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公
害
に
関
係
す
る
法
領
域
の
中
心
が
行
政
法
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
妾
、
れ
は
極
め
て
多
方
面
に
亙
つ
て
公
害
と
関
係
す
る
．
公
害

防
止
の
た
め
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
諸
々
の
施
策
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
に
伴
う
諸
機
関
の
設
置
、
そ
の
権
限
の
定
め
、
更
に
は
、
公
害
に

係
る
紛
争
の
処
理
及
び
被
害
の
救
済
等
す
こ
ぶ
る
広
範
囲
に
及
び
、
し
か
も
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
公
害
現
象
の
複
雑
性
、
多
様
性
等
に
影
響
さ

れ
て
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
複
雑
多
様
で
あ
る
。
ま
た
公
害
現
象
が
、
専
ら
産
業
の
発
達
、
国
土
の
開
発
、
国
民
生
活
の
都
市
化
等
の
社
会
的
・
経

済
的
要
素
と
結
合
し
て
生
ず
る
現
象
で
あ
り
、
従
つ
て
、
固
定
的
で
は
な
く
流
動
的
で
あ
り
、
社
会
的
・
経
済
的
諸
条
件
の
変
化
に
つ
れ
て
、
公

害
も
量
的
又
は
質
的
に
変
化
し
て
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
新
し
い
種
類
の
公
害
が
次
々
に
発
生
し
て
く
る
現
象
が
見
ら
れ
、
将
来
も
そ
の
発
生
が

懸
念
さ
れ
る
。
従
つ
て
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
も
、
絶
え
ず
新
し
い
、
困
難
な
問
題
が
つ
き
ま
と
い
、
行
政
的
施
策
に
つ
い
て
も
絶
え
ざ
る
研
究

と
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
公
害
対
策
に
関
す
る
法
規
範
も
、
横
の
面
に
お
い
て
複
雑
多
様
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
縦
の
面
に
お
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い
て
も
、
絶
え
ず
、
事
態
の
変
化
に
応
じ
た
流
動
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
行
政
法
が
、
公
害
関

係
の
法
領
域
と
し
て
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
然
し
、
公
害
は
ま
た
、
我
々
の
社
会
生
活
の
中
に
、
被
害
者
と
加
害
者
と
い
う
現
実
の
関
係
を
作
り
出
す
。
こ
の
関
係
の
詳
細
な
分
析
は
、
後

に
あ
ら
た
め
て
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
、
主
と
し
て
被
害
者
か

ら
加
害
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求
と
い
う
形
で
、
法
律
間
題
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
従
来
の
法
体
系
の
下
で
は
、
ま
さ
し

く
、
民
事
法
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
紛
争
解
決
の
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
（
社
会
運
動
的
な
解
決
の
方
法
を
と
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
り
、
ま

た
各
地
で
現
に
こ
の
よ
う
な
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
別
論
と
す
る
）
、
従
来
の
司
法
的
手
段
殊
に
民
事
訴

訟
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
い
う
を
侯
た
な
い
。
勿
論
、
従
来
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
や
そ
の
他
の
者
に
よ
つ
て
、
事
実
上
紛

争
の
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
、
公
害
対
策
基
本
法
（
以
下
基
本
法
と
略
称
す
る
）
も
、
そ
の
第
二
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、

「
政
府
は
、
公
害
に
係
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
和
解
の
仲
介
、
調
停
等
の
紛
争
処
理
制
度
を
確
立
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
一
〇
八
号
）
が
制
定
さ
れ
和
解
の
仲
介
、
調
停
及
び

仲
裁
の
三
者
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紛
争
の
強
制
的
な
解
決
方
法
と
し
て
は
、
従
来
の
民
事
訴
訟
制
度
が
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
つ
て
、
現
に
、
我
が
国
の
四
大
公
害
事
件
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
、
四
日
市
公
害
事
件
、
水
俣
病
事
件
、
阿
賀
野
川
水
銀
中
毒
事
件
、

神
通
川
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
事
件
等
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
公
害
は
民
事
法
の
領
域
に
お
い
て

も
、
大
き
な
問
題
と
な
つ
て
い
る
が
、
現
行
の
民
事
実
体
法
や
手
続
法
の
規
定
や
従
来
の
法
理
論
が
、
果
し
て
十
分
な
機
能
を
果
し
得
る
か
は
多
大

の
疑
問
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
損
害
賠
償
責
任
の
根
拠
、
無
過
失
賠
償
責
任
の
間
題
、
因
果
関
係
の
立
証
の
問
題
等
々
に
関
し
て
、
夙
に
、
多
く

の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
問
題
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
し
い
理
論
又
は
立
法
の
必
要
が
切
実
に
感
ぜ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
公
害
現
象
は
、
未
開
発
国
は
別
と
し
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
世
界
各
国
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
問
題



で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
国
境
を
越
え
た
地
球
の
間
題
と
な
つ
て
お
り
、
今
後
そ
の
防
止
の
た
め
に
世
界
各
国
の
一
層
の
協
力
が
要
請
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
国
連
に
お
い
て
も
、
昭
和
四
五
年
三
月
に
第
一
回
の
準
備
会
を
開
催
し
、
一
九
七
二
年
に
は
、
ス
エ
ー
デ
ン
で
、
人
間
環
境
に
関

す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
国
連
会
議
を
開
く
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
が
て
法
的
に
は
国
際
法
に
つ
な
が
る
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
し
か
ら
ば
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
刑
事
法
の
面
か
ら
公
害
を
考
察
し
た
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
公
害

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
防
止
の
た
め
の
施
策
を
中
心
と
し
た
一
連
の
行
政
法
規
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
規
に
基

づ
く
施
策
や
規
制
を
行
う
た
め
の
命
令
や
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
各
種
の
罰
則
規
定
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
こ
れ
ら

の
罰
則
規
定
は
、
従
来
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
例
に
よ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
行
政
刑
法
的
法
規
範
で
あ
る
。
こ
の
種
の
法
規
範
は
、
他

の
行
政
法
規
中
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
に
、
行
政
法
規
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
義
務
に
違
反
す
る
行
為
、
こ
と
に
公
害
防
止
と
い
う
行
政
目
的
達

成
の
た
め
に
な
さ
れ
る
命
令
や
禁
止
に
違
反
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
、
少
く
と
も
直
接
は
、
行
政
法
規
こ
と
に
そ
れ
に
基
づ
く

命
令
や
禁
止
の
実
効
性
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
目
的
が
存
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
つ
て
そ
れ
は
、
公
害
に
関

す
る
諸
行
政
法
規
の
内
容
の
変
更
と
共
に
変
更
さ
れ
て
行
く
性
質
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
で
は
、
他
の
一
般
行
政
刑
罰
法
規
と
異
る
と
こ
ろ

は
な
い
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
害
そ
の
も
の
が
、
主
と
し
て
、
近
代
産
業
の
発
達
や
国
民
生
活
の
都
市
化
等
に
伴
う
現
象
と
し
て
、

種
々
複
雑
困
難
な
問
題
を
提
供
し
て
お
り
、
従
つ
て
公
害
行
政
そ
の
も
の
も
、
こ
れ
に
対
処
す
る
国
の
基
本
的
な
姿
勢
か
ら
、
個
々
の
細
か
い
対

策
に
い
た
る
ま
で
、
複
雑
多
様
な
問
題
を
包
蔵
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
固
定
的
で
な
く
流
動
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
公
害
行
政
法
規
中
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
諸
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
も
、
他
の
行
政
刑
罰
法
規
に
見
ら
れ
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公
害
対
策

に
お
け
る
国
の
基
本
的
姿
勢
f
そ
れ
自
体
は
ま
た
世
論
そ
の
他
の
諸
要
素
に
よ
つ
て
強
く
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
ー
の
変
化
が
、
行

政
刑
罰
法
規
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
今
回
の
大
気
汚
染
防
止
法
の
改
正
法
や
、
従
来
の
「
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
法
律
」
及
び

「
工
場
排
水
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
代
つ
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
一
三
八
号
）
に
お
い
て
、
従
来
と
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異
り
、
排
出
基
準
又
は
排
大
基
準
に
適
含
し
な
い
ば
い
煙
又
は
排
出
水
を
排
出
す
る
行
為
を
直
接
処
罰
す
る
い
わ
ゆ
る
直
罰
主
義
が
と
ら
れ
る
に

い
た
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
へ
大
気
汚
染
防
止
法
第
二
二
条
第
一
項
、
第
三
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
同
第
二
項
、
水
質
汚

濁
防
止
法
第
二
秦
第
一
項
、
第
三
一
条
第
一
項
第
一
号
、
同
第
二
項
）
．
ま
た
そ
の
内
容
も
、
排
出
基
準
や
排
水
基
準
の
変
更
に
よ
つ
て
変
更
さ
れ
て

く
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
さ
て
右
の
よ
う
な
行
政
犯
的
犯
罪
の
外
に
、
公
害
に
関
連
し
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
犯
罪
す
な
わ
ち
刑
事
犯
的
犯
罪
が
成
立
し
得
る
余
地

が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
傷
害
罪
（
刑
法
第
二
〇
四
条
）
傷
害
致
死
罪
（
刑
法
第
二
〇
五
条
）
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
（
刑
法
第
二
一

一
条
）
、
建
造
物
損
壊
罪
（
刑
法
第
二
六
〇
条
）
器
物
損
壊
罪
（
刑
法
第
二
六
一
条
）
等
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
、
偶
々
当
該
ケ
ー
ス
が
、
こ
れ
ら
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
も
つ
て
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

に
止
ま
り
、
右
の
諸
規
定
は
、
元
来
、
公
害
現
象
を
意
識
し
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
公
害
の
犯
罪
性
を
的
確
に

捉
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
公
害
現
象
が
、
量
的
に
も
質
的
に
も
著
し
く
増
大
悪
化
し
て
、
我
々
の
健
康
維
持
の
上
で
ま
こ
と
に
重
大
な
問
題
と
な
つ
て
ぎ
た

こ
と
に
伴
つ
て
（
そ
れ
は
前
述
し
た
四
大
公
害
病
に
よ
つ
て
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
）
、
た
ま
た
ま
刑
法
の
全
面
改
正
に
つ
い
て
審
議
し
つ
つ
あ
つ
た
法

制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
の
第
十
七
回
会
議
（
昭
和
四
三
年
＋
月
十
五
日
、
同
十
六
日
開
催
）
に
お
い
て
、
公
害
に
つ
い
て
も
刑
法
中
に
特
別
の
規
定

を
設
け
、
あ
る
種
の
行
為
は
こ
れ
を
刑
事
犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
第
四
小
委
員
会
に
お
い
て
、
健
康
に
害
の

あ
る
物
質
を
排
出
し
て
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
険
を
生
ぜ
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
規
定
が
参
考
案
と
し
て
作
成
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
公
害
罪
の
新
設
と
L
て
、
世
人
の
反
響
と
論
議
を
呼
ん
だ
が
、
そ
の
後
僅
か
の
間
に
、
公
害
問
題
は
急
速
に
深
刻
の
度
を
増
し
、
社
会

的
・
政
治
的
に
も
、
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
極
め
て
重
大
な
問
題
と
な
り
、
政
府
と
し
て
も
一
層
強
力
・
効
果
的
な
対
策
を
講
ず
る
必
要
に

迫
ら
れ
、
昨
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
、
基
本
法
の
改
正
を
は
じ
め
と
し
て
一
連
の
公
害
関
係
法
律
の
改
正
や
新
設
を
は
か



つ
た
の
で
あ
る
が
．
こ
れ
と
共
に
「
人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
公
害
犯
罪
処
罰
法
と
略
称
す
る
）
が
制
定
さ
れ
（
昭

和
四
五
年
法
律
第
一
四
二
号
）
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
同
法
は
そ
の
成

立
の
過
程
に
お
い
て
種
々
の
論
議
を
生
ん
で
お
り
、
ま
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
理
論
上
又
は
解
釈
・
適
用
上
多
く
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
究
明
や
解
決
は
、
学
者
や
実
務
家
に
科
せ
ら
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
公
害
に
関
す
る
刑
罰
法
規
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
公
害
行
政
関
係
の
各
種
法
規
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
専
ら
行

政
刑
法
的
な
刑
罰
法
規
と
右
の
公
害
犯
罪
処
罰
法
と
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
．
本
稿
に
お
い
て
我
々
は
、
二
種
類
の
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
、
そ

の
性
格
、
内
容
、
両
者
の
相
互
関
係
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
の
限
界
、
実
効
性
等
々
に
つ
い
て
逐
次
検
討
し
、
さ
ら
に
、
で
き
得
る
な
ら
ば
将
来
の

立
法
へ
の
指
針
を
見
出
そ
う
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
外
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
現
行
刑
法
の
規
定
中
に
も
公
害
現
象
に
適
用
さ
れ
る

可
能
性
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
が
、
い
か
な
る
形
で
、
い
か
な
る
限
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
の
目
的
は
右
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
害
は
極
め
て
複
雑
特
異
な
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
刑
事
法
の

立
場
か
ら
考
察
す
る
場
合
に
も
、
従
来
の
刑
法
理
論
の
適
用
に
あ
た
つ
て
、
他
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
種
々
の
困
難
な
問
題
が
生
ず
る

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
新
ら
し
い
理
論
の
必
要
性
も
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
従
つ
て
前
述
の
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
公

害
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
考
察
を
施
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
．
便
宜
上
こ
れ
を
、
公
害
の
概
念
（
公
害
一
般
の
概
念
）
、
公

害
の
種
類
．
公
害
の
特
質
、
公
害
の
実
態
そ
の
他
に
分
つ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
．
そ
し
て
こ
れ
ら
の
考
察
の
結
果
を
基
礎
と
し

て
、
刑
事
法
の
面
よ
り
の
考
察
に
入
り
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
右
の
よ
う
な
公
害
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
色
々
の
面
か
ら
多
く
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
お
る
が
、
私
は
、
右
に

述
べ
た
よ
う
な
目
的
か
ら
、
専
ら
刑
事
法
的
考
察
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
ま
た
こ
れ
ら
研
究
者
の
研
究
を
参
考
と
し
つ
つ
、
私
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な
り
の
思
索
に
よ
つ
て
、
問
題
を
整
理
、

検
討
し
て
い
ぎ
度
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。
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二
　
一
般
的
考
察

一
　
公
害
の
概
念

　
ラ
　
一
　
公
害
の
概
念
要
素

　
（

　
工
場
の
煙
突
か
ら
は
き
出
さ
れ
る
煙
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
等
に
よ
つ
て
大
気
が
汚
染
さ
れ
、
呼
吸
器
を
や
ら
れ
た
り
、
目
や
鼻
を
侵
さ
れ
た

り
す
る
人
が
沢
山
で
き
る
と
か
、
工
場
や
鉱
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
液
あ
る
い
は
又
各
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
等
に
よ
つ
て
河
や
海
が
汚

染
さ
れ
、
魚
介
類
が
多
量
に
死
滅
す
る
と
か
、
更
に
は
ま
た
有
害
物
質
が
人
体
に
摂
取
さ
れ
て
、
水
俣
や
富
山
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
い
た
ま
し
い

病
気
に
か
か
り
、
中
に
は
悲
惨
な
死
に
追
い
や
ら
れ
た
人
も
少
く
な
い
、
と
い
つ
た
よ
う
な
、
我
々
に
と
つ
て
ま
こ
と
に
恐
る
べ
ぎ
ま
た
悲
し
む

べ
き
一
連
の
現
象
が
現
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
一
連
の
現
象
が
「
公
害
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
し
か

し
、
し
か
ら
ば
公
害
と
は
何
ぞ
や
、
と
い
う
こ
と
を
間
う
た
場
合
、
す
な
わ
ち
公
害
の
概
念
い
か
ん
を
定
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。

　
い
う
迄
も
な
く
社
会
現
象
は
、
我
々
の
概
念
規
定
や
定
義
づ
け
と
は
無
関
係
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
す
る
社
会
現
象
に
対
し

て
我
々
が
関
心
を
持
ち
こ
れ
に
対
し
て
何
等
か
の
態
度
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
対
象
決
定
と
の
関
連
に
お
い
て
、
概
念

決
定
や
定
義
づ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
勿
論
こ
の
場
合
そ
れ
は
或
る
も
の
の
対
象
づ
け
の
問
題
で
あ
る
か
ら
全
く
任
意
的
な
も
の
で
は

な
く
、
や
は
チ
、
対
象
の
実
体
に
即
応
し
つ
つ
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
る
．
対
象
の
実
体
を
無
視
し
た
概
念
決
定
は
無
意
味
で

あ
る
．
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
は
同
時
に
我
々
が
そ
れ
に
対
し
て
持
っ
関
心
の
方
向
に
そ
つ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ



る
．
換
言
す
れ
ば
実
体
と
・
て
れ
に
対
す
る
我
々
の
関
心
の
方
向
と
の
両
面
か
ら
、
学
問
的
な
概
念
決
定
や
定
義
づ
げ
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。　

し
か
ら
ば
法
律
学
の
面
か
ら
、
公
害
の
概
念
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
は
二
つ
に
分
つ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

の
一
つ
は
公
害
一
般
の
概
念
決
定
の
問
題
で
あ
り
、
他
は
個
別
的
な
夫
々
の
立
法
に
お
け
る
そ
の
概
念
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
極
め

て
抽
象
的
な
観
点
か
ら
す
る
法
的
関
心
の
対
象
と
し
て
の
公
害
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
個
々
の
立
法
や
法
規
の
解
釈
に
あ
た
つ
て
の
公
害
の
概
念

決
定
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
公
害
の
概
念
は
勿
論
前
者
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
公
害
現
象
が
特
別
な
考
察
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
そ
れ
が
他
の
社
会
現
象
に
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
質
を
持
つ
が
た

め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
公
害
一
般
の
定
義
づ
け
と
公
害
の
持
つ
特
性
と
は
自
然
に
関
係
を
持
つ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
場

合
で
も
公
害
の
特
性
そ
の
も
の
と
公
害
の
概
念
の
内
容
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
る
特
性
が
概
念
の
内
容
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
場

合
に
は
、
そ
の
特
性
は
同
時
に
概
念
の
内
容
を
な
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
持
た
な
い
現
象
は
、
公
害
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な

る
が
、
概
念
内
容
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
特
性
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
特
性
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
欠
く
現
象
も
公
害
の
概

念
か
ら
は
除
外
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
発
生
源
が
不
特
定
多
数
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
公
害
の
特
性
と
し
て
挙
げ
る
者
が
多
い
が
、
こ
の
場

合
、
も
し
こ
れ
が
公
害
の
概
念
内
容
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
（
現
に
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
者
も
あ
る
）
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
持
た
な
い
も

の
は
、
公
害
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
特
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
持
た

な
い
も
の
も
な
お
公
害
の
中
に
含
ま
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
概
念
内
容
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
特
性
は
「
－
…
の
も
の
が
多

い
」
と
か
「
…
…
場
合
が
か
な
り
あ
る
」
と
か
い
う
こ
と
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
（
勿
論
こ
の
考
慮
は
重
要
で
あ
る
が
）
、
従
つ
て
こ
の
よ

う
な
株
質
を
持
な
い
も
の
も
、
必
ず
し
も
公
害
の
概
念
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
か
く
し
て
漠
然
と
公
害
と
目
せ
ら
れ
る
現
象
の
有
す
る
諸
々
の
特
性
の
中
か
ら
、
そ
の
或
る
も
の
を
構
成
要
素
と
し
て
取
入
れ
る
こ
と
に
よ
つ
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て
、
公
害
概
念
の
構
成
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
業
は
論
理
的
に
な
さ
る
べ
ぎ
も
の
で
は
な
く
、
公
害
の
防
止
除
去
と
い
う
面
か
ら

見
て
、
ど
の
よ
う
に
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
が
社
会
的
要
求
に
マ
ッ
チ
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

　
更
に
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
公
害
一
般
の
概
念
決
定
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
な
定
義
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
ま
た
不
必

要
で
も
あ
る
。
概
念
や
定
義
の
明
確
化
は
、
個
々
の
立
法
な
り
、
個
々
の
法
規
の
解
釈
に
あ
た
つ
て
こ
れ
を
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
と
い
つ
て
、
反
対
に
、
公
害
一
般
の
概
念
決
定
を
無
用
視
し
た
り
、
軽
視
す
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
。
そ
れ
は
公
害
と
い
わ
れ
る
現
象
の
法
的

考
察
の
上
で
、
や
は
り
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
公
害
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
、
公
害
概
念
を
手
が

か
り
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
し
か
ら
ば
、
公
害
の
概
念
は
い
か
に
構
成
さ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
に
対
し
て
特
別
な
法
的
関
心
が
持
た
れ
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
も
の
は
な
る
べ
く
広
く
包
摂
さ
せ
る
と
い
う
方
向
で
、
一
応
公
害
の
概
念
を
決
定
し
、
そ
の
上
で
、
更
に
、
諸
現
象
の
特
質
を
考
慮
し
て
、

公
害
中
に
種
類
を
分
ち
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
別
個
の
考
察
を
施
す
と
い
う
態
度
を
と
り
度
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的

態
度
に
基
づ
い
て
、
以
下
、
公
害
の
概
念
の
内
容
と
し
て
ど
う
し
て
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
要
素
す
な
わ
ち
、
被
害
性
、

人
為
性
及
び
行
為
性
、
原
因
行
為
と
被
害
と
の
関
係
の
三
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
行
き
、
最
後
に
結
論
と
し
て
、
公
害
の
概
念
を
示
そ
う
と
思

う
。　

1
　
被
害
性

　
（

　
公
害
が
一
つ
の
被
害
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
害
の
概
念
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
勿

論
で
あ
る
。
但
し
、
害
も
し
く
は
被
害
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
む
ず
か
し
い
問
題
に
な
る
。
こ
と
に
公
害
の
場
合
に
は
、
同
一
の
こ

と
が
あ
る
面
か
ら
見
れ
ば
害
で
あ
る
が
他
の
面
か
ら
見
れ
ば
利
益
で
あ
る
と
か
、
あ
る
者
か
ら
見
れ
ば
害
で
あ
る
が
他
の
者
か
ら
見
れ
ば
利
益
で



あ
る
と
か
．
あ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
害
で
あ
る
が
、
他
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
利
益
で
あ
る
と
か
い
5
場
合
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
利
益
衡
量
が
困

難
で
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
複
雑
な
問
題
を
生
じ
、
こ
の
こ
と
は
、
刑
事
法
の
面
か
ら
こ
と
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
重
要
な
こ
と
で
は

あ
る
が
、
今
は
深
く
こ
れ
に
立
入
ら
ず
、
後
に
、
公
害
の
犯
罪
性
を
論
ず
る
際
に
立
入
つ
た
考
察
を
し
た
い
。
こ
こ
で
は
単
に
、
人
の
利
益
の
侵

害
と
い
う
単
純
な
意
味
に
と
つ
て
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、
二
つ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
一
つ
は
公
害
に

お
い
て
侵
害
さ
れ
る
利
益
は
何
か
の
間
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
被
害
の
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。

　
ω
　
被
害
利
益
　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ω
生
命
、
身
体
、
健
康
（
安
眠
と
か
、
精
神
的
落
ち
つ
き
を
含
む
広
い
意
味
で
）
が
保
た
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
利
益
す
な
わ
ち
人
格
的
利
益
、
＠
建
物
、
農
作
物
、
家
畜
、
樹
木
等
財
産
に
対
し
て
有
す
る
利
益
す
な
わ
ち
財
産
的
利
益
（
物
自
体
が
権
利
の
対

象
と
さ
れ
て
い
る
場
合
の
外
に
、
物
の
採
取
や
捕
獲
が
権
利
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
場
合
す
な
わ
ち
採
石
権
、
狩
猟
権
、
漁
業
権
等
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
場
合
を

含
む
）
、
の
特
に
権
利
の
対
象
と
は
な
つ
て
い
な
い
が
、
一
般
人
の
利
用
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
物
、
例
え
ば
河
川
、
湖
沼
、
海
等
に
自
然
に
生
育

又
は
存
在
し
て
い
て
一
般
人
が
捕
獲
採
取
し
食
用
そ
の
他
の
利
用
に
供
し
て
い
る
動
植
物
等
（
魚
介
類
海
草
等
）
に
対
す
る
利
益
す
な
わ
ち
利
用
的

利
益
ー
が
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
以
上
ω
＠
の
の
利
益
の
保
持
は
、
一
定
の
外
的
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
外
的
条
件
が
一
定
の
方
向

に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
現
に
侵
害
さ
れ
る
か
又
は
お
び
や
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ω
＠
の
の
利
益
に
か
か
わ
り
を

持
つ
外
的
条
件
の
総
和
を
生
活
環
境
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
．
例
え
ば
大
気
中
に
有
毒
ガ
ス
が
多
量
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
の
健
康
が
現

に
侵
害
さ
れ
た
り
又
ぽ
侵
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
か
く
し
て
生
活
環
境
は
、
ω
の
人
格
的
利
益
や
＠
の
財
産
的
利
益
更
に
は
の
の
利
用
的
利

益
の
保
持
に
と
つ
て
好
ま
し
い
方
向
に
変
化
す
る
か
、
少
く
と
も
、
そ
れ
に
支
障
の
な
い
程
度
に
保
た
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
つ
て
人

は
、
生
活
環
墳
が
こ
の
よ
ろ
な
状
態
で
保
た
れ
る
こ
と
に
利
益
を
感
じ
、
反
対
に
、
そ
、
れ
が
、
ω
＠
又
は
の
の
利
益
を
侵
害
す
る
方
向
に
変
化

す
る
こ
と
－
1
ー
こ
れ
を
生
活
環
境
の
悪
化
又
は
破
壊
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
　
　
に
不
利
益
を
感
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
活
環
境
が
ノ
ル
マ
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ー
ル
に
保
た
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
持
つ
我
々
の
利
益
を
q
D
の
人
格
的
利
益
＠
の
財
産
的
利
益
の
の
利
用
的
利
益
に
対
し
て
、
の
生
活
環
境
利
益
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
．
そ
の
中
で
特
に
動
植
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
支
障
な
く
生
育
し
て
い
く
た
め
の
外
的
条
件
と
し
て
の
環
境
す
な
わ
ち
生

育
環
境
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
動
植
物
が
人
の
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
限
り
、
我
々
は
、
そ
の
生
育
環
境
が
ノ
ル
マ
ー
ル
に
保
た
れ
る
こ

と
に
利
益
を
感
ず
る
。
こ
れ
を
特
に
生
育
環
境
利
益
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
右
の
生
活
環
境
利
益
の
一
部
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で

ぎ
る
（
以
下
に
お
い
て
、
生
活
環
境
を
単
に
環
境
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
）
。

　
以
上
は
公
害
の
被
害
性
を
考
え
る
上
で
必
要
な
利
益
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
被
害
」
が
生
ず

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
区
別
に
対
応
し
て
、
被
害
も
ま
た
、
ω
乃
至
の
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
実
害
的

被
害
と
、
環
境
的
利
益
を
侵
害
す
る
環
境
的
被
害
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
多
く
説
明
を
要
し
な
い
が
、
後
者
に
つ

い
て
は
若
干
の
説
明
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
環
境
利
益
の
侵
害
す
な
わ
ち
、
環
境
被
害
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
的
に
は
、
環
境
が
悪
化
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
大
気
が
汚
染
さ
れ
、
水
質
が
汚
濁
さ
れ
た
り
、
音
波
が
出
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
自
体
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
．
た
だ
、
汚
染
や
汚
濁
に
も
質
的
又
は
量
的
な
相
違
が
あ
り
、
音
波
に
も
、
強
度
や
種
類
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
存
在
し
て
も
、
環
境

の
悪
化
と
は
見
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
汚
染
や
汚
濁
等
が
あ
つ
て
も
、
環
境
被
害
す
な
わ
ち
悪
化
は
な
い
。
こ

れ
に
反
し
て
汚
染
や
汚
濁
が
あ
る
程
度
に
達
す
る
と
、
環
境
の
悪
化
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
騒
音
、
悪
臭
、
地
盤
沈
下
等
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
㊦
乃
至
の
の
損
害
を
も
た
ら
す
危
険
を
持
つ
程
度
に
達
し
た
と
き
に
、
環
境
利
益
が
侵
害

さ
れ
た
環
境
被
害
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
言
葉
と
し
て
、
例
え
ば
、
水
質
の
汚
濁
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
が
、
こ
の
場
合
、
水
質
の
汚
濁
が
、
因
果
律
上
の
原
因
と
な
つ
て
生
活
環
境
が
悪
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ

ち
、
汚
濁
と
環
境
の
悪
化
と
の
間
に
は
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
水
質
が
環
境
の
悪
化
と
い
え
る
程
度
に
ま
で
汚
濁

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
。



　
次
に
こ
の
よ
う
な
環
境
利
益
の
侵
害
す
な
わ
ち
環
境
被
害
の
具
体
的
な
姿
を
残
ら
ず
数
え
上
げ
る
こ
と
は
、
凡
そ
不
可
能
で
あ
り
ま
た
不
必
要

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
も
、
社
会
的
・
経
済
的
諸
条
件
の
変
化
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
科
学
的
技
術
の
進

歩
発
達
も
、
プ
ラ
ス
面
又
は
マ
イ
ナ
ス
面
で
大
き
く
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
は
、
個
々
の
立
法
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
応

じ
て
、
問
題
と
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
公
害
に
お
い
て
間
題
と
な
る
被
害
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
れ
ら
被
害
の
種
類
に
応
じ
て
、
公
害
に
色
々
な
種
類
を
区
別
し
得
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
り
、
個
別
的
立
法
に
お
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
を
間
題
と
す
る
か
は
重
要
な
事
柄
で
あ
る
が
、
今
は
深
く
立
入
ら
な
い
。
し
か
し
一
つ

の
問
題
だ
け
は
、
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
ω
乃
至
の
の
実
害
的
被
害
と
、
環
境
的
被
害
と
の
関
係
で
あ
る
。
公
害
と
い
う
問

題
を
離
れ
て
、
被
害
そ
れ
自
体
を
考
察
す
れ
ば
、
ω
乃
至
の
の
被
害
は
、
勿
論
、
環
境
被
害
と
離
れ
て
存
在
し
得
る
。
例
え
ば
、
落
雷
等
の
自
然

的
事
実
に
基
づ
く
人
命
の
喪
失
、
建
物
の
損
壊
等
の
場
合
は
勿
論
、
人
の
行
為
に
よ
る
場
合
で
も
、
例
え
ば
、
環
境
の
悪
化
と
関
係
な
く
生
ず
る

こ
れ
ら
の
被
害
は
い
く
ら
で
も
考
え
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
公
害
の
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
被
害
は
、
◎
の
環
境
被
害
に
よ
つ
て

生
ず
る
被
害
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
必
要
と
せ
ず
、
環
境
被
害
と
結
び
つ
か
な
い
被
害
も
亦
こ
れ
を
含

め
て
考
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
元
来
環
境
の
悪
化
・
破
壊
が
一
つ
の
「
被
害
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ω
乃
至
の
の
被
害
を
生

ぜ
し
め
る
原
因
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
り
、
環
境
の
悪
化
に
よ
つ
て
ω
乃
至
の
の
被
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
水
や
大
気
の
汚
染
状
態
の
よ
う
な
環
境
被
害
は
．
ω
乃
至
の
の
被
害
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
と
切
り
離
さ
れ

て
は
「
被
害
」
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ω
乃
至
の
の
被
害
と
◎
の
環
境
被
害
と
は
右
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
で
、

公
害
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
環
境
悪
化
の
、
ω
乃
至
の
の
被
害
に
対
す
る
原
因
力
、
危
険
性
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
公
害
に
関
す
る
限

り
、
環
境
被
害
と
無
関
係
に
発
生
す
る
ω
乃
至
の
の
被
害
は
、
こ
れ
を
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ

る
と
、
往
々
食
品
公
害
と
い
わ
れ
る
も
の
の
大
部
分
は
、
1
食
品
公
害
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
と
り
方
に
も
よ
る
が
ー
公
害
の
範
疇
か
ら
排
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除
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
カ
ネ
ミ
の
米
糠
油
事
件
や
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
事
件
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
製
造
や
保
管
な
り
の
過
程
に

お
い
て
食
品
中
に
有
毒
物
質
が
混
入
し
て
多
数
の
死
者
や
病
人
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
環
境
の
悪
化
と
い
う
現
象
は
介
入
し
て
い
な
い

か
ら
、
公
害
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
農
薬
公
害
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
で
も
、
果
物
に
有
毒
な
消
毒
薬
や
殺
虫
薬
を
添
加
し
た

ま
ま
出
荷
さ
れ
て
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
場
合
等
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
農
薬
の
使
用
に
よ
つ
て
土
壌
が
汚
染
さ
れ
、
そ
こ
に

生
産
さ
れ
た
米
を
食
し
て
罹
病
す
る
よ
う
な
場
合
等
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
．
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
か
は
、
論
理
的
に
定
ま
る
事
柄
で
は
な
く
法
的

関
心
の
面
か
ら
便
宜
的
に
決
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
従
つ
て
ど
ち
ら
が
正
し
く
ど
ち
ら
が
誤
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
は
勿
論
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
ち

事
柄
で
あ
る
。
私
は
前
に
一
言
し
た
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
公
害
一
般
の
概
念
と
し
て
は
、
こ
れ
を
含
め
て
考
え
度
い
と
思
う
。
蓋
し
、
こ
の
種
の

現
象
も
、
産
業
の
発
達
、
そ
の
機
械
化
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
被
害
が
化
学
的
物
質
の
毒
性
に
よ
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
被
害
範
囲

の
大
き
い
こ
と
、
被
害
の
重
大
性
等
か
ら
、
生
活
環
境
の
汚
染
・
悪
化
に
よ
る
被
害
と
多
分
に
共
通
点
を
持
つ
て
お
り
、
今
日
で
は
、
こ
れ
に
対

す
る
特
別
な
法
的
関
心
が
持
た
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
は
専
ら
被
害
そ
の
も
の
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
環
境
悪
化
に
よ
る
被
害
と
の
間

に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
処
す
る
法
的
手
段
に
も
、
自
ら
差
異
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
両
者
を
共
に
公
害
概
念
の
中
に
包

摂
せ
し
め
つ
つ
も
、
両
者
を
区
別
し
、
そ
の
特
質
に
応
じ
た
処
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
環
境
の
悪
化
を
伴
う
も
の
を
狭
義
の
公

害
と
し
、
こ
れ
を
伴
わ
な
い
も
の
を
準
公
害
と
仮
称
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑧
　
被
害
の
範
囲
　
　
公
害
に
お
い
て
は
被
害
の
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
る
。
元
来
、
被
害
の
範
囲
と
い
う
も
の
は
、
ω
被
害
を
受
け
る
者
の
範

囲
（
被
害
の
人
的
範
囲
）
、
＠
被
害
の
土
地
的
範
囲
及
び
の
被
害
の
時
間
的
範
囲
（
被
害
が
い
つ
迄
継
続
す
る
か
の
問
題
）
の
三
方
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
勿
論
ω
＠
及
び
の
は
そ
れ
ぞ
れ
関
連
し
て
い
る
が
、
観
念
的
に
は
、
三
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
実
際
上
も
、
例
え

ば
、
多
数
の
人
が
被
害
を
受
け
て
い
る
が
地
域
的
に
は
狭
い
場
合
や
、
反
対
に
地
域
的
に
は
広
い
が
人
数
と
し
て
は
然
程
多
く
な
い
と
い
う
よ
う



な
場
含
も
あ
ろ
う
．
堵
．
こ
で
公
害
一
般
を
定
義
づ
け
る
場
合
に
、
被
害
の
範
囲
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
右
の
、
二
つ
の
方
面
か
ら
問
題
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。

　
ω
　
人
的
範
囲
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
公
害
の
「
公
」
を
公
衆
の
公
と
同
義
に
解
し
、
公
害
は
公
衆
の
被
る
害
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
普
通
で

あ
る
．
し
か
し
公
衆
の
概
念
は
可
成
り
不
明
瞭
で
あ
り
、
こ
れ
と
、
多
数
人
と
か
、
不
特
定
人
と
か
い
う
概
念
と
の
か
ら
み
合
い
は
ど
う
か
と
い

う
問
題
も
あ
る
．
個
別
立
法
で
は
、
公
衆
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
適
当
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
が
、
公
害
の
一
般
概
念
の
決
定
に
あ
た
つ
て
は
、
そ
の
使
用
は
多
少
懸
念
さ
れ
る
．
私
は
、
こ
こ
で
は
、
敢
て
こ
の
語
を
避
け
て
、
　
「
そ

の
性
質
上
相
当
数
の
者
が
、
被
害
者
と
な
り
得
る
よ
う
な
被
害
」
で
あ
る
こ
と
を
公
害
概
念
の
内
容
の
一
つ
と
し
て
取
り
入
れ
て
お
ぎ
度
い
と
思

う
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
、
二
、
三
附
言
す
れ
ば
、
ま
ず
被
害
が
現
実
に
は
、
少
数
の
人
に
つ
い
て
生
じ
た
場
合
に
も
、
そ
の
被
害
の
性
質
か
ら
見

て
、
・
て
れ
が
相
当
数
の
人
に
及
び
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
公
害
と
な
し
得
る
被
害
で
あ
る
．
こ
の
よ
5
な
被
害
の
み
を
公
害
中
に

取
り
入
れ
る
理
由
は
、
そ
の
性
質
上
、
極
め
て
少
数
の
人
の
み
に
及
ぶ
よ
う
な
被
害
に
対
し
て
は
、
既
成
の
法
律
又
は
法
理
論
に
よ
つ
て
対
処
す

れ
ば
足
り
る
か
又
は
公
害
と
は
別
個
の
法
規
制
を
行
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
．
「
も
つ
と
も
相
当
数
の
人
」
と
い
う

言
葉
は
、
具
体
的
に
何
人
位
を
意
味
す
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
害
一
般
の
概
念
決
定
を
問
題
と
す
る
限
り
、
極
く
普
通
の
意
味
に
理
解
し

て
お
く
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
＠
　
被
害
の
地
域
的
な
範
囲
　
公
害
に
お
け
る
被
害
は
、
そ
の
性
質
上
、
相
当
範
囲
の
地
域
に
及
び
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
．
そ
の
理
由
は
、
人
的
範
囲
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
あ
る
被
害
が
公
害
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
人
的
範
囲
と
地
域
的
範
囲
と
に
関
す
る
要
件
が
共
に
要
求
さ
れ
る

か
、
そ
れ
と
も
そ
の
中
の
い
ず
れ
か
が
具
備
す
れ
ば
よ
い
か
が
、
疑
問
に
な
る
が
、
択
一
的
に
具
備
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被

害
が
そ
の
性
質
上
相
当
範
囲
の
人
に
又
は
相
当
範
囲
の
地
域
に
亙
つ
て
生
じ
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
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被
害
者
の
少
数
で
あ
り
地
域
的
に
も
小
範
囲
に
と
ど
ま
る
性
質
の
も
の
は
、
公
害
た
る
被
害
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
の
　
被
害
の
時
間
的
範
囲
　
更
に
人
に
よ
つ
て
は
、
被
害
の
継
続
性
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
（
例
え
ば
大
原
総
一
郎
氏
「
産
業
と
公
害
」
日

本
行
政
学
会
編
・
公
害
行
政
一
四
頁
）
．
た
し
か
に
、
被
害
が
継
続
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
公
害
現
象
に
見
ら
れ
る
特
質
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
を
概
念
要
素
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
を
ゆ
る
や
か
に
考
え
て
「
あ
る
程
度
継
続
す
る
被
害
」
位
の
意
味
に
理
解
し
て
置
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
被
害
が
極
め
て
一
時
的
で
あ
り
且
つ
容
易
に
除
き
得
る
よ
う
な
原
因
に
基
づ
く
も
の
を
除
外
す
る
趣
旨
で
、
概
念
の
構
成
要
素

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

　
n
　
公
害
の
人
為
性
と
行
為
性

　
次
に
公
害
概
念
の
重
要
な
内
容
を
な
す
も
の
は
そ
の
人
為
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
る
被
害
で
あ
つ
て
、
こ

の
点
で
公
害
は
、
洪
水
、
台
風
、
地
震
等
の
天
災
に
ょ
る
被
害
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
公
害
審
議
会

の
中
間
報
告
（
昭
和
四
一
年
八
月
四
日
）
、
同
答
申
（
昭
和
四
一
年
十
月
七
日
）
等
に
も
示
さ
れ
、
ま
た
学
者
に
よ
つ
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
基
本
法
も
こ
の
考
え
に
よ
つ
て
お
り
、
固
よ
り
正
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
公
害
を
自
然
的
な
災
害
と
区

別
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
防
止
の
可
能
性
を
論
結
す
る
の
が
常
で
あ
る
．

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
多
く
異
論
を
さ
し
は
さ
む
必
要
は
な
い
が
、
な
お
こ
の
場
合
に
お
け
る
人
為
的
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
少
し
く
立
ち
入
つ
て

考
え
て
置
き
度
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
．
人
為
的
と
い
う
言
葉
を
単
に
人
の
行
為
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
理
解
す
る
と
、
な
る
程

公
害
を
自
然
現
象
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
ぎ
る
が
、
一
方
、
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
て
多
数
の
人
を
死
傷
に
致
す
場
合
や
有
毒
ガ
ス
の
貯
蔵
庫
を

破
壊
し
て
、
大
気
を
汚
染
す
る
よ
う
な
場
合
等
も
、
公
害
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
不
当
な
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
つ
て
、
こ
の
場

合
人
為
的
と
い
う
の
は
、
単
に
「
人
の
行
為
に
よ
る
」
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
も
つ
と
限
定
さ
れ
た
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
述
の
公
害
審
議
会
の
中
間
報
告
が
「
公
害
は
人
間
の
活
動
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
云
々
」
と
い
い
ま
た
基
本
法

が
、
「
公
害
」
と
は
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
伴
つ
て
生
ず
る
相
当
範
囲
に
わ
た
る
大
気
の
汚
染
云
々
と
い
つ
て
い
る
こ
と
が
参
照
さ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
人
の
行
為
と
い
つ
た
よ
う
な
表
現
で
は
な
く
「
人
の
活
動
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
勿
論
「
人
の
活
動
」
と
人
の
「
行
為
」
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
若
干
の
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、

こ
と
に
基
本
法
が
、
こ
れ
に
、
　
「
事
業
活
動
そ
の
他
の
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
活
動
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
と
し

て
は
社
会
生
活
上
、
必
要
な
又
は
少
く
と
も
許
さ
れ
て
い
る
我
々
の
諸
活
動
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
、
例
え

ば
、
前
例
の
有
毒
ガ
ス
の
貯
蔵
庫
を
破
壊
し
大
気
を
汚
染
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
除
外
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
公
害
一
般
の
定
義
を
考

え
る
場
合
に
も
同
様
に
解
し
て
、
公
害
は
、
本
来
そ
れ
自
体
と
し
て
は
社
会
生
活
上
許
さ
れ
る
諸
活
動
か
ら
生
ず
る
被
害
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ま
た
後
に
詳
細
に
考
察
す
る
よ
う
に
公
害
に
つ
い
て
種
々
困
難
な
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
主
た
る
原
因
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
害
の
発
生
源
は
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
生
活
活
動
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
を
単
に
活
動
と
し
て
把

え
た
だ
け
で
は
、
法
的
考
察
、
こ
と
に
刑
事
法
的
考
察
の
上
か
ら
は
不
十
分
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
、
そ
こ
に
、
右
の
よ
う
な
活
動
の
行
為
性
と

い
う
も
の
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
活
動
」
と
い
う
概
念
は
「
行
為
」
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、

「
行
為
」
を
は
な
れ
て
「
活
動
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
右
に
い
つ
た
よ
う
に
、
法
的
考
察
、
と
り
わ
け
刑
事
法
的
考
察

の
面
か
ら
は
、
活
動
の
行
為
面
を
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
犯
罪
が
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ま
か
い
論
議
は
別
と
し

て
、
ま
ず
動
か
せ
な
い
根
本
原
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
生
活
活
動
の
「
行
為
性
」
の
問
題
を
検
討
し
て
見
る
と
、
ま
ず
活
動
そ
の
も
の

を
全
体
と
し
て
行
為
と
把
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
官
庁
の
免
許
や
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
全
体
と
し
て
の
活
動
は
、
こ
れ
を
分
解
し
て
、
例
え
ば
事
業
場
建
物
の
建
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設
、
機
械
そ
の
他
工
場
設
備
の
設
置
、
原
料
や
燃
料
の
入
手
、
物
の
生
産
、
生
産
物
の
販
売
、
廃
棄
物
の
処
理
等
々
と
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
更
に
こ
れ
ら
を
細
分
す
る
こ
と
も
勿
論
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
発
生
源
た
る
活
動
の
行
為
性
は
多
種
多
様
な
角
度
か
ら
把
え
得
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
公
害
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
前
に
の
べ
た
よ
う
な
「
被
害
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
性
を
問
題
と
す
べ
き
こ

と
は
い
う
迄
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
直
接
又
は
間
接
に
被
害
の
原
因
と
な
る
行
為
の
み
を
考
察
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的

に
は
、
被
害
を
も
た
ら
す
物
質
（
オ
ド
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
悪
臭
を
起
す
物
質
も
ふ
く
む
）
の
排
出
、
地
下
水
の
汲
み
上
げ
と
い
う
よ
う
に
、
大
気
や
土
壌

の
汚
染
、
水
の
汚
濁
、
騒
音
、
悪
臭
、
振
動
、
地
盤
沈
下
等
生
活
環
境
又
は
生
育
環
境
の
悪
化
に
通
じ
、
引
い
て
人
の
健
康
、
財
産
そ
の
他
さ
き

に
述
べ
た
実
害
的
被
害
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
外
に
も
、
そ
の
前
段
階
的
な
行
為
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
物
質
を
排

出
す
る
よ
う
な
設
備
の
設
置
行
為
、
排
出
の
原
因
と
な
る
原
料
や
燃
料
の
使
用
等
も
間
題
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
環
境
の
悪
化
を
伴
わ
な
い
準
公
害
に
お
い
て
は
、
生
産
物
に
、
人
の
健
康
に
有
害
な
物
質
を
混
入
添
加
す
る
行
為
が
中
心
と
な
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
有
害
物
質
の
入
手
行
為
、
混
入
や
添
加
が
行
わ
れ
る
設
備
の
設
置
行
為
等
が
問
題
と
な
り
得
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
、
公
害
の
原
因
と
し
て
考
察
の
対
象
と
な
る
行
為
を
総
称
し
て
被
害
の
「
原
因
行
為
」
と
仮
称
し
て
お
こ
う
。
言
葉

と
L
て
は
狭
ま
す
ぎ
て
適
切
で
は
な
い
が
、
差
当
つ
て
適
当
な
言
葉
も
見
出
ぜ
な
い
か
ら
、
一
応
こ
の
よ
う
に
仮
称
し
て
お
く
。
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
れ
は
公
害
の
発
生
源
た
る
事
業
活
動
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
活
動
の
内
容
を
な
す
諸
々
の
行
為
を

公
害
と
い
う
被
害
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
、
こ
れ
を
被
害
の
発
生
又
は
増
大
の
直
接
又
は
間
接
の
要
因
と
し
て
把
え
た
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
被
害
の
原
因
た
る
行
為
は
、
事
業
そ
の
他
の
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
事
業
そ
の
他
の
人
の
活
動

と
被
害
と
の
結
び
つ
き
が
生
じ
、
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
公
害
の
概
念
構
成
の
上
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
私
は
、
発
生
源
た
る
諸
活
動
の
行
為
性
、
被
害
の
原
因
た
る
行
為
等
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
、
個
別
的
立
法
に
お



い
て
、
こ
れ
ら
被
害
の
原
因
た
る
行
為
を
、
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
、

範
囲
に
お
い
て
、
ま
た
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
把
握
す
る
か
と
同
様
、

問
題
で
あ
る
．
後
に
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
い
か
な
る
形
で
把
捉
す
る
か
は
、
被
害
そ
の
も
の
を
、
い
か
な
る

そ
の
立
法
目
的
に
関
連
さ
せ
て
決
定
さ
る
べ
き
法
理
論
及
び
法
技
術
の

　
　

　
皿
　
原
因
行
為
と
被
害
と
の
関
係

　
（

　
こ
れ
は
法
的
に
は
、
因
果
関
係
の
問
題
に
通
ず
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
応
こ
の
よ
う
な
観
点
を
は
な
れ
て
、
公
害
の
概
念
決
定
と

い
う
立
場
か
ら
、
原
因
行
為
と
被
害
と
の
つ
な
が
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
．
つ
ま
り
、
原
因
行
為
か
ら
被
害
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
の
問
題

で
あ
る
。
こ
の
プ
官
セ
ス
の
問
題
と
し
て
、
橋
本
道
夫
氏
は
、
公
害
発
生
の
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
点
か
ら
公
害
発
生
の
流
れ
を
、
原
因
と
な
る

も
の
を
作
り
出
す
産
出
の
段
階
、
そ
れ
が
外
界
に
放
出
さ
れ
、
大
気
、
水
、
土
地
、
空
間
を
介
し
て
伝
搬
、
拡
散
さ
れ
る
段
階
、
最
後
に
そ
れ
を

受
け
て
被
害
を
生
ず
る
受
取
と
も
い
う
べ
き
段
階
、
す
な
わ
ち
産
出
↓
放
出
↓
伝
搬
・
拡
散
↓
受
取
の
四
段
階
に
別
つ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
更
に
、
基
本
法
第
二
条
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
右
の
産
出
と
放
出
の
段
階
を
発
生
源
た
る
活
動
の
問
題
、
伝
搬
と
拡
散
は
環
境
の
場
に
お
け
る

問
題
、
受
取
の
段
階
は
影
響
の
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
ほ
ど
こ
し
て
お
ら
れ
る
（
「
公
害
を
考
え
る
」
六
七

頁
－
七
六
頁
）
が
、
ま
こ
と
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
私
も
こ
れ
を
参
考
と
し
つ
つ
、
二
、
三
の
問
題
を
考
え
て
い
き
度
い
と
思
う
。
も
つ

と
も
同
氏
は
、
事
を
専
ら
行
政
的
規
制
の
面
か
ら
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
事
を
刑
事
法
の
面
か
ら
考
察
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
、

ま
た
同
氏
の
所
説
は
狭
義
の
公
害
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
に
準
公
害
を
加
え
て
検
討
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
公
害
に
あ
つ
て
は
、
侵
害
が
直
接
で
な
く
間
接
的
で
あ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
と
説
く
人
が
い
る
。
例
え

ば
、
加
藤
一
郎
教
授
は
、
公
害
の
特
色
と
し
て
、
「
公
害
は
人
や
物
に
対
す
る
直
接
の
侵
害
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
媒
介
物
な
い
し
媒
体
を
通
じ

て
間
接
的
に
侵
害
が
行
わ
れ
る
．
す
な
わ
ち
主
と
し
て
大
気
と
か
水
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
通
じ
て
被
害
が
生
じ
て
く
る
」
と
さ
れ
て
い
る

　
　
　
公
害
の
刑
事
法
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
九
〇
五
）



　
　
　
公
害
の
刑
事
法
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
（
九
〇
六
）

（
同
氏
編
、
公
害
法
の
生
成
と
展
開
、
七
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
正
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
公
害
一
般
に
つ
い
て
考
察
し
た
場
合
、
そ
れ
は
果

し
て
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
害
一
般
に
つ
い
て
、
原
因
行
為
と
被
害
と
の
間
に
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
以
下
に
お
い
て
右
加
藤
教
授
の
所
説
の
検
討
を
手
が
か
り
と
し
て
、
右
の
問
題
を
考
え
て
見
度
い
と
思
う
。

　
ω
　
狭
義
の
公
害
の
場
合
　
　
ま
ず
媒
介
物
乃
至
媒
体
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
加
藤
教
授
は
前
述
の
箇
所
で
、
「
す
な
わ
ち
主
と
し
て
大
気
と

か
水
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
通
じ
て
被
害
が
生
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
例
え
ば
、
亜
硫
酸
ガ
ス
が
煙
と
共
に
大
気
中
に

排
出
さ
れ
人
間
に
吸
入
さ
れ
る
と
健
康
を
害
す
る
と
か
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
河
川
の
水
に
排
出
さ
れ
、
そ
れ
が
土
壌
か
ら
稲
に
吸
収
さ
れ
て
、
更
に

人
体
に
蓄
積
さ
れ
て
病
気
に
か
か
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
大
気
や
水
が
行
為
と
被
害
の
間

を
媒
介
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
自
体
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
地
盤
の
沈
下
に
よ
る
被
害
の
よ

う
な
場
合
を
見
る
と
事
は
大
分
ち
が
つ
て
い
る
。
地
盤
沈
下
は
、
地
下
水
を
多
量
に
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
表
層
の
軟
弱
土
層
が
収
縮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

こ
と
が
主
た
る
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
水
の
果
す
役
割
は
、
右
の
水
質
汚
濁
の
場
合
と
は
異
質
で
あ
る
。
水
質
汚
濁
の
場
合
は
、
有

め
　
　
　
や
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

害
物
質
が
水
に
よ
つ
て
伝
搬
さ
れ
人
の
体
内
に
入
る
と
い
う
点
で
媒
体
と
い
い
得
よ
う
が
、
右
の
よ
う
な
地
盤
沈
下
の
場
合
は
、
伝
搬
さ
れ
る
も

の
は
何
も
な
い
。
水
が
地
下
か
ら
地
表
へ
移
動
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
被
害
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
水
を
媒
体
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
公
害
に
限
ら
ず
、
他
の
被
害
の
場
合
で
も
、
媒
体
を
介
し
て
生
ず
る
場
合
は
い
く
ら
で
も
あ
り
得
る
（
石
を
な
げ
て
物
を
破
壊
す
る
場
合
、
他
人

の
腰
か
け
て
い
る
椅
子
を
倒
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
人
に
傷
害
を
お
わ
し
め
た
場
合
等
）
。
ま
た
振
動
や
騒
音
の
よ
う
な
場
合
も
、
媒
体
と
い
う
も
の
が

あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
（
念
の
た
め
こ
と
わ
つ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
出
す
こ
と
は
、
加
藤
教
授
の
所
説
が
誤
つ
て
い
る
等
と
い
お
う
と
す
る
趣
旨

で
は
な
い
。
教
授
は
、
媒
体
を
通
じ
て
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
公
害
の
特
色
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
概
念
内
容
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
多

く
の
場
合
、
人
命
や
健
康
に
係
る
被
害
は
、
従
来
水
や
大
気
を
介
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
私
は
た
父
、
右
の
所
説
に
関
連
し
て
、

「
媒
体
を
通
じ
て
被
害
が
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
公
害
の
概
念
内
容
と
な
し
得
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
）
。



　
そ
こ
で
．
原
点
に
立
戻
つ
て
．
あ
ら
た
め
て
．
公
害
一
般
に
つ
い
て
、
原
因
行
為
と
被
害
と
の
結
び
つ
ぎ
に
お
け
る
特
異
性
を
考
え
て
み
る
と
、

結
局
そ
れ
は
、
人
問
や
生
物
の
生
活
環
境
又
は
生
育
環
境
を
形
成
し
て
い
る
諸
因
子
の
変
化
（
変
質
、
発
生
、
移
動
、
増
加
、
減
少
、
運
動
等
）
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
原
因
行
為
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ら
外
界
の
環
境
因
子
に
変
化
を
き
た
し
、
そ
れ
が
被
害
に
つ
な
が
る
と
い

う
の
が
、
少
く
と
も
、
狭
義
の
公
害
の
総
て
に
通
じ
て
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
「
こ
れ
を
環
境
汚
染
に
よ
つ
て
被
害
が
生
ず
る
」
と
い
う
風
に
表

現
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
環
境
の
汚
染
と
い
う
こ
と
と
、
環
境
の
悪
化
と
い
う
こ
と
と
の
区
別
が
、
曖
昧
に
な
る
の
で
、
私
は
こ
の
よ
う
な

表
現
を
と
ら
な
い
）
。
か
く
し
て
、
強
い
て
媒
体
と
い
う
語
を
使
用
す
る
な
ら
ば
．
そ
れ
は
、
環
境
因
子
（
水
、
大
気
、
土
地
、
空
間
，
光
線
、
温
度
等

々
）
の
変
化
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
環
境
因
子
の
変
化
に
よ
つ
て
環
境
が
悪
化
し
た
場
合
に
は
、
環
境
利
益
は
侵
害
さ
れ

た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
利
益
侵
害
も
一
つ
の
被
害
と
考
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
環
境
被
害
と
い
う
も
の
を
考
え
れ
ば
、
他
の
要
件
の
具
備
す
る
限

り
、
そ
れ
は
一
つ
の
公
害
で
あ
り
、
ま
た
進
ん
で
、
生
命
、
身
体
、
財
産
等
に
実
害
が
生
ず
れ
ば
、
実
害
的
な
公
害
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

　
③
　
準
公
害
の
場
合
　
　
準
公
害
の
場
合
に
は
、
右
の
よ
う
な
環
境
因
子
の
変
化
と
い
う
現
象
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
飲
食

物
と
か
農
薬
と
か
薬
品
等
の
よ
う
に
一
般
人
の
使
用
に
供
せ
ら
れ
る
も
の
に
、
有
害
な
物
質
が
混
入
添
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
被
害
が
生
ず
る

と
い
う
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
農
薬
の
よ
う
な
も
の
に
あ
つ
て
は
、
場
合
に
よ
り
環
境
因
子
の
変
化
を
来
す
こ
と
に
よ
つ
て
被
害
が
生
ず
る
場
合
も
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
狭
義
の
公
害
に
含
ま
れ
る
）
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
に
は
、
飲
食
物
、
薬
品
、
農
薬
、
飼
料
等
へ
有
害
物
質
が
混
入
し
、
そ

の
有
害
物
質
を
含
ん
だ
飲
食
物
等
が
飲
食
そ
の
他
の
用
に
供
さ
れ
る
と
い
弓
事
実
を
経
て
、
被
害
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
種
公
害
の
概

念
要
素
と
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
は
、
大
気
中
に
、
有
毒
な
ガ
ス
が
排
出
さ
れ
、
そ
の
ガ
ス
を
含
ん
だ
空
気
が
呼
吸
さ
れ
て
、
被

害
が
生
ず
る
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
後
者
の
よ
う
な
狭
義
の
公
害
に
あ
つ
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
環
境
因
子
の
変
化
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る

が
、
前
者
す
な
わ
ち
準
公
害
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
が
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
ま
た
、
狭
義
の
公
害

に
お
い
て
は
、
被
害
の
一
形
態
と
し
環
境
被
害
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
準
公
害
に
お
い
て
は
、
実
害
的
被
害
し
か
考
え
ら
れ
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な

い
　、

公
害
の
刑
事
法
的
考
察

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
〇

（
九
〇
八
）

　
　

　
二
　
公
害
の
定
義

　
（

　
以
上
の
検
討
に
よ
つ
て
、
公
害
概
念
の
構
成
が
、
不
十
分
な
が
ら
、
一
応
可
能
に
な
つ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
公
害
と
は
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
生
活
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
行
為
に
よ
つ
て
、
環
境
因
子
が
変
化
し
又
は
一
般
人
の
利
用
に
供
せ
ら
れ

る
物
に
有
害
な
物
質
が
混
入
し
、
人
の
人
格
的
、
財
産
的
も
し
く
は
利
用
的
利
益
又
は
環
境
利
益
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
上
相
当
範
囲
に
亙
つ
て

生
じ
得
る
よ
う
な
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
」

と
し
た
い
。

　
右
の
定
義
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
、
諸
構
成
要
素
の
意
味
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
大
体
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
見
鉄
、
か
、

な
お
、
少
し
く
附
言
す
る
こ
と
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ω
　
こ
の
定
義
は
、
基
本
法
第
二
条
が
下
し
て
い
る
定
義
と
共
通
し
た
面
が
多
分
に
あ
る
が
、
同
一
で
は
な
い
。

　
ω
　
基
本
法
で
は
、
狭
義
の
公
害
だ
け
を
取
上
げ
て
い
る
が
、
私
の
右
の
定
義
で
は
、
準
公
害
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
狭
義
の
公
害
に
つ
い
て

も
、
基
本
法
で
は
、
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
土
壌
の
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
及
び
悪
臭
に
よ
つ
て
生
ず
る
被
害
で
あ
る
こ
と
を

必
要
と
し
て
い
る
が
、
私
の
定
義
で
は
、
広
く
、
環
境
因
子
の
変
化
に
よ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。

　
＠
　
基
本
法
で
は
、
被
害
の
種
類
を
人
の
健
康
に
係
る
も
の
と
生
活
環
境
に
係
る
も
の
と
の
二
者
に
区
別
し
、
そ
の
上
で
、
生
活
環
境
中
に
、

人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
財
産
並
び
に
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
動
植
物
及
び
そ
の
生
育
環
境
を
含
む
も
の
と
す
る
と
い
う
、
複

雑
な
概
念
構
成
を
し
て
お
り
、
財
産
を
も
、
生
活
環
境
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
の
定
義
で
は
、
財
産
は
勿
論
、
野
生
の
動
植
物
や
海
、

河
川
、
湖
沼
等
に
棲
息
す
る
海
草
、
魚
介
類
等
も
、
一
般
人
が
捕
獲
採
取
し
て
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
の
生
命
や
健
康
と
同
様
に
直
接



被
害
の
対
象
と
し
て
捉
え
（
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
環
境
と
し
て
捉
え
な
い
で
、
生
活
利
益
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
．
こ
の
外
に
、
人
の
生
活

環
境
（
そ
の
中
に
は
人
の
生
活
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
動
植
物
の
生
育
環
境
を
含
む
が
）
を
問
題
と
し
、
そ
の
悪
化
自
体
を
も
被
害
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

し
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
「
環
境
権
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
思
想
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
準
公
害
を
も
含
め
て
公
害
一
般
を
考
え
た
場
合
、
行
為
と
被
害
と
の
つ
な
が
り
は
＠
行
為
↓
実
害
　
⑥
行
為
↓
環
境
被
害
　
＠
行
為
↓

環
境
被
害
↓
実
害
と
い
う
三
つ
の
型
に
分
た
れ
る
。

　
の
基
本
法
は
「
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
伴
つ
て
生
ず
る
…
…
大
気
の
汚
染
云
々
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、

発
生
源
の
行
為
性
が
十
分
に
示
さ
れ
ず
、
公
害
に
対
す
る
責
任
が
ぼ
や
け
る
う
ら
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
え
て
「
事
業
活
動
そ
の

他
の
人
の
生
活
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
行
為
に
よ
つ
て
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
．
し
か
し
実
質
的
に
は
大
き
な
相
違
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

こ
こ
で
は
、
原
因
行
為
の
適
法
違
法
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
在
り
方
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
．
後

に
原
因
行
為
の
犯
罪
性
を
論
ず
る
際
に
詳
論
し
よ
う
。

　
ω
　
右
の
定
義
か
ら
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
現
象
が
公
害
と
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
除
か
れ
る
か
。
公
害
の
定
義
を
厳
密
に
定
め
る
こ

と
は
不
可
能
に
近
い
か
ら
、
多
少
の
不
明
瞭
さ
が
残
る
こ
と
は
已
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
二
、
三
考
え
て
見
る
と
、
基
本
法
に
述
べ
て
い

る
よ
う
な
も
の
は
、
す
べ
て
公
害
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
そ
れ
以
外
で
も
、
準
公
害
は
勿
論
、
狭
義
の
公
害
の
中
に
も
、
放
射
能
又
は

放
射
性
物
質
と
か
熱
、
光
線
等
の
放
出
に
よ
る
被
害
等
も
入
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
日
照
権
の
侵
害
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
の
多
く
は
被
害

の
範
囲
の
点
か
ら
、
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
自
動
車
の
交
通
麻
痺
や
都
市
の
混
雑
等
は
、
運
行
や
歩
行
上
の
不
便
・
不
利
益
を
問
題
と
す

る
限
り
、
環
境
因
子
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
公
害
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
多
数
の
自
動
車
か
ら
の
排
気
ガ
ス
に
よ

る
被
害
を
問
題
と
す
る
限
り
も
と
よ
り
公
害
で
あ
る
。
従
つ
て
交
通
公
害
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
の
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。

　
⑥
　
最
近
公
害
の
問
題
に
関
連
し
て
「
自
然
の
保
護
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
出
し
て
い
る
。
春
の
蝶
、
夏
の
ホ
タ
ル
、
秋
の
赤
ト
ン
ボ
等
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な
つ
か
し
い
思
い
出
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
野
鳥
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
山
野
は
化
し
て
住
宅
地
と
な
る
。
そ
れ
は
、
自
然
を
愛
す
る
人
々
に

と
つ
て
は
、
ま
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
や
が
て
そ
れ
が
人
間
の
破
滅
を
招
く
こ
と
を
科
学
の
立
場
か
ら
力
説
す
る

人
も
あ
る
。
勝
手
な
飽
く
こ
と
の
な
い
物
慾
の
た
め
に
、
他
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
顧
み
な
い
人
間
の
当
然
受
く
べ
き
報
い
で

あ
る
と
い
う
宗
教
的
な
考
え
も
で
き
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
人
間
の
利
益
や
幸
福
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
省
の
欠
如
や
自
然
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
対
す
る
十
分
な
認
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
も
因
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
十
分
考

え
た
上
で
、
自
然
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
公
害
の
背
後
、
そ
し
て
公
害
に
近
接
し
て
、
自
然
の
破
壊
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
、
よ
り
根

本
的
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
そ
し
て
将
来
は
そ
れ
を
、
公
害
問
題
の
拡
張
と
い
う
形
で
捉
え
る
か
そ
れ
と
も
別
個
の
形
で

考
え
る
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
．
改
正
さ
れ
た
基
本
法
第
七
条
の
二
は
「
政
府
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
他
の
施
策
と
相
ま
つ
て
公
害
の
防
止
に

資
す
る
よ
う
緑
地
の
保
全
そ
の
他
自
然
環
境
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
伴
つ
て
、
自
然
公
園
法
が
改
正
さ
れ
、

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
自
然
公
園
の
利
用
者
は
、
す
ぐ
れ
た
自
然
の
風
景
地
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
（
同
法

第
二
条
の
二
）
、
こ
れ
は
一
つ
の
進
歩
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
立
場
は
、
公
害
の
防
止
と
か
、
風
致
の
保
護
と
か
い
う
よ
う
な
観
点
を
出
で
な

い
よ
う
で
あ
る
。
自
然
保
護
に
対
し
て
は
、
よ
り
積
極
的
な
態
度
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
公
害
の
定
義
づ
け
に
当
つ
て
は
、
差
当
り
、
自
然

の
破
壊
そ
の
も
の
は
、
公
害
た
る
被
害
と
し
て
は
取
入
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
自
然
保
護
の
必
要
性
を
否
定
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な

い
．
自
然
保
護
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
然
そ
の
も
の
の
尊
重
と
い
う
立
場
か
ら
、
一
層
強
力
な
対
策
方
針
が
た
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
公

害
の
問
題
は
、
環
境
保
全
か
ら
更
に
自
然
の
保
全
へ
と
進
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
働
　
私
の
こ
の
定
義
は
、
学
間
的
立
場
か
ら
の
公
害
一
般
に
つ
い
て
の
定
義
づ
け
で
あ
り
、
個
々
の
立
法
又
は
法
規
の
解
釈
に
あ
た
つ
て
、
こ

れ
と
異
る
公
害
概
念
の
構
成
が
可
能
で
あ
り
、
現
に
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
学
問
的
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
ら
に
捉
わ
れ
る
必
要
は
勿
論

無
b
し
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
個
別
立
法
や
法
規
の
解
釈
に
資
す
る
こ
と
が
、
学
問
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
、
こ
の
立
場
か
ら
の
検
討
に
基



づ
い
て
、
上
の
よ
う
に
定
義
し
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、

事
法
的
考
寧
に
入
り
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。

公
害
の
種
類
、
特
質
、
実
態
等
を
考
察
し
、
更
に
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
そ
の
刑

　
附
記
　
本
稿
は
、
慶
鷹
義
塾
学
事
振
興
資
金
に
よ
る
、
私
と
中
谷
、
宮
沢
両
教
授
と
の
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
私
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
は
、

昭
和
四
四
年
七
月
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
参
考
文
献
の
蒐
集
や
整
理
に
手
間
ど
つ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
公
害
罪
に
関
す
る
立
法
の
経
過
の
推
移
と
い
う

よ
う
な
事
唐
に
加
え
て
、
中
谷
教
授
が
一
年
間
欧
州
に
留
学
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
り
し
て
、
研
究
は
思
う
よ
う
に
進
展
し
な
か
つ
た
。
然
し
、
同
教
授
も
最

近
帰
国
さ
れ
た
か
ら
、
今
後
は
本
格
的
に
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
も
逐
次
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
本
稿
は
私
が
執
筆
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
今
迄
の
共
同
討
議
の
成
果
が
お
り
込
ま
れ
て
お
り
、
更
に
、
大
学
院
博
士
課
程
在
学
の
筑
間
正
泰
君
、
卒
業
生
大
野
幸
夫
君
そ

の
他
私
の
ゼ
ミ
の
学
生
諸
君
の
直
接
間
接
の
助
力
が
あ
つ
た
こ
と
を
附
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

公
害
の
刑
事
法
的
考
察
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