か
な
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

私
は
現
金
で
も
物
品
で
も
何
で
も
寄
付
を
集
め
る
べ
く
、
奔
走
す
る

こ
と
に
し
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
築
い
た
メ

デ
ィ
ア
、
企
業
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
と
の
個
人
的
な
付
き
合
い
を
、
私

は
今
日
で
も
宝
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
八
年
前
、
二
〇
〇
九
年
の
一
一
月
に
、
ケ
ニ
ア
の
ナ
イ
ロ

ビ
で
開
か
れ
た
こ
の
総
会
で
、
私
は
ア
ジ
ア
か
ら
初
の
国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
社
連
盟
の
会
長
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
、
私
は
、
ア

世
界
一
九
〇
カ
国
に
加
盟
社
を
持
つ
世
界
最
大
の
人
道
機
関
と
も
い
わ
れ
る
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
。
こ
の
運
動
体
の
重
要
な
国
際
機

関
で
あ
り
、
各
社
の
連
帯
の
象
徴
で
も
あ
る
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
の
会
長
と
し
て
二
期
八
年
に
わ
た
り
、
連
盟
を
率
い
て
き
た
近こ
の
衞え

忠た
だ

煇て
る
日
本
赤
十
字
社
社
長
が
昨
年
一
一
月
八
日
、
連
盟
会
長
職
を
退
任
し
た
。
在
任
中
の
八
年
間
の
国
際
社
会
は
、
相
次
ぐ
国
際
的
テ
ロ
の
発

生
や
シ
リ
ア
紛
争
の
混
迷
化
、
東
日
本
大
震
災
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
の
脅
威
、
核
廃
絶
へ
の
世
界
的
な
動
き
な
ど
紛
争
や
災
害
が
多
発
す
る
と
と

も
に
国
際
情
勢
も
激
変
し
た
。
こ
う
し
た
激
動
す
る
世
界
の
人
道
的
課
題
に
常
に
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
を
求
め
ら
れ
て
き
た
赤
十
字
社
連
盟
。

そ
の
総
帥
と
し
て「
人
類
の
脅
威
」に
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
き
た
近
衞
氏
の
八
年
間
を
振
り
返
る
。

2017 年 11 月 8 日、トルコ・アンタルヤで開催の連盟総会で退任挨拶をする近衞氏
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フ
リ
カ
の
伝
統
に
倣
い
、
杖
と
飾
り
の
つ
い
た
帽
子
を
戴
き
、
連
盟

の
玉
座
に
つ
き
ま
し
た
。
な
ん
と
光
栄
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
栄

誉
の
気
持
ち
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
赤
十
字
は
、
ま
さ
し
く
私
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
り
ま
し
た
。
連
盟
九
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、
ア

ジ
ア
か
ら
の
会
長
は
私
が
初
め
て
で
し
た
。

私
は
「
連
帯
の
精
神
（Spirit of Togetherness

）」
を
会
長
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
掲
げ
、
そ
れ
を
醸
成
す
る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
良
き
聞
き
手
」
で

あ
る
こ
と
が
義
務
だ
と
考
え
ま
し
た
。
無
論
、
行
動
も
大
事
で
す
が
、

ま
ず
は
聞
き
手
に
徹
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
長

距
離
フ
ラ
イ
ト
の
機
中
で
も
ガ
タ
ガ
タ
道
の
車
中
で
も
、
ど
こ
で
も

よ
く
眠
れ
、
そ
し
て
ど
ん
な
類
の
料
理
も
、
ど
ん
な
相
手
と
踊
る
ダ

ン
ス
も
楽
し
め
、
好
奇
心
旺
盛
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

さ
て
、
皆
さ
ん
、
月
曜
日
の
冒
頭
に
、
私
は
、
会
長
の
任
期
に
な

ぞ
ら
え
て
一
年
に
一
つ
計
八
つ
の
連
盟
の
「
課
題
」
を
あ
げ
ま
し
た

が
、
長
す
ぎ
て
う
ん
ざ
り
さ
れ
た
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私

は
、
そ
れ
が
少
し
で
も
皆
さ
ん
の
考
え
る
材
料
と
し
て
役
に
立
て
ば

と
願
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。

こ
こ
で
は
任
期
中
の
八
つ
の
「
成
果
」
を
示
そ
う
と
い
う
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
つ
の
記
憶
に
残
る
出
来
事
を
あ
げ
る
こ
と
も
し

ま
せ
ん
。

2009 年 11 月　ナイロビにて連盟会長に選出される1974 年 4 月　災害対策調査のためバングラデシュへ

2016 年 2 月　エボラが大流行した西アフリカ、ギニア訪問
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も
し
、
当
選
か
ら
二
カ
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
発
生
し
た
ハ
イ
チ

の
大
地
震
、
そ
の
一
年
後
の
東
日
本
の
大
震
災
、
或
い
は
二
年
前
の

エ
ボ
ラ
の
大
発
生
を
取
り
上
げ
た
と
し
た
ら
、
他
の
多
く
の
事
態
を

見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か

は
多
分
、
新
聞
の
一
面
を
飾
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
重

要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
同
じ
で
す
。
私
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
の
多

く
は
骨
が
折
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
が
、往
々

に
し
て
見
え
な
い
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
た
だ
シ
ン
プ
ル
に
、

八
つ
の
「
あ
り
が
と
う
」
を
言
わ
せ
て
下
さ
い
。

ま
ず
は
、
二
年
に
一
度
開
か
れ
る
こ
の
連
盟
総
会
に
感
謝
し
ま
す
。

総
会
は
、
皆
さ
ん
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
課
し
、
皆
さ
ん
と
ガ
バ

ナ
ン
ス
が
何
を
す
る
か
の
情
熱
を
共
有
す
る
場
所
で
あ
り
、
そ
し
て

皆
さ
ん
が
私
を
会
長
に
選
出
し
て
下
さ
っ
た
場
所
だ
か
ら
で
す
。

次
に
、
総
会
を
構
成
す
る
各
国
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
、
そ
の

リ
ー
ダ
ー
や
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
感
謝
し
ま
す
。
各
社
は
形
態
や
規
模

を
異
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
大
き
な
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
大
き
な
課
題
に
も
立
ち
向
か
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
地
域
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
、
も
っ
と
近
く
に
寄
り

添
お
う
と
い
う
共
通
の
目
的
の
も
と
に
結
束
し
て
い
ま
す
。
任
期
中

は
七
〇
カ
国
を
超
え
る
社
を
訪
問
す
る
と
い
う
大
き
な
恩
恵
に
浴
し

ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
素
敵
な
思
い
出
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。三

つ
目
の
感
謝
は
、
理
事
会
の
同
僚
に
送
り
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
一
期
目
の
最
大
の
業
績
は
、

「
二
〇
二
〇
年
に
向
け
て
の
戦
略
」
の
策
定
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
率

直
に
言
っ
て
、
私
の
二
期
目
は
出
だ
し
で
躓
き
、
理
事
会
に
深
い
亀

裂
が
入
り
ま
し
た
が
、
歩
み
寄
り
に
よ
っ
て
そ
れ
を
克
服
し
ま
し
た
。

ど
ん
な
に
違
い
が
あ
ろ
う
と
も
、
我
々
は
最
も
助
け
を
求
め
て
い
る

人
々
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い
は
皆
同
じ
だ
と

分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
私
は
、
理
事
会
が
そ
れ
を
成
し

遂
げ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
私
の
二
期
目
の
理
事
会
の

最
大
の
業
績
は
、
説
明
責
任
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化
で
し
た
。

危
機
管
理
と
監
査
の
仕
事
を
財
政
の
管
轄
か
ら
切
り
離
し
た
の
も
そ

の
一
例
だ
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
調
停
の
仕
事
も
強
化
し
ま
し

た
。
も
う
一
つ
の
大
事
な
成
果
は
、
ア
ズ
・
シ
ィ
さ
ん
を
我
々
の
事

務
総
長
と
し
て
赤
十
字
運
動
の
外
か
ら
採
用
し
た
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ロ
ッ
カ
さ
ん
へ
。
彼
は
、
連
盟
理

事
、
そ
し
て
連
盟
副
会
長
と
し
て
八
年
に
わ
た
っ
て
私
の
「
同
僚
」
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
私
の
尊
敬
す
べ
き
後
任
者
と
し
て
、
皆
さ
ん
を
率

2012 年 4 月　アラブ首長国、連国王表敬訪問2013 年 4 月  赤十字原子核兵器会議　於：広島、左はイスラエルの赤十字社のノエム会長

2013 年 5 月  広島にて核兵器廃絶赤十字国際会議を開催
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い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
の
こ
れ
か
ら
の
ご
活
躍
を
切
に
祈

り
ま
す
。
私
は
、
今
回
立
候
補
し
た
す
べ
て
の
候
補
者
た
ち
を
称
え
、

今
か
ら
は
、
我
々
が
共
に
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
新
会
長
を
支
え
て
い
く

も
の
と
信
じ
ま
す
。

四
つ
目
の
感
謝
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
は
じ
め
世
界
中
の
連
盟
事

務
局
の
仲
間
た
ち
に
送
り
ま
す
。
よ
く
働
き
、
有
能
で
、
自
分
の
仕

事
に
情
熱
と
粘
り
強
さ
を
持
っ
て
励
む
皆
さ
ん
全
て
が
賞
賛
に
値
し

ま
す
。
そ
れ
は
、
今
回
の
総
会
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
尽
力
し
て
く

れ
た
モ
ー
ハ
ウ
ア
ー
部
長
と
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
チ
ー
ム
、
事
業
部
門

の
チ
ャ
パ
ゲ
イ
ン
事
務
総
長
次
長
と
そ
の
前
任
者
た
ち
、
政
策
・
ア

ド
ボ
カ
シ
ー
部
門
の
マ
ー
ム
ー
ド
事
務
総
長
次
長
と
そ
の
前
任
者
た

ち
、
そ
し
て
、
財
政
・
総
務
部
門
の
ウ
ン
ダ
リ
ン
事
務
総
長
次
長
と

そ
の
前
任
者
た
ち
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
、
サ
イ
モ
ン
、

ハ
ビ
エ
、
フ
ァ
ト
ゥ
マ
タ
と
い
っ
た
各
地
域
の
ト
ッ
プ
の
皆
さ
ん
は
、

記
憶
に
残
る
、
印
象
的
な
数
多
く
の
出
張
に
同
行
し
て
く
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
す
べ
て
に
感
謝
し
ま
す
。

五
つ
目
の
感
謝
は
、
私
の
任
期
中
の
二
人
の
優
秀
な
事
務
総
長
、

ベ
ケ
レ
・
ゲ
レ
タ
と
ア
ズ
・
シ
ィ
の
両
君
に
送
り
ま
す
。
私
た
ち
は

互
い
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
、
ど
う
距
離
を
置
き
、

ど
う
歩
み
寄
る
べ
き
か
を
良
く
理
解
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
あ

な
た
方
二
人
か
ら
刺
激
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
シ
ィ
さ
ん
に

は
、
こ
れ
か
ら
の
健
闘
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

六
つ
目
の
感
謝
を
送
る
の
は
、
国
際
人
道
法
の
守
護
者
で
あ
り
、

最
も
悲
惨
な
状
況
下
で
人
々
の
命
を
守
ろ
う
と
努
め
て
い
る
赤
十
字

運
動
の
仲
間
で
あ
る
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
で
す
。
私
た
ち
連
盟
と

国
際
委
員
会
の
間
に
横
た
わ
る
溝
は
依
然
と
し
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

よ
り
緊
密
な
連
携
を
実
現
す
る
た
め
、
長
い
道
の
り
を
共
に
歩
ん
で

き
た
の
も
事
実
で
す
。

七
つ
目
の
感
謝
は
日
本
赤
十
字
社
に
送
り
ま
す
。
か
つ
て
私
の
背

中
を
押
し
て
く
れ
た
存
在
、
そ
し
て
今
、
私
が
帰
る
場
所
で
す
。
そ

の
す
べ
て
の
職
員
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
感
謝
し
ま
す
。
彼
ら
は
、
八

年
も
の
長
い
間
、
私
が
連
盟
会
長
の
重
責
に
挑
む
こ
と
を
気
持
ち
良

く
許
し
、
次
か
ら
次
へ
降
っ
て
く
る
連
盟
会
長
の
国
際
的
業
務
に
従

事
す
る
際
に
も
、
そ
の
留
守
を　

し
っ
か
り
と
守
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
八
つ
目
、
最
後
に
、
本
日
こ
こ
に
い
る
の
は
ほ
ん
の
一

部
で
し
ょ
う
が
、
笑
顔
を
絶
や
さ
ず
、
常
に
手
助
け
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
ト
ル
コ
赤
新
月
社
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
何
百
万
人
も
の
、
こ

こ
に
は
い
な
い
け
れ
ど
も
私
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
感
謝
し
ま

す
。
人
々
に
尽
く
す
た
め
に
、
そ
し
て
人
道
の
実
践
に
、
来
る
日
も

来
る
日
も
自
分
た
ち
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
思
い
を
捧
げ
、
時
に

は
、
私
た
ち
全
て
に
と
っ
て
は
何
と
も
痛
ま
し
い
こ
と
で
す
が
、
命

さ
え
も
捧
げ
て
い
る
彼
ら
に
。

2014 年 9 月　サモアでの小島嶼開発途上国国際会議

次期会長候補者の演説に拍手
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さ
て
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
を
締
め
く
く
る
前
に
、
通
訳
の
皆
さ
ん
を

称
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
四
つ
の
い
ず
れ
の
連
盟
公
用
語

の
ど
れ
も
私
の
母
国
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
四

つ
全
て
の
公
用
語
に
対
し
て
最
大
限
の
敬
意
を
払
う
よ
う
努
め
て
き

ま
し
た
。
正
直
、そ
れ
は
私
に
と
っ
て
大
き
な「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
」

で
あ
り
、
通
訳
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
大
き
な
「
重
荷
」
と
な
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
皆
さ
ん
の
熟
練
し
た
助
け
が
な
け
れ
ば
、

私
は
「
良
い
聞
き
手
」
に
は
到
底
な
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

ど
う
か
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
私
の
ス
ピ
ー
チ
も
ま
も
な
く
終
わ
り

ま
す
か
ら
。

親
愛
な
る
皆
さ
ん
。
私
は
今
七
八
歳
で
す
。「
も
う
七
八
歳
」
で
は

な
く
、「
ま
だ
七
八
歳
」
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
一
赤
十
字
人
で
あ
り

続
け
ま
す
。
そ
し
て
、
連
盟
、
赤
十
字
運
動
、「
連
帯
の
精
神
」、
そ

し
て
世
界
最
大
に
し
て
最
良
の
人
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
共
に
前
を
向

い
て
歩
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
道
の
り
を
、
皆
さ
ん
と
共
に
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
の
は

大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
光
栄
な
こ
と
で
し
た
。（
四
か
国
語
で
）
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

世
界
が
認
め
た
「
コ
ノ
エ
イ
ズ
ム
!?
」

　
〝
連
帯
の
精
神
〟を
訴
え
、
難
題
に
取
り
組
ん
だ
八
年

　
一
一
月
八
日
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
総
会
を
終
え
た
会

場
は
、
近
衞
氏
が
壇
上
か
ら
降
り
る
間
も
な
く
、
近
衞
会
長
の
功
績

を
讃
え
る
「
サ
ン
キ
ュ
ー
、
コ
ノ
エ
」
の
ビ
デ
オ
シ
ョ
ー
へ
と
一
変
し

た
。
参
加
者
は
若
い
頃
の
近
衞
会
長
の
写
真
や
活
動
記
録
に
見
入
っ

た
。
最
後
ま
で
鳴
り
や
ま
ぬ
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
会

場
一
杯
に
響
き
渡
っ
た
。

カ
タ
ー
ル
赤
新
月
社
長
ア
ル
マ
デ
ィ
ー
ド
氏
は
「
私
は
四
年
間
、

連
盟
副
会
長
と
し
て
近
衞
会
長
と
働
き
ま
し
た
が
、
私
が
こ
れ
ま
で

一
緒
に
働
い
た
人
の
中
で
、
最
も
尊
敬
で
き
る
人
だ
」
と
直
立
不
動

の
姿
勢
で
最
大
級
の
賛
辞
を
贈
り
ま
し
た
。
八
年
間
会
長
業
務
を
支

え
て
来
た
サ
バ
リ
事
務
局
職
員
は
「
近
衞
会
長
は
、
各
国
首
脳
に
会

う
時
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
会
う
時
も
そ
の
姿
勢
は
同
じ
で
す
。
と

て
も
素
晴
ら
し
い
」
と
、
近
衞
氏
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
の
人
気
の

秘
密
を
披
露
し
た
。

連
盟
会
長
と
し
て
の
功
績
の
中
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
、
連
盟
の

「
二
〇
二
〇
年
戦
略
」
の
策
定
と
展
開
、
そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲

章
の
採
択
、
腐
敗
と
の
戦
い
と
連
盟
の
透
明
性
の
促
進
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
『
人
道
の
空
白
を
作
ら
な
い
』
と
言
う
信
念
の
下
、
国
際
的
に
大

き
な
注
目
を
集
め
な
い
国
や
地
域
に
も
人
道
外
交
を
展
開
し
た
こ
と

は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
八
年
間
、
連
盟
運
営
が
す
べ
て
順
調
で
あ
っ
た

訳
で
は
な
い
。
近
衞
氏
自
ら
、「
私
の
二
期
目
の
船
出
は
大
変
難
し
く
、

耐
え
難
い
苦
痛
そ
の
も
の
だ
っ
た
」
と
吐
露
し
て
い
る
。
一
九
〇
社

の
加
盟
社
、
一
七
〇
〇
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
な
る
グ
ロ
ー
バ

ル
な
組
織
を
持
つ
連
盟
に
は
、
地
域
性
が
あ
り
、
異
な
る
視
点
や
意

見
が
混
在
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
加
盟
社
間
に
軋
轢
や
断
絶
が
生
じ

る
と
き
、
関
係
者
を
テ
ー
ブ
ル
に
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ま
さ
に
近
衞
流
〝
交
渉
術
〟
の
賜
物
で
も
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
赤
十
字
社

の
バ
ベ
氏
は
「
一
九
〇
社
の
連
盟
を
ま
と
め
上
げ
る
近
衞
会
長
の
手

腕
に
は
感
服
し
ま
す
」
と
困
難
な
時
を
思
い
出
し
な
が
ら
話
す
。
近

衞
社
長
も
「
八
年
前
に
『Spirit of Togetherness

』
を
掲
げ
、
最
後
ま
で

赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
と
し
て
の
一
体
感
を
保
ち
続
け
る
こ
が
で
き

た
こ
と
に
は
満
足
し
て
い
る
。
こ
れ
が
最
大
の
功
績
で
は
な
い
か
」

と
語
る
。

八
年
間
の
会
長
職
を
振
り
返
り
、
近
衞
氏
は
「
会
長
と
し
て
の
必

須
要
件
は
、
出
身
母
体
か
ら
の
協
力
だ
」
と
明
言
す
る
。「
会
長
社

は
海
外
だ
け
で
な
く
、
国
内
で
も
し
っ
か
り
活
動
し
て
い
る
こ
と
が

次期会長ロッカ氏（イタリア赤十字社長）へ花束を渡す近衞会長



17　人道研究ジャーナルvol.7 16

重
要
。
日
赤
が
国
内
活
動
を
的
確
に
行
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
パ
ー
ト

ナ
ー
か
ら
信
用
さ
れ
、
連
盟
会
長
と
し
て
信
頼
さ
れ
、
耳
を
傾
け
て

く
れ
る
」
と
付
け
加
え
る
。
そ
し
て
、最
後
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、「
自

身
へ
の
評
価
は
日
赤
の
社
力
の
上
に
あ
る
」
と
し
て
日
赤
職
員
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ
し
て
何
よ
り
も
赤
十
字
を
支
え
る
多
く
の
支
援
者

へ
の
感
謝
の
こ
と
ば
に
終
始
し
た
。

総会で活躍したトルコ赤新月社のボランティア

会場からの拍手にこたえる近衞社長
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国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
以
下
、
連
盟
）
事
務
総
長
エ
ル
ハ
ッ

ジ
・
ア
マ
ド
ウ
・
シ
ィ
氏
が
昨
年
一
〇
月
に
来
日
し
、
明
治
学
院
大

学
白
金
キ
ャ
ン
パ
ス
（
東
京
都
港
区
白
金
台
）
に
お
い
て
学
生
ら
を
前
に

赤
十
字
を
取
り
巻
く
今
日
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
た
。

シ
ィ
事
務
総
長
は
二
〇
一
四
年
八
月
に
着
任
し
、
以
来
、
連
盟
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
長
と
し
て
、
近
衞
忠
煇
連
盟
会
長
（
現
日
本
赤
十
字
社

社
長
）
と
タ
ッ
グ
を
組
み
、
連
盟
の
発
展
に
尽
力
し
て
き
た
。
シ
ィ

事
務
総
長
は
、
近
衞
連
盟
会
長
が
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
連
盟
史
上

初
の
ア
ジ
ア
人
会
長
と
し
て
就
任
し
て
以
降
、
会
長
自
身
が
一
か

ら
リ
ク
ル
ー
ト
し
た
初
の
事
務
総
長
で
も
あ
る
。
こ
の
タ
ッ
グ
は
、

二
〇
一
七
年
一
一
月
の
連
盟
総
会
で
近
衞
会
長
が
二
期
八
年
の
会
長

任
期
を
満
了
し
た
こ
と
で
終
わ
り
を
迎
え
た
。

今
回
の
来
日
は
、
そ
の
連
盟
総
会
の
一
カ
月
前
と
い
う
慌
た
だ

し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
が
、
シ
ィ
事
務
総
長
の
希
望
に
よ
り
実

現
し
た
。
そ
こ
に
は
、
近
衞
会
長
の
こ
れ
ま
で
の
功
績
を
日
赤
及
び

日
本
国
民
に
自
ら
の
言
葉
で
直
接
説
明
し
、
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で

近
衞
会
長
へ
の
感
謝
を
形
に
す
る
と
と
も
に
、
近
衞
会
長
退
任
後
も
、

こ
れ
ま
で
培
っ
た
連
盟
と
日
赤
及
び
日
本
と
の
協
力
関
係
を
継
続
、

発
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
と
い
う
シ
ィ
事
務
総
長
の
強
い
思

い
が
あ
っ
た
。
こ
の
思
い
は
、
日
赤
ス
タ
ッ
フ
と
の
交
流
、
国
際
協

力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
や
外
務
省
な
ど
関
係
諸
機
関
へ
の
表
敬
、
在
京

の
大
使
館
や
国
際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
招
い
て
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
、
記

者
会
見
な
ど
訪
日
中
の
す
べ
て
の
場
面
で
雄
弁
に
語
ら
れ
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
今
回
の
講
演
は
、「
事
務
総
長
の
来

日
を
機
会
に
、
よ
り
多
く
の
人
々
、
特
に
若
い
世
代
に
赤
十
字
の
活

動
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
日
赤
の
思
い
に
賛
同
し
た
明
治

学
院
大
学
の
全
面
的
協
力
に
よ
り
実
現
し
、
近
衞
会
長
や
同
大
学
生

の
ほ
か
、
高
校
生
や
在
京
ス
イ
ス
特
命
全
権
大
使
夫
妻
な
ど
一
六
〇

名
を
超
え
る
方
々
が
集
っ
た
。
同
大
学
と
日
赤
は
か
ね
て
よ
り
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
を
締
結
し
、
多
く
の
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
赤
十
字
活
動
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
大
学
で
行
わ
れ
る
赤
十

字
の
講
義
に
日
赤
が
講
師
を
派
遣
し
て
い
る
。

講
演
の
冒
頭
、
ま
ず
、
シ
ィ
氏
は
、
明
治
学
院
大
学
の
教
育
理
念

で
あ
る
「D

o for O
thers

」
が
赤
十
字
の
基
本
理
念
と
一
致
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
大
学
の
卒
業
生
の
名
を
あ
げ
な
が
ら
、
彼
ら
が
そ
の
理

念
を
「D

oing "G
ood" for O

thers

」
の
行
動
で
実
践
し
て
い
る
こ
と
を

紹
介
し
た
。
大
学
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
学
生
に
と
り
大
き
な
励
み

と
な
る
こ
う
し
た
気
配
り
は
、
激
し
い
競
争
を
経
て
重
要
ポ
ス
ト
を

勝
ち
取
っ
た
敏
腕
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
シ
ィ
氏
の
も
う
一
つ
の
顔

で
あ
る
豊
か
な
人
間
性
、
懐
の
深
さ
を
偲
ば
せ
た
。

続
い
て
シ
ィ
氏
は
、
年
間
一
億
人
以
上
が
援
助
を
必
要
と
し
て
い

る
現
代
の
人
道
援
助
を
取
り
巻
く
状
況
に
触
れ
、
こ
れ
ら
の
対
応
に

二
二
〇
億
米
ド
ル
を
要
す
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
人
道

的
課
題
を
「
三
つ
の
Ｄ
」
―D

isaster, D
isplacem

ent, D
isease

―
と
表
現

し
、
紛
争
が
長
期
化
し
、
多
く
の
人
が
住
ま
い
を
追
わ
れ
て
い
る
シ

リ
ア
や
、
紛
争
が
コ
レ
ラ
の
蔓
延
を
助
長
し
、
六
〇
万
人
が
苦
し
む

イ
エ
メ
ン
な
ど
の
状
況
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
の

連
盟
の
シ
ィ
事
務
総
長
が
来
日
、
特
別
講
演

大
山
　
啓
都

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
国
際
政
策
室
参
事

―
近
衞
会
長
の
二
期
目
を
支
え
て
、
連
盟
事
務
局
を
統
括

〝
支
援
は
特
権
で
あ
る
〟
と
熱
く
語
る

明治学院大学で講演するシィ氏
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惨
禍
を
も
上
回
る
と
さ
れ
る
現
代
の
深
刻
な
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
し

た
。人

道
的
課
題
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
複
雑
化
す
る
中
で
、
各
国
赤

十
字
社
が
果
た
す
役
割
も
増
し
て
い
る
。
国
連
加
盟
国
数
に
迫
る

一
九
〇
の
加
盟
社
を
持
つ
連
盟
は
、
そ
の
加
盟
社
の
活
動
の
調
整
に

大
き
な
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
同
時
に
シ
ィ
氏
は
、
連
盟
に
よ

る
活
動
調
整
が
不
要
な
ほ
ど
関
心
や
支
援
が
届
い
て
い
な
い
現
場
も

あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
ま
た
シ
ィ
氏
は
、
近
衞
会
長
の
業
績
に

触
れ
な
が
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
資
質
に
つ
い
て
、「
傾
聴
す
る
こ

と
」「
寄
り
添
う
こ
と
」「
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
こ
と
」「
対
話
す
る
こ
と
」

の
四
点
を
強
調
し
、
近
衞
連
盟
会
長
が
こ
れ
ら
の
価
値
を
体
現
し
つ

つ
、
寛
大
か
つ
洗
練
さ
れ
た
連
盟
運
営
に
あ
た
っ
て
き
た
こ
と
に
謝

意
と
賞
賛
を
送
っ
た
。

質
疑
応
答
で
は
、
学
生
ら
か
ら
「
支
援
の
重
要
性
は
分
か
る
が
、

一
方
通
行
の
独
り
よ
が
り
の
支
援
で
は
被
援
助
者
の
負
担
に
な
ら
な

い
か
」、「
国
際
的
な
人
道
ニ
ー
ズ
は
認
め
る
が
、
国
内
の
人
道
ニ
ー

ズ
と
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
」、「
成
長
途
上
の
若
い
世
代
は
ど
の

よ
う
な
形
で
人
道
危
機
に
貢
献
で
き
る
の
か
」
と
い
っ
た
葛
藤
に
も

似
た
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
シ
ィ
氏
は
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
丁
寧
に

答
え
な
が
ら
、「
人
道
支
援
を
す
る
側
、
さ
れ
る
側
の
ど
ち
ら
に
立

つ
か
は
紙
一
重
で
あ
り
、
支
援
は
『
他
者
の
た
め
』
で
は
な
く
、
い
つ

か
自
分
に
返
っ
て
く
る
も
の
」
と
語
り
、「
我
々
を
未
来
に
導
い
て
い

く
の
は
皆
さ
ん
（
若
い
世
代
）
で
す
」
と
若
者
に
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。

シ
ィ
氏
は
、「
尊
厳
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
、
他

者
の
尊
厳
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
自
分
自
身
の
人
と
し
て
の
尊
厳
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
、「
支
援
は
義
務
感
で
行
う
の
で
は
な
く
、

支
援
が
で
き
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
特
権
で
あ
る
と
認
識
し
よ
う
」

と
呼
び
か
け
た
。
人
道
支
援
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
理
念
が
連
盟
事

務
局
の
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
で
あ
る
シ
ィ
氏
の
口
か
ら
改
め

て
語
ら
れ
た
こ
と
が
意
義
深
い
。

は
じ
め
に

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事

件
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
新
た
な
時
代
に
入
っ
た
。
以
来
、
現

在
ま
で
世
界
中
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
名
は
テ
ロ
と
い
う
言
葉
と
結
び
付

け
ら
れ
、
お
も
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
」
と
い
う
用
語
の
形
で
表

現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
」
な
る
表
現
は

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
出
現
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
の

発
生
後
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
嫌
悪
を
示
す
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

様
々
な
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
呼
ぶ
べ
き
「
イ
ス

ラ
ー
ム
恐
怖
症
」
は
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
い
う
用
語
の
解
釈
と
理
解
に
根

本
が
あ
る
。「
ジ
ハ
ー
ド
」
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ク
ル
ア
ー
ン
の
基
本
的

な
用
語
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
語
で
通
常
、
聖
戦
と
訳
さ
れ
る
。
ク

ル
ア
ー
ン
に
お
い
て
神
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
て
戦
う
（
ジ
ハ
ー

ド
す
る
）
者
は「
ア
ッ
ラ
ー
の
御
許
に
お
い
て
は
最
高
の
位
階
に
あ
る
」

［9: 20

］
と
言
わ
れ
る

１

。

ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
き
た
時
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
帰
依
し
た
人
た

ち
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
否
定
し
て
い
た
集
団
や
マ
デ
ィ
ー
ナ
に
住
ん

で
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
団
と
様
々
な
戦
争
を
行
っ
た
。
こ
の
様
々
な
戦
争

が
「
神
の
道
（
イ
ス
ラ
ー
ム
）
の
た
め
の
ジ
ハ
ー
ド
」
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
の
後
に
、
次
第
に
、「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
は
大
き
く
変
化
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
帝
国
の
拡
大
に
よ
っ

て
、
ム
ス
リ
ム
の
観
点
か
ら
世
界
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
「
非
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
に
分
割
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ

イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
お
け
る
人
道
思
想
―
シ
ー
ア
派
の
視
点
か
らバ

フ
マ
ン
・
ザ
キ
プ
ー
ル

　

放
送
大
学
非
常
勤
講
師
・
哲
学
博
士　

元
イ
ラ
ン
赤
新
月
社
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

特
集
１:

人
道
思
想
と
宗
教
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の
両
世
界
間
で
戦
争
が
起
き
る
場
合
に
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
字
軍
は
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。

十
字
軍
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
世
界
か
ら
の
侵
略
に
対
す
る
自
衛
と
い

う
意
味
で
、
す
な
わ
ち
ム
ス
リ
ム
は
「
非
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
に
対
し

て
、「
ジ
ハ
ー
ド
」
す
る
と
い
う
用
法
が
中
心
的
意
味
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

産
業
革
命
は
植
民
地
主
義
を
邁
進
さ
せ
た
。
コ
ロ
ニ
ー
に
な
っ
た

地
域
の
多
く
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
に
属
し
た
。
そ
の
地
域
で
は

「
ジ
ハ
ー
ド
」
の
読
み
直
し
に
よ
っ
て
様
々
な
反
植
民
地
主
義
抵
抗
運

動
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
世
紀
お
よ
び
二
〇
世
紀
に
お

け
る
植
民
地
主
義
に
対
す
る
「
抵
抗
運
動
」
は
あ
る
種
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」

と
み
な
さ
れ
た
。

イ
ラ
ン
革
命
は
こ
の
よ
う
な
「
抵
抗
運
動
」
の
頂
点
に
あ
る
。
こ

の
革
命
は
国
内
的
な
革
命
と
は
い
え
、
国
際
的
な
次
元
を
も
有
す

る
。
事
実
、
イ
ラ
ン
革
命
は
帝
国
主
義
と
反
植
民
地
主
義
に
対
す
る

一
種
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
し
て
見
な
さ
れ
た
。
特
に
イ
ラ
ン
革
命
の
後

に
、
イ
ラ
ン
政
府
は
欧
米
の
政
治
に
対
し
て
「
革
命
の
輸
出
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
た
。

一
九
九
〇
年
以
降
、
次
第
に
、
西
洋
の
政
治
に
対
し
て
ア
ル
＝

カ
ー
イ
ダ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
主
義
者
の
集
団
が
生
ま
れ
、

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
事
件
は
そ
の
産
物
の
一
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
も
一
種
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
さ
れ
て
い
る
。

不
幸
に
も
現
在
、
イ
ラ
ク
に
お
い
て
も
シ
リ
ア
に
お
い
て
も
イ
ス

ラ
ー
ム
国
（ISIS

）
と
い
う
極
め
て
残
忍
な
テ
ロ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在

す
る
。
彼
ら
も
自
ら
の
活
動
を
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
呼
び
、
様
々
な
国
で

テ
ロ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
簡
便
に
記
し
た
歴
史
的
出
来
事
が
「
イ
ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
」

と
い
う
観
念
を
も
た
ら
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
、
野
蛮
、
危
険
、
暴
力

的
、
不
可
解
と
い
っ
た
連
想
を
惹
起
す
る
要
因
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
想
念
の
も
と
で
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
人
道
思
想
」
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
人
道
の
領
域
は
テ
ロ
の
領
域
と
完
全
に
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
連
想
は
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
政
治
化
さ
れ
た

ド
グ
マ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
洋

と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
間
の
抗
争
は
一
種
の
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
西
洋
の
政
治
的
活
動
に
対
す
る
「
ジ
ハ
ー
ド
」
の
概

念
が
モ
ダ
ン
思
想
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
産
物
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
と
文
化
に
お
い
て
は
、
他
の
種
類

の
「
ジ
ハ
ー
ド
」
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
問
題
は
複
雑
化
し
、
概
念

的
錯
誤
が
生
起
す
る
。
そ
こ
で
、
別
種
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」、
い
わ
ゆ
る

「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
を
本
稿
は
検
討
し
、
そ
れ
が
中
核
と
す
る
「
人
道
思

想
」
の
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
小
ジ
ハ
ー
ド
」
と
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」

「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
ジ
ハ
ー
ド
は
い
わ
ゆ
る
「
小
ジ
ハ
ー
ド
」

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
種
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」
は
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
存

立
を
危
機
に
貶
め
る
敵
に
対
す
る
自
衛
戦
争
で
あ
る
。
で
は
、「
小

ジ
ハ
ー
ド
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
は
何
を
特
徴
と

す
る
の
か
。

「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
の
語
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
次
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
根

拠
が
あ
る

２

。
か
つ
て
、
ム
ス
リ
ム
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
敵
と
の
戦
争

か
ら
戻
っ
た
時
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
彼
ら
に
言
っ
た
。「
で
か
し
た
ぞ
。

君
た
ち
は
小
ジ
ハ
ー
ド
を
よ
く
や
っ
た
が
、
君
た
ち
に
は
大
ジ
ハ
ー

ド
を
や
る
こ
と
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
」。
そ
れ
か
ら
、
ム
ス
リ
ム
は

ム
ハ
ン
マ
ド
に
聞
い
た
。「
預
言
者
よ
、
大
ジ
ハ
ー
ド
と
い
う
の
は

何
か
」
と
。「
霊
魂
と
の
ジ
ハ
ー
ド
で
あ
る
」
と
ム
ハ
ン
マ
ド
は
答
え

た
３

。こ
こ
で
「
霊
魂
」
と
は
ク
ル
ア
ー
ン
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
も
っ
と
も

一
般
的
な
言
葉
で
あ
る
「
ナ
フ
ス
」
の
和
訳
で
あ
る
。
ナ
フ
ス
は
ク
ル

ア
ー
ン
で
個
人
や
自
分
自
身
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ

れ
に
加
え
ナ
フ
ス
は
し
ば
し
ば
人
間
を
悪
に
導
く
誘
惑
者
と
し
て
も

表
象
さ
れ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
ナ
フ
ス
を
次
の
三
つ
の
段
階
に
分
割

す
る
。
も
っ
と
も
下
位
に
位
置
す
る
の
が「
悪
を
命
令
す
る
霊
魂
」（Q

 

12: 53

）
で
あ
り
、
こ
の
ナ
フ
ス
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次

に
「
非
難
す
る
霊
魂
」（Q

 75: 2

）
で
、
反
省
的
自
我
を
意
味
す
る
。
こ

の
段
階
で
霊
魂
は
浄
化
さ
れ
、
そ
し
て
最
後
に
神
的
自
我
で
あ
る
「
安

寧
の
霊
魂
」（Q

 89: 27

）
に
到
達
す
る
。
こ
の
段
階
は
「
心
」
と
も
呼
ば

れ
る
。

ナ
フ
ス
の
こ
の
定
義
の
も
と
、「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
は
「
悪
を
命
令
す

る
霊
魂
」
を
否
定
し
、「
安
寧
の
霊
魂
」
に
到
達
す
る
こ
と
と
理
解
さ

れ
る
。
従
っ
て
、「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
は
精
神
的
宗
教
的
な
修
行
で
あ
り
、

人
間
の
自
我
、
利
己
的
な
心
、
欲
望
、
悪
と
闘
う
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
い
っ
そ
う
困
難
で
重
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
「
ジ

ハ
ー
ド
」
は
自
身
と
の
ジ
ハ
ー
ド
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
内
面
へ

の
ジ
ハ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
。
無
論
、「
小
ジ
ハ
ー
ド
」
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
の
外
に
あ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
に
敵
対
す
る
勢
力
に
自
衛
す
る
勤

め
と
し
て
の
「
ジ
ハ
ー
ド
」
な
の
で
、「
外
面
へ
の
ジ
ハ
ー
ド
」
と
呼

ば
れ
る
。

「
外
面
」と「
内
面
」と
い
う
二
つ
の
用
語
は
シ
ー
ア
派
思
想
と
ス
ー

フ
ィ
ー
た
ち
の
キ
ー
タ
ー
ム
で
あ
る
。
基
本
的
に
シ
ー
ア
派
思
想
と

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
は
す
べ
て
の
宗
教
の
概
念
と
対
象
を
「
外
面
」

と
「
内
面
」
の
段
階
に
分
割
す
る
。「
外
面
的
な
段
階
」
と
は
、
日
常
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生
活
や
社
会
的
な
生
活
の
す
べ
て
の
事
柄
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
一
日
中
の
五
回
の
礼
拝
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
読
む
、
良

い
仕
事
を
や
る
こ
と
な
ど
の
も
の
は
「
外
面
的
な
段
階
」
に
属
す
る
。

正
し
い
「
内
面
的
な
段
階
」
は
完
全
に
精
神
の
事
柄
に
属
す
る
。
換
言

す
れ
ば
、「
内
面
的
な
段
階
」
は
修
行
と
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
の
領
域
に

あ
る
。
シ
ー
ア
派
の
信
仰
者
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
者
は
「
内

面
的
な
段
階
」
に
至
る
た
め
、
一
つ
の
精
神
的
な
長
い
道
を
旅
す
る

と
み
な
す
。
そ
こ
か
ら
、「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
は
「
内
面
へ
の
道
」
と
も

呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

「
内
面
へ
の
道
」
を
歩
む
人
は
、
断
食
な
ど
の
よ
う
な
様
々
な
修
行

を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ー
ア
派
思
想
に
お
い
て
も
ス
ー
フ
ィ
ー

ズ
ム
に
お
い
て
も
、
修
行
は
単
に
個
人
的
な
活
動
に
限
定
さ
れ
ず
、

人
を
手
助
け
す
る
こ
と
と
し
て
実
践
さ
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
他
者

を
助
け
る
こ
と
が
あ
る
種
の
「
社
会
的
な
活
動
（
修
行
）」
で
あ
る
。
こ

こ
に
、「
人
道
」
理
念
と
活
動
の
基
礎
が
見
出
せ
よ
う
。「
個
人
的
な

活
動
」
と
「
社
会
的
な
活
動
」
を
同
時
に
行
う
人
は
、
シ
ー
ア
派
思
想

と
ス
ー
フ
ィ
ー
ズ
ム
の
用
語
で
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」

あ
る
い
は
「
フ
ァ
ー
タ
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
は
ペ
ル
シ
ア
語
、「
フ
ァ
ー
タ
」
は
ア
ラ

ビ
ア
語
で
あ
る
。
両
者
の
文
字
通
り
の
意
味
は
「
若
い
人
」
で
あ
る

が
、
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
「
内
面
的
な
段
階
に
至
っ
た
人
」、「
目

覚
め
た
人
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
は
個
人

の
修
行
を
実
践
し
な
が
ら
、
他
の
人
を
手
助
け
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
、
こ
の
言
葉
は
日
本
語
の
伝
統
的
な
意
味
、
本
来
的
な
意
味
で
の

「
任
侠
に
富
む
人
」
と
い
う
観
念
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
世
紀
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た

ハ
ン
マ
ー
・
プ
ル
グ
ス
ト
ー
ル
は
「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
の
言
葉

を
フ
ラ
ン
ス
語
で
一
般
的
な
「
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
」（
騎
士
）
と
比
較
し
た
。

二
〇
世
紀
に
も
フ
ラ
ン
ス
人
哲
学
者
ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
は
「
ジ
ャ

ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
を
「
精
神
的
な
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
」
と
訳
し
た
こ
と

が
あ
る
。
従
っ
て
、「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
の
言
葉
を
日
本
語
で

「
武
士
」
や
「
侍
」、
む
し
ろ
そ
の
理
念
化
さ
れ
た
意
味
に
比
し
う
る
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
」
は
、
様
々
な
倫
理
規
定
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
倫
理
規
定
は
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・

マ
ル
デ
ィ
ー
道
」
と
呼
ば
れ
る
倫
理
体
系
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
理

念
か
ら
す
れ
ば
「
任
侠
道
」
と
訳
さ
れ
う
る
し
、
そ
の
価
値
づ
け
か

ら
も
「
武
士
道
」
と
比
し
う
る
で
あ
ろ
う

４

。
シ
ー
ア
派
思
想
に
お
い

て
「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
デ
ィ
ー
道
」
と
人
道
を
代
表
す
る
人
物
、
指

導
者
は
、
シ
ー
ア
派
の
第
一
代
イ
マ
ー
ム
、
ア
リ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
ア
リ
ー
の
人
格
が
ど
の
よ
う
に
理
念
化
さ
れ
て
き

た
か
検
討
し
な
が
ら
、
シ
ー
ア
派
に
お
け
る
人
道
思
想
を
論
じ
る
。

ア
リ
ー
、シ
ー
ア
派
に
お
け
る
人
道
の
指
導
者

既
述
の
よ
う
に
、
シ
ー
ア
派
思
想
は
概
念
を
「
内
面
」
と
「
外
面
」

に
分
割
す
る
。
シ
ー
ア
派
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
存
在
論
も
ま
た
内
面

と
外
面
に
分
割
さ
れ
る
。
こ
の
内
面
・
外
面
は
そ
も
そ
も
空
間
的
な

も
の
で
は
な
く
、
意
味
的
な
も
の
・
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、 

思
想
家
た
ち
は
好
ん
で
一
つ
の
円
の
形
で
表
象
す
る
。
そ
の
「
降
下

の
円
弧
」
が
外
面
で
あ
り
、
預
言
者
た
ち
（
ア
ダ
ム
か
ら
ム
ハ
ン
マ
ド
ま

で
）
の
立
場
が
こ
こ
に
配
さ
れ
る
。「
上
昇
の
円
弧
」
は
内
面
で
あ
り
、

イ
マ
ー
ム
た
ち
（
第
一
代
イ
マ
ー
ム
か
ら
第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
ま
で
）
の
立

場
を
表
象
す
る
。
そ
し
て
、
シ
ー
ア
派
的
存
在
論
は
、
円
の
上
極
点

に
ア
ッ
ラ
ー
を
位
置
づ
け
、
下
極
点
を
ア
リ
ー
の
場
所
と
す
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
シ
ー
ア
派
の
信
仰
者
が
示
す
の
は
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
り

降
っ
た
神
の
意
志
が
歴
代
の
預
言
者
を
経
て
ア
リ
ー
に
到
達
し
、
ア

リ
ー
の
指
導
に
よ
っ
て
歴
代
の
イ
マ
ー
ム
を
経
る
形
で
、
信
仰
者
は

神
の
道
を
歩
ん
で
、
目
指
す
べ
き
頂
点
へ
克
己
す
る
。
預
言
者
に
よ

り
伝
え
ら
れ
た
道
が
外
面
で
あ
り
、
ア
リ
ー
が
こ
れ
を
魂
を
修
錬
す

る
過
程
へ
と
導
く
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
の
も
と
、
ア
リ
ー
と
と

も
に
信
仰
者
は
宗
教
の
「
内
面
的
な
段
階
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と

　　　アッラー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アダム

「上昇の円弧」　　　　　　　　　　　　　　　　　「降下の円弧」

内面的な段階

アリーの立場　　　　　　　　　　　　　　　　　ムハンマドの立場

「アリーの門」
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見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ア
リ
ー
は
「
内
面
へ
の
道
」
あ
る
い

は
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
の
「
門
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ア
リ
ー
と
い
う
「
内
面
へ
の
道
」
の
「
門
」
を
く
ぐ
り
、「
内
面
へ
の

道
」
に
入
っ
た
人
は
個
人
的
な
修
行
に
加
え
、
人
間
た
ち
に
も
手
伝

わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ー
の
生
き
方
は
、

人
を
善
な
る
生
き
方
へ
導
く
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
シ
ー
ア
派
の
信
仰
者
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
者
の
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ー
ア
派
思
想
に
お
い
て
ア
リ
ー
の
生
も
内
面
と
外
面
に
分
割
さ

れ
る
。
外
面
的
な
生
き
方
で
ア
リ
ー
は
イ
ス
ラ
ー
ム
軍
団
の
最
も
力

持
ち
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
。
彼
は
す
べ
て
の
戦
争
（
＝
小
ジ
ハ
ー

ド
）
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
敵
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
、
最
も
勇
敢
な

人
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ー
ア
派
の
信
仰
者
た
ち
は
、

ア
リ
ー
を
理
想
と
し
て
、
勇
敢
性
と
い
う
属
性
を
自
分
の
精
神
に
育

ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
理
念
を
形
成
す
る
。

ア
リ
ー
の
内
面
的
な
生
き
方
は
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
あ
る
い
は
「
人

道
」
の
領
域
を
形
作
る
。
ア
リ
ー
の
教
え
を
理
想
と
す
る
な
ら
、「
大

ジ
ハ
ー
ド
」
は
「
人
道
」
の
理
念
な
し
に
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
人
道
的
理
念
の
基
礎
を
ア
リ
ー
に
見
る
例
と
し
て
、

彼
が
自
分
の
重
臣
で
あ
っ
た
マ
ー
リ
ク
・
ア
シ
ュ
タ
ル
に
語
る
場
面

を
挙
げ
よ
う
。

ま
た
、
あ
な
た
［
マ
ー
ル
ク
］
の
欲
望
を
統
制
し
な
さ
い
。

あ
な
た
に
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
自
制
し
な
さ
い
。

自
制
と
は
好
き
な
も
の
、
嫌
い
な
も
の
で
自
身
に
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
の
心
に
民
へ
の
慈
悲
、
親

愛
、
や
さ
し
さ
を
抱
か
せ
な
さ
い
。
彼
ら
に
対
し
、
捕
食
の
好

機
を
捉
え
る
貪
欲
な
肉
食
獣
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
彼
ら
は
次
の
二
種
類
だ
か
ら
で
あ
る
：
あ
な
た
に
と
っ
て

同
じ
宗
教
の
同
胞
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
神
に
よ
っ
て
同
じ
く

創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
と

５

。

さ
ら
に
、
ア
リ
ー
は
自
身
の
生
を
つ
ね
に
振
り
返
り
、
社
会
の
底

辺
の
層
に
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
底

辺
を
な
す
階
層
に
つ
い
て
彼
は
マ
ー
ル
ク
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
神
を
、
神
を
（
心
に
か
け
な
さ
い
）、
最
底
辺
の

層
に
お
い
て
は
。
彼
ら
は
救
わ
れ
る
術
も
な
く
、
貧
困
と
欠

乏
に
喘
ぎ
、
惨
め
で
病
に
臥
せ
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の

層
に
は
、
施
し
を
求
め
る
人
々
と
、
抗
議
す
る
人
々
が
い

る
。
ま
た
、
神
の
た
め
、
神
が
彼
ら
に
認
め
、
あ
な
た
に
任

さ
れ
た
権
利
を
守
り
な
さ
い
。
そ
し
て
あ
な
た
の
国
庫
の
一

部
と
、
全
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
公
有
地
か
ら
の
穀
物
の
一

部
を
彼
ら
に
充
て
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
の
中
で 

よ
り
遠
方
に
住
む
人
々
に
は
、
よ
り
近
く
に
住
む
人
々
と
同
様

の
権
利
が
あ
る
。
彼
ら
す
べ
て
は
、
あ
な
た
が
そ
の
権
利
の
遵

守
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
圧
制
に
よ
っ
て
彼
ら
を
蔑
ろ
に

し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
重
要
な
多
く
の
こ
と
を
実

施
す
る
か
ら
と
い
っ
て
些
細
な
こ
と
を
無
視
す
る
の
は
ゆ
る
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
、
と

６

。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
物
語
に
お
い
て
、
ア
リ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
慈
愛
に

満
ち
た
人
、
孤
児
を
助
け
る
人
（
そ
の
た
め
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
「
父
の
日
」

は
ア
リ
ー
の
誕
生
日
で
あ
る
）、
社
会
的
底
層
を
保
護
す
る
人
の
形
で

描
か
れ
る
。
ア
リ
ー
の
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
イ
ラ
ン
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
で
も
主
題
化
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
一
般
化
し
た
通
念
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
シ
ー
ア
派
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
は
「
ア
リ
ー
は
最
も
優
れ
た
ジ
ャ

ヴ
ァ
ン
・
マ
ル
ド
で
あ
り
、
彼
の
剣
は
最
も
強
い
も
の
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
シ
ー
ア
派
的
人
道
主
義
者
の
代
名
詞

と
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る

７

。

ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
名
は
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
外
に
も
知
ら
れ
て
い
る
。

ラ
マ
ダ
ー
ン
の
言
葉
か
ら
容
易
に
「
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
断
食
」
が
連
想
さ

れ
よ
う
。
確
か
に
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
に
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
は
断
食

「アリーと孤児たち」のミニアチュール

（画家：Mahmud Farshchiyan Astan-e Qods-e Razavi Musum, Mashhad.）
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す
る
。
が
、
イ
ラ
ン
と
そ
の
ほ
か
の
シ
ー
ア
派
世
界
で
は
、
ラ
マ
ダ
ー

ン
月
が
「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
と
ア
リ
ー
の
生
と
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

「
断
食
」
は
修
行
の
一
条
件
で
あ
り
、
断
食
す
る
人
は
一
日
中
で
何

も
飲
ま
ず
食
べ
な
い
。
だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
「
内
面
へ
の
道
」
に
入

り
た
い
人
は
「
個
人
的
な
修
行
」
に
加
え
、
社
会
的
・
人
道
的
な
活
動

も
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
一
九
日
に
ア
リ
ー
は
朝
の
礼
拝
中
、
イ
ブ
ン
・

モ
ル
ジ
ャ
ー
ム
と
い
う
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
の
人
が
、
背
後
か
ら
剣
で

ア
リ
ー
の
頭
に
打
撃
を
与
え
た
出
来
事
は
シ
ー
ア
派
の
歴
史
の
重
大

事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
襲
撃
の
た
め
、
ラ
マ
ダ
ー
ン

月
の
二
三
日
、
ア
リ
ー
は
殉
教
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
シ
ー

ア
派
の
信
仰
で
は
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
一
九
か
ら
二
三
日
ま
で
を
「
祝

福
さ
れ
た
夜
」
あ
る
い
は
「
御
稜
威
の
夜
」（
ラ
イ
ラ
ト
ル
カ
ド
ル
夜
）
と

呼
ぶ

８

。「
祝
福
さ
れ
た
夜
」
と
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
初
め
て
啓
示
が

下
さ
れ
た
夜
で
あ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
に
よ
れ
ば
「
御
稜
威
の
夜
は
千

の
月
よ
り
も
優
る
。（
そ
の
夜
）
天
使
た
ち
と
精
霊
は
、
人
の
許
し
の

も
と
に
、
凡
て
の
神
命
を
齎
し
て
下
る
。
暁
の
明
け
る
ま
で
、（
そ
れ

は
）
平
安
で
あ
る
」［97: 3-5

］。
こ
う
し
て
、
シ
ー
ア
派
思
想
で
は
ア

リ
ー
の
殉
教
の
時
期
と
ク
ル
ア
ー
ン
の
啓
示
が
下
さ
れ
た
夜
は
同
時

化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
シ
ー
ア
派
の
修
行
者
た
ち
は
、
ア
リ
ー
に

従
う
信
仰
者
た
ち
と
し
て
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
断
食
に
よ
っ
て
「
個

人
的
な
修
行
」
を
行
い
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
社
会
的
・
人
道
的
な

活
動
を
実
践
す
る
。
例
え
ば
、
孤
児
を
助
け
た
り
、
社
会
的
に
抑
圧

さ
れ
た
階
層
に
料
理
を
与
え
た
り
、
受
刑
者
に
恩
赦
を
与
え
た
り
す

る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
と
意
味
を
踏
ま
え
て
、
イ
ラ
ン
で
は
「
ラ
マ

ダ
ー
ン
月
は
大
ジ
ハ
ー
ド
の
月
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

結　

び

本
稿
の
目
的
は
、シ
ー
ア
派
に
お
け
る
人
道
の
探
究
で
あ
る
。
我
々

は
「
人
道
」
の
概
念
を
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
「
ジ
ハ
ー
ド
」
の
二
つ

の
下
位
概
念
と
比
較
し
、「
大
ジ
ハ
ー
ド
」
の
意
味
と
「
人
道
」
の
概

念
と
の
本
質
的
類
似
点
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
か
ら
、「
大
ジ
ハ
ー
ド
」

の
概
念
を
シ
ー
ア
派
の
第
一
代
イ
マ
ー
ム
で
あ
る
ア
リ
ー
の
生
と
比

較
し
、
シ
ー
ア
派
の
信
仰
者
に
と
っ
て
、
ア
リ
ー
が
「
内
面
へ
の
道
」

の
「
門
」
で
あ
り
、
こ
の
道
に
至
る
た
め
に
ア
リ
ー
の
生
に
従
う
理
想

が
シ
ー
ア
派
的
人
道
思
想
の
基
礎
に
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
シ
ー
ア

派
の
思
想
で
ア
リ
ー
の
人
生
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
「
人
道
」
の
た

め
の
モ
デ
ル
で
あ
る
根
拠
を
詳
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
イ

ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
に
よ
る
ジ
ハ
ー
ド
概
念
の
政
治
化
へ
の
反
証
事
例

を
も
っ
て
シ
ー
ア
派
的
人
道
思
想
を
問
う
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。

注１　

 

ク
ル
ア
ー
ン
の
翻
訳
は
『
日
亜
対
訳 

注
解
聖
ク
ル
ア
ー
ン
』（
三

田
了
一
訳
、
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
り
、
慣

例
に
従
い
［
章: 

節
］
で
当
該
箇
所
を
指
摘
す
る
。

２　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
解
で
は
ク
ル
ア
ー
ン
が
神
の
言
葉
で
あ
る
の

に
対
し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
葉
や
振
る
舞
い
を
弟
子
た
ち
が
記
録

し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
が
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
あ
る
。
シ
ー
ア
派

の
場
合
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
加
え
、
イ
マ
ー
ム
た
ち
の
そ
れ
も
含
ま

れ
る
。

３　

A
l-Ḥ

urr A
l-ʿĀ

m
ili, W

asā'il al-Shīʿa, Vol.15, e-B
ook, Q

om
, 

P.161.

４　
『
ペ
ル
シ
ア
語
日
本
語
辞
典
』（
大
学
書
林
）
で
は
「
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
・

マ
ル
デ
ィ
ー
儀
式
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
儀
式
」
は
い
さ
さ
か

意
味
が
限
定
さ
れ
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
儀
式
の
他
に
行
動
様

式
や
心
構
え
を
含
む
理
念
に
基
づ
い
た
態
度
・
振
る
舞
い
も
意
味

さ
れ
る
。

５　

イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
『
統
治
者
の
鑑
―
『
雄
弁
の
道
（
ナ
フ
ジ
ュ
・

ア
ル
バ
ラ
ー
ガ
）』
よ
り
』
佐
野
東
生
他
訳
、「
雄
弁
の
道
」
研
究
所
、

コ
ム
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
頁
。

６　

同
上
、
七
六
頁
。

７　
「
ア
リ
ー
の
剣
は
最
も
強
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
書
は
、
ア

リ
ー
の
小
ジ
ハ
ー
ド
と
彼
の
勇
敢
性
に
指
摘
す
る
。

８　

ス
ン
ナ
派
の
信
仰
で
は
「
御
稜
威
の
夜
」
は
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の

二
七
日
で
あ
る

刑務所にいる人の解放のための慈善のポスター

このお知らせの時間は 2017 年のラマダーン月である。
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１　

は
じ
め
に

イ
ン
ド
思
想
の
根
底
に
「
信
愛
」
と
「
憐
れ
み
」
の
思
想
が
見
ら
れ

る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
七
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀

頃
に
か
け
て
、
南
イ
ン
ド
・
タ
ミ
ル
の
ア
ー
ル
ワ
ー
ル
（Ā

ḷvār

）
と
呼

ば
れ
る
吟
遊
詩
人
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
バ
ク
テ
ィ
（bhakti
信
愛
）
を

強
調
す
る
宗
教
運
動
は
、
信
者
に
よ
る
神
へ
の
信
愛
バ
ク
テ
ィ
と
、

神
に
よ
る
信
者
へ
の
恩
恵
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
が
、
相
互
に
作
用
す
る
こ

と
で
救
済
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る

１

。

そ
も
そ
も
バ
ク
テ
ィ
の
原
義
は
「
分
配
す
る
、
帰
依
す
る
」
を
意

味
す
る
動
詞
バ
ッ
ジ
（bhaj

）
で
あ
り
、
イ
ン
ド
思
想
に
お
い
て
、
神

と
人
間
が
一
体
と
な
る
イ
ン
ド
的
宗
教
思
想
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
。

ま
た
、
バ
ク
テ
ィ
に
よ
っ
て
絶
対
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
恩
恵
は
、
ア

ヌ
カ
ン
パ
ー
（anukam

pā

憐
れ
み
）
と
い
う
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
。
こ
の
言
葉
の
本
来
の
原
義
は
、「
と
も
に
震
え
る
」「
共
感
す
る
」

と
い
う
ア
ヌ
・
カ
ン
プ
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
動
詞
に
由
来
す
る
。

こ
の
神
と
信
者
と
の
信
愛
の
共
有
と
い
う
概
念
は
、
仏
教
の
慈

悲
（karuṇā

）
や
憐
れ
み
（anukam

pā

）
の
共
感
・
共
苦
の
原
理
と
も
良
く

対
応
す
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
や
ブ
ッ
ダ
は
恩
寵
者
、
憐
愍
者
で
あ
る

が
、
語
源
と
し
て
は
共
感
者
と
い
う
意
味
も
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
特
に
大
乗
仏
教
に
見
ら
れ
る
慈
悲
や
憐
れ
み
は
、
共
感
・
共
苦

と
い
う
意
味
を
持
つ
英
訳
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
（com

passion

）、
あ
る
い

は
シ
ン
パ
ス
ィ
ー
（sym

pathy

）
と
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
根
底
に
は
一
切

の
も
の
へ
の
平
等
な
心
を
基
盤
と
す
る
精
神
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
大
乗
経
典
に
見
ら
れ
る
慈
悲
と
憐
愍
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
共
感
と
共
苦
」
と
い
う
原
理
が
、
他
者
と

と
も
に
あ
る
現
代
の
共
生
思
想
に
連
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
併
せ

て
提
示
し
た
い
。

２　

慈
悲
の
定
義
（
抜
苦
与
楽
）

慈
悲
と
い
う
語
は
、
慈
と
悲
と
い
う
二
つ
の
合
成
語
で
あ
る
。
ま

ず
、
こ
の
語
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。

⑴
慈（m

aitrī

）

他
者
に
利
益
や
安
楽
を
与
え
る
（
与
楽
）
い
つ
く
し
み
を
意
味
す
る
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
用
法
と
し
て
は
、
マ
ハ
ー
・
マ
イ
ト
リ
ー
（
い

な
る
慈
し
み
）、
あ
る
い
は
サ
ル
ヴ
ァ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
マ
イ
ト
リ
ィ
ー
・

ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
切
衆
生
に
慈
し
み
を
持
っ
て
暮
ら
す
）
な
ど
が
そ
の
代
表

で
あ
る
。
マ
イ
ト
リ
ー
（m

aitr ī

）
は
パ
ー
リ
語
で
は
メ
ッ
タ
ー
（m

ett ā

）

と
な
る
。

⑵
悲（karu ṇā

）

動
詞
ク
リ
ー√k ṝ

（
傷
つ
け
る
）
に
由
来
す
る
形
容
詞
あ
る
い
は
名
詞

で
、
原
意
は
「
悲
嘆
」「
呻う

め

き
」
で
あ
る
。
他
者
の
苦
に
同
情
し
、
こ
れ

を
抜
済
し
よ
う
と
す
る
（
抜
苦
）
思
い
や
り
を
表
わ
す
。
た
だ
し
、
カ

ル
ナ
ー
（karu ṇā

）
の
み
で
慈
悲
と
漢
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ

の
語
は
女
性
名
詞
でcom

passion, pity

な
ど
と
英
訳
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
イ
ト
リ
ィ
ー
は
「
慈
し
み
」
や
「
友
愛
」
で
あ
り
、 

カ
ル
ナ
ー
は
「
悲
し
み
」
や
「
憐
れ
み
」
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
別
の

用
語
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
両
者
が
意
味
を
補
い
合
っ
て
、
抜
苦
・

与
楽
と
い
う
義
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
慈
悲
の
原
語
と

し
て
は
、
カ
ル
ナ
ー
（kar uṇā

）
や
ク
リ
パ
ー
（kṛpā

）
を
想
定
し
た
も

の
が
多
い
。

一
般
的
に
は
、「
慈
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
マ
イ
ト
リ
ー 

m
aitr ī

（
友
情
）
に
あ
た
り
、
深
い
慈
し
み
の
心
を
さ
し
、「
悲
」
は
カ

ル
ナ
ー karu ṇā

（
同
情
）
に
あ
た
り
、
深
い
憐
み
の
心
を
さ
す
。
つ
ま

り
、
生
き
と
し
生
け
る
者
に
「
幸
福
を
与
え
る
（
与
楽
）
の
が
慈
で
あ
り
、

不
幸
を
抜
き
去
る
（
抜
苦
）
の
が
悲
で
あ
る
」
と
説
明
す
る

２

。

ま
た
、
大
乗
仏
教
の
根
本
精
神
が
慈
悲
に
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の

経
論
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
密
教
の
根
本
的
経
典
で
あ

る
『
大

だ
い
に
ち
き
ょ
う

日
経
』「
住

じ
ゅ
う
し
ん
ぼ
ん

心
品
」
で
は
、「
菩ぼ

だ
い
し
ん

提
心
を
因
と
為
し
、
大
悲
を
根

と
為
し
、
方
便
を
究く

き
ょ
う竟

と
為
す
」３

と
説
き
、
悟
り
を
求
め
て
や
ま
な

い
心
を
因
縁
と
な
し
、
限
り
な
き
大
悲
を
基
本
的
条
件
と
し
、
巧
み

な
手
だ
て
を
も
っ
て
究
極
の
行
為
と
な
す
こ
と
を
強
調
す
る
。

仏
教
に
お
け
る
慈
悲
と
憐れ

ん
み
ん愍

渡
辺
　
章
悟

　

東
洋
大
学
文
学
部
教
授
（
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
）

特
集
１:

人
道
思
想
と
宗
教
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ま
た
、『
華け

ご
ん
き
ょ
う

厳
経
』
で
は
し
ば
し
ば
大だ

い
ひ悲

（m
a hākaruṇā

）
を
重
視
し
、

「
大
悲
を
先
導
と
す
る
こ
と
」、「
大
悲
を
先
と
す
る
」、「
大
悲
に
先

行
さ
れ
る
こ
と
」
が
強
調
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
般
若
経
の
註
釈
で
あ
り
、
大
乗
の
最
も
浩こ

う
か
ん瀚

な
論
書
で

あ
る
『
大だ

い
ち
ど
ろ
ん

智
度
論
』
で
は
、

「
慈
悲
は
仏
道
の
根
本
で
あ
る
、
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
衆
生
が
も

ろ
も
ろ
の
苦
し
み
に
悩
む
の
を
見
て
、
菩
薩
は
大
慈
悲
を
生
じ
、
こ

の
よ
う
な
苦
し
み
か
ら
救
い
出
し
、
そ
の
後
に
発
心
し
て
、
最
高
の

悟
り
、
阿あ

の
く
た
ら
さ
ん
み
ゃ
く
さ
ん
ぼ
だ
い

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
る
。」４ 

と
い
う
よ
う
に
、
慈
悲
を
仏
教
の
実
践
の
根
本
と
し
、
悟
り
に

至
る
た
め
の
基
盤
に
置
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、「
慈
は
、

衆し
ゅ
じ
ょ
う

生
を
愛
念
す
る
に
名
付
け
、
常
に
安
穏
と
楽
事
と
を
求
め
、
以
て

こ
れ
を
饒
益
す
。
悲
は
、
衆
生
を
慇
念
す
る
に
名
付
け
、
五
道
の
中

の
種
種
の
身
の
苦
と
心
の
苦
を
受
く
」５

と
あ
る
。
こ
の
教
説
は
悲
の

働
き
を
衆
生
へ
の
憐
愍
と
し
、
そ
れ
を
身
と
心
の
共
苦
と
す
る
点
で

重
要
で
あ
り
、
後
代
の
論
書
に
与
え
た
影
響
は
多
大
で
あ
る
。
次
に
、

同
論
の
中
で
慈
悲
の
定
義
と
分
析
が
あ
る
箇
所
、
と
り
わ
け
「
三
種

の
慈
悲
」
と
し
て
知
ら
れ
る
教
説
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

３　

三
種
の
慈
悲

通
常
の
マ
イ
ト
リ
ー
（
慈
）
や
カ
ル
ナ
ー
（
悲
）
で
は
な
く
、
大
慈
、

大
悲
、
大
慈
悲
と
い
う
と
き
は
、
仏
や
菩
薩
の
慈
悲
を
表
す
。
そ
の

場
合
、
仏
の
慈
悲
は
、
生
け
る
者
の
苦
し
み
を
自
己
の
苦
し
み
と
す

る
の
で
「
同
体
の
大
悲
」
と
い
い
、
上
を
覆
い
か
ぶ
せ
る
も
の
が
な
い

広
大
な
も
の
で
あ
る
の
で
「
無む

が
い蓋

の
大
悲
」
と
も
い
う
。
た
だ
し
、
こ

の
見
解
は
イ
ン
ド
仏
教
の
経
論
に
は
見
ら
れ
ず
、
東
ア
ジ
ア
で
発
達

し
た
教
義
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
多
く
の
経
論
に
共
通
す
る
。
以

下
は
主
な
大
乗
経
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
慈
悲
の
教
説
を
取
り
上

げ
、
そ
の
中
に
流
れ
る
基
本
思
想
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
慈
悲
の
特
徴
を
示
す
普
遍
性
と
平
等
性
に
着
目
し
た
い
。

た
と
え
ば
『
大
智
度
論
』
で
は
、
慈
悲
を
対
象
に
即
し
て
、
三
種
に

区
分
す
る

６

。
す
な
わ
ち
、（
一
）
生
き
と
し
生
け
る
者
に
対
し
て
起

こ
す
も
の
（
衆
生
縁
）、（
二
）
す
べ
て
の
存
在
は
実
体
が
な
い
と
悟
り
、

執
着
を
離
れ
て
起
こ
す
も
の
（
法
縁
）、（
三
）
な
ん
ら
の
対
象
な
く
し

て
起
こ
す
も
の
（
無
縁
）
の
三
種
が
あ
る
と
し
、
こ
の
う
ち
無
縁
の
慈

悲
が
無
条
件
の
絶
対
平
等
の
慈
悲
で
あ
り
、
空
の
悟
り
に
裏
づ
け
ら

れ
た
最
上
の
も
の
で
、
た
だ
仏
に
の
み
あ
る
と
い
う
。

こ
の
う
ち
三
つ
の
慈
悲
に
共
通
す
る
の
は
平
等
性
で
あ
る
。
ま
ず

第
一
の
「
衆
生
縁
の
慈
悲
」
と
は
、
一
切
衆
生
を
縁
と
し
、
生
き
と
し

生
け
る
も
の
を
一い

っ
し
ど
う
じ
ん

視
同
仁
に
扱
う
と
い
う
意
味
で
の
平
等
性
。
第
二

の
「
法
縁
の
慈
悲
」
は
、
一
切
法
空
（
一
切
存
在
す
る
も
の
は
固
定
的
実

体
を
も
た
な
い
、
無
自
性
空
な
る
も
の
）
の
理

こ
と
わ
りを

縁
と
し
て
施
す
と
い
う

真
理
性
に
お
け
る
平
等
性
、
第
三
の
「
無
縁
の
慈
悲
」
は
、
対
象
に
差

別
を
設
け
ず
、
空
と
い
う
体
験
の
境
地
か
ら
、
自
然
に
生
ま
れ
る
と

こ
ろ
の
平
等
性
で
あ
る
。

こ
の
「
無
縁
の
慈
悲
」
は
、
一
切
の
差
別
を
見
な
い
、
無
碍
の
大

慈
で
あ
り
、
無
縁
の
大
悲
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
自
身
の
た
め
に

な
す
も
の
で
も
な
く
、
他
人
の
た
め
に
も
な
す
も
の
で
も
な
い
と
い

う
。
こ
の
徹
底
し
た
無
縁
の
大
悲
に
は
自
他
の
差
別
が
な
い
。
こ
の

よ
う
な
自
他
平
等
の
思
想
が
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
慈
悲
の
基
盤
に

あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

４　

慈
悲
の
語
源
分
析
と
そ
の
英
訳

次
に
、
慈
悲
を
意
味
す
る
英
語
と
し
て
はcom

passion; pity; 

m
ercy; benevolence; charity; sym

pathy

な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
こ

こ
で
は
、
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
（anukam

p ā

） 

の
英
訳
語
と
し
て
適
す
る

com
passion

とsym
pathy

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
語

は
、
慈
悲
と
い
う
よ
り
憐
愍
と
訳
す
方
が
適
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
理
由
は
、
本
来
の
語
義
に
た
ど
る
と
明
白
で
あ
る
。

⑴ com
passion;

com
passion

はcom
-

と-passion

に
分
解
で
き
る
。
ま
ず
前
分
の

com
- 

（<con-

） 

は
、「
共
に
」「
全
く
」
と
い
う
意
の
接
頭
辞
で
あ
る
。
後

分
のpassion

は
、
激
情;

激
怒;

熱
烈
な
情
愛;

情
欲;
熱
情
な
ど
の

意
で
あ
る
が
、
古
語
と
し
て
は
「
苦
痛
」
を
示
し
、the Passion
で
「
キ

リ
ス
ト
の
受
難
、
殉
教
」
の
意
味
と
な
る
。
さ
ら
に
、pa s-sion
と
分

け
ら
れ
、
教
会
ラ
テ
ン
語passi

す
な
わ
ち
、passus

（
難
を
受
け
た
）
＋

-IO
N

＝
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
苦
し
み
」
と
解
釈
さ
れ
、「
強
い
感

情
」
を
あ
ら
わ
す
。

し
た
が
っ
て
、com

passion

と
は
、
通
常
は
「
憐
愍
」
の
意
味
と
さ

れ
る
が
、ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
、原
義
は
「
共
に
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
」

「
共
苦
」
で
あ
る
。

⑵sym
pathy;

こ
の
語sym

pathy

もsym
-

と-pathy

に
分
解
で
き
る
。
た
だ
し
、

こ
ち
ら
は
ギ
リ
シ
ア
語
に
由
来
す
る
。
ま
ず
前
分sym

-

は
、
ギ
リ

シ
ア
語
系
の
接
頭
辞
で
、「
共
に
」「
同
時
に
」「
類
似
」
な
ど
の
意
を
も

つsyn-

がm
,  p 

の
前
で
は sym

-

と
な
る
と
い
う
規
則
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
。
後
分
の-pathy

は
、「
苦
し
み
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ

語
パ
テ
イ
ア
（patheia: suffering

）
に
由
来
す
る

７

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

結
合
語
も
「
共
に
苦
し
む
こ
と
、
共
苦
」
と
い
う
原
義
で
あ
る
。
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５　

ア
ヌ
カ
ン
パ
ーanukamp ā

の
用
例
と
そ
の
意
義

最
も
重
要
な
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
の
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー

（anukam
p ā

）
で
あ
る
。「
ア
ヌ
」anu-

と
い
う
接
頭
語
は
「
な
に
か
に

し
た
が
っ
て
」
を
意
味
し
、「
カ
ン
パ
ー
」kam

p ā

と
は
「
震
え
る
」
と

い
う
意
味
の
動
詞
カ
ン
プ√kam

p

（
一
類
）
か
ら
作
ら
れ
た
名
詞
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
」
は
、「
な
に
か
に
し
た
が
っ

て
」、
あ
る
い
は
「
な
に
か
と
と
も
に
」「
震
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
の
英
訳
で
あ
るcom

passion

やsym
pathy

に
、
共
感
・
共
苦
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
は
偶
然
で

は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
か
ら
作
ら
れ
た
類
語
に
、
ア
ヌ
カ
ン
ピ
ン

（anukam
pin

）
が
あ
る
。
こ
の
語
は
「
哀あ

い
み
ん愍

を
持
つ
者
」
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
し
ば
し
ば
ヒ
タ
・
ア
ヌ
カ
ン
ピ
ン
（hita-

～
）、
あ
る
い
は
ロ
ー

カ
ヒ
タ
・
ア
ヌ
カ
ン
ピ
ン
（lokahita-

～
）
と
い
う
結
合
語
を
造
り
、「
世

間
を
利
益
す
る
」、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
し
て
「
共
感
を
持
っ
て
実
践

す
る
者
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
初
期
仏
典
か
ら

典
型
的
な
ス
ト
ッ
ク
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
以
下
に
、
そ

の
具
体
的
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

（
一
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』（
経

き
ょ
う
し
ゅ
う

集
）
に
よ
れ
ば
、
仏
伝
に
関
連
す
る

部
分
の
中
で
、
ア
シ
タ
仙
が
ブ
ッ
ダ
（
王
子
）
の
降こ

う
た
ん誕

を
占
っ
た
偈げ

じ
ゅ頌

と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
こ
の
王
子
は
最
高
の
正

し
ょ
う
か
く

覚
を
体
得
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
最

上
の
清
浄
（
＝
涅ね

は
ん槃

）
を
見
る
者
で
、
多
く
の
人
々
を
利
益
し
、

憐れ
ん
み
ん愍

し
（bahujana-hi tānukam

p ī

）、
法
輪
を
転
ず
る
で
し
ょ
う
。
彼

の
清
浄
な
行
い
は
、
広
く
流
通
す
る
で
し
ょ
う
。」（Sn 

六
九
三
）

本
経
は
ブ
ッ
ダ
時
代
に
た
ど
れ
る
最
初
期
の
仏
典
で
あ
る
。
こ
の

引
用
で
は
、
ブ
ッ
ダ
は
覚
る
前
で
あ
る
た
め
、〔
ゴ
ー
タ
マ
〕
王
子

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
悟
り
を
得
て
教
え
を
説
き
（
転
法
輪
）、

そ
の
教
え
が
世
の
中
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
ア
シ
タ
仙
が
予
言
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
説
く
目
的
と
し
て
、
人
々
を
利
益
し

（hita

）、
憐
愍
す
る
も
の
（anukam

pin

）
が
並
記
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
両
語
は
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
一
組
と
な
っ
て
頻
出
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
初
期
的
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
二
）『
長ち

ょ
う
ぶ部

』「
大

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

般
涅
槃
経
」（D

N
 II. 100[119-120]

）

「
比び

く丘
た
ち
よ
、
私
が
よ
く
知
り
、
教
示
し
た
と
い
う
、
そ

れ
ら
を
あ
な
た
た
ち
は
よ
く
学
び
、
た
と
え
ば
、
こ
の
梵

ぼ
ん
ぎ
ょ
う行

が
長
時
に
わ
た
り
、
久
し
く
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
多
く
の
人
々

の
利
益
の
た
め
に
、
多
く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
に
、
世
間
を

憐
れ
み
の
た
め
に
、
神
々
や
人
々
の
利
益
の
た
め
に
、
安
楽
の

た
め
に
な
る
よ
う
に
、
親
近
す
べ
き
で
、
修
習
す
べ
き
で
、
多

く
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
諸
法
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
か
？

す
な
わ
ち
、
四し

ね
ん
じ
ょ

念
処
、
四し

し
ょ
う
ご
ん

正
勤
、
四し

じ
ん
そ
く

神
足
、
五
根
、
五
力
、

七
覚
支
、
聖

し
ょ
う
は
っ
し
ど
う

八
支
道
で
す
」。

こ
の
『
長
部
』「
大
般
涅
槃
経
」
と
い
う
初
期
経
典
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
先
の
（
一
）
に
転
法
輪
と
し
て
説
か
れ
た
内
容
が
、
こ
の
用
例

で
は
四し

ね
ん
じ
ょ

念
処
を
始
め
と
す
る
三
十
七
菩
提
分
法
（
さ
ん
じ
ゅ
う
な
な
ぼ

だ
い
ぶ
ん
ぽ
う
）
と
い
わ
れ
る
伝
統
的
な
仏
教
の
修
行
法
を
指
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
多

く
の
人
々
の
安
楽
、
利
益
の
た
め
に
、
世
間
の
憐
れ
み
の
た
め
に
」

と
す
る
語
句
は
、
初
期
経
典
か
ら
定
型
的
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
多

く
の
大
乗
経
典
に
も
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
以
下
は
そ
の
大
乗
経
典
の

用
例
を
見
て
み
た
い
。

（
三
）『
八
千
頌じ

ゅ
は
ん
に
ゃ

般
若
』（P. L. Vaidya ed.

、 A ṣṭasāhasrikā P. P.

、 BST no. 4, 

D
arbhanga, 1960,  p. 37

）

カ
ウ
シ
カ
（
帝

た
い
し
ゃ
く
て
ん

釈
天
）
よ
、
正
し
い
悟
り
を
得
た
尊
敬
す
べ
き

如
来
た
ち
が
世
間
に
生
じ
な
い
と
き
、
カ
ウ
シ
カ
よ
、
そ
の

時
、
偉
大
な
る
菩
薩
た
ち
は
、
以
前
に
聞
い
た
「
智
慧
の
完
成
」

（
般は

ん
に
ゃ
は
ら
み
つ

若
波
羅
蜜prajñ āpāram

itā

）〔
と
い
う
経
典
〕
の
自
然
の
結
果
と

し
て
、
巧
み
な
手
立
て
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ

ウ
シ
カ
よ
、
彼
ら
も
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
憐
れ
む
も
の
（
共

感
す
る
も
の
）
で
あ
り
、
憐
れ
み
（
共
感
）
の
た
め
に
、
こ
の
世
に

や
っ
て
き
て
、
十
善ぜ

ん
ご
う
ど
う

業
道
を
世
間
に
栄
え
さ
せ
る
。

『
八
千
頌
般
若
』
は
最
初
期
の
大
乗
経
典
で
あ
る
が
、
こ
の
引
用
で

説
か
れ
る
よ
う
に
、
憐れ

ん
み
ん愍

す
る
菩
薩
た
ち
が
説
く
内
容
は
、
大
乗
で

重
視
さ
れ
た
十
善
業
道

８

と
行
為
の
規
範
に
な
っ
て
お
り
、
大
乗
経

典
に
お
け
る
教
え
の
再
編
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
重
要
な
の

は
、
菩
薩
た
ち
も
〝
生
き
と
し
生
け
る
も
の
〟
を
哀
愍
す
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
点
で
あ
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
訳
し
た
の
はsattva

（
衆
生
）
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
人
間
に
限
ら
ず
、
輪
廻
す
る
存
在
す

べ
て
を
意
味
し
て
い
る
。 

彼
ら
は
世
間
の
憐
れ
み
の
た
め
に
、
十
善

業
と
い
う
行
為
規
範
を
広
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
四
）『
八
千
頌
般
若
』（Vaidya ed., A ṣṭasāhasrikā P. P.,  BST no. 4, D

arbhanga, 
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1960,  p. 109

）
世
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。「
な
ぜ
な
ら
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、

彼
ら
［
さ
と
り
が
近
い
］
偉
大
な
る
菩
薩
た
ち
は
、
多
く
の
人
々

の
福
利
の
た
め
、
多
く
の
人
々
の
幸
福
の
た
め
、
世
間
へ
の
憐

れ
み
（
共
感
）
の
た
め
に
修
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。［
彼
ら
は
］

人
々
の
大
い
な
る
利
益
の
た
め
、
福
利
の
た
め
、
幸
福
の
た
め

に
、
さ
ら
に
神
々
や
人
間
を
憐
れ
む
（
共
感
す
る
）
も
の
と
し
て
、

憐
れ
み
（
共
感
）
の
た
め
に
、
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
現

等
覚
（
げ
ん
と
う
か
く
）
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
無
上

に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
現
等
覚
し
て
、
無
上
な
る
教
え
を
説

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

こ
の
『
八
千
頌
般
若
』
の
引
用
文
で
は
、
菩
薩
た
ち
の
修
行
の
目
的

が
、〝
多
く
の
人
々
の
利
益
や
幸
福
の
た
め
、
世
間
へ
の
憐
愍
の
た

め
で
あ
り
、
無

む
じ
ょ
う
し
ょ
う
と
う
し
ょ
う
か
く

上
正
等
正
覚
の
教
え
も
、
神
々
や
人
間
を
憐
れ
む
（
共

感
す
る
）
も
の
と
し
て
、
憐
れ
み
（
共
感
）
の
た
め
に
説
か
れ
る
の
で
あ

る
〟
と
す
る
。

（
五
）『
八
千
頌
般
若
』（Vaidya ed., A ṣṭasāhasrikā P. P.,  BST no. 4, D

arbhanga, 

1960,  p. 125

）

ま
た
、
供
養
さ
れ
る
べ
き
、
完
全
な
悟
り
を
得
た
如
来
た
ち
は
、

そ
の
時
、
そ
の
他
の
世
界
に
と
ど
ま
り
、
耐
え
、
生
き
て
お
ら
れ
る
。

［
か
れ
ら
は
］
多
く
の
人
々
の
利
益
と
、
多
く
の
人
々
の
幸
福
と
、
世

間
の
憐
れ
み
の
た
め
に
、
多
く
の
生
き
も
の
為
に
、
利
益
と
幸
福
の

た
め
に
、
神
々
と
人
間
た
ち
と
、
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を

憐
れ
む
も
の
と
し
て
、
憐
れ
み
の
た
め
に
、
か
れ
ら
は
ま
た
こ
の
智

慧
の
完
成
に
敬
意
を
払
い
、
熱
意
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
『
八
千
頌
般
若
』
の
引
用
の
よ
う
に
、
如
来
や
正
等
覚
者
が

こ
の
世
界
に
生
き
て
と
ど
ま
る
の
は
、「
多
く
の
人
々
、
一
切
の
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の
利
益
と
幸
福
、
世
間
の
憐
れ
み
の
た
め
に
」、

智
慧
の
完
成
（
般
若
経
）
と
い
う
教
え
を
説
こ
う
と
し
て
、
備
え
て
い

る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
利
益
と
幸
福
の
た
め
の
ほ
か
に
、

世
間
の
憐
れ
み
の
た
め
と
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き

で
あ
る
。

（
六
）『
善

ぜ
ん
ゆ
み
ょ
う

勇
猛
般
若
経
』（R. H

ikata ed, Suvi krāntavikrām
inparipṛcchā P. P.,  

Fukuoka,  1958,  p. 4, ll. 7-13

）

   

「
世
尊
は
偉
大
な
菩
薩
で
あ
る
善
勇
猛
に
答
え
ら
れ
た
。

〝
ま
こ
と
に
よ
ろ
し
い
、
善
勇
猛
よ
。
あ
な
た
が
正
し
い
悟

り
を
得
た
尊
敬
す
べ
き
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
に
、「
智
慧
の
完
成
」

に
つ
い
て
問
う
た
の
は
結
構
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
あ
な
た

が
、
偉
大
な
菩
薩
た
ち
の
た
め
（arth āya

）、
あ
る
い
は
ま
た
多

く
の
生
き
も
の
の
利
益
を
願
い
、
安
楽
を
願
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
世
間
を
憐
れ
ん
で
、
神
々
や
人
間
の
人
々
の
た
め
を
想
い
、

彼
ら
の
利
益
と
安
楽
を
願
う
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
・

未
来
の
偉
大
な
菩
薩
た
ち
の
光
明
に
な
ろ
う
と
、
あ
な
た
が
欲

す
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
〟。

先
の
引
用
と
同
じ
く
本
経
で
も
、
定
型
句
で
如
来
と
菩
薩
の
説
法

と
心
構
え
を
述
べ
て
い
る
が
、〔
善
勇
猛
〕
菩
薩
が
依
用
し
、
さ
ら
に

他
者
に
対
し
て
説
く
内
容
は
「
智
慧
の
完
成
」（
般
若
経
）
で
あ
り
、
こ

れ
は
般
若
経
特
有
の
教
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
表
現
は

般
若
経
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
の
経
典
で
も
同
じ
よ
う
に
、

そ
れ
自
身
の
教
え
が
説
か
れ
る
目
的
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、『
法
華
経
』
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

（
七
）『
法ほ

け

き

ょ

う

華
経
』（K

ern-N
anjio ed., Saddharm

ap uṇḍarīkasūtra,  BB10,  

O
snabrück, 1970

）

「
ま
た
、
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
未
來
世
に
お
い
て
も
、
量

り
知
れ
ず
、
数
え
切
れ
な
い
十
方
の
世
界
に
、
正
し
い
悟
り
を

得
た
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
如
来
た
ち
が
お
ら
れ
て
、
多
く
の
人
々

の
幸
福
の
た
め
、
多
く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
、
世
間
を
憐
れ

ん
で
、
神
々
や
人
間
な
ど
人
々
の
利
益
、
幸
福
、
安
楽
の
た
め
に
、

〔
こ
の
世
に
〕
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」（K

N
 ed., p. 41, ll. 10-12

）

「〝
あ
な
た
方
は
、
将
来
〔
人
々
の
〕
幸
福
を
願
い
、
憐
れ
み

の
心
あ
る
ブ
ッ
ダ
ッ
ダ
と
な
る
で
あ
ろ
う
〟
と
、
私
は
告
げ
る
」

[2. 51]

（K
N

 ed.,  p.46,  l. 6

）

こ
の
引
用
に
お
い
て
も
、
先
の
定
型
的
語
句
が
頻
出
す
る
こ
と
が

判
る
。
如
来
の
出
現
や
説
法
は
す
べ
て
「
多
く
の
人
々
の
幸
福
、
安
楽
、

利
益
の
た
め
、世
間
を
憐
れ
ん
で
」説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、ブ
ッ

ダ
は
〔
人
々
の
〕
幸
福
を
願
い
、
憐
れ
み
の
心
あ
る
も
の
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
見
ら
れ
る
憐
愍
者

と
い
う
性
格
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
な
お
、
多
く

の
写
本
の
功
徳
文
に
も
こ
れ
ら
の
定
型
的
文
句
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
経
典
の
書
写
を
重
視
す
る
大
乗
の
信
仰
に
も
大
き
な
影
響

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

６　

『
入

に
ゅ
う
ぼ
だ
い
ぎ
ょ
う
ろ
ん

菩
提
行
論
』
の
自
己
犠
牲
と
自
他
転
換

次
に
七
世
紀
後
半
の
南
イ
ン
ド
で
活
躍
し
た
、
イ
ン
ド
仏
教
中

観
派
の
学
僧
で
あ
る
寂

じ
ゃ
く
　
て
ん

天
の
「『
入

に
ゅ
う
ぼ
だ
い
ぎ
ょ
う
ろ
ん

菩
提
行
論
』
に
触
れ
て
お
き
た
い
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と
思
う
。
本
論
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
多
く
読
ま
れ
、
数
多
く
の

註
釈
も
残
さ
れ
て
い
る
。
本
論
に
は
十
の
章
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
、

六
波
羅
蜜
の
実
践
を
通
じ
て
菩
提
心
（
利
他
の
精
神
と
結
び
つ
い
た
、
悟

り
を
求
め
る
こ
こ
ろ
）
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
、
悟
り
に

至
る
た
め
の
菩
薩
の
心
構
え
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
第
三
章
で
は
「
自
己
犠
牲
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
、「
私
は
病
人
の
医
薬
で
あ
っ
て
、
ま
た
医
者
で
あ
り
た
い
」
と

述
べ
る
。
こ
の
医
者
と
は
当
時
の
表
現
で
、
心
の
治
療
も
含
ん
で
い

る
。
そ
し
て
、
病
気
が
再
発
し
な
い
日
ま
で
、
つ
ま
り
全
治
す
る
ま
で
、

そ
の
看
護
人
で
あ
り
た
い
」
と
続
け
る
。
さ
ら
に
、「
一
切
衆
生
の
利

益
を
成
就
す
る
た
め
に
、
私
は
こ
の
自
分
の
体
と
同
様
に
、
自
分
の

持
っ
て
い
る
享
受
す
る
物
と
、
三
世
の
善
性
（
過
去
・
現
在
・
未
来
、
ず
っ

と
自
分
が
積
み
重
ね
て
き
た
そ
の
徳
）
と
、
そ
の
よ
う
な
善
な
る
功
徳
の

す
べ
て
惜
し
む
こ
と
な
く
放
棄
し
よ
う
」
と
宣
言
す
る
。

ま
た
、
こ
の
思
想
家
は
「
自
他
転
換
」
と
い
う
独
自
の
慈
悲
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
特
に
そ
の
第
八
章
で
は
「
禅

ぜ
ん
じ
ょ
う定

章
」
で
は
、「
初
め

に
注
意
深
く
、
他
者
と
自
分
と
の
平
等
性
を
観
察
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
は
私
と
等
し
い
苦
し
み
と
楽
し
み
を
持
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
他
の
人
び
と
を
、
私
は
同
じ
よ
う
に
護
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」。「
自
分
に
は
、
他
人
の
身
体
と
同
じ
悩
み
苦
し
み
は

実
際
に
は
起
こ
さ
な
い
。
し
か
し
、
私
の
苦
し
み
と
い
う
の
は
、
自

己
愛
・
自
分
の
愛
の
た
め
に
、
私
に
と
っ
て
し
の
び
が
た
い
苦
し
み

に
な
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
他
人
の
苦
し
み
と
い
う
の
は
、
他

者
が
ど
ん
な
に
苦
し
い
と
い
っ
て
も
、
私
自
身
に
は
そ
れ
は
認
知
で

き
な
い
。
し
か
し
、〝
自
己
を
愛
す
る
〟
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
人

に
と
っ
て
し
の
び
が
た
い
苦
し
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
全
く
同

じ
で
あ
る
」
と
続
け
る
。

す
な
わ
ち
、
寂
天
は
〝
他
者
の
苦
と
は
、
自
己
の
苦
と
全
く
同
じ

価
値
を
持
つ
〟
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
に
自
と

他
を
並
列
し
て
同
じ
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、〈
自
他
転

換
〉
と
い
う
よ
り
深
い
省
察
・
自
省
の
中
で
生
ま
れ
た
思
想
に
他
な

ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
章
の
最
後
で
、「
私
と
他
者
を
す
み
や
か
に
救
お
う

と
願
う
も
の
は
、
自
他
の
転
換
と
い
う
最
高
の
秘
密
を
実
践
せ
よ
」

と
説
く
。
こ
の
言
葉
は
、
自
他
転
換
に
よ
っ
て
、
普
通
起
こ
り
う
る

よ
う
な
自
己
の
救
済
が
、
同
時
に
他
者
の
救
済
に
も
つ
な
が
る
。
そ

し
て
他
者
の
救
済
が
ま
た
自
己
に
返
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
結
局
自
己

の
救
済
に
も
つ
な
が
る
、
と
い
う
論
理
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
転
換
を
心
得
よ
と
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
日
常
の
意
識
で
は
、
な
か
な
か
こ
の
よ
う
な
次
元
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
は
達
し
得
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
日
常
の
実
践
、
た
と
え
ば

日
々
の
仕
事
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
多
少
な
り
と

も
他
者
の
苦
を
解
放
し
て
、
そ
れ
が
自
分
の
苦
の
除
去
に
つ
な
が
る

と
意
識
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
ろ
う
が
、
寂
天
の
考

え
方
は
、
先
ず
自
と
他
の
同
質
性
を
意
識
し
、
そ
こ
か
ら
〈
自
他
の

転
換
を
せ
よ
〉
と
説
く
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。 

７　

不
殺
生
と
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
（
共
感
・
憐
愍
）

前
述
し
た
よ
う
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー

（anukam
p ā

）
は
、
憐
れ
み
と
か
共
感
と
か
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、

通
仏
教
的
な
考
え
方
で
言
う
と
不
殺
生
に
も
関
連
し
よ
う
。
一
般
に

仏
教
で
は
在
家
者
の
五
戒

９

の
一
つ
と
し
て
不
殺
生
（
殺
す
な
）
と
い

う
こ
と
を
説
く
が
、
こ
の
「
殺
す
な
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
「
ア

ヌ
カ
ン
パ
ー
」（
共
感
）
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
不
殺
生
を
説
く
理
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し

て
関
心
を
持
つ
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
輪
廻
す
る

存
在
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
共
通

の
価
値
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
命
を
粗
末
に
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
他
の
生
命
を
同

ど
う
　
ぼ
う

朋
と
し
て
意
識
し
、共
感
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

共
感
に
よ
っ
て
不
殺
生
と
い
う
心
情
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
理
解
出
来

る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
以
外
の
こ
と
に
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
り
、

関
係
な
い
と
み
て
、
認
知
せ
ず
、
無
関
心
で
い
る
の
は
、
共
感
と
は

別
の
方
向
に
向
か
っ
た
生
き
方
で
あ
ろ
う
。
共
感
に
基
づ
い
て
、
同

情
と
思
い
や
り
が
う
ま
れ
、
さ
ら
に
自
と
他
の
同
一
視
と
い
う
観
点

か
ら
、
怖
れ
や
不
安
と
い
う
よ
う
な
要
素
も
、
生
ま
れ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
生
き
物
の
不
殺
生
と
い
う
教
え
の
根
底
を
貫
い

て
い
る
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
「〔
人
を
〕「
殺
す
な
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
ど
の
文
化

に
も
共
通
す
る
黄
金
律
で
あ
る
。
た
だ
、
仏
教
で
は
殺
す
こ
と
の
対

象
を
、
人
か
ら
輪り

ん
ね廻

す
る
他
の
生
き
も
の
に
ま
で
広
げ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、範
囲
に
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
基
本
的
に
は
そ
こ
に「
共
感
・

同
情
」
と
い
う
感
情
が
あ
る
。
殺
り
く
に
対
す
る
お
そ
れ
も
、
そ
の

根
底
に
は
対
象
へ
の
同
感
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
に
挙
げ
た
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
（anukam

pā

）
と
い
う
言
葉
は
、
共

感
、
同
情
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
動
詞
ア
ヌ
・
カ
ン
プ

anu- √ kam
p

（to sym
pathize with, com

passionate,  pity

）
に
由
来
す
る
。
そ

の
接
頭
辞
「
ア
ヌ
」anu

は
「
共
に
」「
～
に
し
た
が
っ
て
」
の
意
義
を
持

ち
、「
カ
ン
プ
」√ kam

p

は
「
共
振
す
る
、
震
え
る
」
と
い
う
動
詞
で

あ
る
。
こ
の
カ
ン
プkam

p

と
い
う
動
詞
か
ら
「
カ
ン
パ
ー
」kam

pā

と
い
う
女
性
名
詞
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
パ
ー
は
「
震

え
る
こ
と
」、「
共
振
」
が
原
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ヌ
カ
ン

パ
ー
は
、「
共
に
ふ
る
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
同
情
と
か
憐
憫
と
か
哀
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れ
み
で
あ
り
、
慈
悲
と
も
漢
訳
さ
れ
た
。
ま
た
、「
共
振
す
る
も
の
、」

「
憐
み
を
持
つ
も
の
」
と
い
う
ア
ヌ
カ
ン
ピ
ン
（anukam

pin

）
も
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
語
こ
そ
、
他
者
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
つ
な

が
る
。

『
法
華
経
』
で
説
か
れ
た
「
世
間
を
利
益
す
る
こ
と
を
、
共
感
（
ア
ヌ

カ
ン
パ
ー
）
を
も
っ
て
実
践
す
る
」
と
い
う
章
句
は
、
文
脈
上
の
主
体

は
ブ
ッ
ダ
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
共
に
生
き
て
共
に
そ

れ
を
感
じ
と
る
。
見
捨
て
な
い
、
触
れ
合
い
つ
づ
け
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
が
、
こ
の
慈
悲
の
実
践
の
側
面
で
は
な
い
か
と
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、初
期
大
乗
の
代
表
的
な
経
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
八
千

頌
般
若
』
に
は
、「
衆
生
の
苦
し
み
を
見
る
者
は
、
無
上
な
る
正
し

い
覚
り
に
向
か
っ
て
何
度
も
誓
願
を
起
こ
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
そ

の
よ
う
な
発
心
を
も
っ
て
生
き
る
者
た
ち
は
、
そ
の
偉
大
な
慈
悲
に

よ
っ
て
、
神
々
や
人
間
、
阿
修
羅
を
含
む
世
界
の
安あ

ん
ね
い寧

を
思
い
、
利

益
を
願
う
。
共
感
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め

る
と
、
菩
薩
の
よ
う
に
悟
り
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
も

の
は
、
世
間
や
衆
生
に
共
感
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
利
益
を
も
た
ら
し
共
感
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、

利
益
、
幸
福
、
同
情
の
た
め
に
「
如
来
は
共
感
に
よ
っ
て
無
上
な
る

正
し
い
悟
り
を
得
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〝
ア
ヌ
カ
ン

パ
ー
に
よ
っ
て
悟
る
〟
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
慈
悲
の
実
践
と
し

て
は
最
も
重
要
な
働
き
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
説
法
を
は
じ

め
際
に
、
必
ず
一
つ
の
偈げ

じ
ゅ頌

を
唱
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、「
慈
悲
の
心
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
誤
っ
た
見
解
を
絶
つ

た
め
に
、
正
し
い
法
（
縁
起
の
こ
と
）
を
説
き
示
さ
れ
た
仏
陀
に
礼
拜

す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
（
紀
元
二
～
三
世
紀
）
と
い
う
イ
ン
ド
の
高
僧
に
よ
る
『
中ち

ゅ
う
ろ
ん
げ

論
偈
』
と
、

そ
の
注
釈
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
さ
ら
に
註
釈
が
あ
り
、

「
そ
の
大
い
な
る
悲
（
カ
ル
ナ
ー
、
慈
悲
の
悲
）
を
根
本
と
し
て
、
如
来

の
智
慧
が
生
ま
れ
る
原
因
と
し
て
の
菩ぼ

だ
い
し
ん

提
心
（
悟
り
に
向
か
う
心
）
を

起
こ
す
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
悲
に
よ
っ
て
他
者
を
悟
ら
せ
る
た
め

に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
師
は
こ
の
『
中

ち
ゅ
う
ろ
ん

論
』
を
著
わ
さ
れ
た
と
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
慈
悲
の
言
葉
で
あ
る
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
私
淑
す
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
自
身
も
、

法
話
な
ど
に
よ
っ
て
人
を
導
く
活
動
が
、
慈
悲
に
基
づ
い
た
行
為
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
仏
弟
子
の
教
え
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
動
は
、
本

稿
で
検
討
し
て
き
た
ア
ヌ
カ
ン
パ
ー
（
憐
愍
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。

８　

ま
と
め

以
上
、
大
乗
経
典
を
中
心
に
、
慈
悲
と
憐
愍
の
用
例
を
検
討
し
て

き
た
。
慈
悲
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
け
ば
、
初
期
の
仏
教
で
は
「
慈
」

（m
aitr ī

）
が
多
用
さ
れ
、
次
第
に
「
悲
」（karu ṇā

）
と
併
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
語
に
「
喜
」（m

udit ā 

他
者
の
幸
福
を
喜
ぶ
）

と
「
捨
」（up ekṣā

心
の
平
静
、
平
等
心
）
が
付
加
さ
れ
て
、「
四
無
量
心
」

あ
る
い
は
「
四
梵ぼ

ん
じ
ゅ
う

住
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
実
践
は
、
修
行
者
の
も

つ
べ
き
基
本
的
徳
目
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
慈
悲
は
利
他
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
菩

薩
の
誓
願
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
と
り
に
向
か
う
た
め
の
根

本
原
因
で
あ
り
、
仏
教
の
実
践
の
基
盤
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
は

『
華け

ご
ん
き
ょ
う

厳
経
』
や
『
大

だ
い
に
ち
き
ょ
う

日
経
』
の
例
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
乗
経
典
一

般
の
思
潮
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
慈
悲
と
類
似
し
た
憐
愍
は
、「
如
来
や
菩
薩
た
ち
が
人
々

の
利
益
と
安
楽
の
た
め
、
世
間
を
憐
れ
ん
で
こ
の
世
に
現
れ
、
説
法

す
る
」
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
菩
薩
た
ち
は
、
衆
生
や

世
間
を
憐
れ
む
（
共
感
す
る
）
も
の
（anukam

pa kā

）
で
あ
り
、
そ
の
世
間

に
は
神
々
や
人
間
、
阿
修
羅
を
含
む
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
す
べ

て
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
憐
愍
に
よ
っ
て
、
無
上
な
る
正
し

い
悟
り
に
さ
え
も
到
達
で
き
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
思
想
の
核

心
と
言
え
よ
う
。

菩
薩
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
た
め
の
利
益
と
幸
福
と
憐
愍

（
共
感
）
の
た
め
に
、
こ
の
世
界
に
出
で
立
ち
、
憐
愍
（
共
感
）
に
よ
っ

て
衆
生
を
見
る
。
そ
の
働
き
が
、
大
乗
仏
教
の
理
想
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
入
菩
提
行
経
』
の
自
他
転
換
に
見
ら
れ

る
、
自
他
不
二
の
考
え
方
こ
そ
が
、
そ
の
根
拠
と
す
べ
き
論
理
を
提

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
の
上
に
立
っ
た
慈
悲
及
び
ア
ヌ
カ
ン

パ
ー
（
共
感
・
共
苦
・
憐
愍
）
こ
そ
、
異
な
っ
た
立
場
の
存
在
が
互
い

に
分
か
り
合
い
、
互
い
が
融
和
し
協
力
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
思
想

で
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

注１　

ア
ー
ル
ワ
ー
ル
と
は
イ
ン
ド
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
を
崇
拝
す
る
一

連
の
吟
遊
詩
人
た
ち
で
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
教
徒
は
歴
史
的
に
一
二
人

の
聖
者
（
う
ち
女
性
一
人
）
を
ア
ー
ル
ワ
ー
ル
と
し
て
尊
崇
し
て
い

る
。
彼
ら
は
各
地
の
神
殿
を
巡
礼
し
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
像
の
目
を

見
つ
め
て
恍
惚
状
態
に
陥
っ
た
。
主
と
し
て
タ
ミ
ル
語
で
詩
を
つ

く
り
、
カ
ー
ス
ト
外
の
人
々
を
も
教
化
し
た
。
ア
ー
ル
ワ
ー
ル
と

い
う
の
は
、
タ
ミ
ル
語
の
動
詞
語
根
ア
ー
ル
（
沈
む
）
の
意
味
に
由

来
し
、「
神
の
瞑
想
（
め
い
そ
う
）
に
自
ら
を
沈
め
た
者
」
の
意
と
解

さ
れ
る
。

２　

し
か
し
、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
で
は
、「
慈
悲
に
安
住
し
、
楽

を
与
え
、
苦
を
抜
く
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
有
情
を
愍
念
し
、
平

等
に
し
て
苦
を
離
れ
、
楽
を
得
さ
せ
ん
と
欲
す
る
」（
大
正
蔵

N
o.220.7.1041b12-25

）
と
あ
り
、『
大
般
涅
槃
経
』
で
は
「
も
ろ
も
ろ
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の
衆
生
の
為
に
不
利
益
を
除
く
、
是
を
大
慈
と
名
づ
け
、
衆
生
に

無
量
の
利
楽
を
与
え
ん
と
欲
す
、
こ
れ
を
大
悲
と
名
づ
く
」（
大
正

蔵N
o.374.12.454a8

）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
慈
と
悲
は
厳
密
に

区
別
さ
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
心
情
を
表
わ
し
、
マ
イ
ト
リ
ー
ま

た
は
カ
ル
ナ
ー
と
い
う
原
語
だ
け
で
「
慈
悲
」
と
漢
訳
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。

３　
『
大
日
経
』
大
正
蔵N

o.848.18. 1b29.

４　
『
大
智
度
論
』
大
正
蔵N

o.1509

、 Vol.25

、 256c16ff.

５　
『
大
智
度
論
』（
大
正
蔵N

o.1509.25.0208c9-11

）「
四
無
量
心
者
。

慈
悲
喜
捨
。
慈
名
愛
念
衆
生
。
常
求
安
隱
樂
事
以
饒
益
之
。
悲
名

愍
念
衆
生
。
受
五
道
中
種
種
身
苦
心
苦
。」
云
々
。
こ
の
よ
う
に
し

ば
し
ば
四
無
量
心
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
説
明
さ
れ
る
。

６　

大
正
蔵N

o.1509, vol.25, 209a7, 257b26, 417b21.

７　

-pathy

は
一
般
的
な
英
語
と
し
て
は
、
連
結
詞
と
し
て
、「
～
の

感
情
、
苦
し
み
、
～
病
、
～
療
法
」
な
ど
を
意
味
す
る
。
た
と
え

ば
、
医
学
用
語
と
し
て
は
、
同
毒
療
法
を
意
味
す
るhom

eopathy

や
、
そ
の
反
意
語
の
逆
症
療
法allopathy

が
そ
の
代
表
的
例
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
本
来
の
「
苦
し
み
」
と
い
う
意
味
か
ら
派

生
し
た
も
の
で
あ
る
。

８　

不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
綺
語
・
不
悪
口
・

不
両
舌
・
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪
見
の
十
種
の
善
行
か
ら
な
る
。

９　

在
俗
信
者
の
保
つ
べ
き
五
つ
の
戒
（
習
慣
）
で
、
不
殺
生
（
ふ
せ
っ

し
ょ
う
）・
不
偸
盗
（
ふ
ち
ゅ
う
と
う
）・
不
邪
婬
（
ふ
じ
ゃ
い
ん
）・

不
妄
語（
ふ
も
う
ご
）・
不
飲
酒（
ふ
お
ん
じ
ゅ
）の
五
項
目
か
ら
な
る
。

赤
十
字
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
い
か
が

大
塚
　
義
治
　 

　

日
本
赤
十
字
社
副
社
長　

【
エ
ッ
セ
イ
】

昨
年
、
日
本
赤
十
字
社
は
創
設
一
四
〇
周
年
を
迎
え
た
。

当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ
が
、
私
は
十

余
年
前
に
赤
十
字
の
一
員
と
な
っ
て
か
ら
、
折
に
ふ
れ
て
、

赤
十
字
の
歴
史
の
重
み
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
、
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
在

も
な
お
進
行
形
で
あ
る
。

明
治
か
ら
平
成
に
至
る
激
動
の
時
代
に
刻
ま
れ
た
日
赤
の

主
要
な
活
動
や
足
跡
、
い
わ
ば
〝
正
史
〟
に
記
録
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
に
触
れ
た
場
合
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
赤
十
字
に
関

わ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
逸
話
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ふ
い
と
行
き
当

た
っ
た
と
き
な
ど
は
、
思
い
が
け
な
い
出
会
い
の
喜
び
も
あ

り
、
つ
い
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
例
の
一
つ
が
、
ず
い
ぶ
ん
以
前
、
た
ま
た
ま
、

新に

と

べ

渡
戸
稲い

な
ぞ
う造

の
「
武
士
道
」（
一
九
〇
〇
年
刊
）
を
読
ん
で
い
た
と

き
の
こ
と
だ
っ
た
。
ほ
ん
の
チ
ラ
リ
と
な
の
だ
が
、
突
然
、
と

い
う
感
じ
で
思
い
が
け
な
く
赤
十
字
の
こ
と
が
出
て
き
た
の
で

あ
る
。
私
は
、「
へ
え
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
…
…
」
と
、
何
か
大

発
見
を
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

爾
来
、
そ
の
類

た
ぐ
い

の
こ
と
が
あ
る
た
び
、
私
は
、
資
料
や
メ
モ

と
し
て
保
存
し
た
り
、
あ
る
い
は
短
文
の
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た

折
に
ち
ょ
ろ
っ
と
書
き
残
す
よ
う
に
努
め
て
い
る
の
だ
が
、
も

し
、
こ
れ
は
、
と
思
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
ご
存
知
の

方
が
お
ら
れ
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

そ
ん
な
私
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
か
ら
、
思
い
つ
く
ま
ま
、

ち
ょ
っ
ぴ
り
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
匂
い
の
す
る
も
の
（
と
私
が
考

え
て
い
る
も
の
）
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
。
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其
の
一
　
聖
職
の
秘

サ
ク
ラ
メ
ン
ト蹟

私
は
作
家
・
浅
田
次
郎
の
大
フ
ァ
ン
だ
が
、
彼
の
短
編
に
、

日
赤
の
従
軍
看
護
婦
を
主
人
公
に
し
た
佳
編
が
あ
る
。『
昔
の

男
』（
集
英
社
文
庫
／
双
葉
文
庫
「
あ
や
し　

う
ら
め
し　

あ
な　

か
な

し
」
所
収
）
で
あ
る
。
私
は
と
て
も
面
白
く
読
ん
だ
が
、
解
説
め

い
た
も
の
を
付
し
て
も
そ
の
雰
囲
気
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
よ

う
に
思
う
。
少
し
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
私
な
り
の
要
約
で

紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
き
ょ
う
ね
、
昔
の
男
と
会
う
の
」

夜
勤
明
け
の
〈
逸
見
婦
長
〉
が
言
っ
た
。
徹
底
的
に
男
の
噂

な
ど
な
い
独
身
ナ
ー
ス
。
で
も
若
い
こ
ろ
は
、
ア
イ
ド
ル
ば
り

の
美
人
だ
っ
た
ろ
う
。

〈
私
〉
は
〈
浜
中
〉
と
い
う
二
十
七
歳
の
看
護
師
。
勤
め
先
は

銀
座
に
近
い
財

た
か
ら
べ部

病
院
。
親
子
四
代
の
院
長
は
名
医
だ
が
、
建

物
は
大
正
時
代
の
遺
物
だ
。
総
婦
長
と
逸
見
婦
長
と
〈
私
〉
以

外
の
ナ
ー
ス
は
ア
ル
バ
イ
ト
同
然
で
、
し
か
も
総
婦
長
は
国
立

が
ん
セ
ン
タ
ー
に
入
院
中
。
も
し
逸
見
婦
長
が
い
な
け
れ
ば
、

〈
私
〉
は
間
違
い
な
く
、
ひ
と
月
で
辞
め
て
い
た
。

そ
の
晩
〈
私
〉
は
、
恋
人
の
〈
林
君
〉
と
の
デ
ー
ト
中
に
、
偶
然
、

逸
見
婦
長
と
相
手
の
男
を
見
か
け
る
。
似
合
い
の
二
人
は
、
い

か
に
も
遥
か
な
時
を
か
け
て
め
ぐ
り
逢
っ
た
恋
人
同
士
の
よ
う

に
見
え
た
。

急
患
の
知
ら
せ
で
病
院
に
戻
る
と
、
廊
下
で
総
婦
長
に
会
っ

た
。
真
夜
中
に
病
院
を
逃
げ
出
し
て
く
る
な
ん
て
。
で
も
、
ど

う
し
て
総
婦
長
の
隣
に
逸
見
さ
ん
の
「
昔
の
男
」
が
…
…
。

明
け
方
近
く
自
分
の
部
屋
に
戻
っ
た
〈
私
〉
は
、
凍こ

お

り
つ
い

た
。
闇
の
中
に
、
あ
の
「
昔
の
男
」
が
い
た
の
だ
。
し
か
も
男
は
、

馴
れ
馴
れ
し
い
口
ぶ
り
で
〈
私
〉
に
話
し
か
け
て
き
た
。
そ
の

男
の
言
う
通
り
な
ら
、
彼
は
院
長
先
生
の
お
祖じ

　
い父

さ
ん
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
の
う
ち
〈
私
〉
に
、「
さ
っ
さ
と
辞
め
て
、嫁
に
行
き
な
さ
い
」

な
ん
て
こ
と
ま
で
言
う
。

彼
が
手
を
差
し
出
す
。
つ
い
脈
を
取
っ
た〈
私
〉は
仰
天
し
た
。

「
体
温
な
し
、
脈
も
触
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
」

微ほ
ほ
え笑

み
な
が
ら
、
彼
は
静
か
に
語
り
始
め
た
。

―
先
の
大
戦
で
僕
は
、
志
願
し
て
軍
艦
に
乗
っ
た
。
戦
友

は
日
本
赤
十
字
社
か
ら
き
た
六
人
の
看
護
婦
。
一
等
若
か
っ
た

の
が
、
今
の
総
婦
長
だ
。
だ
が
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線
に

転
進
を
命
じ
ら
れ
、
小
さ
な
漁
船
で
海
峡
を
渡
ろ
う
と
し
た
と

き
、
僕
ら
は
魚
雷
艇
の
餌え

　
じ
き食

に
な
っ
た
。

粉こ
な
　
ご
な

々
に
な
っ
た
甲
板
の
か
け
ら
に
掴つ

か

ま
っ
て
漂
流
す
る
間

に
、
僕
は
自
分
の
右
足
が
な
い
の
に
気
付
い
た
。
離
れ
ろ
、
と

総
婦
長
に
命
じ
た
の
は
、
血
の
匂
い
を
嗅
ぎ
付
け
て
鱶ふ

か

が
や
っ

て
く
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
、
何
度
も
海
に

潜も
ぐ

っ
て
、
応
急
の
止
血
を
し
よ
う
と
し
た
。

「
私
、
見
捨
て
ら
れ
ま
せ
ん
。
看
護
婦
だ
か
ら
」

僕
が
彼
女
の
上
司
だ
か
ら
で
は
な
い
。
傷
つ
い
た
人
間
だ
か

ら
な
の
だ
。
こ
れ
が
看
護
婦
だ
、
と
僕
は
思
っ
た
。

　

あ
な
い
さ
ま
し
や
文
明
の　

母
と
い
う
名
を
負
い
持
ち
て

　

い
と
ね
ん
ご
ろ
に
看
護
す
る　

こ
こ
ろ
の
色
は
赤
十
字

歌
声
の
中
で
、
私
は
次
第
に
意
識
が
薄
れ
、
拍
動
に
合
わ
せ

て
血
液
が
サ
ア
ッ
と
流
れ
出
て
行
く
の
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、

自
分
の
魂
が
肉
体
か
ら
離
れ
て
宙
空
に
漂
い
出
た
と
き
、
僕
は

こ
の
目
で
し
か
と
見
た
。

総
婦
長
は
落
ち
着
い
て
僕
の
脈
を
取
り
、
呼
吸
の
有
無
を
確

か
め
、
そ
れ
か
ら
、
や
さ
し
い
力
で
僕
を
波
の
上
に
押
し
や
る

と
、
立
ち
泳
ぎ
を
し
た
ま
ま
、
き
っ
か
り
と
挙
手
の
敬
礼
を
し

た
。
生
命
の
尊
厳
に
対
し
て
、
心
を
こ
め
た
敬
礼
を
…
…
。

戦
後
、
財
部
病
院
に
や
っ
て
き
た
彼
女
は
、
結
婚
も
せ
ず
、

病
院
に
一
生
を
捧
げ
て
く
れ
た
。
逸
見
君
も
ま
た
、
同
じ
人
生

を
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
ご
結
婚
な
さ
い
、
浜
中
君
。
総
婦
長
も
逸
見
君
も
、
そ
れ

を
熱
望
し
て
い
る
の
で
す
よ
」

そ
う
言
っ
て
、
彼
は
〈
私
〉
の
前
か
ら
消
え
た
。

「
昔
の
男
」
と
は
、
逸
見
さ
ん
の
昔
の
男
で
は
な
く
、
総
婦
長

の
昔
の
男
だ
っ
た
の
だ
。

総
婦
長
の
病
室
に
駆
け
つ
け
た
の
は
、
そ
の
翌
日
だ
っ
た
。

お
と
つ
い
の
夕
方
か
ら
意
識
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
枕
元
の

ナ
ー
ス
キ
ャ
ッ
プ
に
、
決
し
て
色い

ろ
　
あ褪

せ
ぬ
赤
十
字
の
し
る
し
が

矜ほ
こ

り
高
く
飾
ら
れ
て
い
た
。〈
私
〉
は
こ
の
と
き
、
看
護
と
言
う

聖
職
の
秘
蹟(

サ
ク
ラ
メ
ン
ト)

を
授
け
ら
れ
た
と
思
っ
た
。

結
局
〈
私
は
〉、
林
君
と
は
別
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
か

の
よ
う
に
再
び
現
れ
た
昔
の
男
は
、「
ぼ
ち
ぼ
ち
失
敬
す
る
よ
。

も
う
ひ
と
り
の
意
固
地
な
看
護
婦
を
迎
え
に
行
か
ね
ば
な
ら

ん
の
で
ね
」
と
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
会
釈
を
し
て
去
っ
て
い
っ

た
。

―
其
の
二
　
マ
ン
ゴ
ー
の
木
の
下
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

今
度
は
、
数
年
前
に
、
私
が
「
彼
」
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。

彼
は
日
本
赤
十
字
社
が
展
開
す
る
国
際
支
援
活
動
の
一
員
と
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し
て
、
ア
フ
リ
カ
東
部
の
あ
る
国
に
向
か
っ
て
い
た
。

雄
大
な
自
然
、
様
々
な
野
生
動
物
…
…
。
人
々
を
虜

と
り
こ

に
す
る

魅
力
を
備
え
た
国
だ
が
、
同
時
に
、
内
戦
の
続
く
隣
国
な
ど
か

ら
流
入
す
る
数
十
万
に
昇
る
難
民
の
最
大
の
受
け
入
れ
国
で
も

あ
る
。

彼
が
訪
れ
た
難
民
キ
ャ
ン
プ
は
、
比
較
的
小
規
模
な
部
類
だ

が
、
そ
れ
で
も
数
万
人
の
人
々
が
、
ギ
リ
ギ
リ
の
生
活
環
境
で

ひ
し
め
き
合
う
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

キ
ャ
ン
プ
で
の
保
健
衛
生
指
導
と
各
種
の
調
査
で
あ
る
。
早
速
、

日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
夢
中
で
走
り
回
る
よ
う
な
日
々
が
始

ま
っ
た
。

あ
っ
と
い
う
間
に
月
日
が
経
っ
た
あ
る
日
、
わ
ず
か
な
暇
を

見
つ
け
、
ひ
と
息
つ
く
気
分
で
集
落
の
外
に
出
た
。
広
大
な
サ

バ
ン
ナ
の
地
平
線
に
向
か
っ
て
落
ち
て
い
く
夕
陽
。
あ
ま
り
の

美
し
さ
に
呆
然
と
眺
め
て
い
た
彼
は
、
い
つ
か
、 

日
本
の
妻
と

子
供
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
。

そ
の
と
き
、
ひ
と
り
の
難
民
の
男
が
近
づ
い
て
き
て
、
身
振

り
で
何
か
言
う
。
胸
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
た
携
帯
電
話
に

興
味
が
あ
る
よ
う
だ
。
で
も
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
無
用
の
長

ち
ょ
う
　
ぶ
つ

物
。

何
し
ろ
こ
こ
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
奥
地
な
の
だ
。
市
街
地
か

ら
何
百
キ
ロ
も
離
れ
た
場
所
な
の
で
あ
る
。
ま
だ
ス
マ
ホ
な
ど

現
れ
て
い
な
い
頃
の
こ
と
。
携
帯
電
話
の
使
え
る
条
件
が
整
え

ら
れ
て
い
る
と
は
、
と
て
も
思
わ
れ
な
い
。　

し
か
し
男
は
遠
く
を
指
差
し
、
あ
そ
こ
ま
で
行
っ
て
み
ろ
、

と
い
う
仕
草
を
何
度
も
繰
り
返
す
。
仕
方
な
く
、
男
が
指
し
た

大
き
な
マ
ン
ゴ
ー
の
木
の
下
ま
で
行
っ
て
み
た
彼
は
、
わ
が
目

を
疑
っ
た
。

携
帯
電
話
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
、
送
受
信
可
能
を
示
す
三
本

の
棒
が
ピ
ピ
ッ
と
立
つ
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
、
と
思
い
、
ま
さ

か
、
と
呟

つ
ぶ
や

き
な
が
ら
、
彼
は
東
京
の
妻
の
電
話
番
号
を
ダ
イ
ヤ

ル
し
て
み
た
。　
　

「
も
し
も
し
。
あ
れ
？　

い
ま
ど
こ
？
」

電
話
の
声
は
、
紛ま

ぎ

れ
も
な
く
妻
。
懸
命
に
事
情
を
説
明
し
た

の
だ
が
、
彼
女
は
最
後
ま
で
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
彼

は
笑
う
。

こ
れ
は
、
実
際
に
あ
っ
た
話
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
私
は
、
こ
と
さ
ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
め
い
た
意
味

づ
け
を
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
不
思
議
で

も
何
で
も
な
く
、
物
理
的
、
科
学
的
に
説
明
が
つ
く
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
私
は
、
実
に
素
敵
な
話
だ
、
と
思
っ
て
お
り
、
私
の
「
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
大
事
な
一
品
に
し
て
い
る
。

其
の
三
　
誰
か
が
私
を
呼
ん
で
い
る

最
後
は
、
私
自
身
の
話
で
あ
る
。

あ
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
三
週
間
ほ
ど
経
っ
た
頃
の
こ
と
、

さ
る
筋
に
、
被
災
地
に
お
け
る
日
赤
の
活
動
状
況
を
報
告
す

る
た
め
に
、
近
衞
忠
煇
日
赤
社
長
に
随
伴
し
て
本
社
を
出
た
。

そ
の
途
上
で
、
指
定
時
刻
変
更
の
連
絡
が
入
り
、
少
し
時
間

が
空
い
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
オ
フ
ィ
ス
に
戻
る
ほ
ど
の
余

裕
は
な
い
。

少
々
の
思
案
の
末
、
時
間
調
整
の
た
め
、
知
る
人
ぞ
知
る

桜
の
名
所
、
青
山
墓
地
に
回
る
こ
と
に
し
た
。
ま
さ
に
桜
も

盛
り
だ
が
、
大
震
災
直
後
で
も
あ
り
、
花
見
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
実
は
、
同
所
に
は
日
赤
の
創
始
者
、
佐
野
常
民
公

の
墓
所
が
あ
り
、
お
参
り
方
々
、
墓
前
に
昨
今
の
報
告
を
す

る
の
も
然し

か

る
べ
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平
日
の
午
後
だ
っ
た
か
ら
、
人
影
は
少
な
い
。
見
事
な
桜

を
目
の
隅
に
入
れ
な
が
ら
墓
所
に
着
い
た
わ
れ
わ
れ
は
、
息

を
呑
ん
だ
。

地
震
に
よ
る
も
の
に
違
い
な
い
。
大
き
な
墓
石
や
墓
柱
が
、

無
残
に
も
、
激
し
く
倒
壊
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
て
も
そ

の
場
で
ど
う
に
か
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
帰
社

し
て
か
ら
佐
野
家
の
縁

ゆ
か
り

の
方
と
連
絡
を
と
っ
た
う
え
で
、
修
復

の
手
配
を
す
る
こ
と
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
と
り
あ
え
ず
、
そ

の
場
を
後
に
し
た
。

同
行
し
て
い
た
女
性
職
員
が
、
か
な
り
真ま

　
が
お顔

で
こ
う
言
う
。

「
佐
野
公
が
、
社
長
と
副
社
長
を
お
呼
び
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
…
…
」

さ
て
、
そ
の
お
よ
そ
ひ
と
月
後
、
黄
金
週
間
中
の
あ
る
日
の

こ
と
。

親
し
い
知
人
に
招
か
れ
て
、
私
は
少
数
の
友
人
と
、
長
野
県

の
彼
の
家
へ
泊
り
が
け
で
お
邪
魔
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

初
め
て
訪
れ
る
知
人
の
家
は
地
域
の
旧
家
で
、
家
屋
も
〝
文

化
財
〟
並
み
に
風
格
の
あ
る
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
心
づ
く
し

の
夕
の
宴
も
終
わ
る
と
、
私
の
寝
室
に
は
、
恐
縮
に
も
床
の
間

の
部
屋
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

襖ふ
す
まや

調
度
品
も
、
ま
る
で
美
術
品
で
あ
る
。
壁
の
掛
け
軸
風

の
も
の
は
、
流
麗
な
筆
跡
で
巻
紙
に
し
た
た
め
ら
れ
た
何
通
か

の
手
紙
を
表

ひ
ょ
う
　
そ
う

装
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。
後
で
聞
け
ば
、
明
治
期

の
当
主
が
、
各
界
の
要
人
や
著
名
人
と
や
り
と
り
を
し
た
書
簡

ら
し
い
と
い
う
。

床
に
就
く
前
の
ひ
と
と
き
、
蒲
団
の
上
で
腕

う
で
　
ま
く
ら

枕
を
し
な
が



49　人道研究ジャーナルvol.7 48

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
八
月
の
広
島
と
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
は
世
界
に

衝
撃
を
与
え
た
。
同
年
発
足
し
た
国
連
は
、
核
兵
器
な
ど
大
量
破
壊

兵
器
を
国
家
の
軍
備
か
ら
排
除
す
る
方
法
を
提
案
す
る
委
員
会
の
設

立
を
第
一
号
決
議
と
し
て
採
択
し

１

、
以
後
、
核
軍
縮
は
国
家
間
の

軍
縮
交
渉
に
お
け
る
主
要
な
議
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

核
兵
器
は
、
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
を
区
別
せ
ず
大
量
に
殺
傷
し
、

後
世
に
ま
で
影
響
を
残
す
と
い
う
性
質
か
ら
、
そ
の
「
非
人
道
性
」
に

も
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
一
九
四
六
年
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー

シ
ー
に
よ
る
被
爆
者
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
『
ヒ
ロ
シ
マ
』２

は
、
核
兵

器
が
「
自
分
た
ち
の
友
人
や
隣
人
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
、
普

通
の
人
々
」３

に
も
た
ら
す
非
人
道
性
に
対
す
る
様
々
な
感
情
を
一
般

市
民
の
間
に
生
み
出
し
た
。

近
年
で
は
、
核
兵
器
の
「
非
人
道
性
」
に
共
感
す
る
市
民
社
会
と
国

際
社
会
が
連
動
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。
世
界
法
廷
運
動
に
端
を
発

す
る
一
九
九
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
勧
告
的
意
見
は
、

核
兵
器
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
使
用
は
一
般
的
に
国
際
人
道
法
の
原
則

に
違
反
す
る
と
し
、「
核
軍
縮
へ
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
議
論
の

出
発
点
」４

と
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
に
は
、
ヤ
コ
ブ
・
ケ
レ
ン
ベ
ル

ガ
ー
・
国
際
赤
十
字
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
総
裁
が
、
核
兵
器
に
関
す

る
国
家
間
交
渉
は
人
道
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
は
核
兵
器
の
禁
止
と
完
全
廃
棄
を
目
的
と
す
る
国
際
条
約
の
締

結
を
求
め
る
と
い
う
異
例
の
公
式
演
説
を
行
っ
た

５

。
こ
の
「
核
軍
縮

へ
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
二
〇
一
七
年
の
国
連
核
兵
器
禁
止
条

核
軍
縮
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
役
割
―
平
和
首
長
会
議
を
中
心
に

吉
村
　
祥
子

　

関
西
学
院
大
学
国
際
学
部
教
授

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援

ら
ぼ
ん
や
り
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
私
は
、
差
出
人
の
名
を
見
て

思
わ
ず
跳は

ね
起
き
、
改
め
て
食
い
入
る
よ
う
に
見
て
み
た
。

「
明
治
○
年
○
月
○
日
・
麹
町
区
飯
田
町　

佐
野
常
民
」

麹
町
区
飯
田
町
と
い
え
ば
、確
か
、か
つ
て
日
赤
本
社
の
あ
っ

た
地
名
の
は
ず
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

や
っ
ぱ
り
私
は
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

ひ
と
月
前
の
出
来
事
が
ふ
い
に
思
い
返
さ
れ
、
い
つ
も
寝
つ

き
抜
群
の
は
ず
の
私
が
、
そ
の
夜
は
な
か
な
か
眠
り
に
落
ち
な

か
っ
た
。　
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約
交
渉
会
議
開
催
を
導
き
、
国
連
本
部
に
お
い
て
い
か
な
る
状
況
下

に
お
い
て
も
核
兵
器
を
保
有
せ
ず
、
核
兵
器
の
使
用
や
威
嚇
は
行
わ

な
い
と
し
た
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択
さ
れ
た

６

。

一
方
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
最
終
的
な
交
渉
に
は
、
核
兵
器
保
有

国
の
参
加
は
見
ら
れ
ず
、
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
で
あ
る
日
本
も
条
約

交
渉
開
始
を
決
定
し
た
国
連
総
会
決
議
に
反
対
票
を
投
じ
て
参
加
を

見
送
っ
た

７

。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
軍
縮
会
議
も
、
二
〇
年
以
上
の
間
「
核
軍

縮
を
含
め
て
実
質
的
な
交
渉
を
行
な
っ
て
い
な
い
」
の
が
現
状
で
あ

り
８

、
国
家
間
交
渉
に
よ
る
核
軍
縮
が
さ
ら
な
る
進
展
を
見
る
の
か

は
不
透
明
で
あ
る
。
ま
た
、
核
兵
器
廃
絶
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
Ｉ

Ｃ
Ａ
Ｎ
）
の
よ
う
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
活
動
は
、
核
軍
縮
に
賛
同
す
る
市

民
の
声
を
国
際
社
会
に
届
け
る
契
機
と
な
る
が
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
正
統
性

確
保
の
問
題
が
あ
る
他
、
条
約
交
渉
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
実
際
に

は
国
家
の
態
度
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
最
終
的
な
決
定
権
が

な
い
と
い
う
実
質
的
な
制
限
が
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、「
サ
ブ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
為
体
で

あ
る
と
同
時
に
、
国
境
を
超
え
て
他
国
の
人
た
ち
と
も
結
び
つ
く
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
為
体
で
あ
る
」９

地
方
自
治
体
の
核
軍
縮
に

関
す
る
活
動
や
影
響
力
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
は
、
例
え
ば
日
本
国
憲
法
第
八
章
「
地
方
自
治
」
に
規

定
が
あ
る
よ
う
に
、
法
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
正
当
な
制
度
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
自
治
体
は
、「
住
民
自
治
」
に
基
づ
き
組
織
運
営
さ
れ
る

他
、
自
治
体
の
「
国
家
に
対
す
る
独
立
性
が
保
障
さ
れ
、
自
治
体
み

ず
か
ら
の
権
限
と
責
任
に
お
い
て
地
域
行
政
を
担
う
」
と
い
う
「
団

体
自
治
」
と
い
っ
た
地
方
自
治
の
本
旨

10

に
基
づ
き
組
織
運
営
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
今
日
の
地
方
自
治
体
は
、
地
域
住
民
の
意
思
を
よ
り
反

映
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
体
で
あ
る
と
同
時
に
、「
ト
ラ
ン
ス
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
行
為
体
」
で
も
あ
り
、「
外
交
と
い
う
正
式
な
国
家
間
関

係
が
硬
直
し
た
と
き
に
、
自
治
体
は
有
効
な
外
交
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
提

供
」
で
き
る
と
も
指
摘
さ
れ
る

11

。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
地
方
自
治
体

は
、
核
軍
縮
と
い
っ
た
地
球
規
模
で
の
課
題
解
決
に
際
し
、
よ
り
地

域
住
民
の
声
を
反
映
さ
せ
つ
つ
独
自
の
活
動
を
展
開
で
き
る
可
能
性

が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
八
二
年
に
提
唱
さ
れ
、
核
廃
絶
を
主
要

な
目
的
と
す
る
自
治
体
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
平
和
首
長

会
議
に
焦
点
を
当
て
、
核
軍
縮
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
役
割
を
考

察
す
る
。
な
お
、
平
和
首
長
会
議
の
名
称
は
、「
世
界
連
帯
都
市
市

長
会
議
」（
一
九
八
五
―
二
〇
〇
一
年
）、「
平
和
市
長
会
議
」（
二
〇
〇
一

―
二
〇
一
三
年
）、「
平
和
首
長
会
議
」（
二
〇
一
三
年
―
現
在
）
と
年
代
に

よ
り
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
一
般
的
に
は
「
平
和
首
長

会
議
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
が
、
異
な
る
名
称
下
に
よ
る
活
動
に

つ
い
て
は
、
適
宜
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
た
年
代
の
名
称
を
用
い
る
こ

と
と
す
る
。

１  

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
地
方
自
治
体
の
関
わ
り

国
連
憲
章
に
は
「
民
間
団
体
（non-governm

ental organizations

）」
に
関

す
る
規
定
は
存
在
す
る

12

が
、
自
治
体
に
言
及
し
た
条
項
は
存
在

し
な
い
。
ミ
ケ
ー
レ
・
ア
ク
ー
ト
（Acuto, M

ichele

）
が
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や

多
国
籍
企
業
は
国
際
社
会
の
新
た
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、「
一
九
九
〇
年
代
の
ほ
ぼ
全
て
の
期
間
と

二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
は
、
国
際
関
係
の
主
要
な
議
論
の
中
で
は
、

基
本
的
に
都
市
に
関
す
る
考
察
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に

13

、

国
際
社
会
に
お
け
る
規
範
設
定
や
行
動
の
主
要
な
主
体
と
し
て
地
方

自
治
体
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
方
で
、
自
治
体
の
国
家
に
対
す
る
独
立
性
と
い
う
団
体
自

治
の
観
点
か
ら
、
自
治
体
が
国
家
の
外
交
政
策
と
は
別
に
独
自
の

対
外
政
策
を
展
開
す
る
現
象
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
て
き
た
。
例
え

ば
、「
非
核
神
戸
港
宣
言
」
を
採
択
し
、
非
核
証
明
書
の
提
出
が
な

け
れ
ば
外
国
軍
艦
船
の
入
港
を
認
め
な
い
と
し
た
神
戸
市
の
政
策

は
、「
非
核
神
戸
方
式
」
と
し
て
知
ら
れ
る

14

。
ま
た
、「
都
市
外
交
（city 

diplom
acy

）」
と
い
う
用
語

15

に
も
あ
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
が
国
家

と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
さ
ず
、
他
国
国
家
や
自
治
体
、
ま
た
国
際

機
構
と
交
流
し
連
携
す
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。
大
芝
亮
は
、
こ
の
よ

う
な
地
方
自
治
体
の
「
国
際
的
な
活
動
」
は
、「
友
好
・
親
善
を
目
的

と
し
た
交
流
」、「
情
報
交
換
・
意
見
交
換
を
目
的
と
す
る
活
動
」、「
技

術
協
力
」
な
ど
の
機
能
が
あ
る
と
し
、
そ
の
活
動
領
域
や
機
能
は
多

様
化
し
て
い
る
と
す
る

16

。

ま
た
、
大
芝
は
、
自
治
体
間
で
協
働
し
、
国
際
的
な
課
題
や
問
題

解
決
の
た
め
の
政
策
協
議
・
提
案
や
中
央
政
府
へ
の
働
き
か
け
を
行

う
な
ど
の
「
政
策
的
交
流
」
も
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る

17

。
す
な
わ
ち
、

共
通
の
課
題
に
対
す
る
問
題
解
決
や
、
特
定
分
野
で
の
政
策
促
進
な

ど
の
目
的
で
、
国
境
を
超
え
た
地
方
自
治
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ゲ

ン
ト
で
、
国
際
地
方
自
治
連
合
（
Ｉ
Ｕ
Ｌ
Ａ
）
が
設
立
さ
れ
、
今
日
で

は
世
界
の
す
べ
て
の
地
域
か
ら
一
〇
〇
〇
を
超
え
る
自
治
体
が
加
盟

し
て
い
る

18

。
ま
た
、
大
都
市
に
関
す
る
自
治
体
が
構
成
す
る
メ
ト

ロ
ポ
リ
ス
、
環
境
問
題
を
扱
う
国
際
環
境
自
治
体
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
Ｉ
）

な
ど
、
課
題
別
の
地
方
自
治
体
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
形
成
さ
れ

て
い
る

19

。
平
和
首
長
会
議
も
核
軍
縮
を
中
心
と
し
た
特
定
の
課
題

を
追
求
す
る
自
治
体
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
治
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
は
、
国
際
レ
ジ
ー
ム

の
構
築
、
国
際
社
会
に
お
け
る
他
の
主
体
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
企
業
な
ど
）
と
の

協
働
、
外
交
の
創
出
、
規
範
の
仲
介
、
日
常
的
な
国
際
関
係
へ
の
影
響
、
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な
ど
幅
広
く
、
近
年
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
与
え
る
影
響
は
、

よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

20

。

２　

平
和
首
長
会
議
の
成
り
立
ち
と
活
動
の
変
遷

⑴
平
和
首
長
会
議
の
成
立

そ
れ
で
は
、
核
軍
縮
と
い
う
地
球
規
模
で
の
課
題
に
対
し
、
地

方
自
治
体
に
よ
る
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
、

国
際
社
会
に
対
し
ど
の
よ
う
な
作
用
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
活
動
を
開
始
し
た
平
和
首
長
会
議

の
成
立
と
組
織
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

一
九
七
八
年
に
当
時
の
米
ソ
両
超
大
国
を
中
心
と
す
る
核
兵
器
拡

大
に
対
抗
す
る
た
め
、
国
連
に
お
い
て
軍
縮
（
と
り
わ
け
核
軍
縮
）
の

諸
課
題
を
審
議
す
る
特
別
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
一
九
八
二
年
に
は

そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
な
る
特
別
総
会
が
開
催
さ
れ
（
第
二
回
国
連

軍
縮
特
別
総
会
）、
多
く
の
提
案
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
各
国
の
対
立

は
解
消
さ
れ
ず
、
実
質
的
な
内
容
を
持
つ
合
意
は
形
成
さ
れ
な
か
っ

た
21

。一
方
、
こ
の
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
お
い
て
、
荒
木
武
・

広
島
市
長
（
当
時
）
が
核
兵
器
廃
絶
を
目
的
と
す
る
国
境
を
超
え
た
都

市
の
連
帯
を
提
唱
し
た

22

。
こ
の
計
画
は
、
都
市
間
に
お
い
て
、
平

和
や
軍
縮
を
推
進
す
る
行
事
の
開
催
、
文
書
、
資
料
、
図
書
の
交
換

や
原
爆
写
真
展
を
行
う
な
ど
の
方
法
で
、「
核
廃
絶
の
市
民
意
識
を

国
際
的
な
規
模
で
喚
起
し
、
も
っ
て
世
界
恒
久
平
和
の
実
現
に
寄
与

す
る
」
と
し
、
国
連
と
も
連
携
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

23

。

一
九
八
三
年
に
は
、
広
島
・
長
崎
両
市
長
の
連
名
で
、
世
界
二
三

カ
国
七
二
都
市
に
対
し
「
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
て
の
都
市
連
帯
推
進

計
画
」
へ
の
賛
同
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
、
一
九
八
五
年
に
国
内
外
の

六
七
都
市
が
参
加
し
た
「
世
界
平
和
連
帯
都
市
市
長
会
議
総
会
」
が
開

催
さ
れ
た

24

。
翌
年
一
九
八
六
年
に
は
、
同
会
議
に
つ
い
て
、
事
務

局
を
広
島
市
に
置
き
、
四
年
に
一
度
総
会
を
開
催
し
て
恒
久
的
な
会

議
体
と
す
る
規
約
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
会
長
、
副
会
長
と
と
も

に
理
事
が
お
か
れ
、
一
九
八
七
年
に
ド
イ
ツ
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
市
で
開

催
さ
れ
た
第
一
回
理
事
会
に
お
い
て
、
広
島
市
を
会
長
と
し
、
長
崎

市
他
五
都
市
を
副
会
長
と
決
定
す
る
な
ど
、
世
界
平
和
連
帯
都
市
の

運
営
が
話
し
合
わ
れ
た

25

。

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
平
和
首
長
会
議
へ
の
加
盟
都
市
数
は
急
速

に
増
加
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
六
〇
一
都
市
が
、
二
〇
一
〇
年
に
は

一
〇
〇
六
都
市
に
も
上
る
新
規
の
加
盟
を
見
た

26

。
二
〇
一
三
年
の

第
八
回
総
会
で
は
、
平
和
市
長
会
議
は
「
一
五
七
の
国
・
地
域
か
ら
五
、

七
一
二
の
都
市
が
加
盟
し
、
そ
の
人
口
は
世
界
の
総
人
口
の
七
分
の

一
に
当
た
る
約
一
〇
億
人
に
及
」
ぶ
が
、「
活
発
に
活
動
し
て
い
る
都

市
は
、
役
員
都
市
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の
都
市
に
限
ら
れ
て
い
る
」

と
報
告
さ
れ
た

27

。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
五
年
か
ら
地
域
の
グ
ル
ー

プ
化
を
行
い
、
地
域
ご
と
の
リ
ー
ダ
ー
都
市
が
支
部
と
し
て
活
動
を

主
導
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
か
ら
一
都
市
あ
た

り
年
に
二
、〇
〇
〇
円
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
納
付
を
求
め
、
広
島
市

と
長
崎
市
は
「
引
き
続
き
相
応
の
運
営
経
費
の
負
担
を
行
う
」
こ
と
と

な
っ
た

28

。

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
現
在
、
一
六
二
の
国
と
地
域
に
及
ぶ
七
、

五
一
四
都
市
が
平
和
首
長
会
議
に
加
盟
し
て
お
り

30

、
中
に
は
ニ
カ

ラ
グ
ア
の
よ
う
に
国
内
全
て
の
都
市
が
加
盟
し
た
り
、
イ
ラ
ン
の
よ

う
に
一
〇
〇
〇
近
い
数
の
都
市
が
加
盟
す
る
例
も
あ
る

31

。
Ｎ
Ｐ
Ｔ

上
の
核
兵
器
国
で
あ
る
国
家
の
都
市
も
加
盟
し
て
お
り
、
ロ
シ
ア
は

首
都
モ
ス
ク
ワ
を
含
む
六
七
都
市
、
中
国
は
首
都
北
京
を
含
む
七
都

市
、
イ
ギ
リ
ス
は
首
都
ロ
ン
ド
ン
を
含
む
八
〇
都
市
、
フ
ラ
ン
ス
は

首
都
パ
リ
を
含
む
一
四
七
都
市
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
や
シ
カ
ゴ
な
ど
の
主
要
都
市
を
含
む
二
一
一
都
市
が
加
盟
し
て
い

る
。
事
実
上
の
核
兵
器
保
有
国
の
中
で
は
、
イ
ン
ド
は
首
都
デ
リ
ー

を
含
む
二
一
都
市
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
一
三
都
市
が
加
盟
し
、
核
兵
器

保
有
疑
惑
国
と
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
は
五
六
都
市
が
加
盟
し
て
い
る

他
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
二
八
都
市
が
加
盟
し
て
い
る

32

。
日
本
国
内
の

加
盟
都
市
数
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
現
在
一
、七
〇
八
都
市

と
数
多
い

33

。

平
和
首
長
会
議
は
、
活
動
開
始
か
ら
一
貫
し
て
加
盟
都
市
の
数
が

拡
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を

目
的
に
、「
政
治
的
に
も
影
響
力
の
大
き
い
首
都
の
加
盟
」34

や
「
国
際

機
関
所
在
都
市
の
加
盟
」35

な
ど
も
促
進
さ
れ
て
き
た
。
よ
り
効
果
的

且
つ
よ
り
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
、
運
営
面
か
ら
も
施
策
を
講

じ
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑵
平
和
首
長
会
議
の
目
的
と
活
動
の
変
遷

平
和
首
長
会
議
の
目
的
や
活
動
は
、
国
際
社
会
の
変
化
や
加
盟
都

市
数
の
増
加
な
ど
に
伴
い
、
よ
り
包
括
的
な
目
的
が
共
有
で
き
る
よ

う
変
化
し
て
い
る
。
以
下
、
年
代
別
に
目
的
と
活
動
を
概
観
し
た
い
。

①
一
九
八
〇
年
代
の
平
和
首
長
会
議
の
目
的
と
活
動

発
足
当
初
の
平
和
首
長
会
議
は
、
国
連
軍
縮
特
別
総
会
で
表
明
さ

れ
た
都
市
連
帯
の
計
画
に
基
づ
き
、
主
に
核
兵
器
の
廃
絶
に
よ
る
平

和
の
達
成
を
主
目
的
と
し
た
。
一
九
八
五
年
の
第
一
回
世
界
平
和
連

帯
都
市
市
長
会
議
は
、
会
合
の
成
果
と
し
て
「
広
島
ア
ピ
ー
ル
」「
長

崎
ア
ピ
ー
ル
」
を
採
択
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
八
年
開
催
の
第
三
回

国
連
軍
縮
特
別
総
会
で
は
、「
世
界
平
和
連
帯
都
市
市
長
会
議
か
ら

の
ア
ピ
ー
ル
」
と
し
て
核
廃
絶
を
強
く
訴
え
た

36

。
こ
の
時
期
は
、
都

市
間
で
築
か
れ
た
友
好
関
係
を
基
礎
に
核
兵
器
廃
絶
と
い
う
目
的
の



55　人道研究ジャーナルvol.7 54

た
め
連
帯
し
、
世
論
を
喚
起
す
る
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
活

動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

②
一
九
九
〇
年
代
の
平
和
首
長
会
議
の
目
的
と
活
動

一
九
九
〇
年
代
に
は
、
加
盟
都
市
の
増
加
や
多
様
性
、
ま
た
冷
戦

の
終
結
と
い
っ
た
国
際
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
平
和
首
長
会
議
の
目

的
や
活
動
も
多
岐
に
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

世
界
平
和
連
帯
都
市
市
長
会
議
は
一
九
九
〇
年
に
は
国
連
広
報
局

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
、
一
九
九
一
年
に
は
国
連
経
済
社
会
理
事
会
（
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ

Ｃ
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
協
議
資
格
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
登
録
さ
れ
、
よ
り

広
く
世
界
の
組
織
体
と
の
協
働
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た

37

。

冷
戦
終
結
後
の
一
九
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
世
界
平
和
連

帯
都
市
市
長
会
議
で
は
、
東
西
対
立
の
終
了
は
「
核
の
時
代
」
の
終
わ

り
を
意
味
し
な
い
と
し
、
核
廃
絶
を
目
的
と
し
た
都
市
の
連
帯
と
同

時
に
、
飢
餓
や
貧
困
、
難
民
や
人
権
問
題
、
環
境
に
関
す
る
会
合
や
、

異
文
化
理
解
と
都
市
連
帯
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

採
択
さ
れ
た
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
ア
ピ
ー
ル
に
は
、
核
兵
器
を
含

め
た
大
量
破
壊
兵
器
の
廃
絶
と
と
も
に
、
市
民
交
流
の
促
進
、
貧
困
、

人
権
、
環
境
破
壊
と
い
っ
た
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
都
市
連
帯
の

目
的
に
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
国
際
社
会
に
対
し
、
核
兵
器
廃
絶
や

軍
縮
、
兵
器
生
産
の
禁
止
に
加
え
、
軍
縮
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
平
和

の
配
当
」
を
貧
困
や
難
民
、
環
境
破
壊
な
ど
の
問
題
解
決
に
充
て
る

こ
と
、
核
物
質
や
放
射
線
被
害
に
関
す
る
情
報
開
示
や
被
爆
者
支
援

な
ど
を
市
長
会
議
の
総
意
と
し
て
求
め
て
い
る

38

。

多
様
な
都
市
の
加
盟
や
加
盟
都
市
数
の
増
加
、ま
た
国
際
社
会

の
変
化
に
よ
り
、
平
和
首
長
会
議
の
目
的
や
方
策
は
拡
大
・
変
化

し
、
そ
の
傾
向
は
以
後
も
続
い
た
。第
四
回
世
界
平
和
連
帯
都
市
市

長
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ア
ピ
ー
ル
で
は
、核
兵
器
の
廃
絶
を
目
的
と

し
た
国
際
条
約
の
発
効
や
核
実
験
の
全
面
中
止
、非
核
地
帯
の
拡
大

な
ど
と
と
も
に
、核
廃
棄
物
の
処
理
や
対
人
地
雷
禁
止
条
約
締
結
な

ど
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
や
通
常
兵
器
関
連
の
要
求
が
盛
り
込
ま

れ
た

39

。

③
二
〇
〇
〇
年
代
の
平
和
首
長
会
議
の
目
的
と
活
動

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
平
和
首
長
会
議
へ
の
加
盟
都
市
数
が

飛
躍
的
に
増
加
し
、
組
織
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
行

動
計
画
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
平
和
市
長
会
議
で
は
、
よ
り

「
行
動
的
な
組
織
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
核
兵
器
廃
絶
、
地
球
環

境
破
壊
や
貧
困
、
暴
力
な
ど
人
類
の
共
存
を
脅
か
す
問
題
解
決
を
目

的
と
し
た
施
策
と
行
動
計
画
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
既
存
の

事
業
に
加
え
、
世
界
の
大
学
に
お
け
る
「
広
島
・
長
崎
講
座
」
設
置
へ

の
協
力
、
一
九
九
六
年
に
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
が
示
し
た
核

兵
器
使
用
の
合
法
性
・
違
法
性
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
の
活
用
や
実

施
、
子
ど
も
と
暴
力
や
戦
争
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
に
重
点
を
置
い

た
活
動
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の

確
保
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
・
充
実
な
ど
、
活
動
の
拡
大
に
伴
っ

た
執
行
体
制
の
強
化
も
盛
り
込
ま
れ
た

40

。

ま
た
、
二
〇
〇
三
年
に
開
催
さ
れ
た
平
和
市
長
会
議
の
理
事
会
で
、

二
〇
二
〇
年
ま
で
の
核
廃
絶
を
目
標
と
し
た
行
動
指
針
「
二
〇
二
〇

ビ
ジ
ョ
ン
（
核
兵
器
廃
絶
の
た
め
の
緊
急
行
動
）」
が
採
択
さ
れ
た

41

。
以

降
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
早
期
実
現
を
目
的
と
し
た
国
際
会
議
等
へ

の
参
加
・
要
請
や
市
民
へ
の
署
名
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
五

年
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
平
和
市
長
会
議
で
は
、「
二
〇
一
〇
年
の

核
兵
器
禁
止
条
約
の
制
定
、
お
よ
び
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
核
兵
器
廃

絶
」
を
目
標
に
、
よ
り
組
織
化
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
国
連
等
で
の

ロ
ビ
ー
活
動
、
教
育
や
啓
蒙
活
動
を
行
う
計
画
が
採
択
さ
れ
た

42

。

こ
の
「
二
〇
二
〇
ビ
ジ
ョ
ン
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
欧
州
議
会
や

全
米
市
長
会
議
、
核
戦
争
防
止
国
際
医
師
会
議
や
日
本
全
国
市
長

会
な
ど
の
賛
同
を
得
る

43

と
と
も
に
平
和
市
長
会
議
の
主
要
な
活
動

と
な
っ
た
。
同
年
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
「
都
市
を

攻
撃
目
標
に
す
る
な
（Cities Are N

ot Target

、
以
下CAN

T

）」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
た

44

。
さ
ら
に
二
〇
〇
八
年
に
、
平
和
市
長
会

議
は
、
核
兵
器
国
に
よ
る
核
兵
器
の
取
得
や
使
用
を
導
く
行
為
の
即

時
禁
止
や
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
核
兵
器
廃
絶
と
廃
棄
に
向
け
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
策
定
と
実
施
を
骨
格
と
し
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
議
定

書
」
を
発
表
し
た

45

。
こ
れ
を
受
け
、
第
七
回
平
和
市
長
会
議
で
は
、

二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
に
お
け
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ

キ
議
定
書
」
の
採
択
推
進
や
「
国
連
軍
縮
の
一
〇
年　

二
〇
一
〇~

二
〇
二
〇
」
の
推
進
、
平
和
や
軍
縮
の
分
野
に
お
け
る
都
市
や
自
治

体
の
参
加
型
外
交
の
推
進
を
掲
げ
た
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た

46

。

二
〇
一
〇
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
開
催
時
に
は
、
議
長
に
「
ヒ

ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
議
定
書
」
が
提
出
さ
れ

47

、
日
本
代
表
に
よ
り
議

定
書
を
支
持
す
る
発
言
も
見
ら
れ
た

48

も
の
の
、
採
択
さ
れ
た
最
終

文
書
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ

議
定
書
へ
の
言
及
は
な
か
っ
た

49

。

一
方
、「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
議
定
書
」
と
機
を
同
じ
く
し
て

核
兵
器
禁
止
を
主
眼
に
置
く
諸
提
案
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

同
会
議
で
は
核
兵
器
禁
止
条
約
に
関
す
る
議
論
も
幅
広
く
行
わ
れ

た
50

。
ま
た
、
最
終
文
書
に
は
、
核
兵
器
の
使
用
に
よ
る
破
滅
的
な

人
道
上
の
結
果
に
つ
い
て
深
い
懸
念
を
表
明
し
、
国
際
人
道
法
を
含

む
国
際
法
の
遵
守
の
必
要
性
を
再
確
認
す
る
と
い
う
文
言
が
入
っ

た
51

。
以
降
、
核
兵
器
の
人
道
的
影
響
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
す
る
国

際
会
議
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

核
軍
縮
を
進
め
る
と
い
う
提
案
に
多
く
の
国
が
賛
同
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た

52

。
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④
二
〇
一
〇
年
代
の
平
和
首
長
会
議
の
目
的
と
活
動

二
〇
一
〇
年
代
の
平
和
首
長
会
議
の
取
組
は
、「
核
軍
縮
へ
の
人

道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
多
く
の
国
家
の
支
持
を
得
、
核
兵
器
禁
止
条

約
の
締
結
が
現
実
的
に
な
る
と
い
っ
た
国
際
社
会
の
動
き
を
さ
ら
に

推
進
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
被
爆
者
の
高
齢
化
な
ど
を
受
け
、

若
者
へ
の
平
和
教
育
な
ど
次
世
代
へ
の
取
組
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

国
際
社
会
の
「
核
軍
縮
へ
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
支
持
す
る

流
れ
は
「
二
〇
二
〇
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
目
指
す
方
向
性
と
も
一
致
す
る
と

い
う
認
識
の
も
と
、
二
〇
一
三
年
に
開
催
さ
れ
た
平
和
市
長
会
議
は
、

核
軍
縮
関
連
の
国
際
会
議
や
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
準
備
会
合
へ
の
出
席
を

始
め
と
す
る
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
の
早
期
実
現
の
た
め
の
取
組
を
決

定
し
た
。
ま
た
、
広
島
・
長
崎
へ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
外
交
官
等

の
受
け
入
れ
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
や
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
と

の
連
携
、
ア
ボ
リ
シ
ョ
ン
二
〇
〇
〇
や
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
を
始
め
と
す
る
国

際
的
な
平
和
関
連
団
体
と
の
連
携
、
国
際
的
な
都
市
・
自
治
体
連
合

に
対
す
る
平
和
市
長
会
議
支
持
の
促
進
な
ど
、
国
際
的
な
政
府
間
組

織
や
会
合
に
お
け
る
働
き
か
け
に
加
え
、
政
府
間
以
外
の
国
際
的
な

組
織
や
活
動
と
も
連
携
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
強
化
す
る
こ
と
を
決

定
し
た

53

。

二
〇
一
七
年
七
月
に
は
、
核
兵
器
の
人
道
的
影
響
を
強
く
意
識
し

た
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
平
和
首
長
会
議

は
、
次
な
る
課
題
と
し
て
、「
市
民
社
会
の
総
意
と
し
て
、
核
兵
器

を
廃
絶
す
る
こ
と
こ
そ
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
い
う
認
識
を
核
保

有
国
に
共
有
し
て
も
ら
い
、
条
約
の
批
准
に
つ
な
げ
」
る
こ
と
に
よ

る
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
」、
ま
た
平
和
文
化
の
構
築
や
持

続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の
達
成
に
よ
る
「
安
全
で
活
力
あ

る
都
市
の
実
現
」
を
掲
げ
た
。
こ
の
た
め
、
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の

批
准
要
請
を
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
と
も
に
、
平
和
文
化
の
構
築
や

若
い
世
代
へ
の
平
和
教
育
、
核
抑
止
に
よ
ら
な
い
安
全
保
障
体
制
の

実
現
要
請
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
各
国
政
治
家
や
国
連
職
員
な
ど
、

よ
り
政
策
決
定
に
影
響
力
を
持
つ
個
人
等
が
広
島
・
長
崎
を
訪
問
し
、

被
爆
者
か
ら
直
接
証
言
を
聞
く
こ
と
な
ど
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た

54

。

　⑶
他
の
自
治
体
連
合
に
よ
る
核
軍
縮
へ
の
取
り
組
み
と
の
比
較

こ
の
よ
う
に
平
和
首
長
会
議
は
、
時
代
に
応
じ
方
針
や
活
動
内
容

を
変
化
さ
せ
つ
つ
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
他
の
自
治
体
連
合

に
よ
る
核
軍
縮
の
取
り
組
み
と
平
和
首
長
会
議
は
ど
の
よ
う
な
相
違

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
非
核
・
平
和
宣
言
を
行
な
っ
た

自
治
体
、
す
な
わ
ち
非
核
自
治
体

55

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
国
際

非
核
自
治
体
会
議

56

の
事
例
と
比
較
し
て
み
た
い
。

一
九
五
四
年
の
ビ
キ
ニ
水
爆
実
験
に
よ
る
第
五
福
竜
丸
被
災
事
件

後
、
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
原
水
爆
禁
止
運
動
を
経
て
、
一
九
五
八

年
の
に
愛
知
県
半
田
市
が
日
本
の
自
治
体
と
し
て
最
初
の
非
核
宣
言

を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
、
米
ソ
の
核
軍
拡
競
争
に
よ
る
核
戦
争
の
脅

威
を
背
景
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
規
模
な
反
核
デ
モ
や
集
会
が
相

次
い
だ
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市

が
非
核
都
市
宣
言
を
行
い
、
広
く
欧
州
や
そ
の
他
の
地
域
に
お
け

る
非
核
・
平
和
宣
言
を
行
う
自
治
体
が
拡
大
す
る
契
機
と
な
っ
た

57

。

一
九
八
四
年
に
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市
で
非
核
自
治
体
国
際
会
議

が
開
催
さ
れ
、
非
核
都
市
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
活
動
が
開

始
さ
れ
た
。

一
方
、
こ
の
非
核
自
治
体
国
際
会
議
は
、「
一
九
九
二
年
六
月
に

横
浜
市
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
第
六
回
を

最
後
に
中
断
」
し

58

、
平
和
首
長
会
議
の
よ
う
な
継
続
的
な
活
動
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
日
で
は
、「
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
社
会

に
与
え
て
い
る
か
、
政
府
の
安
全
保
障
政
策
に
影
響
を
与
え
る
も
の

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」59

と

指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
影
響
力
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る

の
も
事
実
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
自
治

体
が
行
う
非
核
・
平
和
宣
言
は
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
「
非
核
」」60

と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
具
体
的
な
核
軍
縮
に
向
け
て
の
方
策
を

示
す
と
い
う
点
が
や
や
弱
い
。
次
に
、「
非
核
自
治
体
運
動
は
、
反
核
・

平
和
運
動
と
自
治
体
運
動
と
の
接
点
に
生
ま
れ
」61

、
反
核
・
平
和
運

動
の
機
運
の
有
無
や
、
運
動
を
行
う
市
民
団
体
の
結
束
力
の
強
弱

62

が
、
非
核
宣
言
を
行
う
自
治
体
の
数
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
し
て
、
非
核
自
治
体
に
よ
る
国
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
は

見
ら
れ
る
が
、
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
国
連
な
ど
の

国
際
機
構
や
軍
縮
関
連
の
国
際
会
議
と
連
携
す
る
と
い
う
活
動
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
点
も
弱
点
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
核
軍
縮
を
目
的
と
し
た
地
方
自
治
体
の
活
動
は
、

そ
の
戦
略
や
活
動
方
針
に
よ
り
、
与
え
る
影
響
力
の
大
き
さ
や
活
動

の
継
続
性
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
も
実
態
で
あ
る
。

３　

核
軍
縮
と
地
方
自
治
体
―
限
界
と
可
能
性

各
々
の
規
模
や
組
織
化
の
様
態
、
規
模
の
大
小
に
よ
り
地
方
自
治

体
が
核
軍
縮
に
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
も
変
化
す
る
の
が
実
状
で
あ

る
も
の
の
、
平
和
首
長
会
議
は
、
組
織
化
さ
れ
た
世
界
規
模
で
の
都

市
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
国
際
機
構
等
へ
の
参
加
や
連
携
、
時
宜
を

得
た
活
動
計
画
の
策
定
と
実
行
に
よ
り
、
核
軍
縮
に
対
し
一
定
の
影

響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
地
方
自
治
体
」
に
よ
る
活
動
と
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い
う
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
限
界
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
地
方
自
治
体
の
自
律
度
や
裁
量
権
は
国
家
に
よ
っ
て
異

な
り
、
自
治
体
が
独
自
の
政
策
を
行
え
な
い
場
合
が
あ
る
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
現
在
、
ア
ジ
ア
で
は
北
朝
鮮
や
ラ
オ

ス
、ミ
ャ
ン
マ
ー
の
自
治
体
は
平
和
首
長
会
議
に
加
盟
し
て
い
な
い

63

。

ま
た
、
外
交
政
策
に
関
す
る
中
央
政
府
の
方
針
に
よ
り
、
自
治
体
が

行
う
外
交
活
動
が
一
定
の
制
限
を
受
け
る
場
合
も
あ
る

64

。

第
二
に
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
活
動
は
、「
自
治
体
」
で
あ
っ
て
も

「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
の
範
疇
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
国
際
的
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
て
も
、
地
方
自
治
体
が
核
軍
縮
関
連
の
国
家

間
交
渉
や
会
合
に
お
い
て
及
ぼ
せ
る
影
響
力
と
い
う
の
は
、
他
者
が

許
容
し
た
範
囲
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

第
三
に
、
自
治
体
が
独
自
に
外
交
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
と
し
て

も
、
国
家
の
行
う
外
交
と
比
べ
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
に
く

く
認
知
度
と
い
う
点
で
劣
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一

年
に
広
島
修
道
大
学
法
学
部
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
平
和
首

長
会
議
に
関
し
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
加
盟
自
治
体
が
約
三
割
強

あ
る
一
方
、
特
別
な
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
と
回
答
し
た
加
盟

自
治
体
も
全
体
の
約
三
割
弱
に
の
ぼ
り

65

、
自
治
体
か
ら
の
発
信
力

に
も
課
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
自
治
体
が
持

つ
人
的
・
経
済
的
資
源
の
限
界
も
指
摘
さ
れ

66

、
地
方
自
治
体
の
行

う
活
動
の
弱
点
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

第
四
に
、
地
方
自
治
体
と
い
う
性
格
上
、
地
域
住
民
を
主
眼
と
し

た
活
動
に
つ
い
て
は
実
績
や
経
験
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
外
交
に

関
連
す
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
や
や
不
得
手
な
都
市
が
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
広
島
修
道
大
学
法
学
部
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

平
和
首
長
会
議
に
お
け
る
主
要
目
標
の
核
兵
器
廃
絶
を
達
成
す
る
た

め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
六
割
以
上
の
自
治
体
が
挙
げ
た
の
が
「
平

和
学
習
の
強
化
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
学
校
で
の
平
和
学
習
や
住

民
へ
の
啓
発
活
動
」
と
い
う
地
域
住
民
を
対
象
と
し
た
取
り
組
み
を

主
眼
と
し
て
お
り

67

、
国
境
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
て
国

際
社
会
の
課
題
に
対
し
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
活
動
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
規
模
や
背
景
が
異
な
る
自
治
体
で
は
、
自
ず
と
得
手
不
得

手
の
分
野
が
異
な
っ
て
く
る
の
も
現
状
で
あ
ろ
う
。

４　

お
わ
り
に

地
方
自
治
体
が
独
自
の
外
交
活
動
を
行
い
、
国
内
外
で
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
築
き
、
国
際
社
会
の
主
要
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
対
し
影
響
力
を

及
ぼ
す
機
会
は
今
後
ま
す
ま
す
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
核
軍
縮
の

分
野
も
例
外
で
は
な
い
。
二
〇
一
七
年
に
国
連
で
行
わ
れ
た
核
兵

器
禁
止
条
約
の
交
渉
会
議
や
採
択
に
日
本
政
府
は
参
加
し
な
か
っ
た

が
68

、
平
和
首
長
会
議
の
会
長
・
事
務
総
長
と
し
て
松
井
一
實
・
広

島
市
長
と
小
溝
泰
義
・
広
島
平
和
文
化
セ
ン
タ
ー
理
事
長
が
参
加

し
、
核
兵
器
禁
止
条
約
草
案
へ
の
支
持
を
述
べ
、
核
保
有
国
と
核
の

傘
下
に
あ
る
国
に
対
し
条
約
へ
の
参
加
と
核
軍
縮
へ
の
誠
実
な
取
組

を
訴
え
た
。
さ
ら
に
、
同
年
九
月
に
行
わ
れ
た
条
約
へ
の
署
名
式
に

は
、
平
和
首
長
会
議
の
副
会
長
と
し
て
田
上
富
久
・
長
崎
市
長
が
出

席
し
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
テ
ー
レ
ス
・
国
連
事
務
総
長
に
対
し
、
核

兵
器
禁
止
条
約
の
推
進
を
確
約
す
る
な
ど
、
核
廃
絶
と
い
う
共
通
の

目
的
を
持
つ
世
界
各
国
の
自
治
体
の
連
合
を
代
表
し
た
独
自
の
活
動

を
展
開
し
て
い
る

69

。
こ
の
よ
う
な
平
和
首
長
会
議
の
活
動
は
、
自

治
体
の
国
境
を
超
え
た
連
帯
に
よ
り
国
際
的
な
問
題
に
大
き
な
影
響

力
を
与
え
る
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、「
外
交
起
業
家
（diplom

atic 

entrepreneurship

）」
と
も
称
さ
れ
る

70

。

国
に
よ
り
有
す
る
権
限
が
異
な
り
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
背

景
を
有
す
る
地
方
自
治
体
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
国
際
的
な

規
範
づ
く
り
や
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
具
体
的
か

つ
確
固
た
る
方
針
や
戦
略
の
策
定
は
も
と
よ
り
、
同
じ
価
値
観
を
共

有
す
る
国
家
、
国
際
機
構
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
と
の
連
携
が
必
須
に
な
る
。

し
か
し
、
平
和
首
長
会
議
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
自
治

体
は
、
今
日
「
地
球
規
模
で
考
え
、
地
域
で
行
動
す
る
（Think G

lobally, 

Act Locally

）」
主
体
と
な
り
つ
つ
あ
る

71

。
核
軍
縮
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル

な
課
題
に
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム

72

と
い
う
観
点
か
ら
立
ち
向
か
う
地
方
自

治
体
の
役
割
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
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１　

は
じ
め
に

自
衛
隊
は
、
我
が
国
の
最
大
の
力
を
持
っ
た
集
団
で
あ
り
主
に
外

部
か
ら
の
敵
に
対
し
力
を
行
使
す
べ
く
態
勢
が
取
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
力
を
構
成
す
る
兵
員
・
装
備
の
質
及
び
量
の
観
点
か
ら
見
て
も
、

ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
中
国
は
別
と
し
て
西
欧
主
要
国
の
軍
隊
と
比

肩
す
べ
き
世
界
有
数
の
力
を
保
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ハ
ー
ド
ウ

エ
ア
面
で
は
十
分
世
界
と
伍
し
て
い
け
る
能
力
を
持
つ
自
衛
隊
を
日

本
は
保
有
し
て
い
る
。

一
方
自
衛
隊
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
も
言
え
る
法
的
位
置
づ
け
は
国

内
法
上
は
、
防
衛
省
設
置
法
と
自
衛
隊
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
お
り

「
行
政
機
関
」
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
隊
員
は
国
家
公
務
員
法
に
よ
り

「
特
別
職
国
家
公
務
員
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
自
衛
隊
が
一
歩
日
本
か
ら
外
へ
出
れ
ば
、
位
置
づ

け
は
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
部
隊
は
国
際
法
の
規
定
す
る
「
軍
隊
」
と

し
て
、
隊
員
は
「
軍
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

ま
た
国
内
で
あ
っ
て
も
武
力
紛
争
が
発
生
す
れ
ば
武
力
紛
争
法

（Law of Arm
ed Conflict

）
及
び
国
際
人
道
法
（International H

um
aniitarian 

Law

）
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
故
、
自
衛
隊
は
、
国
内
国
外
を
問
わ
ず
任
務
を
遂
行
す
る
こ

と
を
重
視
し
（
自
衛
隊
に
入
隊
時
の
宣
誓
文
に
明
記
さ
れ
全
隊
員
が
「
憲
法

及
び
法
令
を
遵
守
し
」
と
い
う
宣
誓
を
行
っ
て
い
る
）
入
隊
直
後
の
若
い
隊

員
か
ら
上
級
幹
部
に
至
る
ま
で
、
各
種
教
育
の
機
会
を
設
け
国
際
人

道
法
普
及
の
努
力
を
継
続
し
て
き
て
い
る
。

私
の
勤
務
の
経
験
（
戦
車
部
隊
、
ゴ
ラ
ン
高
原
Ｐ
Ｋ
Ｏ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
防
衛
駐
在
官
、
情
報
幕
僚
、
作
戦
幕
僚
、
国
際
活
動
教
育
隊
長
、
統
幕

首
席
法
務
官
、
副
旅
団
長
、
陸
幕
法
務
官
）
を
も
と
に
人
道
法
の
普
及
の

現
状
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

２　

自
衛
隊
の
特
性

⑴
隊
員
の
資
質

自
衛
隊
の
採
用
方
法
は
、
全
員
が
志
願
制
で
あ
り
自
分
の
意
志
で

入
隊
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
就
職
先
と
し
て
考
え
て
い
る
隊

員
が
大
多
数
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
組
織
内
で

上
昇
す
る
こ
と
を
動
機
と
し
て
組
織
に
尽
く
し
定
年
ま
で
真
面
目
に

勤
め
上
げ
た
い
と
思
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
方
多
く
の
国
が
現
在

も
徴
兵
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
家
に
よ
る
強
制
で
あ
り

自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
一
定
の
年
齢
に
な
る
と
入
隊
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
嫌
々
そ
の
年
限
を
勤
め
る
こ
と
だ
け
を
考
え

て
い
る
た
め
、
仕
事
へ
の
意
欲
、
組
織
へ
の
忠
誠
が
高
く
な
る
は
ず

が
な
い
。

ま
た
学
歴
で
あ
る
が
、
自
衛
隊
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
高
卒
で
あ
る
。

こ
れ
は
我
が
国
の
教
育
制
度
に
も
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
読
み
書

き
も
で
き
な
い
兵
隊
も
い
る
国
か
ら
考
え
る
と
大
変
高
い
学
歴
水
準

と
言
え
る
。

次
に
日
本
人
と
し
て
の
特
性
で
あ
る
が
、
勤
勉
、
身
ぎ
れ
い
、
時

間
や
規
律
を
守
る
な
ど
江
戸
時
代
以
降
作
ら
れ
て
来
た
日
本
人
が
当

た
り
前
と
考
え
る
特
性
を
多
く
の
隊
員
が
保
持
し
た
ま
ま
入
隊
し
て

く
る
。
我
々
が
当
た
り
前
と
考
え
る
規
律
な
ど
無
い
国
の
軍
隊
は
、

訓
練
以
前
に
、
そ
こ
に
多
く
の
努
力
を
注
ぐ
必
要
が
あ
る
。

ゴ
ラ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
で
他
国
軍
で
あ
っ
た
事
例
だ
が
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン

ク
車
が
基
地
内
の
給
油
所
に
給
油
に
行
き
ポ
ン
プ
を
挿
し
た
状
態
の

ま
ま
、
売
店
に
買
い
物
に
行
っ
て
し
ま
い
、
戻
っ
て
来
た
ら
ガ
ソ
リ

ン
が
付
近
に
溢
れ
出
し
油
溜
ま
り
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
ア
ク
シ
デ

ン
ト
が
あ
っ
た
。
急
遽
基
地
の
全
隊
員
に
非
常
招
集
を
か
け
、
皆
で

ガ
ソ
リ
ン
を
砂
や
ボ
ロ
布
に
し
み
込
ま
せ
爆
発
は
免
れ
た
が
、
こ
の

よ
う
な
常
識
中
の
常
識
で
す
ら
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
隊
員
が
他
国

に
は
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
本
章
で
言
い
た
い
事
は
、
自
衛
官
は
、
日
本
人
と
し
て

自
ら
の
意
志
で
入
隊
し
、
考
え
る
知
識
も
十
分
保
有
し
、
社
会
慣
習

の
観
点
か
ら
も
、
国
際
人
道
法
の
普
及
の
基
礎
・
基
盤
は
初
め
か
ら

有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

旧
日
本
軍
と
並
べ
た
て
「
自
衛
隊
も
戦
争
犯
罪
を
犯
す
の
で
な

い
か
」
と
い
う
論
調
が
ま
れ
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
通
り
、

自
衛
隊
は
旧
軍
の
よ
う
に
徴
兵
で
も
な
く
学
歴
も
高
く
か
つ
民
主
主

義
社
会
に
お
い
て
育
っ
た
人
間
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
の

自
衛
隊
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
普
及
の
現
状
に
つ
い
て

軽
部
　
真
和

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
救
護
福
祉
部
、
前
陸
上
幕
僚
監
部
法
務
官
・
元
陸
将
補

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援
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隊
員
の
基
礎
・
基
盤
が
旧
軍
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。

⑵
陸
海
空
の
特
性

自
衛
隊
内
で
も
、
そ
の
主
た
る
活
動
の
場
ご
と
に
、
陸
を
主
な
活

動
の
場
と
す
る
陸
上
自
衛
隊
、
同
様
に
海
を
主
と
す
る
海
上
自
衛
隊
、

空
を
主
と
す
る
航
空
自
衛
隊
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
一
つ

の
自
衛
隊
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
の
場
に
お
い
て
組
織
や
隊
員
の
気

質
も
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
国
際
人
道
法
の
適
用
・
運
用
・
教
育

な
ど
に
お
い
て
も
差
異
が
あ
る
。

海
上
自
衛
隊
は
、
護
衛
艦
が
出
港
し
一
歩
、
日
本
の
領
海
外
の
公

海
に
出
れ
ば
、
平
時
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
は
国
連
海
洋
法
条
約
な
ど

国
際
法
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
艦
長
の

所
在
す
る
司
令
所
の
書
棚
に
は
必
ず
国
際
法
辞
典
が
置
か
れ
て
い
る
。

航
空
自
衛
隊
も
同
様
で
、
日
本
の
領
空
外
で
行
動
す
る
こ
と
が
多
く
、

他
国
軍
機
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た
接
触
や
他
国
の
領
空
通
過
な
ど
が
大

き
な
外
交
問
題
に
発
展
す
る
事
も
あ
り
、
恒
常
的
に
国
際
法
に
気
を

使
い
任
務
に
就
い
て
い
る
。

ま
た
海
上
自
衛
隊
、
航
空
自
衛
隊
は
、
艦
長
、
機
長
が
全
て
を
判

断
し
命
令
し
、
部
下
は
そ
の
命
じ
る
ま
ま
に
動
く
事
を
要
求
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
艦
長
、
機
長
こ
そ
が
国
際
法
に
通
じ
て
い
る
必
要
性
が
高

く
、
他
の
隊
員
の
そ
れ
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
陸
上
自
衛
隊
は
、
一
九
九
二
年
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ

派
遣
ま
で
は
、
国
土
防
衛
に
専
念
し
て
お
り
、
国
外
に
出
る
と
い
う

こ
と
は
念
頭
に
な
く
、
あ
く
ま
で
国
土
戦
に
お
け
る
人
道
法
の
普
及

が
主
で
あ
っ
た
。
九
二
年
以
降
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
、
国
際
緊
急
援
助
活
動
な

ど
国
外
任
務
が
常
態
化
さ
れ
変
化
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
海
空
に

比
し
国
外
に
お
け
る
活
動
ひ
い
て
は
国
際
法
の
必
要
性
に
関
す
る
意

識
に
は
未
だ
差
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
陸
上
自
衛
隊
は
作
戦
上
・
行
動
上
も
指
揮
官
か
ら
最
下
級
の

隊
員
ま
で
が
ほ
ぼ
等
し
く
武
器
を
保
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
指
揮
官

の
命
令
を
仰
ぐ
時
間
の
無
い
場
合
、
個
々
の
隊
員
の
判
断
で
武
器
を

使
用
す
る
事
も
あ
り
、
全
て
の
隊
員
に
判
断
能
力
が
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
陸
は
、
指
揮
官
か
ら
最
下
級
の
隊
員
に
至
る

ま
で
内
容
に
レ
ベ
ル
の
違
い
は
あ
る
が
、
人
道
法
に
関
し
て
承
知
す

る
必
要
が
よ
り
強
い
の
で
あ
る
。

３　

自
衛
隊
の
内
部
教
育

⑴
組　
織

自
衛
隊
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
第
一
追
加
議
定
書
八
二
条
（
軍

隊
に
お
け
る
法
律
顧
問
）
に
基
づ
き
陸
海
空
自
衛
隊
と
も
「
法
務
」
と
い

う
組
織
を
保
持
し
て
い
る
。

防
衛
省
の
あ
る
市
ヶ
谷
で
は
、
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
海
空
の
幕

僚
監
部
で
各
幕
僚
長
の
重
要
な
幕
僚
（
ス
タ
ッ
フ
）
と
し
て
所
在
す
る
。

ほ
か
に
陸
上
自
衛
隊
で
あ
れ
ば
方
面
隊
、
師
団
・
旅
団
ま
で
、
海
上

自
衛
隊
で
あ
れ
ば
自
衛
艦
隊
、
地
方
総
監
部
ま
で
、
航
空
自
衛
隊
で

あ
れ
ば
航
空
総
隊
、
方
面
航
空
隊
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
の
指

揮
官
を
法
律
的
な
観
点
か
ら
補
佐
し
助
言
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い

る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
の
隊
員
に
対
す
る
定
期
的
な
教
育
も
重

要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
り
、
人
道
法
の
普
及
に
お
け
る
教
官
の
立
場

と
な
っ
て
い
る
。

⑵
教　
育

陸
上
自
衛
隊
の
場
合
、
隊
員
に
対
す
る
教
育
は
「
陸
上
自
衛
隊
の

教
育
訓
練
に
関
す
る
訓
令
」
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
教
育
内

容
、
要
領
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
人
道
法
に
関
わ
る
一
例
を
示
す
と
、
自
衛
官
候
補
生

課
程
（
高
卒
隊
員
対
象
の
入
隊
直
後
の
基
礎
的
な
三
ヶ
月
の
課
程
）
の
場
合
、

「
課
目:

服
務
及
び
防
衛
教
養
。
細
目:

防
衛
法
制
。
到
達
基
準:

陸

士
と
し
て
必
要
な
防
衛
法
制
等
の
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
概
要
を
修

得
し
て
い
る
。
主
要
内
容
：
一
国
際
人
道
法
（
陸
戦
規
則
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
及
び
特
定
通
常
兵
器
禁
止
制
限
条
約
）
の
基
本
的
事
項
、
二
防
衛

関
係
法
令
（
自
衛
隊
法
、
警
察
官
職
務
執
行
法
及
び
刑
法
）
の
基
本
的
事

項　

等
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
内
容
を
数
時
間
の
座
学
で
学
ぶ
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
下
士
官
で
あ
る
陸
曹
に
昇
任
し
た
段

階
、
陸
曹
昇
任
後
も
階
級
が
上
が
っ
た
段
階
に
お
い
て
も
約
一
〇
時

間
未
満
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

陸
上
自
衛
隊
の
指
揮
官
と
な
り
部
隊
に
お
い
て
隊
員
に
人
道
法
を

普
及
す
る
立
場
に
あ
る
幹
部
自
衛
官
に
つ
い
て
は
、
よ
り
幅
広
く
か

つ
詳
し
く
人
道
法
を
習
得
さ
せ
て
い
る
。
幹
部
自
衛
官
は
、
防
衛
大

学
校
ま
た
は
一
般
大
学
を
卒
業
し
入
隊
す
る
が
、
そ
の
直
後
の
幹
部

候
補
生
課
程
、
幹
部
上
級
課
程
で
約
一
〇
時
間
程
度
を
全
員
が
履
修

す
る
。
そ
の
後
、
選
抜
試
で
選
抜
さ
れ
た
者
は
指
揮
幕
僚
課
程
で
は

二
〇
時
間
を
履
修
す
る
こ
と
と
な
る
。
幹
部
自
衛
官
に
対
し
て
は
内

容
的
に
も
時
間
的
に
も
よ
り
重
視
し
て
教
育
が
為
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
た
め
幹
部
教
育
を
担
任
す
る
主
要
な
学
校
教
官
に
は
専
門
的
な
知

識
を
有
す
る
法
務
特
技
保
有
者
を
配
置
し
て
お
り
、
幹
部
学
校
に
は

防
衛
法
制
教
官
室
、
小
平
学
校
に
は
法
務
教
官
室
を
編
制
し
て
い
る
。

ま
た
各
地
に
所
在
す
る
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
に
お
い
て
は
、
平

素
は
教
育
訓
練
を
主
軸
に
隊
員
は
勤
務
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
も

国
土
防
衛
の
た
め
の
訓
練
に
お
い
て
も
従
来
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
法
的
要
素
を
取
り
込
ん
だ
訓
練
」
を
推
奨
し
人
道
法
の
普
及
に
よ
り

一
層
着
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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⑶
研
修
、
他
機
関
と
の
連
携

上
記
以
外
に
も
、
最
新
の
人
道
法
に
関
す
る
情
報
収
集
、
隊
員
の

能
力
向
上
の
た
め
に
も
国
内
外
に
お
け
る
研
修
に
参
加
し
て
い
る
。

特
に
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
主
催
す
る
作
戦
法
規
に

関
わ
る
国
外
研
修
に
は
、
毎
年
二
名
程
度
派
遣
し
て
い
る
と
と
も
に
、

国
内
で
開
催
さ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
、
勉
強
会
等
に
も
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る
。

私
も
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
主
催
の
国
外
研
修
に
参
加
し
た
が
三
〇
カ
国
以
上

の
軍
人
の
み
な
ら
ず
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
政
府
関
係
者
な
ど
が
七
〜
八
名
の
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
二
週
間
の
研
修
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
丁
度
ア
フ

リ
カ
諸
国
の
国
内
紛
争
も
あ
り
、
二
国
間
の
戦
争
と
国
内
紛
争
に
お

け
る
人
道
法
の
適
用
の
差
異
、
ま
た
戦
闘
員
と
文
民
の
定
義
な
ど
の

説
明
を
受
け
、
ま
さ
に
日
々
人
道
法
の
新
た
な
課
題
が
現
場
で
如
何

に
扱
わ
れ
る
か
学
び
、
目
か
ら
鱗
の
心
境
で
あ
っ
た
。
後
半
は
各
グ

ル
ー
プ
毎
に
喧
々
愕
愕
の
議
論
が
真
剣
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
各
国
の

人
道
法
に
対
す
る
熱
意
や
真
剣
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
覚
え
が
あ
る
。
ま

さ
に
人
道
法
を
法
律
書
の
中
で
だ
け
捉
え
る
も
の
で
な
く
、
現
場
で

生
き
て
い
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
大
学
で
国
際
法
を
専
門
と
さ
れ
る
先
生
方
と
も
連
携
を
図
り

最
新
の
人
道
法
の
変
更
点
な
ど
も
収
集
し
自
衛
隊
の
独
善
解
釈
と
な

ら
な
い
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
陸
上
幕
僚
監
部
で
は
、
毎
年
「
国

際
法
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
大
学
の
国
際
法
関
係
の
教
授
を
招
き
意

見
交
換
し
て
お
り
、
ま
た
日
赤
看
護
大
学
の
井
上
忠
男
教
授
と
は
不

定
期
で
は
あ
る
が
、
意
見
交
換
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
人
道
法
の
課
題

な
ど
に
つ
い
て
ご
教
授
頂
い
て
い
る
。

４　

自
衛
隊
の
国
際
人
道
法
普
及
に
お
け
る
課
題

自
衛
隊
は
、
隊
員
の
基
盤
も
あ
り
教
育
水
準
も
高
く
、
し
っ
か
り

教
育
し
て
い
る
か
ら
何
も
問
題
は
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
陸
軍
で
二
〇
〇
四
年
に
発
生
し
た
ア
ブ
グ
レ
イ
ブ
刑
務
所

に
お
け
る
捕
虜
虐
待
事
案
を
例
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
民
主
主
義
国

家
で
人
道
法
を
尊
重
し
、
最
大
の
法
務
組
織
を
保
持
す
る
と
と
も
に

厳
格
な
軍
法
会
議
を
有
す
る
軍
隊
で
さ
え
、
戦
時
と
い
う
異
常
な
状

況
に
な
れ
ば
あ
の
よ
う
な
事
案
を
現
場
の
兵
士
は
引
き
起
こ
す
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
の
考
え
る
自
衛
隊
に
お
け
る
普
及
に
お
け
る
課
題
と
し
て
一

つ
が
、
自
衛
隊
の
国
際
人
道
法
の
普
及
は
未
だ
座
学
（
講
義
）
中
心
で
、

実
地
訓
練
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
室
で
教
官
の
講
義
を

冷
静
に
聞
い
て
い
る
段
階
で
は
、
人
道
法
に
関
し
て
理
解
納
得
で
き

た
と
し
て
も
、
い
ざ
有
事
の
現
場
で
、
自
分
の
同
僚
が
殺
さ
れ
、
水
・

食
料
な
ど
な
い
寒
冷
、
熱
暑
、
不
眠
な
ど
の
劣
悪
な
環
境
で
精
神
的

ス
ト
レ
ス
を
受
け
て
い
る
段
階
で
も
本
当
に
人
道
法
に
基
づ
き
行
動

で
き
る
の
か
。
実
地
訓
練
も
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
前
訓
練
な
ど
で
は
当
然

実
施
し
、
そ
れ
以
外
の
訓
練
で
も
前
述
し
た
「
法
的
要
素
を
取
り
込

ん
だ
訓
練
」
を
一
部
で
行
っ
て
い
る
が
今
後
更
に
必
要
性
が
増
そ
う
。

二
点
目
が
、
敵
に
対
す
る
過
剰
な
意
識
で
あ
る
。
旧
軍
に
お
い
て

も
中
国
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
民
族
的
蔑
視
、
対
米
に
対
す
る
「
鬼
畜

米
英
」
な
ど
過
度
に
敵
対
意
識
を
煽
り
、
兵
士
を
鼓
舞
し
戦
闘
に
お

け
る
士
気
を
上
げ
る
効
果
を
得
た
。
し
か
し
戦
闘
終
了
後
に
お
い
て

は
、
逆
効
果
で
あ
り
、
こ
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
捕
虜
や
敵
傷
病
兵
に

ま
で
ぶ
つ
け
、
後
に
戦
争
犯
罪
と
し
て
問
わ
れ
た
の
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。

こ
の
敵
に
対
す
る
意
識
が
自
衛
隊
に
な
い
か
と
い
う
と
個
人
的

に
は
懸
念
が
あ
る
。
客
観
的
に
国
家
間
の
武
力
紛
争
を
見
つ
め
、
敵

兵
士
で
あ
っ
て
も
国
家
の
命
令
に
よ
り
家
族
、
国
民
の
た
め
に
戦
っ

て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
ス
ポ
ー
ツ
の
国
際
試
合
の
様
に
試
合

が
終
わ
れ
ば
相
互
に
リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
と
い
う
理
念
を
リ
ー
ダ
ー
と

な
る
幹
部
自
衛
官
は
、
頭
の
一
部
に
で
も
保
持
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
露
戦
争
に
お
け
る
旅
順
要
塞
陥
落
後
、

明
治
陸
軍
の
乃
木
将
軍
は
一
九
〇
五
年
水
師
営
の
会
見
に
お
い
て
ロ

シ
ア
軍
の
敗
将
ス
テ
ッ
セ
ル
に
対
し
不
名
誉
と
成
ら
な
い
よ
う
帯
剣

を
許
し
敬
意
を
も
っ
て
遇
し
、
こ
れ
が
世
界
に
感
銘
を
与
え
た
と
い

う
事
例
も
あ
る
。
こ
の
点
で
は
自
ら
の
現
役
時
代
を
思
い
起
こ
す
と

不
十
分
で
あ
っ
た
と
猛
省
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

私
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
三
年
間
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
（
現
在
セ
ル
ビ

ア
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
コ
ソ
ボ
に
分
離
）
に
防
衛
駐
在
官
と
し
て
赴
任
し

た
。
ユ
ー
ゴ
紛
争
直
後
で
あ
り
、
ユ
ー
ゴ
軍
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
捕
虜
の
虐
待
や
ス
レ
ブ
レ
ニ
ッ
ツ
ア
に
お

け
る
住
民
の
虐
殺
な
ど
も
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
中
で
ユ
ー
ゴ
軍
の
兵
士
と
つ
き
合
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
軍
人
で
あ
り
、
人
道
法
に
関
し

て
も
素
養
は
十
分
あ
っ
た
と
感
じ
た
。（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
軍
の
国
際
人

道
法
の
訓
練
を
見
学
す
る
機
会
も
あ
っ
た
）
で
は
何
故
非
人
道
的
な
事
件

が
発
生
し
た
の
か
と
調
べ
る
と
、
紛
争
勃
発
と
同
時
に
愛
国
意
識
に

燃
え
た
義
勇
兵
が
戦
線
に
入
り
込
ん
で
い
た
と
い
う
事
が
わ
か
っ
て

き
た
。
政
府
や
軍
と
し
て
は
、
兵
士
の
数
が
増
加
す
る
と
し
て
受
け

入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
元
締
め
に
マ
フ
ィ
ア
関
係
者
が
関

与
し
て
い
た
り
、
当
然
訓
練
な
ど
十
分
さ
れ
て
い
な
い
血
気
盛
ん
な

若
者
が
多
数
集
ま
り
要
は
質
の
低
い
若
者
集
団
で
あ
っ
た
。
こ
の
義
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勇
兵
が
軍
の
統
制
を
離
れ
多
く
の
犯
罪
を
起
こ
し
て
い
た
と
い
う
事

実
が
分
か
っ
て
来
た
。

こ
の
教
訓
と
し
て
は
ユ
ー
ゴ
政
府
は
国
民
に
対
し
十
分
な
国
際
人

道
法
を
普
及
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
我
が
国
を
振
り
か
え
っ
て
も
ユ
ー
ゴ
と
同
様
な
状
況
に
な
る
と

は
考
え
に
く
い
が
、
私
も
自
衛
隊
に
入
隊
す
る
ま
で
明
確
に
人
道
法

を
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
通
り
自
衛
隊
の
国
際
人
道
法
の
普
及
状
況
に
つ

い
て
は
一
定
レ
ー
ル
が
敷
か
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
上
で
今
後
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
国
民
と
自
衛
隊
の
一
体
化

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
東
日
本
大
震
災
災
害
派

遣
活
動
に
お
い
て
隊
員
は
不
眠
不
休
の
き
つ
い
任
務
を
こ
な
し
て
い

た
が
、
そ
う
い
う
環
境
下
に
あ
っ
て
隊
員
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
国
民

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
自
衛
隊
さ
ん
、
ご
く
ろ
う
さ
ま
。
あ
り
が
と
う
。」

と
い
っ
た
手
紙
や
声
援
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
有
事
に
お
い
て
も
国
民
か
ら
自
衛
隊
に
対
し
如
何
な
る

敵
に
対
し
て
も
ま
た
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
て
も
人
道
法
を
守
っ
て

欲
し
い
、
戦
争
犯
罪
を
犯
さ
な
い
自
衛
隊
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
た
め
に
は
平
素
か
ら
自
衛
隊
の
行
動
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら

い
連
携
を
深
め
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
し
自
衛
隊
側
も
秘

密
の
保
全
上
問
題
の
な
い
教
育
、
訓
練
で
あ
れ
ば
公
開
し
て
い
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
自
衛
隊
の
世
界
で
の
位
置
づ
け
を
考
慮
す
る
と
、
一
流
の
軍

事
組
織
で
あ
り
特
に
隊
員
の
質
の
高
さ
は
超
一
流
で
あ
る
。
ま
た
戦

後
、
幸
い
な
こ
と
に
一
度
も
戦
火
を
交
え
る
こ
と
な
く
平
和
国
家
と

し
て
世
界
に
主
張
し
国
連
中
心
に
Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
ど
に
も
貢
献
し
て
来
て

い
る
。
加
え
て
自
衛
隊
の
最
高
指
揮
官
た
る
安
倍
首
相
は
「
積
極
平

和
主
義
」
を
打
ち
出
し
よ
り
日
本
の
世
界
へ
の
外
交
的
貢
献
度
を
高

め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
更
に
広
く
Ｐ
Ｒ
し
国
際
人
道
法
の

普
及
及
び
実
践
に
お
い
て
世
界
の
模
範
た
る
軍
事
組
織
と
し
て
い
く

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に

本
稿
は
、
激
し
い
戦
闘
が
続
く
地
域
に
お
け
る
人
道
機
関
の
人
道

ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
シ
リ
ア
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
続
く
内
戦
が

示
す
よ
う
に
、
国
際
社
会
は
人
道
危
機
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。

多
く
の
紛
争
地
域
で
は
、
紛
争
当
事
者
か
ら
の
直
接
的
な
攻
撃
、
略

奪
や
戦
争
税
と
い
っ
た
人
道
支
援
の
妨
害
行
為
等
に
よ
り
、
効
果
的

な
支
援
を
実
施
す
る
の
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。Aid W

orker Security 

D
atabase

に
よ
る
と
、
活
動
中
に
犠
牲
（
殺
害
、
誘
拐
、
負
傷
）
に
な
っ

た
要
員
の
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
統
計
を
始
め
た
一
九
九
七
年
は

七
三
名
だ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
六
年
は
二
八
八
名
に
上
っ
て
い

る
１

。こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
今
日
で
は
「
保
護
す
る
責
任
」
や
「
文

民
保
護
」
等
の
概
念
の
発
展
や
民
軍
関
係
の
緊
密
化
等
に
よ
り
、
人

道
支
援
の
軍
事
化
と
い
う
現
象
が
発
生
し
て
い
る

２

。
ま
た
、
人
道

支
援
に
は
、
平
和
活
動
や
開
発
援
助
と
の
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
各
支
援
活
動
間
の
「
統
合
」
の
結
果
、
人
道
支
援
の
政
治

化
も
進
ん
で
い
る

３

。
そ
の
背
景
に
は
、
人
道
支
援
は
被
災
者
の
生

命
を
守
り
、
苦
痛
を
軽
減
す
る
効
果
が
あ
る
一
方
、
戦
争
経
済
を
維

持
し
紛
争
を
長
期
化
さ
せ
る
要
因
に
も
な
る
こ
と
か
ら
、
人
道
機
関

は
紛
争
の
根
源
的
原
因
に
も
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
人
道
危

機
の
安
全
保
障
化
の
動
き
が
あ
る
。

本
稿
は
、
人
道
主
義
の
二
大
系
譜
で
あ
る
「
古
典
派
人
道
主
義
」

及
び
「
新
し
い
人
道
主
義
」
を
概
観
し
、
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
各
人

人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
向
け
た
人
道
機
関
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
ソ
マ
リ
ア
を
事
例
に

新
沼
　
剛

　

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
講
師

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援
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道
機
関
の
人
道
ア
ク
セ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
点
を
分
析
す
る
。

構
成
と
し
て
は
、
第
一
節
に
お
い
て
人
道
主
義
の
概
念
、
行
動
規

範
、
そ
し
て
本
稿
の
分
析
視
点
と
な
る
「
古
典
派
人
道
主
義
」
と
「
新

し
い
人
道
主
義
」
の
二
つ
の
系
譜
を
概
観
す
る
。
前
者
と
し
て
赤
十

字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）、
国
際
赤
十
字
赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｃ
）、
一
九
一
ヵ
国
の
各
国
赤
十
字
・
赤
新
月
社
（
Ｎ
Ｓ
）
か
ら
構
成
さ

れ
る
国
際
赤
十
字
赤
新
月
運
動
（
以
下
、「
赤
十
字
運
動
」）、
後
者
と
し

て
国
連
人
道
機
関
を
取
り
上
げ
、
各
機
関
の
人
道
支
援
ア
プ
ロ
ー
チ

の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
で
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ

の
主
導
機
関
に
指
定
さ
れ
、
か
つ
人
的
・
財
政
的
側
面
で
も
大
規
模

な
組
織
で
あ
る
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）、
国

連
児
童
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）、
世
界
食
糧
計
画
（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）、
そ
し

て
緊
急
救
援
活
動
の
調
整
を
行
う
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
（
Ｏ

Ｃ
Ｈ
Ａ
）
を
国
連
人
道
機
関
と
す
る

４

。
第
二
節
で
は
ソ
マ
リ
ア
に
お

け
る
武
力
紛
争
と
人
道
危
機
の
歴
史
的
変
遷
を
概
観
す
る
。
第
三
節

で
は
、
同
国
で
行
わ
れ
て
い
る
国
家
建
設
と
対
テ
ロ
作
戦
が
人
道
支

援
の
軍
事
化
と
政
治
化
を
助
長
し
、
国
連
人
道
機
関
は
「
強
硬
ア
プ

ロ
ー
チ
（H

ardened approach

）」
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
人
道
ア
ク
セ

ス
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
的
に
分
析
す
る
。
第

四
章
で
は
、
徹
底
し
た
「
同
意
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
（Consent-based 

approach

）」
と
地
域
に
根
差
し
た
活
動
に
よ
っ
て
、
赤
十
字
運
動
全
体

が
ソ
マ
リ
ア
国
内
で
一
定
の
人
道
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。

尚
、
ソ
マ
リ
ア
は
非
常
に
分
権
的
な
社
会
で
、
北
か
ら
ソ
マ
リ
ラ

ン
ド
、
プ
ン
ト
ラ
ン
ド
、
中
南
部
ソ
マ
リ
ア
に
分
類
で
き
る
。
本
稿

で
は
、
人
道
ア
ク
セ
ス
が
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
る
中
南
部
ソ
マ
リ

ア
に
お
け
る
人
道
支
援
に
焦
点
を
当
て
る
。

１　

人
道
主
義
の
概
念
と
系
譜

　

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
各
人
道
機
関
の
活
動
を
検
証
す
る
前
に
、

本
節
で
は
、
そ
の
拠
り
所
と
な
る
人
道
主
義
の
基
本
的
概
念
と
そ
の

系
譜
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

⑴
人
道
支
援
の
概
念

人
道
支
援
と
は
、
被
災
者
の
命
と
健
康
を
守
り
、
苦
痛
を
軽
減
し
、

人
間
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
連
の
活
動
を
い
う
。

具
体
的
に
は
、
給
水
・
衛
生
、
食
糧
・
栄
養
、
居
住
・
ノ
ン
フ
ー
ド

ア
イ
テ
ム
、
保
健
の
各
分
野
の
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
た
め
の
「
支
援

活
動
」
と
、
暴
力
や
抑
圧
か
ら
の
解
放
並
び
に
移
動
の
自
由
等
、
権

利
擁
護
に
関
連
し
た
「
保
護
」
活
動
に
分
類
さ
れ
る

５

。

「
人
道
ア
ク
セ
ス
」
と
は
、
上
記
し
た
支
援
と
保
護
に
関
連
し
た

サ
ー
ビ
ス
を
被
災
者
に
届
け
る
支
援
機
関
の
能
力
と
被
災
者
自
身
が

そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
届
く
能
力
を
い
う

６

。
本
稿
で
主
に
議
論
さ

れ
る
の
は
前
者
で
あ
る
。
尚
、「
人
道
ア
ク
セ
ス
」
と
類
似
す
る
も
の

と
し
て
、「
人
道
的
空
間
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
し
か
し
、「
人
道

的
空
間
」
は
専
門
家
の
間
で
合
意
さ
れ
た
定
義
が
な
く
、
そ
れ
が
単

に
人
道
機
関
が
安
全
に
活
動
で
き
る
物
理
的
空
間
の
こ
と
を
い
う
の

か
、
そ
れ
と
も
後
述
す
る
人
道
主
義
の
行
動
規
範
に
基
づ
き
活
動
で

き
る
人
道
機
関
の
自
由
裁
量
の
余
地
を
示
す
の
か
明
確
で
は
な
い
た

め
、
本
稿
で
は
「
人
道
的
空
間
」
と
い
う
用
語
は
使
用
し
な
い

７

。

　
⑵
人
道
主
義
の
行
動
規
範
と
系
譜
論

国
連
人
道
機
関
、
赤
十
字
運
動
、
並
び
に
多
く
の
非
政
府
組
織

（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
は
、
第
二
〇
回
赤
十
字
国
際
会
議
（
一
九
六
五
年
）
で
採
択

さ
れ
た
『
赤
十
字
の
基
本
原
則
宣
言
』
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
人

道
」、「
公
平
」、「
中
立
」、「
独
立
」
を
行
動
規
範
と
し
て
い
る
。
元

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
副
総
裁
の
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
を
以
下

の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
人
道
」
と
は
、
被
災
者
の
命
と
健
康
を

守
り
、
苦
痛
を
軽
減
し
、
人
間
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。「
公
平
」
と
は
、
国
籍
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
等
の
相
違
に
よ
る

差
別
を
せ
ず
、
た
だ
被
災
者
の
苦
痛
（
ニ
ー
ズ
）
に
従
っ
て
支
援
を
提

供
す
る
こ
と
を
い
う
。「
中
立
」
と
は
、
戦
闘
行
為
へ
の
参
加
だ
け
で

な
く
、
政
治
的
、
宗
教
的
、
民
族
的
性
格
の
紛
争
に
は
関
与
し
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
独
立
」
と
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
組
織

か
ら
の
干
渉
を
許
さ
ず
、
組
織
と
し
て
の
自
主
性
を
確
保
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
動
規
範
の
う
ち
、
人
道
と
公
平
は
人
道

支
援
の
中
心
的
価
値
か
つ
目
的
で
も
あ
る
「
本
質
的
原
則
」
に
分
類
さ

れ
る
一
方
、
中
立
と
独
立
は
「
本
質
的
原
則
」
を
歪
め
ず
に
現
実
に

適
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
党
派
か
ら
の
信
頼
の
獲
得
と
被
災
者
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
可
能
に
す
る
「
付
随
的
原
則
（
政
治
的
原
則
）」
に
分
類
さ
れ
る
。

つ
ま
り
中
立
と
独
立
は
、
人
道
と
公
平
と
い
う
「
本
質
的
原
則
」
を
実

現
す
る
た
め
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

８

。
人
道
主
義
の
倫

理
に
基
づ
く
と
、
公
平
な
人
道
活
動
は
、
中
立
的
で
独
立
的
な
方
法

で
、
思
慮
深
く
慎
重
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
こ
れ
ら
の
行
動
規
範

を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
道
と
軍
事
・
政
治
を
明
確
に
峻
別
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
人
道
ア
ク
セ
ス
が
確
保
さ
れ
る
と
想
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る

９

。

上
記
し
た
「
公
平
」、「
中
立
」、「
独
立
」
と
い
っ
た
人
道
規
範
に
基

づ
く
活
動
を
支
持
す
る
系
譜
を
「
古
典
派
人
道
主
義
」
と
い
う
。
一
方
、

人
道
主
義
が
、
①
軍
事
、
②
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
③
開
発
に
資
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
治
安
・
政
治
部
門
を
含
め
た
他
の
機
関
と
の
連
携
・
統
合

を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
道
規
範
は
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
採
る
系
譜
を
「
新
し
い
人
道
主
義
」
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と
い
う

10

。

　
　
⑶
各
系
譜
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い

デ
ニ
ス
・
ダ
イ
ク
ズ
ュ
ー
ル
と
マ
ル
ク
ス
・
モ
ケ
は
、「
独
立
―

受
託
」
を
縦
軸
、「
公
平
―
連
帯
」
を
横
軸
に
し
た
図
を
用
い
、
各
人

道
機
関
の
人
道
支
援
戦
略
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
図
は
人
道
主
義

の
系
譜
を
概
観
す
る
上
で
有
用
で
あ
る
（
図
１
）11

。
ま
ず
、
縦
軸
は

人
道
機
関
と
ド
ナ
ー
国
と
の
関
係
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ド
ナ
ー
国
と
の
距
離
が
遠
い
（「
独
立
」
側
）
程
、
組
織
（
人
材
、
物
資
、

財
政
等
）
と
し
て
の
独
立
性
が
高
く
、
ド
ナ
ー
国
の
軍
事
的
・
政
治
的

戦
略
に
左
右
さ
れ
に
く
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
「
受
託
」

側
へ
寄
る
と
、
ド
ナ
ー
国
か
ら
の
資
金
や
専
門
知
識
等
に
依
存
す
る

傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
横
軸
は
人
道
機
関
と
紛
争
犠
牲
者
と
の
関
係
を
示
し
て
い

る
。「
連
帯
（Solidarism

）」
と
は
、
あ
る
特
定
の
紛
争
犠
牲
者
（
例
え
ば
、

和
平
プ
ロ
セ
ス
に
協
力
的
な
集
団
）
に
だ
け
支
援
を
供
与
す
る
立
場
の
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
連
帯
」
側
に
近
づ
く
程
、
ニ
ー
ズ
よ
り
も
む

し
ろ
政
治
的
信
条
に
基
づ
き
、
支
援
対
象
者
が
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
支
援
を
基
本
と
す
る
と
と
も

に
、
ド
ナ
ー
国
の
軍
事
的
・
政
治
的
戦
略
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
組

織
の
独
立
性
を
厳
格
に
維
持
し
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
よ
う
な
「
古
典

派
人
道
主
義
」
の
立
場
を
採
る
人
道
機
関
は
、
図
の
左
上
に
位
置
す

る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
あ
る
特
定
の
紛
争
犠
牲
者
だ
け
を
支
援
す

る
と
と
も
に
、
ド
ナ
ー
国
か
ら
の
資
金
に
依
存
し
、
ド
ナ
ー
国
の
軍

事
的
・
政
治
的
戦
略
に
も
一
定
の
配
慮
を
し
な
が
ら
（
つ
ま
り
、
そ
の

戦
略
に
よ
っ
て
は
、
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
支
援
が
展
開
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
）

活
動
を
行
っ
て
い
る
「
新
し
い
人
道
主
義
」
の
立
場
を
採
る
人
道
機
関

は
、「
古
典
派
人
道
主
義
」
の
人
道
機
関
よ
り
も
右
下
に
位
置
す
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
、
財
政
面
で
大
き
く
ド
ナ
ー
国
に
依
存
す
る
米

国
系
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
最
も
右
下
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
加
盟
国
か
ら
の
拠

出
金
に
依
存
す
る
国
連
人
道
機
関
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
米
国
系
Ｎ
Ｇ
Ｏ

と
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
古
典
派
人
道
主
義
」
と
「
新
し
い
人
道
主
義
」
と
の
間
に
は
、
紛

争
犠
牲
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
面
で
相
違
が
あ
る
。「
古
典
派
人
道
主

義
」
の
立
場
を
採
る
人
道
機
関
は
、
紛
争
犠
牲
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
者
か
ら
活
動
に

対
す
る
同
意
の
取
り
付
け
を
行
う
。
そ
し
て
中
立
性
を
堅
持
す
る

た
め
に
、
武
装
し
た
護
衛
の
活
用
は
例
外
的
な
最
後
の
手
段
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ク
セ
ス
の
確
保
を
「
同
意
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー

チ
（Consent-based approach

）」
と
い
う
。
一
方
、「
新
し
い
人
道
主
義
」

の
立
場
を
採
る
人
道
機
関
は
、
中
立
的
な
支
援
に
よ
っ
て
紛
争
犠
牲

者
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
確
保
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
中
立
性
を
放
棄

し
、
人
道
支
援
を
妨
害
す
る
紛
争
当
事
者
を
抑
止
す
る
た
め
に
軍
隊

の
活
用
に
も
肯
定
的
な
立
場
を
採
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ク
セ
ス
の
確

保
を
「
強
硬
ア
プ
ロ
ー
チ
（H

ardened approach

）」
と
い
う

12

。

２　

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
と
人
道
危
機

こ
こ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
ソ
マ
リ

ア
の
内
戦
と
人
道
支
援
を
概
観
す
る
。
ソ
マ
リ
ア
は
一
九
六
〇
年
に

建
国
さ
れ
た
が
、
氏
族
間
の
対
立
が
絶
え
ず
続
き
、
こ
れ
ま
で
国
連

を
中
心
と
し
た
国
際
社
会
は
同
国
に
軍
事
、
政
治
、
経
済
、
人
道
各

分
野
の
介
入
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
前
半
、
内
戦
の
激
化

に
直
面
し
、
国
連
は
平
和
維
持
部
隊
を
派
遣
し
た
が
、
現
地
武
装
勢

力
と
対
立
し
、
氏
族
間
の
和
解
や
武
装
解
除
等
の
当
初
の
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
九
五
年
三
月
に
撤
退
し
た

13

。

第
二
次
ソ
マ
リ
ア
活
動
（
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ⅱ
）
の
撤
退
後
、
国
連
は

「
維
持
す
る
平
和
が
な
い
」
ソ
マ
リ
ア
に
軍
事
的
関
与
を
控
え
て
き
た

が
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
へ
の
関
与
は
継
続
し
て
き
た
。
一
九
九
五
年
四

月
一
五
日
、
国
連
は
特
別
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
国
連
ソ
マ
リ
ア

事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
Ｓ
）
を
設
立
し
、
氏
族
間
の
和
平
と
国
家
建
設
を

推
進
し
て
き
た
。
国
連
や
周
辺
諸
国
の
仲
介
に
よ
り
、
ソ
マ
リ
ア
に

は
二
〇
〇
〇
年
に
暫
定
国
民
政
府
（
Ｔ
Ｎ
Ｇ
）、
二
〇
〇
四
年
に
は
暫

図１　人道主義の系譜
（出典： Dijkzeul, D., Moke, M., “Public Communication Strategies of International Humanitarian Organization”）
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定
連
邦
政
府
（
Ｔ
Ｆ
Ｇ
）
が
設
立
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
政
府
も
脆
弱

で
、
汚
職
や
買
収
選
挙
等
が
横
行
し
、
国
民
か
ら
正
統
政
府
と
見
な

さ
れ
な
か
っ
た
。

Ｔ
Ｆ
Ｇ
が
設
立
さ
れ
た
時
期
、
モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
を
中
心
に
中
南
部

で
中
心
的
な
勢
力
に
台
頭
し
て
い
た
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
法
廷
連
合
（
Ｕ

Ｉ
Ｃ
）
で
あ
る
。
Ｕ
Ｉ
Ｃ
は
氏
族
横
断
的
な
組
織
で
、
司
法
、
警
察
、

財
務
等
の
統
治
機
能
を
有
し
、
中
南
部
の
治
安
の
回
復
を
実
現
し
て

い
た
。
し
か
し
、
近
隣
諸
国
や
米
国
は
Ｕ
Ｉ
Ｃ
の
台
頭
に
警
戒
感
を

示
し
た
。
エ
チ
オ
ピ
ア
は
、
Ｕ
Ｉ
Ｃ
の
中
に
は
同
国
で
爆
弾
テ
ロ
を

実
行
し
た
も
の
が
い
る
と
非
難
し
た
。
ま
た
Ｕ
Ｉ
Ｃ
が
エ
リ
ト
リ
ア

と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
エ
チ
オ
ピ
ア
は
Ｕ
Ｉ
Ｃ
に
対
し
強
い

敵
対
心
を
抱
い
て
い
た
。
最
終
的
に
、
Ｕ
Ｉ
Ｃ
が
Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
拠
点
で

あ
る
バ
イ
ド
ア
を
制
圧
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
エ
チ
オ
ピ
ア
は

米
軍
の
支
援
の
下
、
ソ
マ
リ
ア
に
侵
攻
し
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
首

都
モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
を
制
圧
す
る
こ
と
に
な
る

14

。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｕ

Ｉ
Ｃ
は
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｕ
Ｉ
Ｃ
解
体
後
、
新
た
な
イ
ス
ラ
ム
勢
力
と
し
て
ア
ル
シ
ャ
バ
ー

ブ
が
台
頭
し
始
め
る
。
Ｕ
Ｉ
Ｃ
と
同
様
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
も
氏
族

横
断
的
な
組
織
で
、
イ
ス
ラ
ム
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
に
基
づ
く
統
治
を

志
向
し
て
い
た
。
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
軍
の
駐
留
に

伴
う
現
地
住
民
の
反
エ
チ
オ
ピ
ア
感
情
に
乗
じ
、
そ
の
支
持
を
拡
大

さ
せ
、
進
駐
し
て
い
た
エ
チ
オ
ピ
ア
軍
や
Ａ
Ｕ
ソ
マ
リ
ア
ミ
ッ
シ
ョ

ン
（
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
）
軍
に
対
す
る
攻
撃
を
活
発
化
さ
せ
、
二
〇
〇
七

年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、
そ
の
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
。
ア
ル

シ
ャ
バ
ー
ブ
は
Ｕ
Ｉ
Ｃ
以
上
に
統
治
機
能
の
構
築
に
傾
注
し
、
数
多

く
の
省
庁
を
設
立
し
た
。
例
え
ば
、
防
衛
省
、
諜
報
省
、
宗
教
担
当
省
、

内
務
省
等
を
設
置
し
、
現
地
住
民
の
統
治
を
行
っ
て
い
る

15

。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
支
配
地
域
に
お
け
る
人
道
支
援
を
管
理
す
る
た
め
に
、

外
務
省
（O

ffice for Supervising the Affairs of Foreign Agencies: O
SAFA

）
の
中

に
、「
人
道
調
整
事
務
局
（H

um
anitarian Coordination O

ffice

）
を
設
置
し

て
い
る

16

。

イ
ス
ラ
ム
勢
力
の
台
頭
に
対
抗
す
る
た
め
、
再
び
国
際
社
会
は

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
「
国
家
建
設
」
へ
の
介
入
を
活
発
化
さ
せ
る
。

二
〇
〇
七
年
二
月
、
安
保
理
は
決
議
一
七
四
四
を
採
択
し
、
Ａ
Ｍ
Ｉ

Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
対
し
、
紛
争
当
事
者
間
の
対
話
と
和
解
の
促
進
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ

の
関
係
機
関
の
保
護
、
国
家
安
全
保
障
安
定
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｎ
Ｓ
Ｓ

Ｐ
）
の
推
進
の
支
援
、
人
道
支
援
に
必
要
な
安
全
の
確
保
等
の
目
的

の
た
め
に
「
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
」
を
採
る
権
限
を
付
与
し
た
。
ま

た
、
安
保
理
は
決
議
一
八
六
三
（
二
〇
〇
九
年
）
に
基
づ
き
国
連
ア
フ

リ
カ
連
合
ソ
マ
リ
ア
ミ
ッ
シ
ョ
ン
支
援
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ａ
）
を
設

立
し
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
面
の
支
援
を
始
め
て
い

る
１７

。
さ
ら
に
、
決
議
二
〇
三
六
（
二
〇
一
二
年
）
で
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
を

引
き
継
い
だ
ソ
マ
リ
ア
連
邦
政
府
（
Ｆ
Ｇ
Ｓ
）
に
対
抗
す
る
ア
ル
シ
ャ

バ
ー
ブ
や
そ
の
他
の
勢
力
の
脅
威
を
軽
減
す
る
た
め
に
「
必
要
な
あ

ら
ゆ
る
手
段
」
を
採
る
権
限
を
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
付
与
し
て
い
る
。

一
方
、
米
国
は
「
対
テ
ロ
戦
略
」
の
視
点
か
ら
介
入
を
活
発
化
さ
せ
る
。

二
〇
〇
八
年
二
月
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
の
幹
部
の
多
く
が
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
に
お
い
て
ア
ル
カ
イ
ダ
の
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

理
由
に
「
国
際
テ
ロ
組
織
（Foreign Terrorist O

rganizations: FTO

）
に
指
定

し
、
同
年
五
月
に
は
リ
ー
ダ
ー
の
ア
デ
ン
・
ハ
シ
・
ア
イ
ロ
を
殺
害

し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
米
軍
は
た
び
た
び
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
の

メ
ン
バ
ー
へ
の
攻
撃
を
行
っ
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
は
無
人

攻
撃
機
に
よ
る
空
爆
に
よ
っ
て
、
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
の
ゴ
ダ
ネ
を
殺

害
し
て
い
る

18

。

Ｔ
Ｆ
Ｇ
（
並
び
に
Ｆ
Ｇ
Ｓ
）、
そ
れ
を
支
援
す
る
国
際
社
会
と
ア

ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
と
の
対
立
の
先
鋭
化
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ⅱ
が
撤

退
し
た
一
九
九
五
年
以
降
、
中
南
部
ソ
マ
リ
ア
に
最
大
の
人
道
危

機
を
も
た
ら
し
た
。
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
戦
や
自
爆

テ
ロ
の
他
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
軍
隊
に
よ
る
報
復
攻
撃
に
よ
っ

て
、
文
民
た
る
住
民
が
巻
き
添
え
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
武
力

紛
争
に
よ
る
死
者
数
は
増
加
し
て
い
る
。
ウ
プ
サ
ラ
大
学
紛
争

デ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
数
は
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
年
間
約

一
、〇
〇
〇
人
以
下
で
推
移
し
て
い
た
の
が
、二
〇
〇
六
年
に
は
一
、

〇
〇
〇
人
を
超
え
、
二
〇
一
二
年
に
は
約
三
、〇
〇
〇
人
に
ま
で

増
加
し
て
い
る

19

。
ま
た
、
難
民
と
国
内
避
難
民
を
合
わ
せ
た
数
も
、

二
〇
〇
五
年
の
約
四
〇
万
人
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
は
約
一
五
五
万

人
に
急
増
し
、
そ
の
後
も
一
〇
〇
万
人
以
上
の
状
態
が
続
い
て
い

る
20

。
二
〇
一
一
年
、
国
連
は
南
部
ソ
マ
リ
ア
の
一
部
の
地
域
が
「
飢

餓
状
態
」
に
あ
る
と
宣
言
し
た
が
、
同
程
度
の
干
ば
つ
が
発
生
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飢
餓
に
は
至
ら
な
か
っ
た
ケ
ニ
ア
北
部
や
エ

チ
オ
ピ
ア
西
部
と
異
な
り
、
南
部
ソ
マ
リ
ア
だ
け
飢
餓
が
発
生
し

た
の
は
、
内
戦
に
よ
る
多
数
の
避
難
民
の
発
生
、
農
業
の
破
た
ん
、

武
装
勢
力
に
よ
る
人
道
支
援
活
動
の
妨
害
、
米
国
か
ら
の
支
援
の

減
少
等
が
原
因
で
あ
っ
た

21

。

第
二
節
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
よ
る
国
家
建
設
と
対
テ
ロ
戦
略

が
中
南
部
ソ
マ
リ
ア
で
発
生
す
る
人
道
危
機
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て

い
る
点
を
指
摘
し
た
。
本
節
で
は
、国
家
建
設
と
対
テ
ロ
戦
略
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
国
連
人
道
機
関
の
人
道
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

３　

国
家
建
設
と
対
テ
ロ
戦
略
が
国
連
の

　
　

人
道
支
援
に
与
え
る
影
響
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⑴
国
家
建
設

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
建
設
に
は
多
く
の
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
、
ド
ナ
ー
国
、
そ
し
て
Ｔ
Ｆ

Ｇ
（
並
び
に
Ｆ
Ｇ
Ｓ
）
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ら
が
人
道
支
援
活
動
に

与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
。

①
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
優
先
化

国
家
建
設
の
文
脈
に
お
い
て
、
国
連
が
担
う
役
割
は
非
常
に
大
き

い
。
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ⅱ
の
撤
退
後
、
国
連
は
軍
事
部
門
へ
の
関
与
を

控
え
て
き
た
が
、
特
別
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
国
連
ソ
マ
リ
ア
政

治
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
Ｓ
）
を
設
立
し
、
政
治
部
門
の
関
与
は
継
続
し

て
き
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
Ｓ
の
マ
ン
デ
ー
ト
は
ソ
マ
リ
ア
国
内
の
氏
族
間

の
和
解
と
和
平
の
推
進
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｔ
Ｎ
Ｇ
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
そ
し
て

Ｆ
Ｇ
Ｓ
の
設
立
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た

22

。

し
か
し
、
国
連
の
政
治
部
門
は
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
推
進
の
た
め

に
、
人
道
支
援
を
利
用
し
て
き
た
側
面
が
あ
る
。
特
に
、
二
〇
〇
七

年
一
月
に
Ｔ
Ｆ
Ｇ
が
モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
を
掌
握
し
て
か
ら
、
政
治
部
門

は
人
道
機
関
に
対
し
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
国
家
建
設
事
業
を
促
進
す
る
よ
う

な
形
で
人
道
支
援
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
え

ば
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
正
統
性
を
維
持
す
る
た
め
、
全
て
の
人
道
支
援
は
Ｔ

Ｆ
Ｇ
を
通
し
て
行
う
よ
う
要
請
し
て
い
る

23

。
ま
た
、
元
ソ
マ
リ
ア

担
当
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表
（
Ｓ
Ｒ
Ｓ
Ｇ
）
の
ア
ハ
メ
ド
ゥ
・
ウ
ル

ド
・
ア
ブ
ダ
ラ
は
、
支
援
物
資
が
横
流
し
さ
れ
て
い
る
現
状
を
踏
ま

え
、
人
道
支
援
の
中
立
性
を
主
張
す
る
者
は
共
犯
者
で
あ
る
と
非
難

し
て
い
る

24

。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
公
平
な
人
道
支

援
が
展
開
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
権
威
付
け
と
い
う
き
わ

め
て
政
治
的
な
目
的
の
た
め
に
援
助
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
中
立
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
意
味
す
る

25

。

ま
た
、
ソ
マ
リ
ア
の
国
家
建
設
に
関
与
す
る
ア
ク
タ
ー
の
国
際
人

道
法
の
遵
守
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
も
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
優
先
し
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｇ
と
対
立
す
る
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
等

の
武
装
勢
力
と
の
掃
討
作
戦
に
お
い
て
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
が
多
く
の

一
般
住
民
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
を
既
に
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は

Ｔ
Ｆ
Ｇ
の
軍
隊
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
し
、
よ
り

重
要
な
の
は
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
の
場
合
と
異
な
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｇ
や
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
度
重
な
る
国
際
人
道
法
の
違
反
行
為
に
対
し
て

は
、
国
連
が
表
立
っ
た
非
難
を
控
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

現
地
住
民
の
視
点
か
ら
は
、
国
連
は
一
般
住
民
の
保
護
よ
り
も
Ｔ
Ｆ

Ｇ
の
正
統
性
の
維
持
に
配
慮
し
て
い
る
と
映
る
の
で
あ
る

26

。
通
常
、

現
地
住
民
は
国
連
の
政
治
部
門
も
人
道
部
門
も
「
ひ
と
つ
の
国
連
」
と

し
て
認
識
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
こ
と
は
現
地
に
お
け
る
国
連
人
道

機
関
の
受
容
度
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

②
統
合
化

  

国
家
建
設
と
と
も
に
、
国
連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
統
合
化
の
動
き
も

見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
、
ソ
マ
リ
ア
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｐ
Ｏ

Ｓ
を
引
き
継
い
だ
国
連
ソ
マ
リ
ア
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
）

が
展
開
し
て
い
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
は
、
決
議
二
一
〇
二
（
二
〇
一
三

年
）、
二
一
五
八
（
二
〇
一
四
年
）
に
基
づ
き
、
Ｆ
Ｇ
Ｓ
の
国
家
建
設

事
業
を
支
援
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る

27

。
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
は
組

織
的
に
も
戦
略
的
に
も
統
合
化
が
顕
著
な
特
別
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
上
記
し
た
二
つ
の
決
議
に
先
立
ち
、
安
保
理
は
、
決
議

二
〇
九
三
（
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
、
現
地
の
国
連
カ
ン
ト
リ
ー
チ
ー

ム
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
）
を
統
括
す
る
常
駐
調
整
官
（
Ｒ
Ｃ
）
と
人
道
支
援
を
統

括
す
る
人
道
調
整
官
（
Ｈ
Ｃ
）
を
兼
務
す
る
国
連
事
務
総
長
特
別
副
代

表
（
Ｄ
Ｓ
Ｒ
Ｓ
Ｇ
／
Ｒ
Ｃ
／
Ｈ
Ｃ
）
を
任
命
し
、
組
織
面
か
ら
統
合
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
戦
略
面
に
お
い
て
も
、
決
議
二
一
〇
二
に
お
い
て
、

安
保
理
は
現
地
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表
（
Ｓ
Ｒ
Ｓ
Ｇ
）
に
対
し
、
Ｕ

Ｎ
Ｃ
Ｔ
と
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
一
貫
性
の
あ
る
活
動
を
求
め
て
い
る
。

し
か
し
、
ソ
マ
リ
ア
で
活
動
す
る
一
部
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
は
、
統
合

化
が
ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
人
道
支
援
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
懸
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
設
立
以
降
、
国
連
人

道
部
門
の
高
官
か
ら
人
道
原
則
の
遵
守
へ
の
言
及
が
減
少
す
る
一
方
、

国
家
建
設
や
開
発
と
の
統
合
の
利
点
に
関
す
る
言
及
が
増
加
し
て
い

る
28

。
ま
た
交
渉
に
よ
っ
て
人
道
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
の
で
は
な
く
、

Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
「
軍
事
的
勝
利
」
を
背
景
に
ア
ク
セ
ス
を
確
保

す
る
傾
向
が
現
れ
て
い
る

29

。
こ
れ
は
、
ま
だ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
よ
っ

て
解
放
さ
れ
て
い
な
い
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
支
配
地
域
（
解
放
さ
れ
た
地

域
よ
り
も
人
道
上
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
地
域
も
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
）
の
住
民

の
支
援
が
後
回
し
に
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
公
平
性
に
も
と
る
支

援
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ

は
特
別
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
た
め
治
安
維
持
の
権
限
は
付
与
さ

れ
て
い
な
い
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ａ
が
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ

ク
部
門
の
支
援
の
任
に
あ
る
た
め
、
結
果
と
し
て
、「
ひ
と
つ
の
国

連
」
と
し
て
国
連
人
道
機
関
も
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
軍
事
作
戦
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
と
現
地
住
民
に
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｆ
Ｇ

Ｓ
と
対
立
す
る
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
か
ら
の
攻
撃
の
可
能
性
が
高
ま
り
、

一
段
と
人
道
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
決
議
二
一
五
八
で
は
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
か
ら
奪
還
し
た

地
域
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｇ
Ｓ
の
安
定
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
支
援
す

る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
二
〇
一
五
年
七
月
、

Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
軍
隊
が
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
の
支
配
地
域
で
あ
っ
た

バ
ル
デ
ラ
を
攻
略
し
た
数
週
間
後
、
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
Ｄ
Ｓ
Ｒ
Ｓ
Ｇ
／

Ｒ
Ｃ
／
Ｈ
Ｃ
の
ピ
ー
タ
ー
・
デ
・
ク
ラ
ー
ク
が
人
道
支
援
の
早
期
再

開
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
人
道
部
門
が
、
ニ
ー
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ズ
に
基
づ
く
公
平
な
支
援
だ
け
で
な
く
、
現
地
住
民
の
人
心
を
掌
握

す
る
た
め
に
平
和
の
配
当
を
与
え
、
国
家
建
設
と
い
う
政
治
的
課
題

の
進
捗
を
支
援
す
る
こ
と
に
も
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

30

。

⑵
対
テ
ロ
戦
略

米
国
を
中
心
と
し
た
国
際
社
会
に
よ
る
対
テ
ロ
戦
略
も
ま
た
人

道
機
関
の
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
九
月

一
一
日
に
発
生
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
、
国
際
社
会
は
テ
ロ
対
策

の
強
化
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
国
際
レ
ベ
ル
で
は
、
安
保
理
は
決
議

一
三
七
三
を
採
択
し
、
テ
ロ
組
織
に
対
す
る
い
か
な
る
支
援
も
行
わ

な
い
こ
と
を
加
盟
国
に
求
め
る
と
と
も
に
、
安
保
理
理
事
国
で
構
成

さ
れ
る
「
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
委
員
会
」
を
設
置
し
、
加
盟
国
の
テ
ロ
対
策

の
監
視
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
国
レ
ベ
ル
で
は
、
米
国
は
人
道
機
関
に
対
し
、
テ
ロ
対

策
関
連
法
に
基
づ
き
テ
ロ
組
織
や
そ
の
協
力
者
に
支
援
物
資
が
渡
ら

な
い
よ
う
規
制
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
七
年

に
制
定
さ
れ
た
国
際
緊
急
経
済
権
限
法
（
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
を
法
的
根
拠

に
、
米
国
国
際
開
発
庁
（
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
）、
財
務
省
海
外
資
産
管
理
室

（
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
）
が
「
特
別
指
定
国
民
（Specially D

esignated N
ationals: SD

N

）」

に
指
定
さ
れ
て
い
る
組
織
や
人
物
と
の
取
引
を
禁
止
す
る
条
項
を
人

道
機
関
と
の
贈
与
契
約
の
中
に
盛
り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
は
自
ら
が
拠
出
す
る
資
金
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
支
援
が
テ
ロ
組
織
の
強
化
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
か
を
監
査
す

る“Partner Vetting System
:

（PVS

）”

を
導
入
し
て
い
る

31

。
そ
の
他
に
も
、

米
国
愛
国
法
に
お
い
て
も
、
テ
ロ
行
為
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
支
援
物
資
が
テ
ロ
組
織
に
利
用

さ
れ
た
場
合
、
そ
の
援
助
供
与
者
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る

32

。
米
国
の
ほ
か
に
も
、
類
似
す
る
テ
ロ
対
策
関
連

法
が
、
英
国
や
豪
州
等
で
も
施
行
さ
れ
て
い
る
。

テ
ロ
対
策
関
連
法
は
ド
ナ
ー
国
か
ら
の
資
金
提
供
を
困
難
に

し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
け
で
な
く
国
連
人
道
機
関
の
活
動
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
の
国
際
テ
ロ
組
織
へ
の
指

定
以
降
、
最
大
の
ド
ナ
ー
国
で
あ
る
米
国
は
、
国
連
人
道
機
関
や

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
へ
の
拠
出
金
の
再
検
討
を
始
め
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｇ
設
立
後
、

増
加
し
て
い
た
ソ
マ
リ
ア
向
け
の
支
援
額
は
、
二
〇
〇
八
年
の

二
億
三
七
〇
〇
万
ド
ル
か
ら
二
〇
一
一
年
の
二
〇
〇
〇
万
ド
ル
に

減
少
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ａ
は
、
米
国
に
よ
る
人
道
支
援
政
策
の

変
更
が
、
多
く
の
人
道
機
関
の
計
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
と
声
明
を
発
表
し
て
い
る

33

。
実
際
、
米
国
か
ら
多
額
の
拠
出
金

を
受
け
取
っ
て
い
る
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
食
糧
支

援
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

34

。

ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
は
、
同
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
経
済
制
裁

を
決
定
し
た
決
議
一
八
四
四
（
二
〇
〇
八
年
）
の
採
択
、
そ
し
て
米
国

に
よ
る
国
際
テ
ロ
組
織
へ
の
指
定
以
降
、
国
連
職
員
や
支
援
活
動
を

行
う
欧
米
人
を
「
正
当
な
攻
撃
対
象
」
と
見
な
し
、
自
爆
テ
ロ
や
襲

撃
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
が
飢
餓
を
宣
言

（
二
〇
一
一
年
七
月
～
二
〇
一
二
年
二
月
）
し
て
い
る
最
中
、
二
〇
一
一

年
七
月
に
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
が
無
条
件
で
国
際
支
援
を
受
け
入
れ
る

と
宣
言
し
た
際
、
米
国
財
務
省
は
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
の
規
制
を
緩
和
し
、
ア

ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
支
配
地
域
に
も
支
援
物
資
を
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
が
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
は
米
国
や
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
食
糧
支
援
は
中
立
性

を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
支
配
地
域
に
お
け
る
活
動
を

再
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

35

。

主
要
ド
ナ
ー
国
に
よ
る
テ
ロ
対
策
関
連
法
が
人
道
支
援
に
悪
影
響

を
も
た
ら
す
中
、
国
際
社
会
は
何
も
対
策
を
講
じ
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
安
保
理
は
決
議
一
九
一
六
（
二
〇
一
〇
年
）
を
採
択
し
、

国
連
人
道
機
関
や
赤
十
字
運
動
等
の
活
動
資
金
が
凍
結
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
決
議
一
九
一
六
は
こ
れ

ら
の
人
道
機
関
に
対
し
、
支
援
の
横
流
し
等
の
情
報
を
Ｈ
Ｃ
に
提
供

す
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
Ｈ
Ｃ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
事

案
が
発
生
し
て
い
な
い
か
安
保
理
に
四
ヵ
月
ご
と
に
報
告
す
る
よ
う

要
請
し
て
い
る

36

。
つ
ま
り
Ｈ
Ｃ
か
ら
の
報
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、

安
保
理
に
よ
る
追
加
制
裁
（
人
道
支
援
の
政
治
化
）
の
余
地
が
残
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
等
の
主
要
ド
ナ
ー
国
に
よ
っ
て
テ
ロ
対
策

関
連
法
の
強
化
が
図
ら
れ
、
人
道
支
援
は
極
め
て
政
治
化
し
て
い
る
。

人
道
機
関
は
ド
ナ
ー
国
か
ら
資
金
を
獲
得
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
た

こ
と
に
加
え
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
の
雇
用
や
支
援
活
動
の
監
査
等
に
掛

か
る
管
理
コ
ス
ト
の
上
昇
に
直
面
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ル
シ
ャ

バ
ー
ブ
か
ら
活
動
へ
の
同
意
を
獲
得
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
人

道
ア
ク
セ
ス
も
低
下
し
て
い
る
。
結
果
的
に
国
連
人
道
機
関
は
、
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
軍
事
力
を
背
景
に
し
た
「
強
硬
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
取
ら

ざ
る
を
得
ず
、
同
軍
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
地
域
以
外
で
は
活
動
が

困
難
に
な
っ
て
い
る
。

　
⑶
小　
括

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
人
道
機
関
に
よ
る
人
道
支
援
は
、
国
家

建
設
と
対
テ
ロ
戦
略
と
い
う
き
わ
め
て
政
治
的
な
文
脈
の
中
で
行
わ

れ
て
い
る
。
国
家
建
設
と
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
か
か
わ
る
事
業
を
推

進
す
る
た
め
に
、
特
別
政
治
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
も

と
、
国
連
は
政
治
部
門
と
人
道
部
門
の
統
合
を
図
っ
て
い
る
。
本
事

例
は
、
統
合
が
紛
争
犠
牲
者
の
不
利
益
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
対
テ
ロ
戦
略
に
つ
い
て
は
、
人
道
支
援
コ
ミ
ュ
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ニ
テ
ィ
や
現
地
社
会
に
不
信
を
増
幅
さ
せ
、
人
道
ア
ク
セ
ス
の
制
限

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ド
ナ
ー
国
か
ら
厳
し
い
条
件
が
人
道
支
援
に

必
要
な
資
金
に
課
せ
ら
れ
た
結
果
、
最
も
支
援
の
必
要
な
人
々
に
支

援
が
届
け
ら
れ
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
テ
ロ
の
撲
滅
と
い
う
政

治
的
課
題
と
人
道
支
援
が
連
結
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ソ
マ
リ
ア
に

お
け
る
人
道
支
援
の
環
境
は
悪
化
し
て
い
る
。

⑷
赤
十
字
運
動
に
よ
る
人
道
支
援

前
節
で
は
、
系
譜
的
に
「
新
し
い
人
道
主
義
」
寄
り
の
国
連
人
道

機
関
に
よ
る
人
道
支
援
が
、
必
ず
し
も
人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
つ

な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
節
で
は
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー

ブ
支
配
地
域
に
お
い
て
も
人
道
支
援
を
継
続
し
て
い
る
赤
十
字
運
動

を
構
成
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
の
活
動
に
焦
点
を
当

て
、
な
ぜ
同
地
域
へ
の
人
道
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
、
活
動
を
継
続
で

き
る
の
か
を
分
析
す
る
。

①
人
道
原
則
と“Safer Access ”

赤
十
字
運
動
は
、「
古
典
派
人
道
主
義
」
の
立
場
を
採
る
組
織
と
し

て
、
公
平
性
、
中
立
性
、
独
立
性
を
行
動
規
範
と
し
て
活
動
を
行
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
道
原
則
は
必
ず
し
も
人
道
ア
ク
セ
ス
を
保

障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
武
装
勢
力
に
と
っ
て
は
人
道
機
関
に
味
方

に
付
い
て
も
ら
っ
た
方
が
利
益
に
な
る
た
め
、
必
ず
し
も
中
立
性
は

そ
の
武
装
勢
力
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
公

平
性
に
基
づ
き
、
被
災
の
程
度
に
応
じ
て
支
援
物
資
を
配
布
す
れ
ば
、

よ
り
少
な
い
量
の
支
援
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ
た
武
装
勢
力
か
ら
見

る
と
、
人
道
機
関
の
支
援
は
敵
対
す
る
勢
力
へ
の
加
勢
に
見
え
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
ソ
マ
リ
ア
に
お
い
て
、
国
連
人
道
機
関
だ
け
で
な

く
、
人
道
原
則
を
最
も
厳
守
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
さ
え
も
ア
ル
シ
ャ

バ
ー
ブ
支
配
地
域
か
ら
二
〇
一
二
年
一
月
に
一
時
的
に
追
放
さ
れ
た

の
は
、
人
道
原
則
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

37

。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
道
原
則
の
効
果
を
過
小
評
価
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
有
用
性
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る

38

。
上

記
し
た
よ
う
に
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
受
容
と
同
意
を
得
る
の
に
人

道
原
則
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
赤
十
字
運
動
で
は
、
人
道
ア
ク
セ

ス
の
確
保
の
た
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

“Safer Access (SAF) ”

と
い
う
指
針
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
Ｆ
は
、

二
〇
〇
三
年
に
公
表
さ
れ
、
国
内
で
発
生
し
た
紛
争
に
お
い
て
、
Ｎ

Ｓ
が
現
地
社
会
か
ら
受
容
さ
れ
、
安
全
と
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る

た
め
の
方
法
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
よ
る
と
、
人
道
ア
ク

セ
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、「
ア
ク
セ
ス
」、「
認
知
」、「
受
容
」、「
安

全
」
で
構
成
さ
れ
る
「
Ｓ
Ａ
Ｆ
サ
イ
ク
ル
」
を
円
滑
に
回
転
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

39

。
Ｎ
Ｓ
は
平
時
か
ら
民
族
、
宗
派
等

の
区
別
な
く
国
内
全
土
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ア
ク
セ
ス
）。

そ
の
よ
う
な
公
平
な
人
道
支
援
は
、
全
て
の
利
害
関
係
者
に
肯
定

的
に
捉
え
ら
れ
、
信
頼
関
係
の
構
築
に
寄
与
す
る
（
認
知
）。
そ
し
て
、

そ
の
信
頼
関
係
は
、
利
害
関
係
者
の
Ｎ
Ｓ
の
活
動
に
対
す
る
理
解
を

促
進
し
（
受
容
）、
最
終
的
に
現
地
に
お
け
る
安
全
な
活
動
が
保
障
さ

れ
（
安
全
）、
よ
り
確
実
な
ア
ク
セ
ス
が
実
現
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
赤
十
字
運
動
以
外
の
多
く
の
人
道
機
関
も
Ｓ

Ａ
Ｆ
に
類
似
す
る
枠
組
み
や
人
道
原
則
に
基
づ
い
て
活
動
を
行
っ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
赤
十
字
運
動
が
他
の
機
関
と
違
う
の
は
、
そ
れ
を

ア
ド
ホ
ッ
ク
で
は
な
く
組
織
的
に
導
入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
と
Ｎ
Ｓ
は
、
現
地
社
会
か
ら
の
受
容
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
紛

争
当
事
者
か
ら
一
般
住
民
ま
で
、
幅
広
い
人
々
と
対
話
す
る
。
そ
し

て
、
紛
争
当
事
者
内
で
も
、
指
導
部
か
ら
前
線
の
戦
闘
員
に
至
る
、

幅
広
い
層
と
対
話
す
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
よ
る
と
、
ア
ル
シ
ャ
バ
ー

ブ
が
人
道
支
援
に
対
し
警
戒
感
を
示
す
の
は
、
①
人
道
支
援
は
ス
パ

イ
行
為
で
あ
る
、
②
人
道
支
援
そ
の
も
の
が
効
果
的
で
な
い
と
見
な

す
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
道
ア
ク
セ

ス
の
交
渉
を
行
う
際
に
は
、
人
道
原
則
に
基
づ
い
て
活
動
を
行
う
と

確
信
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
ア
ル

シ
ャ
バ
ー
ブ
内
で
も
、
前
線
の
戦
闘
員
は
人
道
機
関
に
対
し
否
定
的

な
感
情
を
抱
い
て
い
る
が
、
シ
ュ
ラ
（
Ｓ
ｈ
ｕ
ｒ
ａ
）
と
呼
ば
れ
る
指

導
部
は
前
線
の
戦
闘
員
ほ
ど
に
は
否
定
的
な
感
情
を
抱
い
て
い
な
い

と
い
う

40

。
し
た
が
っ
て
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
紛
争
当
事
者
と
交
渉
し
、

同
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
「
同
意
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
前
提

と
な
る
。

②
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社

赤
十
字
運
動
が
他
の
人
道
機
関
よ
り
も
迅
速
に
人
道
ア
ク
セ
ス
を

確
立
で
き
る
の
は
、
そ
の
組
織
的
特
徴
に
あ
る
。
上
記
し
た
よ
う
に
、

赤
十
字
運
動
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
そ
し
て
一
九
一
ヵ
国
に
あ

る
Ｎ
Ｓ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
他
の
人
道
機
関
は
紛
争
地

で
人
道
支
援
を
行
う
場
合
、
現
地
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
契
約
を
結
び
活
動
を

行
う
。
ソ
マ
リ
ア
の
場
合
、
国
内
に
数
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
存
在
す
る

が
、
組
織
と
し
て
の
信
頼
性
に
は
大
き
な
幅
が
あ
り
、
国
連
人
道
機

関
や
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
信
頼
で
き
る
現
地
の
事
業
実
施
パ
ー
ト
ナ
ー
を

見
つ
け
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
赤
十
字
運
動
の

場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
紛
争
下
に
お
け
る
人
道
支
援
を
主
導
す
る
が
、

活
動
を
行
う
と
き
は
紛
争
国
の
Ｎ
Ｓ
と
協
働
す
る
。
Ｎ
Ｓ
は
平
時
か

ら
現
地
で
幅
広
い
人
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
国

の
文
化
や
慣
習
等
に
精
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
紛
争
が
発
生

し
た
場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
速
や
か
に
紛
争
国
の
Ｎ
Ｓ
と
連
携
し
、
人

道
支
援
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

赤
十
字
運
動
が
他
の
人
道
機
関
よ
り
も
ア
ル
シ
ャ
バ
ー
ブ
支
配

地
域
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
は
、
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
の
存
在
に
負
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う
面
が
大
き
い
。
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
は
、
同
国
独
立
か
ら
三
年
後

の
一
九
六
三
年
に
設
立
さ
れ
た
ソ
マ
リ
ア
国
内
で
唯
一
の
全
国
展

開
（
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
と
プ
ン
ト
ラ
ン
ド
も
含
む
）
し
て
い
る
組
織
で
あ
る
。

指
導
部
に
当
た
る
「
執
行
委
員
会
」
は
、
主
要
な
氏
族
か
ら
選
出
さ

れ
た
九
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ソ
マ
リ
ア
赤
新

月
社
は
ソ
マ
リ
ア
政
府
や
地
方
の
有
力
者
と
太
い
パ
イ
プ
を
築
く
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
る

41

。
こ
の
こ
と
が
紛
争
当
事
者
と
の
ア
ク
セ

ス
を
め
ぐ
る
交
渉
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る

42

。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

と
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
は
互
い
に
補
完
的
に
活
動
を
行
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
の
国
際
要
員
は
必
ず
し
も
ソ
マ
リ
ア
全
土
で
「
受
容
」
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
国
際
要
員
が
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
場

所
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
要
員
に
代
わ
っ
て
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
の
職

員
が
派
遣
さ
れ
、
人
道
支
援
を
提
供
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
赤
十
字

運
動
総
体
と
し
て
の
人
道
ア
ク
セ
ス
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
は
全
国
に
一
九
の
支
部
と

一
三
〇
の
区
部
を
構
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
保
健
サ
ー
ビ

ス
、
救
急
法
の
講
習
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
等
、
地
域
に
根
付
い

た
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、仮
に
あ
る
支
部
が
ア
ル
シ
ャ

バ
ー
ブ
の
よ
う
な
武
装
勢
力
の
支
配
下
に
入
り
、
外
部
か
ら
の
支
援

が
届
か
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
域
に
住
む
支
部
の
職
員
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
人
道
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

激
し
い
戦
闘
が
続
く
ソ
マ
リ
ア
に
お
い
て
、
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月

社
が
今
日
ま
で
活
動
を
継
続
で
き
た
の
は
、「
独
立
性
」
を
尊
重
し

て
き
た
た
め
で
あ
る

44

。
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
は
、
同
国
内
に
お
い

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
以
外
の
機
関
と
連
携
し
て
活
動
を
行
う
こ
と
は
な
い
。

上
記
し
た
よ
う
に
、
ソ
マ
リ
ア
で
は
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
だ
け
で
な
く
国
連

人
道
機
関
も
紛
争
当
事
者
や
現
地
住
民
か
ら
中
立
な
機
関
と
見
な
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
環
境
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
機

関
と
連
携
す
る
こ
と
は
ソ
マ
リ
ア
赤
新
月
社
の
人
道
原
則
に
基
づ
く

活
動
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
マ
リ
ア
赤

新
月
社
を
含
め
た
赤
十
字
運
動
は
、
国
連
人
道
機
関
、
国
際
移
住
機

関
（
Ｉ
Ｏ
Ｍ
）、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
で
構
成
さ
れ
る
人
道
カ
ン
ト
リ
ー
チ
ー
ム

の
調
整
会
議
に
参
加
す
る
が
、
あ
く
ま
で
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の

参
加
で
あ
り
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
の
か
は
自
分
た
ち

で
決
め
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
組
織
と
し

て
の
自
主
性
を
担
保
し
、
他
の
人
道
機
関
と
の
峻
別
を
図
る
こ
と
で
、

現
地
社
会
か
ら
中
立
か
つ
独
立
な
機
関
と
し
て
信
頼
さ
れ
「
受
容
」
を

獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

⑶
小　
括

本
節
で
は
、
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
策
定
を
通
し
、
赤
十
字
運
動
が
人
道
ア

ク
セ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
制
度
化
を
進
め
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

治
安
、
政
治
、
開
発
、
人
道
等
、
幅
広
い
部
局
か
ら
構
成
さ
れ
る
国

連
シ
ス
テ
ム
と
異
な
り
、
赤
十
字
運
動
の
構
成
体
は
一
貫
し
て
人
道

原
則
を
遵
守
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
、
現
地
社
会
か
ら
の
「
受
容
」
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、「
新
し
い
人
道
主
義
」
寄
り
で
「
強
硬
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を

採
用
す
る
国
連
人
道
機
関
と
異
な
り
、「
古
典
派
人
道
主
義
」
に
属
し

「
同
意
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
す
る
赤
十
字
運
動
が
、
ア
ル

シ
ャ
バ
ー
ブ
支
配
地
域
に
お
け
る
人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
成
功
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る

赤
十
字
運
動
の
活
動
は
国
連
人
道
機
関
に
よ
る
活
動
に
ど
の
よ
う
な

示
唆
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
Ｓ
Ａ
Ｆ
サ
イ
ク
ル
」

の
構
成
要
素
で
あ
る
「
受
容
」
の
視
点
か
ら
簡
単
に
述
べ
た
い
。

二
〇
〇
六
年
に
公
表
さ
れ
た
『
統
合
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
指
針
に
関
す

る
覚
書
（N

ote of G
uidance on Integrated M

issions

）』
で
は
、
政
治
、
開
発
、

人
道
、
法
の
支
配
、
治
安
等
、
幅
広
い
平
和
構
築
活
動
を
必
要
と
す

る
紛
争
後
社
会
に
お
い
て
、
統
合
は
指
導
的
指
針
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る

45

。
し
た
が
っ
て
、
人
道
原
則
を
厳
格
に
遵
守
す
る

「
古
典
派
人
道
主
義
」
に
国
連
人
道
機
関
が
後
戻
り
す
る
こ
と
は
も
は

や
想
像
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
赤
十
字
運
動
の
よ
う
に
一
貫
し
た
「
同

意
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
中
で
も
、
国
連
人
道
機
関
と
Ｕ

Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
は
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
現
地
社
会
か
ら
の
「
受
容
」
を
獲

得
す
る
た
め
に
努
力
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ

Ｍ
の
軍
隊
と
ソ
マ
リ
ア
国
民
軍
（Som

ali N
ational Arm

y: SN
A

）
に
よ
る
国

際
人
道
法
の
違
反
行
為
を
抑
止
す
る
制
度
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
、
国
連
事
務
総
長
は
「
人
権
配

慮
政
策
（H

um
an Rights D

ue D
iligence Policy: H

RD
D

P

）」
を
承
認
し
、
平

和
活
動
に
当
た
る
国
連
以
外
の
治
安
部
隊
に
対
す
る
人
権
の
尊
重
の

促
進
・
奨
励
が
進
め
ら
れ
て
い
る

46

。
Ｈ
Ｒ
Ｄ
Ｄ
Ｐ
と
は
、
平
和
活

動
に
当
た
る
国
連
以
外
の
治
安
部
隊
（
ソ
マ
リ
ア
の
場
合
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ

Ｏ
Ｍ
や
Ｓ
Ｎ
Ａ
に
相
当
）
が
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
難
民
条
約

等
の
国
際
法
上
の
違
反
行
為
に
加
担
す
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
指
針
で
あ
る

47

。
す
な
わ
ち
、
拷
問
や
性
的
虐
待
の
ほ

か
、
予
期
さ
れ
る
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
に
お
い
て
巻
き
添
え
に
な

る
文
民
た
る
住
民
の
死
亡
や
傷
害
、
民
用
物
の
損
傷
等
が
著
し
く
過

度
な
攻
撃
が
行
わ
れ
た
場
合
等
に
、
国
連
は
当
該
治
安
部
隊
に
対
す

る
支
援
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

48

。
ま
た
、
決

議
二
〇
三
六
に
お
け
る
勧
告
に
基
づ
き
、
二
〇
一
五
年
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
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Ｏ
Ｍ
に
は
「
文
民
犠
牲
者
追
跡
分
析
対
応
室
（Civilian Casualty Tracking, 

Analysis and Response Cell: CCTARC

）」
が
設
置
さ
れ
て
い
る

49

。
Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ａ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
の
軍
隊
に
よ
る
戦
闘
行
為
に
一
般
住
民

が
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
の
追
跡
、
一
般
住
民
に
も
た
ら
さ
れ
た
被
害

の
発
生
原
因
の
分
析
、
個
別
事
件
へ
の
対
応
と
補
償
等
を
行
う
制
度

で
あ
る
。
Ｈ
Ｒ
Ｄ
Ｄ
Ｐ
と
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
や
Ｓ

Ｎ
Ａ
に
対
し
戦
闘
行
為
に
お
い
て
戦
闘
員
と
一
般
住
民
の
区
別
に
配

慮
す
る
こ
と
を
促
し
、結
果
的
に
現
地
住
民
の
間
に
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ

や
Ｓ
Ｎ
Ａ
に
対
す
る
不
信
感
が
広
が
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
か
ら
武
装
警
護
等
の
支
援

を
受
け
る
国
連
人
道
機
関
に
対
す
る
不
信
感
の
拡
大
も
抑
止
で
き
、

現
地
社
会
か
ら
の
「
受
容
」
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
統
合
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
現
地
の
治
安
情
勢
、
人
道
支

援
の
政
治
化
の
程
度
、
現
地
住
民
や
武
装
勢
力
が
抱
く
支
援
機
関
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
人
道
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
の
可
能
性
等
を
踏

ま
え
、
統
合
度
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
戦
闘
が
激
し
い
地
域
に
展

開
す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
合
、
安
易
に
組
織
面
の
統
合
化
を
図
ら
ず
、

例
え
ば
、
現
在
の
よ
う
なD

SRSG
/RC/H

C

か
らH

C

の
機
能
を
分

離
し
たD

SRSG
/RC

の
ダ
ブ
ル
ハ
ッ
ト
に
留
め
、
政
治
部
門
と
の
峻

別
を
図
り
、「
受
容
」
の
獲
得
へ
の
悪
影
響
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
も

検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う

50

。

さ
ら
に
、
人
道
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
た
め
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー

活
動
の
強
化
も
求
め
ら
れ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
、

人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
向
け
、
国
連
が
高
官
レ
ベ
ル
で
非
国
家
武

装
勢
力
と
交
渉
す
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

51

。
し
か
し
、

一
九
九
一
年
に
採
択
さ
れ
た
総
会
決
議
四
六
／
一
八
二
で
は
、
国
連

の
高
官
に
は
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
か
ら
「
同
意
」
を
獲
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
道
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
責
務
が
あ
る
と
明
記
さ
れ
て

い
る

52

。
国
連
人
道
機
関
（
特
に
Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ａ
）
は
、
紛
争
当
事
者
と
の
交

渉
と
「
同
意
」
の
獲
得
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
人
道
ア
ク
セ
ス
の
確

保
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
Ｆ
Ｇ
Ｓ
、
ド
ナ
ー
国
、
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ

Ｏ
Ｍ
等
に
周
知
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
に
主

要
ド
ナ
ー
国
、
国
連
、
赤
十
字
運
動
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
間
で
合
意
し
た
『
人

道
援
助
に
お
け
る
原
則
と
優
れ
た
実
践
（Principles and G

ood Practice of 

H
um

anitarian D
onorship

）』
や
二
〇
一
六
年
の
世
界
人
道
サ
ミ
ッ
ト
で
議

論
さ
れ
た
『
グ
ラ
ン
ド
バ
ー
ゲ
ン
（G

rand Bargain

）』
等
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ド
ナ
ー
国
に
対
し
使
途
条
件
の
な
い
資
金
の
拡
大

を
求
め
、
人
道
支
援
に
係
る
資
金
が
政
治
目
的
に
利
用
さ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の
活
動
も
地
道
に
続
け
て
い
く

必
要
が
あ
る

53

。

本
稿
は
、「
古
典
派
人
道
主
義
」
と
「
新
し
い
人
道
主
義
」
と
い
う

二
つ
の
系
譜
か
ら
、
赤
十
字
運
動
と
国
連
人
道
機
関
の
人
道
ア
ク
セ

ス
の
確
保
に
向
け
た
政
策
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
赤
十
字
運
動
に
つ

い
て
は
、“Safer Access ”

の
枠
組
み
の
も
と
、
ソ
マ
リ
ア
に
お
い
て

一
定
の
人
道
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

し
か
し
、“Safer Access ”

の
有
効
性
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
ソ
マ

リ
ア
の
事
例
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、今
後
、“Safer 

Access ”

が
他
の
紛
争
地
ま
た
は
紛
争
後
社
会
に
お
い
て
も
有
効
な

の
か
検
証
す
る
必
要
で
あ
る
。
一
方
、
国
連
人
道
機
関
に
つ
い
て
は
、

全
体
と
し
て
、
政
治
部
門
と
の
「
統
合
」
や
国
際
社
会
に
よ
る
対
テ

ロ
戦
略
に
よ
っ
て
、
人
道
ア
ク
セ
ス
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
や
Ｗ
Ｆ
Ｐ
等
の
個
別
の
政
策
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
ま
で
は
十
分
に
分
析
し
き
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
よ
り
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、「
古
典
派
人
道
主
義
」
と
「
新
し
い
人
道
主
義
」
は
人
道

ア
ク
セ
ス
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
紛
争
犠
牲
者
の

救
済
と
い
う
目
的
を
共
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
二
項

対
立
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
人
道
主
義
の
潮
流

と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
今
後
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
赤
十
字

運
動
と
国
連
人
道
機
関
の
活
動
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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落
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こ
と
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な
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も
し
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な
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。
こ
の
よ
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公
平
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原
則
は
最
大
多
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の
被
災
者
に
人
道
を
実
現
す
る
た
め
の

原
則
と
い
え
る
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人
道
主
義
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
本
質
的
で
絶
対
的
な
価

値
で
あ
る
人
道
と
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と
違
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り
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る
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に
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道
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関
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動
に
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す
る
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ら
ゆ
る
干
渉
を

回
避
す
る
こ
と
に
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っ
て
、
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な
救
援
活
動
の
遂
行
を
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能
に

す
る
た
め
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Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
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経
験
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導
き
出
し
た
活
動
上
の
原
則

で
あ
る
。
中
立
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事
的
中
立
」
と
「
イ
デ
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す
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種
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デ
オ
ロ
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ー
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質
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紛

争
に
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担
す
る
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控
え
る
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と
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う
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独
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は
、
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め
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政
治
的
な
機
関
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国
家
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の
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渉
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け
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人
道

原
則
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た
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に
重
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原
則
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あ
る
。
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す
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独
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Ｏ
Ｓ
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Ｆ
Ｇ
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国
際
人
道
法
（
以
下
「
人
道
法
」）
を
構
成
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

に
は
「
条
約
の
普
及
」
と
題
し
て
、
平
和
時
か
ら
条
約
本
文
を
広
く
普

及
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
条
文
が
あ
る
。
し
か
し
同
条
に
は
誰
が

何
を
ど
う
普
及
し
た
ら
よ
い
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
ま
で
は
書
か
れ

て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
、
赤
十
字
は
「
人
道
の
実
現
」
と
い
う
自
己

の
マ
ン
デ
ー
ト
の
た
め
、
そ
れ
を
法
的
に
支
え
る
人
道
法
の
普
及
を

そ
れ
ぞ
れ
が
お
か
れ
た
多
様
な
文
脈
で
実
践
し
て
い
る
。

今
回
筆
者
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
普
及
活
動
の
一
つ
と
も
い
え

る
、
オ
ラ
ン
ダ
赤
十
字
社
と
同
国
ラ
イ
デ
ン
大
学
と
が
共
催
す
る

「
理
論
と
実
務
に
お
け
る
国
際
人
道
法
」
と
い
う
一
週
間
の
集
中
講
座

（
二
〇
一
七
年
七
月
九
日
～
一
五
日
）
に
参
加
し
た
。
そ
こ
で
人
道
法
の

普
及
は
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
本
講
座
の
紹
介

と
赤
十
字
の
観
点
か
ら
み
た
い
く
つ
か
の
考
察
を
述
べ
た
い
。

多
様
な
人
道
法
の
か
た
ち

「
理
論
と
実
務
に
お
け
る
国
際
人
道
法
」
と
い
う
講
座
名
に
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
隊
関
係
者
、
赤
十
字
関
係
者
、
学
術
関
係
者

と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
線
で
人
道
法
実
務
に
携
わ
る
講
師
に
よ

り
多
様
な
講
義
が
も
た
れ
た
。
内
容
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

人
道
法
は
古
く
は
戦
争
法
と
呼
ば
れ
、
国
際
法
の
中
で
も
と
り
わ

け
長
い
歴
史
を
持
つ
。
時
間
軸
に
お
い
て
人
道
法
の
内
容
が
ど
う
広

が
り
を
み
せ
て
き
た
の
か
を
み
れ
ば
、
人
々
が
戦
争
（
武
力
紛
争
）
に

ど
う
法
的
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代

に
目
を
向
け
れ
ば
今
の
紛
争
の
形
は
、
国
家
の
軍
隊
同
士
が
衝
突
す

る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
構
図
で
は
な
く
、
国
家
で
は
な
い
武
装

国
際
人
道
法
の
普
及
と
赤
十
字
―
運
動
体
の
原
点
の
探
究

齊
藤
　
彰
彦

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
企
画
課
派
遣
係
長

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援
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集
団
や
一
般
市
民
を
装
っ
た
本
来
戦
闘
と
は
無
関
係
な
人
々
が
暴

力
行
為
（
テ
ロ
リ
ズ
ム
行
為
等
）
を
企
て
る
よ
う
な
一
国
内
の
内
戦
（
非

国
際
的
武
力
紛
争
）
が
増
え
て
い
た
り
、
一
見
、
非
国
際
的
に
見
え
る

武
力
紛
争
で
も
、
そ
の
背
景
に
第
三
国
の
介
入
が
疑
わ
れ
た
り
、
治

安
維
持
や
国
連
の
平
和
維
持
活
動
の
よ
う
に
外
国
の
軍
隊
が
介
入
す

る
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
何
が
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
武
力
紛
争
な
の

か
、
わ
か
り
に
く
い
紛
争
の
形
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
軍
隊
関
係
者
が
お
か
れ
た
こ
う
し
た
現
実
は
複
雑
で
、
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
は
多
い
。

一
方
、
人
道
法
は
戦
闘
に
無
関
係
な
文
民
（
一
般
市
民
）
や
医
療
従

事
者
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た

人
々
の
犠
牲
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
赤
十
字
の
よ
う
な
人

道
支
援
団
体
に
と
っ
て
は
最
も
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
人
道
法
が
よ
り
多
く
の
人
々
に
理
解
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る

た
め
の
普
及
活
動
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
こ
の
問

題
の
背
景
に
は
、
本
来
人
道
法
で
保
護
さ
れ
る
は
ず
の
人
々
が
紛
争

に
巻
き
込
ま
れ
る
頻
度
や
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
現
実
（
市
街
地
で
の

紛
争
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
行
為
の
増
加
と
い
っ
た
事
象
）
が
あ
り
、
学
者
の
間

で
は
、
文
民
が
ど
の
よ
う
な
行
為
に
着
手
す
れ
ば
そ
の
保
護
が
失
わ

れ
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
保
護
の
地
位
は
保
持
さ
れ

る
の
か
と
い
っ
た
、
人
道
法
の
法
的
解
釈
に
関
す
る
盛
ん
な
議
論
が

交
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い
、
地
理
的
な

範
囲
や
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
て
作
動
す
る
よ
う
な
新
し
い

戦
闘
の
方
法
・
手
段
（
ド
ロ
ー
ン
や
サ
イ
バ
ー
兵
器
、
ロ
ボ
ッ
ト
兵
器
な
ど
）

も
急
速
な
進
歩
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
の
規
制
の
是
非
や
あ
り
方
に
つ

い
て
、
産
業
界
や
政
策
決
定
者
も
巻
き
込
ん
だ
議
論
も
生
じ
て
い
る
。

要
約
す
れ
ば
、
ど
の
講
師
に
も
共
通
し
た
問
題
意
識
と
し
て
、
古
い

ル
ー
ル
と
新
し
い
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
点

が
根
底
に
見
え
て
く
る
。

座
学
の
講
義
以
外
に
も
、
学
ん
だ
知
識
を
応
用
す
る
参
加
型
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
も
設
け
ら
れ
た
。
ペ
イ
ン
ト
ボ
ー
ル
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
は
、
遊
戯
用
の
エ
ア
ガ
ン
を
用
い
た
サ
バ
イ
バ
ル
ゲ
ー
ム
を
屋
外

で
体
験
し
な
が
ら
人
道
法
の
ル
ー
ル
を
学
ん
だ
（
例
え
ば
赤
十
字
標
章

を
掲
げ
た
り
、
投
降
を
表
明
し
た
者
は
攻
撃
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

ル
ー
ル
の
順
守
）。
ま
た
国
際
刑
事
裁
判
所
（International Crim

inal Court

、

以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
」。
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
等
を
犯
し
た
個
人
を
処
罰
す

る
条
約
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
国
際
機
関
）
模
擬
裁
判
で
は
、
仮
想
の
紛
争

事
例
に
つ
い
て
裁
判
官
、
弁
護
士
、
検
察
官
、
紛
争
犠
牲
者
と
い
っ

た
役
割
に
分
か
れ
、
裁
判
形
式
で
議
論
を
交
わ
し
た
。
机
上
の
知
識

を
実
際
に
用
い
る
こ
と
で
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
同
時

に
、
参
加
者
同
士
の
交
流
を
深
め
る
良
い
機
会
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、

国
際
法
実
務
を
取
り
扱
う
多
く
の
国
際
機
関
が
所
在
す
る
ハ
ー
グ
と

講義

講義名 講師

A. 導入　赤十字運動 オランダ赤十字法律顧問 Mirjam

B. 国際人道法　過去、現在、未来 国際司法裁判所判事 John Dugard

C. 武力紛争の区別 ライデン大学准教授 Robert Heinsch

D. 文民保護 ライデン大学教授 Horst Fischer（元オランダ赤

職員）

E. 戦闘員と捕虜 アムステルダム大学講師兼オランダ防衛アカ

デミー准教授 Jeroen van den Boogaard（元オラ

ンダ赤職員）

F. 国際人道法の普及における ICRC の役割 ICRC 本部研究員 Juliane Garcia Ravel

G. 敵対行為：一般原則と目標識別 アムステルダム大学兼オランダ防衛アカデ

ミー教授 Terry Gill

H. 敵対行為：自律兵器とサイバー戦 アムステルダム大学兼オランダ防衛アカデ

ミー教授 Paul Ducheine

I. 非国際的武力紛争の法 オランダ外務省法律顧問 Mireille Hector

J. 人道支援と災害対応法 ローマ・トレ大学准教授 Giulio Bartolini

K. 国際人道法と国際刑事法の相互作用 ライデン大学教授 William Schabas

L. 国際人道法と国際人権法の相互作用 ライデン大学教授 Helen Duffy

M. 国際人道法の執行と履行 ドイツ赤十字社国際部次長 Heike Spieker

N. ライデン大学 IHL クリニックプロジェクト ライデン大学大学院生

アクティビティー

内容 講師

a. オランダ赤十字本社訪問 オランダ赤十字安否調査担当職員、ボランティア

b. 国際刑事裁判所（ICC）訪問 ICC 職員

c. ペイントボールシュミレーション オランダ赤十字法律顧問 Mirjam

d. 模擬裁判 ライデン大学准教授 Robert
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い
う
地
の
利
を
生
か
し
、
実
際
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。

裁
判
所
職
員
二
名
と
二
時
間
超
に
わ
た
っ
て
盛
ん
な
質
疑
応
答
を
交

わ
し
、
現
実
の
世
界
で
人
道
法
が
ど
う
機
能
し
て
い
る
の
か
を
肌
身

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
確
か
に
、
生
身
の
人
間
の
生
命
と
尊
厳

を
扱
う
人
道
法
の
学
習
に
お
い
て
、「
理
論
と
し
て
見
て
き
た
ル
ー

ル
を
武
力
紛
争
と
い
う
現
実
の
場
に
ど
う
役
立
て
る
の
か
」
と
い
う

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

赤
十
字
の
エ
ッ
セ
ン
ス

本
講
座
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
と
オ
ラ
ン
ダ
赤
十
字
社
が
共
催
す
る
も

の
で
、全
体
の
進
行（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
）も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員（
教
員
）

が
務
め
た
。

冒
頭
、
オ
ラ
ン
ダ
赤
十
字
社
の
職
員
が
赤
十
字
運
動
に
つ
い
て
概

要
説
明
を
行
っ
た
。
人
道
法
に
つ
い
て
既
に
深
い
知
識
に
到
達
し
た

学
生
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
赤
十
字
運
動
に
詳
し
い
わ
け
で
は
な

い
。
未
来
の
法
律
家
や
学
者
の
卵
で
も
あ
る
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、

人
道
法
の
背
景
に
あ
る
「
人
間
の
生
命
と
尊
厳
の
尊
重
、
保
護
」
と

い
っ
た
赤
十
字
の
基
本
理
念
に
触
れ
て
お
く
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
全
体
の
進
行
役
を
務
め
た
ラ
イ
デ
ン

大
学Robert

准
教
授
は
、
ド
イ
ツ
赤
十
字
社
、
ド
イ
ツ
軍
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

で
法
律
顧
問
を
務
め
た
経
歴
を
持
ち
、
理
論
と
実
務
を
兼
ね
備
え
た

素
養
を
発
揮
し
な
が
ら
、
参
加
者
の
疑
問
に
も
首
尾
良
く
答
え
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
、
参
加
者
の
主
た
る
関
心
は
、
赤
十
字
運
動
で
は
な

く
理
論
と
実
務
に
お
け
る
生
き
た
人
道
法
の
姿
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ

て
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
は
、
赤
十
字
に
も
学
術
的
議
論
に
も
双

方
に
深
い
見
識
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
、
赤
十
字
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
触
れ
る
場
面
と
し
て
、
オ
ラ

ン
ダ
赤
十
字
社
本
社
を
訪
問
し
、
赤
十
字
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か

ら
安
否
調
査
活
動
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
。
安
否
調
査
活
動
と

は
、
言
い
換
え
れ
ば
離
散
家
族
支
援
（Restoring Fam

ily Link, RFL

）
の
こ

と
で
、
紛
争
や
災
害
な
ど
を
理
由
に
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
家
族
の

再
会
を
支
援
す
る
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
赤
十
字
社
に
と
っ
て

は
歴
史
の
長
い
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
赤
十
字
に
よ
る
安
否
調
査
活

動
は
人
道
法
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
初
日
の
講
義
で

受
け
た
赤
十
字
の
歴
史
が
人
道
法
と
ど
う
有
機
的
に
結
び
つ
く
の
か

に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

例
え
ば
安
否
調
査
担
当
部
署
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
先
の
大
戦

に
お
け
る
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
安
否
調
査
を
依
頼
す
る
カ
ー
ド

（Tracing Request Card

）
の
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
実
際
に
安

否
調
査
活
動
に
携
わ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら

は
、
昨
今
の
中
東
か
ら
の
難
民
流
入
に
伴
い
急
増
し
て
い
る
安
否
調

査
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
赤
十
字
‐

人
道
法
‐
地
域
的
背
景
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
、
例
え
ば
日
本
で

は
ど
の
よ
う
な
普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
他
国
の
赤
十
字
社
に
よ
る
人
道
法
普
及
の
実
践
例
と
し
て
、
日

本
の
赤
十
字
社
の
職
員
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
興
味
深

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
。

理
論
と
実
務
の
対
話

参
加
者
に
は
、
実
際
の
紛
争
地
で
働
く
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
や
国

連
機
関
の
職
員
、
大
学
教
員
な
ど
、
既
に
あ
る
程
度
の
専
門
知
識
を

備
え
た
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
活
動
す
る
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
、
同
国
で
の
紛
争
が
人
道
法
上
ど
う
評
価

さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
質
問
が
挙
げ
ら
れ
た
。
確
か
に
、
自
分
た
ち

が
お
か
れ
た
状
況
に
ど
の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
知
る
こ
と

（
人
道
法
の
解
釈
の
仕
方
）
は
、
そ
の
現
場
で
の
活
動
の
あ
り
方
に
直
結

す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四

条
約
（
文
民
条
約
）
の
成
立
史
を
研
究
す
る
別
の
参
加
者
（
研
究
者
）
は
、

同
条
約
の
起
草
過
程
に
日
赤
の
戦
時
救
護
の
歴
史
が
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
（
文
民
条
約
の
草
案
は
、
一
九
三
四

ライデン大学

ハーグキャンパス外観

講義の様子
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年
に
日
赤
で
開
催
さ
れ
た
赤
十
字
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
、「
東
京
草
案

（Tokyo D
raft

）」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）。
異
な
る
国
や
言
語
、
文
化
的
背

景
や
問
題
意
識
を
持
つ
参
加
者
間
の
対
話
に
お
い
て
、
人
道
法
は
、

「
紛
争
」
と
い
う
現
実
的
課
題
を
議
論
す
る
際
の
ひ
と
つ
の
「
共
通
言

語
」
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

実
務
と
の
接
点
と
い
う
観
点
か
ら
の
試
み
と
し
て
、
ラ
イ
デ
ン
大

学
か
ら
は
「
国
際
人
道
法
ク
リ
ニ
ッ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
取
り

組
み
が
紹
介
さ
れ
た
。
今
日
、紛
争
地
の
実
態
を
伝
え
る
報
道（
メ
デ
ィ

ア
）
の
多
く
は
「
人
道
法
が
守
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い

映
像
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
私
た
ち
は
現
実
に
人
道
法

が
守
ら
れ
て
い
る
実
例
を
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
人
道
法
が
適
切
に
守

ら
れ
た
こ
と
で
実
際
に
人
々
の
生
命
の
保
護
や
紛
争
後
の
平
和
構
築

に
貢
献
し
た
実
例
（G

ood Practice

）
を
明
ら
か
に
し
、
人
道
法
に
対
す

る
人
々
の
認
識
を
よ
り
積
極
的
な
も
の
に
促
す
こ
と
（「
人
道
法
は
役

に
立
た
な
い
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
認
識
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
）
を
目
指

し
て
い
る
。
具
体
的
に
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、学
生
が
主
体
と
な
っ

て
そ
う
し
たG

ood Practice

を
収
集
し
、
そ
の
成
果
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や

AM
N

ESTY IN
TERN

ATIO
N

AL

と
い
っ
た
人
道
法
普
及
の
担
い
手

た
ち
に
提
供
し
て
い
る
と
い
う
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
『IH

L in Action

（https://ihl-in-action.ICRC.org/

）』
で
公
開
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
人
道
法
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
決

し
て
紛
争
そ
の
も
の
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
上
に
も
「
本
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
あ
る
順
守
事
例
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

見
解
を
示
す
も
の
で
は
な
い
」「
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
苦
し
み
が
無

視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
注
意
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

「
守
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
誤
解
を
ぬ
ぐ
う
努
力
も
重
要
だ
か
、
赤

十
字
に
と
っ
て
は
「
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
の
先
に

「
人
道
法
を
い
か
に
紛
争
犠
牲
者
の
苦
し
み
の
緩
和
に
役
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
か
（
人
道
の
実
現
）」
と
い
う
究
極
的
な
ゴ
ー
ル
が
あ
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

赤
十
字
に
と
っ
て
の
原
点

人
道
法
を
構
成
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
半
世
紀
以
上
前
に
成

立
し
た
も
の
で
六
〇
〇
近
く
の
条
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
内
容
は
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
常
に
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
、
人
道
法
の
普
及
と
は

何
を
ど
う
や
っ
て
実
践
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
オ
ラ
ン
ダ
に
お

け
る
人
道
法
普
及
の
実
践
は
そ
の
問
い
に
対
す
る
多
く
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
く
れ
た
。

ペイントボールシミュレーション受付前

オランダ赤十字社本社社屋

（ハーグ中心部からトラムで約 20 分）

同社安否調査アーカイブ

国際刑事裁判所正門
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今
回
の
集
中
講
座
で
感
じ
た
こ
と
は
ま
ず
、
人
道
法
の
学
習
に
お

い
て
隣
接
す
る
関
連
法
域
の
知
識
が
ま
す
ま
す
欠
か
せ
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
に
三
分
の
一
ほ
ど
が
、

国
際
刑
事
法
、
国
際
人
権
法
、
災
害
対
応
法
と
い
っ
た
、
人
道
法
と

そ
の
理
念
を
共
有
す
る
他
の
国
際
法
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
焦
点
を

あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
人
道
法
に
限
ら
な
い
、
人
間
の
生
命
と
尊
厳

を
脅
か
す
事
態
に
対
処
す
る
「
総
体
的
な
」
国
際
法
の
理
解
が
重
要
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
上
に
も
述
べ
た
よ
う
な
、
市
街
地
で
の
紛
争
や

テ
ロ
リ
ズ
ム
行
為
の
増
加
、
新
し
い
技
術
進
歩
に
伴
う
戦
闘
手
段
の

多
様
化
、
本
来
人
道
法
で
保
護
さ
れ
る
は
ず
の
医
療
従
事
者
へ
の
攻

撃
な
ど
、
人
道
法
の
話
題
を
彩
る
現
代
的
課
題
は
ま
す
ま
す
事
欠
か

な
く
な
っ
て
い
る
。
人
道
法
の
全
体
像
を
理
解
す
る
際
に
、
そ
れ
を

と
り
ま
く
周
辺
の
国
際
法
の
発
展
や
現
代
の
武
力
紛
争
が
直
面
す
る

様
々
な
現
実
的
課
題
に
つ
い
て
も
、
幅
広
い
視
野
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。ま

た
こ
れ
と
並
ん
で
今
回
の
講
座
の
中
で
何
度
も
強
調
さ
れ
た
の

が
「
人
道
法
を
い
か
に
守
ら
せ
る
か
」
と
い
う
視
点
だ
っ
た
。
警
察
や

裁
判
所
の
よ
う
な
法
執
行
機
関
の
な
い
国
際
法
の
学
習
に
お
い
て
は
、

知
識
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
と
並
ん
で
、
こ
れ
を
ど
う
現
実
世
界
と

結
び
つ
け
て
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
か
と
い
う
思
考
が
重
視
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
人
道
法
は
、
国
際
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
行
使
（
武

力
紛
争
）
と
い
う
状
態
を
前
提
に
し
て
機
能
を
は
じ
め
る
。
人
道
法
が

様
々
な
場
面
で
語
ら
れ
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
一
方
で
、
そ

も
そ
も
人
道
法
は
「
戦
争
と
い
う
悪
の
中
の
善
」
と
い
う
限
界
の
上
に

成
立
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

赤
十
字
の
原
点
は
「
人
間
の
苦
し
み
」
を
緩
和
す
る
た
め
に
行
動
を

起
こ
す
と
い
う
「
人
道
」
の
原
則
で
あ
り
、
そ
の
実
現
を
法
的
に
保
護

す
る
点
こ
そ
、
赤
十
字
に
と
っ
て
の
人
道
法
の
最
も
重
要
な
価
値
で

あ
る
。
し
ば
し
ば
Ｉ
Ｃ
Ｃ
や
国
連
の
人
権
機
関
に
よ
る
試
み
は
、
不

処
罰
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
犯
罪
人
は
誰
か
、
人
権
侵
害
を
ど
う

明
る
み
に
す
る
か
と
い
っ
た
、「
正
義
」
や
「
平
和
」
と
い
っ
た
理
念

が
先
行
す
る
。
そ
う
し
た
試
み
の
周
辺
で
は
と
き
に
、「
敵
」
や
「
味

方
」、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
や
「
同
盟
」
と
い
っ
た
人
々
を
分
断
す
る
言
葉

が
浮
か
び
上
が
る
。
様
々
な
価
値
観
や
法
規
範
が
錯
綜
す
る
中
で
、

「
す
べ
て
の
人
々
の
苦
し
み
に
等
し
く
手
を
差
し
伸
べ
る
」
と
い
う
赤

十
字
と
人
道
法
の
シ
ン
プ
ル
な
原
点
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
。
今
回

の
集
中
講
座
は
そ
の
よ
う
な
気
付
き
を
あ
ら
た
め
て
筆
者
に
与
え
て

く
れ
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
簡
潔
に
言
い
表
し
た
以
下
の
条
文
を

も
っ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

赤
十
字
の
国
際
人
道
活
動
に
派
遣
要
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す

る
日
本
赤
十
字
社
の
職
員
た
ち
は
派
遣
に
際
し
て
危
機
管
理
研
修
の

「
傷
者
又
は
病
者
で
あ
る
者
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、

尊
重
し
、
且
つ
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
者

を
権
力
内
に
有
す
る
紛
争
当
事
国
は
、
そ
の
者
を
性
別
、
人
種
、

国
籍
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
又
は
そ
の
他
類
似
の
基
準
に
よ
る

差
別
を
し
な
い
で
人
道
的
に
待
遇
し
、
且
つ
、
看
護
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
一
条
約
（
傷
病

者
保
護
条
約
）
第
一
二
条
）

　
本
条
は
こ
の
条
約
全
体
の
礎
石
で
あ
る
。
本
条
は
本
来
の

意
味
に
お
け
る
こ
の
条
約
を
開
始
し
、
こ
の
条
約
全
体
を
通

じ
て
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
条

文
に
置
か
れ
て
い
る
大
原
則
か
ら
、
以
下
各
章
に
お
い
て
紛

争
当
事
国
に
課
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
一
切
の
義
務
が
生
じ

る
。
こ
の
原
則
は
文
明
の
美
し
い
花
で
あ
っ
て
、
一
般
民
衆

の
道
徳
及
び
公
衆
の
良
心
に
し
っ
か
り
受
け
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。（
赤
十
字
国
際
委
員
会
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
条
約
解
説
）
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修
了
が
必
須
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月

社
連
盟
（
以
下
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
のLearning Platform

に
あ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
使
っ
た“Stay Safe ”

と
い
う
研
修
コ
ー
ス
で
要
員
個
人
に

か
か
る
安
全
対
策
を
学
ん
だ
後
、
日
赤
本
社
で
集
合
研
修
を
受
け
る
。

そ
の
集
合
研
修
の
冒
頭
で
参
加
者
た
ち
に
い
つ
も
ひ
と
つ
の
質
問
を

投
げ
か
け
て
き
た
。「
国
際
活
動
に
際
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
何

か
。」
す
る
と
様
々
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
が
、
そ
の
た
び
に
「
皆
さ

ん
が 

笑
顔
で 

ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
家
や
職
場
に
帰
る
こ
と
」
で
は
な
い

か
、
と
安
全
管
理
の
重
要
性
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
近
年
の
人

道
支
援
活
動
で
は
特
に
多
く
の
従
事
者
、
赤
十
字
の
同
僚
た
ち
が
犠

牲
と
な
っ
て
い
る
中
、
さ
ら
に
重
き
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
課

題
と
し
て
安
全
管
理
の
意
識
を
喚
起
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
涵
養
す
る
こ

と
が
こ
の
研
修
の
目
的
で
あ
り
、
何
よ
り
要
員
の
派
遣
に
必
要
な
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。

１　

人
道
支
援
を
取
り
巻
く
安
全
環
境

赤
十
字
を
含
め
国
際
人
道
支
援
を
取
り
巻
く
安
全
環
境
は
変
化
し

て
い
る
。
リ
ス
ク
と
し
て
は
、
紛
争
が
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
、
様
々

な
武
装
勢
力
が
跋
扈
し
、
必
ず
し
も
国
際
人
道
法
が
遵
守
さ
れ
な
い

状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
武
力
紛
争
の
戦
術
と
し
て
医
療
施
設
や

医
療
要
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
救
援
要
員
を
攻
撃
対
象
と
し
、

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
砂
漠
化
を
図
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
こ
と
、
銃

器
が
氾
濫
し
、
武
装
勢
力
に
よ
る
活
動
が
拡
散
し
て
い
る
こ
と
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
自
然
災
害
の
激
甚
化
や
、
新
興
感
染
症
の
流
行
も

あ
る
。
従
来
か
ら
あ
る
が
、
事
案
の
発
生
頻
度
が
高
い
身
近
な
も
の

と
し
て
、
疾
病
や
交
通
事
故
、
一
般
犯
罪
も
大
き
な
リ
ス
ク
と
な
っ

て
い
る
。

政
治
的
要
因
や
個
人
を
保
護
す
る
必
要
性
、
事
案
の
生
じ
た

場
所
が
壁
や
検
問
な
ど
に
よ
り
物
理
的
に
隔
た
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
す
べ
て
の
情
報
が
正
確
に
集
積
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

二
〇
一
六
年
に
は
国
際
機
関
か
ら
地
元
の
民
間
支
援
団
体
ま
で
人
道

支
援
に
従
事
す
る
一
九
九
人
の
要
員
た
ち
が
殺
害
、
重
傷
、
誘
拐
と

い
っ
た
深
刻
な
被
害
に
遭
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
所
属
す

る
機
関
ご
と
に
区
分
す
る
と
、
国
連
機
関
五
一
人
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ

一
三
一
人
、
地
元
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
地
元
赤
十
字
社
三
四
人
、
赤
十
字
国
際

委
員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
一
二
人
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
一
人
、
他
二
人
で
あ
り
、

要
員
た
ち
を
区
分
す
る
と
国
際
ス
タ
ッ
フ
四
〇
人
、
現
地
ス
タ
ッ
フ

一
五
九
人
で
あ
っ
た
。
従
事
す
る
要
員
た
ち
の
全
体
数
が
不
明
で
あ

る
た
め
、
ど
の
程
度
リ
ス
ク
の
度
合
い
が
高
い
か
は
判
然
と
し
な
い

が
、
人
道
支
援
に
従
事
す
る
壮
健
な
人
た
ち
が
一
般
社
会
に
お
い
て

殺
害
、
重
傷
、
誘
拐
の
被
害
に
遭
遇
す
る
割
合
に
比
べ
る
と
、
は
る

か
に
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

国
際
人
道
支
援
に
お
け
る
日
赤
の
安
全
管
理
に
つ
い
て

斎
藤
　
之
弥

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
参
事

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援

図１　人道支援機関における重大事故 ･事件による被害者数

データ出典：Aid Workers Security Database/ 米国支援庁（USAID）による
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も
っ
と
も
、
人
道
支
援
活
動
に
従
事
す
る
人
た
ち
は
増
え
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
安
全
管
理
担
当
者
に
よ
る
と
、
現
在
は
一
〇
年
前
の
二

倍
程
度
の
人
た
ち
が
従
事
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
過
去
五

年
間
で
人
道
支
援
機
関
に
お
け
る
重
大
事
故･

事
件
の
被
害
者
数
は

（
参
照
：
グ
ラ
フ
一
）
二
〇
一
三
年
に
被
害
者
が
四
七
五
人
に
達
し
て
以

降
、
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な
援
助
機
関
や
団
体
が
安

全
管
理
に
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

被
害
の
内
容
が
治
安
情
勢
の
比
較
的
良
い
国
や
地
域
と
は
異
な
る
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
、
平
時
と
は
異
な
る
安
全
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
必

要
が
あ
る
。（
表
１
参
照
）

２　

安
全
の
七
つ
の
柱

そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
要
員
が
「
笑
顔
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
家

や
職
場
に
帰
る
」
た
め
に
、
引
き
続
き
安
全
管
理
に
鋭
意
の
努
力
が

払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
き
な
事
案
が
生
じ
る
度
に
世
論
で

も
組
織
と
し
て
の
安
全
配
慮
義
務
、“D

uty of Care ”

が
問
わ
れ
、
今

日
も
い
か
に
組
織
と
し
て
要
員
の
安
全
管
理
を
図
る
か
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
で
は
、
日
本
赤
十
字
社
は
国
際
人
道
活
動
に
向
け
て
、

い
か
に
要
員
の
安
全
管
理
を
図
っ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
、
赤
十
字
の
安
全
管
理
の
基
礎
に
は
「
安
全
の
七
つ
の
柱
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
要
員
候
補
者
が
初
め
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
赤
十

字
運
動
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
安
全
管
理
の
視
点
で
も
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
を
念
頭
に
し
て
現
地
の
状
況
が
調
べ
ら
れ
、
安
全
対
策

が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
の
概
要
を
示
す
。

⑴Acceptance 

受
容

赤
十
字
は
脅
威
を
緩
和
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
戦
略
に
「
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
」
を
置
い
て
い
る
。
赤
十
字
は
政
治
・
宗
教
・
文

化
的
に
中
立
で
公
平
な
人
道
支
援
機
関
と
し
て
、
す
べ
て
の
紛
争
当

事
者
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
け
入
れ
ら
れ
る

た
め
に
赤
十
字
は
、
そ
の
使
命
や
人
道
・
公
平
・
中
立
に
基
づ
く
活

動
内
容
を
広
く
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
赤
十
字
の
要
員

も
ま
た
、
活
動
地
域
の
文
化
や
習
慣
お
よ
び
政
治
、
社
会
、
治
安
な

ど
の
状
況
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

⑵Identification

識
別

現
場
に
お
い
て
受
容
が
達
成
さ
れ
た
ら
、
識
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
識
別
の
最
も
明
確
な
手
段
は
、
事
務
所
、
住
居
、
車
両
な

ど
へ
の
赤
十
字
標
章
の
使
用
で
あ
る
。
要
員
は
ワ
ッ
ペ
ン
や
身
分
証

明
を
身
に
着
け
、
赤
十
字
の
要
員
と
し
て
識
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

困
難
な
状
況
下
で
視
認
性
を
高
め
る
た
め
、
赤
十
字
の
旗
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
三
年
に
イ
ラ
ク
・
バ
グ
ダ
ッ
ド
で
人
道
支
援
機
関

が
武
装
勢
力
の
標
的
と
な
っ
て
以
来
、
識
別
が
必
ず
し
も
安
全
を
保

障
し
な
い
ど
こ
ろ
か
要
員
を
さ
ら
に
危
険
に
さ
ら
す
場
合
や
戦
略
的

表１　人道支援機関における重大事故 ･事件の被害原因　（単位：人）

被害原因 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

 被害者総数 277 475 329 287 199

・爆発、爆撃など 52 113 61 77 30

・銃撃など 113 182 101 112 70

・誘拐被害者総数 99 150 121 81 63

　　うち誘拐後に解放 92 141 120 68 63

　　うち誘拐後に殺害 7 9 1 13 0

・その他 13 30 46 17 36

データ出典：Aid Workers Security Database/米国支援庁（USAID）による

　安全の 7 つの柱　Seven Pillars of  Security

　◉受容 Acceptance 

　◉識別 Identification 

　◉情報 Information 

　◉通信 Telecommunication 

　◉規則 Rules and Regulations 

　◉行動 Behavior 

　◉防御 Protection 
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に
人
道
支
援
機
関
を
標
的
と
す
る
事
案
も
各
地
で
生
じ
て
い
る
。
安

全
確
保
の
手
段
と
し
て
国
際
赤
十
字
は
標
章
を
示
さ
な
い
こ
と
も
あ

る
。
要
員
た
ち
は
時
と
場
所
を
選
び
な
が
ら
、
明
確
に
識
別
さ
れ
る

よ
う
、
あ
る
い
は
目
立
た
な
い
よ
う
、〝H

igh Profile

〟
あ
る
い
は
〝Low 

Profile

〟
で
、
活
動
を
行
い
、
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

⑶Inform
ation

情
報

信
頼
で
き
る
情
報
は
要
員
に
潜
在
的
な
リ
ス
ク
の
存
在
を
想
起
さ

せ
、
事
案
を
予
測
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
本
当
に
信
頼
で
き

る
情
報
源
な
の
か
否
か
、
バ
イ
ア
ス
の
度
合
い
も
判
別
す
る
必
要
が

あ
る
。
事
案
の
発
生
し
た
時
に
も
的
確
な
対
応
を
可
能
に
す
る
点
か

ら
、
正
確
な
情
報
は
安
全
管
理
の
上
で
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

安
全
管
理
に
関
す
る
情
報
共
有
に
は
、
指
揮
命
令
系
統
を
常
に

意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
べ
て
の
要
員
は
、
取
扱
注
意
・
守
秘
義

務
の
対
象
と
な
る
軍
事
・
政
治
・
個
人
情
報
等
の
機
密
性
に
注
意
し
、

情
報
を
収
集
、
分
析
、
伝
達
・
共
有
す
る
。
す
べ
て
の
安
全
確
保
に

関
す
る
情
報
や
事
案
は
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
特
に
治

安
悪
化
に
関
す
る
情
報
に
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷Telecom
m

unication

通
信

信
頼
で
き
る
通
信
機
器
、
可
能
で
あ
れ
ば
複
数
の
通
信
シ
ス
テ

ム
を
用
い
る
こ
と
が
安
全
の
確
保
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、

通
信
機
器
が
安
全
を
向
上
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
要
員
が
通

信
の
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
適
切
に
使
用
し
、
通
信
網
が
確
立
さ
れ

る
こ
と
で
安
全
が
向
上
さ
れ
る
。
情
報
伝
達
、
現
場
で
の
移
動
管
理

と
現
在
地
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
治
安
状
況
の
悪
化
に
対
す
る
警
告
等
に

通
信
設
備
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
う
。
通
信
規
則
を
遵
守
し
、

緊
急
連
絡
方
法
等
を
確
立
す
る
。
複
数
の
通
信
手
段
を
持
ち
、
交
信

範
囲
内
で
活
動
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
携
帯
電
話
網
の
よ

う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
や
す
い
外
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
に
依

存
し
た
も
の
で
は
な
く
、
衛
星
携
帯
通
信
や
無
線
網
等
の
独
立
し
た

通
信
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
こ
と
が
、
治
安
情
勢
が
不
安
定
な
状
況
下

で
は
有
効
で
あ
る
。

⑸Rules and Regulations 

規
則

す
べ
て
の
要
員
と
現
地
職
員
は
、
活
動
地
固
有
の
安
全
管
理
規
則

に
従
っ
て
行
動
す
る
。
そ
の
規
則
は
す
べ
て
の
関
係
者
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
全
管
理
規
則
は
そ
の
活

動
地
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
と
安
全
管
理
上
の
脅
威
に
対
す
る
予
防
策
、

対
応
策
の
両
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

国
際
赤
十
字
に
派
遣
さ
れ
る
際
に
は
、Code of Conduct

（
行
動
規
範
）

を
理
解
し
、
署
名
す
る
こ
と
と
な
る
。
派
遣
さ
れ
た
国
の
法
令
や
行

政
令
、
社
会
規
範
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
安
全
管
理
規

則
と
共
に
、
現
地
で
は
治
安
悪
化
時
の
不
測
事
態
対
応
計
画
と
避
難

計
画
、
緊
急
医
療
搬
送
の
計
画
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
即

し
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
を
約
束
す
る
た
め
で
あ
る
。

現
地
固
有
の
観
点
に
つ
い
て
付
記
す
る
と
、
地
域
的
な
要
素
の
み

な
ら
ず
、
政
治
日
程
や
宗
教
行
事
、
現
地
で
用
い
ら
れ
て
い
る
暦
や

曜
日
、
農
閑
期
や
農
繁
期
、
雨
季
や
乾
季
等
に
即
し
て
注
意
喚
起
が

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。

⑹Behavior

行
動

安
全
は
組
織
の
管
理
、
統
率
力
、
要
員
個
人
の
資
質
と
行
動
に
か

か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
危
険
に
対
し
自
分
が
許
容
で
き
る
程
度
・

範
囲
を
自
ら
判
断
し
行
動
す
る
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
要
員
は

自
分
の
許
容
度
を
超
え
る
危
険
を
感
じ
た
ら
、
上
司
や
本
社
に
相
談

し
て
対
応
を
求
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
改
善
が
見
込

め
な
い
と
き
は
〝N

o

〟
と
い
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
要

員
個
人
に
も
チ
ー
ム
全
体
に
も
望
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
個
々
人
の
心
と
体
の
健
康
、
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
自
己
責

任
も
重
ん
じ
ら
れ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
喫
煙
に
対
す
る
依
存
を
な
く

す
こ
と
で
あ
る
。（
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
麻
薬
や
違
法
な
薬
物
の
使

用
、
飲
酒
運
転
な
ど
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。）
要
員
個
々
人
の
適
切
な
資

質
と
行
動
が
安
全
確
保
に
つ
な
が
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ひ
と
り
の
要

員
の
不
用
意
で
軽
率
な
行
動
が
組
織
全
体
へ
の
信
頼
を
損
な
い
危
機

を
招
く
こ
と
に
な
る
。
組
織
と
し
て
も
個
々
人
と
し
て
も
、
公
平
で

中
立
な
行
動
が
安
全
確
保
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。

⑺Protection

防
御

民
間
人
に
対
し
て
無
差
別
的
に
攻
撃
の
危
険
が
及
ぶ
恐
れ
の
あ
る

場
合
は
、
そ
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
防
護
室
、
窓
ガ
ラ
ス
へ
の

飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
、
警
報
装
置
等
の
設
置
、
警
備
員
の
配
置
な
ど
、

防
護
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
事
務
所
や
住
居
は
治
安
の

悪
い
場
所
は
避
け
、
政
治
的
・
軍
事
的
・
宗
教
的
に
標
的
と
な
り
や

す
い
場
所
や
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
場
所
か
ら
は
離
れ
て
い
る
べ
き

で
あ
る
。
周
囲
の
状
況
、
複
数
の
避
難
路
等
、
事
務
所
・
住
居
の
防

災
設
備
や
緊
急
避
難
方
法
な
ど
は
定
期
的
に
検
査
、
見
直
し
を
す
る
。

稀
に
し
て
警
察
・
軍
隊
等
か
ら
武
装
警
護
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
が
、

中
立
を
図
る
上
か
ら
最
終
的
手
段
と
い
え
る
。
も
し
国
際
赤
十
字
の

活
動
に
武
装
警
護
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、IFRC

そ

れ
ぞ
れ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本
部
が
最
終
決
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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安
全
管
理
に
お
け
る
七
つ
の
柱
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
赤
十

字
の
活
動
は
厳
し
い
環
境
の
中
で
緊
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
多
い
た
め
、
安
全
管
理
に
つ
い
て
も
共
通
言
語
と
し
て
要

員
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
様
々
な
国
と
地

域
か
ら
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
が
集
ま
る
の
で
、
な
お
さ
ら
安

全
管
理
の
共
通
言
語
が
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

⑻
安
全
管
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ（
参
考
）

な
お
、
安
全
を
図
る
た
め
何
処
に
力
点
を
置
く
か
は
、
組
織
や

団
体
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
安
全
管
理
の
「
受
容
＝Acceptance

」、

「
防
御
＝Protection

」、「
抑
止
＝D

eterrence
」
を
頂
点
と
す
る
三
角
形
、

〝Security Triangle

〟
で
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
地
元
の
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
支
援
と
安
全
を
確
保
す
る
方
法
、
被
害
が
及

ば
な
い
よ
う
物
理
的
に
防
ぐ
こ
と
で
被
害
を
軽
減
す
る
方
法
、
危
害

を
加
え
る
可
能
性
が
あ
る
相
手
に
「
や
っ
た
ら
、
や
ら
れ
る
」
と
思
い

留
ま
ら
せ
る
こ
と
で
安
全
を
図
る
方
法
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
赤

十
字
は
「
受
容
」
に
最
大
の
力
点
を
置
く
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
拉
致
、

誘
拐
な
ど
の
深
刻
な
事
案
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
で
早
期
の
無
事
解
放
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
抑
止
」
は
赤
十
字
に
は
最
も
遠
い
頂
点
と
考

え
ら
れ
る
が
、
地
元
の
理
解
や
協
力
を
も
っ
て
行
う
活
動
に
お
い
て

は
、
も
し
何
か
事
案
や
問
題
が
生
じ
た
ら
、
支
援
が
止
ま
っ
て
し
ま

う
こ
と
な
ど
、
受
益
者
や
関
係
者
側
の
期
待
す
る
持
続
性
の
観
点
か

ら
「
抑
止
」
が
は
た
ら
く
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
赤
十
字
運
動
の
み
な
ら
ず
、
人
道
支
援
に
従
事
す
る
民

間
援
助
団
体
に
も
、
組
織
と
し
て
の
行
動
規
範
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
人
道
支
援
機
関
が
ル
ワ
ン
ダ
等
で
多
く
の
困
難
に
立
ち
向
か
っ

た
一
九
九
四
年
以
降
、「
災
害
救
援
に
お
け
る
国
際
赤
十
字
・
赤
新

月
運
動
お
よ
び
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
の
た
め
の
行
動
規
範
」(Code 

of C
onduct for the International Red C

ross and Red C
rescent 

M
ovem

ent and N
on-G

overnm
ent O

rganizations in D
isaster 

Relief)

と
し
て
人
道
憲
章
と
共
に
団
体
、
機
関
と
し
て
の
規
範
が
示

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
一
〇
項
目
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ
り
、

組
織
と
し
て
の
姿
勢
や
活
動
の
あ
り
方
か
ら
、
問
題
と
な
る
遠
因
を

予
防
し
、
安
全
を
図
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
参
考
と
な
る
よ

う
以
下
に
示
す
。

３　

日
本
赤
十
字
社
の
安
全
管
理　

　

次
に
、
日
本
赤
十
字
社
が
講
じ
て
い
る
要
員
へ
の
安
全
管
理
に

つ
い
て
、
要
員
の
育
成
か
ら
派
遣
、
帰
国
後
ま
で
段
階
を
追
っ
て
述

Security Triangle

　　　　　　　　　　受容 Acceptance

防御 Protection　　　　　　　　　　　　　　　抑止 Deterrence

災害救援における国際赤十字・赤新月運動および
非政府組織（NGO）のための行動規範（Code of  conduct）

◉人道的見地からなすべきことを第一に考える。

◉援助はそれを受ける人々の人種、信条あるいは国籍に関係なく、またいかなる

　差別もなしに行われる。支援の優先度は、その必要性に基づいてのみ決定される。

◉援助は、特定の政治的あるいは宗教的立場の拡大手段として利用されてはなら

　ない。

◉我々は政府による外交政策の手段として行動することがないよう努める。

◉我々は受益者の文化と習慣風習を尊重する。

◉我々は地元の対応能力に基づいて災害救援活動を行うよう努める。

◉援助活動による受益者が緊急援助の運営に参加できるような方策を立てること

　が必要である。

◉救援は、基本的ニーズを充たすと同時に、将来の災害に対する脆弱性をも軽減

　させることに向けられなければならない。

◉我々は、援助の対象となる人々と、我々に寄付をしていただく人々の双方に対

　して責任を有する。

◉我々の行う情報、広報、宣伝活動においては、災害による被災者を希望を失っ

　た存在としてではなく、尊厳ある人間として取り扱うものとする。
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べ
る
。

⑴
派
遣
の
前

国
際
人
道
支
援
を
志
す
要
員
候
補
者
た
ち
は
、
ま
ず
は
安
全
管
理

の
基
本
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。「
危
機
管
理
研
修
Ⅰ
」
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｃ
のLearning Platform

でe-Learning

の“Stay Safe ”

（
要
員
個
人
の

安
全
管
理
）
を
受
講
す
る
。
ま
た
、
緊
急
救
援
や
開
発
協
力
の
要
員
と

な
る
た
め
の
研
修
で
も
安
全
管
理
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

が
発
行
し
た“Staying alive ”
や
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
が
発
行
す
る“Stay Safe ”

な

ど
の
文
献
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
読
む
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
現
場
で

活
動
に
従
事
し
た
者
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
い
ず
れ
も
行
間

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
内
容
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
こ
と
に
気

が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
様
々
な
武
装
勢
力
が
活
動
を
広
げ
る

に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
も
内
容
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ

る
。次

に
「
危
機
管
理
研
修
Ⅱ
」
と
し
て
集
合
研
修
を
受
け
る
。
主
な

項
目
は
、
人
道
機
関
を
取
り
巻
く
環
境
、
リ
ス
ク
の
捉
え
方
と
軽
減

の
仕
方
、
要
員
個
人
の
安
全
対
策
、
フ
ィ
ー
ル
ド
移
動
中
の
安
全
対

策
、
誘
拐
や
爆
発
物
、
銃
撃
へ
の
対
処
、
自
然
災
害
（
二
次
災
害
）
や

感
染
症
の
予
防
、
群
衆･

暴
徒
へ
の
対
応
、
女
性
の
安
全
等
で
あ
る
。

研
修
期
間
は
わ
ず
か
三
日
間
で
あ
る
が
、
集
中
し
て
講
義
や
演
習
に

臨
む
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
等
が
作
成
し
た
新
た
な
教
材
も
活
用
し
、
よ
り
現
実
に
即
し
た
も

の
と
し
て
研
修
の
内
容
を
更
新
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
研
修
を
経
て
、
よ
う
や
く
国
際
活
動
の
要
員
と
し
て
登

録
さ
れ
た
後
、
派
遣
の
前
ま
で
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
ま
ず
、
国
際
部
の
安
全
管
理
担
当
職
員
が
派
遣
先
の
治
安
や

安
全
管
理
情
報
を
収
集
、
分
析
す
る
と
共
に
、
派
遣
の
直
前
に
要
員

へ
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。
国
際
赤
十
字
の
安
全
管
理
に

関
す
る
情
報
や
民
間
の
危
機
管
理
会
社
に
よ
る
情
報
、
日
本
国
政
府

を
は
じ
め
と
す
る
各
国
外
務
省
等
の
情
報
が
元
に
な
る
が
、
国
際
赤

十
字
の
現
地
代
表
部
が
用
意
す
る“W

elcom
e Pack ”

に
安
全
対
策
に

か
か
る
概
要
や
規
範
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
要
員
と
共

有
し
て
い
る
。

ま
た
、
危
険
度
が
高
い
と
日
本
国
政
府
が
示
し
て
い
る
国
や
地
域

へ
の
派
遣
に
際
し
て
は
、
外
務
省
等
へ
の
派
遣
通
知
お
よ
び
便
宜
供

与
依
頼
、
外
務
省
の
「
た
び
レ
ジ
」
や
場
所
に
よ
っ
て
安
全
管
理
機
関

に
よ
る
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
へ
の
登
録
、
緊
急
連
絡
先
の
確
認
、
通

信
手
段
の
提
供
を
行
う
。
健
康
管
理
上
の
措
置
と
し
て
は
、
予
防
接

種
（
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

照
ら
し
て
実
施
）、
健
康
診
断
、
医
師
に
よ
る
健
康
相
談
、
海
外
旅
行

傷
害
保
険
の
付
保
と
特
別
労
働
災
害
保
険
の
加
入
を
行
う
。
海
外
旅

行
傷
害
保
険
に
は
、
渡
航
先
に
よ
り
戦
争
担
保
特
約
を
付
帯
し
て
い

る
。
要
員
が
携
行
す
べ
き
医
薬
品
セ
ッ
ト
の
支
給
と
使
用
説
明
、
さ

ら
に
初
派
遣
の
場
合
は
ス
ト
レ
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
ブ
リ
ー

フ
ィ
ン
グ
、
派
遣
同
意
書
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
て
、
よ
う
や
く
派
遣

と
な
る
。

な
お
、
派
遣
に
際
し
て
の
同
意
内
容
で
安
全
管
理
に
関
わ
る
要
点

は
、
ま
ず
行
動
規
範
の
遵
守
、
派
遣
に
関
す
る
安
全
管
理
上
の
留
意

事
項
等
の
理
解
お
よ
び
承
諾
が
あ
る
。
そ
し
て
、
派
遣
の
中
止
と
帰

国
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
安
全
に
つ
い
て
懸
念
が
あ

る
場
合
は
、
い
つ
で
も
国
際
部
等
に
相
談
す
る
体
制
を
整
え
て
お
り
、

も
し
も
派
遣
先
の
安
全
が
十
分
に
確
保
さ
れ
ず
、
所
要
の
措
置
を
講

じ
て
も
安
全
確
保
が
難
し
い
と
要
員
が
判
断
す
る
場
合
は
、
い
つ
で

も
派
遣
を
中
止
し
て
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
要
員
個
人
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て

い
る
こ
と
も
大
切
な
要
件
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
赤
十
字
社
に
は
他
の
機
関
で
は
あ
ま
り
耳
に
し
な

い
「
初
派
遣
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
国
際
人
道
支
援
に
内
部
か
ら

人
材
を
育
成
し
登
用
し
て
き
た
組
織
な
ら
で
は
の
長
期
的
な
視
点
か

ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
安
全
管
理
の
観
点
か
ら

も
、
要
員
の
派
遣
に
は
段
階
を
追
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
単
独
の

「
初
派
遣
」
は
平
時
の
現
場
で
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
伴
う
も
の
と
し
て
い
る
。
緊

急
の
チ
ー
ム
に
よ
る
派
遣
で
は
先
輩
要
員
と
の
派
遣
を
念
頭
に
し
て

い
る
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
が
事
業
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
先
輩
要

員
と
一
緒
に
出
張
を
任
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
良
い
指
導
者

の
い
る
国
際
赤
十
字
の
現
地
代
表
部
へ
の
派
遣
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

要
員
の
活
動
経
験
に
応
じ
て
上
級
の
、
つ
ま
り
は
環
境
や
課
題
が
厳

し
い
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
派
遣
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
段
階
を
踏
む
こ

と
が
安
全
管
理
上
の
要
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

⑵
派
遣
中

派
遣
中
の
安
全
管
理
と
し
て
、
ま
ず
要
員
が
現
地
に
着
任
す
る
と
、

国
際
赤
十
字
の
代
表
部
で
安
全
管
理
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
を
受
け
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
は
現
地
の
行
動
範
囲
等
の
規
程
や
安
全
管
理

規
則
、
緊
急
避
難
計
画
の
説
明
、
通
信
機
器
の
使
用
方
法
の
説
明
等

が
含
ま
れ
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
国
際
赤
十
字
と
協
力
し
て
、
定
期

的
な
治
安
情
報
の
提
供
や
状
況
の
変
化
に
よ
る
注
意
喚
起
を
行
っ
て

い
る
。
な
お
、
国
際
赤
十
字
の
代
表
部
や
地
域
代
表
部
に
は
、
安
全

管
理
担
当
者
が
常
駐
し
て
お
り
、
要
員
と
緊
密
な
連
絡
を
行
っ
て
い

る
。派

遣
期
間
中
は
、
国
際
部
か
ら
安
全
管
理
上
の
措
置
や
調
整
が

行
わ
れ
る
。
必
要
に
応
じ
て
宿
舎
の
安
全
確
認
と
相
談
、
警
備
員
の
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手
配
等
も
講
じ
ら
れ
る
。
要
員
が
疾
病
に
罹
患
し
た
際
の
対
応
も
行

わ
れ
る
。
近
年
に
事
例
は
な
い
が
、
緊
急
な
医
療
搬
送
の
手
配
と
調

整
も
行
え
る
よ
う
、
準
備
し
て
い
る
。
派
遣
先
や
周
辺
国
で
大
規
模

災
害
、
紛
争
や
騒
擾
、
大
規
模
な
事
故
や
事
件
が
発
生
し
た
と
き
に

は
安
否
確
認
も
行
わ
れ
る
。
要
員
に
対
す
る
事
件
や
事
故
へ
の
対
応

に
は
二
四
時
間
、
国
際
部
と
連
絡
が
取
れ
る
よ
う
に
図
ら
れ
て
い
る
。

事
件
や
事
故
に
つ
い
て
は
、
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
も
必
要

で
あ
り
、
そ
の
内
容
、
深
刻
度
に
応
じ
て
現
地
と
調
整
し
、
助
言
指

導
を
行
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
要
員
の
所
在
が
常
に
本
社
と
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
紛
争
地
な
ど
で
所
在
を
秘
匿
し
て
お
く
必
要
性
が

高
い
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
派
遣
中
を
含
め
、
国
際
部
は
要
員
と
日
常
的
に

連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
。
以
前
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
派
遣
す
る
と
、
安

全
管
理
の
観
点
か
ら
国
際
部
に
よ
る
連
絡
は
避
け
ら
れ
て
き
た
が
、

現
在
は
様
々
な
支
援
国
赤
十
字
社
か
ら
の
派
遣
も
多
く
な
り
、
派
遣

元
と
し
て
の
責
任
も
重
視
さ
れ
る
た
め
、
適
切
な
連
絡
を
直
接
取
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
際
部
の
み
な
ら
ず
、
本
邦
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
は
、
日
本

赤
十
字
社
医
療
セ
ン
タ
ー
の
医
師
に
よ
る
健
康
相
談
、
専
門
医
に
よ

る
遠
隔
診
断
が
あ
る
。
健
康
相
談
に
応
じ
る
医
師
は
国
際
人
道
支
援

の
現
場
で
の
経
験
を
有
す
る
た
め
、
要
員
の
置
か
れ
た
環
境
や
症
例

傾
向
、
医
療
事
情
等
を
踏
ま
え
た
助
言
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
女
性
の
要
員
が
多
い
こ
と
か
ら
、
女
性
の
健
康
・

安
全
相
談
を
二
四
時
間
体
制
で
受
け
付
け
て
い
る
。
医
療
セ
ン
タ
ー

の
看
護
師
長
た
ち
が
女
性
に
対
す
る
深
刻
な
事
案
が
万
が
一
生
じ
た

場
合
の
対
処
を
図
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
確
保
が
肝
要
と
な
る
。
ま
た
、
身
内
で
は
な
い
第
三
者
機

関
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
相
談
」、
海
外
に
お
け
る
医
療
サ
ー
ビ
ス

情
報
の
案
内
も
保
険
会
社
系
列
の
安
全
管
理
会
社
に
電
話
や
メ
ー
ル

で
対
応
で
き
る
よ
う
、
危
機
管
理
上
の
仕
組
み
を
整
え
て
い
る
。

⑶
帰
国
後

要
員
が
活
動
を
終
え
て
帰
国
す
る
と
、
直
後
に
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
例
外
な
く
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
気
兼
ね
な

く
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
話
が
で
き
る
よ
う
、
第
三
者
機
関
に
委
託

し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
一
切
開
示
さ
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
年
に
一
回
、
統
計
的
な
傾
向
の
み
の
説
明
が
あ
り
、
全
体
と
し

て
の
助
言
を
基
に
あ
く
ま
で
制
度
や
仕
組
み
上
の
予
防
措
置
を
講
じ

る
よ
う
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
要
員
は
帰
国
後
に
健
康
診

断
を
受
け
る
。

要
員
の
帰
国
に
際
し
て
国
際
部
で
は
安
全
管
理
の
デ
ブ
リ
ー
フ
ィ

ン
グ
と
派
遣
ア
ン
ケ
ー
ト
も
取
り
ま
と
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
結
果

は
次
の
安
全
管
理
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
海
外
で
人
道
支
援
に
熱
心

に
取
り
組
ん
だ
要
員
が
、
帰
国
し
て
環
境
の
異
な
る
元
の
職
場
に
無

事
に
復
帰
で
き
る
よ
う
、
自
分
自
身
の
中
で
活
動
を
整
理
し
、
日
常

生
活
に
戻
る
た
め
の
準
備
期
間
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
派
遣

後
は
慰
労
休
暇
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
要
員
の
派
遣
に
伴
う
一
連
の
安
全
管
理
は
、
日
本
赤
十
字

社
の
国
際
活
動
に
お
け
る
安
全
管
理
体
制
要
綱
に
基
づ
き
、
安
全
管

理
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
照
ら
し
、
か
つ
派
遣
先
と
な
る
国
や
地
域

の
特
質
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
国
際

部
か
ら
担
当
者
が
現
地
に
出
向
い
て
情
勢
や
安
全
管
理
の
状
況
を
踏

査
し
、
国
際
赤
十
字
や
地
元
の
関
係
者
と
容
易
に
意
思
疎
通
で
き
る

関
係
を
築
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
要
員
が
安
全
対
策
の
知
見
を
涵
養
し
、
自
分
事

と
し
て
対
策
を
図
り
、
日
本
赤
十
字
社
が
組
織
と
し
て
安
全
管
理
を

講
じ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
元
よ
り
絶
対
に
安
全

で
あ
る
と
い
う
神
話
も
保
障
も
存
在
せ
ず
、
ど
こ
を
探
し
て
も
絶
対

に
安
全
で
あ
る
と
い
う
場
所
も
な
く
な
っ
た
今
日
の
世
界
で
は
、
要

員
が
「
笑
顔
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
家
や
職
場
に
帰
る
こ
と
」
が
で
き
る

よ
う
、
安
全
管
理
と
そ
の
体
制
の
拡
充
に
弛
ま
ぬ
努
力
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

４　

安
全
管
理
の
施
策
、
動
向
に
つ
い
て

こ
れ
ら
一
連
の
安
全
管
理
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
み
な
ら
ず
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
主
要
な
支
援
国
赤
十
字
社
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
質
を
も
っ
て
類
似
し
た
内
容
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。

⑴
赤
十
字
運
動
の
中
に
お
け
る
安
全
管
理
の
動
向

し
か
し
、
赤
十
字
運
動
全
体
と
し
て
は
ど
う
か
。
複
合
災
害
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
て
も
混
乱
な
く
要
員
の
安
全
管
理
を
図
る
た
め

に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
、
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
主
要
支
援
国

赤
十
字
社
一
三
社
が
集
ま
り
、“M

ovem
ent Security Forum

”

（
赤
十
字

運
動
安
全
管
理
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
両
機
関
や
各
社

が
異
な
る
安
全
管
理
の
手
法
や
内
容
を
も
っ
て
様
々
な
現
場
で
支
援

に
臨
ん
で
き
た
状
況
か
ら
、
二
〇
一
五
年
の
代
表
者
会
議
で
赤
十
字

運
動
の
協
力
と
調
整
の
強
化
の
一
環
と
し
て
安
全
管
理
に
関
す
る
課

題
が
提
起
さ
れ
た
。

そ
れ
を
受
け
て
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
世
界
各
地
の
治
安
情
勢
が

複
雑
化
す
る
中
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
あ
る
い
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
傘
下
で
安
全
管

理
を
シ
ン
プ
ル
に
共
有
で
き
る
よ
う
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
、
安
全
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管
理
の
範
囲
と
し
て
法
的
枠
組
み
に
も
適
用
で
き
る
も
の
を
追
求
す

る
こ
と
、
安
全
管
理
の
枠
組
み
か
ら
情
報
共
有
の
あ
り
方
、
研
修
の

内
容
ま
で
、
さ
ら
に
策
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
共
通
の

枠
組
み
と
同
じ
用
語
や
定
義
で
意
思
疎
通
を
図
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
が
、
本
部
と
本
社
レ
ベ
ル
で
も
代
表
部
や
現
場
に
い
る
要
員
の
間

で
も
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
万
が
一
要
員
に
重
大
事
案
が
生
じ
た
際
に
、
日
本
赤

十
字
社
が
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
関
係
機
関
や
要
員
の
家
族
、
メ

デ
ィ
ア
な
ど
と
的
確
か
つ
円
滑
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

二
〇
一
七
年
に
安
全
管
理
体
制
要
綱
が
改
定
さ
れ
た
。
安
全
管
理
体

制
業
務
処
理
要
領
及
び
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
も
改
め
ら
れ
、
前
述
の
と

お
り
、
要
員
の
派
遣
前
、
派
遣
中
、
帰
国
後
の
安
全
管
理
が
日
々
実

施
さ
れ
て
い
る
。

⑵
安
全
管
理
に
よ
る
派
遣
の
可
否

動
向
と
し
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
変
わ
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
。
大
規
模
災
害
や
紛
争
に
お
い
て
日
本
赤
十
字
社
は
赤
十
字
運

動
の
優
先
度
に
即
し
人
道
支
援
を
行
っ
て
い
る
が
、
要
請
を
受
け
た

と
し
て
も
無
闇
に
要
員
を
派
遣
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
安
全

管
理
上
、
派
遣
を
行
わ
な
い
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
安
全
管
理

体
制
要
綱
に
示
さ
れ
た
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
ぶ
さ
に
派

遣
が
要
請
さ
れ
て
い
る
国
や
地
域
の
情
勢
と
リ
ス
ク
を
調
査
し
て
い

る
。
大
枠
と
し
て
日
本
赤
十
字
社
が
要
員
を
派
遣
し
な
い
と
安
全
管

理
体
制
要
綱
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
交
渉
先
を
特
定
で
き
な
い
な
ど
無
政
府
状
態
に
あ

る
。

・
日
本
人
が
明
ら
か
に
攻
撃
、
拉
致
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

・
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
等
が
す
で
に
安
全
上
の
理
由
で
撤
退
し

て
い
る
か
撤
退
を
決
定
し
て
お
り
、
か
つ
派
遣
国
の
赤
十
字･

赤
新
月
社
も
機
能
し
て
い
な
い
。

・
放
射
能
や
化
学
物
質
等
に
よ
る
被
ば
く･

汚
染
の
可
能
性
が
著

し
く
高
く
、
か
つ
そ
の
防
護
対
策
が
十
分
に
で
き
な
い
。

・
生
命
や
健
康
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
高
い
伝
染
病

が
蔓
延
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
防
護
対
策
が
十
分
に
で
き
な
い
。

・
そ
の
他
上
記
に
準
じ
て
派
遣
が
危
険
と
考
え
ら
れ
る
。

派
遣
要
請
元
を
は
じ
め
、
各
方
面
か
ら
情
報
を
得
て
、
国
際
部
が

派
遣
の
可
否
を
判
断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は

要
員
派
遣
を
見
送
る
こ
と
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
派
遣
先
に
お
い

て
適
切
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
、
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
れ
ば
派
遣
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
赤
十
字
が
要
員
を
派
遣

す
る
の
は
成
果
の
あ
る
人
道
支
援
を
行
う
た
め
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
安
全
管
理
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
そ
し

て
、
要
員
が
安
全
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
組
織
と
し
て
の
安
全
配
慮

義
務
、“D

uty of Care ”

を
果
た
す
。
す
べ
て
は
要
員
が
「
笑
顔
で
ミ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
家
や
職
場
に
帰
る
」
た
め
で
あ
る
。

出
典
・
参
考
文
献

・「
日
本
赤
十
字
社
国
際
救
援
・
開
発
協
力
要
員
安
全
管
理
体
制
要
綱
」

・「
日
本
赤
十
字
社
国
際
救
援
・
開
発
協
力
要
員
安
全
管
理
体
制
業
務

処
理
要
綱
」

・「
派
遣
同
意
書
」

・“Stay Safe ” 

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟　

・“Staying A
live ” 

赤
十
字
国
際
委
員
会　

・「
災
害
救
援
に
お
け
る
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
お
よ
び
非

政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
の
た
め
の
行
動
規
範
」The Sphere Project 

H
um

anitarian Charter and M
inim

um
 Standards in H

um
anitarian 

Response 
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は
じ
め
に

近
年
、
日
本
で
は
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
前
に
、

新
た
な
国
立
競
技
場
の
建
設
な
ど
首
都
圏
の
再
開
発
や
こ
れ
に
と
も

な
う
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
大
規
模
な
公
共
事
業
や
公
共
投

資
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
首
都
圏
以
外
の
地
域
で
は
、
二
〇
一
一
年
の
東

日
本
大
震
災
、
二
〇
一
六
年
の
熊
本
地
震
な
ど
災
害
か
ら
の
復
旧
・

復
興
に
依
然
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
さ
ら
に
一
部
の
地
域
で

は
人
口
流
出
や
そ
れ
に
と
も
な
う
高
齢
化
、
限
界
集
落
化
が
進
み
、

都
市
部
と
中
山
間
地
域
の
開
発
や
経
済
の
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
世
界
に
眼
を
向
け
る
と
、
二
〇
一
六
年
、
英
国
は
欧
州
連

合
（
Ｅ
Ｕ
）
か
ら
の
脱
退
を
表
明
し
、
二
〇
一
七
年
に
は
米
国
の
ト
ラ

ン
プ
政
権
が
発
足
し
保
護
主
義
的
な
外
交
政
策
を
進
め
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
動
き
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
連
合
（
国
連
）
創
設
に

よ
っ
て
国
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
寛
容
と
相
互
扶
助
と
に
よ
っ
て
共

に
経
済
的
、
社
会
的
発
展
を
遂
げ
よ
う

１

と
い
う
融
和
の
精
神
を
後

退
さ
せ
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

特
に
東
西
冷
戦
構
造
崩
壊
後
は
、
民
族
や
宗
教
、
さ
ら
に
は
貧
困

や
経
済
格
差
に
起
因
す
る
様
々
な
紛
争
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
新
た
な
核
武
装
の
問
題
な
ど
人
々
の
平
和
へ
の
思
い

に
は
程
遠
い
不
安
定
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。

国
連
開
発
計
画
（
二
〇
〇
五
）
は
、「
人
間
開
発
報
告
書
」
に
お
い
て
、

貧
困
が
暴
力
の
温
床
と
な
り
一
九
九
〇
年
以
降
の
武
力
紛
争
の
半

数
以
上
が
開
発
途
上
国
で
起
こ
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
爆
弾
や
銃
撃
な
ど
紛
争
の
直
接
的
な
被
害
者

よ
り
も
病
気
、
栄
養
失
調
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
者
の
方
が
多
い
と
も

述
べ
て
お
り
、
貧
困
は
紛
争
を
作
り
出
す
だ
け
で
な
く
長
期
化
さ
せ

る
と
い
う
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
招
く
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
貧
困
と
格
差
に
着
目
し
つ
つ
、
１
章
で
は

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
開
発
途
上
国
の
貧
困
や
先
進
諸
国
と
の
経
済

格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
国
連
な
ど
の
政
治
的
な
動
き
と
並
行
し
て
、

個
人
あ
る
い
は
非
政
府
組
織（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
き
た
国

際
理
解
教
育
、
特
に
開
発
教
育
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
歴
史
と
可
能

性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

次
に
２
章
で
は
、
企
業
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
活
動
を
進
め
る
う

え
で
、
そ
の
顧
客
や
事
業
を
展
開
す
る
地
域
に
対
し
て
負
う
社
会
的

責
任
（Corporate Social Responsibility: CSR

）
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
企
業

が
こ
れ
を
果
た
し
つ
つ
企
業
自
身
の
利
潤
を
両
立
さ
せ
る
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
事
例
を
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
国
レ
ベ
ル
の
開
発
援
助
と

同
様
に
開
発
途
上
国
に
お
け
る
貧
困
や
先
進
諸
国
と
の
格
差
解
消
の

た
め
に
、
企
業
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か

を
検
討
す
る
。
ま
た
企
業
の
顧
客
で
あ
り
、
援
助
者
で
あ
る
と
同
時

に
受
益
者
と
も
な
り
え
る
市
民
に
対
し
て
開
発
教
育
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

１　

開
発
教
育
の
歴
史
と
発
展

⑴
開
発
教
育
の
は
じ
ま
り

開
発
教
育
協
会
に
よ
れ
ば
、
開
発
教
育
と
は
、「
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
が
、
開
発
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
理
解
し
、
望
ま
し
い
開
発

の
あ
り
方
を
考
え
、
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
、
公
正
な
地
球
社

会
づ
く
り
に
参
加
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
教
育
活
動
」
と
さ
れ

て
い
る
。

開
発
と
い
う
概
念
自
体
は
、
一
九
六
一
年
、
国
連
が
「
国
連
開
発

の
一
〇
年
」
の
発
足
を
決
議

２

し
、
副
題
に
「
国
際
経
済
協
力
の
た
め

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
銘
打
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
の
開
発
の
目
標
は

開
発
途
上
国
の
経
済
成
長
を
主
眼
に
南
北
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
（U

nited N
ations, 1961

）。
ま
た
、
こ
の
決
議
に
伴
い
、

国
連
貿
易
開
発
会
議
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
）、
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）

な
ど
開
発
援
助
に
関
わ
る
多
く
の
国
連
機
関
が
設
置
さ
れ
た
。

し
か
し
、
外
務
省
（
一
九
七
一
）
に
よ
れ
ば
当
時
、
国
連
が
掲
げ
た

開
発
途
上
諸
国
の
経
済
成
長
の
目
標
は
、
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の

年
間
成
長
率
五
％
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
諸
国
の
人

口
増
加
率
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
、
実
質
的
な
成
長
率
は
先
進
国
の
そ

貧
困
と
格
差
解
消
の
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
考
察

角
田
　
敦
彦

　

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学
教
務
学
生
課
課
長
補
佐

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援

―
開
発
教
育
と
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
視
点
か
ら
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れ
よ
り
も
低
い
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
世
界
貿
易
に
占
め
る
シ
ェ
ア

の
減
少
と
こ
れ
に
伴
う
対
外
債
務
の
増
大
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
先

進
諸
国
と
開
発
途
上
国
の
格
差
が
さ
ら
に
広
が
る
と
い
う
失
敗
に
終

わ
っ
た
。

こ
の
失
敗
か
ら
は
、
今
日
の
人
道
支
援
な
ど
で
も
注
目
さ
れ
て
い

る
、
支
援
対
象
の
社
会
的
、
政
治
的
、
文
化
的
側
面
の
尊
重
や
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
と
い
っ
た
重
要
な
視
点
や
キ
ー
ワ
ー
ド
も
見
え
て
く
る
。

そ
の
後
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
と
カ
ン

ボ
ジ
ア
内
戦
に
伴
い
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
か
ら
大
量
の
難
民
が
流
出

し
、
一
部
は
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
日
本
近
海
に
も
漂
着
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
も
国
連
難
民
高
等
弁

務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
の
要
請
を
受
け
た
日
本
赤
十
字
社
の
よ

う
な
既
存
の
人
道
支
援
機
関
の
ほ
か
、
様
々
な
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組

織
が
支
援
に
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
活
動
は
難
民
救
援
以
降
も
、
農

村
開
発
、
教
育
、
保
健
、
住
居
な
ど
、
特
に
ア
ジ
ア
地
域
の
農
村
や

ス
ラ
ム
が
抱
え
る
貧
困
問
題
に
広
が
っ
た
。

同
じ
頃
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
開
発
途
上
国
で
の
活
動
か
ら
帰

国
し
た
人
々
は
、
日
本
国
内
に
開
発
途
上
国
の
現
状
に
対
す
る
無
知

や
根
強
い
偏
見
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
さ
ら
に
貧
困
な
ど
に
起

因
す
る
脆
弱
性
に
よ
っ
て
深
刻
化
す
る
災
害
へ
の
緊
急
救
援
の
必
要

性
や
、
被
害
の
軽
減
、
伝
染
病
な
ど
の
予
防
と
い
っ
た
開
発
協
力
事

業
へ
の
関
心
の
低
さ
を
実
感
し
た
。
こ
れ
ら
に
問
題
意
識
を
持
っ
た

人
々
は
自
分
た
ち
の
活
動
に
対
す
る
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
開

発
途
上
国
の
現
状
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
欧
米
の
開
発
教
育
を
紹
介

す
る
な
ど
の
活
動
を
始
め
た
。 

⑵
開
発
教
育
と
開
発
途
上
国
の
内
発
的
発
展
へ
の
期
待

開
発
教
育
自
体
は
戦
後
、
特
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
国
際
開
発

援
助
の
反
省
や
疑
問
の
中
か
ら
、「
北
」
の
欧
米
各
国
で
生
ま
れ
て
き

た
教
育
活
動
で
あ
る
。
そ
の
転
換
期
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
九
年
、

東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
に
象
徴
さ
れ
る
東
西
冷
戦
構
造
の
終
焉
に
よ
り
、

「
南
北
問
題
」（
南
北
格
差
）
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。

南
北
問
題
に
お
い
て
「
北
」
と
呼
ば
れ
る
先
進
国
に
お
い
て
は
、
開

発
途
上
に
あ
る
国
々
の
状
況
を
疑
似
的
に
体
験
す
る
中
で
こ
れ
ら
の

国
々
が
抱
え
る
問
題
を
学
び
、
南
北
の
格
差
を
解
消
す
る
態
度
を
育

む
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。

一
方
「
南
」
に
お
い
て
は
、
村
落
開
発
等
の
実
践
の
場
で
、
貧
困
や

保
健
衛
生
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
住
民
自
身
が
、
自
ら
の
村
落
の

抱
え
る
問
題
に
「
気
づ
き
」
問
題
解
決
の
方
策
を
支
援
者
と
共
に
「
考

え
」「
行
動
」
す
る
こ
と
を
促
す
教
育
が
重
視
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
以
前
は
一
方
的
に
支
援
を
受
け
取
る
側
と
考
え
ら
れ
て
き
た
住

民
な
ど
受
益
者
を
中
心
に
据
え
た
、
参
加
型
の
発
展
を
期
待
し
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
近
代
資
本
主
義
に
基
づ
い
て
開
発
を
進
め
た
結
果
、
環

境
破
壊
、
さ
ら
な
る
格
差
の
拡
大
、
貧
困
と
い
っ
た
問
題
を
も
た
ら

し
た
こ
と
に
対
し
て
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
り
自
ら
の
生
活
環
境

を
整
備
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
思
想
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

な
発
想
に
は
、
経
済
優
先
の
考
え
方
に
よ
っ
て
発
展
の
果
実
を
享
受

す
る
べ
き
人
間
が
疎
外
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
が
込
め
ら
れ
て

い
る（
鶴
見
、一
九
七
六
）。
こ
の「
南
」に
お
け
る
参
加
型
の
発
展
は「
内

発
的
発
展
」
と
呼
ば
れ
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
そ
の
基
本
的
な
考

え
方
が
形
成
さ
れ
た
。

さ
ら
に
鶴
見
・
川
田
（
一
九
八
九
）
は
、
内
発
的
発
展
を
次
の
よ
う

に
定
義
し
た
。

   

「
内
発
的
発
展
と
は
、
目
標
に
お
い
て
人
類
共
通
で
あ
り
、

目
標
達
成
へ
の
経
路
と
、
そ
の
目
標
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
社

会
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
多
様
性
に
富
む
社
会
変
化
の
過
程

で
あ
る
。
共
通
目
標
と
は
、
地
球
上
の
す
べ
て
の
人
々
及
び
集

団
が
、
衣
・
食
・
住
・
医
療
の
基
本
的
必
要
を
充
足
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
人
の
人
間
と
し
て
の
可
能
性
を
十
分
に
発
現
で
き
る

条
件
を
創
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
国
内
お
よ

び
国
際
間
の
格
差
を
生
み
出
す
構
造
を
、
人
々
が
協
力
し
て
変

革
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。（
中
略
）

地
球
規
模
的
で
内
発
的
発
展
が
展
開
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

多
系
的
発
展
と
な
る
。
そ
し
て
、
先
発
後
発
を
問
わ
ず
対
等

に
、
相
互
に
手
本
交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
鶴
見
・
川
田
、

一
九
八
九
、四
九
―
五
〇
頁
）」

実
際
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、「
北
」
か
ら
「
南
」
に
も

た
ら
さ
れ
た
外
来
型
の
開
発
に
よ
っ
て
、
開
発
途
上
国
の
社
会
や
経

済
に
政
府
の
努
力
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
事

例
も
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
構
造
調
整
政
策
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ

な
ど
の
開
発
途
上
国
経
済
が
国
際
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
も
と
も
と

競
争
力
の
弱
い
こ
れ
ら
の
地
域
の
産
業
が
急
速
に
衰
退
し
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

外
国
の
資
本
が
開
発
途
上
国
の
経
済
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

こ
の
影
響
で
地
方
部
か
ら
都
市
部
へ
の
人
口
流
出
が
加
速
し
、
結
果

と
し
て
地
方
部
で
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
相
互
扶
助
シ
ス
テ
ム

が
崩
壊
し
た
。

こ
の
開
発
途
上
国
に
お
け
る
地
方
部
か
ら
都
市
部
へ
の
人
口
移
動

は
、
多
く
の
出
稼
ぎ
労
働
者
を
生
み
、
労
働
力
を
失
っ
た
地
方
部
と

都
市
部
の
格
差
を
ま
す
ま
す
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
江
原
（
二
〇
〇
三
）
は
、
内
発
的
発
展
に
お
け
る
教
育
の
重
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要
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
内
発
的
発
展
は
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
て
る
教
育
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、

個
人
と
し
て
の
人
間
発
展
を
考
え
る
際
の
概
念
と
し
て
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
、
教
育
的
な
意
味
合
い
も
大
き
い
。「
南
」
の
自

立
の
み
な
ら
ず
「
北
」
の
変
革
を
促
す
基
盤
を
作
る
思
想
で
あ

り
、
教
育
開
発
が
目
指
す
べ
き
指
標
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。（
江
原
、
二
〇
〇
三
、一
七
頁
）」

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
「
北
」
と
「
南
」
を
地
政
学
的
に
分
類
す
る

こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の

世
界
に
お
い
て
は
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
「
南
」
に
分
類

さ
れ
て
き
た
地
域
に
お
い
て
も
、
近
代
化
や
工
業
化
の
流
れ
の
中
で
、

「
北
」と
同
様
の
問
題
を
抱
え
る
地
域
が
生
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
南
」

に
お
け
る
参
加
型
開
発
の
知
見
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
北
」
に
お
け
る

様
々
な
問
題
解
決
に
生
か
せ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
日
「
北
」
と
「
南
」

は
相
互
に
関
係
し
、
お
互
い
の
蓄
積
を
生
か
し
て
協
働
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑶
学
校
教
育
に
お
け
る
開
発
教
育

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
日
本
社
会
に
「
外
国
人
労
働
者
」
が
増
加

し
、
国
内
に
お
け
る
国
際
化
が
進
む
と
と
も
に
、
一
九
八
九
年
に
は

日
本
の
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
額
が
米
国
を
抜
い
て
世
界
一
の

額
と
な
り
、
国
内
に
お
い
て
も
開
発
援
助
へ
の
関
心
が
一
気
に
高

ま
っ
た

３

。
国
内
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
同
年
に

は
文
部
省
（
当
時
）
に
よ
り
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
、
国

際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
資
質
を
養
う
こ
と
や
、
国
際
社

会
に
お
い
て
信
頼
さ
れ
る
日
本
人
を
育
て
る
観
点
か
ら
各
教
科
等
の

内
容
の
改
善
が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
教
育
関
係
書
籍
で
も
国

際
関
係
の
記
述
が
増
え
、
教
科
書
に
お
い
て
も
様
々
な
国
際
協
力
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
改
訂
で

は
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
の
能
力
の
育
成
の
ほ
か
、
自
ら

学
ぶ
意
欲
や
主
体
的
な
学
習
の
仕
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
重
視
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
段
階
的
に
導
入
さ
れ

た
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
は
、
教
科
を
超
え
た
横
断
的
な
学
習

と
と
も
に
児
童
生
徒
の
自
発
的
な
学
び
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
開
発
教
育
が
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
は
、
貧
困
、
人

の
移
動
、
環
境
、
子
ど
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
国
際
協
力
な
ど
の
問
題

が
多
い
。
こ
れ
を
学
校
で
展
開
す
る
こ
と
は
、
児
童
生
徒
が
開
発
途

上
国
の
状
況
を
知
り
、
よ
り
広
い
視
野
で
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
態

度
を
育
成
す
る
う
え
で
重
要
と
な
る
。
そ
の
目
的
は
、
学
習
者
が
開

発
途
上
国
に
存
在
す
る
様
々
な
問
題
を
知
り
、
そ
の
本
質
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
、
解
決
に
向
け
て
取
り
組
む
姿
勢
を
養
う
こ
と
、

ま
た
は
解
決
の
た
め
に
自
分
自
身
の
生
活
を
見
な
お
し
、
行
動
変
容

を
起
こ
す
こ
と
に
あ
る
。

実
際
、
開
発
教
育
の
手
法
の
多
く
は
、
討
議
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

を
取
り
入
れ
教
師
と
児
童
生
徒
が
共
に
考
え
学
び
あ
う
こ
と
を
重
視

し
て
い
る
。
こ
れ
に
教
科
で
習
得
す
る
知
識
を
有
機
的
に
関
連
付
け

る
こ
と
で
、
よ
り
発
展
的
な
学
び
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
⑴
企
業
の
社
会
的
責
任（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

Ｃ
Ｓ
Ｒ: Corporate Social Responsibility

は
、
企
業
が
社
会
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
使
命
を
持
ち
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
す
る

べ
き
か
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
古
く
は
江
戸
時
代

の
近
江
商
人
に
よ
る
「
三
方
良
し
」４

に
も
見
ら
れ
、
特
別
新
し
い
企

業
哲
学
と
は
い
え
な
い
が
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
現
代

に
至
る
ま
で
再
三
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。
バ
ブ
ル
経
済

崩
壊
後
に
企
業
の
不
祥
事
や
地
球
環
境
問
題
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
、

そ
れ
ま
で
の
利
益
至
上
主
義
か
ら
企
業
と
社
会
の
持
続
可
能
性
が
一

層
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
議
論
が
高
ま
っ
て

き
た
。

一
般
的
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
概
念
に
つ
い
て
経
済
産
業
省
は
、
そ
の
政

策
５

の
中
で
、「
企
業
が
社
会
や
環
境
と
共
存
し
、
持
続
可
能
な
成

長
を
図
る
た
め
、
そ
の
活
動
の
影
響
に
つ
い
て
責
任
を
と
る
企
業

行
動
で
あ
り
、
企
業
を
取
り
巻
く
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か

ら
の
信
頼
を
得
る
た
め
の
企
業
の
あ
り
方
」
と
し
て
い
る
。

企
業
と
は
本
来
利
潤
追
求
を
目
的
と
す
る
事
業
体
で
あ
り
、
活
動

資
金
を
出
資
し
た
株
主
に
配
当
と
い
う
形
で
還
元
す
る
こ
と
が
最
優

先
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
企
業
は
社
会
と
経
済
の
中

に
存
在
す
る
被
造
物
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
つ
ま
り
企
業

に
と
っ
て
真
の
目
的
は
顧
客
創
造
で
あ
り
、
利
潤
は
そ
の
手
段
で
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（D

rucker, 2001

）。
企
業
が
顧
客
創
造
に
よ
っ

て
成
長
を
続
け
る
た
め
に
は
、
社
会
か
ら
の
信
頼
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
企
業
は
自
ら
の
経
済
活
動
が
も
た
ら
す
環
境
負
荷
へ
の

対
応
や
、
多
国
籍
の
企
業
で
あ
れ
ば
進
出
先
の
国
や
地
域
な
ど
に
お

い
て
、
社
会
や
顧
客
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
取
り
組
み
を
行
う
事

例
が
み
ら
れ
る
。

　⑵
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
変
遷

日
本
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
問
題
は
一
九
七
〇
年
代
、
日
本
の

高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
っ
た
環
境
問
題
（
公
害
）
か
ら
始
ま
り
、

２　

社
会
開
発
に
お
け
る
企
業
の
社
会

　
　

的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
と
可
能
性
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一
九
九
〇
年
代
に
は
、
環
境
負
荷
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、
Ｉ
Ｓ

Ｏ
一
四
〇
〇
〇
一
と
い
っ
た
環
境
基
準
へ
の
適
合
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
企
業
活
動
が
社
会
や
環
境
に
対
し
て
い

か
に
負
荷
を
か
け
の
か
を
企
業
自
身
が
自
覚
し
、
予
防
を
含
め
て
改

善
す
る
、
あ
る
い
は
結
果
に
対
し
て
責
任
を
取
る
か
を
社
会
に
示
す

も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
責
任
を
取
る
と
い
う
消
極
的
な
取
り
組
み
よ
り
も
む
し

ろ
、
企
業
が
社
会
と
一
体
と
な
っ
て
そ
れ
ら
の
問
題
に
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
、
企
業
の
持
続
可
能
な
成
長
に
も
不
可
欠
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
広
が
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
貢
献
活
動
は
、
企
業
が
そ
の
利
益
の
一
部
を

社
会
に
還
元
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
す
で
に
何
ら

か
の
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
寄
付
と
い
う
形

で
協
力
す
る
方
法
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
で
は
、企
業
に
と
っ

て
税
制
上
利
益
の
一
部
を
経
費
に
転
換
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
と
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
通
じ
た
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
の
効
果
は
あ
る
が
、
反
面
、
あ
く
ま
で
企
業
が
一
定
以
上
の

利
益
を
上
げ
な
い
と
継
続
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。

⑶
企
業
戦
略
と
し
て
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
顧
客
の
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー

Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
経
営
上
の
経
費
と
す
る
考
え
方
の
一
方
で
、
社
会
貢
献

活
動
が
中
長
期
的
な
自
社
の
成
長
に
つ
な
が
る
よ
う
な
分
野
で
行
わ

れ
る
戦
略
的
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
、「
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
（
重
要
性
の
原
則
）」
の
考
え
方
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
は
本
来
財
務
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
投
資
家
の
投
資

判
断
に
重
要
な
情
報
で
あ
る
「
マ
テ
リ
ア
ル
」
を
分
析
評
価
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
社
会
貢
献
の
視
点
で
見
て
い
く
と
、
自
社
と

関
連
性
の
高
い
事
柄
と
、
社
会
的
な
重
要
性
の
高
い
事
柄
を
組
み
合

わ
せ
、
企
業
と
社
会
双
方
に
と
っ
て
よ
り
重
要
性
の
高
い
も
の
に
Ｃ

Ｓ
Ｒ
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

企
業
が
あ
る
国
や
地
域
で
活
動
を
す
る
場
合
に
は
、
様
々
な
認
可

や
許
諾
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
同
時
に
住
民
か
ら
そ
の
企
業
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
と
思
わ
ぬ
反
対
運
動
な
ど
に
遭
い
、
そ
の
後
の
活
動

に
深
刻
な
問
題
を
残
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
企

業
は
事
業
実
施
地
域
で
学
校
建
設
や
道
路
整
備
な
ど
地
域
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
で
住
民
の
反
発
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
直
接
的
に
ビ
ジ
ネ
ス
と
統
合
さ
せ
る
事
例
も

あ
る
。
こ
れ
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
顧
客
取
り
込
み
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動

を
組
み
こ
む
コ
ー
ズ
・
リ
レ
ー
テ
ッ
ド
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
（cause 

related m
arketing

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
、
消
費
者
が
商
品
を
購
入
す
る

際
に
、
そ
の
商
品
の
品
質
や
価
格
だ
け
で
な
く
、
社
会
貢
献
に
参
加

で
き
る
と
い
う
付
加
価
値
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
消
費

者
の
購
買
意
欲
を
高
め
、
利
益
と
同
時
に
企
業
価
値
を
高
め
よ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
売
り
上

げ
に
対
し
て
、
開
発
途
上
国
の
飲
料
水
供
給
事
業
に
一
定
の
寄
付
を

行
う
と
い
う
よ
う
な
広
報
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
事
例

に
は
、
企
業
の
広
報
戦
略
か
ら
開
発
途
上
国
へ
の
支
援
に
貢
献
で
き

る
と
い
う
良
い
面
ば
か
り
を
強
調
す
る
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
消
費

は
同
時
に
廃
棄
と
い
う
環
境
負
荷
を
も
た
ら
す
問
題
も
内
包
す
る
。

消
費
者
と
し
て
の
我
々
は
、
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
効
用
を
評
価
し
つ

つ
、
そ
の
裏
で
別
の
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
の
か
、
企
業
の
広
報
や

メ
デ
ィ
ア
の
み
の
情
報
に
頼
る
こ
と
な
く
様
々
な
情
報
を
活
用
し
状

況
を
正
し
く
知
る
力
（
リ
テ
ラ
シ
ー
）
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
世
界
や
社
会
の
要
請
に
こ
た
え
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
し
て
の
ソ
ー

　
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス

現
代
社
会
は
、
気
候
変
動
に
よ
る
地
球
温
暖
化
や
こ
れ
に
関
連

す
る
自
然
災
害
、
貧
困
や
そ
れ
に
起
因
す
る
紛
争
、
格
差
社
会
な
ど
、

人
類
の
生
存
や
存
続
を
脅
か
す
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
は
特
に
開
発
途
上
国
に
お
い
て
そ
の
影
響
が
大
き
く
、
国

際
社
会
は
持
続
可
能
な
社
会
実
現
の
た
め
、「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目

標
６

」
お
よ
び
そ
の
後
継
の
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標

７

」
を
採
択
し
た
。

そ
し
て
、
企
業
も
前
述
の
事
例
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
い
か

に
関
わ
る
か
と
い
う
点
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
目
標
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

貧
困
や
格
差
と
い
っ
た
問
題
へ
の
取
り
組
み
と
、
企
業
と
し
て
の

戦
略
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
融
合
さ
せ
た
取
り
組
み
と
し
て
、
二
〇
〇
六

年
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
設
立
さ
れ
た
グ
ラ
ミ
ン
・
ダ
ノ
ン
・
フ
ー
ズ

の
事
例
が
あ
る
（Yunus, 2010

）。
こ
れ
は
、
乳
製
品
の
大
手
企
業
ダ
ノ

ン
社
と
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
が
提
携
し
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
ヨ
ー
グ
ル
ト

の
生
産
販
売
を
行
う
も
の
で
、
同
国
に
お
け
る
栄
養
不
良
の
問
題
や

女
性
の
社
会
参
加
、
そ
し
て
ダ
ノ
ン
社
の
販
路
拡
大
を
両
立
さ
せ
た

取
り
組
み
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
済
活
動
を
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ビ
ジ
ネ
ス
」
と
呼
び
、
開
発
途
上
国
の
社
会
開
発
に
貢
献
す
る
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
社
会
開
発
と
し
て
取
り
組
も
う
と

す
る
場
合
、
本
来
営
利
を
目
的
と
す
る
企
業
が
、
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
自

体
を
維
持
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
①
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
、
企
業
が
獲
得
す

る
利
益
と
受
益
者
の
発
展
へ
の
寄
与
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
維
持
で
き
る

か
と
い
う
問
題
と
、
②
企
業
の
関
係
者
と
顧
客
が
開
発
途
上
国
の
状

況
を
理
解
し
、
開
発
的
な
視
点
で
協
力
を
続
け
て
い
け
る
か
が
問
わ

れ
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
が
両
立
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
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モ
デ
ル
自
体
、
持
続
可
能
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
①
に
つ
い

て
は
、
通
常
の
企
業
進
出
で
実
施
す
る
市
場
調
査
に
加
え
、
進
出
先

が
抱
え
る
問
題
点
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
分
析
で
株
主
へ
の
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
②
に
つ
い
て
は
、
企
業

内
部
の
み
な
ら
ず
、
顧
客
も
開
発
途
上
国
の
問
題
を
理
解
し
、
こ
れ

を
支
援
す
る
企
業
を
応
援
す
る
よ
う
な
意
識
や
態
度
の
醸
成
が
必
要

で
あ
る
。ま

と
め

Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
、
企
業
が
そ
の
生
産
活
動
の
中
で
生
み
出
す
環
境
負
荷

を
軽
減
す
る
と
い
っ
た
、「
企
業
の
社
会
的
責
任
の
履
行
」
と
い
う
伝

統
的
な
も
の
に
加
え
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
「
積

極
的
に
開
発
途
上
国
の
問
題
解
決
に
取
り
組
む
」
と
い
う
開
発
教
育

的
責
任
を
含
む
も
の
へ
と
、
そ
の
意
味
を
拡
大
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
拡
大
は
社
会
の
要
請
と
も
い
え
る
が
、
企
業
が
積
極

的
に
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
２
章
２
で
例
示
し
た
公
害
（
環

境
負
荷
）
の
よ
う
に
か
つ
て
は
利
潤
追
求
と
社
会
貢
献
と
は
相
反
す

る
も
の
と
い
う
見
方
か
ら
、
こ
れ
ら
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
世

界
の
様
々
な
問
題
解
決
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
可
能
性
を

示
唆
す
る
。
ま
た
、
そ
の
活
動
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

企
業
内
部
と
顧
客
の
双
方
に
対
し
て
、
企
業
研
修
や
学
校
教
育
な
ど

あ
ら
ゆ
る
場
面
を
通
じ
て
開
発
途
上
国
の
実
情
を
学
ぶ
機
会
を
提
供

す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
企
業
が
開
発
教
育
Ｃ
Ｓ
Ｒ

と
し
て
こ
れ
ら
を
社
会
へ
広
め
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
有
効
で
あ
ろ

う
。こ

の
意
味
で
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
よ
う

に
企
業
が
開
発
途
上
国
の
問
題
解
決
に
直
接
寄
与
で
き
る
可
能
性
と
、

Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
通
じ
た
啓
発
活
動
に
よ
っ
て
先
進
諸
国
に
暮
ら
す
我
々
へ

の
開
発
教
育
と
い
う
貢
献
と
が
期
待
で
き
る
。

さ
ら
に
、
企
業
内
部
に
も
開
発
教
育
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
企

業
が
持
続
可
能
な
社
会
を
創
造
す
る
当
事
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

企
業
を
取
り
巻
く
環
境
へ
の
広
い
視
野
を
持
つ
こ
と
は
、
企
業
が
社

会
問
題
に
対
す
る
積
極
的
な
対
応
能
力
を
持
つ
こ
と
を
示
す
機
会
と

な
る
。
延
い
て
は
企
業
自
身
の
成
長
や
顧
客
創
出
の
き
っ
か
け
と
な

り
、
さ
ら
に
発
展
的
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組
む
動
機
づ
け
に
な
る
と
考

え
る
。

開
発
教
育
そ
の
も
の
が
か
つ
て
、
開
発
途
上
国
の
現
状
に
よ
り
多

く
の
人
々
の
関
心
を
向
け
た
い
と
い
う
個
々
人
の
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
個
々
の
企
業
も
ま
た
、
そ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
通

じ
て
社
会
が
途
上
国
の
問
題
に
目
を
向
け
る
よ
う
世
論
を
形
成
す
る

こ
と
に
貢
献
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
見
守
る
我
々
市
民
は
、
情
報
化
社
会

に
あ
っ
て
な
お
、
正
し
い
情
報
の
取
捨
選
択
は
容
易
で
は
な
い
。
企

業
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を
広
報
し
、
市
民
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
開
発
の

視
点
か
ら
好
ま
し
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
情
報
を
受
け
取

る
市
民
は
そ
れ
ら
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
多
角
的
に
分
析
す

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
う
え
で
、
企
業
と
市
民
と
が
一
体
と
な
っ
て
「
共
に
生
き
る

社
会
」
の
実
現
を
め
ざ
す
な
ら
ば
、
開
発
教
育
は
公
教
育
、
企
業
の

Ｃ
Ｓ
Ｒ
い
ず
れ
の
場
に
お
い
て
も
、
依
然
重
要
性
を
持
ち
続
け
る
で

あ
ろ
う
。（
了
）

注１　

国
際
連
合
憲
章　

前
文
（
抜
粋
）

（
前
略
）
基
本
的
人
権
と
人
間
の
尊
厳
及
び
価
値
と
男
女
及
び
大
小

各
国
の
同
権
と
に
関
す
る
信
念
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
正
義
と

条
約
そ
の
他
の
国
際
法
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
義
務
の
尊
重
と
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
を
確
立
し
、
一
層
大
き
な
自
由
の
中

で
社
会
的
進
歩
と
生
活
水
準
の
向
上
と
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
、

こ
の
た
め
に
、
寛
容
を
実
行
し
、
且
つ
、
善
良
な
隣
人
と
し
て
互

い
に
平
和
に
生
活
し
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
を
維
持
す
る
た
め

に
わ
れ
ら
の
力
を
合
わ
せ
、（
中
略
）
す
べ
て
の
人
民
の
経
済
的
及

び
社
会
的
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
国
際
機
構
を
用
い
る
（
後
略
）

２　

A
/RE

S/1710 (X
V

I)

３　

そ
の
後
一
九
九
〇
年
を
除
き
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年

ま
で
の
一
〇
年
間
援
助
額
で
世
界
一
の
援
助
実
績
で
あ
っ
た
。

４　

中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
近
江
の
国
（
滋
賀
県
）
の
商
人
が
、
企

業
活
動
を
通
じ
て
自
ら
の
利
益
追
求
だ
け
で
な
く
、
顧
客
満
足
や

社
会
貢
献
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
ら
の
企
業
（
商
家
）
の
発
展
が
あ

る
と
い
う
意
味
で
「
売
り
手
良
し
」「
買
い
手
良
し
」「
世
間
良
し
」
の

「
三
方
良
し
」
を
経
営
哲
学
と
し
た
。

５　

企
業
会
計
、
開
示
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
政
策

６　

二
〇
〇
〇
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
国
際
ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
を
も

と
に
ま
と
め
ら
れ
た
開
発
分
野
に
お
け
る
国
際
社
会
共
通
の
目
標

（M
D

G
s: M

illennium
 D

evelopm
ent G

oals

）。
二
〇
一
五
年
の
達
成

期
限
に
向
け
て
、
飢
餓
の
撲
滅
、
初
等
教
育
の
普
及
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
推
進
、
環
境
の
持
続
可
能
性
確
保
な
ど
八
つ
の
分
野
で
の
取

り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

７　

二
〇
一
五
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
「
国
連
持
続
可
能
な
開
発
サ

ミ
ッ
ト
」
に
お
い
て
「
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る:

持
続
可
能
な
開

発
の
た
め
の
二
〇
三
〇
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（
二
〇
三
〇
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）」

が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
は
、
貧
困
の
撲
滅
、
持
続

可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
一
七
の
開
発
目
標
（Sustainable 

D
evelopm

ent G
oals: SD

G
s

）
を
設
定
。
こ
れ
ら
の
目
標
に
お
い
て
、

M
D

G
s

を
さ
ら
に
具
体
化
し
持
続
可
能
な
生
産
消
費
形
態
の
確
保
、

気
候
変
動
と
そ
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
緊
急
対
策
な
ど
企
業

や
消
費
者
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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programme for international economic co-operation(I) In Resolutions adopted 
on the reports of the second committee. 10 84

th plenary m
eeting. G

eneral 
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ssem
bly-Sixteen Session, 17.

Yunus, M
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千
葉
敏
生
（
訳
）（
二
〇
一
〇
）『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス

革
命
―
世
界
の
課
題
を
解
決
す
る
新
た
な
経
済
シ
ス
テ
ム
』
東
京:

早
川
書
房
（
七
一
―
七
二
頁
）。

二
〇
一
五
年
六
月
、
イ
タ
リ
ア
赤
十
字
や
カ
リ
タ
ス
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
等
、
様
々
な
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ

ラ
ノ
駅
構
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
奮
闘
し
て
い
た
。
中
東
や
ア
フ

リ
カ
か
ら
押
し
寄
せ
て
来
た
庇
護
を
求
め
る
大
勢
の
人
々
に
対
し
て
、

食
糧
や
衣
類
や
日
用
品
の
供
与
、
庇
護
申
請
の
登
録
を
行
う
た
め
で

あ
っ
た
。

あ
れ
か
ら
月
日
が
経
ち
、
庇
護
を
求
め
る
人
々
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
公
共
の
場
所
か
ら
姿
を
消
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
旅
行
者
で
賑
わ

う
い
つ
も
の
ミ
ラ
ノ
駅
に
戻
っ
て
い
る
－
警
備
員
や
銃
を
持
っ
た
兵

士
の
数
が
増
え
た
こ
と
以
外
は
。
駅
に
い
た
人
々
は
ど
こ
へ
行
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
？　

別
の
国
へ
？　

人
の
流
入
が
止
ま
っ
た
の
か
？

そ
れ
と
も
収
容
施
設
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
？　

は
た
ま
た
本
国
へ
送

還
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
？　

こ
れ
ら
の
疑
問
を
端
に
、
イ
タ
リ
ア

の
庇
護
申
請
者
を
取
り
巻
く
状
況
を
探
る
。（
本
稿
に
登
場
す
る
の
は
、

「
難
民
」１

と
し
て
の
滞
在
資
格
申
請
中
の
Ｅ
Ｕ
に
滞
在
し
て
い
る
者
で
、
彼

ら
を
「
庇
護
申
請
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。）

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
庇
護
申
請
者
増
加
の
背
景

「
難
民
危
機
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
二
〇
一
一
年
の
ア
ラ
ブ
の

春
以
降
、
Ｅ
Ｕ
に
難
民
・
庇
護
申
請
者
の
数
が
激
増
し
て
い
る
。
ド

イ
ツ
で
は
一
九
九
二
年
に
旧
ユ
ー
ゴ
か
ら
の
難
民
・
庇
護
申
請
者

四
三
万
人
を
受
け
入
れ
た
実
績
が
あ
る
が
、
二
〇
一
五
年
は
そ
れ
と

ほ
ぼ
同
数
の
四
四
万
人
を
受
け
入
れ
て
い
る
。（
Ｅ
Ｕ
全
体
の
一
／
三

の
数
）
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
で
は
初
め
て
一
年
間
に
一
〇
〇
万
人
が
流
入

し
、
今
ま
で
積
極
的
に
受
け
入
れ
を
し
て
い
な
い
国
々
も
巻
き
込
ん

メ
デ
ィ
ア
が
語
ら
な
い
イ
タ
リ
ア
の
庇
護
申
請
者
の
実
態

檜
垣
　
章
代

　

元
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
・
国
際
関
係
研
究
科
（
国
際
平
和
学
）
修
士

特
集
２:

国
際
人
道
法
と
人
道
支
援
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だ
た
め
、
Ｅ
Ｕ
の
一
大
事
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
三
月
、
Ｅ
Ｕ
―
ト
ル
コ
声
明

２

合
意
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ

は
ト
ル
コ
経
由
の
庇
護
申
請
者
及
び
経
済
移
民
の
渡
航
を
制
限
し
た
。

そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ
へ
流
入
す
る
全
体
数
は
減
少
し
た
け
れ
ど
も
、
北

ア
フ
リ
カ
（
主
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
リ
ビ
ア
）
か
ら
地
中
海
を
経
由
し
て
イ

タ
リ
ア
南
部
か
ら
入
国
す
る
人
々
は
後
を
絶
た
な
い
。
イ
タ
リ
ア
で

の
新
規
の
難
民
申
請
数
は
八
・
三
万
人
（
二
〇
一
五
）
か
ら
一
二
・
一
万

人
（
二
〇
一
六
）
と
四
六
％
増
加
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
新
規
申
請

者
の
一
〇
％
を
受
け
入
れ
て
い
る

３

。
イ
タ
リ
ア
に
到
着
す
る
人
の

特
徴
と
し
て
、
東
・
西
ア
フ
リ
カ
、
及
び
南
ア
ジ
ア
（
パ
キ
ス
タ
ン
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
の
人
々
で
、
七
五
％
弱
は
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
若

い
男
性
（
一
八
～
三
四
歳
）
で
あ
る
。

実
は
、
地
中
海
ル
ー
ト
は
難
民
危
機
以
前
か
ら
存
在
す
る
密
航

ル
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
高
度
成
長
期
時
の
移
民
の
積
極
的
な
受
入
れ
や
、
リ
ビ
ア
の
独

裁
者
カ
ダ
フ
ィ
が
国
力
増
強
の
た
め
に
ア
フ
リ
カ
、
遠
く
は
ア
ジ
ア

か
ら
も
移
民
を
受
入
れ
た
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
集
ま
っ
た
の

は
、
体
力
の
あ
る
青
年
層
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
ア
フ
リ
カ

諸
国
で
の
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
台
頭
と
リ
ビ
ア
崩
壊
に
よ
る
混
乱
で

人
々
が
イ
タ
リ
ア
に
押
し
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
乗
じ
て
密
航
斡
旋
業
者
も
さ
ら
に
活
発
に
密
航
ビ
ジ

ネ
ス
を
展
開
し
、
移
動
を
後
押
し
し
て
い
る
。
リ
ビ
ア
か
ら
イ
タ
リ

ア
南
端
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
島
ま
で
の
海
路
は
相
場
六
～
一
〇
万

円
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
命
の
危
険
か
ら
逃
げ
て
来

た
人
の
流
れ
に
、
右
記
相
当
額
を
支
払
う
能
力
の
あ
る
経
済
活
動

も
目
的
と
し
た
人
も
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
墓
田

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
移
動
者
に
は
純
粋
な
難
民
だ
け
で
は
な
い

こ
と
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

４

。
実
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
資
格

の
審
査
数
に
対
す
る
難
民
資
格
（
最
初
の
有
効
期
間
五
年
、
更
新
あ
り
）

と
準
保
護
資
格
（
五
年
更
新
あ
り
）５

の
交
付
率
が
Ｅ
Ｕ
二
六
カ
国
の

中
で
低
い

６

。 

（
た
だ
し
、
二
年
更
新
あ
り
の
人
道
的
観
点
か
ら
の
保
護

の
資
格
の
交
付
率
は
Ｅ
Ｕ
内
で
二
番
目
。） 

例
え
ば
上
位
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
人
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
、
セ
ネ
ガ
ル
人
は
庇
護
申
請
者
数
の

七
五
％
、
七
四
・
二
％
、
七
三
・
九
％
が
棄
却
さ
れ
て
い
る

７

。

さ
ら
に
、
か
つ
て
な
い
規
模
の
人
々
の
流
入
は
、「
排
斥
」
を
生
む
。

Ｅ
Ｕ
諸
国
で
難
民
や
移
民
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
極
右
翼
政
党
が
支

持
を
伸
ば
し
て
い
る
。
難
民
・
庇
護
申
請
者
、
難
民
に
紛
れ
て
Ｅ
Ｕ

に
入
国
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
が
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
で
テ
ロ
を
起
こ
し
た

事
件
を
取
り
上
げ
、
Ｅ
Ｕ
市
民
が
生
得
の
権
利
と
信
じ
て
い
る
安
全

を
脅
か
し
て
い
る
と
主
張
し
、
ま
た
自
国
の
経
済
問
題
を
難
民
や
移

民
の
流
入
に
重
ね
合
わ
せ
て
問
題
視
す
る
発
言
を
繰
り
返
す
。「
排

斥
」
の
流
れ
は
「
治
安
」
と
い
う
名
の
下
、
国
境
に
検
閲
を
復
活
さ
せ
、

ま
た
は
、
封
鎖
し
て
Ｅ
Ｕ
圏
内
の
自
由
な
行
き
来
が
制
限
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
こ
の
各
国
の
国
境
警
備
強
化
以
前
、
庇
護
申
請
者
は
イ
タ
リ

ア
か
ら
陸
路
で
難
民
の
受
入
れ
に
積
極
的
な
ド
イ
ツ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
比
較
的
た
や
す
く
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
国
境
管

理
に
よ
り
北
上
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
国
内
に
滞
留

す
る
人
々
が
増
加
し
て
い
る
。

概
し
て
、
イ
タ
リ
ア
で
は
南
部
か
ら
人
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
押
し

寄
せ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
イ
タ
リ
ア
の
北
部
か
ら
別
の
国
へ
抜
け

る
ル
ー
ト
が
閉
ざ
さ
れ
た
た
め
、
イ
タ
リ
ア
で
は
庇
護
申
請
者
が
増

え
て
い
る
の
だ

８

。

受
入
れ
の
実
態

国
際
慣
習
法
上
、
生
命
や
自
由
を
脅
か
さ
れ
た
人
々
を
追
放
及

び
送
還
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
（
ノ
ン
・
ル
フ
ル
ー
マ
ン
原
則
）、

入
国
者
一
人
一
人
を
審
査
し
た
上
で
対
応
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い

９

。
そ
れ
以
前
に
、
分
別
あ
る
政
府
が
人
道
的
に
目
の
前
の
溺

れ
る
者
を
見
捨
て
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
れ
で
も
二
〇
一
五

年
に
は
三
、七
〇
〇
人
、
二
〇
一
六
年
に
は
五
、〇
〇
〇
人
を
超
え
る

人
々
が
地
中
海
で
命
を
落
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
の
理
念
と

し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
領
域
に
い
る
す
べ
て
の
人
の
人
権
と
基
本
的
自

由
の
保
障
を
掲
げ
て
い
る
た
め
、
政
府
は
審
査
を
待
つ
庇
護
申
請
者

に
も
当
然
そ
れ
ら
を
保
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
実
際
に

イ
タ
リ
ア
は
ど
の
よ
う
に
庇
護
申
請
者
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？

現
シ
ス
テ
ム
で
は
、
主
に
三
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
段
階

で
は
、
イ
タ
リ
ア
に
到
着
後
、
政
府
が
運
営
す
る
大
規
模
な
収
容
セ

ン
タ
ー
で
、登
録
、検
診
、第
一
回
目
の
難
民
申
請
を
行
う

11

。
そ
の
後
、

地
方
都
市
に
振
り
分
け
ら
れ
第
二
段
階
で
は
、
衣
服
や
住
居
等
の
提

供
か
ら
、
人
道
的
観
点
か
ら
の
保
護
の
申
請

12

、
イ
タ
リ
ア
語
や
中

学
校
卒
業
レ
ベ
ル
の
教
育
（
イ
タ
リ
ア
語
を
使
用
し
一
五
〇
時
間
）
を
受

け
ら
れ
る
。
冒
頭
の
ミ
ラ
ノ
駅
に
い
た
庇
護
申
請
者
の
中
に
は
、
第

二
段
階
の
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
人
々

も
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
で
は
、
さ
ら
に
社
会
に

溶
け
込
め
る
よ
う
に
高
等
教
育
や
就
業
訓
練
を
受
け
ら
れ
る
場
が
提

供
さ
れ
る
。
こ
の
最
終
段
階
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｒ
と
呼
ば

れ
る
。
第
二
段
階
以
降
は
各
自
治
体
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
主
導
す
る
た

め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
は
自
治
体
ご
と
に
異
な
る
。
例
え
ば
、

未
だ
に
一
切
庇
護
申
請
者
の
受
入
れ
を
許
可
し
て
い
な
い
自
治
体
も

あ
れ
ば
、
ミ
ラ
ノ
北
部
の
あ
る
自
治
体
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｒ
は
中
学

レ
ベ
ル
の
教
育
を
卒
業
し
、
か
つ
公
的
保
護
資
格
が
得
ら
れ
た
人
の

み
が
受
講
で
き
る
、
と
し
っ
か
り
規
定
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
現
在
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の
動
向
と
し
て
、
入
国
か
ら
数
年
経
つ
者
が
増
加
し
、
彼
ら
の
社
会

的
・
経
済
的
な
自
立
が
新
た
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
た

め
、
難
民
・
庇
護
申
請
者
の
社
会
統
合
を
促
す
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｒ
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
数
が
急
速
に
増
え
て
い
る
。

こ
こ
で
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
働
部
隊

を
紹
介
す
る
。
イ
タ
リ
ア
各
地
に
あ
る
非
営
利
組
織
と
ソ
ー
シ
ャ
ル

エ
コ
ノ
ミ
ー
の
要
素
を
併
せ
持
つ
社
会
事
業
団
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
事
業
体
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
、
就
業
者

や
地
域
社
会
、
環
境
に
良
い
こ
と
を
実
現
し
な
が
ら
、
利
害
関
係
者

を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
中
長
期
的
な
経
済
成
長
も
目
指
す
と
い

う
半
営
利
・
半
非
営
利
の
性
質
を
持
つ
。「
難
民
危
機
」
以
前
は
教
育
、

医
療
、
障
が
い
者
の
就
業
促
進
、
環
境
保
護
、
社
会
的
弱
者
保
護
と

い
っ
た
地
域
社
会
が
必
要
と
す
る
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
た
が
、

自
治
体
に
よ
っ
て
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
や
教
会
組
織
と
と
も
に
共
同
事
業
体
を
設
立
し
、
包
括

的
に
政
府
か
ら
受
入
要
請
の
あ
っ
た
庇
護
申
請
者
を
受
入
れ
て
い
る
。

筆
者
が
聞
き
取
り
を
行
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
、
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
、
一
貫
し
て
地
域
の
人
々
と
の
繋
が
り

を
意
識
し
、
難
民
・
庇
護
申
請
者
に
対
す
る
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
、
ま
た
庇
護
申
請
者
が
地
域
社
会
か
ら
孤
立
し
な
い
よ
う
に
気
を

配
る
。
彼
ら
の
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
、
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
語

の
会
話
の
授
業
で
は
、
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
体
験
型
の
授
業
を
展
開
す
る
。

参
加
者
四
人
に
対
し
て
一
人
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
グ
ル
ー
プ
と

な
り
、
街
中
を
散
策
し
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
の
習
慣
や
ル
ー
ル
を
学
び
、

映
像
や
音
楽
を
使
い
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
地
域
の
人
々
と
関
わ
る

機
会
を
作
っ
て
い
る
。
語
学
の
習
得
は
、
ア
パ
ー
ト
に
戻
っ
て
も
続

く
。
同
居
す
る
メ
ン
バ
ー
は
異
な
る
国
籍
・
人
種
で
振
り
分
け
ら
れ

て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
こ
と
は
承
知
の
上
だ
が
、
同
郷
で
寄

り
集
ま
っ
て
、
集
団
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
の
脱
落
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
地
域
の
中
で
暮
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
社
会
に
早

く
順
応
で
き
る
よ
う
に
考
え
た
仕
組
み
で
あ
る
。
就
業
支
援
で
は
、

地
元
企
業
に
イ
ン
タ
ー
ン
の
機
会
を
お
願
い
し
、
引
き
続
き
雇
用
し

て
も
ら
え
る
よ
う
支
援
を
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｒ
受
講
中
の
一
九

歳
マ
リ
人
の
青
年
は
、「
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
一
七
歳
で
イ
タ
リ
ア

に
来
て
、
新
し
い
人
生
が
始
ま
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
で
就
職
先
を
確
保

し
て
、
イ
タ
リ
ア
で
家
族
を
持
っ
て
暮
ら
し
た
い
。」
と
語
る
。　
　

受
入
れ
る
力
の
限
界
？

自
治
体
で
の
努
力
に
よ
り
、
庇
護
申
請
者
の
受
入
れ
数
は
伸
び
て

い
る
も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
「
自
立
」

と
い
う
文
字
は
ま
だ
見
え
て
こ
な
い
。
見
え
て
き
た
の
は
新
た
な
課

題
で
あ
る
。

ま
ず
、
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
て
も
就
職
が
決
ま
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
イ
タ
リ
ア
経
済
は
他
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と

比
較
し
て
も
不
況
で
、
特
に
若
者
の
失
業
率
が
高
い
。
受
入
れ
プ
ロ

グ
ラ
ム
受
講
者
層
は
、
ち
ょ
う
ど
二
〇
代
～
三
〇
代
の
男
性
で
あ
り
、

彼
ら
の
競
争
相
手
は
同
じ
く
求
職
中
の
イ
タ
リ
ア
人
や
移
民
で
あ
る
。

二
～
三
年
近
く
か
け
て
、
語
学
や
職
業
の
訓
練
は
経
た
も
の
の
、
そ

れ
ら
の
効
果
が
経
済
的
に
自
立
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
散

見
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
期
限
が
あ
り
、
期
間
満
了
や
、
Ｓ

Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｒ 

を
修
了
す
る
と
通
常
、
全
て
の
支
援
は
打
ち
切
り
と
な

る
。
こ
れ
が
結
果
と
し
て
、
保
護
さ
れ
る
地
位
を
獲
得
し
て
い
な
が

ら
、
経
済
活
動
も
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
住
所
不
定
者
の

増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
人
道
的
観
点
か

ら
の
保
護
資
格
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
途
中
で

も
支
援
が
打
ち
切
ら
れ
る
。
法
律
上
は
、
自
国
へ
送
還
さ
れ
る
が
、

大
抵
の
場
合
、
不
法
に
イ
タ
リ
ア
や
Ｅ
Ｕ
域
内
で
滞
在
す
る
こ
と
を

選
択
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
犯
罪
に
加
担
す
る
可
能
性
が
あ

る
し
、
ま
た
不
法
労
働
者
の
一
部
と
な
り
、
イ
タ
リ
ア
南
部
の
ト
マ

ト
や
オ
レ
ン
ジ
農
園
で
搾
取
さ
れ
た
り
、
都
市
部
の
三
Ｋ
仕
事
を
請

け
負
っ
た
り
と
、
社
会
の
底
辺
を
支
え
る
と
い
う
構
図
が
あ
る
。
滞

在
許
可
が
下
り
ず
、
友
人
に
誘
わ
れ
て
南
部
の
農
園
で
働
い
た
人
に

よ
る
と
「
低
賃
金
で
朝
か
ら
晩
ま
で
死
ぬ
ほ
ど
働
か
さ
れ
、
マ
フ
ィ

ア
が
牛
耳
っ
て
い
る
の
で
簡
単
に
は
逃
走
で
き
な
い
。
命
の
危
険
は

時
折
感
じ
て
お
り
、
自
分
は
経
験
し
な
か
っ
た
が
、
銃
撃
戦
に
遭
遇

す
る
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。」
と
語
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
冒
頭
の
ミ

ラ
ノ
駅
に
い
た
人
々
の
中
に
も
す
で
に
働
い
て
い
る
人
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
。

当
然
、
イ
タ
リ
ア
政
府
や
自
治
体
は
、
住
所
不
定
者
や
不
法
滞
在

者
を
生
む
仕
組
み
や
、
彼
ら
を
保
護
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
承
知

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
時
点
で
は
、
有
効
な
手
立
て
は
取
れ
て
お

ら
ず
、
ロ
マ
人
等
の
不
法
滞
在
者
の
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ

が
住
所
不
定
者
へ
の
援
助
を
行
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
援
ス
タ
ッ
フ
に
は
、
制
度
化
さ
れ
た

受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
か
え
っ
て
庇
護
申
請
者
の
自
立
心
を
奪
い
、

一
般
の
地
域
住
民
か
ら
遠
ざ
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ

る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
語
学
や
中
学
教
育
の
先
生
、
支
援
ス
タ
ッ
フ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
よ
う
な
、
庇
護
申
請
者
に

理
解
の
あ
る
限
ら
れ
た
人
々
と
の
接
触
と
い
う
守
ら
れ
た
空
間
を
創

り
上
げ
て
し
ま
う
。
同
時
に
地
域
に
溶
け
込
め
な
い
こ
と
や
見
え
な

い
将
来
へ
の
不
安
が
、
庇
護
申
請
者
ら
の
学
び
に
対
す
る
意
欲
ま
で

も
奪
っ
て
い
る
。
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地
域
の
人
々
の
中
に
は
、
庇
護
申
請
者
に
同
情
は
す
る
け
れ
ど
も
、

生
活
環
境
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
不
安
と
脅
威
を
感
じ
、
物
理
的

に
も
心
理
的
に
も
距
離
を
置
き
始
め
る
人
も
い
る
。
教
会
の
あ
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
教
会
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
は
様
々
な
人
種
や

国
籍
の
人
に
解
放
し
て
い
る
も
の
の
、
問
題
が
頻
発
し
、「
共
存
す

る
に
は
本
当
に
忍
耐
が
い
る
」
と
こ
ぼ
す
。
さ
ら
に
宗
教
や
文
化
的

違
い
を
理
由
に
挙
げ
「
社
会
に
溶
け
込
も
う
と
し
て
い
な
い
」
と
み
な

す
人
々
も
い
る

13

。

結
論
は
出
て
い
な
い

イ
タ
リ
ア
に
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
人
が
流
入
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ

域
内
、
加
盟
国
の
中
、
住
民
の
間
で
も
分
裂
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
、
誰
も
全
体
像
も
将
来
像
も
描
け
ず
に
い
る
。

安
住
の
地
を
求
め
て
海
を
渡
っ
て
来
た
難
民
・
庇
護
申
請
者
は
、

言
葉
や
文
化
、
さ
ら
に
偏
見
や
排
斥
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
り
、
新
し

い
社
会
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
に
な
り
づ
ら
い
環
境
が
あ
る
。

こ
の
状
況
で
、
母
国
や
居
住
地
を
離
れ
た
理
由
を
難
民
・
庇
護
申
請

者
の
国
や
環
境
の
せ
い
だ
と
片
付
け
て
よ
い
も
の
か
？　

よ
り
良
い

人
生
を
送
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
に
で
も
あ
る
。
離
れ
た
理
由

の
背
景
を
大
局
的
に
考
え
る
視
点
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

イ
タ
リ
ア
語
学
校
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
言
う
。「
混
沌
と
し
た
中

で
今
で
き
る
こ
と
は
、
私
た
ち
市
民
の
地
道
な
受
入
れ
と
同
時
に
社

会
的
・
経
済
的
に
自
立
し
た
保
護
資
格
を
持
つ
人
を
輩
出
し
、
地
域

に
循
環
す
る
流
れ
を
作
る
こ
と
だ
」
と
。

注１　

一
九
五
一
年
の
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」
で
は
、「
人

種
、
宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま
た
は
特
定
の
社
会
集
団
に

属
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
自
国
に
い
る
と
迫
害
を
受
け
る
か
あ
る

い
は
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
他
国
に
逃
れ
た
」
人
々

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
難
民
と
は
、
政
治
的
な
迫
害
の
ほ

か
、
武
力
紛
争
や
人
権
侵
害
な
ど
を
逃
れ
る
た
め
に
国
境
を
越
え

て
他
国
に
庇
護
を
求
め
た
人
々
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
Ｕ

Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
日
本 http://w

w
w.unhcr.org/jp/w

hat_is_refugee (

参
照

日:

二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
九
日)

２　

二
〇
一
六
年
三
月
一
八
日
に
Ｅ
Ｕ
と
ト
ル
コ
間
で
結
ば
れ
た
合

意
。
ト
ル
コ
か
ら
Ｅ
Ｕ
に
渡
る
非
正
規
移
民
や
難
民
認
定
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
庇
護
申
請
者
の
渡
航
を
停
止
・
送
還
し
、
計

六
〇
億
ユ
ー
ロ
の
費
用
（
予
定
）
は
Ｅ
Ｕ
が
拠
出
す
る
。

　

E
uropean Council. E

U
-Turkey Statem

ent.

　

h
ttp

://w
w

w
.co

n
silium

.euro
p

a.eu/en
/p

ress/p
ress-

releases/2016/03/18-eu-turkey-statem
ent/ (A

ccessed: 22/10/2017)
３   

各
国
の
新
規
難
民
申
請
者
の
受
入
れ
割
合
は
以
下
の
通
り
。
ド

イ
ツ
六
〇
％
、
フ
ラ
ン
ス
六
・
三
％
、
ギ
リ
シ
ャ
四
・
一
％
、
英
国
三
・

二
％
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
・
九
％
（
二
〇
一
六
年
）

　

eurostat. new
s release. http://ec.europa.eu/eurostat/

docum
ents/2995521/7921609/3-1603201 7-BP-E

N
.pdf/e5fa98bb-

5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1 (A
ccessed: 19/10/2017)

４　

 

墓
田
桂
『
難
民
問
題
』
中
央
公
論
新
社
、
九
〇
頁

５　

Subsidiary protection

と
い
い
、
難
民
資
格
の
条
件
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
が
、
母
国
や
主
に
活
動
し
て
い
た
居
住
地
に
送
還
し
た

場
合
、
非
常
に
危
険
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
交
付
さ
れ
る

資
格
。
難
民
資
格
に
比
べ
、
Ｅ
Ｕ
内
を
ビ
ザ
な
し
で
自
由
に
行
き

来
で
き
な
い
こ
と
や
運
転
免
許
証
が
得
ら
れ
な
い
等
、制
限
が
あ
る
。

６　

eurostat, First instance decisions by outcom
e and recognition 

rates, 4th quarter 2016, (2017) http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/File:First _instance_decisions_
by_outcom

e_and_recognition_rates,_4th_quarter_2016.png　

(A
ccessed: 25/10/2017)

７　

aida. Statistics: Italy.

　

http://w
w

w.asylum
ineurope.org/reports/country/italy/statistics 

(A
ccessed: 22/10/2017)

８　

二
〇
一
五
年
九
月
か
ら
イ
タ
リ
ア
と
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
別
のE

U

の
国
々
へ
二
年
か
け
て
計
九
・
八
万
人
の
庇
護
申
請
者
の
分
担
を

開
始
し
た
。
残
念
な
が
ら
各
国
の
貢
献
度
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、

（
チ
ェ
コ
共
和
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
受
入
数
は
ほ
ぼ

ゼ
ロ
）、
二
〇
一
七
年
九
月
時
点
で
二
九
、四
〇
一
人
（
ギ
リ
シ
ャ:

二
〇
、三
二
三
人
、
イ
タ
リ
ア:

九
、〇
七
八
人
）
と
達
成
率
三
〇
％

と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

　

U
N

H
CR. E

U
 em

ergency relocation m
echanism

. https://reliefw
eb.

int/sites/reliefw
eb.int/files/resources/E

U
%

20E
m

ergency%
20

R
elocation%

20M
echanism

%
20as%

20of%
20%

2027%
20

Septem
ber%

202017.pdf (A
ccessed: 20/10/2017)

９　

Ｅ
Ｕ
か
ら
の
圧
力
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
政
府
は
自
国
の
管
轄
内

に
庇
護
申
請
者
を
入
れ
な
い
対
策
を
進
め
て
い
る
。「
ホ
ッ
ト
ス

ポ
ッ
ト
」
と
い
う
、
表
向
き
は
身
元
確
認
、
審
査
、
指
紋
登
録
を
行
い
、

迅
速
に
他
加
盟
国
に
移
送
す
る
機
関
が
指
紋
採
取
を
強
要
し
た
り
、

拘
禁
し
た
り
、
時
に
は
暴
行
事
件
等
、
人
権
侵
害
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。

　

A
m

nesty International. H
otspot Italy: H

ow E
U

’s flagship approach leads to 
violations of refugee and migrant rights pp.14-29.

10　

U
N

H
C

R
. O

perational Portal. http://data2.unhcr.org/en/
situations/m

editerranean (A
ccessed: 19/10/2017)

11　

法
律
で
は
申
請
か
ら
三
三
日
で
結
果
が
出
る
と
あ
る
が
、
実
際

は
半
年
か
ら
一
年
か
か
っ
て
い
る
。

　

A
sylum

 Inform
ation D

atabase, Country Report: Italy, 2016. 25

12　

難
民
資
格
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
申
請
す
る
。
結
果
を
受

け
取
る
ま
で
に
一
～
二
年
近
く
か
か
る
。

　

aida. A
pplications and granting of protection status at first instance: 2016.

　

http://w
w

w.asylum
ineurope.org/reports/country/italy/statistics

　

(A
ccessed: 21/10/2017)

13　

Pew
 Research Center. E

uropeans Fear W
ave of Refugees W

ill M
ean 

M
ore Terrorism, Fewer Jobs.

　

http://w
w

w.pew
global.org/2016/07/11/europeans-fear-w

ave-
of-refugees-w

ill-m
ean-m

ore-ter rorism
-few

er-jobs/ (A
ccessed: 

22/10/2017)
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有
事
法
成
立
過
程
で
の
関
係
省
庁
と
の
議
論

平
和
憲
法
下
で
戦
争
を
放
棄
し
た
戦
後
の
日
本
は
、
国
内
が
い
わ

ゆ
る
「
戦
時
下
」
に
な
る
こ
と
は
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
。
当
然
、
戦

後
の
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、「
日
赤
」）
も
、
か
つ
て
の
い
わ
ゆ
る
「
戦

時
救
護
」
と
は
無
縁
の
時
代
を
長
い
間
享
受
し
て
き
た
。
救
護
活
動

と
は
自
然
災
害
や
事
故
等
へ
の
対
応
を
意
味
し
、
海
外
の
紛
争
地
域

に
派
遣
さ
れ
た
一
部
の
要
員
を
除
き
、
わ
が
国
の
国
民
を
対
象
に
し

た
救
護
活
動
の
す
べ
て
が
平
時
の
活
動
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
平
成
一
六
年
の
有
事
関
連
法
の
成
立
に
よ
り
、
わ
が
国

の
有
事
（
武
力
攻
撃
事
態
等
）
に
お
い
て
国
民
を
保
護
す
る
た
め
の
法

体
系
が
整
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
有
事
の
日
赤
の
役
割
も
明
記

さ
れ
た
が
、
当
時
の
社
会
情
勢
の
中
で
は
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
も

「
武
力
攻
撃
事
態
」
は
何
と
な
く
現
実
感
、
切
迫
感
の
な
い
出
来
事
と

響
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

あ
れ
か
ら
一
三
年
。
北
朝
鮮
の
核
開
発
と
ミ
サ
イ
ル
問
題
や
尖
閣

諸
島
を
巡
る
周
辺
状
況
の
緊
張
の
高
ま
り
も
あ
り
、
事
態
は
俄
か
に

現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。
当
時
の
誰
も
が
こ
れ
ほ
ど
の
環
境
の
激
変

を
予
測
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
一
体
、
わ
が
国
有
事
が
発
生
し
、
戦
後
の
日
本
が
全
く
未

体
験
な
領
域
に
入
る
時
、
日
赤
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
る
こ
と
に

な
る
の
か
。
法
に
基
づ
き
関
係
機
関
の
国
民
保
護
計
画
が
整
備
さ
れ

た
と
は
い
え
、
実
際
に
現
場
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
る
の
か
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
未
知
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
時
、
日

赤
の
有
事
法
対
応
担
当
で
あ
っ
た
筆
者
が
有
事
法
成
立
過
程
に
お
い

て
関
係
省
庁
と
交
わ
し
た
議
論
を
手
掛
か
り
に
、
有
事
の
日
赤
活
動

に
潜
む
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で

は
日
赤
の
「
外
国
人
の
安
否
調
査
業
務
」
や
「
捕
虜
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
法
律
」
に
お
け
る
役
割
等
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。

１　

医
療
救
護
を
巡
る
議
論

⑴
国
民
の
保
護
が
主
で
あ
る
が
…
…

日
赤
の
有
事
（
以
後
「
武
力
紛
争
時
」
を
意
味
す
る
）
の
活
動
は
、
国
民

保
護
法
の
成
立
以
前
か
ら
既
に
日
本
赤
十
字
社
法
（
昭
和
二
七
年
八
月
）

や
「
日
本
赤
十
字
社
定
款
」（
同
年
一
〇
月
）
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
戦
後
の
平
和
憲
法
が
戦
争
を
放
棄
し
た
と
は
い
え
、
日
赤
関

連
法
に
お
い
て
は
日
赤
の
活
動
は
戦
時
の
活
動
も
想
定
し
て
き
た
。

社
法
第
一
条
及
び
第
二
七
条
は
「（
業
務
）
日
本
赤
十
字
社
は
、
第
一

条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。（
一
） 

赤

十
字
に
関
す
る
諸
条
約
に
基
く
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
。」
と
規
定

し
、
定
款
第
四
七
条
が
「
本
社
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

…
…
（
一
） 

戦
時
、
事
変
等
に
お
い
て
、
赤
十
字
に
関
す
る
諸
条
約

に
基
き
、
戦
傷
病
者
の
救
護
、
捕
虜
抑
留
者
の
援
護
及
び
文
民
の
保

護
に
従
事
す
る
こ
と
。（
傍
線
筆
者
）」
と
規
定
し
て
い
る
。　

そ
し
て

先
頃
、
戦
後
初
め
て
国
民
保
護
法
に
よ
り
わ
が
国
へ
の
武
力
攻
撃
事

態
等
に
お
け
る
日
赤
の
役
割
が
具
体
的
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
国
民
保
護
法
で
は
、
指
定
公
共
機
関
と
し
て
の
日
赤
の

業
務
は
、
国
民
（
一
般
市
民
）
の
医
療
救
護
に
限
定
さ
れ
、
戦
前
の
よ

う
な
軍
隊
（
現
在
で
は
自
衛
隊
）
の
傷
病
者
の
医
療
救
護
を
行
う
こ
と

は
課
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
社
法
や
定
款
で
は
「
戦
傷
病
者
の
救
護
、

捕
虜
抑
留
者
の
援
護
」
が
規
定
さ
れ
、「
赤
十
字
に
関
す
る
諸
条
約
に

基
づ
く
業
務
」
と
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
で
規
定
さ
れ
る
軍
の
傷
病

者
へ
の
救
護
も
含
ま
れ
る
と
読
め
る
。
別
言
す
れ
ば
、
有
事
関
連
法

の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
当
時
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書

の
当
事
国
で
な
か
っ
た
わ
が
国
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
が
規
定
す
る
軍
の
衛
生
部
隊
の
補
助
機
関
と
し
て
の
役
割
も
担

う
可
能
性
は
理
論
上
あ
り
得
た
と
い
え
る
。
同
条
約
は
現
在
も
有
効

だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
実
際
に
、
今
日
の
日
赤
が
有
事
に
お
い
て
軍
の
傷
病
者
を
救

護
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
当
時
の

内
閣
官
房
担
当
者
は
、「
国
民
保
護
法
上
は
、
日
赤
が
自
衛
隊
の
傷

病
者
を
救
護
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
が
、
日
赤
が
（
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
あ
る
い
は
日
赤
社
法
、
定
款
等
か
ら
）
独
自
の
判
断
に
よ
り
自

衛
隊
の
傷
病
者
を
救
護
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
（
要

旨
）」
と
の
見
解
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
民
保
護
法
は
あ
く
ま
で
も
国

有
事
に
お
け
る
日
赤
の
医
療
救
護
―
未
体
験
ゾ
ー
ン
を
巡
る
議
論
の
経
緯

井
上
　
忠
男

　

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応
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民
（
民
間
人
＝
文
民
）
の
保
護
を
日
赤
の
任
務
と
し
て
い
る
が
、
自
衛

隊
の
傷
病
者
の
救
護
を
行
う
か
否
か
は
日
赤
の
自
主
的
判
断
の
問
題

だ
と
し
た
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
軍
の
補
助
機
関
と
し
て
各
国
に
設
立
さ
れ

た
赤
十
字
社
で
は
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
主
要
国
に
お
い
て

軍
の
補
助
機
関
と
し
て
の
赤
十
字
社
の
役
割
は
事
実
上
終
焉
を
遂
げ
、

軍
の
傷
病
者
へ
の
医
療
救
護
は
軍
の
衛
生
機
関
が
自
己
完
結
的
に

行
っ
て
い
る
の
が
実
際
の
よ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
第
二
次
大
戦
の
教

訓
を
も
と
に
成
立
し
た
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
上
の
赤

十
字
社
の
任
務
は
、
諸
国
の
軍
隊
が
衛
生
部
隊
を
充
実
さ
せ
た
戦
後

世
界
で
は
、
事
実
上
空
文
化
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
わ
が
国
自
衛
隊
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
当
時
の
防
衛
庁
（
現
防
衛
省
）
担
当
者
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
の
様

態
に
も
よ
る
が
、
万
一
、
隊
員
の
負
傷
者
が
大
量
に
発
生
す
る
よ
う

な
場
合
に
は
、
自
衛
隊
の
医
療
部
隊
だ
け
で
自
己
完
結
で
き
る
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。
仮
に
自
己
完
結
で
き
な
い
場
合
に
は
、
民
間

の
医
療
機
関
に
支
援
を
求
め
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
（
要
旨
）」

と
の
意
見
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
防
衛
大
臣
は
各
都
道
府
県

知
事
に
協
力
要
請
を
行
い
、
知
事
の
要
請
を
受
け
て
医
療
協
力
を
医

療
機
関
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
活
動

の
公
的
性
格
か
ら
国
立
病
院
機
構
の
病
院
や
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
上

に
役
割
が
規
定
さ
れ
る
赤
十
字
社
に
医
療
救
護
等
を
要
請
す
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵
傷
病
兵
救
護
で
は
軍
法
に
従
う
の
か

で
は
、
軍
（
自
衛
隊
）
の
傷
病
者
を
救
護
す
る
場
合
に
未
知
な
問
題

が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
議
論
と

承
知
お
き
戴
き
た
い
。

ま
ず
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
視
点
か
ら
考
え
る

と
、
医
療
救
護
に
あ
た
る
「
場
所
」
が
ど
こ
か
で
問
題
が
異
な
る
可
能

性
が
あ
る
。
仮
に
野
戦
病
院
（
戦
闘
地
域
以
外
の
場
所
に
設
置
さ
れ
た
も

の
）
や
自
衛
隊
病
院
の
よ
う
な
自
衛
隊
が
管
理
す
る
施
設
で
の
活
動

を
要
請
さ
れ
た
場
合
、
赤
十
字
等
の
救
済
団
体
の
要
員
は
、
場
合
に

よ
っ
て
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約
第
二
六
条
の
「
第
二
四
条
（
軍
隊
の

専
従
要
員
の
保
護
）
に
掲
げ
る
要
員
と
同
一
の
任
務
に
あ
た
る
も
の
は
、

衛
生
要
員
等
と
同
一
の
地
位
に
置
か
れ
」、
そ
れ
ら
の
団
体
の
職
員

は
「
軍
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（subject to the m

ilitary laws and 

regulations

）」
と
す
る
規
定
が
議
論
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
六

条
の
「
軍
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
文
言
は
、
一
九
〇
六

年
の
条
約
改
正
以
前
の
「
軍
の
指
揮
下
に
入
る
（placed under m

ilitary 

com
m

and
）」（
一
八
六
三
年
の
赤
十
字
規
約
第
六
条
）
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ

り
、
端
的
に
は
、
自
衛
隊
の
指
揮
下
で
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
場
合
、
軍
法
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
が
、
軍
刑
法

の
よ
う
な
軍
法
が
存
在
し
な
い
わ
が
国
の
場
合
、
自
衛
隊
を
規
律
す

る
自
衛
隊
法
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
え
る
。
同
法
第
一
一
八
条
以
下

に
は
罰
則
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
民
間
人
も
処

罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

さ
て
、
仮
に
自
衛
隊
の
指
揮
下
で
活
動
す
る
場
合
、
戦
後
、
そ
の

よ
う
な
経
験
の
な
い
日
赤
要
員
に
と
り
こ
れ
は
未
知
の
体
験
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
当
時
の
防
衛
省
関
係
者
は
、「
こ

れ
ま
で
の
日
赤
の
活
動
の
経
緯
か
ら
、
い
き
な
り
自
衛
隊
の
指
揮
下

に
入
る
こ
と
は
不
安
や
抵
抗
感
も
あ
る
と
思
う
。
実
際
に
は
柔
軟
な

対
応
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
必
ず
し
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

の
規
定
に
囚
わ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
は（
要
旨
）」と
の
見
解
だ
っ
た
。

で
は
、
実
際
に
、
条
約
条
文
と
は
異
な
る
柔
軟
な
運
用
は
法
的
に

可
能
な
の
だ
ろ
か
。
筆
者
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
法
律
顧
問
に

こ
の
点
を
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
答
え
は
、「（
そ
の
場
合
で
も
」
条

約
の
規
定
通
り
、
軍
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
要
旨
）」
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。

こ
の
問
題
は
、
実
は
一
〇
〇
年
以
上
前
に
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
の
戦
時
救
護
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
日
本
赤
十
字
社
令
や
救
護

規
則
は
陸
海
軍
両
大
臣
と
日
赤
社
長
と
の
協
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、

軍
の
衛
生
部
隊
に
編
入
さ
れ
た
日
赤
救
護
員
は
軍
属
と
し
て
扱
わ
れ
、

軍
の
指
揮
下
で
活
動
し
た
。
こ
れ
自
体
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
趣
旨

に
反
せ
ず
違
法
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
明
治
三
四
年

の
旧
日
本
赤
十
字
社
定
款
に
も
明
記
さ
れ
、
日
赤
救
護
員
は
軍
人
に

準
じ
た
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
軍
法
へ
の
従
属

関
係
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。

こ
の
点
を
疑
問
に
思
っ
た
当
時
の
佐
野
常
民
社
長
は
、「（
救
護
員

は
）
軍
の
指
揮
下
に
入
る
と
い
え
ど
も
、
軍
の
懲
罰
令
に
よ
り
処
罰

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
理
解
し
て
い
る
が
そ
の
通
り
で
よ
い
か
（
要

約
）」
と
い
う
趣
旨
の
質
問
状
を
陸
海
軍
両
大
臣
宛
に
提
出
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
陸
軍
大
臣
か
ら
は
、「
陸
軍
刑
法
、
懲
罰
令
の
適
用
を

受
け
る
（
要
旨
）」
と
の
回
答
が
、
他
方
、
海
軍
大
臣
か
ら
は
、「
お
伺

い
の
通
り
で
あ
る
（
要
旨
）」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
軍
属
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
や
軍
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
は
、
軍
法
の
適
用
関
係
な

ど
日
赤
職
員
の
懲
罰
問
題
に
も
係
る
問
題
で
あ
り
、
佐
野
社
長
と
し

て
は
曖
昧
に
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
陸
海
軍

双
方
の
見
解
は
異
な
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。（
以
上
、
拙
稿

「
自
衛
隊
の
衛
生
活
動
に
従
事
す
る
日
赤
要
員
の
法
的
地
位
に
関
す
る
考
察
」

秋
田
赤
十
字
看
護
大
学
紀
要Vol.16

、
二
〇
一
四
参
照
）

⑶
日
赤
の
自
主
性
は
担
保
さ
れ
る

上
記
の
議
論
は
、
有
事
関
連
法
制
定
前
の
関
係
機
関
と
の
や
り
取



137　人道研究ジャーナルvol.7 136

り
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
現
在
は
ど
う
考
え
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
も
第
二
六
条
の
解
釈
を

見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
赤
十
字
要
員
が
仮
に

自
衛
隊
の
傷
病
者
救
護
に
配
属
さ
れ
た
と
し
て
も
、「
軍
法
に
し
た

が
う
」
の
文
言
が
議
論
に
な
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ

る
。ま

ず
第
一
に
、
篤
志
救
護
団
体
の
職
員
は
軍
法
に
し
た
が
い
、
軍

の
要
員
と
同
一
の
地
位
（sam

e footing

）
に
置
か
れ
る
場
合
で
も
、
こ
の

規
定
は
要
員
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
救
護
団
体
に
適
用
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
そ
の
上
で
軍
の
要
員
と
「
同

一
の
地
位
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
」
の
文
言
は
、
こ
れ
ら
の
要
員

が
実
際
に
軍
の
要
員
の
地
位
（status

）
を
得
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
要

員
は
常
に
文
民
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

（
二
〇
一
六
コ
メ
ン
タ
リ
、
二
〇
七
七
～
二
〇
八
〇
）。
し
た
が
っ
て
軍
に

配
属
さ
れ
た
赤
十
字
の
要
員
の
待
遇
は
、
赤
十
字
社
と
国
の
当
局

（
わ
が
国
の
場
合
は
防
衛
省
か
）
と
の
協
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
戦
前
の

よ
う
に
軍
の
医
療
部
隊
の
一
部
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の

考
え
方
は
、
一
九
五
二
年
の
コ
メ
ン
タ
リ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
は
軍
へ
の
支
援
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
活
動
は
あ
く
ま
で
も

赤
十
字
社
の
自
発
性
に
基
づ
く
活
動
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
よ
う
と

す
る
た
め
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
二
六
条
の
規
定
は
、「
第
二
四
条
に
掲
げ
る
要
員
と

同
一
の
任
務
に
あ
た
る
も
の
」
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
要
員
と

は
「
専
従
の
衛
生
要
員
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、「
専
従
の
衛
生

要
員
と
同
一
の
任
務
」
に
当
た
る
た
め
に
軍
か
ら
「
記
章
及
び
身
分
証

明
書
を
受
け
る
」（
一
九
五
二
コ
メ
ン
タ
リ
）
も
の
が
対
象
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
自
衛
隊
の
業
務
に
「
専
従
」
で
派
遣
さ
れ
る
日
赤
要
員
は
通

常
考
え
ら
れ
ず
、
仮
に
日
赤
要
員
が
自
衛
隊
の
傷
病
者
救
護
等
に
派

遣
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
「
も
っ
ぱ
ら

従
事
（exclusively engaged in 

）」
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
第
二
六
条
が
規
定
す
る
要
員
と
同
一
の
も
の
で
は
な

く
、「
た
と
え
軍
の
要
員
の
た
め
に
活
動
し
た
と
し
て
も
、
二
四
条

で
規
定
す
る
活
動
に
従
事
す
る
も
の
で
は
な
く
、
赤
十
字
社
の
要
員
」

（
二
〇
一
六
コ
メ
ン
タ
リ
、
二
〇
七
三
）
と
し
て
の
立
場
を
維
持
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
日
赤
要
員
の
活
動
も
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
第
二
〇
条
や
第
一
追
加
議
定
書
第
一
五
条
の

規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

⑷
軍
民
を
区
別
し
な
い
第
一
追
加
議
定
書
の
原
則

こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
視

点
か
ら
の
議
論
で
あ
る
が
、
現
在
、
わ
が
国
は
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
（
特
に
第
一
議
定
書
）
の
当
事
国
で
あ
り
、

同
条
約
の
原
則
に
照
ら
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
追
加
議
定
書
（
第
八
条
～
一
二
条
）
で
は
、
軍
人
の
傷
病
者
と

文
民
（
民
間
人
）
の
傷
病
者
を
あ
え
て
区
別
せ
ず
、
医
療
要
員
（
組
織
）

も
軍
の
も
の
で
あ
る
か
民
間
の
も
の
で
あ
る
か
、
常
時
の
も
の
で
あ

る
か
臨
時
の
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
医
療
活
動
を
保
護
し

て
い
る
。
ま
た
第
一
追
加
議
定
書
に
は
、
一
九
四
九
年
の
条
約
の
よ

う
な
「
軍
法
に
し
た
が
う
」
の
文
言
も
、
軍
の
傷
病
者
へ
の
支
援
活
動

に
お
け
る
指
揮
権
に
関
す
る
記
述
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
赤

十
字
社
の
医
療
活
動
は
民
間
人
は
勿
論
、
軍
人
に
対
す
る
活
動
で
あ

れ
、
ま
た
そ
の
活
動
が
国
や
自
治
体
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で

あ
れ
、
そ
れ
ら
は
社
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
理
解
が
根
底
に
あ
る
。

実
際
に
は
、
自
衛
隊
の
傷
病
者
を
救
護
す
る
場
合
、
活
動
の
場

所
に
よ
っ
て
は
自
衛
隊
と
の
間
で
活
動
条
件
等
に
つ
い
て
の
協
議
が

必
要
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
。
例
え
ば
、
情
報
の
保
護
や
活
動
で
知

り
得
た
内
容
の
守
秘
義
務
な
ど
の
一
定
の
規
則
を
順
守
す
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
、
軍
に
配
属
さ
れ
た
赤
十
字
要
員
の
待
遇
は
、
国

の
法
律
や
国
の
当
局
と
の
協
議
に
委
ね
て
お
り
、
戦
前
の
よ
う
に
一

方
的
に
軍
規
に
従
う
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

⑸
民
間
人
の
動
員
計
画
は
な
い

さ
て
、
当
時
の
防
衛
庁
関
係
者
と
の
意
見
交
換
か
ら
半
年
余
り

後
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
か
ら
各
国
赤

十
字
社
宛
て
に
次
の
よ
う
な
質
問
状
が
出
さ
れ
た
。「
現
在
に
お
い

て
も
、（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
規
程
同
様
に
）
軍
隊
の
衛
生
部
隊
の
補

助
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
赤
十
字
社
が
あ
れ
ば
回
答
願

い
た
い
（
要
旨
）」
と
い
う
も
の
だ
。
筆
者
は
、
筆
者
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ

の
先
の
質
問
が
こ
の
各
社
宛
て
照
会
の
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
た
。
こ
う
し
た
調
査
研
究
を
背
景
と
し
て
二
〇
一
六
年
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
解
説
（
コ
メ
ン
タ
リ
）
の
改
定
も
行
わ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
自
衛
隊
傷
病
者
の
医
療
救
護
に
伴
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
、
防
衛
省
関
係
者
と
議
論
し
た
こ
と
は
な
く
、
同
省
も
こ
の

問
題
を
特
に
研
究
し
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
は
赤
十
字
要
員
が
こ
う

し
た
活
動
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
を
自
衛
隊
も
日
赤
も
想
定
し
て
こ
な

か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
自
衛
隊
法
第
一
〇
三
条
二
項
に
は
、
防
衛
出
動
時
に
お
い

て
輸
送
・
土
木
・
医
療
従
事
者
等
に
自
衛
隊
の
業
務
へ
の
従
事
を
要

請
で
き
る
と
す
る
「
業
務
従
事
命
令
」
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
こ
れ

は
武
力
攻
撃
時
に
兵
站
輸
送
や
戦
闘
地
域
に
取
り
残
さ
れ
た
民
間
人

を
避
難
誘
導
す
る
た
め
民
間
輸
送
業
者
等
の
活
用
を
想
定
し
た
規
定
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で
あ
る
。
も
っ
と
も
、有
事
関
連
の
い
か
な
る
国
内
法
も
、民
間
人（
医

療
者
も
含
む
）
を
戦
闘
地
域
で
活
動
さ
せ
る
こ
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、

戦
後
、
業
務
従
事
命
令
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
現
代
の
民
主

社
会
に
お
い
て
は
強
権
的
な
国
民
の
動
員
は
社
会
的
な
抵
抗
感
も
強

い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
法
は
個
人
等
が
自
ら
の
意
志
で
そ
う
し
た

地
域
（
戦
闘
地
域
を
含
む
）
で
の
活
動
を
申
し
出
た
場
合
、
そ
れ
を
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
申
し

出
た
個
人
と
国
と
の
間
で
自
由
意
志
に
基
づ
く
契
約
行
為
が
交
わ
さ

れ
、
身
分
保
証
を
行
っ
た
上
で
業
務
に
従
事
し
て
も
ら
う
と
い
う
措

置
が
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
あ
く
ま
で
も
「
理
論
上
の

議
論
」
で
あ
り
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
言
す
れ
ば
、
有
事
に
お
い

て
防
衛
省
が
民
間
の
医
療
者
を
動
員
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
計
画
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
法
解
釈
の
視
点
か
ら
有
事
に
お

け
る
赤
十
字
活
動
を
精
査
し
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
議
論
の
俎
上
に

登
っ
て
こ
な
か
っ
た
幾
つ
か
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
が
存
在
す
る

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
問
題
意
識
の
喚
起
に
留
め
た
い
。
実
際

の
有
事
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
、
あ
る
い
は
生
じ
な
い

の
か
、
実
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
ま
だ
少
な
く
な
い
。
わ
が
国
有
事

と
は
、
戦
後
の
日
本
国
民
の
誰
も
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
未
体

験
ゾ
ー
ン
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

２　

赤
十
字
標
章
を
巡
る
議
論

⑴
赤
十
字
標
章
を
表
示
で
き
る
の
は
誰
か

有
事
に
は
、
赤
十
字
標
章
の
使
用
と
管
理
の
主
体
が
平
時
と
は
一

変
す
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

平
時
に
赤
十
字
標
章
を
使
用
で
き
る
の
は
、
基
本
的
に
日
赤
と

自
衛
隊
の
医
療
機
関
（
衛
生
部
隊
）
の
み
だ
が
、
武
力
攻
撃
事
態
に
は
、

国
や
自
治
体
の
当
局
の
許
可
を
得
た
者
（
医
療
活
動
に
専
従
す
る
者
に

限
る
）
な
ら
ば
誰
で
も
保
護
目
的
の
赤
十
字
標
章
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
平
時
の
日
常
社
会
で
は
全
く
赤
十
字
標
章
を

使
用
し
た
こ
と
の
な
い
団
体
が
、
赤
十
字
標
章
を
表
示
す
る
事
態
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
赤
十
字
標
章
等
及
び
特
殊
標
章
等
に
係
る
事
務
の
運
用
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
一
七
年
八
月
二
日
）
に
よ
れ
ば
、
国
は
、
国

立
病
院
機
構
や
自
治
体
病
院
な
ど
公
的
な
医
療
機
関
（
具
体
的
に
は
指

定
行
政
機
関
又
は
都
道
府
県
職
員
）
に
は
、
赤
十
字
標
章
を
当
局
が
交
付

す
る
が
、
そ
の
他
の
民
間
の
医
療
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
標

章
を
作
成
し
、
表
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
ひ
な
形

を
「
厚
生
労
働
省
の
赤
十
字
標
章
、
特
殊
標
章
及
び
身
分
証
明
書
に

関
す
る
交
付
要
綱
」（
同
年
）
で
定
め
、
各
都
道
府
県
に
示
し
て
い
る
が
、

自
ら
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
民
間
の
医
療
機
関
に
と
っ
て
は
、
標
章

の
素
材
選
び
か
ら
印
刷
、
発
注
（
手
作
り
も
可
と
思
わ
れ
る
）
な
ど
手
間

の
か
か
る
作
業
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
当
初
、
関
係

者
の
議
論
で
は
、
自
治
体
の
指
定
ご
み
袋
の
よ
う
に
、
コ
ン
ビ
ニ
等

で
買
え
る
よ
う
に
予
め
赤
十
字
標
章
を
作
成
し
て
お
く
案
な
ど
も
出

さ
れ
た
が
結
局
、
各
自
が
作
成
し
許
可
を
得
る
と
い
う
方
法
に
落
ち

着
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
万
一
の
場
合
に
は
、
赤
十
字
標
章
の

使
用
に
習
熟
し
た
日
赤
に
対
し
、
民
間
の
医
療
機
関
か
ら
標
章
作
成

に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

さ
ら
に
有
事
に
は
、
日
赤
も
日
頃
使
い
慣
れ
た
赤
十
字
標
章
の

保
護
的
使
用
に
つ
い
て
、
国
の
当
局
（
厚
生
労
働
大
臣
）
に
許
可
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
日
赤
に
と
っ
て
は
面
倒
な
話

で
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
当
時
の
厚
労
省
関
係
者
は
、「
実
際
に

は
、
赤
十
字
標
章
の
使
用
に
習
熟
し
た
日
赤
が
使
用
す
る
こ
と
に
何

ら
問
題
は
な
い
と
思
う
。
出
来
る
だ
け
柔
軟
に
対
応
し
た
い
と
思
う

が
、
法
律
は
法
律
な
の
で
、
事
後
で
も
結
構
だ
か
ら
使
用
許
可
申
請

は
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う（
要
旨
）」と
の
話
だ
っ

た
。
厚
労
省
の
公
式
見
解
で
は
な
い
が
日
赤
に
と
っ
て
は
、
も
し
柔

軟
な
対
応
が
取
ら
れ
る
な
ら
ば
有
難
い
こ
と
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

⑵
直
ち
に
保
護
標
章
を
表
示
す
る
の
か

さ
て
、
一
方
で
素
朴
な
疑
問
も
残
る
。
内
閣
総
理
大
臣
が
武
力
攻

撃
事
態
を
国
民
に
宣
言
し
た
場
合
、
国
民
保
護
法
に
基
づ
き
、
直
ち

に
赤
十
字
保
護
標
章
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
ろ
う

か
。武

力
攻
撃
の
様
態
に
も
よ
る
が
、
今
日
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
よ
う
な
総
力
戦
と
し
て
の
地
上
戦
が
長
期
に
わ
た
り
展
開
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
者
が
想
定
し
て
い
な
い
。
最
も
想
定
さ
れ
る
攻

撃
形
態
が
ミ
サ
イ
ル
飛
来
の
よ
う
な
「
着
弾
道
攻
撃
」
や
「
テ
ロ
攻
撃
」

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
保
護
目
的
の
赤
十
字
標
章
を
一

斉
に
表
示
す
る
こ
と
の
意
義
、
そ
の
緊
急
性
、
実
用
性
、
実
効
性
の

有
無
は
不
透
明
で
あ
る
。

赤
十
字
標
章
の
使
用
（
表
示
）
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
上
の

規
程
は
、
第
二
次
大
戦
の
教
訓
を
元
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代

に
お
い
て
、
か
つ
て
の
よ
う
な
戦
争
形
態
が
長
期
に
続
く
こ
と
の
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
と
し
た
ら
武
力
攻
撃
時
に
保
護

の
赤
十
字
標
章
を
特
に
国
内
に
お
い
て
表
示
す
る
こ
と
の
意
義
は
ど

れ
ほ
ど
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
飛
来
す
る
ミ
サ
イ
ル
に
赤

十
字
標
章
は
識
別
で
き
な
い
し
、
地
上
部
隊
の
上
陸
や
航
空
攻
撃
で

も
な
い
限
り
、
敵
の
識
別
を
意
識
し
た
表
示
に
決
定
的
な
意
味
を
見

出
す
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
、
保
護
標
章
の
表
示
は

「
敵
部
隊
」
に
よ
る
識
別
を
意
図
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
国
民
が
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医
療
目
的
の
要
員
を
認
識
し
、
そ
の
円
滑
な
活
動
を
尊
重
、
保
護
し
、

協
力
す
る
意
識
を
喚
起
さ
せ
る
役
割
も
持
つ
と
い
え
る
が
、
そ
の
場

合
で
も
そ
の
重
要
性
は
「
敵
へ
の
周
知
」
ほ
ど
高
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
し
て
国
民
保
護
法
は
、
赤
十
字
標
章
等
、
特
殊
信
号
又

は
身
分
証
明
書
を
交
付
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
「
で
き
る
」（
第

一
五
七
条
二
項
）
と
あ
り
、
使
用
さ
せ
る
判
断
は
任
意
で
あ
り
、
武
力

攻
撃
事
態
だ
か
ら
と
い
っ
て
即
座
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
と
理
解
で
き
る
。
仮
に
法
律
通
り
に
表
示
す
る
と
な
る

と
、
医
療
機
関
は
、
赤
十
字
標
章
と
身
分
証
明
書
の
職
員
へ
の
交
付
、

交
付
台
帳
へ
の
記
録
、
管
理
な
ど
雑
多
な
業
務
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

な
り
、
た
だ
で
さ
え
混
乱
を
来
し
て
い
る
武
力
攻
撃
時
に
更
な
る
業

務
負
荷
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
医
療
活
動
の
円
滑
な
実
施
の

た
め
の
保
護
標
章
の
表
示
が
、
却
っ
て
そ
の
負
担
に
な
る
と
い
う
皮

肉
な
結
果
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
有
事
に
は
ど

の
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
る
の
か
は
未
知
で
あ
る
。

⑶
保
護
標
章
は
平
時
か
ら
使
用
可
能
に
!?

赤
十
字
標
章
に
は
保
護
標
章
と
表
示
標
章
の
二
つ
の
使
用
方
法
が

あ
る
こ
と
は
赤
十
字
関
係
者
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
逆
に
、
こ

の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
一
般
国
民
は
皆
無
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ

ん
な
複
雑
な
議
論
は
赤
十
字
関
係
者
の
内
部
だ
け
に
止
め
、
一
般
国

民
が
シ
ン
プ
ル
に
理
解
で
き
る
標
章
の
使
用
方
法
は
な
い
も
の
か
と

思
い
た
く
な
る
。

保
護
標
章
と
し
て
の
使
用
は
、
武
力
紛
争
時
（
戦
時
）
に
の
み
認
め

ら
れ
る
た
め
、
平
時
に
お
い
て
建
物
や
そ
の
屋
根
に
赤
十
字
標
章
の

み
を
大
き
く
表
示
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
赤
十
字
社
所
有
の
施
設
で

あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
国
民
保
護
法
の

成
立
以
後
、
こ
の
「
定
説
」
は
覆
っ
た
と
も
い
え
る
。

国
民
保
護
法
に
お
い
て
武
力
攻
撃
時
の
日
赤
の
役
割
が
明
記
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
赤
は
厚
生
労
働
省
の
同
意
を
得
れ
ば
、
平
時

か
ら
保
護
標
章
を
表
示
で
き
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の

根
拠
は
、
一
九
六
五
年
の
赤
十
字
国
際
会
議
（
政
府
代
表
も
参
加
）
で

採
択
さ
れ
た
『
各
国
赤
十
字
社
に
よ
る
赤
十
字
標
章
の
使
用
規
則
』

（
一
九
九
一
年
の
赤
十
字
代
表
者
会
議
に
て
改
訂
）
に
あ
り
、
同
規
則
第

一
三
条
は
、
赤
十
字
社
は
、「
当
局
の
同
意
を
得
て
、
武
力
紛
争
時

に
お
け
る
医
療
目
的
の
任
務
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
組
織
及
び

輸
送
手
段
を
識
別
す
る
た
め
に
平
時
か
ら
標
章
及
び
そ
の
他
の
特
殊

信
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平

時
か
ら
の
使
用
を
認
め
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
国
民
保
護
法
に
よ

り
明
示
的
に
有
事
の
役
割
が
規
定
さ
れ
た
日
赤
だ
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
特
権
を
生
か
さ
な
い
手
は
な
い
。
厚
労
省
が
こ
う
し
た
日
赤
の

要
請
を
拒
否
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

保
護
標
章
の
平
時
か
ら
の
使
用
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
有
事
の
ド
タ

バ
タ
の
中
で
の
保
護
標
章
の
表
示
や
使
用
許
可
申
請
な
ど
面
倒
な
業

務
を
軽
減
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
少
な
か
ら
ず
の
日
赤
病
院

で
は
「
保
護
標
章
紛
い
」
の
標
章
（
社
名
を
付
記
し
な
い
赤
十
字
標
章
）
を

大
き
く
建
物
に
表
示
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
修
正
さ

せ
る
手
間
も
省
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
表
示
的
使
用
と
保

護
的
使
用
の
違
い
の
理
解
が
曖
昧
に
な
る
リ
ス
ク
は
あ
る
が
、
何
ら

か
の
効
率
的
か
つ
負
担
の
少
な
い
実
際
的
な
運
用
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
標
章
の
使
用
規
則
は
、
赤
十
字
関
係
者
で
す
ら

理
解
で
き
な
い
ほ
ど
に
複
雑
化
し
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。

⑷
特
殊
標
章
に
関
す
る
国
民
へ
の
教
育
啓
発

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
際
の
政
府
の
基
本
的
な

方
針
は
、
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
民
の

保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
部
修
正
）
に
示
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
政
府
は
、
赤
十
字
標
章
等
の
使
用
の
意
義

に
つ
い
て
国
や
自
治
体
等
が
国
民
に
教
育
・
啓
発
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。（
四
章
四
節
六
）

指
針
に
よ
れ
ば
「
国
［
内
閣
官
房
、
外
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
消

防
庁
、
文
部
科
学
省
］
は
、
地
方
公
共
団
体
等
と
協
力
し
つ
つ
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
及
び
同
第
一
追
加
議
定
書
に
基
づ
く
武
力
攻
撃
事
態

等
に
お
け
る
標
章
等
の
使
用
の
意
義
等
に
つ
い
て
教
育
や
学
習
の
場

な
ど
の
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
啓
蒙
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と
あ

る
。
こ
の
中
の
「
地
方
公
共
団
体
等
と
協
力
（
傍
線
筆
者
）」
の
文
言
は
、

案
の
段
階
で
は
「
地
方
公
共
団
体
と
協
力
」
と
な
っ
て
お
り
、「
等
」

が
な
か
っ
た
。
内
閣
官
房
か
ら
案
を
見
せ
ら
れ
た
筆
者
は
、
こ
の
点

に
違
和
感
を
覚
え
た
。
国
や
自
治
体
が
果
た
し
て
赤
十
字
標
章
等
の

使
用
方
法
、
意
義
に
つ
い
て
国
民
に
的
確
に
教
育
・
啓
発
す
る
ノ
ウ

ハ
ウ
や
実
績
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
赤
十
字
標
章
の
使
用
方

法
等
の
教
育
啓
発
に
長
年
の
実
績
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ
日
赤
の
存
在

や
活
用
が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
内
閣
官
房
と
折
衝
し
、
日
赤
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
ノ
ウ

ハ
ウ
に
つ
い
て
説
明
し
、
む
し
ろ
国
民
へ
の
教
育
に
あ
た
っ
て
は
日

赤
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
内
閣
官
房
は
こ

の
主
張
に
納
得
し
、
筆
者
は
「
地
方
公
共
団
体
及
び
日
本
赤
十
字
社

と
協
力
」
と
の
文
言
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
後

に
官
房
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
法
制
局
の
意
見
も
あ
り
、
個
別
具
体

の
団
体
名
を
指
針
に
盛
り
込
む
の
は
困
難
で
あ
り
、「
日
本
赤
十
字

社
」
の
文
言
を
「
等
」
と
書
き
換
え
る
こ
と
で
日
赤
も
教
育
啓
発
に
協

力
で
き
る
余
地
を
残
す
こ
と
で
は
ど
う
か
、
と
い
う
提
案
だ
っ
た
。

日
赤
は
最
終
的
に
こ
の
案
を
呑
ん
だ
。
そ
れ
が
現
在
の
基
本
指
針
に

見
ら
れ
る
「
等
」
が
入
れ
込
ま
れ
た
背
景
で
あ
る
。
た
っ
た
一
字
に
過
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ぎ
な
い
が
、
こ
の
一
字
に
は
日
赤
の
赤
十
字
標
章
に
賭
け
る
気
概
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
の
議
論
か
ら
一
〇
数
年
が
経
過
し
た
。
周
辺
有
事
が
俄
か
に

緊
迫
感
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
昨
今
だ
が
、
国
や
自
治
体
が
赤
十
字
標

章
等
の
意
義
を
国
民
に
教
育
・
啓
発
す
る
動
き
は
未
だ
に
見
ら
れ
な

い
。
筆
者
の
所
属
す
る
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し

て
も
国
や
自
治
体
の
啓
発
活
動
に
協
力
す
る
意
思
を
示
す
た
め
、
過

去
に
総
務
省
に
協
議
を
申
し
入
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
未
だ
協
議
に
す

ら
至
っ
て
い
な
い
。

⑸
戦
時
救
護
は
赤
十
字
の
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
か

先
の
大
戦
で
戦
時
救
護
に
動
員
さ
れ
た
日
赤
救
護
班
の
活
動
に
言

及
し
な
が
ら
、「
赤
十
字
は
軍
に
利
用
さ
れ
た
」「
赤
十
字
は
軍
に
協

力
し
た
」
と
い
っ
た
戦
時
の
日
赤
活
動
へ
の
批
判
的
論
評
が
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
時
代
状
況
と
赤
十
字
の
歴
史
的
意

義
を
理
解
し
な
い
一
方
的
な
主
張
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

赤
十
字
は
一
九
世
紀
後
半
に
、
軍
隊
の
傷
病
兵
を
救
護
す
る
こ
と

を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
後
の
半
世
紀
一
貫
し

て
変
わ
ら
ず
、
第
一
次
大
戦
後
に
平
時
活
動
に
参
入
す
る
ま
で
「
赤

十
字
の
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
」
の
核
を
形
成
し
て
い
た
。「
傷
病
兵
を
救

う
こ
と
」
は
赤
十
字
の
正
当
な
存
在
理
由
で
あ
り
、
唯
一
無
二
の
目

的
と
す
ら
言
っ
て
よ
い
時
代
が
長
い
間
続
い
た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
当
初
、
赤
十
字
が
傷
病
兵
を
救
護
す
る
こ
と
に
反
対

し
た
の
は
軍
隊
の
側
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
得
体

の
知
れ
な
い
篤
志
の
救
護
者
が
軍
に
参
入
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し

た
。
間
諜
行
為
（
ス
パ
イ
行
為
）
が
行
わ
れ
た
り
、
軍
の
負
担
が
増
え

現
場
に
混
乱
を
来
し
、
惹
い
て
は
作
戦
行
動
の
弊
害
と
な
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
た
懸
念
の
た
め
で
あ
る
。
同
様
の
懸
念
は
、
博
愛

社
設
立
時
の
政
府
に
も
見
ら
れ
、
当
時
、
急
速
に
衛
生
部
隊
の
強
化

を
進
め
て
い
た
帝
国
陸
軍
に
と
り
、
博
愛
社
の
趣
旨
は
理
解
し
つ
つ

も
、
そ
の
活
動
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
現
場
に
混
乱
を
生
じ
か
ね
な

い
と
考
え
て
い
た
。（
本
書
掲
載
の
佐
藤
雅
紀
氏
の
論
考
を
参
照
）

こ
う
し
た
軍
の
懸
念
や
反
対
に
も
拘
わ
ら
ず
、
民
間
篤
志
団
体
に

よ
る
傷
病
兵
の
救
護
を
訴
え
た
の
は
赤
十
字
社
の
側
で
あ
り
、
そ
の

思
い
は
「
一
人
で
も
多
く
の
兵
士
を
救
い
た
い
」
と
い
う
純
粋
な
人

道
的
願
い
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
や
が
て
軍
の
懸
念
を
払
拭

す
る
た
め
に
、
糧
食
の
確
保
は
軍
に
依
存
せ
ず
、
軍
隊
の
指
揮
下
で

活
動
し
、
勝
手
な
行
動
を
取
ら
な
い
こ
と
を
条
件
に
そ
の
活
動
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
軍
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
を
赤

十
字
が
拒
否
し
て
い
た
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
成
立
す
ら
覚
束
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑹
有
事
で
も
慌
て
る
必
要
は
な
い

今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
赤
十
字
が
軍
の
傷
病
兵
を
救
護
す
る
こ

と
は
一
般
論
と
し
て
は
な
く
な
っ
た
。
赤
十
字
は
、
軍
の
衛
生
機
関

が
未
整
備
で
多
く
の
傷
病
兵
が
無
為
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
時
代

の
産
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
軍
の
衛
生
機
関
は
各
国
と
も
充

実
強
化
さ
れ
、
自
国
傷
病
兵
の
医
療
看
護
は
ほ
ぼ
自
己
完
結
で
き
る

状
況
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
先
の
大
戦
の
産
物
で
あ
る
一
九
四
九
年

の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
条
文
上
に
は
、
依
然
と
し
て
赤
十
字
の
軍

の
補
助
機
関
と
し
て
の
役
割
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
形
態
の
未

来
が
全
く
予
測
不
能
で
あ
る
現
在
、
そ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
は
今
後

も
な
い
よ
う
に
思
う
。
実
際
、
途
上
国
の
弱
小
な
軍
隊
に
ど
の
程
度

の
衛
生
部
隊
が
完
備
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
傷
病
兵
の
自
己

完
結
的
な
医
療
救
護
は
必
ず
し
も
保
障
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
述
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
各
社
宛
て
の
照
会
や
コ

メ
ン
タ
リ
の
改
定
も
そ
う
し
た
状
況
が
存
在
す
る
蓋
然
性
を
排
除
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

現
在
で
は
、
わ
が
国
有
事
の
場
合
、
万
が
一
、
赤
十
字
が
傷
病
兵

救
護
の
一
部
を
担
う
場
合
で
も
赤
十
字
社
の
自
主
性
は
十
分
担
保
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
保
護
法
第
六
条
や
「
国
民
の
保
護
に

関
す
る
基
本
指
針
」
第
一
章
六
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
、
日
赤
の
「
特

性
に
鑑
み
、
そ
の
自
主
性
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記

さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
具
体
的
な
医
療
活
動
に
お
い
て
も

傷
病
者
の
傷
病
の
原
因
は
異
な
る
に
せ
よ
、
救
護
活
動
の
内
容
は
平

時
の
救
護
活
動
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
平
時
の
災
害
救
護
に
経

験
豊
富
な
日
赤
に
と
り
、
有
事
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
要
以
上
に
身
構

え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

国
民
保
護
法
に
よ
り
託
さ
れ
た
日
赤
の
役
割
は
、
あ
く
ま
で
も
一

般
国
民
（
民
間
人
＝
文
民
）
の
保
護
救
済
（
医
療
救
護
）
で
あ
る
。
こ
の
原

則
を
踏
ま
え
た
上
で
、
歴
史
的
、
法
的
文
脈
で
排
除
さ
れ
な
い
「
そ

れ
以
外
の
活
動
」
の
可
能
性
も
心
の
片
隅
に
留
め
て
お
く
こ
と
は
想

定
外
の
事
態
が
起
き
て
も
右
往
左
往
し
な
い
た
め
の
備
え
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
最
終
的
に
赤
十
字
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
相

手
が
「
一
般
市
民
か
兵
士
か
」
で
は
な
く
、
手
当
さ
れ
ず
に
い
る
同
じ

人
間
に
ど
う
応
え
る
か
、
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
法
的
、
実
務
的
視
点
か
ら
精
査
し
た
場
合
、

有
事
の
日
赤
活
動
に
は
幾
つ
か
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
が
存
在
す

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
議
論
で
あ
り
、
そ
の
リ

ア
リ
テ
ィ
と
妥
当
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
読
者
の
判
断
に
委
ね
た
い
。
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は
じ
め
に

北
海
道
・
東
北
地
域
は
、
真
冬
の
被
災
経
験
が
少
な
く
、
冬
の
災

害
の
想
定
・
対
策
は
脆
弱
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
の
真

冬
に
発
災
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
な
ら
び
に
二
〇
一
一
年
三
月
一
一

日
の
晩
冬
に
発
災
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
と
も
に
最
低
気
温
が
氷

点
下
一
℃
前
後
で
推
移
し
、
寒
さ
と
の
戦
い
も
強
い
ら
れ
た
。
北
日

本
だ
け
で
な
く
日
本
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
地
域
で
冬
対
策
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
我
々
は
二
〇
一
〇
年
秋
か
ら
継
続
し
て
冬
期
災
害
を
想
定

し
た
実
践
検
証
型
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
が
、
冬
期
災
害
経
験

の
少
な
い
日
本
国
内
で
有
効
的
な
対
策
を
導
く
こ
と
は
困
難
を
極
め
、

現
在
も
多
く
の
課
題
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る

１
～
５

。
冬
期
の
災
害
は

避
難
生
活
を
送
る
避
難
者
だ
け
で
な
く
、
救
援
側
に
も
数
多
く
の
問

題
を
生
じ
る
。
日
本
赤
十
字
社
が
災
害
時
に
展
開
す
る
救
護
所
の
暖

房
設
備
や
救
護
班
の
保
温
装
備
な
ど
も
改
善
す
る
余
地
が
多
く
残
さ

れ
て
い
る
。
自
己
完
結
型
で
安
全
に
展
開
で
き
る
冬
期
装
備
の
整
備

が
急
務
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
探
る
べ
く
、
二
〇
一
七
年
二

月
に
日
本
赤
十
字
社
国
際
部
職
員
と
と
も
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字

を
訪
問
す
る
機
会
を
得
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
冬
期
対
策
に
つ
い
て

学
び
、
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
資
機
材
に
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
含
ま
れ
る
温
熱
装

備
に
つ
い
て
、
そ
の
対
策
の
日
本
へ
の
応
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
視
察
で
訪
問
し
た
場
所
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤

十
字
本
社
、
タ
ン
ペ
レ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー
、
ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
事
業
所
な
ら

び
に
レ
ス
キ
ュ
ー
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
ま
ず
訪
問
先
で

の
内
容
を
記
述
し
、
最
後
に
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
日
本
の
冬
期
対
策

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
第
二
の
都
市
で
あ
る
タ
ン
ペ
レ
は
首
都
ヘ
ル
シ

ン
キ
か
ら
一
六
〇
㎞
の
距
離
に
あ
る
。
年
間
の
日
平
均
気
温
は
四
・

四
℃
、
最
低
気
温
記
録
は
マ
イ
ナ
ス
三
七
℃
で
北
海
道
北
見
市
と
ほ

ぼ
同
程
度
の
温
度
推
移
を
示
す
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
は
こ
の
タ

ン
ペ
レ
に
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
を
構
え
て
い
る（
写
真
１
）。

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
に
は
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
は
じ
め
と
す
る
医
療

資
機
材
の
ほ
か
（
後
述
）、
途
上
国
支
援
と
し
て
古
着
等
の
収
集
・
配

送
事
業
（
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
等
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
オ
リ
ジ
ナ
ル

グ
ッ
ズ
の
販
売
（http://www.punaisenristinkauppa.fi/

）
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
事
業
が
集
結
し
て
い
る
。
活
動
す
る
赤
十
字
職
員
や
医
療
ス
タ
ッ

フ
の
た
め
の
装
備
も
タ
ン
ペ
レ
に
集
積
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
の
取
組
み
か
ら
考
察
す
る
日
本
の
冬
期
対
策

根
本
昌
宏
、
尾
山
と
し
子

　

日
本
赤
十
字
北
海
道
看
護
大
学
災
害
対
策
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
、
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応

粉
川
直
樹
、
加
島
康
平

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
国
際
救
援
課

１　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
ロ
ジ
ス

　
　

テ
ィ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー:

タ
ン
ペ
レ

写真１　フィンランド赤十字ロジスティックセンター
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ド
赤
十
字
は
病
院
を
持
た
な
い
た
め
、
医
療
班
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学

病
院
等
の
ス
タ
ッ
フ
で
構
成
さ
れ
る
。

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
医
療
資
機
材
の
う
ち
Ｅ
Ｒ
Ｕ
に
つ

い
て
は
常
設
型
の
展
示
を
行
っ
て
い
る
（
写
真
２
）。
六
メ
ー
ト
ル
×

一
二
メ
ー
ト
ル
の
テ
ン
ト
二
基
分
が
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
り
、
内

部
に
は
手
術
ユ
ニ
ッ
ト
を
は
じ
め
様
々
な
医
療
行
為
が
行
え
る
よ
う

整
備
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
が
想
定
し
て
い
る
冬
の
災
害
想
定
は
、
発

電
所
の
事
故
や
送
電
線
へ
の
着
雪
に
伴
う
冬
期
の
停
電
で
あ
る
。
こ

れ
は
積
雪
寒
冷
地
の
北
海
道
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
内
で
も
こ
の
事
案
は

ま
だ
発
生
し
た
こ
と
が
な
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
の
冬
対
策
と

し
て
転
機
と
な
っ
た
の
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
キ
ャ
ン
プ
と
さ
れ
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
が
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
展
開
し
た
際
に
厳
し
い
寒
さ
に

直
面
し
、
主
要
装
備
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
核
を
な

す
も
の
が
、
先
の
テ
ン
ト
ユ
ニ
ッ
ト
内
部
を
加
温
す
る
た
め
の
熱

交
換
式
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
で
あ
る
（
写
真
３
）。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
製

（Polartherm

社
）
の
機
材
で
あ
る
こ
の
熱
交
換
式
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー

は
、
電
源
に
一
kW
、
自
重
一
二
五
㎏
で
発
生
熱
量
は
三
八
kW
で
あ
る

が
熱
交
換
率
が
八
七
％
と
極
め
て
高
い
。
石
油
も
し
く
は
軽
油
を
燃

料
と
し
て
一
八
時
間
の
連
続
燃
焼
を
可
能
と
し
、
タ
ン
ク
は
装
置
内

に
あ
る
た
め
外
部
タ
ン
ク
を
必
要
と
し
な
い
。
許
容
温
度
が
マ
イ
ナ

ス
四
〇
℃
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
主
に
軍
隊
用

と
し
て
製
造
さ
れ
て
お
り
、
米
軍
で
は
数
百
台
導
入
し
て
い
る
。
日

本
へ
の
導
入
実
績
は
な
い
。

こ
の
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
の
特
徴
は
、
熱
交
換
で
あ
る
た
め
に

室
内
に
二
酸
化
炭
素
を
一
切
放
出
し
な
い
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
検
証

し
て
き
た
冬
の
暖
房
対
策
で
は
、
大
量
に
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
に

悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い

３
、４

。
さ
ら
に

本
装
置
に
は
有
毒
ガ
ス
対
策
と
し
て
一
酸
化
炭
素
モ
ニ
タ
ー
を
備
え

て
お
り
、
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
に
よ
る
温
度
の
自
動
制
御
も
可
能
と
し

て
い
る
。
実
際
に
実
動
さ
せ
る
と
排
気
筒
か
ら
の
熱
放
出
に
比
し
て
、

室
内
に
排
出
さ
れ
る
温
風
の
温
度
が
極
め
て
高
く
、
熱
交
換
率
が
良

い
こ
と
が
熱
画
像
か
ら
分
か
る
。
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
ラ
ボ
に
設
営
す
る
場
合
、

吸
気
口
な
ら
び
に
排
出
口
と
も
に
こ
の
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
に
つ

な
ぐ
た
め
、
内
部
の
空
気
が
効
率
良
く
循
環
し
て
温
度
の
維
持
に
貢

献
す
る
。
本
ヒ
ー
タ
ー
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
機
材
で
日
本
に
導

入
実
績
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
米
国
Ｈ
Ｄ
Ｔ
社
製
の
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー

タ
ー
が
あ
る
。
消
費
電
力
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
よ
り
も
少
な
く
、
あ
る

程
度
の
熱
交
換
能
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部

に
一
台
整
備
さ
れ
て
い
る
。

写真２　ＥＲＵのデモ展示（画像奥には手術ユニットがある）写真３　稼働中の熱交換式ジェットヒーター（右は熱画像）
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
の
装
備
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
が
サ
ウ
ナ

で
あ
る
。
最
小
限
のBasic health center

に
お
い
て
も
必
ず
サ
ウ
ナ
を

設
置
す
る
。
サ
ウ
ナ
ス
ト
ー
ン
を
電
熱
線
（
七
kW
）
で
加
熱
し
、
そ
れ

に
水
を
か
け
る
こ
と
で
サ
ウ
ナ
浴
を
可
能
と
す
る
（
写
真
４
）。
ロ
ウ

リ
ュ
と
呼
ば
れ
る
こ
の
サ
ウ
ナ
方
式
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
文
化
と
し

て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
サ
ウ
ナ
浴
の
後
は
冷
水
シ
ャ
ワ
ー

で
も
良
い
た
め
、
結
果
的
に
風
呂
ユ
ニ
ッ
ト
を
展
開
す
る
よ
り
も
節

水
、
節
電
そ
し
て
活
動
す
る
人
員
の
衛
生
の
保
持
に
つ
な
が
る
。
大

型
の
発
電
機
を
回
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
八
〇
℃
以
上
の
空
間

を
氷
点
下
の
世
界
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
低
体
温
症
の

予
防
に
も
大
き
く
貢
献
す
る
。

救
護
員
等
の
冬
期
装
備
品
と
し
て
は
、
ダ
ブ
ル
レ
イ
ヤ
ー
の
防

寒
着
が
三
〇
〇
着
常
備
さ
れ
て
い
た
（
写
真
５
）。
山
岳
登
山
に
用
い

ら
れ
る
防
寒
着
に
近
い
が
重
量
と
厚
み
が
あ
り
、
耐
寒
性
能
は
高
い
。

逆
に
こ
の
防
寒
着
以
外
の
も
の
は
赤
十
字
と
し
て
は
備
蓄
し
て
お
ら

ず
、
基
本
的
に
個
人
で
準
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
首
都
ヘ
ル
シ

ン
キ
が
北
海
道
札
幌
市
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
温
度
で
あ
り
、
国
民
全
員

が
寒
さ
に
馴
化
し
て
い
る
こ
と
が
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
使
用
す
る
寝
袋
は
寒
冷
地
用
で
は
な
く
ス

リ
ー
シ
ー
ズ
ン
用
の
薄
い
寝
袋
で
あ
り
、
基
本
的
に
テ
ン
ト
全
体
を

暖
め
る
こ
と
で
寒
さ
対
策
が
な
さ
れ
て
い
る
。

首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
か
ら
約
九
〇
〇
㎞
、
北
極
圏
（
北
緯
六
六
度
）
の

ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
に
位
置
す
る
ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
部

の
ラ
ッ
ピ
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

そ
し
て
ロ
シ
ア
の
三
国
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。
冬
の
最
低
気
温

は
マ
イ
ナ
ス
四
〇
℃
近
く
ま
で
低
下
、
年
間
の
平
均
気
温
は
約
一
℃

と
日
本
で
こ
の
気
候
帯
に
該
当
す
る
市
町
村
は
な
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
赤
十
字
の
ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
支
部
で
は
、
難
民
の
受
け
入
れ
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
実
施
し
て
お
り
、
施
設
か
ら
生
活
支
援
そ
し
て
語
学
等
の
教

育
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
消
防
署
に
は
北
極
圏
独
特
の
装
備
が
あ
る
。
ま

ず
は
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
の
中
に
装
備
さ
れ
た
緊
急
用
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ

る
（
写
真
６
）。
ト
レ
ー
ラ
ー
の
中
に
は
五
〇
人
分
の
ベ
ッ
ド
を
は
じ

め
、
テ
ン
ト
、
照
明
、
救
護
資
機
材
だ
け
で
な
く
、
タ
ン
ペ
レ
の
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
が
備
え
て
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
等
の
内
気
循
環
式

ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
、
発
電
機
等
が
積
載
さ
れ
て
お
り
、
冬
の
大
規

模
事
故
に
も
即
時
に
対
応
で
き
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

ト
レ
ー
ラ
ー
は
大
型
ト
ラ
ッ
ク
で
牽
引
さ
れ
て
現
場
に
動
員
さ
れ
る
。

写真４　サウナユニットに使用する電熱ヒーター（7kW）

写真５　冬期用上下セパレートタイプ防寒着

２　

ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
消
防
署
に
お
け
る

　
　

冬
期
災
害
対
策:

ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
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さ
ら
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
に
よ
る
寝
台

ソ
リ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
人
用
の
ベ
ッ
ド
を
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
式
の
ス

ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
で
け
ん
引
で
き
る
も
の
で
、
ソ
リ
の
内
部
は
バ
ッ
テ

リ
ー
内
蔵
型
の
超
小
型
可
搬
式
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
で
加
温
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
７
）。
も
ち
ろ
ん
、
本
製
品

も
二
酸
化
炭
素
は
排
気
口
か
ら
排
出
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
お

り
、
温
風
に
は
二
酸
化
炭
素
が
一
切
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
ジ
ェ
ッ
ト

ヒ
ー
タ
ー
か
ら
出
る
温
風
は
二
〇
℃
前
後
と
控
え
め
で
あ
る
が
、
全

く
電
源
を
使
わ
ず
に
、
充
電
さ
れ
た
バ
ッ
テ
リ
ー
に
よ
っ
て
温
風
を

出
す
こ
の
装
置
は
低
体
温
症
対
策
に
有
効
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
日

本
で
は
販
売
さ
れ
て
い
な
い
。

冬
の
大
規
模
災
害
時
に
傷
病
者
を
地
面
に
直
接
寝
か
せ
る
こ
と
は

低
体
温
症
を
発
症
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
。
テ
ン
ト
や
暖
房
だ
け
で

な
く
、
簡
易
ベ
ッ
ド
を
即
時
に
大
量
に
展
開
で
き
る
装
備
は
、
冷
気

を
遮
断
し
て
命
を
守
る
こ
と
に
直
結
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
酢
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
と
金
属
板
で
構
成
さ
れ
る
通
称
エ
コ
カ
イ
ロ
も
常
備
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
カ
イ
ロ
は
電
源
等
が
な
い
環
境
下
で
も
比
較
的
大
き

な
面
積
を
加
温
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
煮
沸
す
る
と
元
に
戻
す
こ
と

が
可
能
で
、
空
気
と
反
応
さ
せ
る
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
よ
り
も
緊
急
時

の
有
用
性
が
高
い
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
日
本
の
大
き
な
違
い
は
気
候
風
土
で
あ
る
。
首

都
東
京
を
中
心
と
し
て
南
北
に
分
布
す
る
日
本
の
国
土
は
、
海
流
や

偏
西
風
の
影
響
を
受
け
て
気
候
の
変
動
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
活
断

層
や
火
山
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
在
す
る
日
本
と
異
な
り
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
で
は
そ
れ
ら
が
な
く
、
地
震
が
ほ
と
ん
ど
発
生
し
な
い
。
こ

の
よ
う
な
環
境
の
違
い
は
あ
る
が
、
赤
十
字
と
し
て
進
め
て
い
る
災

害
対
策
、
紛
争
対
策
は
共
通
事
項
で
あ
り
、
首
都
を
ヘ
ル
シ
ン
キ
と

す
る
冷
涼
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
は
冬
期
災
害
対
策
の
エ
キ
ス

パ
ー
ト
で
あ
る
。

真
冬
の
停
電
は
自
宅
だ
け
で
な
く
避
難
所
に
お
い
て
も
無
暖
房

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
般
市
民
住
宅
は
、
ア

パ
ー
ト
（
フ
ラ
ッ
ト
）
を
含
め
ほ
と
ん
ど
の
住
宅
が
煙
突
を
有
し
て
お

り
、
停
電
時
で
も
暖
を
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
北
海

道
は
気
候
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昔
は
あ
っ
た

煙
突
付
の
住
宅
が
姿
を
消
し
、
残
っ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

ま
た
自
治
体
が
整
備
し
て
い
る
暖
房
設
備
は
ポ
ー
タ
ブ
ル
式
石
油

ス
ト
ー
ブ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
温
め
ら
れ
る
範
囲
は
周
囲
一
メ
ー

ト
ル
以
内
と
限
局
的
で
暖
を
取
る
手
段
と
は
言
い
難
い
。
ジ
ェ
ッ

写真６　緊急用トレーラーユニット

写真７　スノーモービルとソリ（右は可搬型ポータブルジェットストーブ）

３　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
冬
期
装
備
を

　
　

踏
ま
え
た
日
本
へ
の
適
用
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ト
ヒ
ー
タ
ー
も
し
く
は
上
部
フ
ァ
ン
付
ス
ト
ー
ブ
を
装
備
し
て
い

る
避
難
所
も
あ
る
が
、
最
低
で
も
一
kW
の
発
電
機
を
継
続
し
て
稼

働
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
開
放
式
の
ス
ト
ー
ブ
の
た

め
大
量
の
二
酸
化
炭
素
が
施
設
の
中
に
充
満
す
る
。
生
活
の
維
持

に
暖
房
を
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
地
域
は
、
大
停
電
を
想
定
し

た
準
備
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
救
援
側
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
ロ
ヴ
ァ
ニ
エ
ミ
の
消
防
署
が
装
備
し
て
い
る
よ
う
に
、
即
座

に
大
量
の
ベ
ッ
ド
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
医
療
救
援
と
し
て
も
重

要
と
考
え
る
。
我
々
が
二
〇
一
六
年
に
検
証
し
た
段
ボ
ー
ル
ベ
ッ

ド
は
床
か
ら
の
冷
気
を
遮
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
段
ボ
ー
ル
の
特

性
に
よ
っ
て
体
温
を
保
持
す
る
こ
と
や
、
三
五
㎝
の
高
さ
に
よ
っ

て
床
の
空
気
の
流
れ
を
避
け
る
こ
と
で
温
か
さ
を
与
え
、
冬
期
の

避
難
所
に
有
用
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た

５
、６

。
こ
の
資
材
を
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
の
ス
タ
ッ
フ
に
見
せ
た
と
こ
ろ
大
き
な
関
心
が

寄
せ
ら
れ
た
。
空
間
を
暖
め
る
だ
け
で
な
く
、
人
を
地
面
や
床
の

冷
気
か
ら
守
る
資
機
材
の
展
開
が
冬
の
万
が
一
に
は
重
要
で
あ
る
。

二
〇
一
六
年
四
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で
は
直
接
死
五
〇
名
に

加
え
、
関
連
死
が
二
〇
〇
名
を
超
え
て
い
る

７

。
こ
れ
は
災
害
発
生

後
の
避
難
所
等
に
お
け
る
生
活
の
質
の
低
下
が
起
因
し
て
お
り
、
現

状
の
災
害
対
策
に
改
善
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
冬
期

の
災
害
発
生
時
に
は
暖
を
取
る
た
め
に
大
量
の
車
中
泊
が
出
る
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
冬
の
「
防
ぎ
得
る
死
（preventable death

）」
を

最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
暖
房
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
エ

コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候
群
や
肺
炎
な
ど
災
害
関
連
疾
患
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
疾
病
の
予
防
を
積
極
的
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
実

現
す
べ
く
、
災
害
医
療
関
係
者
が
健
康
・
保
健
指
導
や
食
事
指
導
な

ど
い
わ
ゆ
る
予
防
医
療
に
介
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

平
時
に
こ
れ
ら
の
業
務
を
主
と
し
て
い
る
保
健
師
や
介
護
職
者
と
協

働
し
た
災
害
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

冬
期
の
災
害
対
策
を
探
る
べ
く
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
赤
十
字
の
取
り

組
み
を
知
る
貴
重
な
機
会
を
得
た
。
今
回
の
訪
問
で
印
象
深
か
っ
た

こ
と
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
災
害
や
難
民
対
応
に
お
け
る
官

民
の
協
力
体
制
が
あ
る
。
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
国
土
に
五
五
〇
万
人
し

か
住
ま
な
い
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
人
口
密
度
の
希
薄
な
広
大
な
地

域
が
広
が
っ
て
お
り
、
国
・
地
方
自
治
体
の
力
で
は
十
分
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
赤
十
字
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
活
躍
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ

の
盛
ん
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
遠
隔
地
で
発
生
し
た
事
故
に
対

応
す
る
た
め
、
地
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
消
防
、
病
院
が
連
携
す
る
。
ま
た
、

二
〇
一
五
年
か
ら
流
入
し
た
人
口
の
一
％
に
当
た
る
約
五
万
人
の
難

民
に
対
す
る
支
援
は
、
資
金
は
政
府
が
出
し
、
民
間
が
種
々
の
厚
い

支
援
活
動
を
担
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
民
の
力
の
役
割
が
明
確
に
共

有
さ
れ
た
官
の
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
限
ら
れ
た
専
門
職
の
人
材
を
最

大
限
活
用
す
る
た
め
の
仕
組
み
は
災
害
発
生
時
に
極
め
て
重
要
で
あ

り
、
日
本
に
お
い
て
も
よ
り
有
効
な
手
段
を
構
築
す
る
上
で
参
考
に

で
き
る
。

自
然
災
害
は
少
な
い
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ
る
が
、
過
去
の
救
援
時

の
困
難
さ
か
ら
寒
冷
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
日
本
に
は
な
い

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
た
。
多
く
の
先
進
事
例
の
中
か
ら
、
日
本

に
有
益
な
事
案
を
取
り
入
れ
、
災
害
大
国
日
本
の
取
り
組
み
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。
日
本
で
は
被
災
者
側
だ
け
で
な
く
救
援
者
側
（
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ
等
）
の
冬
期
対
策
に
つ
い
て
も
途
上
で
あ
る
。
救
援
者
自
ら
も

命
を
護
り
、
健
康
を
維
持
す
る
こ
と
で
被
災
者
の
命
を
救
う
こ
と
が

で
き
る
。
救
援
者
の
冬
装
備
品
等
も
含
め
、
日
本
に
マ
ッ
チ
ン
グ
す

る
冬
期
対
策
に
つ
い
て
今
後
も
検
証
を
進
め
る
。
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「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
は
何
か
。
自
然
災
害
や
事
故
発
生
後
な
ど
に

は
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、わ
か
る
よ
う
で
、
わ
か
ら
な

い
漠
然
と
し
た
言
葉
で
あ
る
。支
援
機
関
に
よ
っ
て「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」

の
定
義
や
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
が
違
う
こ
と
が
そ
の
背
景
に
は
あ
る
。

赤
十
字
は
こ
の
言
葉
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
実
践
の
か
た
ち
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
世
界
各
国
で

の
実
例
と
と
も
に
、「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
が
果
た
す
役
割
を
解
説
す
る
。

赤
十
字
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
と
は

日
本
赤
十
字
社
が
行
っ
て
い
る
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
は
「
心
理
社
会

的
支
援
（Psychosocial support

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
赤
十
字
は
、
そ
の

定
義
を
「
個
人
、
家
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
促
進

す
る
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
い
る
。
国
際
赤
十
字
で
は
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

を
「
繰
り
返
し
、
あ
る
い
は
長
期
に
わ
た
っ
て
発
生
す
る
災
害
や
危

機
的
状
況
、
社
会
・
経
済
的
変
動
、
自
ら
の
潜
在
的
な
脆
弱
性
な
ど

を
予
測
す
る
と
と
も
に
、
可
能
で
あ
れ
ば
未
然
に
防
ぎ
、
そ
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
軽
減
さ
せ
、
適
切
に
対
処
・
対
応
し
、
そ
し
て
長
期
的

な
見
通
し
を
も
っ
て
逆
境
か
ら
立
ち
上
が
る
能
力
」
と
定
義
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
が
心
理
社
会

的
支
援
で
あ
り
、
治
療
が
求
め
ら
れ
る
精
神
保
健
と
は
区
別
さ
れ
る
。

機
関
間
常
設
委
員
会
（Inter-Agency Standing Com

m
ittee

）
が
作
成
し
た
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
「
精
神
保
健
・
心
理
社
会
的
支
援
」
を
「
心
理
社
会

的
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

１

を
守
り
、
よ
り
良
い
状
態
に
し
、
ま
た
は

精
神
疾
患
を
予
防
・
治
療
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
各

種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
外
か
ら
の
支
援
」
と
定
義
し
て
い
る
。
Ｗ
Ｈ

Ｏ
の
推
計
に
よ
る
と
、
災
害
が
発
生
し
た
十
二
カ
月
後
に
重
症
の
う

つ
病
な
ど
の
重
篤
な
障
害
を
負
う
人
は
被
災
者
の
三
～
四
％
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
大
多
数
が
経
験
す
る
心
理
的
な
苦
痛
は
時
間
の
経

過
と
と
も
に
減
少
す
る
。
通
常
、
心
理
的
な
苦
痛
の
大
部
分
は
、
日

課
や
日
常
の
決
ま
り
仕
事
が
壊
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
。
将
来
を
予
測
で
き
る
こ
と
や
自
分
の
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
て
い
る
と
い
う
実
感
が
生
活
に
安
定
感
、
安
心
感
を
も
た
ら
す
。

そ
の
た
め
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
苦
痛
と
な
る
。
私

た
ち
の
日
常
と
い
う
の
は
食
事
、
勉
強
、
遊
び
、
睡
眠
、
季
節
の
行
事
、

近
所
付
き
合
い
な
ど
の
様
々
な
反
復
さ
れ
る
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

個
人
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
引
き
出
す
た
め
に
は

何
が
必
要
か
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
五
つ
の
介
入
原
則
で
あ
る

「
安
全
・
安
心
感
」「
落
着
き
」「
自
己
効
力
感 

２

」「
人
と
の
つ
な
が
り
・

連
帯
感
」「
希
望
」
を
支
援
の
中
で
高
め
る
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
離
散
家
族
の
再
会
支
援
や
伝
統
的
あ
る
い
は
郷

土
の
行
事
の
企
画
、
安
全
で
安
心
で
き
る
場
の
設
置
、
被
災
者
が
必

要
と
し
て
い
る
支
援
へ
の
紹
介
な
ど
は
、
住
民
同
士
が
集
い
、
気
持

ち
を
共
有
し
、
連
帯
感
を
高
め
、
互
い
に
支
援
す
る
契
機
と
な
る
。

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
実
例

　
⑴
ウ
ク
ラ
イ
ナ

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
が
心
理
社
会
的
支
援
な
の
か
。
国
内

東
部
で
紛
争
が
続
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
一
〇
〇
万
人
以
上
も
の
人
々

が
国
内
各
地
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社

は
、
特
に
避
難
民
の
多
い
州
で
、
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
女
性

や
子
ど
も
を
対
象
に
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
実
施
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

同
赤
十
字
社
の
支
部
を
拠
点
と
し
、
母
子
で
参
加
で
き
る
油
絵
教
室

を
開
催
し
て
い
る
。
地
元
の
大
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
子
ど

も
た
ち
と
と
も
に
様
々
な
活
動
を
し
て
い
る
傍
ら
に
、
同
じ
境
遇
に

置
か
れ
て
い
る
母
親
ら
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
語
り
合
う
場
を
設
け

て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
地
元
の
高
齢
者
施
設
を
訪
れ
、
劇

を
披
露
し
、
一
緒
に
歌
を
歌
う
機
会
を
作
り
、
地
域
へ
溶
け
込
む
こ

と
を
促
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
避
難
先
の
新
た
な
地

で
自
信
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
る
と
と
も
に
、
参
加
者
同
士
の
連
帯

感
を
醸
成
す
る
。
対
象
者
は
女
性
と
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
戦
闘
か

ら
帰
還
し
た
兵
士
の
支
援
も
行
っ
て
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
赤
十
字
社

は
、
二
〇
一
四
年
に
首
都
キ
エ
フ
で
起
こ
っ
た
衝
突
を
機
に
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
事
業
を
立
ち
上
げ
、
日
本
赤
十
字
社
は
二
〇
一
五
年
か
ら
二

年
間
で
計
六
回
、
専
門
家
を
現
地
に
派
遣
し
、
助
言
を
行
っ
た
。

⑵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
東
な
ど
か
ら
の
移
民
の
流
入
を
経
験
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
も
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
、
多

く
の
移
民
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
玄
関
口
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ャ

で
は
、
携
帯
電
話
の
充
電
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
やW

i-Fi

ル
ー
タ
ー
の
設

置
が
重
要
な
活
動
の
一
つ
と
な
っ
た
。
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
な
ど
か
ら
何
千
キ
ロ
に
も
亘
っ
て
徒
歩
や
ゴ
ム
ボ
ー
ト
を

使
っ
て
着
の
身
着
の
ま
ま
逃
れ
て
き
た
人
々
に
必
要
不
可
欠
だ
っ

た
も
の
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
だ
っ
た
。
目
的
地
へ
の
安
全
な
移
動

方
法
や
食
料
な
ど
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
場
所
に
関
す
る
情
報
収
集

〝
赤
十
字
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
〟
は
何
を
も
た
ら
す
の
か

田
山
　
絵
理

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
国
際
救
援
課
主
事

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応
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や
、
祖
国
に
い
る
、
あ
る
い
は
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
家
族
と
の

連
絡
に
使
わ
れ
る
の
だ
。「Com

m
unication is aid

」
と
も
言
わ
れ
る
が
、

緊
急
時
に
は
情
報
が
人
び
と
の
命
や
身
体
的
・
心
理
的
な
健
康
を
守

る
。
世
界
で
最
大
規
模
の
難
民
を
受
け
入
れ
て
い
る
ト
ル
コ
で
も
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
隣
国
シ
リ
ア
か
ら
の
難
民

が
大
多
数
で
あ
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
同
様
、
彼
ら
が
地
域
社
会
へ

溶
け
込
む
こ
と
を
目
的
に
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ

リ
ア
と
の
国
境
付
近
に
位
置
す
る
町
の
一
部
は
、
ト
ル
コ
人
住
民
よ

り
、
シ
リ
ア
難
民
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
ト
ル
コ
赤
新
月

社
の
担
当
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
誰
を
社
会
統
合
さ
せ
る
の
か
、

も
は
や
わ
か
ら
な
い
」
の
が
現
状
な
の
だ
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
で
は
、
移
民
の
流
入
に
よ
る
ゼ
ノ
フ
ォ
ー
ビ
ア
（
外
人
恐
怖
症
）
が

社
会
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
流
入
し
て
き

た
移
民
へ
の
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
移
民
を
受
け
入
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
対
す
る
支
援
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
⑶
日
本
赤
十
字
社
の
取
組
み

日
本
赤
十
字
社
も
こ
れ
ま
で
国
内
外
で
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
実
施
し

て
き
た
。
海
外
で
の
活
動
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
で
の
台
風
ハ
イ
ヤ
ン
救
援
事
業
で
基
礎
保
健
緊
急
対
応
ユ
ニ
ッ
ト

（
Ｅ
Ｒ
Ｕ
）３ 

に
初
め
て
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
要
員
を
帯
同
さ
せ
た
。
ク
リ

ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
を
通
し
て
、
住
民
の
結
束
力
を
高
め
、
地

域
の
復
興
に
貢
献
し
た
。
二
〇
一
五
年
に
発
生
し
た
ネ
パ
ー
ル
で
の

地
震
救
援
事
業
で
は
、
地
震
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
か
っ
た
住
民
に
対

し
て
、
地
震
が
起
こ
る
仕

組
み
な
ど
を
伝
え
、
不
安

を
和
ら
げ
た
。

ま
た
、
日
本
赤
十
字
社

は
二
〇
一
八
年
三
月
現
在
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
暴
力
行

為
か
ら
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

に
逃
れ
て
き
た
六
十
万
人

以
上
も
の
避
難
民
を
支
援

す
る
べ
く
Ｅ
Ｒ
Ｕ
を
派
遣

し
、
診
療
や
こ
こ
ろ
の
ケ

ア
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

活
動
を
展
開
し
て
い
る
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
は
「
大
黒
柱
と
し
て

家
族
を
支
え
た
い
の
に
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
悩
む
男
性
が
多
く
い

る
。
家
事
や
育
児
、
遊
び
や
勉
強
と
い
っ
た
避
難
前
の
生
活
に
近
い

活
動
に
時
間
を
使
う
こ
と
が
多
い
女
性
や
子
ど
も
に
比
べ
る
と
悩
み

を
持
つ
男
性
の
数
は
際
立
っ
て
い
る
。
故
に
、
こ
う
し
た
状
況
で
感

じ
る
ス
ト
レ
ス
や
不
安
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
る
男
性
だ
け
の

会
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
要
員
が
粘
り
強
く

伝
え
続
け
て
い
る
の
は
、
住
ん
で
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
る
責
任

が
彼
ら
自
身
に
あ
る
こ
と
だ
。
あ
る
日
、
男
性
の
一
人
が
自
分
の
住

む
地
域
の
世
帯
数
や
妊
婦
の
数
、
孤
児
の
数
な
ど
を
自
ら
調
べ
て
き

た
。「
私
た
ち
の
地
域
に
は
三
十
九
人
も
妊
婦
が
い
る
が
、
ほ
と
ん

臨
床
心
理
士
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力

が
求
め
ら
れ
る
教
師
、人
間
の
社
会
的
・
文
化
的
側
面
に
精
通
し
て
い

る
文
化
人
類
学
者
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
人
材
が
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
の
専
門
家
と
な
り
、方
針
策
定
な
ど
に
携
わ
る
こ
と
が
多
い

が
、実
際
に
現
場
で
支
援
を
実
施
す
る
の
は
地
域
住
民
で
あ
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
だ
。緊
急
事
態
が
発
生
す
る
と
、赤
十
字
は
地
域
住
民
を
募

り
、研
修
を
実
施
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
す
る
。
ま
た
、
指
導
者
研

修
も
実
施
し
、鼠
算
方
式
で
支
援
に
携
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
増
や
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
は
訓
練
を
受
け
れ
ば
誰
で
も
で
き
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
根
付
い
た
（com

m
unity-based

）
活
動
な
の
で
あ
る
。世
界
で

一
七
〇
〇
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
有
す
る
赤
十
字
だ
か
ら
こ
そ
で

き
る
支
援
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。災
害
の
影
響
を
受
け

た
住
民
が
活
動
す
る
こ
と
は
持
続
可
能
性
を
担
保
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
彼
ら
の
中
に
内
在
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
と
い
う
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
そ
の
も
の
の
目
的
達
成
に
必
要
不
可
欠
な
の
だ
。

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
実
践
方
法

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
は
、単
独
で
は
な
く
、既
存
の
活
動
に
そ
の
要
素
を

組
み
込
む
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
す
る
こ
と
も
担
当
者
の
重

要
な
任
務
で
あ
る
。例
え
ば
、避
難
所
の
運
営
管
理
者
や
食
料
配
布
担

当
者
、
医
療
救
護
者
は
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
と
は
無
関
係
で
は
な
い
の
で

あ
る
。一
体
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
て
い
な
い
避
難
所
で
人
び
と

は
ス
ト
レ
ス
な
く
生
活
を
送
れ
る
だ
ろ
う
か
。
配
布
す
る
食
料
品
や

ど
は
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
行
け
ず
、
彼
女
た
ち
の
健
康
状
態
が
心
配
だ
。」

山
を
切
り
崩
し
て
作
ら
れ
た
キ
ャ
ン
プ
の
中
で
急
な
坂
道
や
遠
い
道

の
り
を
歩
い
て
診
療
所
に
行
く
の
は
、
お
腹
の
大
き
な
妊
婦
や
新
生

児
を
抱
え
た
産
後
の
女
性
に
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
の
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
要
員
は
Ｅ
Ｒ
Ｕ
チ
ー
ム
内
の
医
療
従
事
者
、
避
難
民
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
リ
ー
ダ
ー
及
び
産
婆
な
ど
と
協
議
し
、
赤
十
字
の
助

産
師
が
地
域
に
赴
き
、
妊
婦
や
新
生
児
健
診
や
産
婆
へ
の
教
育
活
動

を
始
め
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
拠
点
は
、
こ
の
活
動
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
男
性
や
そ
の
地
域
に
住
む
人
の
家
で
あ
る
テ
ン
ト
だ
。「
地

域
の
た
め
に
な
る
な
ら
」
と
言
っ
て
い
つ
も
快
く
貸
し
て
く
れ
る
の

だ
。「『
あ
な
た
の
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
と
て
も
地
域
に
役
立
つ

こ
と
で
す
。
大
切
な
こ
と
で
す
』
と
伝
え
た
時
は
と
て
も
誇
ら
し
そ

う
だ
っ
た
」
と
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
要
員
は
振
り
返
っ
て
い
る
。

一
方
、
日
本
国
内
で
は
東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
た
東
北
地

方
で
の
復
興
支
援
と
し
て
、
心
身
の
健
康
維
持
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形

成
を
支
援
す
る
た
め
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
や
「
お
ち
ゃ
っ
こ
（
茶

飲
み
会
）」
な
ど
の
活
動
を
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、
原
子
力
災
害
に

お
け
る
情
報
発
信
方
法
お
よ
び
そ
の
内
容
を
記
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

も
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
被
災
者
の
心
理
社
会
的
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
保
護
・
促
進
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
担
い
手

赤
十
字
は
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
担
い
手
の
好
ま
し
い
職
業
と
し
て
、

自分たちができることを話し合う避難民の

男性グループ　　　写真提供：日本赤十字社
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調
理
法
が
そ
の
地
の
宗
教
的
・
文
化
的
習
わ
し
を
尊
重
し
て
い
な
い

も
の
で
あ
っ
た
ら
受
け
取
っ
た
人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ

う
か
。敬
意
の
な
い
治
療
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
は
保
健
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
、防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
病
気
を

防
げ
な
い
も
の
に
し
、治
る
病
気
も
治
せ
な
く
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ま
た
、
被
災
者
と
直
接
の
関
り
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
人
事
や

広
報
活
動
に
も
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
促
進
の
視
点
を
組
み
込
む
必
要
が
あ

る
。
例
え
ば
、
支
援
従
事
者
が
活
動
中
に
危
険
な
目
に
あ
う
こ
と
や

人
び
と
の
苦
し
み
と
直
面
す
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
適
切
な
休
暇
制

度
を
設
け
る
こ
と
、
求
め
ら
れ
る
役
割
や
業
務
内
容
を
伝
え
、
業
務

上
予
想
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス
要
因
に
予
め
対
処
す
る
こ
と
な
ど
は
、
支

援
に
携
わ
る
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
上

の
問
題
を
予
防
・
対
処
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
。
広
報
担
当
者
は
、

メ
デ
ィ
ア
が
被
災
者
の
精
神
的
・
内
面
的
な
体
験
に
つ
い
て
強
引
に

質
問
し
な
い
よ
う
、
被
災
者
の
了
解
を
得
ず
に
映
像
・
画
像
、
名
前

な
ど
の
個
人
情
報
が
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
常
に
メ
デ
ィ
ア
活
動
や

情
報
の
濫
用
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
支
援
に
携

わ
る
全
て
の
人
が
、
被
災
者
そ
し
て
支
援
者
の
心
理
社
会
的
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
保
護
・
促
進
す
る
た
め
に
、
彼
ら
を
傷
つ
け
る
リ
ス

ク
を
様
々
な
方
法
で
軽
減
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
が
も
た
ら
す
も
の

赤
十
字
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
は
、
被
災
者
が
自
ら
の
力
で
立

ち
上
が
り
、
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
手
段
は
、

地
域
の
社
会
や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
。
外
か
ら
の
支
援
が
意
図
せ

ず
被
災
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
被
災
者
自
身
が
ケ
ア

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
は
、

支
援
に
携
わ
る
全
て
の
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
被
災
者
そ
し

て
自
分
自
身
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
考
慮
し
て
活
動
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
ど
の
災
害
で
も
、
目
に
見
え
る
被
害
に
は
支
援
が
集

中
し
や
す
く
、目
に
見
え
な
い
被
害
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
人
々

の
「
こ
こ
ろ
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
赤
十
字
の
活
動
に
お
い
て
も
、

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

注１　

心
理
的
・
社
会
的
満
足
、
健
康
、
安
寧
（
筆
者
に
よ
る
注
）。

２　

自
分
は
で
き
る
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
（
筆

者
に
よ
る
注
）。

３　

現
地
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
し
な
く
な
る
緊
急
事
態
や
大
規

模
災
害
の
発
生
時
に
緊
急
出
動
可
能
な
訓
練
さ
れ
た
専
門
家
チ
ー

ム
お
よ
び
資
機
材
。
日
本
赤
十
字
社
は
、
診
療
所
を
設
置
し
、
基

本
的
な
医
療
、
母
子
保
健
、
予
防
接
種
な
ど
を
提
供
す
る
た
め
の

資
機
材
と
人
材
を
整
備
、
訓
練
し
て
い
る
。　
　
　

平
成
二
九
年
八
月
二
五
日
以
降
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
西
部
の
ラ
カ
イ
ン

州
で
相
次
い
だ
激
し
い
暴
力
行
為
を
避
け
る
た
め
に
、
多
く
の
住
民

が
隣
国
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
へ
避
難
し
た
。
一
日
数
千
人
、
と
き
に

は
一
万
人
以
上
が
国
境
を
越
え
、
三
カ
月
間
で
避
難
し
た
人
々
の
数

は
、
六
二
万
人
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。（
一
一
月
二
五
日
現
在
・
国
連
発
表
）

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
以
下
、
連
盟
）
で
は
、
急
激
な
避
難

民
の
増
加
を
受
け
て
、
九
月
一
五
日
、
緊
急
ア
ピ
ー
ル
を
発
表
、
日

本
赤
十
字
社
は
、
現
地
で
高
ま
る
医
療
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
連

盟
の
要
請
を
う
け
て
、
医
師
、
看
護
師
ら
か
ら
な
る
緊
急
対
応
ユ
ニ
ッ

ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｕ
）
の
出
動
を
決
定
し
た
。

途
方
に
暮
れ
る
八
〇
万
人

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
南
部
に
位
置
す
る
コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー
ル
県
の
人

口
は
、
八
月
以
前
は
二
二
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
八
〇
万
人
以

上
に
急
増
し
た
た
め
、
医
療
機
関
や
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
限
界
を
越
え

て
ひ
っ
迫
し
、
避
難
民
へ
の
支
援
が
追
い
付
か
な
い
事
態
と
な
っ
て

い
る
。

コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー
ル
市
街
地
か
ら
車
両
で
一
時
間
以
上
南
下
す
る

と
、
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
に
到
達
す
る
。
幹

線
道
路
沿
い
に
は
、
手
に
持
て
る
だ
け
の
家
財
道
具
を
も
っ
た
避
難

民
が
途
方
に
暮
れ
た
様
子
で
立
ち
尽
く
し
、
あ
る
い
は
指
定
さ
れ
た

キ
ャ
ン
プ
地
へ
向
か
う
一
群
が
列
を
作
っ
て
歩
い
て
い
る
。

幹
線
道
路
で
車
を
降
り
、
歩
い
て
小
高
い
丘
に
登
る
と
、
見
渡
す

限
り
一
面
に
竹
と
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
で
作
ら
れ
た
テ
ン
ト
が
立
ち
並

ん
で
い
た
。
地
面
に
浅
く
穴
を
掘
っ
た
だ
け
の
ト
イ
レ
か
ら
、
雨
水

【
報
告
】
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
南
部
避
難
民
救
援
事
業

喜
田
　
た
ろ
う

　

大
阪
赤
十
字
病
院
国
際
医
療
救
援
部　

国
際
救
援
係
長
兼
臨
床
検
査
技
師　

Ｅ
Ｒ
Ｕ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応

―
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
」
支
援
の
現
場

１

か
ら
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に
よ
り
あ
ふ
れ
出
た
汚
物
が
、
雨
水
で
泥
状
に
変
化
し
た
土
壌
と
入

り
ま
じ
っ
て
辺
り
に
悪
臭
を
放
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ト
イ
レ
は
給

水
ポ
ン
プ
の
す
ぐ
傍
に
無
計
画
に
設
置
さ
れ
、
水
の
汚
染
が
危
惧
さ

れ
た
。

一
方
で
、
避
難
民
が
入
植
し
て
し
ば
ら
く
時
間
が
た
っ
た
キ
ャ

ン
プ
で
は
、
揚
げ
物
や
菓
子
類
、
中
に
は
衣
類
ま
で
取
り
扱
う
商
店

や
、
小
さ
な
鏡
を
ぶ
ら
下
げ
た
理
髪
店
が
で
き
、
ま
る
で
小
さ
な
町

が
出
来
上
が
っ
て
い
て
避
難
民
た
ち
の
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
る
。
奥

地
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
阻
む
、
急
峻
な
丘
が
い
く
つ
も
連
な
っ
た
地
形
、

雨
季
の
激
し
い
雨
に
よ
り
泥
状
に
変
化
し
た
土
壌
に
足
を
取
ら
れ
て
、

活
動
初
期
の
ニ
ー
ズ
調
査
も
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。

九
月
二
四
日
に
現
地
入
り
し
た
初
動
班
は
、
コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー

ル
県
ウ
キ
ヤ
郡
の
ク
ト
ゥ
パ
ロ
ン
、
タ
ン
カ
リ
、
ハ
キ
ム
パ
ラ
に
設

置
さ
れ
た
各
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
調
査
し
た
。
通
常
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
活
動

で
は
、
資
機
材
を
現
地
に
搬
入
し
て
診
療
所
を
設
営
し
、
そ
の
近
隣

に
宿
舎
テ
ン
ト
を
設
営
し
て
、
Ｅ
Ｒ
Ｕ
要
員
が
夜
営
し
な
が
ら
医
療

活
動
を
展
開
す
る
場
合
が
多
い
が
、
今
回
は
、
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
の

中
に
診
療
所
を
全
展
開
で
き
る
敷
地
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、

Ｅ
Ｒ
Ｕ
資
機
材
の
輸
送
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
避
難
民
以
外
が
夜
間
に
キ
ャ
ン
プ
内
に
立
ち
入
る
こ
と
が
制
限

さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
巡
回
診
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
決
定
し

た
。キ

ャ
ン
プ
内
の
小
規
模
な
敷
地
を
確
保
し
、
避
難
民
の
協
力
を
得

て
、
現
地
で
調
達
可
能
な
竹
や
タ
ー
ポ
リ
ン
に
よ
る
仮
設
診
療
所
を

設
営
し
、
通
訳
、
警
備
、
群
集
整
理
担
当
者
は
避
難
民
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
動
員
す
る
こ
と
で
確
保
し
た
。

軍
と
の
関
係
と
赤
十
字
間
の
活
動
調
整

避
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
維
持
・
運
営
・
管
理
は
、
将
来
的
に
は
政
府

の
文
民
機
関
で
あ
るRefugee Relief and Repatriation Com

m
issioner 

（
Ｒ

Ｒ
Ｒ
Ｃ
）
に
移
管
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
が
、
当
時
は
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
陸
軍
の
管
理
下
に
あ
り
、
特
に
活
動
初
期
に
は
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
赤
新
月
社
（
バ
赤
）
の
キ
ャ
ン
プ
担
当
者
も
配
置
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
活
動
場
所
の
確
保
、
避
難
民
の
動
員
等
、
各
Ｅ

Ｒ
Ｕ
が
軍
と
直
接
交
渉
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
軍
の
存
在
感
が
大

き
い
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
、
赤
十
字
が
軍
の
監
督
下
、
指
揮

下
で
活
動
し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
な
い
よ
う
に
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
軍
と
の
過
剰
な
接
触
を
避
け
る
た
め
各
種
の
交
渉
は

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
み
が
軍
指
揮
官
と
面
会
し
て
行
っ
た
。

当
初
は
、
ウ
キ
ヤ
郡
保
健
局
と
の
協
働
に
よ
り
ハ
キ
ム
パ
ラ
に
お

い
て
最
初
の
巡
回
診
療
を
開
始
し
、
バ
赤
医
療
職
の
着
任
と
と
も
に
、

医
療
チ
ー
ム
二
班
を
結
成
し
て
二
カ
所
の
拠
点
で
診
療
活
動
を
開
始

し
た
。
そ
の
後
、
避
難
民
の
数
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
足
度
を
判
断

基
準
と
し
て
、
急
速
な
避
難
民
の
流
入
が
認
め
ら
れ
た
バ
ル
カ
リ
に

お
い
て
、
追
加
の
巡
回
診
療
基
点
を
設
営
し
た
。
ま
た
ハ
キ
ム
パ
ラ

に
「
子
ど
も
に
や
さ
し
い
空
間
」（Child Friendly Space

＝CFS

）
を
設
営

し
て
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
を
開
始
し
た
。
一
一
月
末
ま
で
の
二
カ

月
間
で
、
一
万
三
百
四
十
六
名
の
避
難
民
が
、
日
赤
の
提
供
す
る
巡

回
診
療
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
。

今
回
の
派
遣
で
は
全
期
間
を
通
し
て
、
バ
赤
、
国
際
赤
十
字
や
他

の
支
援
国
赤
十
字
社
と
の
積
極
的
な
連
携
を
重
要
視
し
た
。
保
健
医

療
分
野
で
は
、
病
院
を
運
営
す
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
赤
十
字
を
始
め
と
し

て
、
日
赤
と
同
じ
く
巡
回
診
療
を
行
う
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、

そ
し
て
イ
ラ
ン
赤
新
月
が
活
動
し
て
い
る
。
各
国
赤
十
字
社
と
の
積

極
的
な
情
報
共
有
を
図
り
、
新
し
く
巡
回
診
療
活
動
に
参
加
し
た
社

へ
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
の
実
施
な
ど
、
赤
十
字
と
し
て
標
準
化
さ
れ

た
、
レ
ベ
ル
の
高
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
た
。

仮
設
診
療
所
の
設
置
へ

レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
や
小
外
科
手
術
な
ど
の
高
度
な
医
療
を
提
供

で
き
、
ま
た
当
時
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
急
性
水
様
性
下
痢
症
の
ア

ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
応
す
る
た
め
、
下
痢
治
療
ユ
ニ
ッ
ト
（D

iarrhea 

Treatm
ent U

nit

＝D
TU

）
へ
の
転
換
が
可
能
な
仮
設
診
療
所
の
設
置
を

決
定
し
た
。

ク
ト
ゥ
パ
ロ
ン
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
中
心
に
拡
大
し
た
避
難
民
キ
ャ

ン
プ
が
、
バ
ル
カ
リ
キ
ャ
ン
プ
な
ど
と
融
合
し
て
巨
大
な
キ
ャ
ン
プ

を
形
成
し
つ
つ
あ
り
、
一
〇
月
中
旬
頃
か
ら
軍
に
よ
っ
て
、
そ
の
キ
ャ

ン
プ
を
縦
断
す
る
幹
線
道
路
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

仮
設
診
療
所
候
補
地
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、「
今
後
避
難
民
が

流
入
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
キ
ャ
ン
プ
西
側
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
お

よ
び
ト
ラ
ッ
ク
を
使
用
し
た
Ｅ
Ｒ
Ｕ
資
機
材
の
搬
入
の
観
点
か
ら
、

建
設
中
の
幹
線
道
路
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
」「
高
度
な
医
療
を
保
持

す
る
た
め
に
必
要
な
敷
地
面
積
を
確
保
で
き
る
こ
と
」「
将
来
Ｄ
Ｔ
Ｕ

に
転
換
さ
れ
た
際
に
は
、
周
囲
に
広
が
る
避
難
民
の
居
住
地
や
既
存

の
施
設
か
ら
一
定
の
緩
衝
地
帯
を
確
保
で
き
る
こ
と
」
を
条
件
と
し

た
。当

時
キ
ャ
ン
プ
の
南
端
か
ら
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
陸
軍
に
よ
り
幹
線

道
路
の
工
事
が
既
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
当
初
マ
イ
ネ
ル
ゴ
ナ
と
呼

ば
れ
て
い
た
地
域
の
丘
の
上
で
軍
が
工
事
用
重
機
、
資
機
材
置
き
場

と
し
て
利
用
し
て
い
た
敷
地
を
仮
設
診
療
所
の
候
補
地
と
し
て
決
定

し
た
。

既
に
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
活
動
予
定
期
間
四
カ
月
の
う
ち
一
カ
月
が
経
過
し
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て
い
た
こ
と
、
今
後
北
上
し
て
い
く
幹
線
道
路
工
事
の
進
捗
や
山
々

を
幾
つ
も
越
え
る
北
側
の
地
形
を
鑑
み
る
と
、
メ
ガ
キ
ャ
ン
プ
南
部

に
お
い
て
は
、
そ
の
候
補
地
が
仮
設
診
療
所
の
設
置
に
適
し
た
唯
一

の
立
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

通
常
の
災
害
対
応
で
は
、
国
連
機
関
な
ど
を
中
心
に
救
援
活
動
が

調
整
さ
れ
、
そ
の
傘
下
の
保
健
セ
ク
タ
ー
会
議
等
を
通
じ
て
活
動
地

を
指
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
す
が
、
当
時
は
ま
だ
適
切
な
調
整
機
構

は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
各
団
体
が
自
ら
候
補
地
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
連
盟
、
バ
赤
に
対
し
て
仮
設
診
療
所
設

置
の
意
図
を
説
明
し
、
キ
ャ
ン
プ
を
実
質
的
に
管
理
す
る
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
陸
軍
担
当
者
か
ら
の
土
地
使
用
許
可
を
得
た
の
ち
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
保
健
お
よ
び
下
痢
感
染
症
セ
ク

タ
ー
関
係
者
、
Ｉ
Ｏ
Ｍ
の
キ
ャ
ン
プ
管
理
担
当
者
ら
と
の
情
報
共
有
、

Refugee Relief and Repatriation Com
m

issioner 

（RRRC

）、
保
健
局
へ
の

設
置
申
請
な
ど
を
相
次
い
で
行
い
、
関
係
各
方
面
に
お
い
て
、
日
赤

に
よ
る
敷
地
確
保
の
既
製
事
実
化
を
急
い
だ
。

診
療
所
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｄ
Ｔ
Ｕ
へ
の
転
換
を
前
提
と
し

て
設
計
設
置
段
階
か
ら
、
清
潔
区
域
と
汚
染
区
域
を
区
別
し
、
汚
染

区
域
は
消
毒
が
で
き
る
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
仕
上
げ
と
し
た
。
外

来
観
察
室
、
病
棟
の
設
置
と
と
も
に
高
度
医
療
機
関
と
し
て
の
機
能

を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
室
、
小
外
科
手
術
室
を
設

置
し
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
診
療
所
建
築
を
担
当
す
る
技
術
要
員
二
名

の
追
加
派
遣
を
日
赤
本
社
に
要
請
し
た
。

地
盤
改
良
工
事
の
開
始
に
あ
わ
せ
て
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
の
バ
赤
倉
庫

に
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｅ
Ｒ
Ｕ
資
機
材
の
輸
送
手
配
を
始
め
る
と
と
も

に
、
ウ
キ
ヤ
郡
に
日
赤
専
用
倉
庫
を
確
保
し
た
。
一
方
で
、
同
候
補

地
が
キ
ャ
ン
プ
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
に
安
全
を
確
保

し
な
が
ら
夜
間
診
療
を
行
え
る
の
か
、
ま
た
小
高
い
丘
の
上
に
立
地

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
の
供
給
手
段
が
懸
念
材
料
と
な
っ
た
。
水

供
給
に
関
し
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
赤
の
給
水
Ｅ
Ｒ
Ｕ
に
よ
る
深
井

戸
の
建
設
、
深
井
戸
を
保
有
す
る
国
際
医
療
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
供
与
依
頼

を
念
頭
に
協
議
を
進
め
た
。

避
難
民
を
巻
き
込
ん
で
運
営

緊
急
救
援
活
動
を
行
う
上
で
関
係
者
の
安
全
確
保
が
最
も
重
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
受
益
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
ど
の

よ
う
に
赤
十
字
を
理
解
し
、
赤
十
字
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
に
よ
っ

て
、
安
全
の
レ
ベ
ル
が
左
右
さ
れ
る
。
つ
ま
り
活
動
国
の
赤
十
字
（
赤

新
月
）
社
が
、
受
益
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
れ
て
い
る
か
が
関
係
者
の
安
全
確
保
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
の
で
あ
る
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
国
内
に
お
い
て
バ
赤
は
、
人
道
分
野
に
お
け
る

政
府
の
補
助
機
関
と
し
て
の
役
割
を
自
負
し
て
お
り
、
ま
た
同
国
に

多
発
す
る
サ
イ
ク
ロ
ン
被
害
の
軽
減
事
業
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
本
事
業
に
お
い
て
も
多
く
の
青
少
年
赤
十
字（
赤

新
月
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
し
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か

ら
は
良
好
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
い
る
。
し
か
し
本
事
業
の
主
た
る
受

益
者
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
か
ら
の
避
難
民
で
あ
る
こ
と
が
、
通
常
の
災
害
救
援
事
業
と

は
異
な
る
点
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
活
動
初
期
よ
り
で
き
る
だ
け
多
く

の
避
難
民
を
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
に
巻
き
込
み
、
活
動
へ
の
協
力
者

を
増
や
す
こ
と
を
心
掛
け
た
。

「
マ
ジ
」
と
呼
ば
れ
る
避
難
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
治
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
人
物
を
通
じ
て
、
巡

回
診
療
の
拠
点
を
確
保
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
活
動
の
周
知
を
行

い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
診
察
時
の
通
訳
、
患
者
さ
ん
の
誘
導
、

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
な
ど
多
く
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
仮
設
診
療
所
の
建
設
に
際
し
て
は
、
彼

ら
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
適
正
化
を

図
っ
た
。

ま
と
め

「
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
赤
新
月
社
は
、
今
回
の
人
道
危
機
へ
の
対
応

（Population M
ovem

ent O
peration, PM

O

）
を
単
な
る
〝
緊
急
〟
対
応
と
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
は
十
年
以
上
も
前
か
ら
避
難
民
へ
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
後
何
年
も
、
も
し
か
し
た
ら
何
十

年
に
も
わ
た
っ
て
活
動
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。」

こ
れ
は
、
日
赤
Ｅ
Ｒ
Ｕ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
バ
赤
本
社

を
訪
問
し
、
活
動
期
間
や
規
模
に
つ
い
て
の
説
明
を
始
め
よ
う
と
し

た
矢
先
に
発
せ
ら
れ
た
災
害
対
応
責
任
者
の
言
葉
で
あ
る
。
人
道
分

野
に
お
け
る
政
府
の
補
助
機
関
を
自
負
す
る
バ
赤
の
覚
悟
と
と
も
に
、

長
期
化
が
予
測
さ
れ
る
避
難
民
へ
の
支
援
事
業
を
、
ど
の
よ
う
に
継

続
し
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
懸
念
も
感
じ
ま
し
た
。

Ｅ
Ｒ
Ｕ
が
想
定
す
る
活
動
期
間
は
四
カ
月
間
で
あ
り
、
そ
の
後
は

被
災
国
赤
十
字
（
赤
新
月
）
社
に
活
動
を
移
管
し
て
い
く
の
が
通
常
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
Ｐ
Ｍ
Ｏ
の
た
め
に
同
国
に
入
国
し
た
社
は
、
日

赤
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
がH

oneym
oon period

と
呼
ぶ
現
在
の
状

況
と
、
多
く
の
赤
十
字
社
が
（
彼
ら
の
考
え
る
）
緊
急
救
援
の
終
了
と

と
も
に
、
一
斉
に
同
国
か
ら
去
っ
て
い
く
こ
と
を
危
惧
し
て
の
発
言
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で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
避
難
民
の
帰
還
に
関
す
る
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
両
政
府
首
脳
に
よ
る
合
意
が
な
さ
れ
た
と
は
い

え
、
先
行
き
は
未
だ
に
不
透
明
で
あ
る
。

現
地
で
は
、
い
ま
だ
八
〇
万
人
を
越
え
る
避
難
民
が
不
自
由
な
生

活
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
国
際
赤
十
字
は
過
去
数
十
年
間
に
ア
ジ
ア

地
域
で
発
生
し
た
最
も
甚
大
で
か
つ
複
雑
な
人
道
危
機
の
ひ
と
つ
と

捉
え
て
い
る
。
同
じ
ア
ジ
ア
の
赤
十
字
社
と
し
て
、
日
赤
に
よ
る
支

援
に
は
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
注１　

国
際
赤
十
字
で
は
、
政
治
的
・
民
族
的
背
景
お
よ
び
避
難
し
て

い
る
人
々
の
多
様
性
に
配
慮
し
、『
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
』
と
い
う
表
現
を

使
用
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

赤
十
字
の
基
本
原
則
の
普
及
と
「
行
動
変
容
の
担
い
手
と
し
て
の

ユ
ー
ス
（Youth as Agents of Behavioural Change: YABC

）」
に
つ
い
て

「Saving Lives, Changing M
inds

（
命
を
救
い
、
意
識
を
変
え
る
）」
―

二
〇
〇
九
年
、第
一
七
回
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟（
以
下「
連
盟
」）

総
会
に
て
本
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
共
に
、『
連
盟
二
〇
二
〇
年
戦
略
』
が
採

択
さ
れ
た
。「
命
を
救
い
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
意
識
変
容
を
通
じ

て
よ
り
安
全
で
健
康
な
社
会
を
促
進
す
る
」
と
い
う
赤
十
字
の
意
気

込
み
が
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。

今
回
の
寄
稿
に
あ
た
っ
て
は
、「
意
識
を
変
え
る
（
意
識
変
容
）」
と

そ
れ
に
続
く
「
行
動
変
容
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
切
り
口

に
、『
連
盟
二
〇
二
〇
年
戦
略
』
の
戦
略
目
標
の
一
つ
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
「
非
暴
力
文
化
お
よ
び
平
和
の
促
進
」
に
焦
点
を
当
て
、
赤

十
字
七
原
則
へ
の
理
解
促
進
と
普
及
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

か
に
着
目
し
た
い
。

赤
十
字
の
「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促
進
」

《
非
暴
力
文
化
と
平
和
》
と
は

１

、「
一
個
人
と
し
て
の
人
間
性
・
幸

福
・
尊
厳
に
敬
意
を
払
い
、
多
様
性
・
無
差
別
・
包
括
性
・
相
互
理

解
と
相
互
対
話
を
尊
重
し
、
協
力
と
真
の
平
和
の
た
め
に
従
事
す
る

意
志
を
持
つ
」
文
化
を
い
う
。
ま
た
、「
個
人
、
公
共
機
関
そ
し
て
社

会
が
、
自
身
・
他
者
・
他
グ
ル
ー
プ
や
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対

す
る
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
断
つ
」
文
化
を
指
す
。
そ
こ
に
は
、「
問

題
解
決
・
緊
張
緩
和
・
暴
力
の
原
因
に
対
し
て
建
設
的
な
対
応
を
見

〝
非
暴
力
の
文
化
と
平
和
〟
の
促
進
の
た
め
に

赤
松
　
直
美

　

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
企
画
課
主
事

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応

―
行
動
変
容
の
担
い
手
と
し
て
の
ユ
ー
ス
（
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
と
は
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出
そ
う
と
す
る
前
向
き
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」

が
あ
り
、
暴
力
は
決
し
て
選
択
肢
に
含
ま
れ
な

い
。赤

十
字
の
「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促
進
」

は
、
平
和
の
実
現
自
体
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、

継
続
し
て
行
わ
れ
る
過
程
そ
の
も
の
が
重
要
と

な
る
。
そ
れ
は
、
建
設
的
な
対
話
を
行
う
た
め

の
土
壌
を
築
く
作
業
で
あ
り
、
問
題
及
び
緊
張

の
根
幹
を
な
す
課
題
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
過
程
に
お
い
て
、

何
れ
の
人
物
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
包
括
的

な
対
話
を
行
う
こ
と
が
重
要
な
カ
ギ
と
な
る
。

故
に
、
赤
十
字
と
し
て
「
非
暴
力
文
化
お
よ
び

平
和
の
促
進
」
を
行
う
こ
と
は
、
一
九
七
九
年

の
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
に
よ
る
解
説
『
赤
十
字
七

原
則
（
一
九
七
九
）』２

に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、《
積
極
的
な
傾
聴
》《
課
題
に
対
す
る
客
観

的
な
分
析
》《
共
感
性
、
批
判
的
な
思
考
、
偏
見

を
な
く
す
誠
実
さ
》《
自
己
の
ス
ト
レ
ス
管
理
》

《
柔
軟
性
》
等
を
個
々
人
の
資
質
と
し
て
育
み
普

及
す
る
作
業
と
も
い
え
る
。（
表
１
参
照
）

「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促
進
」
は
連
盟
の
二
〇
二
〇
年
戦
略
で
新

た
に
台
頭
し
て
き
た
議
論
で
は
決
し
て
な
い
。
遡
っ
て
み
る
と
、
上

記
表
２
に
一
例
を
記
載
し
て
い
る
と
お
り
、
い
く
つ
も
の
関
連
決
議

が
こ
れ
ま
で
も
採
択
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
決
議
の
流
れ
を
受
け
、
連
盟
は
、
若
者
世
代
（
以
下

「
ユ
ー
ス
」）３

の
持
つ
、「
意
識
改
革
」
に
対
す
る
柔
軟
な
姿
勢
と
、
自

己
と
他
者
の
「
行
動
変
容
」
を
促
す
力
に
期
待
し
て
、『
行
動
変
容
の

担
い
手
と
し
て
の
ユ
ー
ス:Youth as Agents of Behavioural Change 

（
以

下「
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
」）』の
開
発
を
二
〇
〇
八
年
に「
連
盟
二
〇
二
〇
年
戦
略
」

作
り
と
同
時
に
着
手
し
た
。

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
は
、「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促
進
」
を
行
う
に
当
た

り
、
ユ
ー
ス
が
赤
十
字
の
七
原
則
を
体
現
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力

を
伸
ば
す
こ
と
を
目
的
に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
及

び
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
（
以
下
「
Ｙ

Ａ
Ｂ
Ｃ
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
」）
の
総
称
で
あ
る
。

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
は
、
ユ
ー
ス
が 

①
自
己
を
正
確
に
認

識
す
る
こ
と
を
通
じ
て
意
識
変
容
し
、
②
赤
十
字
の
七
原
則
に
則
っ

た
行
動
が
で
き
る
資
質
を
身
に
付
け
、
③
次
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

表１　ジャン ･ピクテ「赤十字の七原則 (1979)」に基づく、連盟による分析・解釈（７For7）

７つ原則 赤十字原則の要素 / 定義 基礎となる価値 ７つのスキル

人道

1. 苦痛を軽減・予防する
軽減：支援
予防はマイナス要素を取り除くという意味も含む

思いやり、気遣い
友情、相互理解
平和

❏共感性
❏積極的傾聴
❏課題に対する客観的な分
　析と批判的な思考、偏見
　をなくす、誠実さ
❏暴力的言動に頼らない意
　思疎通
❏協調的な交渉と調停
❏個人の柔軟性と回復力
❏ストレス管理（内なる平和）

2. 命と健康の保護
保護：苦しみや暴力から人々を守ること

人々を第一に考えた行
動

3. 受益者やそのほかの人々の人道的扱い 人間の尊重、尊厳の尊
重、自由の尊重、受益
者の福祉

公平

1. ニーズ、緊急性や脆弱性に基づいた優先付
けに基づいた行動、

2. 主観的分野における非差別 多様性の尊重、平等

3. 公平（個人的な関心 / 共感 / 好みではなく、
確立された規律に基づいた決定）

柔軟性

中立
政治的、人種的、宗教的もしくはイデオロギー
の本質に関する議論への不干渉

寛容

独立
赤十字の原理や価値に従って行動できる自主性を
もつために、政治的に、経済的に、また社会的抑
圧に妨害されず、赤十字で方針や行動を決定する

一体性
自由な意思

奉仕

1. 自発性：自由に関与を受入れるもしくは外
部による強制なく行動する

一体感

2. 奉仕：支援は無償である チーム性 / 協力
団結、謙虚

3. 無償：私たちは支援を必要とする人々のために
活動していることから活動による恩恵は受けない

相互依存にならないこ
と

単一
多数福利主義（皆に開かれている） 社会的多元主義　多様

性の尊重

世界性

1. あらゆる人々への使命 相互理解　多様性の尊
重　寛容

2. 平等（赤十字社間） 非差別

3. 団結 責任　協力

表２　「非暴力と平和」の文化に関連する決議

Innovative ways to promote Fundemental Principles
赤十字 7 原則を推進する革新的取組手法

1999 年国際会議 

Being a living example of  Red Cross Red Crescent 
Fundemental Principles
赤十字 7 原則の体現

2003 年及び 2005 年赤十字代表者会議 

Influencing behavioural change
行動変容の促進

2010 年総会、2003 年赤十字代表者会議、2007 年赤十

字国際会議

Humanitarian education beyond cognitive 
「認識」から更に一歩先を行く人道教育

2010 年総会、2005 年赤十字代表者会議

Non-formal peer education
規定の学校教育にとどまらない「ピア教育」

第 30 回赤十字国際会議プレッジ

Leadership role of  youth
主導的立場としてのユース

2007 年赤十字国際会議および第 30 回赤十字国際会

議プレッジ

Skills-based empowerment of  youth
スキル重視のユース強化

2007 年赤十字国際会議および第 30 回赤十字国際会

議プレッジ

行
動
変
容
の
担
い
手
と
し
て
の
ユ
ー
ス

（
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
と
は
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て
個
々
人
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
④
自
己
の
変
容

を
通
じ
て
他
者
の
意
識
変
容
と
行
動
変
容
を
促
す
、
こ
と
を
目
的
に

作
り
こ
ま
れ
て
い
る
。

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
の
中
身
に
は
、
ピ
ク
テ
の
『
赤
十
字
の

七
原
則
（
一
九
七
九
）』
に
基
づ
く
連
盟
に
よ
る
分
析
・
解
釈
を
ベ
ー
ス

に
次
の
項
目
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
計
七
二
の
ゲ
ー
ム
と
各
ト
ピ
ッ

ク
ス
を
詳
細
に
説
明
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
⑴
赤
十
字
七
原
則

赤
十
字
七
原
則
「
人
道
」「
公
平
」「
中
立
」「
独
立
」「
奉
仕
」「
単

一
」「
世
界
性
」
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
別
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

ゲ
ー
ム
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
⑵
赤
十
字
七
原
則
を
体
現
す
る
に
当
た
り
必
要
な
個
人
の
ス
キ
ル

「
積
極
的
傾
聴 

（Active Listening

）」「
共
感 

（Em
pathy

）」「
批
判
的

思
考
、
偏
見
を
捨
て
る
こ
と
、
偏
っ
た
判
断
を
し
な
い
こ
と 

（Critical thinking, D
ropping off Bias and N

on-Judgem
ent

）」「
非
暴
力
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

（N
on-violent Com

m
unication

）」「
協
調
的
な

交
渉
と
調
停 

（Collaborative N
egotiation and M

ediation

）」「
個
人
の
レ

ジ
リ
エ
ン
ス 

（Personal Resilience

） 

」「
内
な
る
平
和
（Inner Peace

）」

と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
別
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
ゲ
ー

ム
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
⑶
見
識
を
深
め
る
必
要
の
あ
る「
テ
ー
マ
別
の
課
題
」

「
多
様
性
の
尊
重
と
差
別
へ
の
対
応 

（N
on-discrim

ination and 

respect for diversity

）」「
異
文
化
間
対
話 

（Inter Cultural D
ialogue

）」「
社

会
的
包
摂 

（Social Inclusion

）」「
社
会
的
・
文
化
的
に
形
成
さ
れ

た
性
別
・
役
割
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）（G

ender

）」「
暴
力
防
止
、
軽
減
、

対
応 

（Violence prevention, M
ediation and Response

）」「
国
際
人
道
法

（International H
um

anitarian Law

）」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
別
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
ゲ
ー
ム
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
自
体
は
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り
や
す
い
作

り
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
「
多
様
性
の
尊
重
と
差
別
へ
の
対
応
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
一
例
に
挙
げ
る
と
、
①
テ
ー
マ
の
概
要
説
明
、
②
用

語
解
説
、
③
テ
ー
マ
と
赤
十
字
七
原
則
の
関
わ
り
、
④
ユ
ー
ス
と
し

て
ど
の
よ
う
な
行
動
が
期
待
さ
れ
る
の
か
、
等
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
同
テ
ー
マ
を
広
く
普
及
す
る
に
当
た
り

活
用
で
き
る
ゲ
ー
ム
が
各
テ
ー
マ
毎
に
三
～
五
つ
開
発
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
ゲ
ー
ム
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
説
明
書
及
び
参
加
者
に
促

し
た
い
気
づ
き
・
学
び
を
適
切
に
引
き
出
す
た
め
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
ヒ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
を
活
用
す
る
た
め
の
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ピ
ア
・

エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
育
成
研
修
が
今
日
ま
で
全
世
界
で
開
催
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
に
一
一
三
社
に
お
い
て
全
世
界
合
計
二
、八
〇
〇
名
以
上
の

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー

４

が
育
成
さ
れ
て
い
る
。
日

本
赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」）
に
お
い
て
も
、
平
成
二
八
年
度
三
月
に

初
め
て
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
養
成
研
修
が
導
入
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
三
七
名
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
と
し
て

育
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
特
徴

さ
て
、
こ
こ
ま
で
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
作
成
の
背
景
を
説
明
し
て
き
た
が
、

具
体
的
に
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
は
、
以
下
の
六
の
特
徴
を
加
味
し
て
開
発
さ

れ
て
い
る
。

⑴
鏡
の
中
の
自
分
を
見
つ
め
な
お
す
作
業

ま
ず
第
一
に
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
自
己
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
始
ま
る
。

個
々
人
が
自
分
の
行
動
・
思
考
・
言
語
の
特
性
を
客
観
的
に
理
解

し
、「
赤
十
字
七
原
則
を
体
現
す
る
に
当
た
り
必
要
な
個
人
の
ス
キ

ル
」（
表
１
参
照
）
と
現
時
点
で
の
自
己
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
認
識

す
る
振
り
返
り
作
業
を
通
じ
て
、
自
己
変
容
を
促
す
過
程
を
重
視
し

写真１　ＹＡＢＣツールキット
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て
い
る
。
ガ
ン
ジ
ー
の
格
言
に
も
あ
る
よ
う
に
「
他
人
に
変
わ
っ
て

欲
し
け
れ
ば
、
自
ら
率
先
し
て
変
化
の
原
動
力
と
な
る
」
べ
く
、
ま

ず
は
自
己
変
容
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
基
礎
に

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
全
て
が
綺
麗
ご
と
で

は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
に
参
加
し
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
「
自
分
は
人
に
対
す
る
偏
見
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

だ
が
、
実
は
意
識
し
て
い
な
い
中
で
、
男
女
の
社
会
的
役
割
に
つ
い

て
《
こ
う
あ
る
べ
き
だ
》
と
い
う
偏
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
」
と
研
修
直
後
に
語
っ
て
い
た
。
数
週
間
後
、
こ

の
同
じ
参
加
者
が
「
他
者
に
対
し
て
《
す
る
な
》
と
言
っ
て
い
る
こ
と

を
、
自
分
が
実
現
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
け
て
、
自
分
の
言
葉

を
体
現
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と
大
切
さ
を
痛
感
し
た
」
と
語
っ
て
お

り
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
自
己
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て

く
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
連
盟
に
よ
り
開
発
さ
れ
て
か
ら
十
年

が
経
過
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
三
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
蓄
積
さ
れ
た

デ
ー
タ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
、『
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
イ
ン
パ
ク

ト
調
査

５

』
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
を
見
る
と
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
経

験
し
た
者
の
九
七
％
が
「
肯
定
的
な
自
己
変
容
を
遂
げ
た
」
と
回
答
。

内
九
四
％
は
、「
研
修
参
加
後
（
数
日
後
～
数
年
後
）
も
引
き
続
き
自

己
変
容
を
遂
げ
た
状
態
を
維
持
し
続
け
て
い
る
」
と
回
答
。
九
五
％ 

は
、「
日
常
生
活
に
お
い
て
も
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
身
に
着
け
た
他
者
と
の

関
わ
り
方
や
自
己
対
話
能
力
を
活
用
し
て
い
る
」
と
回
答
し
、
更
に

九
〇
％ 

は
、「
自
分
だ
け
で
な
く
身
近
な
人
物
の
意
識
変
容
・
行
動

変
容
が
確
認
で
き
た
」
と
も
回
答
し
て
い
る
。

⑵
赤
十
字
七
原
則
を
体
現
す
る
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
必
要
な
ス
キ

　
ル
を
伸
ば
す

次
に
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
、「
倫
理
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
を
伸
ば
す
た
め

に
必
要
な
「
個
人
及
び
対
人
ス
キ
ル
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
も

特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
先
ほ
ど
の
同
じ
イ
ン
パ
ク
ト
調
査
に
よ

る
と
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
経
験
者
の
う
ち
九
七
％
が
「
倫
理
意
識
を
持
っ
た

リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
」
の
あ
り
方
を
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
通
じ
て
理
解
し
身
に
着

け
た
、
と
回
答
し
、
他
者
の
意
識
変
容
と
行
動
変
容
を
促
す
に
あ
た
っ

て
必
要
な
自
信
と
能
力
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
通
じ
て
醸
成
さ
れ
た
、
と
評

価
し
て
い
る
。

⑶「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促
進
」に
お
け
る
ユ
ー
ス
の
役
割
へ

　
の
期
待

三
点
目
に
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ツ
ー
ル
が
ユ
ー
ス
を
対
象
に
開
発
さ
れ

た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
非
暴
力
文
化
と
平
和
の
促

進
」
の
た
め
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
ユ
ー
ス
の
存
在
に
期
待
し
て

い
る
。
赤
十
字
が
一
方
的
に
ユ
ー
ス
に
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
ユ
ー
ス
自
身
も
二
〇
〇
九
年
の
『
ユ
ー
ス
宣
言

６

』
に
お
い
て
以

下
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
連

盟
総
会
で
、『
ユ
ー
ス
参
画
の
枠
組
み

７

』
に
関
す
る
決
議
が
採
択
さ

れ
た
こ
と
も
後
押
し
し
、
ユ
ー
ス
自
身
が
積
極
的
に
発
言
し
、
行
動

を
起
こ
す
こ
と
を
赤
十
字
全
体
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。

⑷《
心
か
ら
頭
へ
》の
学
び

四
点
目
に
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
非
認
知
的
手
法 

〝non-cognitive 

m
ethodology

〟
に
基
づ
い
て
開
発
さ
れ
て
い
る
。
数
が
分
か
る
・
字

が
書
け
る
な
ど
、
Ｉ
Ｑ
な
ど
で
測
れ
る
力
を
「
認
知
的
能
力
」
と
呼
ぶ

一
方
で
、
Ｉ
Ｑ
な
ど
で
測
れ
な
い
内
面
の
力
が
「
非
認
知
的
能
力
」
と

さ
れ
、
現
在
教
育
論
議
の
中
で
も
「
非
認
知
的
能
力
」
の
重
要
性
が
再

定
義
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
も
、
頭
か
ら
教
え
ら
れ
た
正
否
で

測
れ
る
知
識
を
蓄
積
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
心
で
感
じ
た

気
づ
き
や
自
発
的
な
感
情
を
ま
ず
は
大
切
に
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で

自
身
の
感
情
を
よ
り
冷
静
に
分
析
し
、「
な
ぜ
そ
う
感
じ
た
の
か
」「
ど

の
よ
う
な
行
動
が
そ
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

か
」を
理
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の《
心
か
ら
頭
へ
》

の
学
習
に
よ
り
、
表
面
的
な
理
解
以
上
に
よ
り
掘
り
下
げ
て
赤
十
字

七
原
則
を
体
現
す
る
た
め
の
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

2009 年「ユース宣言」（一部抜粋）

　変容と変化に富むこの世界で、我々赤十字・赤新月運動のユースは、次の点に関して

　コミットする

1. 自身の内面変容と、コミュニティにおける融和と前向きな態度を促進するための

スキルを身につける

2. 自身の住む地域における「行動変容の担い手」として、赤十字 7 原則を体現する ...
我々は自国赤十字社に対して以下を提言する：

・ユースが、地域社会における「前向きな行動変容と意識変革の担い手」として主

体的にリーダシップをとれるよう、また、規定の学校教育にとらわれないピア教

育（一例として連盟の YABC）を使うことができるよう、ユースを支援すること。
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る
。
従
っ
て
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
及
び
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
の
ほ
と
ん
ど
が

ゲ
ー
ム
形
式
や
議
論
・
対
話
の
形
式
を
用
い
た
学
習
法
と
な
っ
て
お

り
、
通
常
の
座
学
や
講
義
形
式
の
学
習
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

⑸
終
わ
り
の
な
い
学
習

更
に
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
、
内
な
る
学
び
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
な
学
習

を
促
し
て
い
る
。
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
と
は
簡
潔
に
言
え
ば
、〝
考

え
る
こ
と
を
閉
ざ
さ
な
い
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る

６

。
一
〇
〇
点
を

取
る
た
め
の
学
習
で
は
な
く
、
探
求
心
・
興
味
に
基
づ
い
て
そ
の
分

野
を
深
め
る
た
め
に
学
習
す
る
こ
と
を
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
推
奨
し
て
お

り
、
そ
の
為
に
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
を
体
験
し
た
者
は
、「
何

を
考
え
」「
何
を
解
決
す
べ
き
か
」
を
他
者
か
ら
享
受
す
る
こ
と
は
な

い
。
代
わ
り
に
、
自
己
の
理
想
と
現
実
の
自
己
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
認
識

し
、
そ
こ
に
内
な
る
学
び
を
見
出
す
。
そ
の
学
び
と
気
付
き
を
、
ど

の
よ
う
に
日
々
の
生
活
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
繋
げ
る
か
は
、
学

び
手
次
第
と
な
る
。
学
習
と
は
、
本
来
終
わ
り
が
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
。

先
の
イ
ン
パ
ク
ト
調
査
に
お
い
て
も
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
導
入
し
た
赤

十
字
・
赤
新
月
社
の
う
ち
九
三
％
が
、「
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
よ
り
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
職
員
の
赤
十
字
活
動
へ
の
意
識
・
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
向

上
し
、
そ
れ
に
伴
い
赤
十
字
活
動
の
質
も
向
上
し
た
」
と
回
答
し
て

お
り
、
内
な
る
学
び
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
学
習
の
成
果
の
一
端
が

伺
え
る
。

⑹
仲
間
か
ら
仲
間
へ
の
教
育

最
後
に
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
ピ
ア
教
育
の
理
念
を
重
視
し
て
い
る
。「
ピ

ア
（Peer

）」
と
は
仲
間
の
こ
と
を
意
味
し
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
お
い
て
は
、

同
じ
問
題
意
識
を
共
有
す
る
仲
間
が
協
働
す
る
こ
と
を
通
じ
て
学

び
を
深
め
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
、
問
題
意
識
を
地
域
社
会

に
波
及
す
る
際
も
、
仲
間
を
巻
き
込
むPeer-to-Peer

の
手
法
を
推
奨

し
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
を
受
け
た
カ
ン
ボ
ジ

ア
赤
十
字
社
の
ユ
ー
ス
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
達
は
、
地
元
に
帰
っ
た

際
にH

IV/AID
S

患
者
に
対
す
る
社
会
的
差
別
を
問
題
視
し
、
ピ
ア

へ
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
、
地
域
に
根
付
く
社
会
的
排
除
の
背
景
を

学
び
、H

IV/AID
S

患
者
へ
の
理
解
促
進
を
働
き
掛
け
る
た
め
の
イ

ベ
ン
ト
を
企
画
し
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
学
校
の
中
で
「H

IV/AID
S

に
関
す
る
ピ
ア
教
育
」
を
推
し
進
め
て
い
る
。
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
導
入
し

た
一
一
三
社
の
う
ち
六
九
％
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が
、
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ

ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
研
修
の
後
も
先
述
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
事
例

同
様
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
活
動
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー

タ
ー
自
身
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
、
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
研

修
を
受
講
し
た
者
の
六
〇
％
は
、
個
人
で
も
赤
十
字
の
原
則
と
非
暴

力
と
平
和
の
文
化
を
普
及
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
中

国
紅
十
字
会
の
ユ
ー
ス
部
門
が
自
社
で
行
っ
た
調
査

７

に
よ
る
と
、

「
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
を
受
講
し
た
ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
一
人
当
た

り
に
つ
き
、
平
均
八
回
の
赤
十
字
に
関
連
す
る
活
動
が
自
ら
企
画
・

展
開
さ
れ
、
彼
ら
を
通
じ
て
平
均
一
八
七
名
の
ピ
ア
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
及

び
赤
十
字
の
精
神
に
触
れ
、
そ
の
内
平
均
二
五
名
が
新
た
に
赤
十
字

の
活
動
に
興
味
を
持
ち
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
意
思
を
示
し

た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
更
に
中
国
紅
十
字
会
は
、
二
〇
一
一
年

か
ら
五
年
間
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
を
実
施
し
て
き
た
中
で
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
効

果
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、「
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
研
修
を
受
け
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
赤
十
字
の
原
則
を
よ
り
一
層
理
解
し
、
ま
た
体
現
す
る
よ
う
に

自
発
的
に
努
め
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

倍
の
生
産
性
を
あ
げ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

目
ま
ぐ
る
し
く
社
会
情
勢
が
移
り
行
く
今
日
の
社
会
に
お
い
て
、

赤
十
字
運
動
は
そ
の
理
念
と
実
践
に
お
い
て
日
々
挑
戦
を
受
け
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
原
則
な
く
し
て
赤
十
字
（
・
赤
新
月
）
は
存
続

し
え
な
い
」
と
ピ
ク
テ
が
先
の
『
赤
十
字
の
七
原
則(

一
九
七
九)

』
に

も
示
し
た
よ
う
に
、
赤
十
字
に
関
わ
る
一
人
一
人
が
、
赤
十
字
の
原

則
を
理
解
し
体
現
す
る
こ
と
は
、
赤
十
字
の
理
念
を
現
代
に
活
か
す

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
赤
十

字
の
原
則
は
先
人
の
偉
業
に
よ
り
生
ま
れ
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の

カンボジア赤十字社ユース・ボランティア達の Peer-to-Peer 活動の様子 © IFRC
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だ
が
、
同
時
に
今
の
時
代
を
生
き
る
担
い
手
に
と
っ
て
も
同
様
に
身

近
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
回
の
寄
稿
が
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
の

理
解
の
一
助
と
な
る
と
と
も
に
、
ユ
ー
ス
へ
の
赤
十
字
理
念
の
普
及

の
一
案
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注１　

“The Red Cross Red Crescent approach to Prom
oting a culture 

of non-violence and peace ” (IFRC, 2011) http://w
w

w.ifrc.org/
PageFiles/53475/1205900-A

dvocacy%
20report%

20on%
20

Prom
otion%

20of%
20culture%

20of%
20peace-E

N
-LR%

20(2).pdf

２　

“The Fundam
ental Principles of the Red Cross, Com

m
entary 

By: Jean Pictet ” (International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies 1979) w

w
w.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%

20
Com

m
entary.pdf

３　

連
盟
は30

歳
以
下
を
「
ユ
ー
ス
」
と
定
義
し
、
政
策
・
意
思
決

定
の
場
に
参
画
さ
せ
る
こ
と
に
注
力
し
て
お
り
、
彼
ら
の
発
言
を

重
視
す
る
こ
と
で
、
赤
十
字
運
動
体
と
し
て
の
活
動
の
促
進
、
時

代
に
即
し
た
事
業
展
開
、
を
目
指
し
て
い
る
。

４　

ピ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
と
は
、
講
師
等
を
置
か
ず
、
年
齢
や

立
場
な
ど
、
価
値
観
が
近
い
者
同
士
で
学
び
合
う
学
習
方
法
を
実

践
す
る
者
を
指
す
。

５　

“YA
BC

 (Youth as A
gents of Behavioural C

hange) G
LO

BA
L 

IM
PA

C
T STU

D
Y

 (2008-2012) ”

（IFRC, 2013

）https://goo.gl/
m

7vPX
V

６　

片
上
宗
二
『
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
化
に
よ
る
道
徳
授
業
の
創
造
』

明
治
図
書
（
一
九
九
五
年
一
〇
月
）

７　

平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
月
東
ア
ジ
ア
人
道
教
育

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
及
び
香
港
赤
十
字
社
共
催
、
連
盟
支
援
）

に
お
け
る
報
告
に
基
づ
く
。

は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、

日
赤
と
い
う
）
は
半
年
間
に
わ
た
り
医
療
救
護
活
動
を
展
開
し
た
。
そ

し
て
、
総
額
一
千
億
円
も
の
海
外
救
援
金
が
日
赤
に
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
中
、
発
災
か
ら
わ
ず
か
三
週
間
後
、
日
赤
本
社
は
海
外

救
援
金
に
よ
る
復
興
支
援
活
動
を
策
定
す
る
た
め
「
ニ
ー
ズ
調
査
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
編
成
し
、
宮
城
県
石
巻
市
に
派
遣
し
た
。

チ
ー
ム
の
調
査
報
告
書
は
、
日
赤
本
社
の
災
害
対
策
本
部
会
議
（
四

月
一
一
日
）
や
海
外
赤
十
字
社
の
代
表
が
集
う
「
東
日
本
大
震
災
救
援
・

復
興
支
援
国
赤
十
字
社
会
議
」（
五
月
九
日
）
で
報
告
・
了
承
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
実
行
に
移
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
取
り
組
み
は
、
日
赤
が
い
ち
早
く
開
始
し
た
復
興
支
援
活

動
と
し
て
第
三
者
評
価
報
告
書
（『
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
事
業
に
関

す
る
第
三
者
評
価
（
平
成
二
三
年
度
事
業
分
）
報
告
書
【
要
約
版
】』、
株
式

会
社
日
本
総
合
研
究
所
、
平
成
二
四
年
一
一
月
三
〇
日
）
で
も
「
迅
速

か
つ
有
効
な
支
援
」
や
「
ハ
ー
ド
支
援
・
ソ
フ
ト
支
援
を
組
み
合
わ
せ
、

短
期
お
よ
び
中
長
期
の
課
題
・
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
効
果
的
な
支
援
」

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
赤
が
発
行
し
た
東
日
本
大
震
災
の
救
護
活
動
か
ら
復

興
支
援
ま
で
の
記
録
集
に
は
「
石
巻
・
気
仙
沼
医
療
圏
の
再
構
築
」

と
し
て
の
短
い
掲
載
に
止
ま
り
、
チ
ー
ム
報
告
書
に
記
さ
れ
た
ニ
ー

ズ
の
掘
り
起
こ
し
や
事
業
構
築
の
背
景
な
ど
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

唯
一
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
安
藤
恒
三
郎
氏
（
前
日
本
赤
十
字
豊
田
看

護
大
学
学
長
）
に
よ
る
報
告
『
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
石
巻
医
療
圏

東
日
本
大
震
災
「
ニ
ー
ズ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
報
告

森
　
正
尚

　

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部　

青
少
年･

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
長

特
集
３:

赤
十
字
と
災
害
対
応

―
そ
の
概
要
と
復
興
支
援
活
動
へ
の
意
義
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の
復
興
支
援
事
業
』（
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
紀
要
八
巻
一
号
、
七
―

一
二
、 

二
〇
一
三
年
、
以
下
、
安
藤
報
告
と
い
う
）
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

上
記
の
第
三
者
評
価
報
告
書
は
、
日
赤
が
短
期
的
に
対
応
を
要
す

る
課
題
は
「
事
業
に
関
す
る
文
書
化
の
推
進
、
記
録
の
整
備
」
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
が
そ
の
課
題
に
対
す
る
回
答
の
一
つ
と
し

て
、
お
役
に
た
て
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

チ
ー
ム
の
目
的
と
編
成

震
災
か
ら
三
週
間
が
経
過
し
た
四
月
上
旬
に
は
、
多
額
の
海
外
救

援
金
が
日
赤
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
日
赤
本
社
に
は
海
外
救
援
金
対

応
専
従
班
が
設
置
さ
れ
、
仮
設
住
宅
入
居
者
に
対
す
る
必
要
物
品
の

調
査
・
配
布
な
ど
を
進
め
た
。
し
か
し
、
長
引
く
避
難
生
活
に
よ
り

被
災
者
が
発
す
る
ニ
ー
ズ
や
、
医
療
・
行
政
機
関
、
関
係
団
体
な
ど

の
ニ
ー
ズ
を
さ
ら
に
調
査
・
把
握
し
、
海
外
救
援
金
に
よ
る
被
災
者

支
援
の
具
体
的
な
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
対
象
地
域
は
、
被
災
状
況
が
最
も
深
刻
で
、
ほ
と
ん
ど
の
病

院
や
診
療
所
が
壊
滅
状
態
と
な
っ
た
宮
城
県
の
石
巻
医
療
圏
（
石
巻

市
、
女
川
町
、
東
松
島
市
）
が
選
定
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
日
赤
本
社
の
四
人
（
安
藤
恒
三
郎
医
療
参
事
監
、
竹
内

賢
治
医
療
事
業
部
次
長
、
森
正
尚
国
際
部
国
際
救
援
課
長
、
佐
藤
信
也
血
液

事
業
本
部
中
央
血
液
研
究
所
病
理
細
菌
検
査
員
）
が
選
ば
れ
、
四
月
六
日

か
ら
九
日
ま
で
の
四
日
間
、
宮
城
県
石
巻
市
に
派
遣
さ
れ
た
。
四
月

七
日
夜
に
は
宮
城
県
沖
を
震
源
と
す
る
Ｍ
七
・
四
の
地
震
が
発
生
し
、

震
度
六
弱
の
揺
れ
も
経
験
し
た
が
、
調
査
は
予
定
通
り
完
了
し
た
。

調
査
に
よ
り
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
ニ
ー
ズ

石
巻
市
滞
在
中
、
チ
ー
ム
は
亀
山
紘
市
長
を
は
じ
め
伊
勢
秀
雄
石

巻
市
立
病
院
長
、
舛
眞
一
石
巻
市
医
師
会
長
、
石
井
正
宮
城
県
災
害

医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
石
巻
赤
十
字
病
院
医
療
社
会
事
業
部
長
）
な

ど
の
関
係
者
と
面
会
し
、
各
々
か
ら
現
状
や
復
興
へ
の
要
望
を
聴
取

し
た
。

ま
た
、
市
内
四
か
所
の
避
難
所
を
訪
問
し
て
短
期
的
な
ニ
ー
ズ
を

調
査
し
た
。
さ
ら
に
、
震
災
後
は
地
域
で
唯
一
の
中
核
医
療
機
関
と

し
て
機
能
す
る
石
巻
赤
十
字
病
院
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
飯
沼
一

宇
院
長
ほ
か
病
院
幹
部
と
協
議
し
た
ほ
か
、
被
災
し
た
石
巻
赤
十
字

看
護
専
門
学
校
の
視
察
も
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
二
つ
の
ニ
ー
ズ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

⑴
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
石
巻
医
療
圏
の
再
構
築
に
対
す
る
支
援

今
回
、
す
べ
て
の
関
係
者
が
「
こ
の
震
災
で
石
巻
医
療
圏
が
壊
滅

的
な
被
害
を
受
け
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
唯
一
、
内
陸
部
に
移
転
し

て
い
た
石
巻
赤
十
字
病
院
だ
け
が
津
波
の
被
害
を
免
れ
た
。
そ
の
結

果
、
通
常
で
あ
れ
ば
開
業
医
な
ど
が
担
う
一
次
医
療
か
ら
、
高
度
な

医
療
を
担
う
三
次
医
療
ま
で
、
す
べ
て
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の

負
担
軽
減
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

石
巻
市
の
亀
山
市
長
と
の
協
議
で
も
、
以
下
の
と
お
り
、
主
な
内

容
は
「
石
巻
医
療
圏
」
の
再
建
に
向
け
た
も
の
と
な
っ
た
。

・
石
巻
赤
十
字
病
院
は
、
従
来
か
ら
周
辺
の
自
治
体
を
含
め
た
広

域
医
療
体
制
の
中
で
、
三
次
医
療
を
担
う
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

・
石
巻
市
立
病
院
は
、
す
べ
て
の
機
能
を
失
っ
た
。
建
物
は
残
っ

て
い
る
が
、
津
波
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
河
口
部
右
岸
に
位

置
し
て
お
り
危
険
な
場
所
に
あ
る
。
過
去
に
は
昭
和
三
五
年
の

チ
リ
地
震
に
伴
う
津
波
で
も
浸
水
し
て
お
り
、
同
じ
場
所
で
の

再
建
は
考
え
に
く
い
。
計
画
は
こ
れ
か
ら
だ
が
、
今
後
三
年
は

難
し
い
だ
ろ
う
（
結
果
は
移
転
し
、
Ｊ
Ｒ
石
巻
駅
前
に
新
病
院
を
建

設
。
二
〇
一
六
年
九
月
一
日
に
開
院
）。

・
現
状
、
重
症
患
者
の
受
け
入
れ
は
石
巻
赤
十
字
病
院
が
唯
一
の

医
療
機
関
。
負
担
が
増
大
し
て
い
る
。

・
市
内
の
開
業
医
は
徐
々
に
診
療
可
能
な
状
態
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

慢
性
疾
患
を
中
心
と
し
た
基
本
的
な
医
療
ニ
ー
ズ
は
、
機
能
を

回
復
し
て
い
く
と
思
う
。
し
か
し
、
病
診
連
携
の
体
制
が
崩
壊

し
て
い
る
。

・
市
立
病
院
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
流
出
を
食
い
止
め
る
の
も
課
題

で
あ
る
。

・
市
や
医
師
会
、
日
赤
な
ど
が
協
働
の
も
と
、
各
々
の
得
意
分
野

で
機
能
を
分
か
ち
合
い
、
医
療
体
制
の
再
構
築
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

安
藤
参
事
監
か
ら
は
、「
石
巻
赤
十
字
病
院
や
市
な
ど
と
継
続
的

に
協
議
の
う
え
、
石
巻
医
療
圏
の
再
建
に
寄
与
で
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
考
え
た
い
」
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

続
い
て
、
各
関
係
者
と
の
協
議
を
通
じ
て
、
具
体
的
な
要
望
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。

①
石
巻
赤
十
字
病
院
の
機
能
強
化

石
巻
赤
十
字
病
院
の
飯
沼
院
長
か
ら
は
、「
石
巻
医
療
圏
に
お
け

る
赤
十
字
病
院
の
役
割
を
考
え
た
時
、
救
急
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
強

化
が
必
要
」
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
「
震
災
前
か
ら

計
画
し
て
い
た
が
、
災
害
対
策
本
部
機
能
施
設
、
災
害
備
品
・
物
資

倉
庫
、
救
護
用
車
両
、d-ERU

装
備
な
ど
を
併
設
し
た
災
害
医
療
セ

ン
タ
ー
と
、
宮
城
県
の
医
療
関
係
者
を
対
象
に
し
た
災
害
医
療
・
救

護
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
整
備
し
た
い
」
と
の
要
望
が
出

さ
れ
た
。
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②
石
巻
市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
の
再
建

石
巻
市
立
病
院
の
伊
勢
秀
雄
院
長
や
（
社
）
石
巻
市
医
師
会
舛
眞
一

会
長
か
ら
は
、
津
波
で
冠
水
し
て
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
市
内
の
夜

間
急
患
セ
ン
タ
ー
の
再
建
が
急
務
で
あ
る
と
の
要
望
が
出
さ
れ
た
。

夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
は
年
間
約
一
万
五
千
人
の
患
者
を
受
け
入
れ

て
い
た
が
、
震
災
後
の
夜
間
急
患
対
応
が
石
巻
赤
十
字
病
院
に
集
中

し
た
。
両
氏
と
も
「
赤
十
字
病
院
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
は
、
夜
間

急
患
セ
ン
タ
ー
は
早
急
に
必
要
」
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
舛
会
長
か
ら
は
「
市
立
病
院
の
医
師
の
多
く
が
、
仕
事
が

で
き
な
い
状
態
。
雇
用
確
保
の
た
め
に
も
、
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
設

置
は
意
義
が
あ
る
」
と
の
見
解
も
示
さ
れ
た
。

③
石
巻
赤
十
字
看
護
専
門
学
校
の
再
建

石
巻
赤
十
字
病
院
の
飯
沼
院
長
か
ら
は
、「
石
巻
赤
十
字
看
護
専

門
学
校
は
、
一
階
が
津
波
を
か
ぶ
り
使
用
で
き
な
い
。
石
巻
圏
の
災

害
救
護
看
護
師
養
成
施
設
と
し
て
再
建
の
必
要
が
あ
る
」
と
の
要
望

も
出
さ
れ
た
。
同
病
院
の
看
護
部
長
や
看
護
専
門
学
校
の
副
学
校
長

か
ら
も
、
再
建
を
望
む
声
が
あ
が
っ
た
。

同
看
護
専
門
学
校
は
、
石
巻
市
唯
一
の
正
看
護
師
養
成
施
設
だ

が
、
し
ば
ら
く
は
近
隣
大
学
の
教
室
を
間
借
り
す
る
と
の
説
明
を
受

け
た
。
現
場
を
視
察
し
た
と
こ
ろ
、
建
物
が
使
用
で
き
な
い
こ
と
に

加
え
、
近
隣
家
屋
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
地
で

の
再
建
は
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
た
。

市
長
や
関
係
者
が
揃
っ
て
指
摘
す
る
と
お
り
、
地
域
の
医
療
体

制
の
再
構
築
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
日
赤
自
身
が
石
巻
赤
十
字
病
院
を
そ
の
中
心
に
据
え
な
が
ら
、

市
や
医
師
会
な
ど
と
協
働
の
も
と
、
石
巻
医
療
圏
の
失
わ
れ
た
医
療

機
能
や
医
療
提
供
体
制
の
早
期
回
復
を
図
る
こ
と
は
、
組
織
の
強
み

を
十
分
に
生
か
せ
る
理
想
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
確
信
で
き
た
。

最
終
的
に
は
、
後
述
の
と
お
り
こ
の
取
り
組
み
は
地
域
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
第
三
者
評
価
報
告
書
で
も
「
医
療
圏
に
お

け
る
主
要
な
医
療
機
関
の
整
備
に
関
与
し
、
迅
速
か
つ
有
効
な
支
援

と
な
っ
た
こ
と
で
医
療
圏
に
居
住
す
る
約
二
八
万
人
の
安
心
に
寄
与

し
て
い
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
日
赤
の
資
源
で
あ
る
石
巻
赤
十
字
病
院

が
当
該
医
療
圏
の
復
興
計
画
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
日

赤
の
資
源
・
強
み
が
活
か
さ
れ
、
成
果
を
高
め
て
い
る
」
と
い
っ
た

記
述
が
み
ら
れ
る
。

二　

避
難
生
活
の
長
期
化
に
伴
う
、
被
災
者
へ
の
医
療
支
援
の

　
継
続
、
衛
生
環
境
の
改
善

①
「
石
巻
圏
合
同
救
護
チ
ー
ム
」
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
活
動

　
　
拠
点
の
整
備

「
石
巻
圏
合
同
救
護
チ
ー
ム
」
は
、
日
赤
な
ど
の
医
療
班
に
よ
る
避

難
所
の
巡
回
診
療
活
動
を
調
整
し
て
い
た
が
、
活
動
の
長
期
化
が
予

想
さ
れ
た
。

合
同
救
護
チ
ー
ム
の
事
務
局
は
石
巻
赤
十
字
病
院
内
に
設
置
さ

れ
た
が
、
手
狭
な
う
え
病
院
内
の
会
議
室
を
複
数
使
用
す
る
状
態
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
事
務
局
に
は
全
国
の
赤
十
字
病
院
な
ど
か
ら

派
遣
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
多
数
、
昼
夜
を
問
わ
ず
活
動
を
続
け
て
い

た
。
市
内
や
周
辺
地
域
で
の
宿
泊
場
所
の
確
保
が
難
し
く
、
四
月
上

旬
で
も
病
院
内
の
会
議
室
や
廊
下
な
ど
で
寝
泊
ま
り
す
る
状
態
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
病
院
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
拠
点

を
求
め
る
声
も
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。

一
方
で
、
病
院
に
は
連
日
多
く
の
患
者
が
訪
れ
て
い
た
。
病
院
と

合
同
救
護
チ
ー
ム
の
機
能
が
混
在
し
た
状
態
を
整
理
し
、
よ
り
効
率

的
な
活
動
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
ニ
ー
ズ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
か
ら
「
合
同
救
護

チ
ー
ム
の
事
務
局
を
病
院
敷
地
内
の
他
所
に
移
し
、
病
院
機
能
と
本

部
機
能
を
切
り
離
す
」
提
案
を
、
チ
ー
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で

あ
る
石
巻
赤
十
字
病
院
の
石
井
正
部
長
に
行
っ
た
。

②
避
難
所
の
衛
生
環
境
の
改
善

そ
の
石
井
部
長
か
ら
は
、
避
難
所
の
衛
生
環
境
改
善
に
関
す
る
要

望
が
あ
っ
た
。

当
時
、
石
巻
市
内
に
は
約
二
〇
〇
か
所
の
避
難
所
に
二
万
五
千
人

以
上
が
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
避
難
所
に
は
生
活
物
資
や
飲
料

水
は
あ
る
程
度
供
給
さ
れ
て
い
た
が
、
上
下
水
道
の
設
備
が
十
分
と

は
言
え
ず
、
衛
生
環
境
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
た
。

市
内
の
避
難
所
（
鹿
妻
小
学
校
、
渡
波
小
学
校
、
湊
小
学
校
ほ
か
）
を
視

察
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
避
難
所
で
水
の
配
給
は
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
仮
設
ト
イ
レ
前
に
手
洗
い
場
は
な
く
、
消
毒
液
も
不
足
し
て

い
た
。
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

具
体
的
な
支
援
計
画
の
概
要

【
短
期
的
な
取
り
組
み
】

（
そ
の
一
）
避
難
所
に
お
け
る
衛
生
環
境
の
改
善
（
二
週
間
以
内
）

避
難
者
が
手
洗
い
を
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
石
巻
市
関

係
者
と
の
合
意
の
う
え
、
各
避
難
所
の
仮
設
ト
イ
レ
近
く
に
給
水
タ

ン
ク
お
よ
び
簡
易
水
道
の
蛇
口
を
設
置
す
る
。
設
置
に
当
た
っ
て
は
、

日
赤
の
国
際
活
動
で
活
用
す
る
緊
急
対
応
ユ
ニ
ッ
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｕ
）
の
経

験
を
生
か
し
、
技
術
要
員
を
投
入
の
う
え
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
に

よ
り
実
現
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
そ
の
二
）「
石
巻
圏
合
同
救
護
チ
ー
ム
」
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活

動
拠
点
の
整
備
（
三
ヵ
月
以
内
）

石
巻
赤
十
字
病
院
敷
地
内
に
合
同
救
護
チ
ー
ム
お
よ
び
ボ
ラ
ン
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テ
ィ
ア
な
ど
の
活
動
拠
点
と
な
る
プ
レ
ハ
ブ
を
設
置
し
、
合
同
救
護

チ
ー
ム
な
ど
の
機
能
を
病
院
本
館
か
ら
切
り
離
す
（
た
だ
し
、
チ
ー
ム

代
表
者
が
同
病
院
職
員
の
た
め
、
院
内
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
電
波
が
届
く
範
囲
で
あ
る

こ
と
）。

プ
レ
ハ
ブ
に
は
、
合
同
救
護
チ
ー
ム
事
務
局
や
医
療
救
護
班
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ
に
利
用
で
き
る
会
議
ス
ペ
ー
ス
の

ほ
か
、
関
係
者
の
宿
泊
用
ス
ペ
ー
ス
を
併
設
す
る
。

【
中
期
的
な
取
り
組
み
】

（
そ
の
三
）　
石
巻
市
（
市
役
所
、
市
立
病
院
、
医
師
会
、
社
会
福
祉

関
係
者
）
を
中
核
と
し
た
、
一
・
二
次
医
療
の
体
制
お
よ
び
福
祉
体
制
の

整
備
（
夜
間
休
日
急
患
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
一
〇
〇
床
程
度
の
プ
レ
ハ
ブ

病
院
の
設
置
、
要
介
護
者
の
受
け
入
れ
）（
一
年
以
内
）

石
巻
市
立
病
院
お
よ
び
同
市
医
師
会
、
社
会
福
祉
関
係
者
は
、
震

災
前
か
ら
地
域
の
一
・
二
次
医
療
や
福
祉
体
制
を
支
え
て
き
た
経
緯

も
あ
り
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
構
築
さ
れ
て
い
る
。
特
に
今
回
要
望
の

強
い
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
は
、
従
来
か
ら
石
巻
市
が
設
置
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。

今
回
提
案
す
る
の
は
、
石
巻
市
が
今
後
総
合
的
な
復
興
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
恒
久
的
な
市
立
病
院
を
整
備
す
る
ま
で
の
間
を

目
途
に
、
仮
設
の
「
市
立
福
祉
・
医
療
セ
ン
タ
ー
」(

仮
称)

を
設
置
し
、

市
自
ら
が
運
営
す
る
方
式
で
あ
る
。
当
面
は
一
〇
〇
床
程
度
を
目
途

と
し
、
必
要
な
医
療
資
機
材
も
あ
わ
せ
て
整
備
す
る
。
ま
た
、
休
日

夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
要
介
護
者
を
受
け
入
れ
る
機
能
も
併
設

し
、
市
立
病
院
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
雇
用
を
確
保
す
る
方
策
も
取
る
。

た
だ
し
、
設
置
場
所
は
石
巻
市
に
よ
る
選
定
・
確
保
が
大
前
提
と

な
る
。

（
そ
の
四
）　
石
巻
赤
十
字
病
院
を
中
核
と
し
た
、
三
次
医
療
体
制
の

復
興
お
よ
び
災
害
拠
点
病
院
と
し
て
の
機
能
強
化

石
巻
赤
十
字
病
院
は
、
震
災
後
唯
一
機
能
し
て
い
る
医
療
機
関

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
前
か
ら
救
命
救

急
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
周
辺
自
治
体
の
三
次
医
療
も
担
っ
て
い
る

が
、
震
災
前
か
ら
そ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
大
き
く
超
え
る
利
用
が
あ

り
、
今
回
さ
ら
に
利
用
数
が
増
え
て
い
る
た
め
、
石
巻
市
の
三
次
医

療
体
制
そ
の
も
の
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

三
次
医
療
体
制
の
復
興
を
図
る
た
め
に
は
、
石
巻
赤
十
字
病
院

を
中
核
と
し
て
既
存
の
機
能
を
活
用
・
拡
張
す
る
こ
と
が
最
も
効
果

的
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
同
病
院
が
石
巻
市
で
唯
一
の
宮
城
県
災
害

医
療
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
た
め
、
こ
の
機
能
強
化
も
同
時
に
実
施
す
る
。

具
体
的
に
は
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
機
能
拡
張
や
、
災
害
医
療
お

よ
び
災
害
看
護
に
か
か
る
人
材
育
成
拠
点
の
設
置
が
あ
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
災
害
医
療
に
関
す
る
人
材
育
成
拠
点
の
整
備
と
は
、BLS

や
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｓ
な
ど
災
害
医
療
に
関
す
る
研
修
を
提
供
す
る
機
能
な
ど

が
想
定
さ
れ
る
。
災
害
看
護
に
関
す
る
人
材
育
成
拠
点
の
整
備
と
は
、

石
巻
赤
十
字
看
護
専
門
学
校
の
再
建
が
候
補
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
救
護
倉
庫
の
設
置
な
ら
び
に
物
資
の
備
蓄

な
ど
も
視
野
に
入
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
既
存
施
設
を
有
効
活
用
し
つ
つ
、
ハ
ー
ド
・
ソ

フ
ト
両
面
か
ら
の
支
援
で
あ
る
。

各
提
案
内
容
の
そ
の
後
・
結
果

（
そ
の
一
）
避
難
所
に
お
け
る
衛
生
環
境
の
改
善
（
二
週
間
以
内
）

　

日
赤
本
社
で
は
、
一
二
基
の
給
水
設
備
が
調
達
さ
れ
た
。
そ

れ
を
受
け
、
国
際
救
援
活
動
で
設
置
の
経
験
が
あ
る
名
古
屋
第
二
赤

十
字
病
院
の
Ｅ
Ｒ
Ｕ
技
術
要
員
二
人
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
、
設
置
を

行
っ
た
。
そ
の
際
、
国
士
舘
大
学
の
学
生
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
大
活
躍
し
た
。
チ
ー
ム
が
計
画
を
策
定
し
て
か
ら
一
週
間
が
経

過
し
た
四
月
一
六
日
ま
で
に
九
基
が
設
置
さ
れ
、
残
り
は
石
巻
赤
十

字
病
院
で
保
管
さ
れ
た
。
石
井
部
長
の
著
書
（『
東
日
本
大
震
災　

石
巻

災
害
医
療
の
全
記
録
』、
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
と
、
最
終
的
に

は
「
一
一
カ
所
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
手
分
け
し
て
設
置
し
た
」
と

な
っ
て
い
る
。

な
お
、
給
水
設
備
の
設
置
は
事
前
に
市
水
道
局
と
の
調
整
が
行
わ

れ
、
実
際
の
給
水
も
水
道
局
が
担
当
し
た
。
こ
れ
ら
給
水
設
備
は
石

巻
市
に
譲
渡
さ
れ
、
そ
の
管
理
は
避
難
所
の
代
表
に
依
頼
し
た
。

（
そ
の
二
）「
石
巻
圏
合
同
救
護
チ
ー
ム
」
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活

動
拠
点
の
整
備
（
三
ヵ
月
以
内
）

こ
の
取
り
組
み
は
、
最
終
的
に
は
海
外
救
援
金
に
よ
る
支
援
対

象
か
ら
外
れ
、
日
赤
本
社
資
金
に
よ
る
支
援
と
な
っ
た
。
上
記
活
動

2011 年 4 月 避難所に初めて給水タンクを設置（石巻）
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拠
点
は
、
石
巻
赤
十
字
病
院
内
の
敷
地
に
二
階
建
て
の
プ
レ
ハ
ブ
棟

を
建
設
し
、
調
査
か
ら
ほ
ぼ
三
か
月
後
の
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日

に
完
成
し
た
。
安
藤
報
告
に
よ
る
と
、
合
同
救
護
チ
ー
ム
の
事
務
局

や
医
療
救
護
班
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
打
合
せ
に
利
用
で
き
る
会

議
ス
ペ
ー
ス
の
ほ
か
、
関
係
者
の
宿
泊
が
可
能
と
な
る
ス
ペ
ー
ス
を

整
備
し
た
。
ま
た
、
巡
回
診
療
活
動
の
継
続
期
間
を
検
討
し
た
結
果
、

宿
泊
ス
ペ
ー
ス
を
大
幅
に
縮
小
し
て
石
巻
赤
十
字
看
護
専
門
学
校
の

実
習
室
と
看
護
学
校
復
興
支
援
室
も
併
設
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
合
同
救
護
チ
ー
ム
の
活
動
終
了
に
と
も
な
い
、
こ

の
プ
レ
ハ
ブ
棟
は
仮
設
看
護
専
門
学
校
に
全
面
的
に
改
修
さ
れ
、

二
〇
一
二
年
三
月
二
六
日
に
完
成
し
た
。
こ
の
仮
設
校
舎
は
、
後
述

の
災
害
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー
内
に
本
校
舎
が
完
成
す
る
二
〇
一
五
年

五
月
ま
で
使
用
さ
れ
た
。

（
そ
の
三
）　
石
巻
市
（
市
役
所
、
市
立
病
院
、
医
師
会
、
社
会
福
祉

関
係
者
）
を
中
核
と
し
た
、
一
・
二
次
医
療
の
体
制
お
よ
び
福
祉
体
制
の

整
備
（
夜
間
休
日
急
患
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
一
〇
〇
床
程
度
の
プ
レ
ハ
ブ

病
院
の
設
置
、
要
介
護
者
の
受
け
入
れ
）（
一
年
以
内
）

石
巻
市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
は
、
沿
岸
か
ら
離
れ
た
石
巻
市
日

和
が
丘
の
中
央
公
民
館
の
隣
に
建
設
さ
れ
た
。
震
災
か
ら
約
九
か
月

後
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
、
プ
レ
ハ
ブ
の
仮
診
療
所
で
業
務

を
再
開
し
た
。
二
階
建
て
で
延
べ
床
面
積
は
七
一
八
平
方
メ
ー
ト

ル
。
地
元
で
は
再
開
が
待
ち
望
ま
れ
、
オ
ー
プ
ン
か
ら
三
か
月
間
で

約
三
千
人
が
訪
れ
た
（
日
赤
Ｈ
Ｐ
よ
り
）
が
、
そ
れ
で
も
交
通
の
便
が

良
い
石
巻
赤
十
字
病
院
に
夜
間
の
患
者
が
集
中
し
た
（
石
巻
日
日
新
聞
、

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
九
日
）。
そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
、

石
巻
赤
十
字
病
院
の
敷
地
内
に
移
転
再
建
さ
れ
、
仮
診
療
所
は
そ
の

役
割
を
終
え
た
。

プ
レ
ハ
ブ
病
院
は
、
安
藤
報
告
に
よ
る
と
当
初
の
計
画
通
り
石

巻
市
が
主
体
的
に
取
り
組
む
方
向
で
調
整
が
行
わ
れ
た
が
、
設
置
場

所
な
ど
を
め
ぐ
り
市
と
の
調
整
が
難
航
し
た
。
最
終
的
に
は
、
宮
城

県
の
地
域
医
療
復
興
検
討
会
議
の
示
し
た
方
向
性
に
基
づ
き
、
石
巻

赤
十
字
病
院
敷
地
内
へ
の
設
置
が
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
一
年

一
〇
月
に
鉄
骨
二
階
建
て
の
仮
設
病
棟
（
消
化
器
内
科
四
五
床
、
呼
吸

器
内
科
五
床
、
計
五
〇
床
）
の
建
設
を
開
始
し
、
震
災
か
ら
約
一
年
と

な
る
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

病
院
の
敷
地
内
の
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
た
仮
設
病
棟
は
、
延
べ
床

面
積
二
八
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
。
二
階
が
病
棟
で
、
一
階
は
会
議
室

や
救
護
資
材
倉
庫
を
完
備
し
た
。
二
月
二
八
日
の
開
所
式
に
は
、
亀

山
石
巻
市
長
を
は
じ
め
、
舛
石
巻
医
師
会
長
、
伊
藤
石
巻
市
立
病
院

長
な
ど
、
事
業
策
定
に
携
わ
っ
た
関
係
者
も
多
数
出
席
し
た
（
日
赤
Ｈ

Ｐ
よ
り
）。
安
藤
報
告
に
よ
れ
ば
、
市
立
病
院
の
医
師
や
看
護
師
が
仮

設
病
棟
に
出
向
し
て
診
療
に
あ
た
り
、
市
立
病
院
の
再
建
に
向
け
て

医
療
従
事
者
の
散
逸
防
止
も
達
成
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
仮
設
病
棟
は
、
次
の
（
そ
の
四
）
で
建
設
さ
れ
た
新
病
棟
（
北
病

棟
）
が
稼
働
す
る
前
日
の
二
〇
一
五
年
九
月
末
ま
で
、
石
巻
赤
十
字

病
院
の
南
病
棟
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

（
そ
の
四
）　
石
巻
赤
十
字
病
院
を
中
核
と
し
た
、
三
次
医
療
体
制
の

復
興
お
よ
び
災
害
拠
点
病
院
と
し
て
の
機
能
強
化

石
巻
赤
十
字
病
院
の
敷
地
内
に
災
害
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー
と
新
病

棟
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
起
工
式
が

行
わ
れ
た
。

災
害
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
一
八
日
に
開
設

さ
れ
た
。
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
救
護
活
動
な
ど
の
経
験
を
教
訓

と
し
、
今
後
の
災
害
に
対
す
る
医
療
機
能
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

看
護
専
門
学
校
の
充
実
し
た
教
育
環
境
を
目
的
と
し
た
施
設
と
な
っ

て
い
る
。
三
階
建
て
で
、
延
べ
床
面
積
は
六
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
。

一
階
に
は
二
五
〇
人
収
容
の
講
堂
、
二
階
に
は
資
料
閲
覧
室
や
図
書

室
が
整
備
さ
れ
た
。
二
階
と
三
階
に
は
石
巻
赤
十
字
看
護
専
門
学
校

が
設
置
さ
れ
、
同
じ
く
五
月
一
八
日
よ
り
授
業
を
開
始
し
た
。

新
病
棟
（
北
病
棟
）
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
日
に
運
用
を
開
始

し
た
。
拡
充
し
た
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
や
化
学
療
法
セ
ン
タ
ー
、
新

設
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｕ
全
室
個
室
の
重
症
管
理
病
棟
な
ど
を
設
置
し
て
い
る
。

四
階
建
て
で
、
延
べ
床
面
積
は
一
万
五
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
。
屋

上
に
は
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に

「
ニ
ー
ズ
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
が
そ
の
報
告
書
で
提

案
し
た
各
種
復
興
支
援
事
業
は
、
震
災
か
ら
四
年
半
が
経
過
し
た

二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
す
べ
て
完
了
し
た
。
ま
た
、
石
巻
医
療
圏
の

復
興
支
援
事
業
は
最
終
的
に
は
石
巻
・
気
仙
沼
医
療
圏
の
再
構
築
と

し
て
、
女
川
町
立
病
院
や
気
仙
沼
医
療
圏
の
公
立
南
三
陸
仮
設
診
療

所
（
公
立
志
津
川
病
院
）
ま
で
支
援
の
対
象
が
広
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

事
業
の
策
定
か
ら
実
行
へ
の
過
程
で
は
、
日
赤
本
社
の
関
係
者
が
幾

度
と
な
く
事
業
地
を
訪
問
し
、
関
係
者
と
の
協
議
、
調
整
に
あ
た
っ

た
。
そ
し
て
最
後
ま
で
地
元
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
、
き
め
細
や
か
な

支
援
を
心
が
け
た
。

こ
れ
ら
事
業
は
、
評
価
に
用
い
ら
れ
る
主
要
項
目
（
効
率
性
、
公
平

性
、
有
効
性
な
ど
）
で
も
高
評
価
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、「
特
に
日
赤

の
支
援
活
動
は
意
思
決
定
や
事
業
の
開
始
が
迅
速
で
あ
る
点
は
高
く

評
価
で
き
る
点
」
で
あ
り
「
支
援
対
象
で
あ
る
受
益
者
や
県
、
市
町
村

と
い
っ
た
関
係
機
関
か
ら
高
い
評
価
が
得
ら
れ
て
お
り
、
的
確
な
支

援
」（
前
述
の
第
三
者
評
価
報
告
書
）
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。



185　人道研究ジャーナルvol.7 184

幼
～
青
年
期
・
外
科
医
を
目
指
す

佐
賀
の
七
賢
人
の
一
人
、
佐
野
常
民
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
年
）

一
二
月
二
八
日 

（
太
陽
暦
一
八
二
三
年
二
月
八
日
） 
に
、
佐
賀
藩
士
の

下
村
三
郎
左
衛
門
充み

つ
　
よ
し

贇
の
五
男 

（
幼
名:

鱗
三
郎
） 
と
し
て
現
在
の

佐
賀
市
川か

わ
そ
え
ま
ち

副
町
早
津
江
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
驚
く
事
に
同
時
代
の

一
八
二
〇
年
に
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（
近
代
看
護
の

先
駆
者
）、
ま
た
一
八
二
八
年
に
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
（
国
際
赤
十
字

の
創
始
者
）
が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

満
九
歳
で
下
村
家
の
親
戚
で
、
佐
賀
城
の
東
側
の
枳げ

す
こ
う
じ

小
路
（
現
、
佐

賀
市
水
ヶ
江
二
丁
目
）
に
あ
る
佐
野
家
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
養
父

（
常つ

ね
　
み徴

）
は
九
代
藩
主
鍋
島
斉な

り
　
な
お

直
に
御

お
　
さ
じ匙

医
師
（
藩
医
・
外
科
）
と
し
て
仕

え
て
お
り
、
鱗
三
郎
は
斉
直
か
ら
「
栄

え
い
　
じ
ゅ

寿
」
と
い
う
名
を
賜
り
ま
し
た
。

一
一
歳
の
時
に
藩
校
弘
道
館
へ
通
学
す
る
外
生
（
小
学
生
）
と
な
り

基
礎
の
学
問
を
学
ん
だ
後
、
他
の
生
徒
よ
り
二
歳
ほ
ど
早
く
寄
宿
生

の
内
生
（
大
学
生
）
に
進
学
を
許
さ
れ
、
勉
学
の
面
で
一
二
を
争
う
秀

才
と
し
て
頭
角
を
現
し
ま
し
た
。
寮
頭
の
田
中
虎と

ら
　
ろ
く

六
は
「
栄
寿
は
才

の
人
で
あ
る
。
才
は
離
れ
易
い
」
と
言
っ
て
警

い
ま
し

め
つ
つ
、
力
を
つ
く

し
て
薫
陶
し
ま
し
た
。
佐
野
は
こ
の
忠
言
に
つ
い
て
、
後
年
ま
で
自

ら
反
省
の
資
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
五
歳
で
江
戸
の
養
父
の
も
と
へ
行
き
、
佐
賀
藩
出
身
の
儒
学
者

で
『
海
防
臆
測
』
な
ど
著
し
た
古
賀
侗と

う
　
あ
ん

庵
の
塾
に
入
門
し
、
当
時
の

国
際
情
勢
も
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
七
歳
の
頃
、
斉
直
の
死
去
に
伴
い
、
佐
賀
へ
帰
る
事
と
な
っ
た

栄
寿
は
再
び
弘
道
館
で
一
般
の
医
学
を
学
ぶ
ほ
か
、
親
戚
の
松
尾
家

の
塾
で
外
科
学
を
修
業
し
ま
し
た
。
二
〇
歳
の
時
、
六
歳
で
佐
野
家

の
養
女
と
な
っ
て
い
た
、
山
領
真ま

　
た
け武

の
娘
で
同
年
齢
の
駒こ

ま
　
こ子

と
結
婚

し
ま
し
た
。

転
機
・
蘭
学
修
行
の
旅

佐
野
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
有
為
の
青
年
を
上
方
や
江
戸
な
ど

で
学
ば
せ
る
と
い
う
十
代
藩
主
鍋
島
直な

お
　
ま
さ

正
の
命
に
よ
り
、
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
年
）、
京
都
の
医
師
で
物
理
学
者
の
広
瀬
元

げ
ん
　
き
ょ
う

恭
の
時

じ
　
し
ゅ
う習

堂ど
う

に
入
門
し
医
学
の
他
、
物
理
、
舎せ

い
　
み密

（
化
学
）、
砲
術
、
兵
学
な
ど
最

新
の
蘭
学
を
学
ぶ
事
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
年
）
の
秋
に
大
坂
の
緒
方
洪こ

う
　
あ
ん

庵
の
適

て
き
　
て
き々

斎さ
い

塾じ
ゅ
く 

（
適
塾
・
大
阪
大
学
の
精
神
的
源
流
） 

に
入
門
し
ま
し
た
。
当
時
の

留
学
は
短
期
間
ず
つ
多
く
の
塾
を
巡
っ
て
修
行
す
る
の
が
一
般
的
で

し
た
。
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
俊
才
（
塾
定
員
三
二
名
）
が
勉
学
の
成
果

を
競
う
生
活
の
中
で
、
洪
庵
は
ド
イ
ツ
人
医
学
者
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド

の
著
書
『
医
学
必
携
・
臨
床
入
門
』
の
巻
末
に
あ
る｢
医
師
の
義
務
」

を
医
の
倫
理
と
し
て
大
切
に
塾
生
た
ち
に
教
え
て
い
ま
し
た
。
後
に

要
訳
本
と
し
て
完
成
し
た「
扶ふ

氏し

い

か

い

の

医
戒
之
略り

ゃ
くに【

不
治
の
病
者
も
仍

よ
り
て

其

患
苦
を
寛
解
し
、
そ
の
生
命
を
保
全
せ
ん
こ
と
を
求
む
る
は
、
医
の

職
務
な
り
、
棄
て
て
省
み
ざ
る
は
人
道
に
反
す
、
た
と
ひ
救
ふ
こ
と

能あ
た

は
ざ
る
も
、
之
を
慰
す
る
は
仁
術
な
り
。（
後
略
） 

】
が
あ
り
、
こ

れ
等
「
医
師
の
義
務 = 

医
戒
」
の
倫
理
観
に
佐
野
は
大
き
な
感
銘
を

受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
三
月
に
紀
伊
の
春

し
ゅ
ん
　
り
ん林

軒け
ん

塾じ
ゅ
く（

麻
酔
手
術
で

知
ら
れ
る
華
岡
青

せ
い
　
し
ゅ
う

洲
が
開
い
た
家
塾
）。さ
ら
に
同
年
に
は
江
戸
の
同
郷

の
蘭
方
医
で
、藩
主
に
牛
痘
種
痘
法
の
実
施
を
献
言
し
、
後
に
将
軍

侍
医
長
と
な
っ
た
伊
東
玄げ

ん
ぼ
く朴

の
象

し
ょ
う
せ
ん
ど
う

先
堂
塾じ

ゅ
くに

移
っ
て
い
ま
す
。学
業

は
ま
す
ま
す
熟
達
し
玄
朴
に
代
講
を
任
さ
れ
る
塾
頭
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、西
洋
技
術
の
取
得
を
望
む
藩
主
か
ら
は
、
頻
繁
に
種
々
の
質
問

が
師
の
玄
朴
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
佐
野
が
回
答
す
る
役
目
で
し
た
。

ペ
リ
ー
来
航
を
間
近
に
し
、
内
外
の
時
勢
の
急
は
学
問
の
専
念

を
彼
に
許
さ
ず
、
一
八
五
一
年
に
直
正
か
ら
転
学
・
帰
国
を
命
じ
ら

れ
ま
す
。
当
時
の
佐
賀
藩
は
二
重
鎖
国
体
制 

（
他
領
へ
の
移
住
や
、
他

領
か
ら
の
移
住
の
禁
止
） 

で
し
た
が
、
帰
路
に
京
都
か
ら
広
瀬
元
恭
門

下
の
田
中
久

ひ
さ
　
し
げ重 

（
東
芝
の
祖
） 

父
子
な
ど
当
代
一
流
の
西
洋
機
械
師
、

佐
野
常
民
と
「
扶ふ

し

い

か

い

の

り

ゃ

く

氏
医
戒
之
略
」

諸
田
　
謙
次
郎

　

佐
賀
市
佐
野
常
民
記
念
館
館
長

特
集
４:

赤
十
字
と
歴
史

―
棄
て
て
省
み
ざ
る
は
人
道
に
反
す
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科
学
者
、
蘭
学
者
の
四
名
に
独
断
で
佐
賀
藩
入
り
を
熱
心
に
勧
め
ま

す
。
一
方
で
は
藩
主
の
近
侍
を
説
得
し
、
直
正
も
必
要
性
を
認
め
、

新
設
し
た
佐
賀
藩
「
精

せ
い
　
れ
ん煉

方
」（
理
化
学
研
究
所
） 

に
、
四
名
を
出
仕
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
一
八
五
三
年
、
藩
主
自
ら
が
「
栄
寿
左

衛
門
」
と
名
を
授
け
、
坊
主
頭
を
改
め
髷ま

げ

を
結
い
、
身
分
は
藩
医
か

ら
武
士
と
な
り
、「
精
煉
方
」
の
主
任
と
な
り
ま
し
た
。

博
愛
社
設
立
・
郷
土
の
誇
り

佐
野
は
適
塾
入
門
か
ら
一
九
年
後
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
の

パ
リ
万
国
博
覧
会
で
赤
十
字
と
出
会
い
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七

年
）、
西
南
戦
争
の
中
で
実
際
に
人
道
に
基
づ
く
救
護
事
業
を
開
始

し
、
棄
て
て
省
み
ら
れ
な
い
負
傷
者
の
命
を
敵
味
方
の
差
別
な
く
救

う
博
愛
社
を
設
立
。
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）、
日
本
赤
十
字
社

の
初
代
社
長
に
就
任
し
、
八
一
歳
（
数
え
年
）
で
亡
く
な
る
明
治
三
五

年
（
一
九
〇
二
年
）
一
二
月
七
日
ま
で
社
長
を
務
め
ま
し
た
。
人
を
思

い
、
国
（
藩
）
を
思
い
、
激
動
の
時
代
を
奔
走
し
続
け
た
佐
野
常
民
伯

爵
は
郷
土
の
誇
り
で
す
。

扶
氏
経
験
遺
訓
と
扶
氏
医
戒
之
略

フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド
（Chrstoph W

ilhelm
 H

ufeland

、
独
逸
人
、
ベ
ル
リ
ン

大
学
教
授
、
内
科
医
、
一
七
六
四
―
一
八
三
六
）
が
一
八
三
六
年
に
出
版

し
た
『
医
学
必
携
・
臨
床
入
門
』 （「Enchiridion M

edicum
, oder Anleitung 

zur m
edizinischen Praxis

」・
五
〇
年
間
の
臨
床
医
の
体
験
を
述
べ
た
書
） 

を
オ

ラ
ン
ダ
人
ハ
ー
へ
マ
ン
（ H

.H
. H

agem
an, Jr

）
が
一
八
三
八
年
に
オ
ラ

ン
ダ
語
に
翻
訳
。
洪
庵
は
、
一
八
四
二
年
に
は
こ
の
蘭
訳
本
か
ら
お

お
む
ね
翻
訳
を
終
え
て
い
ま
し
た
が
、
蘭
書
出
版
の
検
定
事
情
な
ど

に
よ
り
出
版
ま
で
に
歳
月
を
要
し
ま
し
た
。
一
八
五
七
年
に
『
扶ふ

　
し氏

経け
い
　
け
ん験

遺い
　
く
ん訓

』
の
一
部
を
出
版
し
、
全
三
〇
卷 

（
医
戒
の
部
分
は
割
愛
） 

が
訳
本
と
し
て
整
っ
た
の
は
一
八
六
一
年
の
こ
と
で
す
。
時
に
『
扶

氏
経
験
遺
訓
』（
大
庭
雪
斎
校
訂
版
）
は
当
時
の
佐
賀
藩
医
学
校
「
好
生

館
」
で
教
科
書
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
扶
氏
医
戒
之
略
』
は
当
初
の
出
版
年
（
一
八
五
七
年
）
の
正
月
、
洪

庵
が
『
医
学
必
携
・
臨
床
入
門
』
の
巻
末
に
あ
る
「
医
師
の
義
務
」
を

医
の
倫
理
と
し
て
一
二
章
に
要
訳
、『
遺
訓
』
の
仕
上
げ
と
し
て
塾
生

に
示
し
た
名
著
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
杉
田
成

せ
い
　
け
い卿 

（
杉
田
玄げ

ん
　
ぱ
く

白
の
孫
） 

も
同
書
の
一
部
を
医
戒
付

で
和
訳
し
『
済

さ
い
　
せ
い生

三さ
ん
ぽ
う
い
か
い
ふ
こ
く

方
医
戒
附
刻
』
と
し
て
一
八
四
九
年
に
出
版
し

て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
医
戒
は
、
こ
れ
か
ら
も
医
療
界
・
社
会
に
多
大
な
影
響
を

与
え
続
け
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
の
父
は
昨
年
七
月

に
九
一
歳
で
他
界
し
ま
し
た
。
こ
の
戒
め
を
読
む
た
び
に
、
親
身
に

し
て
頂
い
た
主
治
医
の
先
生
や
看
護
師
の
方
々
、
ま
た
父
と
の
こ
と

が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
あ
え
て
博
愛
社
の
「
人
道
」
の
原
点

と
も
な
っ
た
『
扶
氏
医
戒
之
略
』
全
一
二
章
を
提
示
い
た
し
ま
す
。
す

こ
し
で
も
こ
の
博
愛
の
思
い
に
近
づ
き
た
い
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

『
扶
氏
医
戒
之
略
』

 

緒
方
洪
庵
訳

一
、
医
の
世
に
生
活
す
る
は
人
の
為
の
み
、を
の
れ
が
た
め
に
あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
を
其
業
の
本
旨
と
す
。安
逸
（
あ
ん
い
つ
）
を
思

わ
ず
、名
利
を
顧
み
ず
、
唯
お
の
れ
を
す
て
て
、
人
を
救
は
ん

こ
と
を
希
（
ね
が
）
ふ
べ
し
。人
の
生
命
を
保
全
し
、人
の
疾
病
を

復
治
し
、人
の
患
苦
を
寛
解
す
る
外
、他
事
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

一
、
病
者
に
た
い
し
て
は
唯
病
者
を
視
る
べ
し
。
貴
賤
貧
富
を
顧

み
る
こ
と
な
か
れ
。
長
者
一
握
の
黄
金
を
以
て
貧
士
雙
（
双
）
眼

の
感
涙
に
比
す
る
に
、
其
心
に
得
る
と
こ
ろ
如
何
ぞ
や
。
深
く

之
を
思
う
べ
し
。

一
、
其
術
を
行
ふ
に
当
て
は
病
者
を
以
て
正
鵠
（
せ
い
こ
く: 

的
）
と

す
べ
し
。
決
し
て
弓
矢
（
道
具
）
と
な
す
こ
と
な
か
れ
。
固
執
に

僻
せ
ず
（
偏
っ
た
考
え
に
囚
わ
れ
ず
）、
漫
試
を
好
ま
ず
（
無
闇
に
あ

れ
こ
れ
試
さ
ず
）、
謹
慎
し
て
（
謙
虚
に
な
っ
て
）、
眇
看
（
び
ょ
う

か
ん
）
細
密
（
詳
し
く
見
る
）
な
ら
ん
こ
と
を
お
も
ふ
べ
し
。

一
、
学
術
を
研
精
す
る
の
外
、
尚
言
行
に
意
を
用
ひ
て
病
者
に
信

任
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
べ
し
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
時
様
の

服
飾
を
用
ひ
、
詭
誕
の
奇
説
を
唱
え
て
、
聞
達
（
ぶ
ん
た
つ:
評
判
）

を
求
む
る
は
大
い
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
な
り
。

一
、
毎
日
夜
間
に
方
（
あ
た
り
）
て
更
に
昼
間
の
病
按
を
再
考
し
、

詳
に
筆
記
す
る
を
課
定
と
す
べ
し
。
積
て
一
書
を
成
せ
ば
、
自

己
の
為
に
も
病
者
の
た
め
に
も
広
大
の
裨
益
あ
り
。

一
、
病
者
を
訪
（
と
）
ふ
は
、
疎
漏
の
数
診
に
足
を
労
せ
ん
よ
り
、

寧
ろ
一
診
に
心
を
労
し
て
細
密
な
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
然
れ
ど

も
自
尊
大
に
し
て
屡
々
（
し
ば
し
ば
）
診
察
す
る
こ
と
を
欲
せ
ざ

る
は
甚
悪
む
べ
き
な
り
。 

一
、
不
治
の
病
者
も
仍
（
よ
り
て
）
其
患
苦
を
寛
解
し
、
其
生
命
を

保
全
せ
ん
こ
と
を
求
む
る
は
、
医
の
職
務
な
り
。
棄
て
て
省
み

ざ
る
は
人
道
に
反
す
。
た
と
ひ
救
う
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
之
を

慰
す
る
は
仁
術
な
り
。
片
時
も
其
命
を
延
べ
ん
こ
と
を
思
う
べ

し
。
決
し
て
其
不
起
を
告
ぐ
べ
か
ら
ず
。
言
語
容
姿
み
な
意
を

用
ひ
て
、
之
を
悟
ら
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

 

一
、
病
者
の
費
用
少
な
か
ら
ん
こ
と
を
思
う
べ
し
。
命
を
与
ふ

と
も
、
其
命
を
繋
ぐ
の
資
を
奪
は
ば
、
亦
（
ま
た
）
何
の
益
か
あ

ら
ん
。
貧
民
に
於
て
は
茲
（
こ
こ
）
に
甚
酌
（
し
ん
し
ゃ
く
）
な
く
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ん
ば
あ
ら
ず
。

一
、
世
間
に
対
し
て
は
衆
人
の
好
意
を
得
ん
こ
と
を
要
す
べ
し
。

学
術
卓
絶
す
と
も
、
言
行
厳
格
な
り
と
も
、
斉
民
の
信
を
得
ざ

れ
ば
、
其
徳
を
施
す
に
よ
し
な
し
。
周
く
欲
情
に
通
ぜ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
殊
に
医
は
人
の
身
命
を
依
托
し
、
赤
裸
を
露
呈
し
、

最
密
の
禁
秘
を
も
白
し
、
最
辱
の
懺
悔
を
も
状
せ
ざ
る
こ
と
能

は
ざ
る
所
な
り
。
常
に
篤
実
温
厚
を
旨
と
し
て
、
多
言
な
ら
ず
、

沈
黙
な
ら
ん
こ
と
を
主
と
す
べ
し
。
博
徒
、
酒
客
、
好
色
、
貪

利
の
名
な
か
ら
ん
こ
と
は
素
よ
り
論
を
俟
た
ず
。

一
、
同
業
の
人
に
対
し
て
は
敬
し
、
之
を
愛
す
べ
し
。
た
と
ひ
し

か
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
勉
め
て
忍
ば
ん
こ
と
を
要
す
べ
し
。

決
し
て
他
医
を
議
す
る
こ
と
な
か
れ
。
人
の
短
を
い
ふ
は
、
聖

賢
の
堅
く
戒
む
る
所
な
り
。
彼
が
過
を
挙
げ
る
は
、
小
人
の
凶

徳
な
り
。
人
は
唯
一
朝
の
過
を
議
せ
ら
れ
て
、
お
の
れ
の
生
涯

の
徳
を
損
す
。
其
徳
失
如
何
ぞ
や
。
各
医
自
家
の
流
有
て
、
又

自
得
の
法
あ
り
。
漫
に
之
を
論
ず
べ
か
ら
ず
。
老
医
は
敬
重
す

べ
し
。
小
輩
は
親
愛
す
べ
し
。
人
も
し
前
医
の
得
失
を
問
う
こ

と
あ
ら
ば
、
勉
め
て
之
を
得
に
帰
す
べ
く
、
其
治
法
の
当
否
は

現
症
を
認
め
ざ
る
に
辞
す
べ
し
。 

一
、
治
療
の
商
議
は
会
同
少
な
か
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
多
き
も
三

人
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。
殊
に
よ
く
其
人
を
択
ぶ
べ
し
。
只
管（
ひ

た
す
ら
）
病
者
の
安
全
を
意
と
し
て
、
他
事
を
顧
み
ず
、
決
し

て
争
議
に
及
ぶ
こ
と
な
か
れ
。

一
、
病
者
曽
て
依
托
せ
る
医
を
舎
て
、
ひ
そ
か
に
他
医
に
商
（
は

か
る
）
る
こ
と
あ
り
と
も
、
漫
（
み
だ
）
り
に
其
謀
に
与
（
あ
ず
）
か

る
べ
か
ら
ず
。
先
其
医
に
告
げ
て
、
其
説
を
聞
く
に
あ
ら
ざ
れ

ば
、
従
事
す
る
こ
と
な
か
れ
。
然
り
と
い
へ
ど
も
、
実
に
其
誤

治
な
る
こ
と
を
知
て
、
之
を
外
視
す
る
は
亦
医
の
任
に
あ
ら
ず
。

殊
に
危
険
の
病
に
在
て
は
遅
疑
す
る
こ
と
な
か
れ
。

　

右
件
十
二
章
は
扶
氏
遺
訓
巻
末
に
附
す
る
所
の
医
戒
の
大
要
を

抄
訳
せ
る
な
り
。
書
し
て
二
三
子
に
示
し
、
亦
以
て
自
警
と
云

爾
（
し
か
い
う
）

 

安
政
丁
巳
（
一
八
五
七
）
春
正
月　
　

公
裁
誌
（
し
る
す
）

　

※
上
記
『
扶
氏
医
戒
之
略
』
の
括
弧
の
記
載
は
本
文
に
は
な
い
も
の

　

で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
寄
稿
文
を
書
く
に
あ
た
り
左
記
の
文
献
・

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
考
と
い
た
し
ま
し
た
。
執
筆
者
の
皆
様
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
特
に
、
吉
川
龍
子
様
に
は
貴
重
な
る
御
教
示
を
頂
戴

い
た
し
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

参
考
文
献
　

北
島
磯
舟
『
日
本
赤
十
字
社
之
創
立
者　

佐
野
常
民
傳
』
一
九
二
八
年

　

野
中
万
太
郎
発
行

本
間
樂
寛
『
佐
野
常
民
傳
―
海
軍
の
先
覺
・
日
本
赤
十
字
社
の
父
―
』

一
九
四
三
年　

時
代
社

吉
川
龍
子
『
日
赤
の
創
始
者　

佐
野
常
民
』
二
〇
〇
一
年　

吉
川
弘
文
館

福
岡　

博
『
佐
野
常
民
も
の
が
た
り
』
二
〇
一
〇
年　

佐
野
常
民
顕
彰
会

青
木
歳
幸
『
適
塾
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て
―
地
方
出
身
門
人
の
活

動
か
ら
―
』　

会
誌
「
適
塾
」 

第
五
〇
号　

平
成
二
九
年
一
二
月
一
日
発
行　

適
塾
記

念
会
出
版　

八
九
―
一
〇
五
項

岩
瀬　

光
『
緒
方
洪
庵
と
「
扶
氏
医
戒
之
略
」』
二
〇
〇
三
・
一
一　

東

京
保
険
医
協
会
発
行

月
刊
誌
「
診
療
研
究
」　

第
三
九
二
号　

五
〇
―
五
一
項

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照

浅
井
允
晶　

日
本
医
史
学
雑
誌 

第
五
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
二
）

三
八
九
―
三
九
二
適
塾
記
念
会 

緒
方
洪
庵
全
集
編
集
委
員
会
編

『
緒
方
洪
庵
全
集
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
上
・
下
）

―
刊
行
に
寄
せ
て
―

　

http://jsm
h.um

in.jp/journal/58-3/58-3_389-392.pdf　
（
二
〇
一
七

年
一
二
月
二
八
日
閲
覧
）

適
塾
―
大
阪
大
学　

洪
庵
の
業
績

　

http://w
w

w.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/tekijuku/achievem
ents.

htm
l

（
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
八
日
閲
覧
）

島
根
大
学
医
学
部　

地
域
医
療
教
育
学
講
座　

医
の
倫
理　

　

http://w
w

w.shim
ane-u-education.jp/20.htm

l　
（
二
〇
一
七
年
一
二

月
二
八
日
閲
覧
） 

佐野常民の生誕地

　（土地 ;日本赤十字社所有）

平山成信社長出席により大正 15 年

（1926 年）12 月 16 日に記念碑除幕

「扶氏経験遺訓」

佐野常民記念館蔵
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は
じ
め
に

平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
年
）
は
、
日
本
赤
十
字
社
創
立
一
四
〇
周

年
に
当
た
る
。
一
四
〇
年
前
の
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）、
西
南

戦
争
の
際
に
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
す
る
こ
と
を
目
的
に
日
本
赤
十

字
社
の
前
身
「
博
愛
社
」
が
設
立
さ
れ
た
。

創
立
者
は
元
老
院
議
官
佐
野
常
民
、
同
じ
く
元
老
院
議
官
大
給

恒ゆ
ず
るの

二
人
で
あ
る
。
元
老
院
議
官
は
、
現
在
の
国
会
議
員
に
当
た

る
が
、
天
皇
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
勅
任
官
、
国
家
に
功
労
あ
る
者
、

政
治
法
律
の
学
識
あ
る
者

１

で
、
定
員
は
三
〇
名

２

。
議
法
官
と
し
て

新
法
の
設
立
旧
法
の
改
正
を
議
定
し
諸
建
白
を
受
納
す
る
が
立
法
権

は
承
認
さ
れ
て
い
な
い

３

。

佐
野
は
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
に
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
佐
賀

藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
き
、
戦
争
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
者
を
内
外

の
兵
を
選
ば
ず
救
済
治
療
す
る
赤
十
字
社
を
見
聞
し
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
年
）
に
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
明
治
政
府
か
ら
博
覧
会

副
総
裁
兼
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
弁
理
公
使
（
特
命
全
権
公
使

に
次
ぐ
公
使
で
、
代
理
公
使
の
上
。
現
在
、
弁
理
公
使
の
制
度
は
な
い
）
と

し
て
派
遣
さ
れ
た

４

と
き
に
赤
十
字
社
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
及
び

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
赤
十
字
条
約
）
の
加
盟
国
が
増
加
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た

５

。 

西
南
戦
争
の
際
、
三
條
實
美
、
岩
倉
具
視
は
、
華
族
（
皇

族
に
次
ぐ
身
分
で
、
旧
公
卿
、
旧
諸
侯
（
大
名
））
に
対
し
て
負
傷
者
救
済

の
た
め
に
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
と
呼
び
か
け
た
。
呼
び
か
け
文
書
の

別
紙
に
は
、「
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
貴
族
社
会
概
説
」
と
し
て
欧
州
貴
族
社

会
、
殊
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
貴
族
社
会
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
６

。
こ
れ
に
応
じ
て
華
族
か
ら
多
額
の
金
品
が
寄
せ
ら
れ
た
。

三
條
と
岩
倉
が
華
族
に
呼
び
か
け
た
こ
と
が
佐
野
と
大
給
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
佐
野
は
欧
州
に
あ
る
篤
志
救
護
会
社（
赤
十
字
社
）

の
設
立
を
計
画
し
、
大
給
は
大
給
松
平
の
宗

そ
う
　
ぞ
く

族
（
＝
同
族
（
一
族
）
の
長
）

で
あ
り
、
同
族
の
松
平
乘の

り
つ
ぐ承

、
櫻
井
忠た

だ
　
お
き

興
、
松
平
信の

ぶ
　
ま
さ

正
ら
と
相
談

し
て
華
族
と
し
て
一
時
の
志
だ
け
で
な
く
同
族
が
結
合
し
て
貴
族
会

社
の
設
立
を
計
画
し
、
佐
野
は
元
老
院
議
官
と
し
て
右
大
臣
で
あ
る

岩
倉
に
、
大
給
は
華
族
の
督
部
長
（
総
括
者
）
で
あ
る
岩
倉
に
そ
れ
ぞ

れ
相
談
を
し
た
。
佐
野
と
大
給
は
元
老
院
議
官
と
し
て
旧
知
の
間
柄

で
あ
り
、
期
す
る
と
こ
ろ
が
合
致
し
た
の
で
、
傷
病
者
を
救
護
す
る

一
社
を
組
織
す
る
こ
と
を
相
談
し
た

７

。

ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
・
ケ
ー
ザ
ー
（Frank H

. K
äser

）
氏
は
、
ア
レ

キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
記
に
、
四
月
三
日
か
ら

一
一
日
の
間
に
佐
野
に
六
回
会
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
記
述

し
て
い
る

８

。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
明
治
六
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会

に
通
訳
と
し
て
佐
野
と
一
緒
に
い
た
こ
と
か
ら
佐
野
と
は
親
密
な
関

係
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
一
六
年
に
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
る
衛
生

救
護
博
覧
会
に
内
務
省
御
用
掛
柴
田
承
桂
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
同
氏
を
博
愛
社
委
員
に
委
嘱
し
て
、
ド
イ
ツ
在
住
の
シ
ー
ボ

ル
ト
に
「
博
愛
社
略
記
」
を
ド
イ
ツ
語
訳
と
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
す
る

こ
と
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
の
手
続
等
の
調
査
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
七
月
五
日
付
で
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
の
柴
田
承
桂
か
ら
佐
野
常

民
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
「
博
愛
社
創
立
に
際

し
、
三
條
と
岩
倉
が
華
族
に
呼
び
か
け
た
際
に
シ
ー
ボ
ル
ト
が
ド
イ

ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
両
国
の
救
護
会
社
及
び
欧
州
貴
族
会
社
を
紹
介

し
た
。
三
條
と
岩
倉
が
首
唱
し
た
こ
と
に
つ
い
て
博
愛
社
の
記
事
中

に
は
な
い
。」
と
あ
り
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
四
月
三
日
に
岩
倉
よ
り
佐
野

が
救
護
会
社
を
設
立
す
る
計
画
を
聞
い
て
佐
野
を
訪
ね
た
と
記
述
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
四
月
六
日
に
博
愛
社
設
立
の
願
書
を
太

政
官
に
提
出
す
る
以
前
に
佐
野
と
シ
ー
ボ
ル
ト
が
相
談
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
四
月
六
日
、
岩
倉
か
ら
シ
ー
ボ
ル
ト
に
佐
野
を

援
助
す
る
よ
う
に
と
依
頼
さ
れ
た
。
博
愛
社
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の「
マ

リ
ア
の
社
」
の
例
に
倣
っ
て
救
護
隊
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た
と
記

述
さ
れ
て
い
る

９

。
つ
ま
り
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
博
愛
社
の
提
唱
者

は
三
条
と
岩
倉
両
氏
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
野
は
、

シ
ー
ボ
ル
ト
に
電
報
で
手
紙
を
待
て
と
し
、
九
月
二
八
日
に
柴
田
承

桂
と
シ
ー
ボ
ル
ト
宛
に
返
書
を
送
り
、
尽
力
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

三
條
と
岩
倉
は
華
族
の
資
格
を
も
っ
て
華
族
に
呼
び
か
け
た
も
の
で

あ
り
、
博
愛
社
は
佐
野
と
大
給
が
相
談
し
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
博
愛
社
略
記
は
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
し
た

９

。

「
日
本
赤
十
字
社
紀
要　

本
社
の
起
源
」
に
は
、「
彼
我
の
別
な
く

傷
者
病
者
を
救
護
す
る
の
一
社
を
結
ば
ん
こ
と
を
思
い
、
大
給
と
謀

政
府
も
理
解
し
た
「
敵
味
方
の
別
な
き
救
護
」

佐
藤
　
雅
紀

　

日
本
赤
十
字
社
で
数
々
の
役
職
を
歴
任
、
社
史
稿
編
纂
等
を
勤
め
た

特
集
４:

赤
十
字
と
歴
史

―
博
愛
社
設
立
願
書
へ
の
太
政
官
回
答
の
真
相
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り
、
バ
ロ
ン
（
男
爵
）・
ド
・
シ
ー
ボ
ル
ト
に
托
（
託
）
し
て
、
澳
国
（
オ
ー

ス
ト
リ
ア
）
救
護
会
社
の
組
織
を
調
査
し
、
社
則
案
を
起
草
し
（
以
下

略
）」
と
あ
る

10

。

博
愛
社
の
設
立
願
書

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
四
月
六
日
、
元
老
院
議
官
佐
野
常
民
、

同　

大
給
恒
は
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
（
太
政
官
＝
当
時
の
政
府
）
宛
に

博
愛
社
設
立
の
願
書
を
提
出
し
た
。
佐
野
常
民
五
六
歳
（
満
五
五
歳
）、

大
給
恒
三
九
歳
（
満
三
八
歳
）
で
あ
る
。

願
書
に
は
、「
社
員
を
戦
地
に
差

つ
か
わ

し
、
海
陸
軍
軍
医
長
官
の
指
揮

を
奉ほ

う

じ
て
、
官
兵
の
傷
者
を
救
済
致
し
度た

き

志
願
に
有

こ
れ
　
あ
り之

候
そ
う
ろ
う」「

且
か
つ
　
ま
た又

暴ぼ
う
　
と徒

の
死
傷
は
官
兵
に
倍
す
る
の
み
な
ら
ず
、
救
護
の
方
法
も

不あ
い
と
と
の
わ
ざ
わ
ざ
る

相

整
は
言
を
俟ま

た
ず
。（
中
略
）
此こ

の
輩

や
か
ら

の
如
き
、
大
義
を
誤

り
王
師
（
天
皇
の
軍
隊
と
い
う
意
味
）
に
敵
す
と
雖い

え

ど
も
、
皇
国
の
人

民
た
り
。
皇
家
の
赤せ

き
　
し子

た
り
。
負
傷
坐
し
て
死
を
待
つ
者
も
捨
て
て

顧か
え
り
みざ

る
は
人
情
の
忍
び
ざ
る
所
に
付
き
、
是

こ
れ
　
ま
た

亦
、
収
容
救
治
致
し

度た
く（

以
下
略
）」「
本
件
の
儀
は
、
一
日
の
遅
速
も
幾
多
の
人
命
に
干
（
関
）

し
、
即
決
急
施
を
要
し
候

そ
う
ろ
うに

付つ
き

（
中
略
）、
至
急
御
指
令
被く

だ
さ
れ
た
く

下
度
（
以
下

略
）」
と
あ
る

11

。
願
書
に
添
付
し
た
博
愛
社
社
則
の
草
案
は
、
外
務

一
等
属
（
八
等
出
仕
）12

平
山
成し

げ
の
ぶ信

（
二
四
歳
、
後
に
第
五
代
日
本
赤
十
字
社

社
長
）
に
よ
る

13

。

ま
た
、
願
書
と
は
別
に
、「
お
聞
き
済
み
（
許
可
）
に
な
っ
た
場
合

は
、
私
共
の
内
一
人
は
戦
地
へ
参
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
。
そ
の
節

は
、
熟
練
の
西
洋
医
師
一
名
を
同
伴
し
た
い
が
、
文
部
省
お
雇
い
の

ド
ク
ト
ル
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
氏
は
軍
医
で
最
も
外
科
の
治
療
経
験
が
豊

富
で
あ
る
か
ら
、
同
氏
を
招
請
い
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
実

効
を
著
し
、
す
べ
て
に
都
合
が
よ
ろ
し
い
の
で
、
差
し
支
え
が
な
け

れ
ば
、
当
分
、
同
氏
を
同
行
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
て

ご
許
可
願
い
た
い
。」
と
い
う
内
容
の
申
請
を
行
っ
て
い
る

14

。
明
治

一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
四
月
一
二
日
、
東
京
医
学
校
と
東
京
開
成
学

校
が
合
併
し
て
東
京
大
学
に
な
る
。
当
時
、
お
雇
い
外
国
人
（
ド
イ
ツ

人
）
は
、
六
名
。
内
科
は
ベ
ル
ツ
、
外
科
は
シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
教
え
て

い
た
。

更
に
、
大
給
は
、
華
族
の
督
部
長
の
立
場
に
あ
っ
た
岩
倉
あ
て
に
、

博
愛
社
の
設
立
が
許
可
さ
れ
た
場
合
、
す
み
や
か
に
負
傷
者
の
救
助

に
着
手
し
た
い
が
費
用
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
資
金
の
支
援
を
願
い
出

て
い
る

15

。
四
月
一
二
日
、
常
民
、
九
州
へ
向
か
う

  

四
月
六
日
に
太
政
官
に
願
書
を
提
出
し
た
翌
日
の
四
月
七
日
、

佐
野
は
元
老
院
幹
事
あ
て
に
「
博
愛
社
結
社
の
上
、
戦
地
（
九
州
）
に

お
い
て
創
傷
者
（
負
傷
者
）
治
療
看
護
の
総
括
の
た
め
に
往
復
を
除
い

て
五
〇
日
間
の
暇

い
と
ま

を
い
た
だ
き
た
い
。」
と
休
暇
願
を
提
出
し
、
右
大

臣
宛
に
も
「
結
社
が
許
可
に
な
っ
た
際
に
は
、
小
官
家
（
佐
野
家
）
は

代
々
医
術
を
業
と
し
、
就
中
、
外
科
を
専
門
と
し
て
お
り
、
長
崎
県

下
（
当
時
、
佐
賀
県
は
長
崎
県
に
含
ま
れ
て
い
る
）
に
は
門
下
故
旧
の
者

も
少
な
く
な
い
の
で
、
上
申
し
た
外
国
人
の
外
科
医
師
に
従
わ
せ
た

い
。
ま
た
、
広
く
同
志
者
を
募
り
、
自
ら
こ
れ
を
監
督
し
た
い
。」
と

具
体
的
に
休
暇
願
の
理
由
を
述
べ
て
い
る

16

。
佐
野
家
は
佐
賀
藩
時

代
に
藩
医
で
、
父
の
佐
野
嬬
仙
（
外
科
）
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）

一
二
月
一
六
日
（
明
治
に
な
る
一
七
年
前
）
の
佐
賀
藩
医
業
免
札
姓
名
簿

に
掲
載
さ
れ
、
免
札
姓
名
簿
に
載
る
医
学
塾
（
五
名
以
上
）
に
七
名
と

記
載
さ
れ
て
い
る

17

。

四
月
一
〇
日
、
太
政
官
は
佐
野
に
「
御ご

　
よ
う用

有こ
れ
　
あ
り

之
、
九
州
筋
へ

被さ
し
つ
か
わ
さ
れ

差
遣
候

そ
う
ろ
う
こ
と

事
」
と
休
暇
で
は
な
く
出
張
を
命
じ
た

18

。

四
月
一
二
日
、
佐
野
は
九
州
に
向
か
っ
て
出
発
し
た

19

。
新
橋
停

車
場
（
駅
）
で
は
大
給
松
平
一
族
の
松
平
乘
承
ら
が
見
送
っ
た

20

。
佐

野
は
横
浜
か
ら
船
で
神
戸
に
向
い
一
四
日
に
神
戸
に
到
着
し
て
京
都

に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
京
都
に
は
天
皇
に
供ぐ

ぶ奉
し
て
太
政
大
臣
三
條

實
美
ら
が
滞
在
し
て
い
た
。
佐
野
は
京
都
で
も
太
政
大
臣
三
條
實
美

ら
に
博
愛
社
の
設
立
を
熱
心
に
願
い
出
た
。
陸
軍
卿
山
縣
有あ

り
　
と
も

朋
は
征

討
総
督
有あ

り
す
が
わ
の
み
や

栖
川
宮
熾た

る
ひ
と
し
ん
の
う

仁
親
王
に
随
行
し
て
現
地
に
、
東
京
の
陸
軍
省

に
は
代
理
と
し
て
西
郷
従
道
が
い
た

21

。
そ
の
後
、
佐
野
は
大
阪
を

経
由
し
て
四
月
二
九
日
に
長
崎
に
到
着
し
、
五
月
一
日
に
熊
本
へ
出

発
し
た

22

。

五
月
一
日
に
熊
本
城
内
（
現
在
、
熊
本
市
中
央
区
古
城
町
、
熊
本
県
立

第
一
高
等
学
校
付
近
）
に
あ
っ
た
征
討
総
督
本
営
に
到
着
し
、
本
営
で

参
軍
（
陸
軍
卿
、
陸
軍
中
将
）
山
縣
有
朋
、
高
級
参
謀
（
陸
軍
大
佐
）
小
澤

武
雄
に
博
愛
社
の
結
社
の
こ
と
を
説
明
し
て
賛
成
を
得
た

23

。

小
澤
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
征
討
総
督
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
は
佐
野

の
願
意
を
諒
せ
ら
れ
（
許
可
さ
れ
）、
山
縣
が
多
忙
な
た
め
に
小
澤
が

許
可
の
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る

24

。「
博
愛
社

第
一
報
告
」
に
は
、「
五
月
一
日
、
熊
本
に
到い

た

り
て
、
之
（
願
書
）
を
征

討
総
督
本
営
に
申
請
し
、
直
ち
に
准

じ
ゅ
ん
い
ん

允
（
＝
許
可
）
の
命
を
得
た
り
。」

と
あ
り
、「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
に
は
、「
即
日
、
允い

ん
き
ょ許

（
＝
許
可
）

の
台た

い
め
い命

を
下
さ
れ
た
り
。」
と
あ
る

25

。
こ
の
報
告
か
ら
、
許
可
は
本

営
か
ら
佐
野
に
伝
え
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
、

五
月
一
日
を
創
立
記
念
日
と
し
て
い
る
。

五
月
二
日
、
佐
野
は
葡
萄
酒
五
瓶
を
持
参
し
て
征
討
総
督
有
栖

川
宮
熾
仁
親
王
に
面
会
し
た
。
征
討
の
陣
中
見
舞
い
と
推
察
さ
れ

る
26

。
博
愛
社
設
立
の
正
式
な
手
続
き
は
五
月
三
日
で
あ
る
。
願

書
は
五
月
三
日
付
で
熊
本
県
の
罫
紙
に
書
か
れ
、
五
ヵ
条
の
博
愛

社
社
則
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
願
書
の
末
尾
に
は
、
朱
書
き
で
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「
願

ね
が
い
の
お
も
む
き

之
趣
聞

き
き
と
ど
け
そ
う
ろ
う
こ
と

届
候
事　

但
た
だ
し

、
委
細
の
儀
は
軍
団
軍
医
部
長
へ
可

打う
ち
あ
わ
す
べ
く
そ
う
ろ
う
こ
と

合

候

事　

五
月
三
日　

印
（
征
討
総
督
本
営
之
印
章
）」
と
許
可

に
な
っ
た

27

。 
「
熾
仁
親
王
日
記 

巻
二
」
の
五
月
三
日
に
「
一　

佐
野
・
大
給
両
議

官
発
起
博
愛
社
設
立
願
書
之の

儀
に
付
、
聞
届
之
上
、
西
京
太
政
大
臣

江へ

右
之の

趣
お
も
む
き

及
と
ど
け
お
よ
び
の

届
之
事
、」
と
あ
り
、
博
愛
社
を
許
可
し
た
旨
を
京

都
に
い
る
太
政
大
臣
三
條
實
美
に
電
報
で
知
ら
せ
て
い
る

28

。

佐
野
は
、
翌
四
日
に
熊
本
電
報
局
か
ら
東
京
岩
倉
右
大
臣
、
東
京

大
給
議
官
、
長
崎
北
島
県
令
（
県
令
＝
知
事
）
宛
に
許
可
に
な
っ
た
こ

と
を
電
報
で
知
ら
せ
た

29

。

佐
野
は
、
五
月
三
日
に
自
ら
金
一
〇
〇
円
と
綿め

ん
ざ
ん
し

撒
糸
（
＝
ガ
ー
ゼ
）、

白
木
綿
（
包
帯
の
材
料
）
等
を
寄
附
し
て
救
護
の
用
に
供
し
、
旧
佐
賀

藩
主
鍋
島
直

な
お
　
ひ
ろ大

家
令
に
謀
っ
て
金
三
〇
〇
円
を
借
用
し
た

30

。

熊
本
の
佐
野
常
民
か
ら
東
京
元
老
院
大
給
議
官
に
宛
て
た
六
月
八

日
付
の
郵
便
書
留

31

は
、
六
月
一
八
日
に
届
い
た

32

。
細
報
を
得
た

大
給
は
、
六
月
二
三
日
に
太
政
官
に
上
申

33

す
る
と
と
も
に
、
六
月

二
五
日
に
大
給
松
平
の
同
族
（
一
族
）
一
三
家
（
別
表
）
の
代
表
（
代
理
を

含
む
）
が
富
士
見
町
第
九
号
櫻
井
忠
興
邸
に
会
同
し
て
本
社
仮
事
務

所
を
櫻
井
邸
に
設
け
た

33

。
六
月
二
六
日
、
大
給
松
平
一
族
は
金
品

を
寄
贈
し
て
本
社
事
務
が
開
始
さ
れ
た
。
櫻
井
忠
興
は
金
千
円
を
寄

付
し
た

34

。
Ｊ
Ｒ
中
央
線
飯
田
橋
駅
西
口
改
札
口
を
出
て
新
宿
方
面

に
四
～
五
分
ば
か
り
歩
く
と
東
京
逓
信
病
院
に
着
く
。
病
院
敷
地
内

の
道
路
脇
に
「
日
本
赤
十
字
社
発
祥
地
」
の
立
札
の
案
内
板
が
立
っ
て

い
る

35

。
櫻
井
邸
は
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
。

太
政
官
か
ら
陸
軍
省
へ
照
会

四
月
一
二
日
、
太
政
官
は
、
陸
軍
省
へ
次
の
と
お
り
照
会
し
た
。

「
別
紙
、
議
官
佐
野
常
民　

議
官
大
給
恒　

願
出
博
愛
社
設
立
の

儀
、
其
の
省
に
於
い
て
差
支
え
之こ

れ

無
き
哉や

、
意
見
早
々
申
し
出
ら
れ

る
可
し
。
此
の
旨
、
照
会
に
及
び
候
也　

右
大
臣　

陸
軍
卿
山
縣
有

朋
代
理　

陸
軍
中
将　

西
郷
従
道
殿
」36

陸
軍
省
か
ら
太
政
官
へ
意
見
上
申

四
月
一
九
日
、
陸
軍
省
か
ら
太
政
官
宛
て
に
次
の
と
お
り
意
見
上

申
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
敵
の
負
傷
者
ま
で
救
護
す
る
と
い
う
こ

と
に
難
色
を
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、

「
博
愛
社
が
、
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
し
た
い
と
い
う
設
立
の
趣

旨
は
、
最
も
善
美
の
こ
と
（
大
変
良
い
こ
と
）
と
存
ず
る
が
、
軍
の
病

院
は
医
師
等
も
適
当
に
備
え
治
療
に
差
支
え
な
く
、
新
た
に
結
社
し

て
救
護
の
人
員
を
派
遣
し
て
も
混
乱
を
生
ず
る
こ
と
。」「
欧
米
各
国

に
お
い
て
、
国
と
国
と
の
戦
争
の
際
に
救
護
の
例
が
あ
る
と
い
え
ど

も
、
国
内
の
内
乱
を
鎮
め
る
場
合
に
例
が
な
く
、
そ
の
よ
う
に
で
き

る
か
ど
う
か
確
認
し
が
た
い
こ
と
。」「
新
た
に
結
社
し
、
救
護
の
人

員
を
派
遣
し
て
、
軍
医
の
も
と
で
活
動
す
る
に
し
て
も
、
あ
ら
か
じ

め
心
得
が
な
け
れ
ば
通
行
さ
え
も
容
易
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
差

止
め
相
成
り
た
い
こ
と
。」「
ま
た
、
開
戦
中
、
敵
の
捕
虜
の
傷
者
等

は
軍
の
病
院
で
治
療
を
施
す
と
し
て
も
、
戦
後
の
救
護
に
つ
い
て
は
、

地
方
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
軍
に
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
、
こ

の
こ
と
は
そ
の
筋
に
お
い
て
ご
協
議
あ
り
た
い
こ
と
。」「
外
国
人
医

師
同
行
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
人
の
軍
医
を
断
っ
た
経
緯
も
あ
る
の

で
、
同
様
に
、
断
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。」「
別

紙
結
社
の
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
決
定

す
る
の
で
は
、
そ
の
方
法
が
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
実
際
に
整
備
し

が
た
い
の
で
、
平
常
の
と
き
に
十
分
に
検
討
し
た
い
こ
と
。」

  

よ
っ
て
、
意
見
を
申
し
あ
げ
る
。」37

つ
ま
り
、
陸
軍
省
で
は
、
博
愛
社
が
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
し
た

い
と
い
う
設
立
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
軍
の
病
院

で
は
医
師
等
も
適
当
に
備
え
治
療
に
差
支
え
な
く
、
博
愛
社
の
救
護

活
動
が
国
内
の
内
乱
を
鎮
め
る
よ
う
な
場
合
に
も
効
果
が
あ
る
の
か

推
測
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
む
し
ろ
、
現
地
に
お
い
て
混
乱
が
生
ず

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
し
た
の
で
あ
っ
た

38

。

太
政
官
か
ら
博
愛
社
に
指
令
（
回
答
）

  

太
政
官
は
、

別
紙
議
官
佐
野
常
民
陸
軍
省
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
、
四
月
二
三

日
、
博
愛
社
に
、
次
の
と
お
り
回
答
し
た
。

       

願
ね
が
い
の
お
も
む
き

の

趣 

難
き
き
と
ど
け
が
た
き
そ
う
ろ
う
こ
と

聞

届

候

事

       

明
治
十
年
四
月
廿
三
日      

印
（
右
大
臣
岩
倉
具
視
印
）39

熊
本
に
お
い
て
征
討
総
督
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
か
ら
博
愛
社
の
設

立
が
許
可
さ
れ
、
九
州
各
地
で
救
護
活
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
許
可
で
き
な
い
と
い
う
太
政
官
の
指
令
（
回
答
）
は
八
月
一
日

に
取
り
消
さ
れ
、
事
実
上
、
政
府
は
博
愛
社
の
設
立
を
追
認
し
た

40

。

博
愛
社
か
ら
太
政
官
に
申
請
し
た
願
書
等
は
博
愛
社
に
返
付
さ
れ
た
。

な
か
な
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
経
緯

「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
に
よ
れ
ば
、「
然
れ
ど
も
軍
隊
以
外
の
有

志
者
を
以
っ
て
、
軍
に
属
し
て
軍
と
其
の
事
を
共
に
す
る
は
、
我
軍
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規
の
許
さ
ざ
る
所
、
况
や
王
師
に
抗
す
る
賊

徒
を
も
救
護
す
る
に
於
て
を
や
。
時
の
政
府

は
容
易
に
此
の
申
請
を
許
さ
ざ
り
き
」41

。
つ

ま
り
、
な
か
な
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
長
い
間
、
博
愛

社
社
則
第
四
条
の
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
す

る
こ
と
が
政
府
に
理
解
さ
れ
ず
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
き
た

42

。
当
時
の
関

係
者
も
懐
旧
談
や
演
述
（
講
演
）
で
同
様
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
憑
性
を

も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

前
述
の
と
お
り
、
陸
軍
省
に
お
い
て
は
、

博
愛
社
が
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
し
た
い
と

い
う
設
立
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、「
最
も
善

美
の
儀
（
大
変
良
い
こ
と
）」
と
理
解
を
示
し
な

が
ら
も
、
現
地
で
混
乱
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
心
配
し
た
の
で
あ
っ
た
。
太
政
官
は

陸
軍
省
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
許
可
し
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
二
〇
一
五
年
秋
に
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
歴
史
・
沿
革
に
博
愛
社
設
立
願
書
及
び
太
政
官

文
書
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）
の
原
文
、
読
み
下
し
文
、
現
代
文
を

掲
載
し
て
、
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。

※
原
文
の
旧
仮
名
づ
か
い
は
平
仮
名
に
、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に

　
　

改
め
、
適
宜
、
句
読
点
を
挿
入
し
た
。
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献
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史
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史
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。
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史
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光
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Ａ
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史
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。
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史
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。
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Ａ
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。
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Ａ
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。
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編
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八
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書
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史
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巻
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六
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一
九
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七
年
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月
一
日
、
日
本
赤
十
字
社
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博
愛　

第
五
〇
九
号　

故
平
山

成
信
追
悼
号
」
三
五
頁
、一
九
二
九
年
一
〇
月
一
〇
日
、博
愛
発
行
所
。

14　
「
博
愛
社
設
立
に
関
し
文
部
省
御
雇
ド
ク
ト
ル
シ
ュ
ル
ツ
氏
招

請
に
つ
い
て
の
佐
野
、
大
給
よ
り
岩
倉
右
大
臣
宛
て
願
い
書
」、 

一
八
七
七
年
四
月
六
日
、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料
Ａ
一
―

一
八
一
。

15　
「
大
給
副
社
長
自
筆
文
書
（
岩
倉
具
視
宛
て
）」、 

一
八
七
七
年
四

月
六
日
、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料
Ａ
一
―
一
五
〇
。

16　

大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
編
「
元
老
院
日
誌　

第
一
巻
」
五
八
九

―
五
九
〇
頁
、 

一
九
八
一
年
六
月
一
五
日
、
三
一
書
房
。

17　
「
好
生
館
史
」（
好
生
館
百
周
年
記
念
史
）」
一
三
頁
、
一
九
九
七

年
二
月
二
八
日
、 

佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
。

18　

大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
編
「
元
老
院
日
誌　

第
一
巻
」
五
九
一

頁
、 

一
九
八
一
年
六
月
一
五
日
、
三
一
書
房
。

19　

大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
編
「
元
老
院
日
誌　

第
一
巻
」
五
九
二

頁
、 

一
九
八
一
年
六
月
一
五
日
、
三
一
書
房
。

20　
「
日
本
赤
十
字　

第
一
三
〇
号
」
三
四
頁
、
一
九
〇
四
年
一
月

一
五
日
、
日
本
赤
十
字
発
行
所
。

別　表

大給松平一族 13 家　宗族（族長）大給恒

華族類別　第 24 類　皇別　源朝臣　　　　　　　　

清和天皇皇子常陸大守貞純親王子鎮守府将軍経基 7 代大炊助義重支裔

旧藩名 旧石高 旧藩主・藩知事 年齢 位階 備考

肥前　島原藩 7 万石 松平忠和（ただかず） 27 歳 従五位 長崎県島原市

三河　西尾藩 6 万石 松平乘承（のりつぐ） 27 歳 〃 愛知県西尾市

信濃　上田藩 5 万 3 千石 松平忠禮（ただなり） 28 歳 〃 長野県上田市

丹波　亀山藩 5 万石 松平信正（のぶまさ） 26 歳 〃 京都府亀山市

摂津　尼崎藩 4 万石 櫻井忠興（ただおき） 30 歳 〃 兵庫県尼崎市

豊後　杵築藩 3 万 2 千石 松平親貴（ちかとう） 40 歳 〃 大分県杵築市

美濃　岩村藩 3 万石 松平乘命（のりとし） 30 歳 〃 岐阜県恵那市岩村町

出羽　上山藩 2 万 7 千石 松平信安（のぶやす） 13 歳 〃 山形県上山市

豊後　府内藩 2 万千 2 百石 大給近道（ちかみち） 24 歳 〃 大分県大分市

上野　小幡藩 2 万石 松平忠恕（ただゆき） 53 歳 〃 群馬県甘楽郡甘楽町

（三河 奥殿藩）

信濃　龍岡藩

1 万 6 千石 大給　 恒（ゆずる） 39 歳 従四位 長野県佐久市

但馬　村岡藩 1 万 1 千石 山名義路（よしみち） 18 歳 従五位 兵庫県美方郡香美町

上総　櫻井藩 1 万石 瀧脇信敏（のぶとし） 27 歳 〃 千葉県木更津市

※「博愛社第一報告」二丁頁及び「日本赤十字社史稿」九六頁の松平信庸（のぶつね）は松平信安（の

ぶやす）の間違い。

　松平信庸は、戊
ぼ し ん

辰戦争に際して奥羽（東北）・北越諸藩が結んだ奥羽越列藩同盟に参加したことから

明治元年一二月七日に隠居させられ、弟信安が家督を相続した。

信庸は博愛社創立当時に金品を寄附し、「博愛社日誌」六月二六日には「松平信庸 松平信安隠居」と記

載されている。
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赤
十
字
社
史
稿
」
九
三
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

22　

大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
編
「
元
老
院
日
誌　

第
一
巻
」
六
八
五

頁
、 

一
九
八
一
年
六
月
一
五
日
、
三
一
書
房
。

23　
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
四
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

24　
「
日
本
赤
十
字　

第
二
六
五
号
」
八
頁
、
一
九
〇
九
年
一
一
月
五

日
、
日
本
赤
十
字
発
行
所
。

25　
「
博
愛
社
第
一
報
告
」
一
丁
頁
、 

一
八
八
〇
年
二
月
再
刷
、
博
愛

社
。「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
四
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

26　
「
熾
仁
親
王
日
記　

巻
二
」
五
三
五
頁
、
一
九
三
五
年
四
月
一
五

日
、
高
松
宮
蔵
版
。

27　
「
博
愛
社
設
立
ニ
付
征
討
総
督
宮
ニ
提
出
ノ
願
書　

博
愛
社
社

則
」、
一
八
七
七
年
五
月
三
日
、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料
Ａ
一
―

二
〇
六
、（
日
本
赤
十
字
社
赤
十
字
情
報
プ
ラ
ザ
に
展
示
中
）。

28　

 

「
熾
仁
親
王
日
記　

巻
二
」
五
三
六
頁
、
一
九
三
五
年
四
月
一
五

日
、
高
松
宮
蔵
版
。

29　
「
入
費
取
替
仕
拂
簿　

明
治
十
年
」、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料

Ａ
一
―
二
六
。

30　

 

「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
六
頁
、
一
一
一
〇
頁
、
一
九
一
一
年

一
二
月
緒
言
、
日
本
赤
十
字
社
。

31　
「
入
費
取
替
仕
拂
簿　

明
治
十
年
」、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料

Ａ
一
―
二
六
。

32　
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
四
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

33　
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
六
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

34　

 

「
博
愛
社
日
誌　

自
十
年
至
十
八
年
」、
日
本
赤
十
字
社
所

蔵
資
料
Ａ
一
―
一
一
、
博
愛
社
。「
博
愛
社
第
一
報
告
」
二
丁
頁
、

一
八
八
〇
年
二
月
再
刷
、
博
愛
社
。「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
六

―
九
八
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、
日
本
赤
十
字
社
。

35　

 

佐
藤
雅
紀
著
「
歴
史
探
訪　

日
本
赤
十
字
社
の
誕
生
」
五
九
頁
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
一
〇
日
、
日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
。

36　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
。「
博
愛
社
設
立
に
関
す
る
太
政
官
文

書
（
写
真
）（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
写
）」、
日
本
赤
十
字
社
所

蔵
資
料
Ａ
一
―
一
八
〇
。
佐
藤
雅
紀
著
「
歴
史
探
訪　

日
本
赤
十

字
社
の
誕
生
」
二
八
頁
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
〇
日
、
日
本
赤
十

字
社
東
京
都
支
部
。

37　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
。「
博
愛
社
設
立
に
関
す
る
太
政
官
文

書
（
写
真
）（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
写
）」、
日
本
赤
十
字
社
所

蔵
資
料
Ａ
一
―
一
八
〇
。
佐
藤
雅
紀
著
「
歴
史
探
訪　

日
本
赤
十

字
社
の
誕
生
」
二
八
―
二
九
頁
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
〇
日
、
日

本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
。

38　

佐
藤
雅
紀
著
「
一
二
〇
年
目
の
真
実　

博
愛
社
（
日
本
赤
十

字
社
の
前
身
）
の
設
立
願
書
に
対
す
る
太
政
官
の
回
答
」
二
頁
、

一
九
九
九
年
九
月
一
二
日
、
佐
藤
雅
紀
。

39　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
、「
博
愛
社
設
立
に
関
す
る
太
政
官
文

書
（
写
真
）（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
写
）」、
日
本
赤
十
字
社
所

蔵
資
料
Ａ
一
―
一
八
〇
。
佐
藤
雅
紀
著
「
歴
史
探
訪　

日
本
赤
十

字
社
の
誕
生
」
二
九
―
三
〇
頁
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
〇
日
、
日

本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
。

40　
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
一
〇
五
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

41　
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
三
〇
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

42　
「
人
道
―
そ
の
歩
み　

日
本
赤
十
字
社
百
年
史
」
五
五
頁
、

一
九
七
九
年
三
月
三
一
日
、
日
本
赤
十
字
社
。

別
表
参
考
文
献                                                                                                                  

  

「
博
愛
社
第
一
報
告
」
二
丁
頁
、
一
八
八
〇
年
二
月
再
刷
、
博
愛
社
。

「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
九
六
―
九
八
頁
、
一
九
一
一
年
一
二
月
緒
言
、

日
本
赤
十
字
社
。

「
博
愛
社
日
誌　

自
十
年
至
十
七
年
」、
日
本
赤
十
字
社
所
蔵
資
料
Ａ

―
一
一
。

「
平
成
新
修 

旧
華
族
家
系
大
成
上
巻
」、
一
九
九
六
年
九
月
一
〇
日
第

一
版
第
一
刷
、
霞
会
館
発
行
。

「
平
成
新
修 

旧
華
族
家
系
大
成
下
巻
」、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日

第
一
版
第
一
刷
、
霞
会
館
発
行
。

「
華
族
会
館
史
」
七
五
二
頁
、
一
九
六
六
年
八
月
二
〇
日
、
霞
会
館
発
行
。
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二
つ
の
卒
業
式
―
米
国
公
文
書
館
で
の
史
料
調
査
か
ら

川
原
　
由
佳
里

�

　
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
准
教
授
、
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員 

特
集
４:

赤
十
字
と
歴
史

平
成
二
八
年
度
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
事
業
計
画

の
一
環
と
し
て
、平
成
二
九
年
三
月
一
六
日（
日
）
～
三
月
二
二
日（
火
）

の
七
日
間
、
米
国
公
文
書
館
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
Ⅱ
（
ワ
シ
ン
ト
ン
郊
外
カ
レ
ッ

ジ
パ
ー
ク
）
に
て
資
料
調
査
を
行
っ
た
。
今
回
は
米
国
公
文
書
館
の
映

像
資
料
か
ら
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
、
二
つ
の
赤
十
字
の
看
護
婦

養
成
施
設
で
行
な
わ
れ
た
卒
業
式
の
映
像
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

米
国
空
軍
に
よ
る
映
像
記
録
、
カ
ラ
ー
で
あ
る
が
無
声
で
あ
る
（
以

下
の
写
真
参
照
）。
一
九
四
六
年
三
月
二
六
日
、
広
島
赤
十
字
病
院
で

行
わ
れ
た
看
護
婦
養
成
所
の
卒
業
式
と
同
病
院
の
屋
上
で
行
わ
れ
た

被
爆
者
の
治
療
の
様
子
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。

一
九
四
五
年
八
月
六
日
、
広
島
赤
十
字
病
院
は
爆
心
地
か
ら
一
・

五
㎞
の
位
置
に
あ
っ
て
被
爆
し
た
。
鉄
筋
の
建
物
は
骨
格
の
み
残
し
、

窓
ガ
ラ
ス
は
す
べ
て
割
れ
落
ち
た
。
吉
川
（
二
〇
一
一
六
）
に
よ
れ
ば
、

当
時
、
広
島
赤
十
字
病
院
は
次
々
と
看
護
婦
を
国
内
外
の
軍
病
院
に

派
遣
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
在
籍
す
る
職
員
は
三
四
名
の
み
で
、
病

院
の
看
護
は
附
属
の
看
護
婦
養
成
所
の
看
護
婦
生
徒
四
〇
八
人
が
主

力
と
な
っ
て
担
っ
て
い
た
。
原
爆
投
下
直
後
、
病
院
内
で
は
患
者
が

爆
風
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
ベ
ッ
ド
に
身
体
や
首
を
挟
ま
れ
、
ガ
ラ
ス

の
破
片
が
顔
や
腹
に
刺
さ
っ
て
血
に
染
ま
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
す

る
と
衣
服
が
焼
け
焦
げ
、
腕
の
皮
が
垂
れ
下
が
り
、
男
女
の
区
別
も

分
か
ら
な
い
人
々
が
病
院
に
押
し
寄
せ
た
。
病
院
で
実
習
中
の
二
年

生
は
、
自
ら
も
ガ
ラ
ス
の
破
片
で
負
傷
し
つ
つ
も
救
護
に
あ
た
っ
た
。

一
年
生
で
は
木
造
の
寮
に
い
て
倒
壊
し
た
建
物
の
下
敷
き
に
な
る
な

ど
し
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
生
徒
に
も
合
わ
せ
て
二
二
名
の
犠

牲
者
が
で
た
。

米
国
公
文
書
館
の
映
像
は
、
原
爆
投
下
直
後
に
病
院
で
被
爆
者

の
救
護
に
あ
た
っ
た
二
年
生
の
卒
業
式
で
あ
る
（
当
時
日
赤
で
は
三
年

の
教
育
課
程
を
二
年
に
短
縮
し
て
い
た
）。
七
カ
月
を
経
過
し
た
時
点
で

の
病
院
建
物
が
、
依
然
と
し
て
窓
ガ
ラ
ス
は
な
い
骨
格
だ
け
の
姿
で

映
っ
て
い
る
。
病
院
玄
関
入
口
の
飾
り
（
桐
竹
鳳
凰
と
赤
十
字
の
彫
刻
）

は
破
壊
さ
れ
て
半
分
欠
け
落
ち
た
ま
ま
で
あ
る
。
門
前
に
は
英
語
表

記
で
「Red Cross H

ospital H
iroshim

a, Japan

」
と
か
か
れ
た
表
札
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
。

卒
業
式
は
屋
内
が
使
用
不
可
能
な
た
め
か
、
屋
外
の
玄
関
前
の
ス

ペ
ー
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
。
階
段
を
二
、三
段
上
が
っ
た
玄
関
入
口

を
壇
上
と
し
、
病
院
長
と
白
衣
姿
の
先
輩
看
護
婦
が
立
ち
並
び
、
そ

の
前
に
卒
業
生
と
な
る
紺
の
制
服
制
帽
姿
の
生
徒
が
整
列
し
て
い
る
。

意
外
な
こ
と
に
カ
メ
ラ
を
向
け
ら
れ
て
恥
ず
か
し
そ
う
な
表
情
の
生

徒
や
卒
業
が
う
れ
し
い
の
か
晴
れ
や
か
な
表
情
の
生
徒
も
い
て
、
全

体
と
し
て
は
明
る
い
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く
見
る
と

中
に
は
ガ
ラ
ス
の
破
片
で
顔
に
傷
を
負
っ
て
い
る
。

一
人
ひ
と
り
が
卒
業
証
書
を
受
け
取
り
、
白
衣
姿
の
先
輩
か
ら
桐

の
襟
章
を
一
つ
ず
つ
つ
け
て
も
ら
う
（
写
真
１
）。
卒
業
式
が
終
わ
る

と
生
徒
た
ち
は
先
輩
に
見
送
ら
れ
て
笑
顔
で
病
院
の
外
に
出
て
い
く
。

通
り
に
出
る
と
、
周
囲
の
木
造
家
屋
は
破
壊
し
尽
く
さ
れ
、
丸
見
え

に
な
っ
た
土
地
に
木
材
が
散
在
す
る
光
景
が
広
が
る
。
高
い
建
物
が

ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
遠
く
の
山
々
が
一
望
に
見
渡
せ
る
。
町
全
体
を

焼
き
尽
く
し
た
原
爆
の
凄
ま
じ
さ
を
あ
ら
た
め
て
知
る
。
後
ろ
か
ら

進
駐
軍
の
ジ
ー
プ
が
勢
い
よ
く
走
っ
て
き
て
、
危
う
く
轢
か
れ
そ
う

に
な
る
が
、
生
徒
は
走
っ
て
道
路
の
脇
に
逃
れ
る
。

そ
の
後
、
映
像
の
場
面
は
変
わ
り
、
広
島
赤
十
字
病
院
の
屋
上
で

の
被
爆
者
治
療
の
様
子
が
映
る
。
屋
上
だ
け
に
先
よ
り
も
破
壊
さ
れ

一
九
四
六
年
三
月
広
島
赤
十
字
病
院

看
護
養
成
所
の
卒
業
式

写真１

写真２
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た
町
が
よ
り
い
っ
そ
う
眺
望
さ
れ
る
。
衣
類
を
脱
ぎ
、
包
帯
を
ほ
ど

く
と
、
ま
だ
水
疱
や
浸
出
液
が
認
め
ら
れ
る
傷
が
露
わ
に
な
る
。
背

中
や
手
、
顔
に
も
傷
を
負
う
も
の
も
い
る
（
写
真
２
）。

こ
ち
ら
は
先
の
卒
業
式
の
映
像
と
全
く
違
う
。
被
爆
者
に
対
し

て
医
学
的
な
関
心
の
も
と
に
カ
メ
ラ
を
向
け
る
撮
影
者
と
、
一
様
に

無
表
情
の
ま
ま
自
分
に
向
け
ら
れ
た
カ
メ
ラ
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
被

爆
者
た
ち
。
こ
の
決
し
て
噛
み
合
う
こ
と
の
な
い
空
気
の
背
景
に
は
、

被
爆
者
の
押
し
込
め
ら
れ
た
悲
し
み
と
強
い
怒
り
、
そ
し
て
距
離
を

置
く
こ
と
で
し
か
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
撮
影
側
の
罪
悪

感
が
う
か
が
わ
れ
る
。

連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
以
下
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
と
す

る
）
の
占
領
下
に
あ
っ
て
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
三
月
に
行
わ
れ
た

最
後
の
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
救
護
看
護
婦
養
成
所
の
卒
業
式
と

看
護
教
育
模
範
学
院
技
術
演
習
風
景
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
モ
ノ
ク

ロ
で
無
声
で
あ
る
。（
以
下
の
写
真
参
照
）

戦
後
、
占
領
下
の
日
本
に
お
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
は
日
本
の

非
軍
事
化
と
民
主
化
を
進
め
る
べ
く
、
そ
の
一
環
と
し
て
医
療
、
公

衆
衛
生
、
看
護
の
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。
東
京
で
は
看
護
の
伝
統

校
で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
救
護
看
護
婦
養
成
所
（
後
に
日
本

赤
十
字
女
子
専
門
学
校
）
と
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
が
選
ば
れ
、
日
本

の
新
し
い
看
護
教
育
の
モ
デ
ル
校
と
し
て
東
京
看
護
教
育
模
範
学
院

を
合
同
で
運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
二
三
年
三
月
の
卒
業
生
の
う
ち
、
日
赤
の
卒
業
生
は
六
八

名
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
戦
時
中
の
昭
和
二
〇
年
四
月
に
入
学
し
、
三

年
課
程
を
期
間
短
縮
の
た
め
二
年
で
終
え
た
後
、
学
費
を
払
え
る
も

の
を
中
心
に
模
範
学
院
三
年
次
に
進
級
し
た
。
最
も
戦
争
が
激
し
く
、

空
襲
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
時
期
に
入
学
し
、
敗
戦
を
経
て
、

米
国
看
護
師
の
指
導
の
も
と
に
リ
ベ
ラ
ル
な
雰
囲
気
を
も
つ
聖
路
加

の
学
生
と
と
も
に
学
ん
だ
。
し
か
も
軍
事
色
が
一
掃
さ
れ
、
組
合
運

動
が
激
し
さ
を
増
す
日
赤
中
央
病
院
を
実
習
場
と
し
た
。
日
赤
の
長

い
看
護
教
育
の
歴
史
の
な
か
で
も
特
異
な
時
期
を
経
験
し
た
人
た
ち

で
あ
る
。

米
国
公
文
書
館
の
映
像
に
は
、
看
護
婦
教
養
所
の
講
堂
で
行
わ
れ

た
卒
業
式
の
様
子
が
映
っ
て
い
る
（
写
真
３
）。
壇
上
に
公
衆
衛
生
福

祉
局
長
の
サ
ム
ス
、
看
護
課
長
の
オ
ル
ト
ら
の
姿
が
あ
り
、
会
場
に

は
日
赤
、
聖
路
加
の
生
徒
の
姿
が
あ
る
。
三
月
だ
が
半
袖
の
白
衣
と

ナ
ー
ス
キ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。
高
松
宮
か
ら
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
校
か
ら
選
ば
れ
た
生
徒
が
答
辞
を
述
べ
、
生
徒
は
一
人

ひ
と
り
神
妙
な
表
情
で
卒
業
証
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

卒
業
式
の
映
像
の
あ
と
に
は
看
護
教
育
模
範
学
院
で
の
看
護
技
術

の
演
習
風
景
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
清
拭
で
は
外
国
人
教
師
が
見
守

る
な
か
、
生
徒
が
人
形
を
相
手
に
、
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
ク
ロ
ス
を
手
に
巻

き
つ
け
、
端
を
た
た
ん
で
掌
の
側
に
差
し
入
れ
、
石
鹸
を
つ
け
て
十

分
に
こ
す
っ
た
あ
と
、
何
度
も
拭
き
と
る
。
そ
し
て
バ
ス
タ
オ
ル
で

く
る
み
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
し
っ
か
り
と
湿
気
を

ふ
き
取
る
（
写
真
４
）。

大
量
皮
下
注
射
は
聖
路
加
の
教
員
で
あ
っ
た
桧
垣
氏
が
実
施
し
て

い
る
。
ガ
ラ
ス
の
イ
リ
ゲ
ー
タ
ー
に
ピ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
無
菌
的
に
注

射
液
を
流
し
い
れ
、
ア
ル
ミ
の
蓋
を
閉
じ
、
ク
レ
ン
メ
を
操
作
し
て

イ
リ
ゲ
ー
タ
ー
の
先
に
接
続
さ
れ
た
黒
の
ゴ
ム
管
に
注
射
液
を
満
た

す
。
黒
い
ゴ
ム
管
は
先
で
二
股
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
針

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
人
形
の
大
腿
の
二
箇
所
に
穿
刺
、
清

潔
な
ガ
ー
ゼ
を
当
て
て
留
め
る
。
現
在
、
大
量
皮
下
注
射
は
一
般
的

で
は
な
く
な
っ
た
し
、
デ
ィ
ス
ポ
―
ザ
ル
が
用
い
ら
れ
る
時
代
と

な
っ
た
が
、
基
礎
看
護
技
術
の
手
技
に
つ
い
て
は
現
在
の
も
の
と
ほ

ぼ
同
一
で
あ
る
。

米
国
公
文
書
館
の
文
書
記
録
に
は
、
模
範
学
院
の
教
員
が
学
内

演
習
の
な
か
で
基
礎
看
護
技
術
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
教
え
た
内

容
が
実
習
場
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
赤
中
央
病
院
の
ス
タ
ッ

フ
を
対
象
に
看
護
技
術
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
彼
ら

の
練
習
に
付
添
っ
た
と
い
う
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
学
内
で
学
ん

だ
こ
と
が
実
習
先
で
は
違
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

病
院
ス
タ
ッ
フ
に
ま
で
指
導
を
徹
底
し
た
教
師
た
ち
が
い
た
こ
と
に

驚
く
と
と
も
に
、
彼
ら
の
教
育
に
か
け
る
熱
意
に
は
頭
が
下
が
る
思

い
が
し
た
。
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国
の
た
め
に
尽
く
す
決
意
で
養
成
所
へ

小
学
校
に
入
っ
た
時
は
満
州
事
変
、
高
等
女
学
校
の
時
は
日
中
戦

争
、
秋
田
の
看
護
婦
養
成
所
の
時
は
大
東
亜
戦
争
で
、
ず
っ
と
戦
争

で
し
た
。
当
然
、
軍
国
教
育
で
す
ね
。
小
学
校
で
も
朝
は
横
隊
行
進

し
て
。
こ
う
い
う
教
育
を
徹
底
的
に
や
っ
た
ん
で
す
よ
。

小
学
校
三
年
の
時
、
慰
問
袋
と
慰
問
文
を
ち
ょ
っ
と
書
き
ま
し
た

が
、
寒
く
て
勉
強
す
る
の
が
嫌
で
も
、
一
生
懸
命
に
働
い
て
い
る
満

州
の
兵
隊
さ
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
頑
張
っ
て
勉
強
し
よ
う
、
そ
う
い

う
決
意
を
し
ま
し
た
ね
。

高
等
女
学
校
は
希
望
し
て
受
験
す
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
の
頃
は
入

る
人
が
少
な
か
っ
た
。
私
た
ち
の
頃
は
六
〇
人
位
の
内
四
人
が
女
学

校
に
入
り
ま
し
た
。
入
っ
た
と
き
は
、
学
校
の
先
生
に
な
る
か
な
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
小
さ
い
時
も
先
生
ご
っ
こ
を
や
っ
て
遊
ん
で
ま

し
た
ね
。

高
等
女
学
校
は
四
年
生
ま
で
で
し
た
が
、
師
範
学
校
を
受
け
て
先

生
に
な
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
日
赤
に
行
こ
う
か
、
本
当
に
迷
っ
た
ん

で
す
。
日
赤
っ
て
難
儀
だ
と
い
う
の
で
ね
。
一
人
っ
子
で
育
っ
た
も

ん
で
す
か
ら
、
日
赤
に
行
こ
う
と
し
た
ら
皆
に
反
対
さ
れ
て
ね
。
で

も
、
国
の
た
め
に
何
か
尽
く
さ
な
い
と
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た

の
で
、
皆
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
入
っ
た
ん
で
す
。

寄
宿
舎
で
の
生
活
は
本
当
に
厳
し
か
っ
た
。
三
年
間
だ
か
ら
、
一

年
生
は
ま
る
で
奴
隷
で
す
も
ん
。
二
年
生
は
鬼
、
三
年
生
は
神
様
と

言
う
ん
だ
け
ど
、
毎
週
土
曜
日
に
な
る
と
「
申
し
告
げ
」
が
あ
っ
て
、

寄
宿
舎
一
号
舎
で
の
一
週
間
の
生
活
や
出
来
事
を
、
ち
く
ち
く
と
言

わ
れ
て
。
勤
務
ぶ
り
も
そ
の
場
で
注
意
し
な
い
で
、
み
ん
な
集
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
注
意
す
る
ん
で
す
。
真
綿
で
締
め
ら
れ
る
み
た
い
な
感

じ
で
し
た
。

軍
と
の
訓
練
に
明
け
暮
れ

と
に
か
く
軍
隊
の
教
育
を
随
分
し
ま
し
た
。
陸
軍
と
共
同
訓
練
も

行
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
秋
田
赤
十
字
病
院
も
養
成
所
も
東
根
小
屋

町
に
あ
っ
て
、
秋
田
連
隊
が
そ
ば
に
あ
っ
た
ん
で
す
。
東
側
が
秋
田

連
隊
で
西
側
が
日
赤
だ
っ
た
の
で
す
。
特
攻
隊
の
記
念
と
か
の
時
に
、

共
同
で
土
崎
辺
り
ま
で
行
軍
し
ま
し
た
ね
。
重
い
荷
物
を
背
負
っ
た

兵
隊
ら
を
傷
病
兵
に
仕
立
て
て
担
架
に
乗
せ
て
運
ぶ
、
そ
ん
な
訓
練

で
す
。
四
人
一
グ
ル
ー
ブ
で
、「
担
架
訓
練
、
始
め
！
」
っ
て
言
う
と
、

四
番
の
人
が
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
と
担
架
を
担
い
で
来
る
。
来
た
ら
、ぱ
っ

と
担
架
を
組
み
立
て
る
。
そ
れ
か
ら
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
の
訓
練
も
し

ま
し
た
。「
マ
ス
ク
用
意
」
な
ん
て
言
う
と
、
ぱ
っ
と
マ
ス
ク
し
て
担

架
教
練
を
や
っ
た
り
。
担
架
教
練
は
厳
し
い
け
ど
、
そ
の
後
は
自
由

時
間
で
休
ま
せ
て
く
れ
る
か
ら
、
手
形
山
や
金
照
寺
山
に
行
く
の
は

と
っ
て
も
楽
し
み
で
し
た
。

看
護
婦
さ
ん
方
は
召
集
さ
れ
て
少
な
か
っ
た
か
ら
、
三
年
生
が
何

で
も
や
り
ま
し
た
。
包
帯
の
巻
き
方
と
か
、
薬
局
で
胃
薬
を
薬
包
紙

に
包
む
訓
練
も
あ
り
ま
し
た
。
健
康
診
断
に
も
よ
く
行
っ
て
身
長
を

測
っ
た
り
胸
囲
測
っ
た
り
し
ま
し
た
。
農
村
診
療
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
技

師
さ
ん
、
お
医
者
さ
ん
と
一
緒
に
行
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
あ
の
頃

「
く
る
病
」
と
い
う
の
が
は
や
っ
て
、
乳
幼
児
健
診
は
よ
く
行
き
ま
し

た
ね
。

私
た
ち
の
頃
は
、
学
校
保
健
と
い
う
養
護
教
員
の
教
育
も
や
っ
た

も
ん
で
す
か
ら
、
同
級
生
は
随
分
、
養
護
教
員
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
産
婆
学
と
い
う
講
習
が
あ
り
ま
し
た
。「
新
生
児
赤
芽
球
症

に
対
す
る
交
換
輸
血
」
を
本
邦
で
初
め
て
成
功
し
た
産
婦
人
科
医
長

の
関

せ
き
　
ひ
ろ
む闡

先
生
か
ら
講
義
を
受
け
ま
し
た
。
テ
ス
ト
は
受
け
た
い
人

だ
け
で
、
私
は
講
習
だ
け
受
け
ま
し
た
。

私
一
人
で
勤
務
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
て
最
初
は
病
理
研
究
室
で
し

た
。
他
に
は
二
年
生
一
人
、
三
年
生
一
人
、
技
師
さ
ん
が
い
て
、
そ

こ
で
は
専
ら
試
験
管
洗
い
だ
っ
た
ん
で
す
。
モ
ル
モ
ッ
ト
の
血
と
ヤ

ギ
の
血
を
採
っ
て
、
梅
毒
の
試
薬
も
作
り
ま
し
た
。

大
東
亜
戦
争
の
一
二
月
八
日
ま
で
は
辛
く
て
。
い
つ
辞
め
る
か
、

何
回
も
寄
宿
舎
の
五
号
室
で
同
級
生
と
一
緒
に
話
し
ま
し
た
。
泣
き

顔
と
か
は
見
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
夜
中
に
布
団
を
か
ぶ
っ

て
ね
。
お
互
い
に
手
を
出
し
て
手
の
ひ
ら
に
「
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と

書
き
ま
し
て
ね
。「
も
う
辞
め
て
帰
ろ
う
」
っ
て
相
談
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
、
家
族
や
皆
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
入
っ
た
も
ん
だ

〝
軍
国
乙
女
〟
と
し
て
の
青
春

高
梨
　
時
代

�

　
元
日
本
赤
十
字
社
山
形
支
部
第
四
九
四
救
護
班 

特
集
４:

赤
十
字
と
歴
史

―
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
日
赤
看
護
婦
・
戦
時
救
護
活
動
』
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か
ら
「
そ
れ
見
ろ
」、
な
ん
て
言
わ
れ
る
の
が
悔
し
い
し
、
も
う
少
し

我
慢
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
一
二
月
八
日
以
降
は
、
も
う
す
っ
か

り
弱
音
を
吐
か
ず
に
、
ビ
シ
ッ
と
気
持
ち
を
改
め
て
ま
し
た
ね
。
私

と
し
て
は
、
と
に
か
く
一
生
懸
命
勉
強
し
て
、
い
い
看
護
師
に
な
っ

て
お
国
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
と
い
う
、
そ
ん
な
気
持
ち
で
し
た
ね
。

昭
和
一
八
年
一
一
月　

救
護
要
員
と
し
て
応
召

（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
三
〇
日　
秋
田
赤
十
字
病
院
甲
種
救
護
看
護
婦
養

成　
所（
第
三
四
回
生
）と
し
て
卒
業
す
る
）

父
も
海
軍
に
勤
め
て
い
た
の
で
、
五
カ
月
早
く
一
〇
月
三
〇
日
に

繰
り
上
げ
卒
業
に
な
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
仕
方
が
な
い
と
思
っ
た
ん

で
す
。
学
生
の
う
ち
は
、
召
集
さ
れ
な
い
で
す
け
ど
、
家
に
帰
っ
た

翌
日
、
召
集
が
来
ま
し
た
。
一
一
月
八
日
で
し
た
。
こ
の
知
ら
せ
は
、

私
た
ち
内
地
の
人
は
赤
紙
で
な
く
て
、
官
報
と
い
う
電
報
で
く
る
ん

で
す
。
救
護
班
要
員
と
し
て
召
集
が
あ
っ
て
、
そ
の
日
は
旅
館
に
泊

ま
っ
て
、
次
の
日
の
朝
、
東
京
へ
行
っ
て
か
ら
茨
城
に
入
り
ま
し
た
。

行
く
時
は
、
近
所
の
人
み
ん
な
が
駅
ま
で
送
っ
て
く
れ
て
、
の
ぼ
り

旗
も
し
て
く
れ
て
。
千
人
針
な
ん
か
も
や
っ
て
く
れ
て
、
遺
書
も
書

き
ま
し
た
。
髪
の
毛
と
か
、爪
を
切
っ
て
写
真
と
一
緒
に
入
れ
て
行
っ

た
ん
で
す
。
あ
の
頃
は
、
国
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
の
は
当
た
り
前

で
し
た
。
召
集
さ
れ
た
時
は
、
も
う
嬉
し
く
て
ね
。
で
も
、
あ
の
頃

は
外
地
に
行
っ
て
働
き
た
か
っ
た
ね
。
や
っ
ぱ
り
軍
国
の
乙
女
で
す

ね
。所

属
し
て
い
た
四
九
四
班
は
、
看
護
婦
長
二
名
、
看
護
婦
二
八
名

で
、
使
丁
一
名
で
し
た
。
私
た
ち
が
行
っ
た
頃
は
、
救
護
班
の
宿
舎

が
い
っ
ぱ
い
で
、
官
舎
に
し
ば
ら
く
住
ま
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
秋

田
班
が
一
個
班
行
っ
て
た
の
で
、
と
て
も
心
強
か
っ
た
。
空
襲
は
ま

だ
で
し
た
か
ら
、
日
本
の
飛
行
機
だ
け
で
敵
機
は
来
な
か
っ
た
け
ど
、

訓
練
で
は
電
話
が
聞
こ
え
な
い
く
ら
い
音
が
ひ
ど
か
っ
た
ね
。
陸
軍

に
だ
け
召
集
に
な
る
か
ら
と
、
海
軍
の
こ
と
は
勉
強
も
省
略
し
て
ま

し
た
。
海
軍
は
医
療
、
衛
生
材
料
と
か
機
械
の
名
前
も
み
ん
な
違
う

の
で
分
か
ら
な
か
っ
た
。
陸
軍
は
医
長
殿
と
か
院
長
殿
と
か
言
っ
て
、

海
軍
で
は
「
医
長
」
と
呼
び
、「
殿
」
は
つ
け
な
い
ん
で
す
。「
婦
長
」

と
は
と
っ
て
も
言
え
な
く
て
「
婦
長
殿
」
っ
て
言
う
と
、
先
生
方
か

ら
は
、「
婦
長
は
偉
い
ね
。
僕
ら
は〝
殿
〟な
ん
て
つ
け
ら
れ
な
い
け
ど
」

な
ん
て
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。

私
た
ち
は
海
軍
の
経
験
が
な
い
も
の
だ
か
ら
二
週
間
見
学
し
て
か

ら
、
軽
症
病
棟
と
病
理
検
査
室
と
薬
局
と
三
つ
に
分
か
れ
て
配
属
さ

れ
ま
し
た
。
霞
ヶ
浦
海
軍
病
院
は
、
衛
生
兵
の
養
成
機
関
で
も
あ
っ

た
の
で
、
ま
だ
防
空
壕
も
完
備
し
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
防
空
壕
を

掘
る
兵
隊
だ
け
で
な
く
私
た
ち
も
防
空
壕
を
掘
り
、
土
を
入
れ
て
担

ぐ
。
そ
う
い
う
作
業
も
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
雪
は
降
ら
な
い
け
ど
霜

柱
が
出
る
く
ら
い
寒
く
て
ね
。

軽
症
病
棟
は
入
退
院
が
激
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
あ
の
頃
は
、
お

医
者
さ
ん
が
話
す
の
を
全
部
手
書
き
し
、
カ
ル
テ
に
写
し
て
た
。
入

退
院
す
る
と
、
今
度
は
ハ
ン
コ
を
も
ら
い
に
歩
い
て
ね
。
私
は
、
ず
っ

と
お
医
者
さ
ん
の
話
し
た
こ
と
を
書
く
陪
診
と
い
う
の
を
や
っ
た
ん

で
す
。

あ
の
頃
は
、
上
級
、
下
級
の
差
が
歴
然
と
し
て
い
た
か
ら
、
同

級
生
で
も
並
ぶ
の
は
成
績
順
。
婦
長
殿
が
一
番
上
、
次
に
私
た
ち
の

上
に
い
る
卒
業
生
二
人
、
そ
れ
か
ら
私
、
友
達
、
乙
種
の
順
で
並
ぶ
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
決
ま
っ
て
い
た
。

患
者
の
手
を
借
り
な
が
ら
看
護

軽
症
病
棟
の
患
者
さ
ん
は
、
大
部
屋
に
ま
と
め
て
寝
て
い
ま
し
た
。

軽
症
者
は
ベ
ッ
ド
で
な
く
布
団
を
敷
い
て
畳
の
上
に
寝
て
た
ん
で
す
。

そ
こ
に
は
患
者
長
と
い
う
の
が
い
て
、
号
令
を
か
け
て
脈
を
測
っ
た

り
。
宿
直
の
時
は
、救
護
班
の
人
が
「
誰
々
さ
ん
」
っ
て
言
う
と
、「
脈

拍
何
回
、
体
温
何
度
何
分
」、
便
通
が
あ
れ
ば
「
何
回
」
と
言
っ
て
ま

し
た
。
上
官
ク
ラ
ス
と
重
症
の
人
は
個
室
に
い
た
か
ら
、
脈
を
測
っ

た
り
検
温
し
た
り
、
お
世
話
し
ま
し
た
。
食
事
の
世
話
も
患
者
さ
ん

が
や
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
上
官
に
は
岡
持
ち
に
入
れ
て
一
つ
ず
つ
運

び
ま
し
た
け
ど
、
食
事
も
位
で
違
い
ま
し
た
。

軽
症
病
棟
か
ら
山
形
班
は
結
核
病
棟
に
移
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
行

く
患
者
は
、
軍
隊
復
帰
は
望
め
な
い
方
も
多
か
っ
た
か
ら
、
ど
う
せ

天
命
と
い
う
感
じ
で
荒す

さ

む
ん
で
す
ね
。
私
た
ち
は
痰
つ
ぼ
を
交
換
し

た
り
し
ま
し
た
。
結
核
に
な
る
と
痔
が
悪
く
な
っ
て
痔
瘻
の
手
当
も

必
要
な
ん
で
す
が
、
手
術
も
な
か
っ
た
し
対
症
療
法
だ
か
ら
若
く
て

死
ぬ
人
も
い
て
ね
。
血
痰
、
喀
血
し
た
り
し
て
、
家
族
と
も
会
え
な

く
て
ね
。
私
た
ち
の
手
を
握
っ
て
み
ん
な
死
ん
で
い
き
ま
し
た
。
死

ぬ
と
き
は
、
や
っ
ぱ
り
傍
に
つ
い
て
い
て
も
ら
い
た
い
の
よ
ね
。
で

も
、
大
勢
い
る
も
の
だ
か
ら
、
一
人
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
い
ら
れ
な

く
て
大
変
で
し
た
ね
。

海
軍
飛
行
予
科
練
習
生
も
随
分
入
院
し
て
ま
し
た
ね
。
そ
の
中
に

米
沢
と
酒
田
の
人
が
い
て
山
形
班
が
来
て
い
る
と
聞
い
て
よ
く
面
会

に
来
て
ま
し
た
。
私
た
ち
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
ご
馳
走
し
て
ね
。

呼
吸
器
病
棟
か
ら
、
第
四
病
舎
へ
移
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
の

軍
医
さ
ん
が
玉
砕
を
経
験
し
た
軍
医
少
佐
で
し
た
。
昭
和
一
九
年

頃
、
こ
の
戦
い
は
負
け
る
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
熱
血

乙
女
だ
か
ら
、
そ
ん
な
先
生
を
「
非
国
民
」
と
い
っ
た
り
し
ま
し
た
。

「
君
た
ち
は
外
地
の
経
験
が
な
い
か
ら
負
け
る
っ
て
分
か
ら
な
い
ん

だ
」
っ
て
言
う
の
で
、「
そ
ん
な
は
ず
な
い
」
っ
て
食
っ
て
か
か
っ
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た
も
ん
で
す
。

外
科
病
棟
で
は
消
毒
も
設
備
も
な
い
か
ら
ガ
ー
ゼ
も
滅
菌
さ
れ
な

い
ん
で
す
。
こ
の
頃
は
敵
機
が
沢
山
来
る
か
ら
、
灯
火
管
制
で
窓
を

全
部
暗
く
し
て
、
ろ
う
そ
く
の
灯
り
で
開
腹
手
術
を
や
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

衛
生
材
料
に
も
事
欠
く
終
戦
間
際

当
時
の
生
活
は
、
日
曜
日
の
半
分
ぐ
ら
い
は
外
出
で
き
た
け
ど
、

軍
の
人
に
荷
物
点
検
さ
れ
ま
し
た
。
二
列
に
整
列
し
て
「
前
列
何
歩

前
へ
進
め
！
」「
包
み
を
解
け
！
」
っ
て
ね
。
霞
ヶ
浦
周
辺
の
店
に

は
物
が
な
く
て
。
あ
の
頃
は
本
当
に
食
糧
事
情
が
悪
く
て
と
て
も
酷

か
っ
た
け
ど
、
若
い
か
ら
食
べ
た
く
て
ね
。
外
出
し
て
も
そ
ん
な

に
買
え
る
物
が
な
い
ん
で
す
よ
。
婦
長
殿
が
「
一
般
の
人
は
サ
ツ
マ

イ
モ
も
な
か
な
か
買
え
な
い
ん
だ
か
ら
」
っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、

内
緒
で
サ
ツ
マ
イ
モ
を
買
っ
て
何
回
も
叱
ら
れ
ま
し
た
。

国
か
ら
の
給
料
は
月
に
七
五
円
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
婦
長
さ
ん

は
一
〇
〇
円
ち
ょ
っ
と
。
乙
種
は
ぐ
っ
と
下
で
し
た
ね
。
甲
種
が
一

番
高
く
て
、
伝
染
病
病
棟
に
勤
務
し
て
い
る
と
危
険
手
当
と
し
て
五

円
余
計
に
も
ら
え
た
ん
で
す
。

東
京
大
空
襲
の
三
月
一
〇
日
、
茨
城
か
ら
も
真
っ
赤
に
な
っ
て
見

え
た
ん
で
す
よ
。
ダ
ン
ダ
ン
ッ
て
相
当
大
き
な
音
も
聞
こ
え
た
。
酷

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
高
射
砲
の
破
片
な
ん
か
ボ
ロ
ボ
ロ
飛
ん
で
く
る

か
ら
、
重
い
鉄
か
ぶ
と
を
か
ぶ
っ
た
り
、
防
空
頭
巾
を
分
厚
く
し
て

作
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
っ
て
防
空
壕
に
避
難
し
ま
し
た
ね
。

衛
生
材
料
も
長
期
戦
に
備
え
、
外
科
的
な
も
の
も
全
部
洗
っ
て

再
生
す
る
。
栄
養
不
良
で
体
温
も
冷
た
く
て
、
次
の
日
に
は
死
ん
で

い
る
と
い
う
よ
う
な
人
が
多
か
っ
た
。
一
二
～
一
三
歳
の
子
ど
も
も
、

ま
る
で
お
じ
い
さ
ん
み
た
い
に
や
せ
細
っ
て
、
手
と
か
足
と
か
末
梢

部
が
み
ん
な
腐
れ
て
い
る
人
を
手
当
て
し
ま
し
た
。

敵
機
と
交
戦
し
て
、
飛
行
機
で
墜
落
し
全
身
や
け
ど
も
負
っ
た

人
は
、
包
帯
交
換
す
る
の
に
一
時
間
も
か
か
っ
た
。
薬
は
一
服
も
な

い
し
、
口
も
や
っ
と
吸
い
飲
み
が
で
き
る
く
ら
い
し
か
開
か
な
く
て
、

目
の
辺
り
に
う
じ
が
湧
い
て
、
そ
れ
を
取
っ
た
り
し
て
ね
。
す
ご
く

痛
が
っ
て
。
本
当
に
全
身
や
け
ど
と
い
う
の
は
何
日
も
痛
く
て
か
わ

い
そ
う
で
し
た
。

敗
戦
を
振
り
返
っ
て

終
戦
は
霞
ヶ
浦
海
軍
病
院
の
分
院
が
あ
っ
た
郡
山
で
迎
え
ま
し
た
。

天
皇
の
お
言
葉
が
あ
る
と
い
う
時
は
、
暑
い
日
で
し
た
が
一
時
間
前

に
集
合
し
て
「
気
を
付
け
」
を
し
ま
し
た
。
郡
山
は
山
が
深
い
の
で
ラ

ジ
オ
が
聞
こ
え
ず
ら
く
て
、「
頑
張
れ
っ
て
言
っ
た
ん
だ
な
」
っ
て

い
う
人
も
い
れ
ば
、
泣
い
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
ね
。
負
け
た
の
だ

と
分
か
る
と
、
み
ん
な
が
っ
か
り
し
て
ね
。
で
も
そ
の
反
面
、
今
日

か
ら
灯
火
管
制
し
な
く
て
も
い
い
、
暗
く
し
な
く
て
も
い
い
と
「
敗

戦
で
良
か
っ
た
な
」
と
言
っ
て
い
た
。

私
た
ち
は
「
軍
国
乙
女
」
で
育
っ
た
の
で
、
間
違
っ
た
戦
争
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
国
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
尽
く
せ
て
本

当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
兵
隊
さ
ん
ら
が
元
気
に
な
っ
て

退
院
し
、
見
送
る
こ
と
が
で
き
て
。
航
空
隊
の
人
は
お
礼
に
飛
行
機

で
旋
回
し
て
い
き
ま
し
た
。
貴
重
な
、
得
ら
れ
な
い
体
験
を
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力:

　
　

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学　

 

新
沼　

剛
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）

　
　

聖
カ
タ
リ
ナ
大
学　

 
永
易　

裕
子

編
集
協
力:

　
　

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学　

荻
原
麻
紀
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）

 

佐
藤
美
恵
子
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）
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◆
新
刊
案
内
『
佐
野
常
民
伝
』

 
時
代
が
大
き
く
変
わ
る
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
遠
い

未
来
を
見
据
え
て
動
い
て
い
た
佐
賀
藩
の
精
鋭
に
し
て
情
に

溢
れ
る
男
「
佐
野
常
民
」。
彼
は
ま
た
、
実
力
さ
え
あ
れ
ば
他

藩
の
人
材
で
も
積
極
的
に
登
用
し
不
合
理
な
制
度
は
変
え
て

い
く
変
化
を
恐
れ
な
い
進
歩
的
な
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
彼
は
、
当
時
、
世
界
の
国
々
が
一
同
に
会
し
最
先

端
の
技
術
と
文
化
を
披
露
し
て
競
い
合
う
、
国
の
命
運
を
か
け

た
一
大
行
事
、
パ
リ
、
ウ
ィ
ー
ン
の
二
度
の
万
国
博
覧
会
に
佐

賀
、
明
治
政
府
の
出
展
責
任
者
を
務
め
た
。
そ
こ
で
、
赤
十
字

と
出
会
い
赤
十
字
の
よ
う
な
人
道
組
織
の
発
展
こ
そ
、
文
明
進

歩
の
証
（
あ
か
し
）
で
あ
る
と
の
思
い
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
多
才
な
佐
野
常
民
が
晩
年
に
し
て
、
自
ら
の
人
生

の
集
大
成
と
し
て
博
愛
社
（
後
の
日
本
赤
十
字
社
）
の
創
設
に
情

熱
を
注
い
だ
の
は
な
ぜ
か
。
本
書
を
通
じ
て
、
佐
野
常
民
の
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
業
績
と
人
柄
を
再
発
見
す
る
と
と
も

に
、
常
民
の
生
き
方
を
通
じ
て
、
今
一
度
日
本
赤
十
字
社
の
創

設
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
て
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
Ａ
五
判
、
六
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

◆
好
評
続
く

　『
赤
十
字
か
ら
の
お
く
り
も
の
』

本
書
は
、
元
日
本
赤
十
字
社
青
少
年
課
長
で
ア
ジ
ア
初
、

女
性
で
初
め
て
国
際
赤
十
字
最
高
の
栄
誉
と
さ
れ
る
ア
ン
リ
・

デ
ュ
ナ
ン
記
章
を
受
賞
さ
れ
た
橋
本
祐
子
（
さ
ち
こ
）
氏
の
数
々

の
名
言
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

橋
本
氏
は
、
赤
十
字
や
国
際
人
道
法
の
本
質
を
鋭
く
言
い

当
て
る
魅
力
溢
れ
る
言
葉
を
数
多
く
残
さ
れ
た
が
、
本
書
に
も

そ
の
力
強
い
言
葉
の
数
々
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

…
…
「
現
実
を
踏
ま
え
て
理
想
を
忘
れ
ず
、
今
、
手
元

に
あ
る
苦
痛
と
死
を
取
り
除
く
努
力
に
よ
っ
て
理
想
に
近

づ
く
。
こ
れ
が
赤
十
字
の
人
道
で
す
。」

…
…
そ
こ
に
溺
れ
か
か
っ
た
人
が
い
る
。「
ま
あ
、
か

わ
い
そ
う
に
！
」
だ
け
で
は
救
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

知
恵
と
技
術
が
な
け
れ
ば
救
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
反

対
に
知
恵
と
技
術
だ
け
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
悪
用
さ

れ
れ
ば
な
お
悪
い
。「
行
動
な
き
理
念
は
無
意
味
で
あ
り
、

理
念
な
き
行
動
は
凶
器
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

…
…

多
く
の
赤
十
字
人
の
心
に
途
絶
え
こ
と
の
な
い
明
か
り
を

灯
し
続
け
た
橋
本
祐
子
氏
の
言
葉
が
、
本
書
を
通
じ
て
鮮
や
か

に
蘇
り
ま
す
。　
（
Ａ
五
判
、
三
四
頁
）

こ
れ
ら
の
書
籍
の
お
問
合
せ
は
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道

　

研
究
セ
ン
タ
ー
ま
で
。　
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Abstract

Policies that impact humanitarian organizations’ ability to secure
humanitarian access: A case study of  Somalia

Takeshi NIINUMA

（Japanese Red Cross Akita College of  Nursing）

This study examines policies that impact humanitarian organizations’ ability to secure 

humanitarian access using Somalia as a case study. In this study, the Red Cross and 

Red Crescent Movement (RCRC) is classified as “classical humanitarianism,” which 

respects humanitarian principles such as impartiality and neutrality in order to separate 

humanitarian assistance and politics. The UN humanitarian agencies are classified as “new 

humanitarianism,” which includes the integration of  humanitarian assistance and conflict 

resolution in order to improve the effectiveness of  humanitarian assistance. The international 

community’s state-building and counter-terrorism strategies in Somalia have created a 

situation in which humanitarian operations are highly politicized and militarized. This makes 

it more difficult for UN humanitarian agencies to secure humanitarian access, because they 

have been integrated into the UN political and security sector. On the contrary, the thorough 

“acceptance” strategies and community-based activities enable the RCRC to secure some 

limited humanitarian access.

Keyword: classical humanitarianism, new humanitarianism, humanitarian principles, consent-

based approach, hardened approach
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