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あ
ら
ゆ
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ド
イ
ツ
人
、
一
人
l
人
を
わ
れ
わ
れ
の
理
想
に
合
致
し
た
鋳
型
に
入
れ
て
鋳
直
す
」

一
戦
い
の
第
二
段
階

H
民
族
の
内
面
的
堕
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口
民
族
と
は
何
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日
ド
イ
ツ
民
族
統
一
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た
め
の
戦
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二
　
運
命
共
同
体
の
建
設
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‖
　
ナ
チ
ズ
ム
と
は
「
世
界
観
」
で
あ
る

口
課
題
と
し
て
の
民
族
の
精
神
的
意
思
的
統
一
の
再
建

日
共
同
世
界
の
溶
解
作
業
と
グ
ラ
イ
ヒ
シ
ャ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
『
法
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
）

四
党
に
よ
る
全
体
教
育

困
青
少
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に
対
す
る
教
育
（
『
法
経
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究
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四
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内
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に
対
す
る
教
育
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号
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法
経
研
究
三
九
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）

㈲
行
進
す
る
縦
隊
と
し
て
の
民
族
共
同
体
と
民
族
同
胞

大
衆
集
会
に
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
規
模
の
も
の
で
あ
れ
、
林
立
す
る
旗
と
耳
を
聾
せ
ん
ば
か
り
の
音
楽
、
演
説
、
そ
れ
に
何
よ
り
も
隊
伍

を
整
え
た
「
行
進
」
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
当
初
か
ら
、
行
進
が
ド
イ
ツ
民
族
の
心
情
に
及
ぼ
す
影
響
を
十
分
に
承
知
し
、
そ
れ

を
徹
底
的
に
利
用
し
た
こ
と
は
、
S
A
最
高
指
導
者
プ
ェ
ッ
フ
ァ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ロ
モ
ン
の
『
S
A
と
公
衆
（
宣
伝
）
』
と
題
す
る
一
九
二

六
年
二
月
三
日
付
の
文
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
S
A
が
公
衆
の
面
前
で
繰
り
広
げ
る
一
団
と
な
っ
た
行
進
は
、
同
時
に
も
っ
と
も
強

力
な
宣
伝
の
一
つ
の
形
式
と
な
る
。
心
身
と
も
に
均
整
が
と
れ
、
よ
く
訓
練
さ
れ
、
あ
く
な
き
戦
意
が
蓑
に
あ
ら
わ
れ
た
男
た
ち
の
集
団
が
行

進
す
る
光
景
は
、
ド
イ
ツ
人
す
べ
て
に
対
し
強
い
印
象
を
植
え
つ
け
、
書
物
や
言
葉
、
論
理
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
説
得
力
を
有
し
、
人
々
の

心
を
奪
い
と
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
彼
ら
の
心
の
中
に
送
り
込
ま
れ
る
の
だ
。
」

こ
の
ザ
ロ
モ
ン
の
認
識
に
ま
ち
が
い
は
な
か
っ
た
。
一
月
三
〇
日
の
松
明
行
列
の
夜
、
「
そ
の
流
れ
に
身
を
投
じ
身
を
委
ね
よ
う
」
と
の
衝

動
に
駆
ら
れ
た
マ
シ
ュ
マ
ン
だ
け
で
は
な
い
。
後
に
ナ
チ
ス
へ
の
抵
抗
の
故
に
大
逆
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
シ
ョ
ル
兄
妹
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
。
「
腕
を
組
み
隊
伍
を
整
え
て
行
進
す
る
青
少
年
の
姿
、
そ
の
翻
る
旗
や
前
方
を
直
視
す
る
眼
差
、
太
鼓
の
響
き
と
歌
声
、
そ
れ
ら
が

私
た
ち
を
言
い
よ
う
も
な
い
力
で
ひ
き
つ
け
ひ
き
さ
ら
っ
た
の
で
す
」
と
姉
イ
ン
ゲ
は
『
白
バ
ラ
』
の
中
で
書
い
て
い
る
、
「
こ
れ
こ
そ
は
何

か
圧
倒
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
共
同
体
こ
そ
は
。
そ
れ
故
、
私
た
ち
み
ん
な
、
ハ
ン
ス
も
ゾ
フ
ィ
ー
も
そ
の
他
み
ん
な

が
ヒ
ト
ラ
ト
ユ
ー
ゲ
ン
ト
に
加
入
し
た
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
身
も
心
も
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
」
む
ろ
ん
行

進
は
外
部
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
ザ
ー
デ
ル
は
い
う
、
「
見
渡
す
限
り
の
灰
緑
色
の
部
隊
の
一
兵
士
と
し

て
行
進
を
行
っ
た
も
の
は
、
こ
の
行
進
の
も
つ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
自
分
が
偉
大
な
共
同
体
の
一
分
肢
と
な
っ
た
の
だ
と
の
感
覚
に
否
応
な
く

襲
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
そ
の
と
き
、
隊
員
の
一
員
と
な
っ
て
行
進
す
る
こ
と
に
、
何
ら
の
「
苦
痛
」
も
、
ま
た
「
自
由
の
欠
乏
」
も
感
じ

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
自
身
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
部
隊
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
」



た
し
か
に
行
進
は
、
ド
イ
ツ
人
を
熱
狂
の
渦
に
巻
き
込
み
、
そ
の
中
で
彼
ら
の
思
考
と
理
性
を
麻
痔
さ
せ
、
個
性
を
抹
殺
す
る
「
一
種
の
魔

術
的
儀
式
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
、
行
進
は
ナ
チ
ス
の
民
族
教
育
の
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
の
指
導
部
に
と
っ
て
行
進
の
も
つ
意
義
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
が
共
同
体
と
い
う
も
の
を
頭
に
思
い
描
く
と
き
、
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
の
耳
の
中
に
は
、
行
進
す
る
縦
隊
の
足
音
が
響
い
て
く
る
」

と
の
ウ
ザ
ー
デ
ル
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
隊
列
を
組
ん
だ
行
進
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
も
つ
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
故
に
、
彼
ら
の
頭
の
中
で

「
民
族
共
同
体
」
そ
の
も
の
と
ぴ
っ
た
り
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
行
進
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
以
上
に
、
民
族
共
同
体
と

い
う
も
の
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
比
喩
は
他
に
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
千
、
何
万
あ
る
い
は
何
十
万
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
職
業
も
出
自

も
異
な
る
人
間
が
、
同
じ
制
服
に
身
を
包
み
、
指
導
者
の
命
令
の
下
、
一
糸
乱
れ
ず
、
同
じ
決
意
、
同
じ
意
識
を
も
ち
、
同
じ
目
標
へ
向
け
て

休
む
こ
と
な
く
同
一
の
歩
調
を
と
っ
て
行
進
す
る
そ
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
ナ
チ
ス
が
そ
の
実
現
を
め
ざ
し
た
「
運
命
丑
同
体
」
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
行
進
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
「
種
（
A
r
t
）
」
に
即
し
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
ド
イ
ツ
民
族
に
固
有
の

「
生
存
の
意
味
で
あ
り
目
的
」
で
も
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
い
う
、
「
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
は
縦
隊
を
つ
く
っ
て
行
進
す
る
。

兵
士
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
前
方
を
凝
視
す
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
一
人
の
人
間
、
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
を
兄
い
出
す
。
彼
が
命
ず
る
と
こ
ろ

へ
わ
れ
わ
れ
は
行
進
す
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
の
種
に
適
っ
た
こ
と
な
の
だ
。
」

「
行
進
す
る
縦
隊
」
と
し
て
の
民
族
共
同
体
の
登
場
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
民
族
構
成
員
の
一
人
一
人
の
社
会
的
・
法
的
地
位

に
根
本
的
な
変
化
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
自
由
主
義
的
個
人
主
義
的
市
民
社
会
は
、
「
自
己
自
身
の
上
に
立
脚
す
る
独
立

の
個
人
人
格
」
を
、
社
会
構
成
の
出
発
点
に
お
い
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
個
々
人
の
現
存
在
の
一
部
の
み
が
直
接
公
的
な
社
会
生
活
に
関
与
す

る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
、
そ
の
こ
と
が
第
三
者
に
対
し
危
害
を
加
え
る
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
に
固
有
の
生
活
を
自
由

に
営
み
、
自
己
に
固
有
の
目
標
あ
る
い
は
利
益
を
自
由
に
追
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
。
S
t
a
a
t
s
f
r
e
i
e
r
a
u
m
。
の
承
認
が

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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四

そ
れ
で
あ
る
。
市
民
社
会
は
、
国
家
か
ら
自
由
な
こ
の
個
人
の
領
域
を
、
一
部
は
憲
法
に
よ
る
「
基
本
権
」
の
宣
言
と
い
う
形
で
、
ま
た
一
部

は
個
人
の
私
的
生
活
へ
の
干
渉
を
、
市
民
の
代
表
機
関
が
制
定
す
る
法
律
の
許
可
に
も
と
づ
い
て
の
み
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
障

し
ょ
ぅ
と
し
た
。
そ
の
限
り
、
個
人
人
格
は
「
公
権
（
s
u
b
j
e
k
t
i
く
e
琵
f
e
n
t
－
i
c
h
e
R
e
c
h
t
）
」
の
所
有
者
と
し
て
、
「
国
家
か
ら
独
立
し
、
国

家
に
対
立
す
る
現
存
在
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
の
共
同
体
思
想
は
、
共
同
体
に
根
ざ
し
、
共
同
体
の
中

に
現
存
在
の
す
べ
て
を
組
み
込
ま
れ
た
「
共
同
休
人
格
」
か
ら
出
発
す
る
。
個
々
人
は
、
独
立
の
人
格
と
し
て
で
は
な
く
、
共
同
体
の
精
神
と

生
を
共
に
担
う
「
共
同
体
の
分
肢
」
、
「
民
族
の
同
胞
」
と
し
て
の
み
存
在
を
許
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
存
在
と
生
活
の
一
切
は
、
共
同

体
の
最
終
目
標
に
定
位
さ
れ
、
共
同
体
の
運
命
と
不
可
分
に
結
ば
れ
、
共
同
体
へ
の
奉
仕
と
し
て
の
み
意
義
あ
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
限
り
、

「
共
同
体
か
ら
自
由
な
個
人
の
領
域
」
と
い
っ
た
も
の
を
限
定
す
る
必
要
性
も
、
ま
た
可
能
性
も
存
在
し
な
い
。
当
然
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
は

ず
の
「
不
可
侵
の
基
本
権
」
と
い
っ
た
も
の
も
存
在
理
由
を
失
う
。
そ
れ
が
、
「
現
存
在
の
生
存
の
幅
と
深
み
の
全
体
を
支
配
」
し
ょ
う
と
す

る
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
の
も
つ
全
体
性
の
帰
結
で
あ
っ
た
の
だ
。

共
同
体
思
想
か
ら
由
来
す
る
ま
っ
た
く
新
た
な
こ
う
し
た
観
念
の
具
体
的
表
現
を
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
一
九
三
六
年
三
月

四
日
の
判
決
の
中
に
兄
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
医
療
器
具
の
清
浄
と
殺
菌
を
怠
り
民
族
同
胞
の
健
康
を
危
殆
な
ら
し
め
た
と
さ
れ
た
歯

科
医
師
に
対
す
る
営
業
停
止
命
令
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
案
に
関
し
、
裁
判
所
は
、
警
察
に
よ
る
介
入
は
た
だ
安
全
・
衛
生
等
の
観
点
か
ら

な
さ
れ
る
「
事
態
の
改
善
要
求
」
に
限
ら
れ
、
営
業
活
動
そ
の
も
の
の
「
禁
止
」
は
認
め
ら
れ
え
な
い
と
す
る
従
来
の
学
説
・
判
例
の
見
解
を

否
定
、
今
日
、
も
は
や
「
営
業
の
自
由
を
国
家
に
対
す
る
不
可
侵
の
個
人
の
基
本
権
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
の
立

場
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
た
。
即
ち
、
「
そ
れ
〔
営
業
の
自
由
〕
は
、
諸
々
の
義
務
と
結
び
つ
い
た
経
営
者
の
共
同
体
内
で
の
法
的
身

分
（
R
e
c
h
t
s
s
t
e
〓
亡
n
g
）
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
法
的
身
分
は
、
ド
イ
ツ
経
済
生
活
の
全
体
秩
序
へ
の
適
合
と
い
う
経
営
者
に
課

せ
ら
れ
た
義
務
に
即
し
て
制
限
さ
れ
統
制
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
民
族
同
胞
は
、
自
ら
の
行
動
に
際
し
て
、
民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
に
対
し
、
何



ら
の
危
害
も
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
の
福
利
を
掛
酌
す
べ
き
こ
の
義
務
は
、
今
日
、
個
々
の
民
族
同
胞

の
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
能
（
B
e
r
e
c
h
t
i
g
u
n
g
）
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
判
決
の
中
に
、
共
同
体
に
お
け
る
「
権
利
」
の
性
格
が
端

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
個
々
人
が
独
立
の
人
格
と
し
て
国
家
な
い
し
は
共
同
体
に
対
し
有
す
る
「
主
観
的
意
思
の
力
」

と
い
っ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
、
義
務
と
対
立
し
区
別
さ
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
法
律
上
歯
科
医
師
に
認
め
ら
れ
た

「
営
業
の
自
由
」
の
権
利
は
、
民
族
同
胞
の
健
康
を
維
持
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
民
族
共
同
体
の
財
貨
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
共
同
体
の
分

肢
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
に
生
ず
る
「
義
務
」
を
果
た
す
た
め
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
共
同
体
か
ら
委
託
さ
れ
た
権
利
、
よ
り
正

確
に
は
判
決
の
文
言
に
あ
る
よ
う
に
「
権
能
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
監
護
権
」
や
「
財
産
権
」
等
い
わ
ゆ
る
　
「
私

権
（
s
u
b
j
e
k
t
i
孟
p
r
i
岩
t
e
 
R
e
c
h
t
）
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
も
ま
た
、
「
ド
イ
ツ
の
未
来
の
た
め
の
戦
士
」
と
し
て
の
子
供

の
肉
体
的
精
神
的
道
徳
的
能
力
を
高
め
、
あ
る
い
は
民
族
の
細
胞
と
し
て
の
家
族
を
扶
養
す
べ
く
共
同
体
か
ら
委
託
さ
れ
た
権
利
、
即
ち
、

「
権
能
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
権
能
の
所
有
者
は
、
権
能
の
行
使
に
際
し
、
常
に
「
共
同
体
に
お
け
る
民
族
同
胞
の
健
全
か
つ
有
益

な
共
同
生
活
に
適
合
す
る
よ
う
配
慮
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
行
使
の
是
非
は
、
「
す
べ
て
の
権
能
に
同
時
に
包
含
さ
れ
て
い
る
義
務
を

そ
の
所
有
者
が
果
た
す
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
」
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
が
自
ら
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
以
上
、
先
の
判
決
に
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
権
能
の
剥
奪
は
当
然
の
結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ロ
イ
ス
が
明
確
に
規
定
し
た
よ
う
に
、
権
能
の
所
有
者
は
元
々
「
民
族
共

同
体
」
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
個
々
の
民
族
同
胞
は
そ
の
「
受
託
者
」
、
「
管
理
者
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
限
り
、
権
能
は
「
そ
れ

自
体
既
に
共
同
体
に
対
す
る
義
務
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

権
利
に
代
わ
っ
て
「
義
務
」
が
共
同
体
に
お
け
る
民
族
同
胞
の
法
的
身
分
を
全
面
的
に
規
定
す
る
。
し
か
し
、
民
族
同
胞
が
、
共
同
体
の
中

で
あ
れ
こ
れ
の
義
務
を
負
う
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ク
ル
ー
ゲ
と
ク
リ
ユ
ー
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
民
族
同
胞
で

あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
「
一
つ
の
課
題
で
あ
り
義
務
で
あ
っ
た
」
の
だ
。
「
自
分
自
身
の
た
め
だ
け
に
過
ご
せ
る
時
間
と
い
う
も
の
は
誰
に
も

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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二
六

存
在
し
な
い
」
と
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
子
供
の
時
に
始
ま
っ
て
運
動
の
老
戦
士
と
な
っ
て
終
わ
る
ま

で
」
、
一
人
一
人
の
生
涯
は
、
常
に
、
そ
し
て
至
る
所
で
、
民
族
へ
の
奉
仕
で
も
っ
て
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
璧
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ

ン
ト
奉
仕
、
労
働
奉
仕
、
国
防
奉
仕
が
民
族
同
胞
の
三
大
奉
仕
義
務
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
は
し
な
い
。
い
つ
い
か
な
る
場

合
で
あ
れ
、
「
民
族
へ
奉
仕
し
、
民
族
へ
奉
仕
す
べ
く
準
備
を
整
え
る
こ
と
」
が
民
族
同
胞
の
基
本
的
義
務
と
み
な
さ
れ
た
。
一
切
の
行
動
は
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
些
純
な
も
の
で
あ
れ
、
民
族
の
最
終
目
標
へ
と
定
位
さ
れ
、
「
そ
れ
と
い
さ
さ
か
も
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
利
益
の
た

め
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
の
意
味
で
、
民
族
共
同
体
は
、
フ
ォ
ル
ス
ト
フ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
民
族
同
胞
が
最
終
目

標
実
現
の
た
め
「
全
体
的
義
務
」
を
引
き
受
け
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
民
族
の
運
命
に
対
し
責
任
を
も
つ
「
全
体
的
責
任
」
の
共
同
体
で

ぁ
っ
た
の
だ
。
全
体
的
責
任
は
、
当
然
の
ご
と
く
「
全
体
的
犠
牲
」
を
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
犠
牲
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
れ
、
「
共
同
体
に
と
っ
て
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
」
ヒ
ト
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
に
い
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
民
族
同

胞
は
す
べ
て
共
同
体
の
運
命
と
不
可
分
に
結
ば
れ
、
共
同
体
の
存
在
な
し
に
は
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
彼

ら
は
た
だ
「
ド
イ
ツ
民
族
の
偉
大
な
事
業
へ
の
奉
仕
者
」
と
し
て
の
み
存
在
意
義
を
も
つ
。
そ
れ
故
、
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
個
人

の
存
在
は
「
民
族
の
要
求
を
前
に
し
て
退
か
」
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
民
族
全
体
が
生
き
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
汝
が
生
き
る
こ
と
な

ど
必
要
で
は
な
い
。
」
こ
れ
は
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
フ
リ
ッ
ク
は
い
う
、
「
共
同
体
が
問
題
と
な
る
場
合
、
個

人
の
存
在
は
何
ら
尊
重
す
る
に
値
い
し
な
い
も
の
と
な
る
。
」
S
S
の
新
入
隊
員
の
宣
誓
式
に
お
い
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
そ
の
こ
と
を
よ

り
直
裁
的
な
言
葉
で
も
っ
て
表
現
し
て
み
せ
た
、
即
ち
、
「
民
族
が
す
べ
て
で
あ
り
、
個
人
は
無
で
あ
る
。
」
そ
れ
が
共
同
体
の
す
べ
て
の

構
成
分
肢
を
拘
束
す
る
。
k
a
t
e
g
O
r
i
s
c
h
e
I
m
p
e
r
a
t
i
く
。
で
あ
っ
た
の
だ
。

た
し
か
に
、
「
ド
イ
ツ
民
族
共
同
体
は
単
な
る
言
葉
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
以
上
の
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
神
聖
な

義
務
」
で
あ
り
、
「
こ
の
義
務
の
た
め
に
す
べ
て
の
者
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
捧
げ
う
る



も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
だ
か
ら
。
や
が
て
完
三
九
年
九
月
二
日
の
宣
戦
布
告
が
、
そ
し
て
同
日
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
国
会

で
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
演
説
が
、
ド
イ
ツ
民
族
の
す
べ
て
に
対
し
、
「
口
先
だ
け
の
信
仰
告
白
で
は
事
が
す
ま
な
い
」
こ
と
を
は
っ
き
り
と
思
い
知

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
私
が
今
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
、
全
体
的
犠
牲
を
要
求
す
る
の
は
、
私
に
そ
う
す
る
だ
け
の
権
利
が
あ
る
か
ら

な
の
だ
。
私
が
常
に
私
の
生
命
を
民
族
と
ド
イ
ツ
の
た
め
に
喜
ん
で
捧
げ
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
ド
イ
ツ
民
族
全
体
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
を

要
求
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
必
要
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
、
ド
イ
ツ
が
生
き
残

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
持
ち
場
で
、
諸
君
が
自
ら
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
す
る
。
」
こ
れ
は
単
な
る
道
徳
的

要
請
で
は
な
か
っ
た
。
三
日
後
の
『
戟
時
経
済
命
令
』
は
前
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
、
「
祖
国
の
国
境
の
保
全
は
、
ド
イ
ツ
民
族

同
胞
す
べ
て
に
対
し
最
大
の
犠
牲
を
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
民
族
同
胞
が
、
自
ら
の
も
つ
力
と
手
段
の
一
切
を
民
族
と
ラ
イ
ヒ

の
用
に
供
す
る
こ
と
は
自
明
の
義
務
で
あ
る
。
」
も
は
や
疑
問
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
民
族
共
同
体
は
、
法
律
の
上
か
ら
も
、
文
字
通
り
、
「
犠

牲
共
同
体
」
と
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
だ
。
「
〔
犠
牲
共
同
体
と
な
っ
た
〕
そ
の
時
は
じ
め
て
」
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
い
う
、
「
〔
地
球
支
配
を

め
ぐ
る
諸
民
族
と
の
戦
い
に
お
い
て
〕
神
の
加
護
が
わ
れ
わ
れ
に
与
与
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
こ
ろ
で
、
権
利
が
共
同
体
の
中
で
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
た
よ
う
に
、
民
族
へ
の
奉
仕
義
務
も
ま
た
、
そ
の
起
源
と
性
格
に
お
い
て
、

従
来
の
義
務
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
個
人
主
義
の
時
代
、
個
々
人
が
国
家
に
対
し
て
負
う
義
務
は
、
い
か
な
る
も
の

で
あ
れ
、
そ
の
存
在
と
内
容
が
、
遠
律
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
命
令
・
規
則
に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
法
令
の
定
め
が
な
い
限
り
、
国
家
は
個
人
に
対
し
い
か
な
る
義
務
も
課
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
；
S
t
a
a
t
s
f
r
e
i
e
r
a
u
m
。
の

承
認
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
同
時
に
、
義
務
の
履
行
は
常
に
外
部
か
ら
の
「
強
制
」
に
よ
っ
て
裏
打
ち

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
義
務
を
決
定
す
る
者
と
履
行
す
る
者
と
の
間
に
、
世
界
観
の
共
有
関
係
の
存
在
が
前
提

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
は
、
義
務
と
は
、
「
命
令
し
禁
止
す
る
強
制
権
力
に
対
す
る
服
従
義
務
」
以
外
の
何
物

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
や
事
情
は
一
変
す
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
個
々
の
民
族
同
胞
は
自
己
の
義
務
を
国
家
の
制
定
法
規
か
ら
受
け
取
る
の
で
は
な
か
っ

た
。
彼
ら
は
、
「
共
同
体
の
分
肢
で
あ
る
（
G
－
i
e
d
・
S
e
i
n
）
」
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
立
法
者
に
よ
る
決
定
に
先
立
っ
て
、
法
律

や
命
令
の
有
無
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
状
況
の
中
で
一
切
の
行
動
を
共
同
体
の
最
終
目
標
に
定
位
し
、
共
同
体
の
福
利
に
合
致

さ
せ
る
べ
く
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
法
的
義
務
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
単
な
る
道
徳
的
義
務
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

道
徳
的
義
務
と
法
的
義
務
を
対
立
さ
せ
、
立
法
化
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
道
徳
的
義
務
が
法
的
義
務
に
変
化
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に

「
自
由
主
義
的
な
観
念
」
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
ハ
ー
メ
ル
の
こ
う
し
た
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
た

と
え
法
律
が
あ
れ
こ
れ
の
義
務
を
規
定
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
義
務
の
創
設
で
は
な
く
、
単
な
る
確
認
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
常
に
必
要
と

さ
れ
る
作
業
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
ス
ト
フ
は
い
う
、
「
民
族
生
活
の
隅
か
ら
隅
ま
で
を
法
律
や
命
令
の
網
の
目
で
覆

い
つ
く
す
こ
と
が
肝
要
な
の
で
は
な
い
」
と
。
た
し
か
に
現
存
在
の
全
体
的
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
運
命
共
同
体
の
中
で
、
そ
の
た
め
に
常
に
立

法
者
に
よ
る
義
務
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
S
S
の
機
関
紙
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
「
法
律
機
械
を
全
速
回
転
さ
せ
た
と
し

て
も
対
応
し
き
れ
な
い
」
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
た
と
え
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
民
族
同
胞
に
対
し
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、

共
同
体
は
、
「
〔
法
的
な
〕
責
任
を
有
効
に
課
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
全
体
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
向
け
ら
れ
る
か

か
る
要
求
が
国
家
の
新
た
な
本
質
を
な
す
。
」

フ
ォ
ル
ス
ト
フ
等
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
こ
う
し
た
見
解
は
、
同
時
に
、
司
法
の
見
解
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ツ
ラ
ー
ル
区
裁
判
所

は
、
『
人
種
法
律
』
制
定
以
前
、
「
自
分
は
ナ
チ
ス
主
義
者
と
し
て
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
婚
姻
の
手
助
け
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
明
文
の

規
定
が
な
い
ま
ま
婚
姻
予
告
の
公
示
を
拒
否
し
た
戸
籍
更
の
処
置
を
正
当
な
も
の
と
し
た
一
九
三
五
年
六
月
一
七
日
の
決
定
の
中
で
、
そ
の
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
、
「
異
な
る
人
種
間
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
法
律
規
定
が
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
原
告
の
異
議



は
認
め
ら
れ
な
い
。
か
か
る
異
議
は
典
型
的
に
ユ
ダ
ヤ
的
自
由
主
義
的
道
徳
思
想
・
法
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
、

『
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
』
と
い
う
原
則
を
盾
に
し
て
、
ド
イ
ツ
の
法
と
道
徳
を
ド
イ
ツ
人
の
本
性
と
ほ
と
ん
ど
完
全
に

切
り
離
し
、
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ナ
チ
ス
的
法
観
念
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
人
の
種
（
A
r
t
）
に
固
有
の
法
観
念

は
、
ド
イ
ツ
人
の
種
に
合
致
し
た
当
為
の
法
則
を
再
び
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
対
す
る
要
請
と
し
て
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
精
神
的
態
度
、

外
的
な
生
活
行
動
を
唯
一
も
っ
ぱ
ら
民
族
の
福
利
の
方
向
へ
と
整
序
し
、
そ
の
利
害
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は

第
三
ラ
イ
ヒ
の
現
に
妥
当
し
拘
束
力
を
も
っ
た
法
で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
判
決
の
中
に
、
共
同
体
に
お
け
る
「
義
務
」
に
関
し
、
も
ケ
一
つ
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
決
定
的
に
重
要
な
性
格
を
兄

い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
即
ち
、
「
ド
イ
ツ
人
の
種
に
合
致
し
た
当
為
の
法
則
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
共
同
体
へ
の
奉
仕
、
自
己
犠
牲
、
そ

れ
ら
は
「
人
間
の
顔
」
を
し
た
す
べ
て
の
人
種
、
す
べ
て
の
民
族
に
共
通
す
る
普
遍
的
特
性
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
、
民
族
の
も
つ
「
世
界
観
」
を
、
当
該
民
族
の
人
種
的
遺
伝
素
質
（
E
r
b
m
a
s
s
e
）
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
ナ
チ
ズ
ム
の
立

場
か
ら
す
る
限
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
掲
げ
る
最
終
目
標
の
実
現
に
向
け
、
共
同
体
が
す
べ
て
の
構
成
員
に
求
め
る
奉
仕
、
自
己
犠
牲
は
、
ド
イ

ツ
人
の
「
血
」
を
持
つ
者
に
の
み
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
共
同
体
へ
の
奉
仕
と
自
己
犠
牲
そ

れ
自
体
が
、
も
と
も
と
ド
イ
ツ
人
の
「
血
」
に
根
ざ
し
ド
イ
ツ
人
に
の
み
固
有
の
特
性
に
他
な
ら
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
既
に
一
九
二
〇
年
の
或
る
演
説
の
中
で
、
た
だ
ア
ー
リ
ア
人
だ
け
が
全
体
へ
の
奉
仕
と
自
己
犠
牲
を
中
核
と
す
る
「
共
同
体
」
を
形

成
す
る
能
力
を
有
す
る
人
種
で
あ
る
と
の
主
張
を
展
開
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
さ
ら
に
『
わ
が
闘
争
』
の
中
で
、
ア
ー
リ
ア
人
の
「
内
面
的
性
向
」

の
特
徴
と
し
て
「
理
想
主
義
」
を
挙
げ
て
い
た
、
即
ち
、
「
全
体
の
た
め
に
労
働
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
自
己
の
生
命
を
犠
牲
に
し
ょ
う
と
す
る

意
思
は
、
ア
ー
リ
ア
人
の
も
と
で
も
っ
と
も
強
力
に
養
わ
れ
て
き
た
。
ア
ー
リ
ア
人
は
、
精
神
的
特
性
そ
の
も
の
が
最
大
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
能
力
を
共
同
体
に
喜
ん
で
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
程
度
が
最
大
な
の
で
あ
る
。
…
…
…
真
の
理
想
主
義
と
は
、
個
人
の
関
心
や
生
命

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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を
全
体
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
」
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
へ
の
奉
仕
義
務
は
、
そ
の
履
行
に
関
し
、
か
つ

て
個
人
主
義
時
代
の
義
務
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
外
的
権
力
に
よ
る
担
保
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
義
務
、
即
ち
、
「
服
従

義
務
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
族
の
最
終
目
標
実
現
の
た
め
、
共
同
体
の
中
で
す
べ
て
の
構
成
分
肢
に
課
せ
ら
れ
る
扇
の

義
務
は
、
ド
イ
ツ
人
の
「
血
」
を
も
つ
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
、
「
種
に
即
し
、
種
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
」
強
制
さ
れ
る
ま
で
も
な
い
内
面

か
ら
の
「
自
明
の
義
務
」
、
「
当
然
の
義
務
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
冬
季
救
済
事
業
へ
の
奉
仕
が
最
後
ま
で
法
律
上
の
義
務
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、

ぁ
る
い
は
ド
イ
ツ
民
族
の
三
大
奉
仕
義
務
が
い
ず
れ
も
「
ド
イ
ツ
民
族
に
対
す
る
名
誉
奉
仕
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
の
具

体
的
表
現
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
は
義
務
の
履
行
は
、
た
と
え
そ
れ
が
法
律
や
命
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
よ
う
と
、
「
命
令
の
遂

行
」
で
も
、
単
な
る
「
文
言
の
実
現
」
で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
血
の
共
有
を
前
提
に
、
最
終
目
標
の
実
現
に
向

か
っ
て
民
族
の
運
命
に
自
ら
の
運
命
を
自
発
的
か
つ
積
極
的
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
共
同
体
へ
の
「
信
仰
告
白
」
の
表
現
以
外
の
何
も
の
で
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
喧
伝
さ
れ
た
「
忠
誠
義
務
」
と
は
、
ま
さ
し
く
か
か
る
「
信
仰
告
白
」
を
中
核
と
す
る
義
務
の

謂
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

共
同
体
に
お
け
る
扇
の
義
務
の
核
心
に
は
、
「
強
制
権
力
に
対
す
る
服
従
」
と
は
無
縁
な
、
ド
イ
ツ
民
族
の
血
に
由
来
す
る
、
そ
し
て
、

そ
れ
故
に
テ
ィ
ェ
ラ
ッ
ク
に
よ
り
「
も
っ
と
も
重
要
な
ド
イ
ツ
的
遺
産
（
E
r
b
g
u
t
）
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
、
「
共
同
体
へ
の
忠
誠
」
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
の
個
別
具
体
的
義
務
が
「
忠
誠
義
務
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
と

い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
「
民
族
同
胞
で
あ
る
こ
と
は
義
務
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
丑
同
体
に
あ
っ

て
、
共
同
体
へ
の
忠
誠
が
共
同
体
に
お
け
る
一
定
の
法
的
身
分
の
、
ひ
い
て
は
共
同
体
分
肢
た
る
こ
と
の
条
件
そ
の
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
を
は
じ
め
て
、
法
律
と
い
う
形
で
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
族
に
明
ら
か
な
ら
し
め
た
の
が
、
完
三
三
年
四

月
七
日
の
『
職
業
的
官
吏
再
建
法
』
で
あ
っ
た
。
第
四
条
は
新
た
な
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
が
官
吏
身
分
の
取
得
と
継
続
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を



宣
言
す
る
、
「
従
来
の
政
治
活
動
に
て
ら
し
、
常
に
無
条
件
に
国
民
国
家
を
支
持
す
る
保
障
を
与
え
ざ
る
官
吏
は
解
任
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。
」

こ
の
要
求
が
い
ま
だ
消
極
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
三
三
年
一
二
月
二
日
の
『
官
吏
及
び
国
防
軍
兵
士
の
宣
誓
に
関
す
る

大
統
領
令
』
は
よ
り
積
極
的
な
形
で
忠
誠
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
「
私
は
民
族
と
祖
国
に
忠
誠
を
つ
く
し
、
憲
法
と
法
律
を
遵
守
し
、

私
の
職
務
義
務
を
良
心
的
に
果
た
す
こ
と
を
神
か
け
て
誓
い
ま
す
」
、
こ
れ
が
官
吏
の
場
合
で
あ
っ
た
。
国
防
軍
兵
士
に
対
し
て
は
よ
り
厳
し

い
宣
誓
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
「
私
は
私
の
民
族
と
祖
国
に
対
し
常
に
忠
実
か
つ
実
直
に
奉
仕
し
、
勇
敢
か
つ
従
順
な
兵
士
と
し
て
何
時
に
て

も
こ
の
宣
誓
の
た
め
に
私
の
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
神
か
け
て
誓
い
ま
す
。
」
官
吏
や
国
防
軍
兵
士
だ
け
で
は
な
い
。
従
来
の
階
級
的
な
対
立

関
係
の
克
服
を
目
的
に
、
経
営
者
、
労
働
者
、
使
用
人
が
と
も
に
「
民
族
の
労
働
の
受
託
者
」
と
し
て
、
「
民
族
と
国
家
の
共
同
利
益
の
た
め

に
互
い
に
協
力
し
活
動
す
る
」
こ
と
を
定
め
た
一
九
三
四
年
一
月
二
〇
日
の
『
国
民
労
働
秩
序
法
』
も
ま
た
、
第
三
五
条
に
お
い
て
、
「
経
営

共
同
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
」
に
対
し
、
共
同
体
へ
の
忠
誠
を
求
め
て
い
た
、
即
ち
、
「
全
構
成
員
は
、
経
営
共
同
体
内
に
お
け
る
自
己
の
地
位

に
従
い
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
良
心
的
に
遂
行
す
る
責
任
を
負
う
。
自
己
の
行
動
を
通
じ
、
経
営
共
同
体
に
お
け
る
自
ら
の
地
位
よ
り

生
ず
る
名
誉
を
受
け
る
に
値
す
る
こ
と
を
証
明
す
べ
し
。
と
り
わ
け
、
自
己
の
責
任
を
た
え
ず
自
覚
し
、
全
力
を
経
営
の
勤
務
に
捧
げ
、
か
つ

全
体
の
福
利
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
う
し
た
忠
誠
義
務
の
立
法
化
の
動
き
の
中
で
、
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
の
共
同
体
に
お
け
る
法

的
身
分
に
関
し
画
期
を
な
す
法
律
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
三
五
年
九
月
云
日
の
『
ラ
イ
ヒ
公
民
法
』
で
あ
っ
た
。
法
律
は
、
「
ド
イ
ツ
ラ
イ

ヒ
の
保
護
団
体
に
属
し
、
こ
れ
に
対
し
特
別
の
義
務
を
負
う
」
、
「
国
籍
所
有
者
」
と
、
「
完
全
な
政
治
的
権
利
の
唯
一
無
比
の
担
当
者
」
と
し

て
の
「
ラ
イ
ヒ
公
民
」
を
明
確
に
区
別
、
そ
の
上
で
、
ラ
イ
ヒ
公
民
に
対
し
民
族
共
同
体
へ
の
無
条
件
の
忠
誠
を
要
請
、
即
ち
、
「
公
民
は
自

ら
の
行
動
を
通
し
ド
イ
ツ
民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
に
忠
誠
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
意
思
と
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ

れ
に
よ
り
、
法
律
の
文
言
の
上
か
ら
も
、
今
後
、
ド
イ
ツ
民
族
共
同
体
の
構
成
分
肢
で
あ
ろ
う
と
す
る
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
彼
ら
の
共
同

体
内
で
の
あ
れ
こ
れ
の
身
分
や
職
業
と
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
個
別
の
立
法
の
有
無
と
も
無
関
係
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
状
況
の
場
に
お
い
て
、

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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（
彗
一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
開
戦
以
降
、
共
同
体
の
統
言
団
結
の
保
護
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
一
連
の
い
わ
ゆ
る
「
戦
時
刑
法
」
の
多
く
も

ま
た
、
刑
罰
威
嚇
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
つ
形
で
、
民
族
同
胞
の
「
自
明
の
義
務
」
、
あ
る
い
は
「
自
発
的
意
思
」
を
強
調
す
る
点

で
、
従
来
の
刑
法
と
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
る
形
式
と
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
外
国
の
謀
略
宣
伝
か
ら
の
ド
イ
ツ
民
族
体

の
保
護
を
目
的
に
、
「
外
国
放
送
の
意
図
的
聴
取
」
お
よ
び
「
報
道
の
故
意
の
流
布
」
を
禁
じ
た
一
九
三
九
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令
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＝
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イ
ツ
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が
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識
に
も
と
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き
原
則
と

し
て
外
国
放
送
の
聴
取
を
行
わ
な
い
こ
と
を
共
同
体
の
中
で
暮
ら
す
上
で
の
当
然
の
義
務
と
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
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と
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定
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右
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送
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取
が
厳
格
な
刑
罰
の
威
嚇
の
下

に
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れ
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明
の
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る
。
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e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
Z
b
－
a
－
こ
器
…
e
i
＝
・
S
・
｝
…
・
）
も
ま
た
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
「
〔
軍
人
が
祖
国
の
防
衛
の
た
め
に
〕

捧
げ
る
犠
牲
の
偉
大
さ
を
思
う
と
き
、
各
自
自
己
の
も
つ
力
と
資
材
の
一
切
を
民
族
と
ラ
イ
ヒ
の
用
に
供
し
、
規
律
あ
る
経
済
生
活
の
継
続
を
保
障
す

る
こ
と
は
、
祖
国
に
あ
る
民
族
同
胞
す
べ
て
に
と
っ
て
自
明
の
義
務
に
他
な
ら
な
い
」
と
規
定
。
一
九
四
〇
年
三
月
二
九
日
の
F
ド
イ
ツ
民
族
の
金
属

収
集
保
護
の
た
め
の
命
令
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
Z
b
－
a
t
こ
害
・
T
e
i
＝
・
S
・
…
・
）
は
、
「
収
集
さ
れ
た
金
属
の
着
服
」
等
に
対
し
死
刑
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
『
命
令
』
の
基
礎
と
な
っ
た
半
月
前
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
紙
上
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
ン
グ
の
ド
イ
ツ
民
族
に
対
す

る
「
金
属
供
出
」
に
関
す
る
「
呼
び
掛
け
」
は
、
か
か
る
供
出
を
「
自
発
的
意
思
に
も
と
づ
く
」
行
為
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
と
の
考
え
を
繰
り
返
し

明
ら
か
に
し
て
い
た
、
即
ち
、
「
〔
戦
争
遂
行
上
必
要
と
な
る
種
々
の
金
属
の
確
保
は
、
関
係
官
庁
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
〕
か
か
る
措
置
は
ド
イ

ツ
民
族
全
体
の
自
発
的
な
供
出
に
よ
り
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
供
出
に
よ
り
ど
の
程
度
の
量
の
金
属
が
集
ま
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族

民
族
共
同
体
と
法
（
四
）
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三
六

の
犠
牲
的
精
神
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
少
な
い
も
の
で
は
な
い
と
私
は
承
知
し
て
い
る
。
…
…
…
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
べ
き

は
、
か
か
る
供
出
が
絶
対
自
発
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
…
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
心
か
ら
喜
ん
で
か
か
る
事

業
に
参
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
発
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
供
出
に
固
有
の
本
質
と
な
る
。
」
（
＜
崇
i
s
c
h
e
r
B
e
O
b
a
c
h
t
e
r
．
＜
O
m
－
P

P
】
澄
0
．
）

（
亜
）
這
a
n
s
S
c
h
e
m
m
S
p
r
i
c
h
－
・
－
■
S
・
声
這
・
R
・
H
u
b
e
r
も
・
a
・
〇
・
怒
声
這
・
S
－
a
d
e
－
m
a
n
n
㌦
D
i
e
r
e
c
h
t
－
i
c
h
e
S
t
e
E
u
n
g
d
e
r
N
S
．
＝

く
0
－
k
s
w
O
E
f
a
h
r
t
u
n
d
d
e
s
W
i
n
t
e
r
h
i
－
f
s
w
e
r
k
e
s
d
e
s
D
e
u
t
s
c
h
e
n
く
0
－
k
e
s
．
ご
（
－
諾
∞
）
S
．
芦

（
4
7
）
G
・
T
h
i
e
r
a
c
k
㌦
D
e
n
k
s
c
h
r
i
f
－
d
e
S
N
e
n
－
邑
a
u
s
s
c
h
亡
S
S
e
S
d
e
r
S
－
r
a
－
r
e
c
h
－
s
a
b
t
e
i
－
u
n
g
d
e
r
A
k
a
d
e
m
i
e
f
守
D
e
u
t
s
c
h
e
s
R
e
c
h
t

き
e
r
d
i
e
G
r
u
n
d
註
g
e
e
i
n
e
s
A
u
g
e
m
e
i
n
e
n
D
e
u
t
s
c
h
e
n
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
．
・
ニ
ー
宍
道
）
S
．
芦

（
亜
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
こ
諾
∽
．
T
e
i
〓
．
S
．
↑
声

（
4
9
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
こ
諾
加
．
T
e
i
〓
．
S
．
－
O
S
．

（
50
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
こ
霊
か
．
T
e
i
〓
．
S
．
余
．

（
5
1
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
こ
諾
ひ
．
T
e
i
〓
．
S
ヒ
ム
声

（
讐
た
だ
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
こ
の
後
も
、
個
別
の
立
法
に
よ
り
、
共
同
体
へ
の
忠
誠
が
一
定
身
分
の
取
得
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
要
求
す
る

こ
と
を
止
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
ラ
イ
ヒ
医
師
法
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
S
2
－
2
b
－
a
t
＝
琵
●
T
e
i
〓
●
S
．
－
畠
巴
は
、
医
師
の
使
命
を
「
民

族
全
体
の
健
康
へ
の
奉
仕
」
に
あ
る
と
し
、
使
命
の
良
心
的
遂
行
と
、
そ
の
使
命
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
的
な
行
動
を
義
務
づ
け
、
あ
る
い
は
、
『
ラ
イ
ヒ

弁
護
士
法
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
S
2
－
2
b
－
a
－
こ
買
・
T
e
i
＝
・
S
・
－
声
）
は
、
よ
り
直
裁
的
に
以
下
の
宣
誓
を
求
め
て
い
た
、
「
私
は
、
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
及
び
ド
イ

ッ
民
族
の
指
導
者
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
忠
誠
を
尽
く
し
、
ド
イ
ツ
弁
護
士
の
義
務
を
良
心
的
に
果
た
す
こ
と
を
神
か
け
て
誓
い
ま
す
。
」

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
立
法
例
か
ら
、
『
公
民
法
』
の
規
定
が
単
な
る
お
飾
り
的
な
精
神
規
定
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
む
ろ
ん
許
さ
れ

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
ー
般
的
な
ラ
イ
ヒ
公
民
と
し
て
の
忠
誠
義
務
の
具
体
的
状
況
へ
の
「
適
用
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
「
再
確
認
」

で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
ナ
チ
ス
指
導
部
に
と
っ
て
は
、
本
来
、
『
公
民
法
』
に
よ
る
一
般
的
な
確
認
と
宣
言
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

ヽ
1
0

1
V


